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東京都埋蔵文化財センター報 No.28 平 成5句i5)13H I

縄文時代中期の鳥形把手

(TN,No 9遺跡 ・稲城市坂浜出土)

道

先
日
、

土
曜
日
の
こ
と
、

多
摩
の
幹
線
道
路
が
非
常
に
混

雑
し
て
い
た
の
で
裏
通
り
に
入

っ
た
。
こ
の
道
は
昨
線
道
路

が
出
来
る
十
年
前
ま
で
は
南
大
沢
に
抜
け
る
旧
道
で
あ
っ
て
、

か
つ
て
私
達
も
発
掘
現
場
往
復
の
た
め
の
通
い
憤
れ
た
細
く
、

曲
が
り
く
ね
っ
た
径
で
も
あ
っ
た
。

か
つ
て
の
旧
道
は
、

ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
計
画
が
進
行
す
る
に
比
例
し
そ
の
多
く
が
消
え
た
り
、

寸
断
さ
れ
た
り
し
て
面
形
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く

な

っ
た
。

道
瑞
に
は
、

季
節
を
謳
歌
す
る
如
く
、

ギ
ボ
ウ
シ

・

ウ
ド
な
ど
の
山
野
草
が
盛
り
で
あ

っ
た
。

さ
て
、

埋
蔵
文
化
財
に
関
わ
る
専
門
職
員
の
数
は
、

平
成

三
年
の
文
化
庁
統
計
に
よ
る
と
四
人
五
三
名
と
な
り
、

そ
の

増
加
傾
向
は
益
々
上
昇
中
で
あ
る
。

こ
の
数
を
ど
う
評
価
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？

報
道
関
係
に
も
毎
日
の
よ
う
に
登
場
す
る
の
を
み
て
、

埋

蔵
文
化
財
壮
林
期
と
言
う
人
、

否
、

そ
れ
だ
け
文
化
財
が
危

機
に
瀕
し
て
い
る
現
象
だ
と
見
る
人
、

様
々
で
あ
ろ
う
．

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
け
る
発
掘
調
査
も
そ
の
開
始
か

ら
既
に
阿
半
世
紀
た
ち
、

そ
の
調
査
も
峠
を
越
え
た
．‐

そ
し

て
、

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
も
そ
ろ
そ
ろ
青
年
期
に
掛
か
ろ

う
と
し
て
い
る
今
、

そ
の
研
究
は
益
々
細
分
化
す
る

一
方
、

同
民
に
わ
か
り
易
い
考
占
学
の
確
立
を
求
め
る
声
も
高
ま

っ

て
き
て
い
る
．

今
年
度

の
広
報
普
及
学
米

の
メ
ィ
ン
は
、

九
月
三
八
日
か

ら
十
月
五
日
ま
で
、

立
川
ル
ミ
ネ
で
多
摩
東
京
移
行
百
周
年

記
念
事
業
と
し
て
開
住
す
る

「多
摩

の
道
跡
展
」
で
あ
る
「

私
達
は
細
心

の
注
意
と
新
鮮
な
発
想
で
、　

一
〇
〇
年
先
に
続

く
道

の

一
里
琢
と
し
て
の
道
跡
展
を
成
功
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒徹
野
　
孝
）
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町
田
市
小
山
地
区
の
調
査
で

