
セ
ン
タ
ー
の
転
換
期

今
年
度
よ
り
、

都
心
部
の
調
査
が

一
ヶ

所
増
え
、

市
ケ
谷
の
尾
張
藩
上
屋
敷
、

丸

の
内
の
阿
波
徳
島
藩

・
土
佐
高
知
藩
上
屋

敷
跡
地
に
港
区
東
新
橋
の
旧
汐
留
貨
物
駅

跡

（播
磨
竜
野
藩

。
会
津
伊
達
藩
等
跡
地
）

の
調
査
が
開
始
さ
れ
た
。

一
方
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
群
は

町
田
市
相
原
小
山
地
区
を
中
心
に
約

一
〇

ｈａ
の
調
査
に
縮
小
さ
れ
て
い
る
。

平
成
八

年
度
に
は
、

発
掘
調
査
が
完
了
す
る
予
定

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
セ
ン
タ
ー
の
調
査
範
囲
が

都
内
全
域
に
拡
が
る
と
い
う
大
き
な
転
換

期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。

広
報

・
普
及

事
業
は
と
い
う
と
都
民

へ
の
定
着
化
が
進

み
、

講
演
会
等
に
毎
回

一
〇
〇
名
を
越
え

る
参
加
者
が
あ
り
、　

一
五
〇
脚
用
意
し
た

椅
子
に
座
り
き
れ
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
り
嬉
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
。

と
も
か
く
、

江
戸
遺
跡
を
発
掘
す
る
と

大
量
の
出
土
品
が
発
見
さ
れ
る
。

木
製
品

も
大
型
で
保
存
処
置
に
お
お
わ
ら
わ
で
あ

る
。

収
蔵
庫
の
確
保
と
保
存
科
学
の
問
題

が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、

建
築
史
、

美
術
史
等
関
連
分
野

と
の
連
携
も
必
要
で
、

丘
陵
か
ら
平
野
ヘ

の
セ
ン
タ
ー
の
新
た
な
胎
動
が
始
ま
っ
た
。

（石
井
則
孝
）

たまのよこやま
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たまのよこや ま

今
回
は
町
田
市
小
山
町
の
血

９‐８
遺
跡
を
紹
介
し
ま
す
。

遺
跡

は
境
川
に
流
下
す
る
小
河
川
の

谷
奥
を
巡
る
緩
斜
面
上
に
位
置

し
て
い
ま
す
。

旧
石
器
時
代
か

ら
近
代
ま
で
の
遺
構
と
遺
物
が

検
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で

は
古
墳
時
代
の
遣
構
と
遺
物
に

つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
竪
穴

住
居
は
５２
軒
調
査
さ
れ
、

大
き

く
二
時
期
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

古
墳
時
代
初
頭
の
集
落
は
４５

軒
の
竪
穴
住
居
、

掘
立

柱

建

物
跡
、

柱
穴
列
、

土
坑
、

土
器

捨
て
場
か
ら
な
り
、

集
落
の
南

斜
面
か
ら
検
出
さ
れ
た
陥
９‐７
遺

跡
の
水
場
遺
構
も
本
集
落
と
関

連
す
る
遺
構
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

住
居
の
規
模
は
９
ｍ
程
の
大
形

住
居
か
ら
２
ｍ
程
の
小
形
住
居

ま
で
あ
り
ま
す
。

住
居
は
規
模

配
置
等
か
ら
い
く
つ
か
の
群
に

分
け
ら
れ
そ
う
で
す
。

南
側
に

位
置
す
る
住
居
群
は
直
径
約
２０

ｍ
の
広
場
的
な
空
間
を
も
ち
、

広
場
内
の
西
と
東
に
は
６
本
の

柱
か
ら
な
る
掘
立
柱
建
物
が
検

出
さ
れ
ま
し
た
。

住
居
群
の
外

側
か
ら
は
墓
か
と
思
わ
れ
る
土

坑
や
火
の
焚
い
た
跡
の
あ
る
土

坑
な
ど
も
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

竪
穴
住
居
は
隅
丸
の
方
形
か

ら
長
方
形
を
呈
し
、

炉
、

柱

穴
、

貯
蔵
穴
、

梯
子
穴
、

（入

口
）
、

周
溝

（壁
溝
）
、

床
、

壁
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
５
ｍ

以
下
の
中
型
か
ら
小
型
の
住
居

は
柱
穴
を
持
た
な
い
例
が
多
い
。

多
く
の
住
居
内
に
は
、

焼

土

や
炭
化
材
が
検
出
さ
れ
火
災
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
や
、

人
為
的
に
埋
め
戻
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
住
居
も
認
め
ら
れ
ま

