
品 品 品 品 品  品  品 品 品 品 品 品 点 品 品 品 点 品 ===ュ 品 品 品 品 品 品  キ .品 お ‐ゑ 品 れ ,お 品

品 品          出      品  品 出 _            品 法 品 品      品

品          品 品 品   品    出 品    品 品 品 品 品        品   品 品 品 品 品 品   品 品

品 品 品 品  品 品 品    品  品 品 品

品 品    品 品    品 品 品  品 品  品 品 品

東京都埋蔵文化財センター報 No.26 平 成4年10月31日

たまのよこや ま

縄文時代早期の土器群

多摩ニュータウンNは307遣跡

(八王子市鑓水)撮 影 星 野 薫

足
元
を
見
詰

め
て

所
長
　
森
久
保
　
啓
二

夏
目
漱
石
の
小
説

「
門
」
に
主
人
公
が
禅
寺

へ
行

き

「父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
と
い
う
公
案
を

貰
い
座
禅
を
し
た
話
が
出
て
く
る
。

公
案
の
回
答
は
分
か
ら
な
い
が
、

父
母
未
生
以
前

遥
か
な
昔
、

古
代
の
人
達
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営

ん
で
い
た
か
は
誰
し
も
興
味
の
湧
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
回
答
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
私
た
ち
の
足
元
、

地
下
に
埋
ま

っ
て
い
る
埋
蔵
文
化
財
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
埋
蔵
文
化
財
を
開
発
者
と
の
調
整
を
図

り
な
が
ら
、

発
掘
し
調
査
研
究
を
行

っ
て
先
人
達
の

生
活

（最
近
で
は
江
戸
遺
跡
の
発
掘
も
実
施
し
て
い

る
）
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
成
果
を
公
開
し
将
来
に

わ
た
っ
て
貴
重
な
文
化
財
を
保
存
し
て
ゆ
く
こ
と
が

私
達
セ
ン
タ
ー
の
役
目
で
あ
る
。

し
か
し
、　

一
口
に
先
人
達
の
生
活
を
明
ら
か
に
す

る
と
言

っ
て
も
、

並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。

過
去

の
多
く
の
研
究
成
果
に
加
え
て
、

毎
日
の
地
道
な
努

力
の
結
果
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
も
、の

で
、

一
つ
一
つ
の
小
さ
な
遺
物
の
積
み
重
ね
と

一
歩

一
歩

着
実
に
進
め
て
ゆ
く
研
究
と
に
よ
っ
て
成
果
が
現
れ

て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
道
な
努
力
を
着

実
に
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
本

来
の
面
日
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

禅
寺
の
玄
関
に
は

「脚
下
照
顧
」
と
書
い
た
木
札

が
置
か
れ
て
い
る
。

私
達
も
、

今
後
と
も
し
っ
か
り

足
元
を
見
詰
め
て

一
歩

一
歩
前
進
を
図
り
都
民
の
皆

様
の
期
待
に
答
え
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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今
回
は
稲
城
市
坂
浜
３０
サ
の