は
、

そ
の
範
囲
の
拡
大
に
伴
い

次
々
に
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま

す
。

そ
ん
な
中
で
今
回
は
多
量

の
鉄
器
を
出
上
し
た
陥
３３５
遺
跡

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

遺
跡
は
浜
街
道
の
西
側
、

町

田
街
道
か
ら
約
測
ｍ
程
奥
へ
入
っ

た
谷
に
存
在
し
ま
す
。

調
査
で

は
古
墳
時
代
の
終
わ
り
頃
、
７

世
紀
後
半
の
住
居
跡
や
平
安
時

代
の
上
坑
と
住
居
跡
の
他
、

近

世
の
墓
跡
等
も
検
出
さ
れ
て
い

ま
す
。

鉄
器
は
古
墳
時
代
後
期

に
属
す
る

一
軒
の
住
居
跡
か
ら

見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
住
居

は
谷
の
斜
面
中
段
の
や
や
平
坦

な
面
に
掘
り
こ
ま
れ
、　

一
辺
が

約
４

ｍ
の
方
形
を
呈
す
る
も
の

で
す
。
カ
マ
ド
は
北
壁
の
東
寄

り
の
所
に
作
ら
れ
、

こ
の
時
期

の
住
居
の
規
模
と
し
て
は
小
さ

い
方
に
属
し
て
い
ま
す
。

出
上
し
た
鉄
器
は
全
部
で
１５

点
を
数
え
、

こ
の
う
ち
最
も
多

い
の
は
鉄
の
ヤ
ジ
リ

（鉄
鏃
）

で
‐２
本
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

他
に
、

鉄
製
農
具
の
鎌
や
穂
摘

み
具
等
も
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
住
居
の
床

近
く
に
お
か
れ
た
状
態
で
見

つ

か
り
ま
し
た
。

こ
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る

の
は
多
量
の
鉄
鏃
で
す
。

鉄
鏃

は
言
う
ま
で
も
な
く
、

矢
柄
の

先
端
に
装
着
し
て
弓
で
射
る
た

め
の
武
器
の

一
種
で
す
。

出
土

し
た
鉄
鏃
に
は
、

先
端
が
ノ
ミ

状
に
尖

っ
た
細
身
の
も
の
と
、

鏃
身
が
平
な
五
角
形
を
呈
す
る

も
の
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
期
、

鉄
鏃
は
主
に
墓
で

あ
る
古
墳
や
横
穴
墓
か
ら
多
く

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、　

一
軒

の
住
居
跡
か
ら
こ
れ
だ
け
多
く

の
も
の
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
は

極
め
て
稀
な
こ
と
で
す
。

周
辺

の
遺
跡
で
は
、

調
布
市
の
上
石

原
遺
跡
か
ら
１０
本
出
上
し
た
例

が
あ
り
ま
す
が
、

出
上
し
て
も

１
～
２
本
程
度
で
本
来
住
居
跡

に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で

す
。
し
か
も
、

血
３３５
遺
跡
の
場

合
ほ
と
ん
ど
が
完
形
品
で
占
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
占
小で
、

他

に
例
を
見
な
い
も
の
で
す
。

何
故
、

住
居
跡
内
に
豊
富
な

鉄
器
が
残
さ
れ
た
の
か
に
つ
い

て
は
、

今
後
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
で
す
。　

一
つ
の

可
能
性
と
し
て
は
、

鉄
器
の
修

理
や
再
生
を
行
う
た
め
に
住
居

内
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
す
る
考

え
方
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
調

査
で
は
、

残
念
な
が
ら
そ
れ
を

示
す
痕
跡
は
認
め
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。

あ
る
い
は
、

遺
跡
の
近

辺
に
鉄
器
の
生
産
や
加
工
を
行
っ

た
場
所
が
存
在
す
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

こ

れ
だ
け
の
量
の
貴
重
な
鉄
器
を

有
す
る
人
々
が
、

小
支
谷
内
に

居
住
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
は
、

こ
の
地
域

の
古
墳
時
代
の
様
相
を
考
え
る

上
で
、　

一
つ
の
参
考
材
料
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（松
崎
元
樹
）

たまのよこや ま

鉄器の出土状態

鉄器出上の竪穴住居跡
出土 した鉄鉄
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器
・青
銅
器
の
延
命
治
療
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Ｌ

