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北
に
の
び
る
直
線
は
人
工
的
な
も
の
と
解

釈
す
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。

■
江
戸
の
史
跡
・
遺
物
は
微
高
地
の
上　

街

道
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
た
微
高
地
で
す
が

明
治
時
代
以
降
に
形
成
さ
れ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
史
跡
や
石
造

遺
物（
墓
石
・
記
念
碑
な
ど
）
を
調
査
す
る

と
、
土
盛
り
の
痕
跡
が
確
認
で
き
な
い
数

多
く
の
江
戸
時
代
の
史
跡
や
石
造
物
が
分

布
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
基
本
的
に
明
治

以
降（
近
・
現
代
）
の
土
木
工
事
で
、
微
高

地
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
江
戸
時
代

以
前
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
千
住
地
域
に
は
他
に
も
元
宿（
現

千
住
元
町
周
辺
）
や
千
住
曙
町
な
ど
微
高

地
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
隅
田
川
や

綾
瀬
川
な
ど
の
流
路
の
影
響
が
確
認
で
き

る
の
で
、
形
成
過
程
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

■
宿
場
の
計
画
が
先　

寛
永
二（
一
六
二 

五
）
年
に
千
住
宿
が
開
宿
し
ま
す
が（「
旧

考
録
稿
本
」
当
館
蔵
ほ
か
）、
一
般
的
に「
自

然
堤
防
の
上
に
で
き
た
」
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
以
上
の
状
況
か
ら
、

　

×　

自
然
堤
防
が
あ
り
、
そ
こ
に
宿
場 

　
　

が
出
来
た

　

〇　

街
道
と
宿
場
を
つ
く
る
た
め
に
微 

　
　

高
地
を
造
成
し
た

と
推
定
し
て
い
ま
す
。

２　

排
水
路
と
短
冊
状
の
地
割

　

こ
こ
で
千
住
の
微
高
地
に
つ
い
て
参
考

に
な
る
の
が
江
戸
時
代
の
土
地
の
利
用
の

在
り
方
で
す
。
街
道
部
分
が
高
く
東
西
の
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図
１　

千
住
地
域
の
土
地
の
高
低
図　

一
九
七
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
五
〇
㎝
単
位

の
等
高
線
図
を
も
と
に
作
成
。
白
い
と
こ
ろ
が
高
く
、
色
が
濃
く
な
る
に
従
っ
て
低

く
な
っ
て
い
ま
す
。
下
部
の
線
入
り
の
部
分
は
隅
田
川
で
す
。
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郷
土
博
物
館
で
は
令
和
七
年
に
迎
え

る
千
住
宿
開
宿
四
〇
〇
年
に
む
け
て
史

実
の
検
証
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の

レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
も
そ
も
千
住
宿
が
で

き
た
地
理
的
要
因
に
つ
い
て
で
す
。

　

千
住
の
旧
日
光
道
中（
街
道
）
に
沿
っ

て
微
高
地
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
通

説
で
は
砂
州
も
し
く
は
自
然
堤
防
と
解
釈

さ
れ
て
い
ま
す（
貝
塚
爽
平『
東
京
の
自
然

史
』
一
九
七
九
年
ほ
か
）。
自
然
堤
防
と

は
川
の
氾
濫
と
蛇
行
で
土
砂
が
運
ば
れ
て

形
成
さ
れ
た
微
高
地
で
す
。
実
は
公
的
な

報
告
書
で
も
千
住
の
微
高
地
は
自
然
堤
防

と
分
析
さ
れ
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
郷
土
博
物
館
で
は
以
下
の
よ

う
に
検
証
を
行
い
千
住
宿
建
設
時
に
造

成
さ
れ
た
近
世
の
土
木
工
事
の
結
果
と

推
定
し
て
い
ま
す
。

１　

微
高
地
の
か
た
ち

■
土
地
造
成
と
千
住
宿　

上
掲
の
高
低
図

（
図
１
）
は
一
九
七
〇
年
代
に
足
立
区
役
所

の
土
木
部
職
員
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

て
い
た
五
〇
㎝
単
位
の
等
高
線
図
を
簡
略

化
し
た
も
の
で
す
。
微
高
地
が
日
光
道
中

に
沿
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
微
高
地
で
す
が
、
自
然
堤
防
は
河