す
。

炉
は
地
面
を
掘
り
く
は
め

た
地
床

炉
が
多
く
、

炉
の
縁

に
は
枕
石
や
土
器
や
土
器
片
を

埋
め
込
ん
だ
例
も
あ
り
ま
す
。

土
器
で
は
壺
、

発
、

高
杯
、

鉢
、

対
等
が
あ
り
、

石
製
品
で

は
砥
石
、

台
石
、

敵

石
、

凹

石
状
の
も
の
、

鉄
器
、

工
類
も

数
点
出
土
し
て
い
ま
す
。

注
目

す
べ
き
遺
物
に
は
広
場
脇
の
住

居
か
ら
出
上
し
た
土
製
模
造

鏡

が
あ
り
ま
す
。

青
銅
製

の

鏡
を
模
倣
し
た
土
製
の
ミ
ニ
チ
ュ

ア
品
で
、

竪
穴
住
居
の
炉
跡
と

覆
土
中
か
ら
２
点
出
上
し
て
い

ま
す
。

そ
の
他
の
上
製
品
や
ミ

ニ
チ

ェ
ア
土
器
も
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
集
落
内
の
祭
祀
に

使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

古
代
時
代
後
期
の
住
居
群
は

７
軒
検
出
さ
れ
、

古
墳
時
代
初

頭
の
住
居
と
の
構
造
上
の
大
き

な
違
い
は
壁
の

一
辺
に
造
り
付

け
の
か
ま
ど
が
あ
る
こ
と
と
、

住
居
の
平
面
形
が
正
方
形
に
な

る
こ
と
で
す
。

電

の
構
築
方

法
に
は
粘
上
の
み
、

土
器
と
粘

土
、

切
り
石
と
粘
土
を
利
用
す

る
も
の
等
が
あ
り
ま
す
。

遺
物
は
、

篭
に
架
か
っ
た
ま

ま
の
発
や
当
時
の
食
器
棚
の
中

身
が
そ
の
ま
ま
の
よ
う
な
、

杯

や
碗
が
三
枚
四
枚
と
重
な
っ
た

例
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

（及
川
良
彦
）

0                   5  c m

住居内出土土製模造鏡 (%)

古墳時代前期の大形住居跡 (東から)

古域時代後期の住居跡カマド横土器出土状態

古墳時代前期の掘立柱建物跡と柱穴列 (南から)
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縄文時代 と人々 (9)

たまのよこやま

縄
文
人
の
住
ま

い

よ
り
豊
か
で
ゆ
と
り

の
あ
る

生
活
を
送
る
た
め
に
、

シ
ス
テ

ム
キ

ッ
チ
ン

・
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

シ
ス
テ
ム

・
断
熱
材
な
ど
が
考

え
出
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
思

い
ど

う
り
に
取
り
入
れ
た

一
戸
建

て

の
マ
イ
ホ
ー
ム

を
建

て
る
こ
と

は
サ
ラ
リ
ー

マ

ン
の
古
グ
と

い
わ

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が

ら
、

現
代

の
よ

う
に
土
地
高
騰

が
進
ん
だ
情
勢

で
は
、

本
当
に

夢
と
終
り
か
ね

な

い
厳
し

い
時

代
に
な

っ
て
い

る
と

い
え
る
で

し
ょ

つヽ
。

こ
れ
に
対
し
て
、

縄
文
時
代

の
土
地
利
用
は
比
較
的
自
由
が

き
い
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

建

て
ら
れ
た
住
ま
い
は
、

現
代
の

建
築
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い

ほ
ど
稚
拙
な
も
の
で
し
た
。
し

か
し
、

生
活
を
す
る
う
え
で
の

必
要
な
エ
ッ
セ
ン
ス
は
十
分
に

も
り
こ
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
の
住
ま
い
を
の
ぞ
い

て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

縄
文
時
代
の
住
ま
い
は
現
代

建
築
技
術
の
出
発
点
の

一
つ
と

考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

そ

の
全
体
像
は
ま
だ
、

不
明
な
点

が
多

い
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
、

縄
文
時
代
の
住
ま

い
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
源
が
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
大
き
な
原
因
と
な

