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地
下
に
描

か
れ
た
縞
模
様

写
真
に
見
ら
れ
る
縞
模
様
の
正
体
は
、

い
っ
た
い

何
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
は
、

阪
神
大
震
災
の
影
響
で
、

神
戸
港

や
未
来
都
市
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
に
生
じ
た

「噴
砂
」

と
い
う
言
葉
を
覚
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

一
般
的
な
噴
砂
と
は
、

沖
積
地
や
埋
め
立
て
地
な

ど
で
見
ら
れ
る
現
象
で
、

地
震
な
ど
の
影
響
で
地
下

水
を
含
ん
だ
砂
層
に
振
動
が
加
え
ら
れ
る
と
水
と
砂

が

「液
状
化
」
し
、

上
層
の
軟
弱
地
盤
を
突
き
抜

け
て
、

地
下
の
砂
が
地
上
に
噴
出
す
る
現
象
で
す
。

写
真
に
見
ら
れ
る
土
壌
断
面
は
、

多
摩
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
区
域
内
の
町
田
市
相
原

・
小
山
地
区
に
所
在
す

る
陥
２‐‐
遺
跡
の
埋
没
谷
で
検
出
さ
れ
た
横
方
向
に
、

し
か
も
面
的
に
走
る
噴
砂
で
す
。

発
生
し
た
時
代
は
、

崩
落
土
中
の
上
器
や
そ
の
後
の
火
山
灰
堆
積
か
ら
、

縄
文
時
代
中
期
以
降
か
ら
弥
生
時
代
に
至
る
間
に
発

生
し
た
こ
と
が
明
確
で
す
。

で
は
、

ど
の
様
に
し
て
、

こ
の
横
方
向
の
噴
砂

現
象
が
生
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

前
地
質
調
査
所
の
理
学
博

士
　
服
部
　
仁
氏
と
地
下
水
説

・
ジ

ェ
ッ
ト
噴
流
説

な
ど
を
現
在
検
討
中
で
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、

丘
陵
地
の
谷
部
に
発
生
し
た
横
方
向
の

噴
砂
現
象
の

一
例
を
紹
介
し
ま
し
た
。

な
お
、

突
然
の
大
地
震
で
あ
る
阪
神
大
震
災
の
被

害
を
受
け
ら
れ
た
多
く
の
被
災
者
の
皆
様
、　

一
日
も

早
く
元
の
生
活
に
復
果
出
来
る
こ
と
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（上
篠
朝
宏
）
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横に走る噴砂
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三
吉
野
遺
跡
群
は
西
多
摩
郡

日
の
出
町
と
秋
川
市
に
ま
た
が
っ

て
所
在
し
、

多
摩
川
支
流
の
平

井
川
に
沿

っ
て
発
達
す
る
広
大

な
台
地
上
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

遺
跡
の
東
隣
に
は
、

学
史
的
に

も
重
要
な
瀬
戸
岡
古
墳
群
が
存

在
し
て
い
ま
す
。

昨
年
の
６
月

よ
り
圏
央
道
の
イ
ン
タ
ー
チ
エ

ン
ジ
建
設
に
伴

っ
て
、

本
格
的

に
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
。

こ
れ
ま
で
に
、

古
墳
時
代
後

期
か
ら
奈
良

・
平
安
時
代
に
か

け
て
の
住
居
跡
が
２５
軒
、

掘
立

柱
建
物
跡
が
７
棟
、

円
形
土
坑

等
が
４００
基
近
く
検
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
最
近
の
調
査
で
、