川
流
路
に
沿
っ
た
形
で
形
成
さ
れ
蛇
行
し

て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
一
方
で

図
の
下
部
に
あ
る
隅
田
川
流
路
と
こ
の
微

高
地
の
長
軸
は
直
交
し
て
お
り
、
街
道
に

沿
っ
て
直
線
に
伸
び
て
い
ま
す
。
こ
の
南
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史
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土
地
を
造
成
し
宿
場
を
建
設
し
た
な
ら

千
住
の
宿
場
地
域
が
江
戸
の
土
木
遺
跡
で

あ
り
今
も
そ
の
上
に
歴
史
が
集
積
し
て
い

る
と
表
現
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

■
整
備
は
造
営
事
業
の
一
環　

こ
こ
で
新

た
な
研
究
課
題
が
登
場
し
ま
す
。
低
地
帯

に
新
た
に
土
を
盛
り
上
げ
て
街
道
を
つ
く

る
と
い
う
工
事
は
、
江
戸
時
代
に
は
大
土

木
工
事
で
し
た
。
宿
場
と
な
っ
た
の
は
幕

命
で
あ
る
と「
旧
考
録
稿
本
」
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
調
べ
る
と『
徳
川
実
紀
』

に
寛
永
元
年（
一
六
二
四
）
の
東
照
宮
造

営
法
度
と
い
う
一
連
の
法
令
が
あ
り
ま
す
。

日
光
東
照
宮
と
日
光
道
中
を
整
備
す
る
目

的
の
法
度
で
、
江
戸
・
日
光
間
の
宿
場
や
街

道
、
橋
梁
な
ど
の
整
備
を
定
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
具
体
的
に
誰
が
―
大
名
や
役
所
の

名
前
な
ど
―
工
事
を
仕
切
っ
た
の
か
は
不

明
な
の
で
す
。

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

近
世
初
期
の
寛
永
年
間
の
大
き
な
整
備

事
業
の
一
環
と
し
て
千
住
宿
は
造
成
さ
れ
、

日
光
道
中
の
初
宿
と
な
っ
た
こ
と
、
い
ま

見
る
こ
と
が
出
来
る
街
道
沿
い
の
微
高
地

は
、
当
時
の
土
木
事
業
の
遺
跡
と
み
る
の

が
自
然
な
理
解
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

【
参
考
文
献
】　

土
本
俊
和「
洛
中
地
子
赦

免
と
町
屋
―
建
物
先
行
型
の
形
成
過
程

―
」（『
建
築
史
学
』
二
七
、一
九
九
六
年
）

／
岡
本
哲
志「
近
世
江
戸
に
お
け
る
町
人

地
の
街
区
と
町
割
り
の
変
容
に
関
す
る

研
究
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文

集
』
六
九
、二
〇
〇
四
年
）。

ま
た
に
民
屋
を
集
め
」
と
記
述
さ
れ
て
い

ま
す
。
家
屋
敷
の
多
く
に
は
畑
や
屋
敷
林

が
付
随
し
、
宿
場
の
屋
敷
で
は
伝
馬
に
用

い
る
馬
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
が
、
の
ち
に

「
銭
納
」
と
い
う
金
銭
で
納
め
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
短
冊
状
の
地
割
は
家
々
を
効

率
的
に
集
め
る
方
法
と
し
て
確
立
し
て
い

ま
し
た
。
江
戸
市
中
の
み
な
ら
ず
京
都
の

江
戸
期
に
成
立
し
た
町
で
も
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
農
村
で
も
近
世
中
期
の
武
蔵
野

台
地
の
新
田
で
も
、
こ
う
し
た
例
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
埼
玉
県
の
三
芳

町
と
所
沢
市
に
ひ
ろ
が
る
三
富
新
田（
さ
ん

と
め
し
ん
で
ん
）
も
短
冊
状
の
屋
敷
地
に

農
地
が
連
続
す
る
景
観
で
す
。
こ
の
様
子

は「
三
富
開
拓
地
割
遺
跡
」
と
い
う
名
称
で

埼
玉
県
指
定
旧
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

３　

寛
永
の
造
営
と
街
道
整
備

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

①
ほ
ぼ
直
線
に
微
高
地
が
あ
り
日
光
道

中
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
。

　