っ
て
い

ま
す
。

つ
ま
り
、

先
日
、

奈
良
県
の

唐
古

・
鍵
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

よ
う
な
住
ま
い
の
具
体
的
様
子

を
伝
え
る
絵
画
土
器
の
出
土
は

縄
文
時
代
に
は
な
く
、

発
掘
に

よ
っ
て
検
出
さ
れ
た
住
居
跡
を

も
と
に
民
族
例
な
ど
を
採
用
し

な
が
ら
、

考
え
て
い
く
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。

縄
文
時
代
の
住
ま
い
は
、

平

地
式
住
居

・
竪
穴
式
住
居

・
掘

立
柱
建
物
の
３
種
類
の
他
に
洞

穴
や
岩
陰
も
住
居
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

主

体
的
に
使
わ
れ
て
い
た
の
は
竪

穴
式
住
居
で
し
た
。

竪
穴
式
住
居
は
、

地
面
を
数

１０

ｃｍ
掘
り
下
げ
て
そ
の
面
を
床

と
し
て
使
用
し
、

柱
を
立
て
て

草
や
土
章
き
の
上
屋
を
か
け
る

も
の
で
す
。
こ
れ
は
縄
文
時
代

か
ら
平
安
時
代
ま
で
作
ら
れ
、

世
界
的
に
は
比
較
的
寒
い
地
方

で
多
く
見
ら
れ
る
住
居
形
態
で

す
。住

居
の
中
心
近
く
に
は
調
理

・

暖
房

・
照
明
な
ど
の
役
割
を
担
っ

て
い
た
炉
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
周
り
で
は
食
事

・
就
寝
な

ど
の
日
常
生
活
か
ら
祭
祀
も
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

で
は
、

実
際
に
竪
穴
式
住
居

を
作
る
の
に
は
ど
れ
位
の
労
力

と
日
数
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

当

セ
ン
タ
ー
に
あ
る
遺
跡
庭

園

の
復
元
住
居
を
例
に
と

っ
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、

材
料

の
調
達
と
し
て

カ
ヤ
採
取
に
４
人
で
１０
日
、

柱

・

垂
木
材
採
取
に
３
人
で
１０
日
か

か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

小
屋
を

組
む

の
に
２
人
で
１０
日
、

上
屋

や
壁
を
整
え
る
の
に
３
人
で
１５

日
か
か

っ
て
い
ま
す
。

以
上
を
総
計
す
る
と
延

べ
日

数

で
１３５
日
か
か

っ
て
お
り
、
５

人
で
作
業
を
し
て
も
約
２７
日
か

か
る
計
算
と
な
り
ま
す
。

む
ろ
ん
、

こ
れ
を
縄
文
時
代

に
そ
の
ま
ま
当

て
は
め
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
に
近

い
日
数
が
縄
文
時
代
に
お

い
て

も
か
か

っ
て
い
た
と
予
想
さ
れ

ま
す
。

そ
し
て
、

こ
の

一
ケ
月
弱

の

間
に
建
て
ら
れ
た
住
ま
い
は
、

縄
文
人
た
ち
が
よ
り
快
適
な
生

活
を
送
る
た
め
に
暖
房

。
調
理

施
設
や
耐
久
性
な
ど
に
様
々
な

工
夫
を
凝
ら
し
た
結
晶
で
あ
り
、

そ
れ
は
現
代
人
の
マ
イ
ホ
ー
ム

に
対
す
る
工
夫
と
何
ら
変
わ
り

は
な
い
の
で
す
。

　

