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六
つ
の
阿
弥
陀
仏
を
め
ぐ
る
六
阿
弥
陀

詣
は
、
江
戸
の
人
々
が
春
秋
二
度
の
お
彼

岸
の
日
に
、
江
戸
東
郊
を
め
ぐ
る
行
事
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
「
武
江
年

表
」
ほ
か
）
。
今
回
は
、
と
く
に
六
阿
弥

陀
に
深
く
関
わ
る
扇
二
丁
目
の
性
翁
寺
が

史
跡
と
な
る
「
足
立
姫
」
伝
説
と
同
寺
の

「
根
元
阿
弥
陀
」
の
参
考
資
料
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

ま
ず
ご
紹
介
す
る
の
は
、
江
戸
の
僧
侶
、

津
田
大
浄
が
記
し
た
「
遊
歴
雑
記
」
（
国

立
公
文
書
館
蔵
）
で
す
。
同
書
は
江
戸
近

郊
の
紀
行
文
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
「
あ

だ
ち
姫
」
記
事
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

　

奈
良
時
代
に
今
の
足
立
を
治
め
て
い
た

宮
城
宰
相
の
娘
「
あ
だ
ち
姫
」
（
足
立

姫
）
が
亡
く
な
り
侍
女
も
入
水
し
た
と
い

う
伝
説
を
紹
介
し
た
後
、
と
く
に
別
項
を

設
け
て
姫
の
菩
提
を
弔
う
記
事
を
書
い
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

■
「
第
壱　

性
翁
寺
足
立
姫
の
墓
」
よ
り

第
壱

一
、
武
州
足
立
郡
宮
城
村
性
翁
寺
は
木
あ

　

ま
り
の
如
来
と
称
す
る
。…

行
基
菩
薩

　

が
巡
行
し
て
滞
在
し
て
い
た
時
、
宮
城

　

宰
相
の
邸
宅
に
滞
在
さ
れ
た
。
宰
相
の

　

願
い
で
娘
の
「
あ
だ
ち
姫
」
の
た
め
、

　

霊
木
で
六
体
の
阿
弥
陀
様
を
彫
刻
さ
れ

　

た
。
六
体
を
彫
刻
し
お
わ
っ
た
が
、
い

　

ま
だ
夜
明
け
前
だ
っ
た
の
で
、
残
り
の

　

木
で
ま
た
一
体
の
阿
弥
陀
を
彫
刻
さ
れ

　

た
。
「
木
余
り
の
如
来
」
と
い
う
の
が

　

こ
れ
で
あ
る
。

　
　

行
基
は
さ
ら
に
姫
の
手
に
触
れ
た
も

　

の
が
あ
る
か
？
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
。

　

宮
城
宰
相
が
、
菩
提
樹
で
作
ら
れ
た
数

　

珠
を
取
り
出
し
て
、
こ
れ
だ
け
手
元
に

　

残
っ
て
い
る
と
語
っ
た
。…

そ
こ
で
行

　

基
は
、
こ
の
数
珠
で
姫
の
遺
体
を
か
た

　

ど
っ
て
弔
っ
た
。
そ
の
後
、
数
珠
の
玉

　

よ
り
根
と
芽
が
生
じ
て
、
菩
提
樹
が
栄

　

え
た
の
で
す
。

　
　

宮
城
宰
相
は
奇
特
な
こ
と
と
感
嘆
し

　

て
、
こ
の
塚
の
そ
ば
に
庵
室
を
設
け
、

　

さ
き
の
木
余
り
如
来
を
安
置
し
て
姫
と

　

十
二
人
の
侍
女
の
菩
提
を
弔
い
ま
し
た
。

　
　

※

国
立
公
文
書
館
蔵
「
遊
歴
雑
記
」

　
　
　

三
巻
天
（
文
化
十
三
年
・
一
八
一

　
　
　

六
年
序
）
所
収
。

　

文
の
後
半
で
、
菩
提
樹
で
作
っ
た
数
珠

の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
直
径
一
セ
ン
チ

前
後
の
実
を
用
い
た
数
珠
の
こ
と
で
、
現

在
も
一
般
的
に
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
数
珠
か
ら
菩
提
樹
が
成
長
す
る
と
い
う

霊
威
が
示
さ
れ
不
思
議
な
こ
と
が
お
こ
っ

た
と
い
う
逸
話
で
す
。
こ
の
よ
う
に
木
余

り
如
来
と
足
立
姫
の
墓
所
と
菩
提
樹
の
関

係
を
端
的
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

筆
者
の
大
浄
（
？
〜
一
八
三
二
年
）
は

江
戸
本
所
の
生
ま
れ
で
小
日
向
に
あ
る
本

法
寺
の
子
院
、
廓
然
寺
の
住
僧
で
す
（
廓

然
寺
は
明
治
に
廃
さ

れ
ま
し
た
）
。
子
に

寺
を
譲
っ
た
の
ち
各

地
を
め
ぐ
り
「
遊
歴

雑
記
」
を
記
し
ま
し

た
。

　

続
い
て
記
さ
れ
た

伝
説
か
ら
「
木
余

り
」
と
六
阿
弥
陀
の

関
係
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。
江
戸
東
京
の

歴
史
を
ま
と
め
た
歴

史
家
・
田
村
栄
太
郎

（
一
八
九
三
〜
一
九

六
九
）
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
。

■
田
村
栄
太
郎
「
六

　