今
回
は
ま
ず
、

当
セ
ン
タ
ー

の
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
覗
い
て
み

る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
し
ま
つ
。

展
示
資
料
に
は
土
器
が
あ
れ
ば

石
器
も
あ
り
、

木
器
が
あ
れ
ば

鉄
器
や
青
銅
器
も
あ
り
ま
す
。

よ
く
見
る
と
こ
れ
ら
の
な
か
に

は
保
存
の
た
め
の
特
別
の
処
置

を
施
し
て
あ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。

木
器
に
つ
い
て
は
前
回
で

紹
介
し
ま
し
た
の
で
、

今
回
は

鉄
器
や
青
銅
器
と
い
っ
た
金
属

器
類
の
保
存
処
理
に
つ
い
て
触

れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

鉄
器
や
青
銅
器
は
上
の
な
か

に
埋
ま

っ
て
い
る
間
に
錆
び
て

し
ま
う
の
が
普
通
で
す
。

そ
し

て
発
掘
に
よ

っ
て
掘
り
だ
さ
れ

る
と
そ
の
錆
が
急
激
に
進
行
す

る
こ
と
が
あ
り
、

最
後
に
は
バ

ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
な

っ
て
は
折
角
の
歴
史
的

資
料
が
だ
い
な
し
で
す
し
、

大

切
な
文
化
財
が
失
わ
れ
て
い
く

の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。

そ
こ

で
延
命
治
療
を
施
し
ま
す
。
ま

ず
現
状
の
写
真
で
記
録
を
取
り
、

病
院
さ
な
が
ら
レ
ン
ト
ゲ
ン
写

真
を
撮
影
し
、

同
時
に

一
つ
一

つ
に
カ
ル
テ
を
用
意
し
治
療

（処
理
）
過
程
を
記
録
し
ま
す
。

さ
て
ま
ず
大
切
な
の
は
錆
び
る

原
因
と
な
る
要
因
を
で
き
る
限

り
取
り
除
く
こ
と
で
す
。

第

一

に
水
で
す
。

水
分
は
百
度
で
蒸

発
す
る
の
で
、

強
制
的
に
加
熱

し
て
遺
物
の
な
か
に
含
ま
れ
て

い
る
水
分
を
除
去
し
ま
す
。
こ

こ
ま
で
は
鉄
器
も
青
銅
器
も
だ

い
た
い
同
じ
で
す
。
ま
た
塩
分

が
錆
の

一
因
に
な
る
こ
と
は
、

潮
風
の
吹
く
海
岸
近
く
で
も
の

が
錆
び
や
す
い
こ
と
で
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
鉄

器
の
中
の
塩
化
物
イ
オ
ン
を
誘

い
出
す
た
め
に
う
す
い
ア
ル
カ

リ
性
の
液
に
漬
け
て
お
き
ま
す
。

そ
の
後
、
し
み
込
ん
だ
ア
ル
カ

リ
を
再
び
取
り
除
く
た
め
に
蒸

留
水
そ
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
を
使

い
ま
す
。　

一
方
の
青
銅
器
は
水

分
を
取
り
除
い
た
後
、

塩
化
物

イ
オ
ン
の
腐
食
活
動
を
封
じ
込

め
る
た
め
に
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ゾ
ー

ル
と
い
う
特
殊
な
薬
品
を
ア
ル

コ
ー
ル
に
う
す
め
て
し
み
込
ま

せ
ま
す
。
こ
れ
で
鉄
器

。
青
銅

器
と
も
強
化
工
程

へ
の
下
準
備

が
で
き
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
次
は
、

こ
れ
ら
に

含
成
樹
脂
を
し
み
込
ま
せ
て
強

化
す
る
工
程
で
す
。

再
び
遺
物

を
強
制
乾
燥
し
、

あ
ら
か
じ
め

十
分
に
水
分
を
取
り
除
い
て
お

き
ま
す
。
こ
れ
は
少
し
で
も
樹

脂
を
し
み
込
み
や
す
く
さ
せ
る

た
め
で
す
。

乾
い
た
ス
ポ
ン
ジ

と
濡
れ
た
ス
ポ
ン
ジ
と
で
水
を

吸
い
取
る
と
き
、

乾

い
て
い
る

方
が
よ
り
多
く
吸
い
取
る
こ
と

は
容
易
に
理
解
で
き
ま
す
。
し

み
込
ま
せ
る
の
は
主
に
ア
ク
リ

ル
樹
脂
の
液
体
で
、

水
溶
性
の

も
の
や
ア
セ
ト
ン
や
ナ
フ
サ
な

ど
有
機
溶
剤
で
溶
か
し
て
使
う

も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

遺
物

に
こ
れ
ら
を
し
み
込
ま
せ
る
場

合
、

液
の
な
か
に
漬
け
て
し
ま

え
ば
よ
い
の
で
す
が
、

こ
こ
で

は

一
層
の
効
果
を
狙

っ
て
減
圧

し
ま
す
。

す
な
わ
ち
遺
物
を
漬

け
た
容
器
を
密
閉
す
る
か
、

そ

の
容
器
を
さ
ら
に
密
閉
容
器
の

な
か
に
入
れ
て
ポ
ン
プ
な
ど
で

強
制
的
に
排
気
し
ま
す
。
こ
れ

に
よ
っ
て
遺
物
細
部
の
凹
凸
に

残

っ
て
い
る
気
泡
を
取
り
除
き

樹
脂
溶
液
と
入
れ
替
え
る
わ
け

で
す
。

容
器
か
ら
遺
物
を
取
り

出
し
た
後
、

樹
脂
の
溶
剤
を
完

全
に
蒸
発
さ
せ
れ
ば
、
し
み
込

ん
だ
合
成
樹
脂
が
遺
物
に
強
度

を
加
え
て
く
れ
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
こ
れ
が
保
存
科
学
室
で