（西
沢
明
）

―
お
知
ら
せ
―

石
器
作
り
教
室

日
時
…
８
月
２０
日

（木
）

午
後
１
時
１０
分
～
４
時

場
所
…
セ
ン
タ
ー
会
議
室

映
画
…
石
器
の
作
り
方
、

使

い

方
、

石
器
の
製
作
法
の

見
学
等
を
行
い
ま
す
。

申
込
方
法往

復
葉
書
に
よ
っ
て
、

住
所
、

氏
名
、

年
令
、

連
絡
先
電
話
番
号
を
記

入
し
８
月
１０
日

（必
着
）

ま
で
に
下
記
の
あ
て
先

に
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

宛
先

〒
２０６
多
唐
市
落
合
１
１
１４
‐

２
　
東
京
都
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
部

文
化
財
講
演
会

日
時
…
９
月
１９
日

（土
）

午
後
１
時
半
～
４
時
半

場
所
…
セ
ン
タ
ー
会
議
室

演
題
…

「列
島
の
先
史
文
化
を

い
か
に
と
ら
え
る
か
」
―

そ
の
起
源
を
め
ぐ
る
二

つ
の
文
化
観
―

講
師
…
岡
本
東
三
先
生

（千
葉

大
学
教
授
）

復元された縄文住居
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平
成

四
年
度

の
展
示

当
セ
ン
タ
ー
の
２
階
展
一不
室

と
廊
下
の
一
部
で
は
、

多
摩
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
遺
跡
群
の
調
査
成
果
を

毎
年
展
示
し
て
い
ま
す

（年
末

年
始
以
外
無
休
）
が
、

今
年
度

は
縄
文
時
代
草
創
期
に
焦
点
を

あ
て
た
展
示

（
「縄
文
誕
生
」

展
）
を
行

っ
て
い
ま
す
。

縄
文

時
代
草
創
期
は
、

１０
万
年
以
上

も
長
く
続
き
人
々
が
定
住
す
る

こ
と
な
く
狩
り
と
採
集
に
よ
っ

て
生
活
を
営
ん
で
い
た
旧
石
器

時
代
が
氷
河
期
の
終
了
と
と
も

に
終
わ
り
、

温
暖
な
気
候
の
到

来
に
よ
つ
て
次
第
に
定
住
的
な

集
落
を
つ
く
り
生
活
し
た
縄
文

時
代
の
幕
開
け
と
な

っ
た
時
期

で
す
。

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と

そ
の
近
隣
の
地
域
は
こ
の
時
期

の
資
料
が
豊
常
で
、

縄
文
時
代

の
開
始
の
し
く
み
を
研
究
す
る

に
は
非
常
に
良

い
資
料
を
多
く

提
供
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

展
示
の
中
心
は
、

秋
川
市
前

田
耕
地
遺
跡
と
多
摩

ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
遺
跡
群
中
の
草
創
期
の
資

料
で
す
が
、

こ
の
中
に
は
現
在

の
と
こ
ろ
日
本
技
古
の
土
器
と

考
え
ら
れ
て
い
る
資
料

（Ｎｏ
７９６

遺
跡
）
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
器
が
よ
う
や
く
作
り
始
め
ら