阿
弥
陀
」
よ
り

　
　

六
阿
弥
陀
は
七
仏
建
立
を
六
仏
に
し

　

た
の
で
あ
る
か
ら
、
余
木
の
宮
城
を
加

　

え
て
七
仏
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
七
仏

　

と
い
っ
て
も
、
現
代
の
人
に
は
わ
か
ら

　

な
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
七
仏
も
流
行

　

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

※

田
村
栄
太
郎
『
江
戸
・
東
京
風
俗

　
　
　

地
理
』
第
四
巻
（
一
九
六
五
年
、

　
　
　

雄
山
閣
）
所
収

　

こ
の
推
定
も
あ
り
得
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
す
る
と
根
元
阿
弥
陀
と
も
称
さ
れ
た

性
翁
寺
の
阿
弥
陀
様
の
由
緒
も
、
七
仏
と

い
う
捉
え
方
が
背
景
に
あ
り
、
江
戸
時
代

の
人
々
に
と
っ
て
一
体
的
に
捉
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
六
阿

弥
陀
の
由
緒
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
一
つ
と
し
て
、
七
仏
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
き
た
い
と
思
い
、

ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

さ
て
江
戸
の
歳
時
記
で
も
性
翁
寺
は
六

阿
弥
陀
に
関
連
す
る
重
要
な
寺
院
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

【
図
２
】
は
江
戸
の
歳
時
記
の
名
作

「
東
都
歳
時
記
」
（
郷
土
博
物
館
蔵
）
掲

載
図
で
す
。
六
阿
弥
陀
の
寺
院
と
と
も
に

図
に
「
木
あ
ま
り
」
性
翁
寺
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
の
人
々
が
霊
峰
と
し
て
親

し
ん
だ
富
士
山
と
並
び
称
さ
れ
た
筑
波
山

を
背
景
と
し
て
、
寺
が
中
心
に
な
る
位
置

に
見
え
ま
す
。
歳
時
記
の
筆
者
は
斎
藤
月

岑
、
挿
図
は
長
谷
川
雪
旦
・
雪
堤
父
子
で
、

当
時
の
江
戸
の
人
々
の
持
つ
感
覚
を
表
現

す
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
ま
し
た
。
象

徴
的
な
筑
波
山
と
性
翁
寺
、
そ
の
周
辺
の

地
域
の
描
き
方
は
六
阿
弥
陀
巡
り
に
対
し

て
人
々
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
足
立
姫
の
伝
説
と
性

翁
寺
の
歴
史
を
伝
え
つ
つ
、
江
戸
の
文
化

や
、
当
時
の
人
々
の
感
覚
、
ま
た
足
立
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
知
る
好

資
料
で
す
。
あ
ら
た
め
て
史
跡
を
訪
ね
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

※

六
阿
弥
陀
＝
一
番
西
福
寺
（
北
区
豊

　
　

島
）
、
二
番
延
命
寺
（
現
、
恵
明
寺
。

　
　

足
立
区
江
北
）
、
三
番
無
量
寺
（
北

　
　

区
西
ヶ
原
）
、
四
番
与
楽
寺
（
北
区

　
　

田
端
）
、
五
番
常
楽
院
（
元
、
台
東

　
　

区
上
野
。
現
在
は
調
布
市
）
、
六
番

　
　

常
光
寺
（
江
東
区
亀
戸
）

　
　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
学
芸
員
）

足立姫伝説と木余り如来…　　　はい、文化財係です44花畑遺跡出土の祭祀遺構…
お化け煙突60年⑰組織と人員配置…
足立姫伝説と木余り如来…　　　はい、文化財係です44花畑遺跡出土の祭祀遺構…
お化け煙突60年⑰組織と人員配置…

扇
の
古
刹
　
性
翁
寺

足
立
姫
伝
説
と
木
余
り
如
来

多 

田 

文 

夫

【図１　性翁寺にある足立姫の墓】　東京都足立区扇二丁目
１９－３の性翁寺の墓域西側にある足立姫の墓。

１
「
遊
歴
雑
記
」
の
足
立
姫
伝
説
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六
つ
の
阿
弥
陀
仏
を
め
ぐ
る
六
阿
弥
陀

詣
は
、
江
戸
の
人
々
が
春
秋
二
度
の
お
彼

岸
の
日
に
、
江
戸
東
郊
を
め
ぐ
る
行
事
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
「
武
江
年

表
」
ほ
か
）
。
今
回
は
、
と
く
に
六
阿
弥

陀
に
深
く
関
わ
る
扇
二
丁
目
の
性
翁
寺
が

史
跡
と
な
る
「
足
立
姫
」
伝
説
と
同
寺
の

「
根
元
阿
弥
陀
」
の
参
考
資
料
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

ま
ず
ご
紹
介
す
る
の
は
、
江
戸
の
僧
侶
、

津
田
大
浄
が
記
し
た
「
遊
歴
雑
記
」
（
国

立
公
文
書
館
蔵
）
で
す
。
同
書
は
江
戸
近

郊
の
紀
行
文
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
「
あ

だ
ち
姫
」
記
事
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

　

奈
良
時
代
に
今
の
足
立
を
治
め
て
い
た

宮
城
宰
相
の
娘
「
あ
だ
ち
姫
」
（
足
立

姫
）
が
亡
く
な
り
侍
女
も
入
水
し
た
と
い

う
伝
説
を
紹
介
し
た
後
、
と
く
に
別
項
を

設
け
て
姫
の
菩
提
を
弔
う
記
事
を
書
い
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