行
わ
れ
て
い
る
保
存
強
化
処
理

の
お
お
ま
か
な
内
容
で
す
。

も
う

一
つ
大
切
な
こ
と
は
、

そ
の
後
の
保
管
で
あ
り
ま
す
。

処
理
し
た
遺
物
で
も
高
温
高
湿

に
お
く
と
再
び
劣
化
し
は
じ
め

ま
す
。

常
に
光
に
曝
さ
れ
暑
い

展
示
ケ
ー
ス
の
中
は
保
管
環
境

たまのよこや ま

□□ □ □ □

と
し
て
は
決
し
て
好
ま
し
い
と

は

い
え
ま
せ
ん
。

遺
物
を
む
き

出
し
で
お
か
な

い
よ
う
に
し
た

り
、

ま
た
ケ
ー
ス
の
中
を
環
境

調
整
す
る
の
も
重
要
で
す
。

錆
だ
ら
け
で
出
上
し
た
鉄
器

や
青
銅
器
が
保
存
処
理
の
結
果
、

ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
か
、

そ
し
て
ど

の
よ
う
に
展
一不
さ
れ

て
い
る
の
か
、

そ
の

一
例
を
当

セ
ン
タ
ー
星

不
室

に
い
ら
し
て

み
な
さ
ん
の
目
で
実
際
に
確
か

め
て
く
だ
さ

い
。

（石
川
隆
司
）

展示ホールヘ ようこそ…

鉄器処理フローチャー ト
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多
摩
東
京
移
管
百
周
年
記
念

一尋
茉
の
一
環
ど
し
て
、

多
摩
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
遺
跡
群
の
出
土
遺
物
を

中
心
に
公
開
展
示
し
、

多
摩
地

域
の
先
史

・
古
代
史
を
身
近
な

も
の
と
す
る
と
共
に
、

埋
蔵
文

化
財
保
護
思
想
の
普
及
と
充
実

を
は
か
る
た
め
展
示
会
を
開
催

し
ま
す
。

テ
ー
マ

「多
摩
の
ム
ラ
と
生

活
」
と
し
て
当
時
の
社
会
の
あ

り
方
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

日
時

平
成
５
年
９
月
２８
日
（火
）

～
１０
月
５
日

（火
）

午
前
１０
時
～
午
後
７
時

（最
終
日
は
午
後
３
時
ま

で
）

会
場

立
川
ル
ミ
ネ
９
階

ウ
ィ
ル
ホ
ー
ル

（立
川

駅
ビ
ル
）

主
催

東
京
都
教
育
委
員
会

働
東
京
都
教
育
文
化
財

団

東
京
都
埋
蔵
文
化
財

セ

ン
タ

ー

協
力

東
京
都
市
町
村
教
育
委

目只△不
造ヒ
△
口△玄

「
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
ら
い
ふ
２‐
」
の

事
業
の

一
環
と
し
て
今
秋

「多

摩
の
遺
跡
展
」
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
こ
の
遺
跡
展
で
は
、