遺
跡
内
を

一
辺
１７０
～
‐８０

ｍ
程
の

規
模
で
囲
む
二
本
の
溝
も
検
出

さ
れ
、

出
土
遺
物
か
ら
奈
良
時

代
頃
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

集
落
跡
は
６
世
紀
後
半
～
７

世
紀
に
集
中
的
に
営
ま
れ
た
ら

し
く
、

有
力
な
豪
族
層
の
存
在

を
示
す
か
の
よ
う
に
、

住
居
の

規
模
も
９

ｍ
を
超
す
大
形
の
も

の
が
数
軒
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

遺
物
は
住
居
跡
内
か
ら
多
く

出
上
し
て
い
ま
す
。

土
師
器
の

杯
や
坑
、

葵
、

甑
な
ど
の
他
、

須
恵
器
の
杯
や
長
頭
壷
な
ど
も

み
と
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

滑

石
製
の
玉
や
銅
製
の
耳
環
を
は

じ
め
、

刀
子
、

鎌
、

鏃
な
ど
の

鉄
製
農
工
具
や
武
器
類
も
比
較

的
多
く
出
上
し
て
い
ま
す
。

遺
物
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ

る
も
の
に
、

鉄
製
の
馬
具
が
あ

り
ま
す
。

馬
の
日
に
装
着
す
る

轡
で
、

１９
号
住
か
ら
二
組
検
出

さ
れ
ま
し
た
。

床
面
か
ら
出
土

し
た
も
の
は
破
損
し
て
い
ま
し

た
が
、

遺
存
状
態
は
良
く
き
わ

め
て
貴
重
な
資
料
と
言
え
ま
す
。

伴
出
し
た
土
器
等
か
ら
、

住
居

跡
の
時
期
は
奈
良
時
代
の
は
じ

め
頃
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

轡
は
回
に
か
ま
せ
る
衛
、

街

の
両
側
に
つ
く
鏡
板
、

手
綱
を

つ
け
る
引
手
の
各
部
か
ら
な
り
、

本
資
料
は
素
環
鏡
板
付
轡
に
分

類
さ
れ
ま
す
。
８
の
字
形
の
鏡

板
立
聞
部
に
は
、

馬
の
面
繋
と

運
結
さ
せ
る
刺
金
が
取
り
付
け

ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

轡
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

馬

を
制
御
す
る
道
具
で
す
が
、

農

耕
馬
の
使
役
に
と

っ
て
は
あ
ま

り
必
要
で
な
く
、

主
に
騎
用
の

た
め
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
す
る

と
、

当
時
の
ム
ラ
に
は
、

農
耕

以
外
の
目
的
で
馬
を
所
有
し
て

い
た
人
物
が
居
住
し
て
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

馬
具
の
発
見
と
と
も
に
注
目

で
き
る
の
が
、

遺
跡
内
を
囲
む

二
重
の
溝
で
す
。

未
だ
全
貌
は

明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

一
方
を
平
井
川
の
崖
で
ふ
さ
ぎ
、

他
の
三
方
を
方
形
に
区
画
す
る

こ
の
溝
を
い
っ
た
い
何
の
た
め

に
掘

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

現
時
点
で
は
放
牧
場
を
囲
い

込
む
た
め
の

「牧
」
関
連
の
施

設
の

一
部
で
は
な
い
か
と
、

調

査
研
究
員
は
考
え
て
い
ま
す
。

『
続
日
本
紀
』

文
武
四
年

ぞ
ｏ
ｏ
）
条
に

「令
下
諸
国
定
三

牧
地
一放
中
牛
馬
上
」
と
ぁ
る
こ

と
か
ら
す
で
に
奈
良
時
代
以
前

に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
さ
ら
に
、

東
国
は
馬

の
生
産
地
と
し
て
つ
と
に
知
ら

れ
、

武
蔵
国
内
に
四
か
所
の
牧

が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が

「延
喜

式
』
等
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
が

「小
川
牧
」

で
、

現
在
の
秋
川
市
付
近
の
秋

留
台
地
上
に
比
定
す
る
説
が
有

力
で
す
。

今
後
は
牧
と
の
関
連

性
も
十
分
視
野
に
入
れ
た
発
掘

調
査
