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石室はほぼ真南に開回 しています。

五
十
年
目
の
新
知
見

副
主
任
調
査
研
究
員

　

松

崎

　

一死
樹

あ
き
る
野
市
の
瀬
戸
岡
古
墳
群
は
、

平
井
川
南
岸

の
段
丘
上
に
分
布
す
る
、

５０
基
ほ
ど
か
ら
な
る
群
集

墳
で
す
。

大
正
か
ら
昭
和
二
十
年
代
の
調
査
で
火
葬

骨
を
納
め
た
土
器
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

古
墳
時

代
よ
り
も
新
し
い
奈
良
時
代
の
墳
墓
で
あ
る
と
し
て
、

全
国
的
に
広
く
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
年
度
、

都
道
の
建
設
に
伴
い
こ
の
う

ち
の

一
基
を
発
掘
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
ま
で
考

え
ら
れ
て
き
た
古
墳
の
構
造
や
構
築
時
期
は
、

や
や

違

っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

こ
の
古
墳
の
主
体
部
は
全
長
３
．
５

ｍ
あ
ま
り
の
横
穴

式
石
室
で
、

地
表
面
よ
り
も
下
に
構
築
さ
れ
て
い
る

の
が
特
徴
で
す
。

壁
は
す
べ
て
自
然
の
河
原
石
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

特
に
奥
壁
は
１５０
ｋｇ
以
上
も
あ

る
石
を
二
段
積
み
に
し
て
お
り
、

壁
の
周
囲
に
は
裏

込
め
の
礫
が
級
密
に
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

耕
作
に
よ

り
天
丼
石
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

床
は
全
面
に
平

ら
な
石
を
敷
き
詰
め
て
構
築
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、

石
室
南
端
の
石
積
み
の
仕
方
が
気
に

な
り
外
し
た
と
こ
ろ
、

地
下
の
墓
室
に
向
か
う
階
段

状
の
通
路
が
検
出
さ
れ
、

鉄
製
の
矢
じ
り
や
革
帯
を

結
ぶ
金
具
、

石
製
の
丸
玉
、

土
師
器
の
杯
が
出
土
し

ま
し
た
。

杯
は
、

近
隣
の
古
墳
時
代
後
期
の
ム
ラ
で

出
土
す
る
、

七
世
紀
中
葉
の
も
の
に
酷
似
し
ま
す
。

今
回
の
約
半
世
紀
ぶ
り
の
調
査
で
得
ら
れ
た
成
果

は
、

こ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
瀬
戸
岡
古
墳
群
の

実
態
を
解
明
す
る
糸
口
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

瀬戸岡30号墳と出土 した遺物
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大江戸掘りもの帖～十二～