「
多

摩
地
域
の
縄
文
時
代
中
期
の
ム

ラ
」
を
テ
ー
マ
の

一
つ
に
掲
げ

て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、

縄
文
時
代
の
中
頃
つ
ま
り
中
期

と
は
ど
ん
な
時
代
で
あ

っ
た
の

か
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

縄
文
時
代
中
期

（約
五
千
～

四
千
年
前
）
は
、　

一
万
年
続
い

た
縄
文
時
代
の
中
で
、
も

っ
と

も
繁
栄
し
た
時
代
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
繁
栄

で
き
た
の
か
、

そ
の
大
き
な
原

因
と
し
て
当
時
の
自
然
環
境
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

当
時
の
気
候

は
、

今
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な

く
関
東

。
中
部
か
ら
東
北
地
方

の
東
日
本

一
帯
に
か
け
て
は
、

コ
ナ
ラ
や
ク
リ
の
落
葉
広
葉
樹

が
う

っ
そ
う
と
お
い
し
げ

つ
た

森
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

縄

文
時
代
は
、

採
集
や
狩
猟
に
よ
っ

て
食
料
を
得
て
い
た
時
代
で
す
。

こ
の
四
季
に
富
む
豊
か
な
自
然

の
お
か
げ
で
、

人
々
は
木
の
実

な
ど
の
植
物
や
鳥
や
獣
な
ど
の

た
く
さ
ん
の
食
べ
物
に
恵
ま
れ

た
の
で
し
た
。

川
や
海
で
は
魚

や
貝
が
た
く
さ
ん
と
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
、

人
々
は
安
定
し
た
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、

生
活
に
余
裕
が
生

ま
れ
た
せ
い
か
社
会
に
さ
ま
ざ

ま
な
変
化
が
現
れ
ま
す
。

生
活
が
安
定
し
て
く
る
と
各

地
で
大
き
な
規
模
の
ム
ラ
を
作

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
央

に
広
場
を
持
ち
、

そ
の
ま
わ
り

に
家
を
円
形

に
め
ぐ
ら
せ
る

「環

状

集

落
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。

「環
状
集
落
」
は
、

縄
文
時
代
前
期

（約
六
千
～
五

千
年
前
）
に
出
現
し
ま
し
た
が
、

多
摩
地
域
に
大
規
模
な
集
落
が

さ
か
ん
に
作
ら
れ
た
の
は
中
期

で
す
。

中
に
墓
地
を
設
け
た
ム

ラ
も
あ
り
ま
し
た

（写
真
）
。

ま
た
、

派
手
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
装
飾
に
富
ん
だ
土
器
が
作

ら
れ
ま
し
た
。

縄
文
土
器
と
い

う
と
皆
さ
ん
の
多
く
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
勝
坂
式
上
器
で
す
。

な
か
に
は
、

ヘ
ビ
や
カ
エ
ル
を

か
た
ど

っ
た
と
思
わ
れ
る
模
様

や
人
の
顔
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

飾
り
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。

日
常
生
活
以
外
の
祭
り
や
祈

り
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る
道
具

が
発
達
し
た
の
も
中
期
で
し
た
。

粘
上
で
作
ら
れ
た
人
形

（土
Ｇ

や
石
で
作
ら
れ
た
男
性
の
シ
ン

ボ
ル

（石
棒
）
が
代
表
的
な
も

の
で
す
。

な
ぜ
発
達
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。

当
己
刊
の
社
会
は
、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
自
然
の

恩
恵
な
し
に
は
成
り
立
ち
ま
せ

ん
で
し
た
。

天
災
に
よ
っ
て
時

と
し
て
不
幸
を
も
た
ら
す
自
然

は
、

同
時
に
幸
福
を
も
た
ら
す

も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
す
。

そ

こ
で
人
々
は
、

食
料
が
豊
富
に

と
れ
ム
ラ
が
末
永
く
繁
栄
す
る

よ
う
に
と
生
命
の
象
徴
と
さ
れ

る
土
偶
や
石
棒
で
お
祭
り
を
し

て
、

自
然
に
感
謝
と
祈
り
を
捧

げ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
、

自
炭
小の
豊
か

か
な
恵
み
を
受
け
て
発
展
し
て

たまのよこや ま

縄文時代中期の集落跡 (八王子市松木)
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い
っ
た
中
期
は
、