■
「
第
壱　

性
翁
寺
足
立
姫
の
墓
」
よ
り

第
壱

一
、
武
州
足
立
郡
宮
城
村
性
翁
寺
は
木
あ

　

ま
り
の
如
来
と
称
す
る
。…

行
基
菩
薩

　

が
巡
行
し
て
滞
在
し
て
い
た
時
、
宮
城

　

宰
相
の
邸
宅
に
滞
在
さ
れ
た
。
宰
相
の

　

願
い
で
娘
の
「
あ
だ
ち
姫
」
の
た
め
、

　

霊
木
で
六
体
の
阿
弥
陀
様
を
彫
刻
さ
れ

　

た
。
六
体
を
彫
刻
し
お
わ
っ
た
が
、
い

　

ま
だ
夜
明
け
前
だ
っ
た
の
で
、
残
り
の

　

木
で
ま
た
一
体
の
阿
弥
陀
を
彫
刻
さ
れ

　

た
。
「
木
余
り
の
如
来
」
と
い
う
の
が

　

こ
れ
で
あ
る
。

　
　

行
基
は
さ
ら
に
姫
の
手
に
触
れ
た
も

　

の
が
あ
る
か
？
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
。

　

宮
城
宰
相
が
、
菩
提
樹
で
作
ら
れ
た
数

　

珠
を
取
り
出
し
て
、
こ
れ
だ
け
手
元
に

　

残
っ
て
い
る
と
語
っ
た
。…

そ
こ
で
行

　

基
は
、
こ
の
数
珠
で
姫
の
遺
体
を
か
た

　

ど
っ
て
弔
っ
た
。
そ
の
後
、
数
珠
の
玉

　

よ
り
根
と
芽
が
生
じ
て
、
菩
提
樹
が
栄

　

え
た
の
で
す
。

　
　

宮
城
宰
相
は
奇
特
な
こ
と
と
感
嘆
し

　

て
、
こ
の
塚
の
そ
ば
に
庵
室
を
設
け
、

　

さ
き
の
木
余
り
如
来
を
安
置
し
て
姫
と

　

十
二
人
の
侍
女
の
菩
提
を
弔
い
ま
し
た
。

　
　

※

国
立
公
文
書
館
蔵
「
遊
歴
雑
記
」

　
　
　

三
巻
天
（
文
化
十
三
年
・
一
八
一

　
　
　

六
年
序
）
所
収
。

　

文
の
後
半
で
、
菩
提
樹
で
作
っ
た
数
珠

の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
直
径
一
セ
ン
チ

前
後
の
実
を
用
い
た
数
珠
の
こ
と
で
、
現

在
も
一
般
的
に
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
数
珠
か
ら
菩
提
樹
が
成
長
す
る
と
い
う

霊
威
が
示
さ
れ
不
思
議
な
こ
と
が
お
こ
っ

た
と
い
う
逸
話
で
す
。
こ
の
よ
う
に
木
余

り
如
来
と
足
立
姫
の
墓
所
と
菩
提
樹
の
関

係
を
端
的
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

筆
者
の
大
浄
（
？
〜
一
八
三
二
年
）
は

江
戸
本
所
の
生
ま
れ
で
小
日
向
に
あ
る
本

法
寺
の
子
院
、
廓
然
寺
の
住
僧
で
す
（
廓

然
寺
は
明
治
に
廃
さ

れ
ま
し
た
）
。
子
に

寺
を
譲
っ
た
の
ち
各

地
を
め
ぐ
り
「
遊
歴

雑
記
」
を
記
し
ま
し

た
。

　

続
い
て
記
さ
れ
た

伝
説
か
ら
「
木
余

り
」
と
六
阿
弥
陀
の

関
係
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。
江
戸
東
京
の

歴
史
を
ま
と
め
た
歴

史
家
・
田
村
栄
太
郎

（
一
八
九
三
〜
一
九

六
九
）
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
。

■
田
村
栄
太
郎
「
六

　

阿
弥
陀
」
よ
り

　
　

六
阿
弥
陀
は
七
仏
建
立
を
六
仏
に
し

　

た
の
で
あ
る
か
ら
、
余
木
の
宮
城
を
加

　

え
て
七
仏
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
七
仏

　

と
い
っ
て
も
、
現
代
の
人
に
は
わ
か
ら

　

な
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
七
仏
も
流
行

　

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

※

田
村
栄
太
郎
『
江
戸
・
東
京
風
俗

　
　
　

地
理
』
第
四
巻
（
一
九
六
五
年
、

　
　
　

雄
山
閣
）
所
収

　

こ
の
推
定
も
あ
り
得
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
す
る
と
根
元
阿
弥
陀
と
も
称
さ
れ
た

性
翁
寺
の
阿
弥
陀
様
の
由
緒
も
、
七
仏
と

い
う
捉
え
方
が
背
景
に
あ
り
、
江
戸
時
代

の
人
々
に
と
っ
て
一
体
的
に
捉
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
六
阿

弥
陀
の
由
緒
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
一
つ
と
し
て
、
七
仏
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
き
た
い
と
思
い
、

ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

さ
て
江
戸
の
歳
時
記
で
も
性
翁
寺
は
六

阿
弥
陀
に
関
連
す
る
重
要
な
寺
院
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

【
図
２
】
は
江
戸
の
歳
時
記
の
名
作

「
東
都
歳
時
記
」
（
郷
土
博
物
館
蔵
）
掲

載
図
で
す
。
六
阿
弥
陀
の
寺
院
と
と
も
に

図
に
「
木
あ
ま
り
」
性
翁
寺
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
の
人
々
が
霊
峰
と
し
て
親

し
ん
だ
富
士
山
と
並
び
称
さ
れ
た
筑
波
山

を
背
景
と
し
て
、
寺
が
中
心
に
な
る
位
置

に
見
え
ま
す
。
歳
時
記
の
筆
者
は
斎
藤
月

岑
、
挿
図
は
長
谷
川
雪
旦
・
雪
堤
父
子
で
、

当
時
の
江
戸
の
人
々
の
持
つ
感
覚
を
表
現

す
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
ま
し
た
。
象

徴
的
な
筑
波
山
と
性
翁
寺
、
そ
の
周
辺
の

地
域
の
描
き
方
は
六
阿
弥
陀
巡
り
に
対
し

て
人
々
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
足
立
姫
の
伝
説
と
性

翁
寺
の
歴
史
を
伝
え
つ
つ
、
江
戸
の
文
化

や
、
当
時
の
人
々
の
感
覚
、
ま
た
足
立
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
知
る
好

資
料
で
す
。
あ
ら
た
め
て
史
跡
を
訪
ね
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　
※

六
阿
弥
陀
＝
一
番
西
福
寺
（
北
区
豊

　
　

島
）
、
二
番
延
命
寺
（
現
、
恵
明
寺
。

　
　

足
立
区
江
北
）
、
三
番
無
量
寺
（
北

　
　

区
西
ヶ
原
）
、
四
番
与
楽
寺
（
北
区

　
　

田
端
）
、
五
番
常
楽
院
（
元
、
台
東

　
　

区
上
野
。
現
在
は
調
布
市
）
、
六
番

　
　

常
光
寺
（
江
東
区
亀
戸
）

　
　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
学
芸
員
）

　

伊
興
遺
跡
公
園
展
示
館
２
階
で
花
畑
遺

跡
の
速
報
展
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
展
示
す
る
機
会
の
少
な
か
っ
た
花
畑

遺
跡
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【
花
畑
遺
跡
】

　

花
畑
遺
跡
は
、
花
畑
５
丁
目
お
よ
び
西

保
木
間
４
〜
５
丁
目
に
所
在
す
る
古
墳
時

代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
す
。

足
立
区
の
北
部
に
位
置
し
、
東
京
都
と
埼

玉
県
の
県
境
を
流
れ
る
毛
長
川
の
右
岸
下

流
域
に
形
成
さ
れ
た
標
高
３
メ
ー
ト
ル
前

後
の
微
高
地
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
古
墳

時
代
中
期
か
ら
後
期
（
５
〜
６
世
紀
）
に

最
も
繁
栄
し
た
伊
興
遺
跡
と
同
時
期
の
遺

跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

過
去
の
調
査
で
は
、
朝
鮮
半
島
系
の
土

器
や
須
恵
器
、
大
量
の
土
師
器
や
石
製
模

造
品
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
朝
鮮

半
島
系
の
土
器
と
そ
の
同
一
遺
構
か
ら
出

土
し
た
遺
物
は
今
年
の
１
月
に
足
立
区
登

録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
足

立
史
談
６
７
２
号
と
６
７
３
号
で
朝
鮮
半

島
系
の
土
器
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て

い
ま
す
。

【
花
畑
遺
跡
第
４
次
調
査
】

　

花
畑
遺
跡
で
は
、
今
ま
で
に
３
回
の
本

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
第

４
次
調
査
は
、
令
和
４

年
７
月
〜
９
月
に
行
わ

れ
た
保
木
間
５
丁
目
地

点
で
の
調
査
で
、
古
墳

時
代
中
期
か
ら
後
期
を

中
心
と
し
た
遺
構
と
遺

物
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
な
か
に
祭
祀
関
連

遺
構
と
考
え
ら
れ
る
遺

構
も
あ
り
ま
す
。

【
６
３
号
遺
構
】

　

調
査
地
の
遺
構
は
整

理
作
業
の
際
に
番
号
を

振
っ
て
表
し
ま
す
。
第

４
次
調
査
で
は
、
１
号

〜
２
４
４
号
ま
で
遺
構

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

中
で
、
特
色
の
あ
る
６

３
号
遺
構
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

６
３
号
遺
構
は
長
軸
３
．
８
３
メ
ー
ト

ル
、
短
軸
１
．
２
４
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
０
．

８
９
メ
ー
ト
ル
の
平
面
長
方
形
の
形
状
を

し
た
土
坑
で
す
。
土
層
は
黒
褐
色
土
を
主

体
と
し
て
１
８
層
に
分
層
で
き
ま
す
。
１

８
層
を
大
き
く
上
層
・
中
層
・
下
層
に
分

け
る
と
、
上
層
は
黄
褐
色
の
粘
土
質
の
土

を
多
く
含
み
、
下
層
は
炭
化
物
を
主
体
と

し
土
器
片
を
多
く
含
み
ま
す
。

 

中
層
は
そ
の
中
間
で
、
比
較
的
中
形
の

破
片
や
完
形
に
近
い
遺
物
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
上
層
と
下
層
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
央