文化財講座 く35〉

江
戸
ト
イ
レ
事
情

汐
留
遺
跡
の
仙
台
藩
伊
達
家
の
屋
敷
跡

か
ら
、

木
製
の

「お
ま
る
」
が
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
お
ま
る
は
携

帯
用
の
ト
イ
レ
で
す
が
、

江
戸
の
屋
敷
跡

か
ら
こ
の
よ
う
な
も
の
が
そ
っ
く
り
見
つ

か

っ
た
の
は
、

初
め
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
今
回
は
、

臭
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、

し
ば
ら
く
は
鼻
を

つ
ま
ん
で
お
付
き
合
い

願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
の
遺
跡
を
調
査
す
る

と
、

桶
や
大
甕
が
埋
め
こ
ま

れ
た
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を

当
時
描
か
れ
た
屋
敷
の
絵
図

面
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、

そ
こ
が
ト
イ
レ
で
あ

つ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、

絵
図
面
な
ど
が
な
い
と
き
に

は
、

な
か
な
か
ト
イ
レ
と
認

定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、

あ
の
検
便
で

お
な
じ
み
の
寄
生
虫
の
分
析
で
す
。
ト
イ

レ
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
の
上
を
薬
品
で
化

学
処
理
し
た
後
、

顕
微
鏡
で
観
察
し
、

人

に
宿
る
寄
生
虫
卵
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
れ

ば
、

そ
こ
が
ト
イ
レ
後
で
あ

っ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

以
前
、

尾
張
藩
の
屋
敷
跡
で
見

つ
か

つ

た
桶
の
な
か
の
上
を
検
査
し
た
と
こ
ろ
、

わ
ず
か

一
胡
の
上
の
中
か
ら
千
個
以
上
も

の
寄
生
虫
卵
が
見
つ
か
り
、

話
題
に
な
り

ま
し
た
。

そ
ん
な
に
い
て
は
、

さ
ぞ
お
腹

も
ピ
ー
ピ
ー
で
あ

つ
た
ろ
う
と
思
い
た
く

も
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
寄
生
虫
卵
の
種
類
を
詳
し

く
見
て
い
く
と
、

鞭
虫
卵
と
回
虫
卵
が
多

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

人

糞
肥
料
で
汚
染
さ
れ
た
野
菜
の
摂
取
が
主

な
感
染
経
路
と
い
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
こ

と
か
ら
野
菜
類
を
多
く
食
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
、

さ
ら
に
こ
の
上
の
中
か
ら
は
、

ア
ブ
ラ
ナ
科
と
キ
ク
科
の
花
粉
が
多
量
に

見
つ
か

っ
て
お
り
、

そ
の
野
菜
が
ア
ブ
ラ

ナ
や
春
菊
と
い
っ
た
野
菜
で
あ

っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
ご
丁
寧
な
こ
と

に
、

こ
の
桶
の
中
か
ら
は
ゴ
マ
の
種
も

一

緒
に
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、

春
菊
の

ゴ
マ
和
え
の
よ
う
な
も
の
が
食
卓
に
上

っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