ま
さ
し
く

「花
ひ
ら
く
縄
文
文
化
」
だ

っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
華

や
か
な
文
化
は
次
の
後
期
に
は

受
け
継
が
れ
ず
衰
退
し
て
し
ま

い
ま
す
。

気
候
の
冷
涼
化
が
そ

の
原
因
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

謎
は
多
く
今
後
ま
す
ま
す
の
研

究
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

縄
文
時
代
は
、

自
然
と
共
存

し
自
然
を
う
ま
く
利
用
し
た
時

代
で
も
あ
り
ま
す
。

環
境
保
護

・

地
球
に
や
さ
し
い
生
活
と
経
済

が
叫
ば
れ
る
今
日
、

自
然
を
生

か
し
た
社
会
作
り
の
ヒ
ン
ト
が

縄
文
時
代
の
中
に
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

時
間
に
追
わ
れ
る

現
代
の
世
で
す
が
、

た
ま
に
は

の
ん
び
り
と
我
々
の
祖
先
の
暮

ら
し
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の

も
い
い
も
の
で
す
。

そ
こ
に
は
、

我
々
現
代
人
が
失

っ
て
し
ま

っ

た
何
か
が
き

っ
と
見

つ
か
る
は

ず
で
す
。

皆
様
の
お
越
し
を
心

よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（中
西
　
充
）

たまのよこや ま

文化財講演会 ・映画鑑賞会等のご案内

本年は多摩地域の遺跡を中心に、その発掘調査と新しい研究成果を紹介すると共に、

多摩の歴史を考える場を提供したいと思います。ふるって、ご参加下さい。

働 東京都教育文化財団 東 京都埋蔵文化財センター

働 たましん地域文化財団

主 催

後 援

参加費 ・定員 無 料 会 場1:120名 会 場2:200名 先 着順

会場 1:東 京都埋蔵文化財センター会議室 (多摩センター駅、徒歩5分)

日時 講 師 /行 事名 演 題 /内  容

6/4(金 )18:30～

20100

6/12(土 )11:00～

11 :40

中西 充 多摩地域にみる定住型集落の始まり

(センター調査研究員)    一 同心円集落の象徴性

文化財映画鑑賞会

13:30～ 有吉重蔵氏

15:00(国 分寺市教育委員会)

6/18(金 )18:30～ 荒井健治氏 むさし国府のはなし

20:00(府 中市教育委員会)

古墳時代の多摩6/23(水 )18:30～ 橋本博文氏

20:00(早 稲田大学)

中世の多摩集落6/25(金 )18:30～ 福島宗人

20:00(セ ンター調査研究員)

8/4(水 )13:30～ 映画鑑賞と展示説明の会 映画 「奥会津の木地師」の上映
15:30                展 示ホールの解説

8/27(金 )18:30～ 月R部敬史氏 多摩の古代窯業

20:00(八 王子市教育委員会)

9/11(土 )11:00～ 文化財映画鑑賞会

11 :45

13:30～ 可児通宏

15:00(セ ンター主任調査研究員)

映画 「古代史の発掘」の上映

むさし国分寺のはなし

映画 「森と縄文人」の上映

縄文の集落

会場 2:た ましん国立支店4Fホ ール (JR国 立駅南口駅前)

日時     講  師 /行 事名         演  題 /内  容

9/17(金 )18

20

1 0 / 3 (日 )14

15

舘野 孝

(センター主任調査研究員)

永峯光一氏

(國學院大學)

多摩の5万年

縄文の世界

:30～

:00

:00～

:30
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「

B … … ・~ 1

日  . … _ . だ

開
円

日
―
・・．
１

４
月
１
日
付
け
で
、

総
務
課

富
安
澄
江
経
理
係
長
が
都
教
育

庁
福
利
厚
生
部
福
利
課

へ
転
出

さ
れ
ま
し
た
。

後
任
に
は
同
日

付
け
で
都
福
利
厚
生
事
業
国
か

ら
大
橋
伸
子
が
就
任
し
ま
し
た
。

ま
た
、

調
査
研
究
部
佐
藤

攻
係
長
が
都
教
育
庁
文
化
課
調

整
係

へ
転
出
し
、

後
任
に
は
同

文
化
課
か
ら
安
孫
子
昭
二
が
就

任
し
ま
し
た
。

佐
藤
係
長
は
昭
和
５５
年
７
月

の
セ
ン
タ
ー
発
足
以
来
に
な
り

ま
す
か
ら
１２
年
９
カ
月
勤
務
さ

れ
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
の
設
立
、

新
施
設
の
建
設
、

移
転
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
の
調
整
、

都
心
部
遺
跡
調
査
の
調
整

へ
と

多
忙
を
極
め
て
い
ま
し
た
が
、

今
度
は
よ
り
高
所
か
ら
セ
ン
タ
ー

の
指
導
、

調
整
を
お
願
い
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ご

苦
労
さ
ま
で
し
た
。

安
孫
子
係

長
は
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡

群
の
調
査
で
は
昭
和
４０
年
以
来

の
経
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、

今

後
の
当
セ
ン
タ
ー
で
の
活
躍
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

需
冊
酬
阿
阿
十
一ロロ
ど

板
橋
区
菅
原
神
社
台
地
上
遺

跡
の
調
査
の
た
め
に
５
月
１７
日

（月
）
、

当
セ
ン
タ
ー
板
橋
分
室

が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

白
子
川

の
対
岸
に
埼
玉
県
を
望
む
台
地

上
に
立
地
し
、

弥
生
時
代
の
竪

穴
住
居
跡
が
多
数
発
見
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
比
田
井
民
子
調
査