れ
た
時
代
の
展
示
で
す
の
で
、

ど
う
し
て
も
石
器
が
中
心
と
な

り
ま
す
が
、

す
ば
ら
し
い
石
槍

を
大
量
に
作

っ
た
当
時
の
人
々

の
生
活
の
跡

（歳
古
の
住
居
跡
）

や
食
物
の
残
津
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、

往
時
の
生
活
や

景
観
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
だ

け
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

一
定
の
場
所
に
長
く
と
ど
ま

ら
ず
に
移
動
生
活
を
送

っ
て
い

た
旧
石
器
時
代
人
と
は
異
な
り
、

前
田
耕
地
人
は
、

簡
単
な
が
ら

も
テ
ン
ト
状
の
住
居
を
営
み
大

量
の
石
槍

⌒尖
頭
器
）
を
作

っ

て
、

ク
マ
等
の
陸
上
動
物
だ
け

で
は
な
く
、

多
摩
川
を
遡
上
す

る
多
く
の
サ
ケ
を
捕
獲
し
て
い

た
よ
う
で
す
。

漁
勝
が
日
本
で

始
ま

っ
た
確
か
な
証
拠
は
、

こ

の
前
田
耕
地
遺
跡
が
歳
初
で
す
①

な
お
、

展
示
に
あ
わ
せ
て
７

月

４

日

と

９

月

門

日

の

土

曜

日

の
午
後

に
講
演
会
が
行
わ
れ
ま

す

の
で
、

ふ
る

っ
て
御
参
加
下

さ

い
。

詳
細
は
別
載

い
た
し
ま

す
①　

　
　
　
　
⌒佐
藤
宏
之
）

縄
文
誕
生
の
展
覧
会
を
み
て

新
聞
紙
上
に
て
１
万
３
千
年

前
の
上
器
が
展
示
さ
れ
て
い
る

の
を
知
り
ま
し
て
是
非
見
た
い

と
思
い
ま
し
て
伺

い
ま
し
た
。

そ
ん
な
に
昔
の
人
々
が
土
器

を
作
り
又
そ
の
年
代
を
特
定
で

き
る
と
い
う
こ
と
は
素
晴
ら
し

い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

縄
文
時

代
の
上
器
は
力
強
く
、

生
命
力

に
溢
れ
て
い
て
素
朴
で
暖
か
く
、

縄
文
の
人
々
の
心
が
判
る
気
が

し
ま
す
。

展
示
も
大
変
判
り
易
く
楽
し

く
拝
見
し
ま
し
た
。

有
難
う
御
座

い
ま
し
た
。

（２
月
　
Ｔ
さ
ん
）

展
示

へ
の
感
想

比
較
的
ま
と
ま

っ
て
い
る
展

示
だ
っ
た
。
こ
の
埋
文
セ
ン
タ
ー

は
他
県
と
比
べ
て
も
立
派
な
施

設
を
持

っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ

Ｚｅ
。い

つ
も
思
う
が
、

縄
文
の
展

示
と
な
る
と
土
器
を
前
面
に
出

し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、

今
回
は
そ
れ
が
主
体
で

あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
が
。

と
も
あ
れ
、

今
回
の
展
示
は

個
人
的
な
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
様
々
な
情
報
を
提

供
し
て
下
さ
る
よ
う
頑
張

っ
て

下
さ
い
。

（５
月
　
Ａ
Ｓ
さ
ん
）

たまのよこやま
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「倒
聞
掛
出

数
年
前
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
で

は
縄
文
土
器
作
り
教
室

や
テ
レ

ビ
の
教
育
番
組
で
縄
文
ク
ッ
キ
ー

を
実
際
に
作

っ
て
、

食

べ
て
み

る
と

い
う
企
画
を
披
露
し
て
い

ま
す
。

そ
の
後
、

各
方
面
か
ら

問

い
合
わ
せ
が
あ
り
、

お
伝
え

し
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
は
こ

の
紙
面
を
借
り
て
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、

材
料
と
す
る

マ
テ
バ

シ
イ
は
本
州
紀
伊
半
島
か
ら
四

国
、

九
州
、

沖
縄
に
か
け
て
の

沿
海
岸
に
自
生
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

関
東
地
方
に
は
自
生
は
し
て

い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す

の
で
、

縄
文
ク

ッ
キ
ー
の

材
料
と
し
て
は
相
応
し
く
な

い

も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

ア
ク

・
シ
ブ
の
類
が
ほ
と
ん
ど

な
く
ア
ク
抜
き

の
工
程
を
省
略

で
き
る
こ
と
、

当
セ
ン
タ
ー
の

近
辺
の
回
地
に
も
よ
く
植
栽
さ

れ
、

入
手
し
易

い
こ
と
な
ど
か

ら
、

材
料
と
し
て
採
用
し
て
い

る
も

の
で
す
。

（宮
崎
博

・
萩
原

マ
サ
子
）

たまのよこやま

〔縄
文
ク
ッ
キ
ー
の
作
り
方
〕

解
鑑
解
！
（３０
個
分
）

マ
テ
バ
シ
イ
の
粉

ヤ
マ
ノ
イ
モ

⌒大
和
芋
）

ウ
ズ
ラ
の
卵
　
　
　
　
　
　
　
　
８

ハ
チ
ミ
ツ
　
　
　
　
　
　
小
さ
じ
４

塩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少

水
　
　
　
　
　
　
　
　
適
量

（１０

オ
ニ
グ
ル
ミ
　
　
　
　
　
　
３０
～
４０

！絆

絡

請

市

２００

ｇ

８０

ｇ
…
…
…
す
り
お
ろ
し
て
お
く

わ
り

ほ
ぐ

し
て
お
く

―
ス
ト
し
て
荒
く

g  S々 杯 ケ
:  20         :
:  CC

ロ

ぞ よ
お
く

言をす韓
む て  バ
き 茄 シ
渋 で イ
皮 る の
を ° 実
取   を
り  拾

|ボ  乳

現 縄
代 文
式 式
: :

に 荒 す
か く  り
け 砕 皿
る い  と
° て す

か り
ら 石ヽ

で
ミ つ
キ ぶ
サ す
|  °

月
上
句
に
1文
穫

①
・　
材
料
Ａ
を
混
ぜ
合
わ
せ
、

固
い
よ
う
な
ら
、

水
１０
ｃｃ
～
２０
ｃｃ
で
耳
た
ぶ
く
ら
い
の
回
さ
く

ら
い
の
回
さ
ま
で
調
整
す
る
。

ぐ

②
　
３０
個
に
分
け
、

九
め
、

好
み
の
形
に
整
え
る
。

ぐ

③
　
オ
ー
ブ
ン
で
焼
く
。

＊
ク
ル
ミ
は
好
み
で
…
①
最
後
に
、

ザ
ッ
ク
リ
混
ぜ
て
よ
し
、

②
の
上
に
の
せ
て

（さ
し
込
む
よ
う
に
押
さ
え
る
）
も
よ
し
。

縄文クッキーの作り方

縄文クッキーをどうぞ r焼けた石の上でクッキーを焼 く
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セ
ン
タ
ー
調
査
の
概
要