②
河
川（
隅
田
川
）
乱
流
の
痕
跡
と
は
合

致
し
な
い
こ
と
。

　

③
傾
斜
排
水
が
企
図
さ
れ
、
併
せ
て
短

冊
状
の
地
割
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

以
上
の
③
点
か
ら
千
住
地
域
を
南
北
に
の

び
る
微
高
地
は
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い

る「
自
然
堤
防
」
で
は
な
く
、
宿
場
整
備
の

た
め
に
造
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

住
一
丁
目
部
分
の
屋
敷
地
で
す
が
屋
敷
地

の
間
に
は
排
水
路
が
設
置
さ
れ（
ま
れ
に
屋

敷
地
内
に
流
水
路
が
あ
る
）、
そ
れ
ぞ
れ
の

屋
敷
地
裏
の
落
堀
に
集
め
ら
れ
、
さ
ら
に

南
側
に
位
置
す
る
隅
田
川
に
水
が
送
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
屋
敷
地
群
の
裏
手
に
排
水

路
を
設
置
す
る
の
は
一
般
的
で
、
芭
蕉
ゆ

か
り
の
地
で
も
あ
る
伊
勢（
三
重
県
）
松
坂

町
の「
背
割
排
水
」
な
ど
も
有
名
で
す
。

　

こ
う
し
て
街
道
の
維
持
と
排
水
方
法
の
二

つ
を
実
現
し
た
の
が
、
街
道
沿
い
を
高
く
し

て
町
裏
に
向
か
っ
て
傾
斜
を
つ
け
た
土
地
の

造
成
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
短
冊
状
の
地
割　

効
率
的
な
傾
斜
排
水

の
工
夫
に
加
え
、
多
く
の
家
を
集
め
る
た

め
に
短
冊
状
の
地
割（
じ
わ
り
）
が
施
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
千
住
の
歴
史
を
記

述
し
た「
旧
考
録
稿
本
」
で
は「
往
辺
の
ち

町
裏
に
か
け
て
傾
斜
し
て
い
る
状
況
と
、

短
冊
状
の
地
割
で
す
。

■
排
水
の
工
夫　

街
道
沿
い
か
ら
町
裏
が

低
く
な
っ
て
い
る
利
点
の
一
つ
は
傾
斜
排

水
で
す
。
雨
水
や
生
活
で
利
用
し
た
水
の

排
水
は
、
屋
敷
の
裏
手
に
水
を
落
と
す
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
排
水
路
は
お
お
む
ね

屋
敷
地
と
屋
敷
地
の
間
に
設
置
さ
れ
て
お

り
自
然
に
流
下
す
る
構
造
で
し
た
。

　

ま
た
街
道
機
能
を
維
持
す
る
上
で
も
、

街
道
面
が
高
い
こ
と
で
水
を
落
と
す
利
点

に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
雨
水
の

排
水
は
重
要
で
、
砂
利
や
砂
で
舗
装
さ
れ

た
道
を
一
刻
も
早
く
乾
い
た
状
態
に
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

屋
敷
地
裏
手
の
南
北
方
向
に
は
水
を
集

め
て
隅
田
川
に
排
水
す
る
集
約
水
路
が
設

け
ら
れ「
落
堀
」（
お
と
し
ぼ
り
）
と
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
右
の
挿
図（
図
２
）
は
千

（２）

図２
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筆
者
が
新
入
社
員
研
修
で
缶
前
に
い
た

と
き
こ
の
音
を
き
き
ま
し
た
。
先
輩
指
導

員
に「
な
ん
の
音
で
す
か
？
」
と
聞
く
と
、

「
相
が
あ
わ
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
ま
た
や
り

や
が
っ
た
な
」
と
、
笑
っ
て
答
え
て
く
れ

ま
し
た
。

　

電
気
課
運
転
係
に
配
属
と
な
り
初
め
て

併
入
操
作
を
行
っ
た
同
期
生
は
、「
初
め
て

の
併
入
だ
か
ら
神
経
を
つ
か
っ
た
よ
。
同

期
検
定
器
の
針
が
回
り
出
し
ち
ょ
う
ど
よ

い
と
こ
ろ
で
併
入
し
た
心
境
は
何
物
に
も

代
え
が
た
か
っ
た
な
ぁ
」
と
語
っ
て
い
ま

し
た
。
当
直
主
任
が
ハ
ラ
ハ
ラ
し
な
が
ら

見
守
っ
て
い
る
姿
を
想
像
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
つ
づ
く
）