臭
い
ト
イ
レ
も
、

詳
し
く

調
べ
る
こ
と
で
当
時
の
食
生
活
を
見
事
に

復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

考
古
学
的
に

も
貴
重
な
も
の
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
の
人
に
と

っ
て
人

糞
は
、

江
戸
近
郊
の
畑
に
ま
か
れ
る
重
要

な
肥
料
で
も
あ
り
ま
し
た
。

特
に
食
料
事

情
が
庶
民
よ
り
も
優
れ
て
い
る
大
名
屋
敷

の
人
糞
は
、

「き
ん
ば
ん

（上
等
品
こ

と

さ
れ
て
、

高
値
で
取
引
さ
れ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

伊
達
の
屋
敷
は
、

幸
い
に
も
海

沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

千
葉

方
面
の
農
家
の
人
が
舟
で
購
い
に
き
て
い

ま
し
た
。

伊
達
の
屋
敷
跡
か
ら
は
、

す
で
に
こ
の

よ
う
な
埋
め
桶
が
３００
基
近
く
も
検
出
さ
れ

て
お
り
、

「世
界

一
ト
イ
レ
の
多

い
遺
跡
」

と
い
わ
れ
る
所
以
で
す
。
と
こ
ろ
で
、

写

真
の
お
ま
る
で
す
が
、

ま
だ
蓋
は
開
け
て

お
り
ま
せ
ん
。

新
た
な
発
見
を
求
め
て
、

こ
の
蓋
を
開
け
る
日
が
来
る
の
が
楽
し
み

で
す
。

　
　
　
　
　
　
（小
薬

　
一
夫
）

展
示
ホ
ー
ル
の
休
館

三
月
八
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、

展
示
替

え
の
た
め
休
館
に
な
り
ま
す
。

十
四
日
か

ら
は
、

新
た
に
「土
と
木
と
炎
と
―
―
古
代
、

丘
陵
の
生
産
活
動
」
を
展
示
し
ま
す
。

平
成
十

一
年
度
の
展
示
に
向
け
て

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
に
は

一
千
箇

所
近
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

遺
跡
の
多
く
は
時
代
が
複
合
し
て
い
ま
す

が
、

ゎ
ず
か
４００
年
間
ほ
ど
の
古
代

（奈
良

・

平
安
時
代
）
な
の
に
、

こ
の
時
代
の
遺
跡

が
、

実
に
６００
箇
所
も
あ
る
の
で
す
。

前
代

の
古
墳
時
代
に
比
べ
て
ど
う
し
て
こ
ん
な

に
多

い
の
か
、

こ
の
異
常
に
多

い
遺
跡
の

社
会
背
景
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
疑
間
を
解
く
鍵
は
、

多
摩
丘
陵
の

古
代
遺
跡
の
生
業
を
見
直
す
こ
と
に
あ
ろ

う
か
と
考
え
ま
す
。

遺
跡
の
多
く
は
集
落

で
す
が
、

ほ
か
に
も
窯
業
生
産
に
関
す
る

遺
跡
や
、

木
器
生
産
、

製
鉄
や
鍛
冶
関
連
、

さ
ら
に
牧
に
関
係
す
る
ら
し
い
遺
跡
が
浮

か
び
あ
が

つ
て
き
ま
す
。

お
そ
ら
く
、

豊

か
な
丘
陵
の
資
源
に
着
目
し
た
、

公
的
機

関
の
力
が
強
く
働
い
た
よ
う
な
の
で
す
。

今
回
の
展
示
は
、

そ
の
生
産
活
動
の
実

態
に
目
を
向
け
て
見
ま
し
た
。
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須恵器を焼いた窯も展示 します
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陥
９３９
遺
跡
は
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遺