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

（松
崎
元
樹
）

たまのよこやま

古墳時代の住居跡

出土 した督

馬具の各部名称
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たまのよこやま

土
留
め
板
柵
遺
構
と
は
、

江

戸
時
代
の
埋
め
立
て
、

造
成
工

事
に
伴
う
遺
構
で
す
。

現
在
汐

留
地
区
で
は
、

江
戸
時
代
の
遺

構
と
し
て
は
龍
野
藩
脇
坂
家
、

仙
台
藩
伊
達
家
の
屋
敷
跡
を
調

査
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
屋
敷

跡
に
伴
う
遺
構
の
下
に
土
留
め

坂
柵
が
あ
り
ま
す
。

板
柵
の
方

向
は
屋
敷
割
り
に
平
行
か
直
行

す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
板
柵
が
設
置
さ
れ
た
時

期
は
、

第
１
図
の
江
戸
図
に
よ

る
と
、
１
６
０
３
年

（慶
長
８

年
）
以
降
、
１
６
３
６
年

（寛

永
１３
年
）
ま
で
の
期
間
に
限
定

し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

慶
長
８

年
は
、

徳
川
家
康
が
征
夷
大
将

軍
に
就
任
し
、

江
戸
を
徳
川
幕

府
の
拠
点
と
す
る
た
め
に
、

こ

の
地
の
開
発
に
着
手
し
た
年
に

あ
た
り
ま
す
。

幕
府
は
江
戸
城

の
構
築
や
物
流
を
容
易
に
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、

河
川
の

整
備
、

運
河
、

掘
割
の
開
墾
を

行
な
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
工

事
に
よ

っ
て
生
じ
た
膨
大
な
量

の
上
砂
は
、

日
比
谷
の
入
江
の

埋
め
立
て
、

江
戸
前
島
の
整
備

に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
大

工
事
に
よ
り
江
戸
は
寛
永
１３
年

江
戸
図
の
よ
う
な
都
市
に
変
貌

し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
汐
留
地

区
は
埋
め
立
て
地
と
し
て
成
立

し
、

幕
府
か
ら
諸
大
名

へ
所
領

地
と
し
て
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

土
留
め
板
柵
は
こ
の
埋
め
立
て

工
事
に
際
し
て
設
置
さ
れ
た
遺

構
で
す
。
こ
の
遺
構
は
こ
れ
ま

で
に
調
査
を
行
な

っ
た
区
域
内

だ
け
で
も
‐６
条
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
事
実
は

埋
め
立
て
工
事
が

一
時
期
に
行

わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

遺
構
の

数
に
比
例
す
る
回
数
で
徐
々
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。

構
造
は
、

第
２
図
の
よ
う
に

板
材
を
上
下
方
向
に
重
ね
並
ベ

そ
の
前
面
を
斜
方
向
あ
る
い
は
、

垂
直
方
向
に
杭
を
打
ち
、

板
材

を
止
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
杭

の
最
上
部
ま
た
は
上
部
に
板
材

か
杭
で
控
え
を
取
り
、

更
に
控

え
材
の
後
方
に
杭
を
打
ち
込
ん

で
固
定
し
て
い
ま
す
。

基
本
的

な
構
造
は
ほ
ぼ

一
致
す
る
よ
う

で
す
が
、

材
料
の
選
択
、

工
法

が
そ
の
施
行
者
集
団
に
よ
り
さ

ま
ざ
ま
な
様
相
を
呈
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、

こ
の
上
留
め
構
造

は
興
味
深
い
こ
と
に
、

使
用
さ

れ
る
材
料
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、

現
在
の
工
法
と
ま

っ
た
く

一
致
し
て
い
る
と
、

土
木
の
専

門
家
か
ら
ご
教
授
を
得
ま
し
た
。

（小
林
博
範
）

第 1図 江 戸図 (左)寛 永13年。(右)慶 長 8年頃

幻の江戸百年 (鈴木理生著)よ り転写

土留め板柵 2条 (航空写真)