Ｎｔ，
９
遺
跡
を
紹
介
し
ま
す
。

遺

跡
は
三
沢
川
の
支
谷
に
北
束
に

伸
び
る
広
大
な
緩
傾
斜
面
上
に

あ
り
、

面
積
は
二
人
、

○
○
○

ポ
と
大
規
模
な
遺
跡
で
す
。

本

年
度
は
遺
跡
の
西
半
分
を
中
心

に

一
〇
、

○
○
０
２ｍ

を
調
査
中

で
す
。

遺
跡
は
中
近
世

・
奈
良

・
平

安
時
代

・
縄
文
時
代
の
複
合
遺

跡
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、

調
査
を
行

っ
て
み
ま
す

と
、

縄
文
時
代
以
降
の
遺
物
が

包
含
さ
れ
て
い
ま
す
黒
色
上
が

す
で
に
取
ら
れ
て
お
り
、

表
土

層
の
下
に
ロ
ー
ム
が
現
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
中
近
世

・
奈
良

・

平
安
時
代
の
遺
構
は
壊
減
に
近

縄文時代中期の住居跡

たまの よこや ま

い
状
況
で
す
。

そ
の
た
め
、

現
在
残
さ
れ
て

い
る
の
は
主
と
し
て
縄
文
時
代

前

・
中
期
の
遺
構
　
ヽ
主
退
物
で
す
。

前
期
後
半
諸
機

ａ
・
ｂ
期
、

中

期
後
半
加
曽
利
Ｅ
期
が
見
ら
れ

ま
す
が
、

主
体
を
成
す
の
は
加

曽
利
Ｅ
期
で
す
。

遺
跡
の
中
央
部
に
北
束
に
埋

没
谷
が
見
ら
れ
、

こ
の
谷
頭
の

西
か
ら
北
側
に
か
け
て
竪
穴
住

居
址
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

谷

の
南
側
で
は
土
坑
が
多
く
見
ら

れ
、

１７０
基
を
数
え
て
い
ま
す
。

埋
没
谷
は
遺
物

の
廃
棄
場
所

と
し
て
利
用
さ
れ
、

お
び
た
だ

し
い
数
量

の
遺
物
が
出
上
し
て

い
ま
す
。

包
含
層

の
厚

い
場
所

で
は
‐
・
５

ｍ
に
も
達
し
て
お
り
、

ま
た
密
度
も
非
常

に
濃
く
、

多

い
場
所
で
は
１
グ
リ

ッ
ド

（４

×
４

ｍ
）

で
土
器
片
が
数
万
点

と

い
う
す
さ
ま
じ
さ
で
す
。
ま

た
こ
の
中
に
は
里
鰐
一石

・
チ
ャ
ー

ト
等

の
剥
片

・
細
片
類
が
見
ら

れ
、

石
器
を
製
作
し
て
い
た
様

しヽ|‐|●ゴ11帯芦Tl l11 1

11イ官,F単!!IH!イ
_鞄.