研
究
係
長
、

鶴
問
正
昭
、

小
松

真
名
、

伊
藤
　
健
調
査
研
究
員

が
発
掘
調
査
に
あ
た
り
ま
す
。

調
査
前
の
予
想
通
り
、

早
く

も
５
月
末
現
在
、

弥
生
時
代
の

住
居
跡
と
推
定
で
き
る
も
の
約

６０
軒
、

方
形
周
満
墓
と
推
定
で

き
る
も
の
約
１０
基
、

縄
文
時
代

の
住
居
跡
と
推
定
で
き
る
も
の

約
１０
軒
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
部
省
科
学
研
究
費

補
助
金
の
交
付

文
部
省
か
ら
平
成
５
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
あ
て

に
あ
り
ま
し
た
。

及
川
良
彦

「粘
土
採
掘
穴
の

研
究

（―
土
器
作
り
用
粘
土
の

採
掘
技
術
と
変
遷
―
と

佐
藤
　
攻

「江
戸
時
代
遺
跡

出
土
遺
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

佐
藤
宏
之

「東
日
本
に
お
け

る
後
期
旧
石
器
時
代
後
半
期
か

ら
縄
文
時
代
草
創
期

へ
の
移
行

に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」

西
澤
　
明

「縄
文
時
代
に
お

け
る
墓
制
の
基
礎
的
研
究
」

福
島
宗
人

「南
関
東
に
お
け

る
中
世
後
半
の
陶
磁
器
の
様
相
―

近
世
的
陶
磁
器
の
出
現
と
流
通

を
考
え
る
―
」

山
口
慶

一
「縄
文
時
代
成
立

期
、

ヤ
ス
の
出
現
と
モ
リ
の
登

場
」例

年
は
１
～
２
人
の
補
助
金

交
付
が
普
通
で
す
が
、

今
年
は

実
に
６
人
も
の
交
付
内
定
が
あ

り
ま
し
た
。

記
録
的
と
も
い
っ

て
よ
い
も
の
で
す
。
こ
れ
に
引

き
続
き
成
果
を
期
待
し
た

い
と

こ
ろ
で
す
。
ま
た
、

来
年
度
も

こ
れ
以
上
に
交
付
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
研
究
計
画
を
練

っ
て
お

き
た

い
も
の
で
す
。

「
―
‥―
‥―
‥―
‥―
‥

一
　

平
成
五
年
度
の
展
示

Ｆ
・・―

・・―

・・―

・・―

・・―

・・Ｂ

例
一牛
、

一当
セ
ン
タ
ー
屋
不
ホ
ー

ル
で
は
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺

跡
群

の
調
査
成
果
を
中
心
に
展

示
を
行

っ
て
い
ま
す
、

が
今
年

も
展
示

の
模
様
替
え
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

昨
年
は
縄
文
時
代
草
創
期

に

焦
点
を
あ
て
た
展
示

「縄
文
誕

生
」
を
常
設
展
示
と
し
て
公
開

し
て
い
ま
し
た
。

今
年
は
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
群
の

一
層

の
理
解
の
た
め
に
最
新
の
調
査

成
果
を
極
力
盛
り
込
ん
だ
展
示

を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

「
多

摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
遺
跡
と
遺

物
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。

一
　

　

あ

Ｆ
・・―

・・１

・

と

が

き

３
月
末
に
前
号

「
た
ま
の
よ

こ
や
ま
」
を
発
行
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
２
カ
月
を
お
か
ず
に
こ

の
号
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
今
年
の
秋
に

行
わ
れ
ま
す

「多
摩
の
遺
跡
展
」

を
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々
に

み
て
い
た
だ
き
た
い
、

そ
の
た

め
に
は
Ｐ
Ｒ
を
広
く
と
考
え
て

の
こ
と
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　

（や
す
み
ち
）

たまのよこやま

日 .……..ど

遺跡の位置

展示ホール
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