冴
勘
Ｉ

（本
郷
台
地
）

|       |

遺構により規模が異

なるのでスケールは

日安です。

第 2図  土 留め板柵模式図
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たまのよこやま

か
ね
て
か
ら
計
画
さ
れ
て
い

た
全
国
埋
蔵
文
化
財
法
人
連
絡

協
議
会

・
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
栄

え
あ
る
第

一
回
日
の
海
外
研
修

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、

悠
久
の
国
十
ア
ジ
ア
の
隣
国
を

訪
ね
て
１
９
月
１２
日
か
ら
１７
日

ま
で
の
６
日
間
中
国
の
旅
で
す
。

当
セ
ン
タ
ー
か
ら
は
石
井
調

査
研
究
部
長
を
は
じ
め
５
名
、

他
に
群
馬

・
埼
玉

・
栃
木

・
千

葉
の
４
県
か
ら
１１
名
の
計
１６
名

が
参
加
。

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
と
し

て
初
め
て
の
試
み
と
い
う
こ
と

も
あ

っ
て
、

全
て
が
試
行
錯
誤

の
繰
り
返
し
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、

き
わ
め
て
有
意
義
な
研
修

を
お
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

広
大
な
中
国
の
中
、

今
回
は

北
京
と
西
安
の
二
大
都
市
を
中

心
に
、

中
国
社
会
科
学
院
考
古

学
研
究
所

・
故
宮
博
物
館

・
陳

西
歴
史
博
物
館

・
北
京
大
学
、

そ
し
て
天
壇
公
園

・
秦
始
皇
帝

陵
な
ど
、

い
く
つ
か
の
史
蹟
を

社
会
科
学
院
の
ス
タ
ッ
フ
と
と

も
に
視
察
。

こ
の
研
修
で
得
た
も
の
は
１６

名
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
た
と

思
い
ま
す
が
、

お
そ
ら
く
全
員

が
共
感
し
た
も
の
の

一
つ
は
、

や
は
り
何
と
言

っ
て
も
、

強
大

な
軍
力
と
法
に
よ
る
支
配
を
基

に
戦
国
の
世
を

一
気
に
平
定
し
、

中
国
全
土
を
統

一
し
た
奏
の
始

皇
帝
の
残
し
た
遺
産
そ
の
も
の

で
は
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。

山
間
の
峰
に
見
渡
す
限
り
廷
々

と
続
く
あ
の
万
里
の
長
城
。

そ

の
積
み
上
げ
ら
れ
た

一
つ
一
つ

の
煉
瓦
に
時
の
重
み
を
感
じ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て

始
皇
帝
の
墓
守
と
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
数
数
千
と
も
言
わ
れ
る
等