７
月
１５
日
現
在

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
群

で
は
７
カ
所
の
発
掘
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、

他
に
都
心
部
に

お
い
て
３
カ
所
の
調
査
を
行

っ

て
い
ま
す
。

７
月
１５
日
の
時
点
で
の
調
査

の
概
要
を
示
し
ま
す
が
、

現
在
、

注
目
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
の
が

都
心
部
の
江
戸
遺
跡
の
発
掘
で

す
。

例
え
ば
、

阿
波
徳
島

・
土

佐
高
知
藩
上
屋
敦
跡
は
丸
の
内

の
遺
跡
発
掘
と
い
う
だ
け
で
も

注
目
さ
れ
ま
す
が
、

藩
邸
の
境

に
あ

っ
た
一濠
や
木
樋
と
井
戸
な

ど
の
発
見
か
ら
も
大
き
な
成
果

が
出
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

木

樋
配
置
な
ど
の
資
料
は
今
後
、

大
都
市
江
戸
の
上
水
シ
ス
テ
ム

を
研
究
す
る
た
め
の
良
好
な
資

料
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま

た
尾
張
藩
上
屋
敦
跡
と
丸
の
内

で
は
当
該
藩
邸
以
前
の
他
藩
の

屋
敷
跡
や
旗
本
屋
敦
の
跡
が
発

見
さ
れ
、

江
戸
の
都
市
計
画
研

究
等
に
と

っ
て
基
礎
的
な
資
料

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

（千
野
裕
道
）

たまのよこやま

センター調査の概要

主な遺構・遣物

多摩ニュータウンNQ951、952

町田市小山

多摩ニュータウンNQ939、933

町田市小山

多摩ニュータウンNQ955、956

町田市小山

多摩ニュータウンNQ106、432

八王子市越野

多摩ニュータウンNQ72

八王子市堀之内

多摩ニュータウン陥913、914

町田市小山

多摩ニュータウン陥113、492

八王子市上由木

尾張藩上屋敷跡

新宿区市 ヶ谷

土佐高知藩

・阿波徳島藩上屋敷跡

千代田区丸の内

旧汐留貨物駅跡

港区東新橋

縄文時代陥 し穴29、早期炉穴30(野島式)

集石1

縄文時代陥 し穴6、平安時代住居跡7

平安時代円形土坑40、、水場遺構1

(弥生時代中期住居跡)、中近世道状遺構

縄文時代陥 し穴39、フラスコ状土坑1、集石3、

古代円形土坑20、平安時代住居跡1

縄文時代陥 し穴100、中世堀1、近世以降土坑5

炭焼き窯1、

縄文時代住居跡4、縄文時代陥 し穴50、集石3、

平安時代住居跡4、地下式横穴2、井戸1、

旧石器時代剥片250、縄文早期条痕文系土器

縄文時代中期の土器、青銅製帯金具1

古墳時代住居跡4

旧石器時代遺物集中部7、縄文時代住居跡10

縄文時代陥 し穴120、平安時代住居跡8、

近世廃寺跡1、ナイフ形石器

礎石建物跡、ゴミ穴、土塁 (御土居跡)

石組溝、井戸、屋敷西御殿の一部、

出雲広瀬藩屋敷の一部

屋敷境界の堀、客、上水木樋、上水井戸

堀抜 き井戸、瓦溜、建物跡、石敷遺構

側溝、土蔵

播磨竜野藩屋敷、陸奥伊達藩上屋敷跡の調査

礎石建物跡、上水木樋

汐  留

市ケ谷

丸の内
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新
し
く
公
開
さ
れ
た
展

示

「縄
文
誕
生
」
に
合
わ

せ
て
４
回
に
わ
た
っ
て
講

演
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
ま
ず
始

め
に
３
月
７
日

（土
）
、

当
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
員

原
川
雄

二
に
よ
る
講
演

「
縄
文
時
代
草
創
期

の
生

活
と
土
器
」
、

東
京
都
教

育
委
員
会
学
芸
員
宮
崎
博

氏
に
よ
る
講
演

「秋
川
市

前
田
耕
地
遺
跡
の
縄
文
時

代
草
創
期
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

宮
崎
氏
に
は
、

今

回
の
展
示
資
料
の
中
で
大

き
な
位
置
を
占
め
る
前
田

耕
地
遺
跡
の
紹
介
を
平
易

に
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

参
加
者
は
１５６
人
で

し
た
。

５
月
３０
日

（土
）
に
は

東
京
大
学
文
学
部
助
手
大

貫
静
夫
氏

に
よ
る
講
演

「極
束

の
先
史
文
化
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

主
に
シ

ベ
リ
ア
か
ら
中
国
に
わ
た

る
新
石
器
文
化
の
初
期
段

階
の
上
器
を
中
心
に
紹
介
し
て

い
た
だ
く
と
共
に
当
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ル
に
展
一不
さ
れ
た
シ
ベ