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
ま
た
ク

ル
ミ
を
主
と
し
た
炭
化
物
も
多

く
見
ら
れ
ま
す
。

住
居
跡
は
こ
の
土
器
廃
棄
場

所
と
重
な
る
場
所
か
ら
谷
上

ヘ

と
造
ら
れ
て
お
り
、

重
複
が
非

常
に
激
し
く
、

ま
た

一
軒

の
面

積
が
比
較
的
大
き
く
、

直
径
が

６

ｍ
前
後
で
す
。

遺
物
の
中
に
は
土
製
品
の
上

偶
や
耳
飾
り
が
見
ら
れ
、

特
に

土
偶
が
多
量
に
出
土
し
て
お
り

現
在
ま
で
に
２７
点
に
達
し
、

今

後
の
調
査
で
さ
ら
に
増
加
す
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

（先
行
調
査
室
　
手
ヨ
田
隆
子
）

縄文時代中期土器の出土状態

縄文時代中期の土偶
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縄文時代 と人  々は0

::=:1養::離華1蓬|ヤ22】 縄
文
人
の
住
ま
い

（
２
）

住
ま
い
の
広
さ
は
古
代
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
、

そ
こ
に
住

む
人
々
の
地
位
や
経
済
状
態
を

よ
く
反
映
し
た
も
の
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、

織
田
信
長
の
安
土

城
や
豊
臣
秀
吉

の
大
阪
城
な
ど

は
当
時
に
お
け

る
社
会
的
地
位

の
強
大
さ
を
顕

者
に
表
し
た
好

例
と
い
え
ま
す
。

縄
文
時
代
に

お
い
て
も
様
々

な
広
さ
の
住
ま

い
が
造
ら
れ
て

い
ま
す
が
、

今

回
は
縄
文
人
が

住
ま
い
の
広
さ

に
対
し
て
、

ど

の
よ
う
な
意
識
を
も

っ
て
い
た

か
、

竪
穴
式
住
居
を
例
に
と

っ

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、

草
創
期
か
ら
晩
期
ま

で
の
住
居
跡
を
概
観
し
て
み
ま

す
と
、

早
期
頃
ま
で
は
竪
穴
の

掘
り
込
み
が
浅
く
、

柱
の
穴
も

浅
く
、

は
っ
き
り
し
な
い
も
の

が
多

い
で
す
が
、

前
期
以
降
は

掘
り
込
み
の
し
っ
か
り
し
た
も

の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

竪
穴
の
平
面
形
態
は
時
期
や

地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
す
が
、

円
形

（３
）
が
多
く
、

精
円
形

や
方
形

（２
）
も
見
ら
れ
ま
す
。

珍
し
い
形
で
は
、

後
期
の
関
東

地
方
を
中
心
に
柄
鏡
形

（４
）

を
し
た
も

の
も
あ
り

ま
す
。

さ
て
、

住
ま

い
の

広
さ
で
す
が
、

関
東

地
方
に
お
け
る
竪
穴

住
居
跡

の
時
期
別
平

均
床
面
積
を
出
し
た

宮
本
氏
に
よ
る
と
、

早
期

‐４
．
２

ぱ
ヽ

前
期
２０
．
５

ぱ
、

後

・
晩
期

３２
，
８

ポ

と
な

っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

移
動
性

の
高

い
生
活
を
送

っ
て
い
た
早

期
頃
ま
で
は
、

六
～
八
畳
程
の

こ
じ
ん
ま
り
し
た
住
ま
い
が
頻

繁
に
作
ら
れ
、

定
住
性
の
高
ま

り
と
共
に
床
面
積
も
拡
大
し
て

ゆ
き
、

耐
久
性
の
あ
る
住
ま
い

が

一
般
的
に
な
っ
て
い
っ
た
よ

つヽ
で
す
。

前

・
中
期
の
２０
ぱ
位
は
六
畳

二
間
程
、

後

・
晩
期
の
３０
ぱ
位

は
六
畳
二
間
と
八
畳

一
間
程
の

広
さ
に
な
り
、
５
人
前
後
の
家

族
が
暮
ら
せ
る
程
度
の
住
ま
い

が
定
着
し
て
い
た
と
予
想
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、

富
山
県
不
動
堂

遺
跡
な
ど
で
は
大
型
住
居

（１
）

も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

共

同
作
業
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
縄
文
人
は
家
族

の
サ
イ
ズ
、

生
活
ス
タ
イ
ル
、

住
居
の
使
用
目
的
な
ど
を
指
標

と
し
て
、

住
ま
い
の
広
さ
を
変

え
て
お
り
、

そ
の
広
さ
で
社
会

的
地
位
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。（西

澤
　
明
）

たまのよこやま

の

建   o

③ ○ ③  ③

Ｏ
ｏ

いろいろな住居跡

古妓時代後期の住居跡群 (町田市小山 ・No.330遺跡)
No.9遺跡の住居跡群→
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研
修
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て