部
に
細
い
穴
状
に
掘
り
込
ま
れ
た
層
が
存

在
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も
完
形
遺
物
は
出
土

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
土
師
器
を
中
心
に
土

器
片
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
各

層
の
上
部
に
焼
土
と
炭
化
物
が
層
状
に
堆

積
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
土
器
片
を
埋

め
た
後
に
火
を
焚
い
た
可
能
性
が
高
く
、

火
を
使
用
し
た
儀
式
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

 

祭
祀
遺
構
に
は
、
そ
こ
で
祭
祀
を
行
っ

て
い
た
痕
跡
の
あ
る
遺
構
や
、
祭
祀
で
使

用
し
た
土
器
な
ど
を
器
種
ご
と
に
ま
と
め

て
置
い
て
廃
棄
し
た
遺
構
や
、
層
位
ご
と

に
器
種
を
選
別
し
て
廃
棄
し
た
遺
構
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
６
３
号
遺
構
は
そ
う
い

っ
た
傾
向
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

 

土
器
の
出
土
状
況
は
、
破
片
が
主
体
で

小
片
や
表
面
が
摩
耗
し
て
い
る
も
の
が
多

く
み
ら
れ
ま
す
。
完
形
の
遺
物
や
赤
彩
の

施
さ
れ
た
も
の
は
全
て
の
層
か
ら
出
土
し

ま
す
。
ま
た
、
﹇
図
２
﹈
で
示
し
た
よ
う

に
上
層
と
下
層
で
出
土
し
た
破
片
が
接
合

す
る
こ
と
か
ら
、
６
３
号
遺
構
に
お
け
る

上
層
と
下
層
と
の
埋
め
戻
し
時
期
に
差
異

は
な
く
、
人
為
的
に
埋
め
戻
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
い
く
つ
か
の

完
形
遺
物
と
別
の
場
所
で
破
砕
さ
れ
た
土

器
を
ま
と
め
て
遺
棄
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
６
３
号
遺

構
は
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
土
器
な
ど
を
廃

棄
し
た
遺
構
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

 

弥
生
土
器
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
土
製

品
、
焼
成
粘
土
塊
、
石
器
、
石
製
品
、
骨

角
製
品
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

【
弥
生
土
器
】

　

こ
れ
ま
で
の
足
立
区
内
の
遺
跡
の
発
掘

調
査
で
は
、
弥
生
時
代
の
遺
構
は
検
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ご
く
ま
れ
に
古
墳
時

代
の
遺
物
に
交
じ
っ
て
縄
文
土
器
や
弥
生

土
器
の
小
片
が
ま
ぎ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
調
査
で
も
、
古
墳
時
代

の
土
坑
を
覆
っ
て
い
た
土
の
中
か
ら
弥
生

土
器
が
数
点
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
地
に
居
住
と
ま
で
は
い
か
な
い

に
せ
よ
、
弥
生
時
代
後
期
に
は
何
ら
か
の

人
々
の
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

      

（
遺
跡
発
掘
調
査
員　

上
野
未
来
）

 

4444

３　

江
戸
の
人
の
イ
メ
ー
ジ

【図２】「東都歳時記」掲載の挿図。郷土博物館蔵。部分。
　　　　「百姓の嫁の連たつ（たつ）彼岸哉」と六阿弥陀めぐりの俳諧がある。

２　

七
仏
の
「
木

　
　

余
り
」

花
畑
遺
跡
出
土
の

祭
祀
遺
構



（３） 令和 6年 9月第 679 号 足 立 史 談

　

伊
興
遺
跡
公
園
展
示
館
２
階
で
花
畑
遺

跡
の
速
報
展
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
展
示
す
る
機
会
の
少
な
か
っ
た
花
畑

遺
跡
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【
花
畑
遺
跡
】

　

花
畑
遺
跡
は
、
花
畑
５
丁
目
お
よ
び
西

保
木
間
４
〜
５
丁
目
に
所
在
す
る
古
墳
時

代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
す
。

足
立
区
の
北
部
に
位
置
し
、
東
京
都
と
埼

玉
県
の
県
境
を
流
れ
る
毛
長
川
の
右
岸
下

流
域
に
形
成
さ
れ
た
標
高
３
メ
ー
ト
ル
前

後
の
微
高
地
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
古
墳

時
代
中
期
か
ら
後
期
（
５
〜
６
世
紀
）
に

最
も
繁
栄
し
た
伊
興
遺
跡
と
同
時
期
の
遺

跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

過
去
の
調
査
で
は
、
朝
鮮
半
島
系
の
土

器
や
須
恵
器
、
大
量
の
土
師
器
や
石
製
模

造
品
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
朝
鮮

半
島
系
の
土
器
と
そ
の
同
一
遺
構
か
ら
出

土
し
た
遺
物
は
今
年
の
１
月
に
足
立
区
登

録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
足

立
史
談
６
７
２
号
と
６
７
３
号
で
朝
鮮
半

島
系
の
土
器
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て

い
ま
す
。

【
花
畑
遺
跡
第
４
次
調
査
】

　

花
畑
遺
跡
で
は
、
今
ま
で
に
３
回
の
本

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
第

４
次
調
査
は
、
令
和
４

年
７
月
〜
９
月
に
行
わ

れ
た
保
木
間
５
丁
目
地

点
で
の
調
査
で
、
古
墳

時
代
中
期
か
ら
後
期
を

中
心
と
し
た
遺
構
と
遺

物
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
な
か
に
祭
祀
関
連

遺
構
と
考
え
ら
れ
る
遺

構
も
あ
り
ま
す
。

【
６
３
号
遺
構
】

　