る
計
画
で
す
」
と
の
ご
返
答
を
頂
戴
し
ま

し
た
。
３
号
機
は
、
発
電
用
か
ら
試
験
用

へ
と
用
途
を
変
え
、
百
寿（
紀
寿
）
が
過
ぎ

ま
し
た
。

　

新
入
社
員
研
修
で
調
音
棒
に
よ
る
異
音

検
査
な
ど
、
先
輩
発
電
機
に
関
わ
っ
た
在

り
し
日
を
思
い
だ
し
て
い
ま
す
。

　
「
腰
が
痛
て
ぇ
～
」
な
ん
て
言
っ
て
い
る

若
造（
筆
者
）
の
な
ん
と
情
け
な
い
こ
と
か
。

健
在
を
知
り
、
先
輩
か
ら
元
気
を
貰
っ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

■
併
入
操
作　

発
電
を
開
始
し
た
ら
他
の

発
電
所
の
電
力
系
統
に
組
み
入
れ
る
操
作

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
併
入
と
言
い
ま
し

た
。
電
力
は
三
相
交
流
で
す
か
ら
電
力
系

統
に
入
れ
る
た
め
に
は

こ
の
相
を
合
わ
せ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
に
は
同
期
検
定
器
を

使
用
し
ま
す
。
検
定
器

に
は
針
が
つ
い
て
お
り

回
転
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
針
が
頂
点
に
達
し

た
と
き
に
ス
イ
ッ
チ

を
ひ
ね
り
併
入
し
ま
す
。

不
慣
れ
な
者
は
、
タ
イ 

ミ
ン
グ
が
つ
か
め
ず
、

針
の
手
前
や
後
ろ
で
併

入
す
る
と
発
電
機
は
無

理
や
り
相
を
あ
わ
せ
よ

う
と
す
る
た
め
、
振
動

が
走
り
ド
ー
ン
と
い
う

音
を
発
し
ま
す
。

員
の
パ
ト
ロ
ー
ル
範
囲
で
あ
り
、
風
洞
内

に
入
る
と
猛
烈
な
風
と
騒
音
で
恐
ろ
し
さ

を
感
じ
た
も
の
だ
」
と
。

■
調
相
機
運
転　

３
号
機
は
、
日
本
初
の

調
相
機
運
転
が
可
能
な
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

が
据
え
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

発
電
機
か
ら
タ
ー
ビ
ン
を
切
り
離
し
、
花

畑
変
電
所
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
電
気
の
電

圧
調
整
の
み
を
行
う
運
転
で
、
タ
ー
ビ
ン

と
発
電
機
の
連
結
・
切
り
離
し
が
容
易
に
で

き
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

３
号
発
電
機
は
、
発
電
所
廃
止
後
、
解

体
を
免
れ
、
株
式
会
社
東
光
高
岳
で
短
絡

試
験
用
発
電
機
と
し
て
第
二
の
人
生
を
歩

み
、
古
参
兵
の
意
地
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

　

短
絡
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
電
気
が

シ
ョ
ー
ト
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
試
験
と

は
、
電
力
で
モ
ー
タ
ー
を
回
し
て
３
号
機
に

発
電
さ
せ
、
そ
の
高
電
圧
・
高
電
流
で
試
験

す
る
機
器
に
大
き
な
負
荷
を
か
け
、
耐
久
度

な
ど
を
テ
ス
ト
す
る
も
の
で
、
高
品
質
の
製

品
を
作
る
た
め
に
は
必
要
な
試
験
な
の
で

す
。
平
成
24
年（
二
〇
一
二
）
年
の
電
気
新

聞
に
、「
87
歳
の
発
電
機
が
現
役
を
続
け
る

理
由
は
そ
の
頑
丈
さ
に
あ
る
」
と
。（
註
）

　

今
回
、
改
め
て
株
式
会
社
東
光
高
岳
に

確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
短
絡
試
験
用
発
電
機

は
ま
だ
現
役
で
動
い
て
お
り
ま
す
が
近
い

将
来
、
発
電
機
の
長
い
歴
史
に
幕
を
閉
じ

　

