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多摩ニュータウンNo72遺跡

八王子市堀之内 現 存する長さ 約 1 2crn

縄

文

時

代

の

顔

私
の
名
前
は

「仮
面
状
土
製
品
」
と
申
し
ま
す
。

こ
の
度
、

縁
あ

っ
て
陥
７２
遺
跡
の
住
ま
い
か
ら
現

わ
れ
ま
し
た
。

年
齢
は
皆
さ
ん
が
お
お
よ
そ
四
千

五
百
歳
と
言

っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

永
ら
く
泥
で

顔
を
パ
ッ
ク
し
て
い
た
お
陰
で
皆
様
に
素
顔
で
も

お
見
せ
で
き
ま
す
が
、

元
は
ベ
ン
ガ
ラ
や
黒
漆
で

綺
麗
に
化
粧
を
し
て
い
ま
し
た
。

髪
は
耳
を
隠
し

た
お
か

っ
ぱ
頭
で
す
。

眉
毛
は
や
や
太
め
で
可
愛

い
ら
し
く
、

ま
た
日
は
少
々
つ
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
こ
が
私
の
チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

鼻
は
美

人
の
誉
れ
高
い
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
に
は
負
け
ま
す
が
、

鼻
筋
が
通
り
高
い
の
が
自
慢
で
、

鼻
の
穴
も
格
好

よ
く
平
成
人
的
で
す
。

日
は
ち
ょ
っ
と
開
け
て
い

て
、

色

っ
ぼ
く
見
え
ま
せ
ん
か
。

私
の
素
顔
の

一
部
を
皆
様
に
お
見
せ
し
ま
す
が
、

私
の
仲
間
は
縄
文
時
代
の
後
期
や
晩
期
に
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
縄
文
時
代
中
期
中
葉
で
は

私

一
人
だ
け
で
、

今
の
と
こ
ろ
私
が
日
本
で
最
も

古
い
顔

（仮
面
状
土
製
品
）
に
な
る
そ
う
で
す
。

当
時
の
縄
文
人
は
私
を
使

っ
て
何
を
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。　

一
説
に
は
ま
じ
な
い
師

さ
ん
達
が
、

霊
を
呼
ぶ
ま
つ
り
な
ど
の
際
に
使
用

し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
私
の
顔
を
す
べ
て
お
見
せ
で
き
ま
せ
ん
が
、

き

っ
と
皆
様
が
調
査
で
発
見
し
て
く
れ
る
も
の
と

信
じ
て
お
り
ま
す
。

（竹
尾
　
進
）
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八
王
子
市
堀
之
内
に
あ
り
ま

す
陥
７２
遺
跡
は
、

多
摩
川
の
支

流
で
あ
る
大
栗
川
と
寺
沢
川
の

合
流
点
付
近
の
段
丘
上
に
位
置

す
る
縄
文
時
代
中
期
の
大
規
模

な
集
落
遺
跡
で
す
。

昨
年
度
の

調
査
で
は
、

縄
文
時
代
よ
り
も

古
い
旧
石
器
時
代
の
石
斧
を
含

む
石
器
群
を
発
見
し
ま
し
た
。

そ
の
石
斧
は
二
万
年
前
よ
り
も

古
い
年
代
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
で
重
要
な
も
の
で
す
が
、

同
時
に
石
器
群
も
大
変
珍
し
い

性
格
で
あ
る
こ
と
が
整
理
作
業

を
進
め
る
う
え
で
少
し
ず
つ
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
そ

の
石
斧
を
含
ん
だ
石
器
群
に
つ

い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ

「ヽノ。
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多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
で