調
査
地
の
遺
構
は
整

理
作
業
の
際
に
番
号
を

振
っ
て
表
し
ま
す
。
第

４
次
調
査
で
は
、
１
号

〜
２
４
４
号
ま
で
遺
構

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

中
で
、
特
色
の
あ
る
６

３
号
遺
構
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

６
３
号
遺
構
は
長
軸
３
．
８
３
メ
ー
ト

ル
、
短
軸
１
．
２
４
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
０
．

８
９
メ
ー
ト
ル
の
平
面
長
方
形
の
形
状
を

し
た
土
坑
で
す
。
土
層
は
黒
褐
色
土
を
主

体
と
し
て
１
８
層
に
分
層
で
き
ま
す
。
１

８
層
を
大
き
く
上
層
・
中
層
・
下
層
に
分

け
る
と
、
上
層
は
黄
褐
色
の
粘
土
質
の
土

を
多
く
含
み
、
下
層
は
炭
化
物
を
主
体
と

し
土
器
片
を
多
く
含
み
ま
す
。

 

中
層
は
そ
の
中
間
で
、
比
較
的
中
形
の

破
片
や
完
形
に
近
い
遺
物
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
上
層
と
下
層
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
央

部
に
細
い
穴
状
に
掘
り
込
ま
れ
た
層
が
存

在
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も
完
形
遺
物
は
出
土

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
土
師
器
を
中
心
に
土

器
片
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
各

層
の
上
部
に
焼
土
と
炭
化
物
が
層
状
に
堆

積
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
土
器
片
を
埋

め
た
後
に
火
を
焚
い
た
可
能
性
が
高
く
、

火
を
使
用
し
た
儀
式
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

 

祭
祀
遺
構
に
は
、
そ
こ
で
祭
祀
を
行
っ

て
い
た
痕
跡
の
あ
る
遺
構
や
、
祭
祀
で
使

用
し
た
土
器
な
ど
を
器
種
ご
と
に
ま
と
め

て
置
い
て
廃
棄
し
た
遺
構
や
、
層
位
ご
と

に
器
種
を
選
別
し
て
廃
棄
し
た
遺
構
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
６
３
号
遺
構
は
そ
う
い

っ
た
傾
向
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

 

土
器
の
出
土
状
況
は
、
破
片
が
主
体
で

小
片
や
表
面
が
摩
耗
し
て
い
る
も
の
が
多

く
み
ら
れ
ま
す
。
完
形
の
遺
物
や
赤
彩
の

施
さ
れ
た
も
の
は
全
て
の
層
か
ら
出
土
し

ま
す
。
ま
た
、
﹇
図
２
﹈
で
示
し
た
よ
う

に
上
層
と
下
層
で
出
土
し
た
破
片
が
接
合

す
る
こ
と
か
ら
、
６
３
号
遺
構
に
お
け
る

上
層
と
下
層
と
の
埋
め
戻
し
時
期
に
差
異

は
な
く
、
人
為
的
に
埋
め
戻
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
い
く
つ
か
の

完
形
遺
物
と
別
の
場
所
で
破
砕
さ
れ
た
土

器
を
ま
と
め
て
遺
棄
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
６
３
号
遺

構
は
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
土
器
な
ど
を
廃

棄
し
た
遺
構
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

 

弥
生
土
器
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
土
製

品
、
焼
成
粘
土
塊
、
石
器
、
石
製
品
、
骨

角
製
品
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

【
弥
生
土
器
】

　

こ
れ
ま
で
の
足
立
区
内
の
遺
跡
の
発
掘

調
査
で
は
、
弥
生
時
代
の
遺
構
は
検
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ご
く
ま
れ
に
古
墳
時

代
の
遺
物
に
交
じ
っ
て
縄
文
土
器
や
弥
生

土
器
の
小
片
が
ま
ぎ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
調
査
で
も
、
古
墳
時
代

の
土
坑
を
覆
っ
て
い
た
土
の
中
か
ら
弥
生

土
器
が
数
点
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
地
に
居
住
と
ま
で
は
い
か
な
い

に
せ
よ
、
弥
生
時
代
後
期
に
は
何
ら
か
の

人
々
の
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

      

（
遺
跡
発
掘
調
査
員　

上
野
未
来
）

［図２］63号遺構土器破片接合図
●は土器破片。遺構のなかでの出土位置を示し、接合するものを、
　線で結んでいる。

［図１］花畑遺跡第４次調査遺構図
調査地域内の遺構の位置。63号遺構は枠線のなか。 



令和 6年 9月 足 立 史 談 第 679号（４）

　

お
化
け
煙
突
で
知
ら
れ
る
千
住
火
力
発

電
所
は
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）

に
、
発
電
停
止
を
迎
え
ま
し
た
。

■
晩
年
の
組
織　

入
社
し
た
昭
和
三
十
六

年
（
一
九
六
一
）
か
ら
廃
止
ま
で
の
人
員

は
、
稼
働
状
況
や
年
代
に
よ
り
バ
ラ
ツ
キ

が
あ
り
、
総
人
員
と
個
別
人
員
と
が
合
致

し
ま
せ
ん
が
、
お
よ
そ
で
言
え
ば
、
総
人

員
は
二
四
〇
〜
二
五
〇
名
程
度
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
内
訳
は
、
社
員
が
二
二
〇
名