身
大
の
兵
馬
備
。

そ
の
立
像
を

目
の
前
に
し
た
時
、

思
わ
ず
身

を
引
い
て
し
ま
う
緊
張
感
が
直

接
肌
に
伝
わ
り
、

た
だ
た
だ
こ

の
壮
大
さ
に
言
葉
を
失
う
ば
か

り
で
す
。

こ
の
兵
馬
備
坑
、

現

在
も
断
続
的
に
発
掘
調
査
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

す
で
に

公
開
さ
れ
て
い
た
１
号

。
３
号

坑
に
加
え
、

昨
年
の
秋
か
ら
は

２
号
坑
も
見
学
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、

そ
れ
に
つ
け
て
も

こ
の
偉
業
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た

の
が
、

今
か
ら
お
よ
そ
２
千
年

前
。
日
本
で
は
よ
う
や
く
稲
作

が
伝
わ

っ
て
き
た
ば
か
り
の
弥

生
時
代
で
す
。

歴
史
に
み
る
両

国
間
の
歴
然
た
る
差
を
見
せ
つ

け
ら
れ
て
、

日
本
人
と
し
て
は

ち
ょ
っ
と
が

っ
か
り
。

中
国
人

の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
さ
に
お
も

わ
ず
頭
が
下
が
る
思
い
。

エ
ネ
ル
ギ
ツ
シ
ュ
と
い
え
ば
、

や
は
り
あ
の
噂
ど
お
り
の
自
転

車
の
多
さ
に
唖
然
。

津
波
の
ご

と
く
押
し
寄
せ
る
自
転
車
の
大

群
、

信
号
は
あ

っ
て
無
き
が
如

し
、

こ
れ
ぞ
中
国
人
民
の
力
な

り
。

観
光
地
で
は
日
本
人
目
当

て
の
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
。

Ｔ
シ
ャ

ツ
３
枚
千
円
、

隣
で
間
髪
入
れ

ず
十
枚
千
円
の
声
、

最
後
に
は

二
十
枚
千
円
。

今
思
え
ば
買

っ

て
お
け
ば
よ
か
つ
た
か
な
と
ち
ょ
っ

と
後
悔
し
た
り
。

観
光
地
で
の

入
館
料
が
、

外
国
人
と
中
国
人

と
で
格
差
が
あ
る
の
に
も
ビ

ッ

ク
リ
。

外
国
人
の
方
が
お
よ
そ

四
倍
も
高
い
。

中
国
は
み
な
平

等
と
思

っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
ん
な
こ
ん
な
で
あ

っ
と
い

う
間
の
６
日
間
で
し
た
が
、

と

も
か
く
全
員
無
事
帰
国
。

今
回
の
研
修
で
は
、

単
に
異

国
の
も
の
を
見
聞
し
た
に
と
ど

ま
ら
ず
、

考
古
学
を
通
じ
て
両

国
の
間
に
ま
た

一
つ
新
た
な
友

好
の
窓
が
開
か
れ
た
こ
と
も
大

き
な
成
果
。

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、

考
古
学
的
成
果
の
数
々
は
言
う

に
お
よ
ば
ず
。

た
だ
し
、

そ
れ

を
書
く
に
は
も
う
紙
面
が
足
り

な
く
な

っ
て
し
ま
い
し
ま
た
。

こ
の
点
は
ま
た
の
機
会
と
い
う

こ
と
で
。

日
本
は
過
去
数
千
年
に
わ
た
っ

て
中
国
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学

ん
で
き
ま
し
た
。

私
達
訪
中
団

も
現
代
の
遣
唐
使
と
し
て
、

中

国
で
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
も

の
と
す
る
と
と
も
に
、

２‐
世
紀

の
新
し
い
社
会
に
向
け
て
広
く

普
及
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

中
国
で
私
達
が
学
ん
だ
も
の

が
、

け

っ
し
て
北
京
ダ
ッ
ク
の

食
べ
方
だ
け
で
は
な
か

っ
た
こ

と
を
強
く
確
信
し
な
が
ら
。

（小
薬

一
夫
）

北京市街

兵馬備坑

万里の長城にて (全員集合)
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例
年
の
よ
う
に
、

東
京
都
立

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の

展
示
ホ
ー
ル
お
よ
び
廊
下
に
お

い
て
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺

跡
群
の
調
査
成
果
を
中
心
に
展

示
の
模
様
替
え
を
行
い
ま
し
た
。

今
年
は
、

戦
後
五
十
年
？
、

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
群
の

発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
て
か
ら

三
十
年
、

「
都
立
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
」
が
建
設
さ
れ
て
か

ら
十
年
、

節
円
の
年
に
あ
た
り

ま
す
。
こ
の
三
十
年
間
の
調
査

に
よ
っ
て
、

約
三
千

ヘ
ク
タ
ー

ル
の
地
域
の
中
に
発
見
さ
れ
た

９６４
か
所
も
の
遺
跡
の
う
ち
、

お

よ
そ
９
割
に
あ
た
る
遺
跡
の
調

査
が
終
了
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、

こ
の
節
目
の
年
を
記

念
し
た
展
示
は
、

三
十
年
の
間

に
発
見
す
る
こ
と
の
で
き
た
、

自
然
や
自
然
と
当
時
の
人
々
の

あ
り
さ
ま
を
示
す
こ
と
の
で
き

る
遺
物
や
動
植
物
の
遺
体
の
展

示
を
行

っ
て
み
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、

い
つ
も
の
常
設
展
示
を

新
し
く
模
様
替
え
を
行

っ
た
通

史
的
な
展
示
が
主
な
も
の
と
な

り
ま
す
。

サ
ブ
テ
ー

マ
は

「
五
万
年
を

さ
か
の
ぼ
る
自
然
と
ヒ
ト
の
歴

史
」
と
し
、
３
月
４
Ｈ

（
上
）

か
ら
新
し

い
展
示
を
公
開
し
て

い
ま
す
。

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

遺
跡
群

の
三
十
年
間
の
調
査

の

中
で
も
約
五
万
年
前

の
旧
石
器

時
代

の
石
器
群
か
ら
始
ま
り
、

江
戸
時
代

の
陶
磁
器
や
炭
窯

の

発
兄
は
多
く
の
新
し

い
知
識
や

見
解
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ

ま
し
た
。

昨
年
度

の
展
示
に
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、

前
田
耕
地
遺

跡
の
縄
文
時
代
草
創
期

の
住
居

跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
サ
ケ
の
顎

歯
、

ま
た
弥
生
時
代

の
墓
跡
か

ら
発
見
さ
れ
た
炭
化
し
た

コ
メ

や
ト
チ
ノ
キ
の
実
、

古
墳
時
代

減

たまのよ二や ま

！！
　

　