最
も
古
い
遺
跡
は
稲
城
市
の
陥

４７‐
Ｉ
Ｂ
遣
跡
で
、

今
か
ら
約
五

万
年
前
の
旧
石
器
時
代
の
遺
跡

で
す
。

土
器
が
発
明
さ
れ
る
以

前
の
旧
石
器
時
代
の
追
跡
は
多

摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
で
今
の

と
こ
ろ
１００
遺
跡
以
上
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
が
、

二
万
年
前
よ
り

も
古
い
遺
跡
は
わ
ず
か
に
４
遺

跡
程
度
で
、

そ
の
う
ち
ｍ
４７‐
―

Ｂ
遺
跡
を
除
く
３
遣
跡
は
、

二

万
年
前
か
ら
三
万
年
前
に
属
す

る
も
の
で
す
。
ま
た
こ
れ
ら
遺

跡
か
ら
の
出
土
遺
物
も
点
数
は

少
な
く
、

隣
接
地
域
で
あ
る
武

蔵
野
台
地
の
二
万
年
か
ら
三
万

年
前
の
遣
跡
と
は
大
き
く
様
相

を
異
に
し
て
い
ま
す
。

今
回
、

二
万
年
前
以
上
に
さ

か
の
ぼ
る
石
器
類
が
発
見
さ
れ

た
の
は
こ
の
追
跡
の
西
端
に
近

い
段
丘
の
落
ち
ぎ
わ
に
あ
た
る

部
分
で
す
。
合
計
で
剛
点
に
近

い
石
器
類
が
出
上
し
て
い
ま
す

が
、

そ
の
大
部
分
は
径
４

ｍ
程

度
の
狭
い
範
囲
に
集
中
す
る
よ

う
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

石
器

に
は
打
製
の
石
斧
や
、

そ
の
製

作
途
中
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
が
、

大
部
分
が
そ
れ
ら
の

石
斧
を
大
き
な
石
か
ら
作

っ
た

時
に
で
き
る

「く
ず
」
で
あ
る

剥
片
類
で
す
。
ま
た
、

原
石
か

ら
石
斧
の
素
材
と
な
る
塊
を
取

り
さ
っ
た
残
り
物
に
あ
た
る
大

形
の
石
核
も
存
在
し
、

そ
れ
ら

が
接
合
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
の

場
が
石
斧
を
製
作
し
た
場
所
で

あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま

し
た
。
ま
た
遣
物
の
中
に
は
、

局
部
磨
製
石
斧
の
刃
部
を
再
生

し
た
時
に
で
き
る
剥
片
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

局
部
磨

製
石
斧
も
作
ら
れ
、

使
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

局
部
磨
製
石
斧
と
は
、

石
斧

の
刃
部
や
器
体
の

一
部
を
研
磨

し
た
石
斧
の
こ
と
で
、

世
界
的

に
は
旧
石
器
時
代
に
は
例
が
少

な
い
の
で
す
が
、

日
本
で
は
二

万
年
前
か
ら
三
万
年
前
の
石
器

群
に
特
徴
的
に
出
土
す
る
石
器

で
す
。

隣
接
地
域
の
武
蔵
野
台

地
の
二
万
年
前
か
ら
三
万
年
前

の
石
器
群
で
も
こ
の
石
器
を
み

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
で

今
回
初
め
て
こ
の
時
期
の
局
部

磨
製
石
斧
が
発
見
さ
れ
た
こ
と

は
、

い
ま
ま
で
数
が
少
な
く
様

子
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
多
摩
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
の
二
万
年
前
か
ら
三
万

年
前
の
石
器
群
を
、

隣
接
地
域

の
石
器
群
と
比
較
す
る
上
で
大

変
重
要
で
す
。
ま
た
、

原
石
か

ら
石
斧
を
作

っ
て
い
る
製
作
場

所
は
、

今
の
と
こ
ろ
他
の
地
域

に
も
例
が
な
い
の
で
、

今
後
、

整
理
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
製
作
工
程
の
復
元
や
場
の
利

用
法
を
考
え
る
上
で
、

貴
重
な

デ
ー
タ
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

（鈴
木
美
保
）
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多
摩
東
京
移
管
百
周
年
記
念