前
後
、
残
り
は
社
員
に
準
ず
る
常
用
（
じ

ょ
う
よ
う
）
職
員
で
し
た
。
社
員
の
う
ち
、

事
務
系
が
五
〇
名
、
技
術
系
が
一
七
〇
名

前
後
で
、
電
気
・
汽
機
・
汽
缶
の
三
交
代

勤
務
者
が
一
一
〇
名
程
度
、
残
り
は
日
勤

者
で
し
た
。

■
要
員
の
推
移　

昭
和
三
十
三
年
頃
か
ら

廃
止
準
備
に
入
り
、
所
員
は
新
鋭
火
力
に

転
出
し
減
少
を
続
け
ま
し
た
が
、
昭
和
三

十
六
年
冬
の
異
常
渇
水
に
よ
る
電
力
不
足

に
対
処
す
る
た
め
東
電
と
し
て
総
動
員
体

制
で
臨
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
旧
火
力
の
千
住
お
よ
び
鶴

見
の
両
火
力
も
全
力
運
転
の
体
制
を
と
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
昭
和
三
十
六
年
一

月
一
日
以
降
、
千
住
火
力
発
電
所
は
終
日

運
転
に
対
応
し
う
る
完
全
三
直
三
交
替
制

と
な
り
、
筆
者
が
入
社
し
た
三
十
六
年
四

月
は
、
全
て
の
火
力
発
電
所
が
臨
戦
態
勢

下
の
要
員
充
足
期
で
し
た
。
こ
の
た
め
、

千
住
火
力
発
電
所
の
ベ
テ
ラ
ン
を
新
鋭
火

力
に
転
出
さ
せ
つ
つ
、
新
入
社
員
に
よ

る
補
充
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
す
。

　

廃
止
準
備
の
た
め
の
人
員
減
は
、
当

面
の
運
転
に
備
え
た
汽
機
（
タ
ー
ビ

ン
）
、
汽
缶
（
ボ
イ
ラ
ー
）
の
人
員
を

確
保
し
つ
つ
燃
料
関
係
を
扱
う
作
業
係

に
最
も
し
わ
寄
せ
が
お
よ
び
、
最
小
限

の
設
備
保
全
し
か
行
わ
な
い
状
況
で
し

た
か
ら
、
本
格
運
転
に
対
す
る
準
備
は

大
変
な
も
の
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。

　

昭
和
三
十
七
年
三
月
、
非
常
時
を
脱

し
た
の
か
運
転
（
発
電
す
る
行
為
を
運

転
、
発
電
に
携
わ
る
交
替
勤
務
者
を
運

転
員
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
）
が
停
止
し

ま
し
た
。
職
場
の
誰
も
が
、
「
危
機
を

脱
し
た
ん
だ
ろ
う
か
ら
こ
の
ま
ま
廃
止

だ
ろ
う
」
と
語
り
合
っ
て
い
ま
し
た
が
、

三
十
七
年
七
月
に
入
り
再
稼
働
と
な
り

ま
し
た
。

　

再
稼
働
か
ら
本
格
停
止
ま
で
の
い
き

さ
つ
は
、
足
立
史
談 

第
六
六
一
号 

「
お

化
け
煙
突
60
年
①
発
電
停
止
」
を
お
読

み
く
だ
さ
い
。

　

運
転
停
止
中
は
交
替
勤
務
が
縮
小
さ

れ
、
夜
勤
は
、
設
備
保
守
担
当
を
除
き

解
除
に
な
り
ま
し
た
。
筆
者
は
そ
の
担

当
に
任
ぜ
ら
れ
、
た
だ
ひ
と
り
夜
勤
業

務
を
こ
な
し
ま
し
た
が
、
誰
も
お
ら
ず

静
ま
り
返
っ
た
中
で
の
巡
回
、
誰
も
い

な
い
仮
眠
室
で
の
就
寝
な
ど
特
異
な
体

験
を
し
ま
し
た
。

            

（
元
千
住
火
力
発
電
所
職
員
）

　

伊
興
遺
跡
公
園
展
示
館
２
階
で
花
畑
遺

跡
の
速
報
展
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
展
示
す
る
機
会
の
少
な
か
っ
た
花
畑

遺
跡
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【
花
畑
遺
跡
】

　

花
畑
遺
跡
は
、
花
畑
５
丁
目
お
よ
び
西

保
木
間
４
〜
５
丁
目
に
所
在
す
る
古
墳
時

代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
す
。

足
立
区
の
北
部
に
位
置
し
、
東
京
都
と
埼

玉
県
の
県
境
を
流
れ
る
毛
長
川
の
右
岸
下

流
域
に
形
成
さ
れ
た
標
高
３
メ
ー
ト
ル
前

後
の
微
高
地
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
古
墳

時
代
中
期
か
ら
後
期
（
５
〜
６
世
紀
）
に

最
も
繁
栄
し
た
伊
興
遺
跡
と
同
時
期
の
遺

跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

過
去
の
調
査
で
は
、
朝
鮮
半
島
系
の
土

器
や
須
恵
器
、
大
量
の
土
師
器
や
石
製
模

造
品
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
朝
鮮

半
島
系
の
土
器
と
そ
の
同
一
遺
構
か
ら
出

土
し
た
遺
物
は
今
年
の
１
月
に
足
立
区
登

録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
足

立
史
談
６
７
２
号
と
６
７
３
号
で
朝
鮮
半

島
系
の
土
器
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て

い
ま
す
。

【
花
畑
遺
跡
第
４
次
調
査
】

　