　

す
！！！！
！！！

静難

！議

．

一≡
≡
戦

卜購

一ン

！ン

後
期
に
掘
削
さ
れ
た
粘
土
採
掘

坑
か
ら
発
見
さ
れ
た
カ
シ
や
シ

イ
な
ど
の
常
緑
カ
シ
類
で
作
ら

れ
た
鋤
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安

時
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
ト
チ

ノ
キ
製
の
木
皿
や
木
皿
の
未
製

品
な
ど
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

中
世
に
ケ
ヤ
キ
で
つ
く
ら
れ
た

漆
器
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、

江
戸
時
代
の
コ
ー
ナ
ー

に
は
港
区
東
新
橋
に
あ
る
汐
留

遺
跡
の
伊
達
藩
土
屋
敷
跡
か
ら

発
見
さ
れ
た
木
樋

（上
水
道
管
）

の
展
示
も
行

っ
て
い
ま
す
。
こ

の
木
樋
は
も
ち
ろ
ん
、

溜
め
井

戸
に
上
水
を
導
く
も
の
で
す
が
、

多
摩
川
の
羽
村
堰

（現
在

の
羽

村
市
）
か
ら
水
を
ひ
き
、

今

の

新
宿
区
に
あ

っ
た
四
谷

の
大
木

戸
か
ら
暗
渠
と
な
り
、

主
に
江

戸
の
南
半
部

へ
水
を
供
給
し
て

い
た
玉
川
上
水

の
ほ
ぼ
末
端
に

あ
る
木
樋
で
も
あ
り
ま
す
。

木

樋
は
地
中
に
埋
め
ら
れ
て
い
た

も

の
の
た
め
、

そ
の
土
地
の
状

況
、

そ
の
場

の
施
設
な
ど
に
よ

り
、

い
ろ
い
ろ
な
長
さ
が
あ
り

ま
す
が
、

途
中
に
一侯
の
石
垣
が

あ
る
た
め
に
上
下
に
わ
ざ
わ
ざ

迂
回
さ
せ
た
り
す
る
例
な
ど
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
展
示

品
は
汐
留
遺
跡

の
中
で
も
比
較

的
大
き

い
も

の
の
部
類
に
入
り

ま
す
。

こ
の
木
樋
が
き
れ

い
だ

っ
た

頃
の
多
摩
川
の
水
を
大
名
屋
敷

に
運
ん
で
い
た
か
と
思
う
と
、

江
戸
時
代

の
頃

の
の
ん
び
り
し

た
自
然
と
人

々
と

の
関
係
を
感

じ
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け
で
し
ょ

う
か
。

ど
う
ぞ
、

み
な
さ
ん
も
、

お

友
だ
ち
を
誘

っ
て
見
学
に
お
出

で
下
さ

い
。

展示ホール

展示ホール入口
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く

汐
留
遺
跡

土
留
板
柵
通
構

たまのよこやま

＝
月
６
日

（
日
）
午
後
１
時

３０
分
か
ら
中
央
大
学
総
合
政
策

学
部
の
教
授

宮
本

勝
先
生
に

よ
る
講
演

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
焼
畑

農
耕
集
落
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

長
年
、

東
南
ア
ジ
ア
の
山
地

民
の
民
族
学
的
調
査
を
行

っ
て

い
る
先
生
の
調
査
の
中
か
ら
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
焼
畑
農
耕
民
の
集
落