事
業
の

一
環
と
し
て

「発
掘
物

語

さヽ

礎
憲
民
」

が
立
川
ル

ミ
不
９
階
、

ウ
ィ
ル
ホ
ー
ル
に

お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

８
日
間
の
開
催
で
、

６５８８
名
の

見
学
者
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

短
い
期
間
で
、

人
の
集
ま
り
の

さ
ほ
ど
よ
く
な
い
フ
ロ
ア
に
し

て
は
、

多
く
の
方
々
の
参
加
を

得
て
関
係
職
員

一
同
、

胸
を
な

で
お
ろ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

展
示
会
場
に
所
狭
し
と
展
示
さ

れ
た
縄
文
土
器
に
感
動
す
る
参

加
者
が
印
象
的
で
し
た
。

「多
摩
の
ム
ラ
と
生
活
」
を

テ
ー
マ
に
展
示
構
成
を
行
い
、

「縄
文
時
代
中
期
の
ム
ラ
と
生

活
」
に
つ
い
て
の
展
示
と
共
に

「多
摩
の
五
万
年
」
と
題
し
た

通
史
的
な
展
示
を
中
心
に
展
示

を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
他
に
縄

文
土
器
作
り
や
、

古
代
ろ
く
ろ

を
再
現
し
、

そ
れ
を
用
い
た
木

皿
の
製
作
の
実
演
な
ど
も
盛
り

込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

文
化
財
講
演
会

１０
月
３
日

（
日
）
午
後
２
時

か
ら
國
學
院
大
學
文
学
部
教
授

永
峯
光

一
氏
に
よ
る
講
演

「縄

文
の
世
界
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

会
場
は
国
立
駅
南
回
の
た
ま
し

ん
国
立
支
店
４
階
ホ
ー
ル
を
お

借
り
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

日
本
文
化
の
歴
史
を
、

い
く

つ
か
の
相
が
重
な
り
合

っ
て
い

る
と

い
う
考
え

に
基
づ
き
、

「も
と
も
と
の
日
本
固
有
の
文

化
は
何
か
」
に
つ
い
て
講
演
さ

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

最
新
の

調
査
結
果
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、

縄
文
時
代
の
生
業
な
ど
に
つ
い

て
の
お
話
し
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

参
加
者
１２５
名
。

３
月
１２
日

（土
）
午
後
１
時

半
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究

員
鈴
木
美
保
に
よ
る
講
演

「
現

生
人
類
の
起
源
は
ど
こ
に
？
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

遺
伝
研
究
の
進
展
に
よ
り
脚

光
を
浴
び
た

「
イ
ブ
仮
説
」
は

現
生
人
類
の
起
源
問
題
に
さ
ま

ざ
ま
な
波
紋
を
巻
き
起
こ
し
ま

し
た
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
モ

デ
ル
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
と

共
に
、

そ
う
し
た
仮
説
が
ど
の

よ
う
な
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
、

シ
リ
ア
で
の
研
究
風
景
の
ス
ラ

イ
ド
を
交
え
な
が
ら
、

概
説
を

行
い
ま
し
た
。

‐６０
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し

た
。

土器作りの実演見学会 場 に て

講演する永峯光一先生講演する鈴木調査研究員



菅
原
神
社
台
地
上
遺
跡

現
地
説
明
会

当
セ
ン
タ
ー
が
調
査
を
行

っ

て
い
ま
す
板
橋
区
成
増
に
所
在

す
る
、

菅
原
神
社
台
地
上
遺
跡

の
現
地
説
明
会
が

１１
月
２７
日

（土
）
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

主
に
、

弥
生
時
代
後
期
の
集

落
跡

（竪
穴
住
居
跡
約
１４０
軒
）
、

古
墳
時
代
後
期
の
古
墳
を
実
際

に
見
学
す
る
こ
と
が
中
心
と
な

り
ま
し
た
。

当
日
は
寒
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

地
元
の
板
橋
区

民
を
中
心
に
４‐９
名
の
参
加
者
が

あ
り
ま
し
た
。

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン

陥
帥
遺
跡
現
地
説
明
会

町
田
市
小
山
に
お
い
て
調
査

を
行

っ
て
い
ま
す
陥
３３０
追
跡
の

現
地
説
明
会
が
、

１２
月

１８
日

（土
）
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

古
墳
時
代
後
期

の
集
落
跡

（竪
穴
住
居
跡
５０
軒
）
、

横
穴
墓

な
ど
の
見
学
が
中
心
と
な
り
ま

し
た
。

小
春
日
和
の
天
候
の
中
、

追
跡
が
工
事
現
場
に
囲
ま
れ
て

い
る
た
め
京
工
相
模
原
線
多
摩

境
駅
か
ら
バ
ス
で
送
迎
を
行
い

ま
し
た
が
、

参
加
者
は
１９２
名
で

し
た
。

中日
附隅
阻

当
セ
ン
タ
ー
の
展
一不
ホ
ー
ル

を
中
心
と
し
た
フ
ロ
ア
で
は
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺
跡
群
の

発
掘
調
査
成
果
を
毎
年
テ
ー
マ

を
変
え
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
例
年
の
よ
う
な
、

歴
史
を
通
し
た
展
示
の
他
に
、

主
に
奈
良
・平
安
時
代
、

多
摩

を
中
心
と
し
た
地
域
を
支
え
た

生
産
、

と
く
に
須
恵
器
、

瓦
、

鉄
の
生
産
、

木
器
の
生
産
に
つ

い
て
の
展
示
も
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、

稲
城
市
大
丸
窯
跡
群
か

ら
出
上
し
た
国
分
寺
瓦
を
実
際

に
持
つ
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ナ
ー

や
、

木
工
ろ
く
ろ
の
復
元
も
実

際
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、

展
示
ホ
ー
ル
の
天
丼

に
は
、

今
回
５
万
年
に
わ
た
る

人
類
の
歴
史
に
つ
い
て
の
年
表

を
各
時
代
、

同

一
縮
尺
で
半
円

形
に
製
作
し
て
み
ま
し
た
。

ま
た
、

都
心
部
に
お
け
る
江

戸
遺
跡
お
よ
び
板
橋
区
菅
原
神

社
台
地
上
遺
跡
の
出
土
品
に
つ

い
て
の
速
報
展
示
も
行

っ
て
い

ま
す
。

ぜ
ひ
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

たまのよこやま
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