花
畑
遺
跡
で
は
、
今
ま
で
に
３
回
の
本

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
第

４
次
調
査
は
、
令
和
４

年
７
月
〜
９
月
に
行
わ

れ
た
保
木
間
５
丁
目
地

点
で
の
調
査
で
、
古
墳

時
代
中
期
か
ら
後
期
を

中
心
と
し
た
遺
構
と
遺

物
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
な
か
に
祭
祀
関
連

遺
構
と
考
え
ら
れ
る
遺

構
も
あ
り
ま
す
。

【
６
３
号
遺
構
】

　

調
査
地
の
遺
構
は
整

理
作
業
の
際
に
番
号
を

振
っ
て
表
し
ま
す
。
第

４
次
調
査
で
は
、
１
号

〜
２
４
４
号
ま
で
遺
構

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

中
で
、
特
色
の
あ
る
６

３
号
遺
構
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

６
３
号
遺
構
は
長
軸
３
．
８
３
メ
ー
ト

ル
、
短
軸
１
．
２
４
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
０
．

８
９
メ
ー
ト
ル
の
平
面
長
方
形
の
形
状
を

し
た
土
坑
で
す
。
土
層
は
黒
褐
色
土
を
主

体
と
し
て
１
８
層
に
分
層
で
き
ま
す
。
１

８
層
を
大
き
く
上
層
・
中
層
・
下
層
に
分

け
る
と
、
上
層
は
黄
褐
色
の
粘
土
質
の
土

を
多
く
含
み
、
下
層
は
炭
化
物
を
主
体
と

し
土
器
片
を
多
く
含
み
ま
す
。

 

中
層
は
そ
の
中
間
で
、
比
較
的
中
形
の

破
片
や
完
形
に
近
い
遺
物
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
上
層
と
下
層
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
央

部
に
細
い
穴
状
に
掘
り
込
ま
れ
た
層
が
存

在
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も
完
形
遺
物
は
出
土

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
土
師
器
を
中
心
に
土

器
片
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
各

層
の
上
部
に
焼
土
と
炭
化
物
が
層
状
に
堆

積
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
土
器
片
を
埋

め
た
後
に
火
を
焚
い
た
可
能
性
が
高
く
、

火
を
使
用
し
た
儀
式
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

 

祭
祀
遺
構
に
は
、
そ
こ
で
祭
祀
を
行
っ

て
い
た
痕
跡
の
あ
る
遺
構
や
、
祭
祀
で
使

用
し
た
土
器
な
ど
を
器
種
ご
と
に
ま
と
め

て
置
い
て
廃
棄
し
た
遺
構
や
、
層
位
ご
と

に
器
種
を
選
別
し
て
廃
棄
し
た
遺
構
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
６
３
号
遺
構
は
そ
う
い

っ
た
傾
向
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

 

土
器
の
出
土
状
況
は
、
破
片
が
主
体
で

小
片
や
表
面
が
摩
耗
し
て
い
る
も
の
が
多

く
み
ら
れ
ま
す
。
完
形
の
遺
物
や
赤
彩
の

施
さ
れ
た
も
の
は
全
て
の
層
か
ら
出
土
し

ま
す
。
ま
た
、
﹇
図
２
﹈
で
示
し
た
よ
う

に
上
層
と
下
層
で
出
土
し
た
破
片
が
接
合

す
る
こ
と
か
ら
、
６
３
号
遺
構
に
お
け
る

上
層
と
下
層
と
の
埋
め
戻
し
時
期
に
差
異

は
な
く
、
人
為
的
に
埋
め
戻
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
い
く
つ
か
の

完
形
遺
物
と
別
の
場
所
で
破
砕
さ
れ
た
土

器
を
ま
と
め
て
遺
棄
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
６
３
号
遺

構
は
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
土
器
な
ど
を
廃

棄
し
た
遺
構
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

 
弥
生
土
器
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
土
製

品
、
焼
成
粘
土
塊
、
石
器
、
石
製
品
、
骨

角
製
品
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

【
弥
生
土
器
】

　

こ
れ
ま
で
の
足
立
区
内
の
遺
跡
の
発
掘

調
査
で
は
、
弥
生
時
代
の
遺
構
は
検
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ご
く
ま
れ
に
古
墳
時

代
の
遺
物
に
交
じ
っ
て
縄
文
土
器
や
弥
生

土
器
の
小
片
が
ま
ぎ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
調
査
で
も
、
古
墳
時
代

の
土
坑
を
覆
っ
て
い
た
土
の
中
か
ら
弥
生

土
器
が
数
点
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
地
に
居
住
と
ま
で
は
い
か
な
い

に
せ
よ
、
弥
生
時
代
後
期
に
は
何
ら
か
の

人
々
の
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

      

（
遺
跡
発
掘
調
査
員　

上
野
未
来
）
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⑰
組
織
と
人
員
配
置

花畑遺跡Ⅳ速報展
12月28日まで

会　　場　伊興遺跡展示館（入館無料）
会館時間　午前10時～午後４時

千
住
火
力
発
電
所
組
織
表
（
昭
和
36
年
）