の
規
模

・
形
態
を
概
観
し
、
ミ

ン
ド
ロ
島
の
ハ
ヌ
ノ
オ

・
マ
ン

ヤ
ン
族
の
事
例
に
焦
点
を
あ
て
、

彼
ら
の
集
落

・
村
と
生
活
、

文

化
を
ス
ラ
イ
ド
を
交
え
な
が
ら

総
合
的
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。

お
話
し
の
結
論
的
な
部

分
で
は
定
着
的
密
集
型
集
落
は

可
変
性
が
み
ら
れ
る
が
、

双
系

的
親
族
体
系
が
集
落
の
組
織
化

を
困
難
に
さ
せ
、

個
々
人
を
中

心
と
し
た
血
の
つ
な
が
り
を
横

に
拡
張
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
。

移
動
的
密
集
型
集
落
の
凝
集

性
は
焼
畑
耕
作
活
動
の
性
格
か

ら
共
業
集
団
の
必
要
が
あ
り
、

少
数
民
族
で
あ
る
焼
畑
農
耕
民

に
対
す
る
多
数
民
族
か
ら
の
社

会
的

・
政
治
的
圧
力
か
ら
リ
ー

ダ
ー
の
出
現
と
固
定
化
、

そ
れ

と
同
時
に
外
的
圧
力
に
対
す
る

回
避
の
た
め
の
可
変
性
の
維
持

な
ど
、

多
く
の
興
味
の
あ
る
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

物
質
文
化
に
つ
い
て
も
お
話

し
い
た
だ
い
た
が
、

植
物
材
料

を
利
用
し
た
家
な
ど
と
共
に
、

土
器
や
石
器
は
あ
ま
り
用
い
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

も
し
こ
の
よ
う
な
集
落
が
遺
跡

と
な

っ
て
も
、

私
た
ち
考
古
学

者
は
ほ
ぼ
お
手
上
げ
で
は
な
い

か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

考
古
学
的
な
証
拠
を
扱
う
上
で

興
味
あ
る
お
話
し
で
し
た
。

参
加
者
は
５０
名
で
し
た
。

‐２
月
４
日

（
日
）
午
後
１
時

３０
分
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
の
佐
藤

宏
之
副
主
任
調
査
研
究
員
に
よ

る
講
演

「旧
石
器
時
代
の
集
落
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

動
物
の
狩
猟
と
植
物
採
集
を

主
に
食
料
を
獲
得
す
る
手
段
と

し
て
き
ま
し
た
旧
石
器
時
代
の

人
類
の
姿
を
、

世
界
や
日
本
の

具
体
的
な
調
査

・
研
究
例
を
取

り
上
げ
な
が
ら
概
観
し
、

縄
文

時
代
以
降
の
定
住
型
集
落
の
形

成
に
至
る
長
い
生
活
の
歴
史
と

そ
の
意
味
を
、

住
居
と
い
う
側

面
か
ら
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。参

加
者
は
９０
名
で
し
た
。

２
月
「
日

（土
）
午
後
１
時

３０
分
か
ら
筑
波
大
学
の
助
教
授

常
木
晃
先
生
に
よ
る
講
演

「
西

ア
ジ
ア
の
旧
石
器
時
代
集
落
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

西
ア
ジ
ア
の
森
は
、

あ
ま
り

私
た
ち
日
本
人
に
は
な
じ
み
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、

西
ア
ジ
ア
の

植
生
は
森
と
ス
テ
ッ
プ
、

砂
漠

の
３
つ
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
と
い
う
お
話
か
ら
始
ま
り
、

石
器
時
代
終
末
期
の
住
居
に
定

住
集
落
の
開
始
が
み
ら
れ
、

以

後
、

円
形
の
住
居
か
ら
方
形
の

住
居

へ
変
化
し
、

や
が
て
巨
大

化
し
た
集
落
が
成
立
し
、

集
落

の
間
に
格
差
も
生
じ
て
き
た
こ

と
な
ど
を
お
話
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
８３
名
で
し
た
。

映
画

「
ア
イ
ヌ
の
九
木
舟
」

の
上
映
を
行
い
ま
し
た
。
昭
和

５３
年
の
作
品
で
す
が
、

伝
え
ら

れ
た
丸
木
舟
づ
く
り
の
記
録
映

画
で
す
。

小
学
生
を
含
め
４３
名

の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

講演する佐藤副主任調査研究員

0発 行

lPfl東京都教育文化財団

東京都埋蔵文化財センター

〒206東 京都多摩市落合

1-14-2

a 0423-73-5296

平成 7年 3月31日

- 6 -