険
西
省
考
古
研
究
所

助
理
研
究
員
　
焦

南

峰

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
に
お
け
る
考
古
学
研
修
の
た

め
に
来
日
し
て
半
年
程
に
な
り

ま
す
。

そ
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な

調
査
研
究
の
現
状
と
共
に
社
会

や
習
慣
な
ど
に
つ
い
て
見
る
こ

と
が
で
き
、

ま
た
体
験
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
は
こ

の
紙
面
を
お
借
り
し
て
中
日
両

国
の
考
古
学
の
発
掘
調
査
と
研

究
の
現
状
と
差
果
に
つ
い
て
簡

単
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。日

本
の
考
古
学
者
は
発
掘
調

査
の
対
象
を
主
に
旧
石
器
時
代

か
ら
近
世
に
か
け
て
の
都
市
、

墓
葬
、

寺
院
、

集
落
か
ら
水
日
、

炭
窒
小、
陥
し
穴
な
ど
ま
で
、

い

ず
れ
も
全
面
的
に
発
掘
調
査
を

進
め
て
い
ま
す
。　

一
方
、

中
国

の
考
古
学
者
は
隋

。
唐
時
代
以

前
の
都
市
、

墓
葬
、

集
落
、

寺

院
、

石
窟
、

採
掘
場
を
重
点
的

に
調
査
を
行

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、

研
究
面
か
ら
み
て
も

両
国
に
差
異
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

日
本
の
考
古
学
者
は
型
式
学
や

層
位
学
と
い
う
伝
統
的
な
研
究

法
を
進
め
る
と
共
に
広
範
囲
に

実
験
考
古
学
、

環
境
考
古
学
、

水
文
考
古
学
、

地
震
考
古
学
、

水
中
考
古
学
、

産
業
考
古
学
な

ど
を
含
め
た
関
連
科
学
と
の
共

同
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

中

国
で
は
伝
統
的
な
研
究
法
が
大

き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
た
め
、

産
業
考
古
学
な
ど
の
理
論
的
な

研
究
は
わ
ず
か
に
あ
り
ま
す
が
、

関
連
科
学
と
の
共
同
研
究
は
多

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
遺
跡
、

遺
物
の
保
存

科
学
、

考
古
学
資
料
の
管
理
と

活
用
、

考
古
学
の
技
術
手
段
お

よ
び
発
掘
調
査
現
場
の
道
具
を

含
め
た
作
業
環
境
の
充
実
振
り

は
日
本
と
比
較
し
た
場
合
、

中

国
は
こ
の
面
で
は
ま
だ
こ
れ
か

ら
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
差
異
を
も
た
ら

し
た
原
因
は
中
国
に
お
け
る
悠

久
の
歴
史
、

豊
富
な
遺
跡
と
遺

物
、

日
本
に
お
け
る
考
古
学
者

の
努
力
お
よ
び
郷
土
史
研
究
な

ど
で
市
民
と
共
に
進
め
る
こ
と

の
で
き
た
埋
蔵
文
化
財
の
保
護

と
調
査
体
制
に
認
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
、

中
国
の
考
古
学

は
欧
米
、

日
本
な
ど
の
先
進
国

と
比
べ
る
と
特
質
、

長
所
が
あ

る
と
同
時
に
欠
点
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
特
質
と
長

所
を
発
揮
す
る
と
共
に
先
進
国

の
経
験
、

技
術
を
学
び
、

先
進

国
と
の
差
を
少
し
ず
つ
で
も
詰

め
て
行
く
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ

中
国
考
古
学
者
の
改
革
、

開
放

の
時
代
に
お
け
る
義
務
と
責
任

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

たまのよこやま

No,9遺跡を見学する焦氏

「縄文世界への旅」(左)と 縄文土器作 り教室 (上)
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韓
国
の
遣
跡
と

文
化
財
を
訪
ね
て

一

！
―
‥―
‥―
‥Ｉ
Ｌ

本
年
１０
月
１５
日
よ
り
六
日
間

の
予
定
で
韓
国
を
訪
問
し
た
。

今
回
の
研
修
の
目
的
は
、

慶
州
、

扶
余
、

公
州
、

ソ
ウ
ル
の
各
地

に
残
る
主
要
な
文
化
遺
産
を
見

学
し
、

そ
の
現
状
を
視
察
す
る

こ
と
に
あ
る
。

空
路
釜
山
に
向

い
、

陸
路
で
慶
州
に
到
着
す
る

と
、

秋
雨
の
続
く
日
本
よ
り
も
、

む
し
ろ
温
暖
な
気
候
に
感
じ
た
。

慶
州
で
は
、

仏
国
寺
や
皇
南

洞
の
大
陵
苑
、

国
立
慶
州
博
物

館
を
見
学
し
た
。

古
都
の
名
に

ふ
さ
わ
し
く
、

遺
跡
の
中
に
街

が
あ
る
と
い
う
趣
き
で
あ
る
。

「黄
金
し
ろ
金
に
満
み
た
た
く

ぶ
す
ま
新
羅
の
国
」
と
う
た
わ

れ
た
ご
と
く
、

華
や
か
な
王
陵

か
ら
の
出
土
品
が
博
物
館
の
展

示
室
を
埋
め
る
様
に
は
、

い
さ

さ
か
果
奮
し
た
。

大
正
時
代
、

浜
田
耕
作

・
梅

原
末
治
両
博
士
等
に
よ
り
調
査

さ
れ
た
、

路
西
里
の
金
冠
塚
、

金
鈴
塚
、

飾
履
塚
の
遺
物
の
数
々

を
は
じ
め
、

戦
後
の
調
査
で
話

題
と
な

っ
た
皇
南
洞
の
天
馬
塚

や
皇
南
大
塚

（新
羅
双
墳
）
の

遺
物
群
の
ど
れ

一
つ
を
と

っ
て

も
、

東
ア
ジ
ア
で
は
第

一
級
の

文
化
財
と
言
え
る
。
ま
た
、

天

馬
塚
は
積
石
木
榔
墳
の
内
部
が

復
元
、

公
開
さ
れ
て
お
り
、

発

掘
時
の
様
子
が
観
察
で
き
る
よ

う
に
し
て
あ

っ
た
。　

一
部
観
光

地
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

民
族
の
遺
産
を
保
護

・
継
承
し

て
ゆ
こ
う
と
す
る
筑
讐
いが
窺
わ

れ
る
。

慶
州
の
街
は
ず
れ
に
、

統

一
新
羅
時
代
の
王
陵
が
点
在

す
る
。

そ
の

一
つ
、

武
烈
王

陵

で
は
亀
扶

の
石
造
が
陵
前

に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
保
存
さ
れ

て
お
り
、

そ
の
き
わ
め
て
精
巧

な
彫
刻
に
驚
か
さ
れ
た
。

慶
州
を
後
に
し
、

百
済
の
旧

ソ
ウ
ル
で
は
、

念
願
で
あ

っ
た

国
立
中
央
博
物

群

　