設
備  
筆
者
は
ボ
イ
ラ
ー
屋
で
あ
り
、
学

校
で「
電
気
一
般
」
を
習
っ
た
く
ら
い
で
電

気
は
苦
手
で
す
の
で
、
先
輩
の
姫
野
和
映

（
ひ
め
の　

か
ず
あ
き
）
氏
に
引
用
に
つ
い

て
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
著
書

の『
お
化
け
煙
突
物
語
』」
に
頼
る
と
こ
ろ

が
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

発
電
機
は
、
米
国
ウ
エ
ス
チ
ン
グ
ハ
ウ
ス

社
製
で
、
認
可
出
力
２
５
０
０
０
kw
×
３

台
＋
所
内
用
２
５
０
０
kw=

７
７
５
０
０

kw
で
、
営
業
用
は
７
５
０
０
０
kw
で
し
た

が
、
晩
年
は
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
・
発

電
機
の
経
年
劣
化
に
よ
り
６
６
０
０
０
kw

程
度
し
か
発
電
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

１
・
２
号
発
電
機
の
冷
却
方
式
は
、
外
部

空
気
を
エ
ア
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー
と
い
う
水
の

噴
霧
装
置
で
洗
浄
し
て
か
ら
、
発
電
機
内

に
入
る
よ
う
に
風
洞
が
で
き
て
い
て
、
発

電
機
の
回
転
子
に
付
い
て
い
る
フ
ァ
ン
に

よ
っ
て
発
電
機
内
を
回
っ
て
外
に
出
て
い

ま
し
た
。
３
号
発
電
機
は
、
閉
鎖
さ
れ
た

発
電
機
内
の
空
気
が
回
転
フ
ァ
ン
の
風
圧

で
循
環
し
て
、
水
冷
式
エ
ア
ク
ー
ラ
ー
を

通
し
て
冷
却
す
る
閉
鎖
自
冷
式
が
採
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

同
期
生
は
、「
１
・
２
号
発
電
機
の
冷
却

は
、
ポ
ン
プ
で
水
を
噴
霧
し
て
空
気
を
洗

浄
し
、
大
き
な
風
洞
で
発
電
機
内
に
送
り

込
ん
で
い
た
。
こ
の
風
洞
は
汽
機
係
補
機

（３）

  
お
化
け
煙
突
60
年
⑩
設
備
と
操
作
員
④

格
和 

宏
典

　
　３号発電機・タービンイメージ図（格和氏画）
発電機は、銘板によると「大正１２（1923）年１０月１７ 
日製」。昭和４（1929）年稼働。（註：新聞記事中の「８７
歳」は、大正１５年の発電所創業時から数えた年数。）
千住火力発電所廃止後、昭和４５年に株式会社東光高
岳で復活。平成２２（2010）年に本格的な補修が行われ、
今なお現役です。
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分
析
も
、
土
に
含
ま
れ
る
鉱
物
が
ほ
ぼ
花

崗
岩
類
の
み
し
か
含
ま
れ
な
い
と
い
う
特

徴
が
、
こ
れ
ま
で
西
日
本
を
中
心
に
発
見

さ
れ
て
き
た
軟
質
土
器
の
土
と
一
致
す
る

た
め
、
朝
鮮
半
島
所
産
の
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
つ
づ
く
）

　
　
　
　
　

  （
遺
跡
調
査
員　

増
田
静
香
）

紀
初
頭
の
資
料
と
の
こ
と
で
す
。

　