リ
ア
の
グ
ロ
マ
ト
ゥ
ー
ハ
遺
跡

出
上
の
土
器
の
位
置
付
け
に
つ

い
て
も
氏
の
考
察
を
紹
介
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
は

‐‐５
名
で
し
た
。

７
月
４
日

（土
）
に
は
国
学

院
大
学
文
学
部
教
授
小
林
達
雄

氏
に
よ
る
講
演

「縄
文
姿
勢
方

針
の
形
成
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

縄
文
文
化
誕
生
の
意
味
を
旧
石

器
時
代
の
内
容
と
比
較
し
な
が

ら
、

さ
ら
に
現
代
文
化
か
ら
は

鏡
の
役
割
を
果
た
す
と
し
、

生

態
学
的
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
縄

文
文
化
を
平
易
に
話
さ
れ
ま
し

た
。

参
加
者
は
１４３
名
で
し
た
。

３
月
２０
日

（金
）
に
板
橋
区

産
文
ホ
ー
ル
に
お
い
て
都
内
の

遺
跡
調
査
研
究
発
表
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
か

ら
は
飯
塚
武
司
調
査
研
究
員
が

「多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
胤
９‐６
遺

跡
」
、

内
野
正
調
査
研
究
員
が

「尾
張
藩
上
屋
敷
跡
遺
跡
」

に

つ
い
て
発
表
を
行
な
い
ま
し
た
。

ま
た
栗
城
譲

一
・
竹
尾
進

・
武

たまのよこやま

~｀｀｀
と、
に、/.__″

・ヤ

7く     /
済＼、ン/｀

‐む

t.^・vっ

卜
ヽヽ・オヽ↓、_.か,一

0     5     10km

ノ
'か｀

＼
、

平成四年度の調査地点

講演する小林達雄先生
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笠
多
恵
子
に
よ
る

「調
布
市
飛

田
給
北
遺
跡
」
に
つ
い
て
の
誌

上
発
表
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

５
月
２３
、

２４
日
に
山
梨
学
院

大
学
に
お
い
て

「
日
本
考
古
学

協
会
第
５８
回
総
会
」
が
開
催
さ

れ
、

当
セ
ン
タ
ー
か
ら
は
調
査

研
究
部
長
石
井
則
孝
、

調
査
研

究
員
鶴
間
正
昭
に
よ
る
研
究
発

表

「多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡

群
の
古
墳
時
代
集
落
」
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

中
国
西
安
に
あ
る
陳
西
省
考

古
研
究
所
の
資
料
室
主
任
焦
南

峰
氏
が
３
月
２３
日
に
来
所
さ
れ

ま
し
た
。

我
が
国
で
の
研
究
生

活
の
た
め
に
中
国
政
府
か
ら
の

公
費
が
８
カ
月
間
支
出
さ
れ
、

海
外
研
究
者
と
し
て
当
セ
ン
タ
ー

が
受
け
入
れ
る
は
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

主
に
日
本
考
古
学
、

文
化
財

の
管
理
等

に
ど

の
よ
う
に
コ
ン

ピ

ュ
ー
タ
を
利
用
し
て
い
る
か

な
ど
に
つ
い
て
研
修
を
受
け
た

い
と
望
ん
で
い
ま
す
。

海
外
研
究
者
の
受
け
入
れ
は

当
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は
初
め
て

の
こ
と
で
す
が
、

他
の
同
種
組

織
に
も
あ
ま
り
例
が
あ
り
ま
せ

ん
。

今
後
、

文
化
財
あ
る
い
は

考
古
学
研
究
を
介
し
て
の
国
際

交
流
は
益
々
増
え
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
た
め
の

一

助
に
も
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

旧
汐
留
貨
物
駅
構
内
跡
地
の

再
開
発
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、

伊
達
藩
、

竜
野
藩
等
の
屋

敦
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
ま
す
。
５
月
に
、

そ
の
調
査

の
た
め
の
当
セ
ン
タ
ー
分
室
が

開
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は

千
葉
基
次
調
査
研
究
係
長
、

小

島
正
裕
、

福
田
敏

一
、

斉
藤
進
、

石
崎
俊
哉
調
査
研
究
員
が
調
査

に
あ
た
り
ま
す
。

文
部
省
か
ら
平
成
４
年
度
科

学
研
究
費
補
助
金
交
付
の
内
定

通
知
が
当
セ
ン
タ
ー
職
員
に
あ

り

ま

し

た
。

石
井
則
孝

　