館

の
展
示
遺
物

唖　難すっかい一脚

隷
　
で
き
た
ｏ
と
く

扶

　

に
三
国
時
代
を

中
心
と
す
る
古

墳
や
、

楽
浪
古

墳
か
ら
の
出
土

都
公
州
と
扶
余
に
向
う
。

慶
州

と
は
ち
が
い
、

静
か
な
農
村
地

帯
が
つ
づ
く
。

そ
の

一
画
の
丘

陵
地
上
に
百
済
王
陵
が
築
か
れ

て
い
る
。

公
州
宋
山
里
古
墳
群

は
、

戦
前
に
調
査
さ
れ
、

増
積

み
の
石
室
や
壁
画
古
墳
の
存
在

で
つ
と
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、　

一
九
七

一
年
に
は
、

偶
然
に
百
済
武
寧
王

・
王
妃
の

古
墳
が
盗
掘
を
受
け
ず
発
見
さ

れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

そ
の
彩
し
い
量
の
副
葬
品
が
国

立
公
州
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て

い
た
。

図
録
等
で
は
知

っ
て
い

た
も
の
の
、

本
物
の
迫
力
に
は

圧
倒
さ
れ
る
。

環
頭
大
刀
や
銅

鋭
の
他
、

装
飾
品
の
数
々
は
、

新
羅
の
も
の
と
は
や
や
異
な
る

文
化
の
形
を
も
ち
、

む
し
ろ
中

国
南
朝
と
の
関
係
を
示
す
内
容

を
有
し
て
い
た
。

扶
余
の
陵

山
里
古
墳
群
は
、

ま
る
で
、

奈
良
飛
鳥
地
方
の
終

末
期
古
墳
を
孝
髪
と
さ
せ
る
構

造
を
有
し
て
お
り
、

遠
く
海
を

隔
て
た
文
化
の
交
流
を
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
、

残
念
な
こ
と
に
、

百
済
末
期
を

知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
き

わ
め
て
少
な
い
ら
し
く
、

今
後

の
調
査
に
期
待
が
か
か
る
。

品
等
は
充
実
し
て
い
た
。

戦
前
、

谷
井
済

一
氏
が
調
査
し
た

昌

寧
校
洞
や
新
村
里
の
古
墳
遺
物

を
は
じ
め
、

楽
浪
彩

饉

塚
や

石
巌
里
古
墳
か
ら
出
上
し
た
漆

器
類
を
見
た
時
に
は
、

思
わ
ず

息
を
の
ん
だ
。

そ
し
て
、

改
め

て
そ
の
重
要
性
を
痛
感
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。

の
べ
六
日
間
に
及
ぶ
海
外
研

修
を
終
え
て
み
る
と
、

忙
し
い

旅
行
で
は
あ

っ
た
が
、

実
に
み

の
り
多
き
旅
だ

っ
た
と
思
う
。

今
後
の
調
査
や
研
究
に
と

っ
て

は
大
き
な
刺
激
に
な
っ
た
。

今
、

是
非
も
う

一
度
、

韓
国
各
地
の

遺
跡
や
遺
物
を
、

ゆ
っ
く
り
見

て
歩
き
た
い
欲
求
に
か
ら
れ
て

い
る
。

　

　

　

（松
崎
元
樹
）

たまのよこや ま

公州宋山里6号 蹟の入回

武烈王陵前の亀鉄
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当
セ
ン
タ
ー
創
立
十
周
年
記
　
　
　
８
月
２０
日