花
畑
遺
跡
出
土
の
こ
ち
ら
の
軟

質
土
器
に
つ
い
て
は
、
①
外
面
に

平
行
文
タ
タ
キ（
図
３
）、
②
内
面

に
同
心
円
ア
テ
メ（
図
４
）、
③
口

唇
部
に
一
条
の
沈
線
が
巡
る
と
い

う
三
点
の
特
徴
が
あ
る
の
で
す
が
、

咸
安
郡
に
隣
接
し
、
臨
海
部
で
あ

る
こ
ち
ら
も
か
つ
て
阿
羅
加
耶
の

領
域
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
昌

原
市
馬
山
合
浦
区
に
所
在
す
る
玆

山
洞
遺
跡
で
の
出
土
資
料
に
①
、
②
の
特
徴

を
持
つ
個
体
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
現
地
の

研
究
機
関
の
東
亜
文
化
研
究
院
に
よ
っ
て
、

五
世
紀
の
第
一
、四
半
期
～
第
二
、四
半
期
の

資
料
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
ま

た
、
玆
山
洞
遺
跡
出
土
資
料
の
多
く
に
③
の

特
徴
は
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

パ
リ
ノ
サ
ー
ヴ
ェ
イ
株
式
会
社
に
よ
る

花
畑
遺
跡
出
土
の
軟
質
土
器
の
土
の
化
学

島
に
お
い
て
生
産
さ
れ
て
い
た
什
器
で
す
。

花
畑
遺
跡
出
土
の
軟
質
土
器
は
、
平
底
鉢

と
い
う（
深
鉢
形
土
器
と
も
）
器
種
で
あ
り
、

調
理
器
具
及
び
食
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

【
軟
質
土
器
と
認
定
さ
れ
た
経
緯
】

　

今
回
の
花
畑
遺
跡
出
土
の
陶
質
土
器
と

軟
質
土
器
の
資
料
鑑
定
を
し
て
下
さ
っ
た

酒
井
清
治
氏（
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
）
に
よ

る
と
、
こ
れ
ら
の
類
例
に
あ
た
る
も
の
が
、

現
在
の
韓
国
の
慶
州
南
道
・
慶
州
北
道
大
邱

広
域
市
・
全
羅
北
道
東
部
の
一
部
に
か
つ
て

存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
加
耶
の
う
ち
の

阿
羅
加
耶
地
域
の
所
産
と
み
ら
れ
る
と
の

こ
と
で
し
た
。
ま
ず
、
陶
質
土
器
に
つ
い
て

は
、
阿
羅
加
耶
の
中
心
地
と
さ
れ
、
世
界
遺

産
と
な
っ
た
末
伊
山
古
墳
群
も
所
在
す
る

慶
州
南
道
咸
安
郡
に
あ
る
道
項
里
遺
跡
出

土
の
資
料
で
す
。
脚
部
に
二
段
三
方
の
方
形

の
透
か
し
孔
が
入
る
と
み
ら
れ
、
坏
部
と
脚

部
の
継
ぎ
目
が
太
い
と
い
う
特
徴

が
一
致
す
る
と
の
こ
と
で
、
五
世

【
東
京
都
内
で
初
の
出
土
事
例
で
あ
る
軟
質

土
器
に
つ
い
て
】

　

花
畑
遺
跡
と
い
う
名
称
で
足
立
区
の
埋

蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
指
定
さ
れ
て
い
る
保

木
間
五
‐
三
十
八
番
地
内
に
お
い
て
、
平

成
二
十
五
年（
二
〇
一
三
）
に
東
京
都
内
で

は
初
の
事
例
と
な
っ
た
遺
物
の
発
見
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
が
朝
鮮
半
島
系
土
器
の

う
ち
の
軟
質
土
器
で
す
。（
図
１
・
２
）
こ

の
度
、
文
化
財
登
録
と
な
っ
た
こ
の
土
器

に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

　

軟
質
土
器
と
は
、
日
本
の
古
墳
時
代
と

ほ
ぼ
平
行
す
る
時
期
の
三
国
時
代（
※
韓
国

の
正
史
で
は
、
三
国
時
代
の
始
ま
り
は
紀

元
前
一
世
紀
と
さ
れ
て
い
る
）
の
朝
鮮
半

（４）

図１　軟質土器 平底鉢①

５世紀前半の朝鮮半島の勢力図

図２　軟質土器 平底鉢②

は
い
、
文
化
財
係
で
す
㊴

令
和
６
年
度 

足
立
区
登
録
有
形
文
化
財

花
畑
遺
跡
出
土
の

　
朝
鮮
半
島
系
土
器

　
　
に
つ
い
て（
上
）

図３　平行文タタキの痕跡
　土器を成形する際に、外側から木など
で叩いた跡。
　土器の成形は、内側から押さえながら
外側を叩いて行う。①②の土器双方に同
じ特徴が見られる。

図４　同心円アテメの痕跡
　土器を成形する際に内側から押さえた
跡。同心円状についている
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