「都
市
に
お
け

る
近
世
考
古
学
の
調
査
方
法
の

確
立
に
つ
い
て
」

松
崎
元
樹

　

「奈
良

。
平
安

時
代
の
武
器
お
よ
び
馬
具
の
生

産
に
関
す
る
研
究
」

千
野
裕
道

　

「古
代
木
エ
ロ

ク
ロ
技
術
の
研
究
」

当
セ
ン
タ
ー
創
立
１０
周
年
記

念
映
画

「森
と
縄
文
人
」
が
第

３０
回
日
本
産
業
映
画

・
ビ
デ
オ

コ
ン
ク
ー
ル
に
お

い
て
奨
励
賞

に
決
定
さ
れ
６
月
１１
日
如
水
会

館
に
お
い
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
職
員
研
究
助
成
が
７

月
６
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

各
々
、

ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
と

な
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
グ
ル
ー
プ
研
究

「旧
石
器
時
代
考
古
資
料
の

統
計
的
研
究
―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

作
成
の
た
め
の
基
礎
的
分
析
―
」

鈴
木
美
保
、

佐
藤
宏
之

▽
個
人
研
究

「多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡

群
に
お
け
る
早
期
後
半
の
上
器

の
地
域
性
―
末
葉
を
中
心
と
し

て
―
」
　

金
持
健
司

「
一
絹
は
何
枚
か
」
　

竹
尾
進

３
月
２６
日

（木
）

遼
寧
省
文
物
考
古
研
究
所
所

長
辛
占
山
他
３
名
の
来
所

５
月
１
日

（金
）

ロ
シ
ア
共
和
国
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
極
東
歴
史
考
古
民
族
研
究

所
所
長
ラ
ー
リ
ン
氏
来
所

７
且
６
日

（月
）

ロ
シ
ア
共
和
国
イ
ル
ク
ー
ツ

ク
大
学
イ
ネ
シ
ン
上
級
研
究
員
、

中
国
古
脊
椎
与
古
人
類
研
究
所

教
授
蓋
培
、

イ
リ
ノ
イ
大
学
人

類
学
研
究
所
助
教
授
オ
リ
ガ

。

ソ
ー
フ
エ
ル
氏
を
始
め
４
カ
国

１１
名
の
旧
石
器
研
究
者
が
来
所

さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
夕
方
か
ら
は
、

職
員

を
対
象
と
し
た
ミ
ニ
講
演
会
を

催
し
、

蓋
培
、

イ
ネ
シ
ン
、

ソ
ー

フ
エ
ル
の
各
氏
に
は
細
石
器
文

化
を
中
心
と
し
た
講
演
を
お
願

い
し
ま
し
た
。

３
月
３‐
日
付
け
、

総
務
課
玉

村
公

一
係
長
が
退
職
さ
れ
、

長

井
泰
紀
係
長
が
都
多
摩
整
備
本

部

へ
転
出
さ
れ
ま
し
た
。

後
任

に
は
４
月
１
日
付
け
で
、

そ
れ

ぞ
れ
田
無
工
業
高
校
か
ら
北
村

文
夫
が
多
摩
整
備
本
部
か
ら
渡

邊
晃
が
就
任
し
ま
し
た
。

７
月
１
日
付
け
、

所
長
小
畑

憲
司
が
総
務
局
行
政
監
査
部

ヘ

転
出
し
、

後
任
に
都
多
摩
整
備

本
部
か
ら
森
久
保
啓
二
が
就
任

し
ま
し
た
。

―

あ
と
が
き
―

こ
の
セ
ン
タ
ー
報
を
６
月
末

に
は
刊
行
し
た
い
も
の
と
考
え

て
い
ま
し
た
が
、

日
頃
の
怠
慢

が
た
た
り
、

お
よ
そ

一
カ
月
遅

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
。

次
号
は
予
定
通
り
、

刊
行
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

たまのよこやま
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