跡
群
の
最
西
部
に
あ
た
る
町
田
市
小
山
町

に
所
在
し
ま
す
。

多
摩
境
駅
の
東
側
の
丘

陵
の

一
帯
の
約
５
万
５
千
２ｍ

も
の
広
大
な

範
囲
で
す
が
、

平
成
三
年
度
か
ら
の
多
年

に
わ
た
る
調
査
で
、

そ
の
う
ち
の
約
４
万

ポ
は
、

既
に
調
査
を
終
え
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、

南
向
き
に
張
り
出
す
約
７

千
ポ
の
斜
面
を
、

平
成
十
年
八
月
か
ら
調

査
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
ほ
ど
縄
文
中
期

集
落
の
調
査
が
ほ
ぼ
終
了
し
た
こ
と
か
ら
、

平
成
五

・
六
年
度
に
調
査
し
た
斜
面
上
方

分

（写
真
の
右
側
）
を
含
め
て
、

そ
の
概

要
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

な
お
集

落
の
辺
り
は
標
高
が
約
１６０

ｍ
で
、

こ
こ
か

ら
は
相
模
野
台
地
を
は
じ
め
丹
沢
山
系
か

ら
富
士
山
を
も

一
望
に
す
る
、

パ
ノ
ラ
マ

景
観
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

斜
面
下
方

（写
真
左
側
）
が
ニ
ュ
ー
タ

たまのよこやま 45

ウ
ン
の
範
囲
か
ら
外
れ
る
た
め
に
、

惜
し

く
も
中
期
集
落
の
全
掘
に
は
至
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、

住
居

跡
４０
軒
、

竪
穴
状
遺
構
１
基
、

墓
援
５０
基
、

集
石
遺
構
２
基
、

配
石
遺
構
１
基
、

方
形

柱
穴
列
２
基
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

写
真
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

住
居
跡

群
は
、

ゆ
る
や
か
な
尾
根
状
を
し
た
斜
面

の
両
側
縁
に
配
置
さ
れ
て
い
て
、

中
央
部

は
遺
構
が
な
い
広
場
に
な

っ
て
い
ま
す
。

墓
援
群
お
よ
び
方
形
柱
穴
列
は
、

住
居
跡

群
の
内
側
で
、

広
場
と
境
を
な
す
辺
り
に

構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、

中
期
前
半
の
住
居
は
４
本

柱
で
規
模
が
小
さ
く
、

炉
形
態
は
埋
甕
炉

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

中
期
後
半
の
住
居

は
５
本
柱
で
規
模
が
大
き
く
、

炉
形
態
は

石
囲
炉
が

一
般
的
で
す
。

住
居
跡
群
は
ま

た
幾

つ
か
の
ま
と
ま
り
か
ら
な
り
、

そ
の

ま
と
ま
り
の
単
位
ご
と
に
墓
援
群
が
付
随

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
住
居
跡
群
と

墓
援
群
の
ま
と
ま
り
は
、

家
族
単
位
の
関

係
で
捉
え
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

（川
崎
　
邦
彦
）

赤
色
顔
料
に
つ
い
て

０

前
回
ま
で
は
酸
化
鉄
が
母
材
の
赤
色
顔

料
で
し
た
が
、

今
回
は
、

陥
７２
遺
跡
で
出

土
し
た
水
銀
朱
の
例
を
紹
介
し
ま
す
。

陀
７２
遺
跡
は
、

ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
地
域
で
最
大

の
縄
文
中
期
の
集
落
で

す
。

そ
の
集
落
東
側
の

環
状
住
居
跡
群
の
内
側

に
位
置
す
る
、

第
２６
号

住
居
跡

（中
期
終
末
の

敷
石
住
居
）
炉
の
直
上

か
ら
出
土
し
た
磨

石

水
銀
朱
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
ま
し
た
。

担
当
職
員
に
よ
れ
ば
、

石
器
の
石
材
は
暗
灰
色

を
し
た
扁
平
な
砂
岩
の
円
礫
で
、

赤
色
物

質
は
石
器
に
塗
布
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

顔
料
を
磨
り
潰
す
な
ど
精
製
し
た
と
き
に

付
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
銀
朱
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
縄
文
後
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ

だ
け
に
、

本
資
料
の
出
現
は
、

何
処
で
ど

の
よ
う
に
入
手
し
て
遺
跡
に
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
か
、

こ
こ
で
精

製
さ
れ
た
水
銀
朱
が
何

に
使
用
さ
れ
た
の
か
な

ど
、

問
題
を
提
起
し
た

も
の
と
い
え
る
で
し
ょ

つヽ
。ま

た
同
じ
く
第
９６
号

住
居
跡
（
中
期
後
半
）

か
ら
も
、

同
じ
素
材
と

形
態
の
磨
石
が
出
土
し

て
い
て
、

赤
色
物
質
の

付
着
が
認
め
ら
れ
、

こ

ち
ら
は
酸
化
鉄
が
母
材

の
ベ
ン
ガ
ラ
で
し
た
。

縄
文
人
が
赤
色
物
質

を
使
用
し
て
い
る
生
活

環
境
が
、

少
し
ず

つ
解

明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

（上
條
　
朝
宏
）

い

第26号住居跡出上の磨石

（
図
）
に
赤
色
物
質
が

付
着
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
赤
色
物
質

を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
‐５０

水銀朱のX線 分析スペク トル
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今
年
度
の
展
示
に
因
ん
だ
第
四
回
目
の