（

念
映
画

「森
と
縄
文
人
」
を
中
　
　
１０
分
か
ら
あ
ら
か
じ
め
申
し
込
　
　
　
学
校
５
日
制
が
初
め
て
行
わ

心
に
夏
休
み
期
間
中
、

広
く
都
　
　
ま
れ
た
多
数
の
方
々
か
ら
抽
選
　
　
れ
た
９
月
１２
日

（土
）
に
当
セ

民
の
方
々
に
公
開
す
る
目
的
か
　
　
さ
れ
た
３０
名
の
参
加
者
を
対
象

　
　
ン
タ
ー
展
示
ホ
ー
ル
の
展
示
解

ら
８
月
６
日

（木
）
午
後
１
時
　
　
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

鈴
木
美
　
　
説
と
映
画

「森
と
縄
文
人
」
の

半
か
ら
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

他
　
　
保
調
査
研
究
員
の
石
器
に
つ
い
　
　
上
映
が
午
前
、

午
後
そ
れ
ぞ
れ

の
映
画
は
新
潟
県
奥
三
面
の
生
　
　
て
の
講
義
か
ら
始
ま

っ
て
、

原
　
　
上
回
都
立
調
査
セ
ン
タ
ー
と
共

活
を
題
材
と
し
た

「山
人
の
丸
　
　
川
雄
二
、

川
島
雅
人
、

五
十
嵐
　
　
催
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

木
舟
」
、

「ゼ
ン
マ
イ
小
屋
の
く
　
　
彰
調
査
研
究
員
が
指
導
に
加
わ

ら
し
」
で
す
。
こ
の
催
し
は
博

物
館
実
習
生
７
名
に
よ
っ
て
ほ

と
ん
ど
運
営
さ
れ
た
も
の
で
す
。

小
学
生
、

年
配
の
方
々
を
中
心

に
５８
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

り
参
加
者
に
よ
る
石
器
製
作
ま

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

先
生
と
ク
ラ
ス
有
志
の
グ
ル
ー

プ
、

親
子
連
れ
な
ど
を
中
心
に

‐２０
名

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

９
月
１９
日

（土
）
午
後

１
時

半
か
ら
千
葉
大
学
文
学
部
助
教

授
岡
本
東

三
氏

に
よ

る
講
演

「
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

―
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

草
創
期

の
上
器
編
年
に
つ
い

て
の
見
解
を
中
心
に
話
さ
れ
る

と
共
に
、

資
料

の
見
方
、

文
化

の
捉
え
方
な
ど
に
つ
い
て
話
さ

れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
８８
名

で

し
た
。

１０
月
２２
日

（木
）
午
後
６
時

半
か
ら
２
時
間
に
わ
た

っ
て
日

中
国
交
正
常
化
２０
周
年
を
記
念

し
た
講
演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
本
紙
に
寄
稿
し
て
く
だ

さ
っ
た
険
西
省
考
古
研
究
所
助

理
研
究
員
焦
南
峰
氏
で

「都

長
安
を
掘
る
」
と
題
し
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

法
門
寺
地
下
宮
殿
、

秦
公
１

号
墓
の
調
査
成
果
な
ど
に
つ
い

て
話
さ
れ
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド

が
約
１００
枚
と
内
容
が
豊
富
で
し

た
が
友
人
の
衰
靖
氏

（千
葉
大

学
大
学
院
留
学
生
）
に
通
訳
を

お
願
い
し
息
の
あ

っ
た
お
話
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。

初
め
て
の

夜
の
講
演
会
で
広
報
も
十
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
９４
名

の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

１０
月

１７
日

（
土
）
、　

１８
日

（日
）
、

１１
月
１４
日

（土
）
の
３

日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
る
、

当

教
室
は
無
事
、

最
初
の
２
日
間

を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
は
極
め
て
多
数
の
申
込
者

が
あ
り
ま
し
た
が
、

抽
選
の
結

果
３２
名
の
参
加
者
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

今
年
は
映
画

「森
と
縄
文
人
」

の
上
映
も
教
室
の
授
業
に
組
み

込
み
、

単
に
好
き
な
土
器
を
作

る
の
で
は
な
く
、

縄
文
文
化
理

解
の
た
め
の
体
験
学
習
と
し
て

の
教
室
で
す
か
ら
、

映
画
の
鑑

賞
に
よ
っ
て
土
器
作
り
の
背
景

な
ど
の
理
解
に
効
果
が
あ

っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１０
月
２６
日

（月
）
午
後

５
時

半
か
ら
日
本
学
術
振
興
会

の
招

き
に
よ
り
来
日
し
た
デ
ン
マ
ー

ク
の
オ
ー
フ
ス
大
学
ソ
ー
レ
ン
・

ア
ン
デ
ル
セ
ン
教
授
が
ス
ラ
イ

ド
と
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
交
え
て
講
演
を

行

い
ま
し
た
。

エ
ル
テ
ベ
レ
貝
塚
と
そ
の
周

辺
地
域

の
調
査
を
最
近

の
成
果

を
踏
ま
え
話
さ
れ
ま
し
た
。

通

訳
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

松
井
　
土早
主
任
研
究
員
に
お
願

い
し
、

参
加
者
は
５５
名
で
し
た
。

たまのよこやま

鈴木調査研究員による講義

石器作りの実習 (遺跡庭園にて)
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