講
演
会
と
し
て
、

十

一
月
七
日

（土
）
に
、

国
学
院
大
学
特
別
研
究
員
の
山
本
典
幸
氏

に
よ
る

「狩
猟
採
集
民
の
季
節
の
住
ま
い
」

の
講
演
と
、

映
画

「海
の
恵
み
と
日
本
人
」

を
上
映
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
９０
名
を
数

え
ま
し
た
。

同
じ
く
第
五
回
目
と
し
て
、　

一
月
二
十

三
日

（土
）
に
、

東
京
都
教
育
委
員
会
学

芸
員
の
福
田
健
司
氏
に
よ
る

「古
代
末
期

の
住
ま

い
と
く
ら
し

―
―
落
川
遺
跡

の
調

宝
静
“，
“＝

査
か
ら
」
の
講
演
と
、

映
画

「稲
荷
塚
古

墳
」
を
上
映
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
１０３
名

を
数
え
ま
し
た
。

最
終
の
第
六
回
目
と
し
て
、

二
月
十
三

日

（土
）
に
、

当
セ
ン
タ
ー
の
飯
塚
武
司

副
主
任
調
査
研
究
員
に
よ
る

「原
始
古
代

の
木
製
容
器
―
―
木
器
づ
く
り
の
ム
ラ
」

の
講
演
と
、

映
画

口
つ
つ
わ
―
―
食
器
の
文

化
」
を
上
映
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
１０６
名

を
数
え
ま
し
た
。

以
上
、

今
年
度
６
回
の
講
演
会
の
参
加

者
総
数
は
、

７３９
名
に
上
り
ま
し
た
。

ま
た
、

十

一
月
二
十
六
日

（木
）
に
、

来
日
中
の
ケ
ン
ブ
リ
ツ
ジ
郡
考
古
学
セ
ン

タ
ー
の
サ
イ
モ
ン

・
ケ
イ
ナ
ー
氏
に
よ
る
、

「イ
ギ
リ
ス
の
巨
石
文
化

―
―

ス
ト
ー
ン

ヘ
ン
ジ
」
の
講
演
会
を
催
し
ま
し
た
と
こ

ろ
、

週
日
に
も
関
わ
ら
ず
３２
名
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
が
映
し
出
す
ソ
ー

ル
ズ
ベ
リ
ー
の
美
し
い
光
景
に
、

参
加
者

は
す

っ
か
り
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
。

毎
年
恒
例
に
な
り
ま
し
た
汐
留
遺
跡
の

見
学
会
を
、

今
回
は
十

一
月
十
四
日

（土
）

に
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
天
候
に
も
恵

ま
れ
、

ま
た
新
聞
等
に
も
紹
介
記
事
が
掲

載
さ
れ
た
た
め
、　

一
千
五
百
名
も
の
熱
心

な
考
古
フ
ァ
ン
が
訪
れ
ま
し
た
。

今
回
の
見
ど
こ
ろ
は
、

旧
新
橋
駅
関
連

の
火
力
発
電
所
や
転
車
台
な
ど
、

そ
れ
に

こ
れ
ま
で
に
出
上
し
た
い
ろ
い
ろ
の
遺
物

類
や
泥
メ
ン
コ
の
型
抜
き
、

水
道
模
型
に

よ
る
流
水
実
験
な
ど
盛
り
沢
山
の
た
め
、

暗
く
な
る
ま
で
人
の
波
が
途
切
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

本
紙

「遺
跡
だ
よ
り
」
に
紹
介
し
ま
し

た
陀
９３９
遺
跡
で
す
が
、

地
元
の
小
山
地
区

の
方
々
の
要
望
に
よ
り
、

二
月
十
日

（水
）

に
ミ
ニ
見
学
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

寒
風

に
も
め
げ
ず
、

８７
名
が
参
加
さ
れ
ま
し

た
。第

２４
回
を
迎
え
た
今
年
度
の
発
表
会
が
、

十
二
月
六
日

（日
）
に
、

立
川
市
の
多
摩

社
会
教
育
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当

セ
ン
タ
ー
か
ら
は
、

五
十
嵐
彰
調
査
研
究

員
が
、

武
蔵
国
分
寺
跡
遺
跡
北
方
地
区
の

旧
石
器
時
代
の
成
果
を
発
表
し
ま
し
た
。

たまのよこやま 45

多
摩
市
東
寺
方
の
都
道
用
地
の
調
査
終

了
に
よ
り
東
寺
方
分
室
が
閉
鎖
さ
れ
、

上

條
朝
宏
係
長

（兼
務
）
、

鶴
問
正
昭

・
岩

橋
陽

一
・
竹
花
宏
之
副
主
任
調
査
研
究
員

は
、

十
二
月

一
日
に
開
設
さ
れ
た
、

府
中

病
院
内
の
武
蔵
台
分
室
に
移
り
ま
し
た
。

二
月
二
十
二
日
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

陀
５‐３
遺
跡
出
上
の
奈
良
時
代
の
瓦
類
や
中

世
の
法
華
経
巻
等
が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

・一一一一一一一一一一一一一十一

一一一一一一一一一一一十一一一・

一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
！

尼

熙

福田健司氏の講演山本典幸氏の議浪

サイモン ・ケイナー氏 ご夫妻

汐
留
遺
跡
の
現
地
説
明
会

汐留遺跡の見学風景
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