
土=岳十窯i育出■露ュ卓れ、     f為 …ぷ==岳中樹i卓岳…域主

品 品        品     品  品 品
品 品 品  品    品 品    品 品 品 品 品

輝と緯庄卓主お監  】監輝監ぷ主    革 監  章生卓L革主      =■ =L革主お主算L=L=L算 =  卓 ユ  革真=主  卓主=■F阜=i=ユ 卓主=
品 品    品 品    品 品 品  品 品  品 品 品     品       品  品 品 品     品 品 ふ  品 品

東京都埋蔵文化財センター報 No。32 平 成6年10月31日

方形周溝墓 (古墳時代前期)

多摩ニュータウンNo200遺跡

町田市小山

たまのよこやま

三
十

年

間

の

成

果

常
任
理
事
　
有

坂

　

晃

四
月

一
日
付
で
現
職
に
就
任
し
、

久
し
ぶ
り

に
当
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
展
示
ホ
ー
ル
室
を
見
学

し
た
。

南
関
東
最
古
の
五
万
年
前
の
旧
石
器
、

縄
文

各
期
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
上
器
、

近
年
発
掘

さ
れ
た
弥
生
時
代
の
上
器
、

更
に
、

古
墳
時
代
、

奈
良

・
平
安
時
代
の
上
器
、

瓦
、

木
器
等
が
所

狭
し
と
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

展
示
室
前
の
広

い
廊
下
に
あ
る
展
示

コ
ー
ナ
ー
に
は
、

近
年
発
掘
さ
れ
た
旧
汐
留
貨

物
駅
跡
、

尾
張
藩
上
屋
敷
跡
遺
跡
及
び
板
橋
区

の
管
原
神
社
台
地
上
遣
跡
等
の
調
査
成
果
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。

来
年
で
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
遣
跡
群
の
発

掘
調
査
が
開
始
さ
れ
て
三
十
年
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
展
示
品
は
、

こ
の
間
に
お
い
て
発
掘
調
査

に
従
事
さ
れ
た
方
々
の
汗
の
結
晶
で
あ
る
。

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
発
掘
調
査
も
後
数
年

で
終
了
す
る
予
定
で
あ
る
。

三
千

ヘ
ク
タ
ー
ル

と
い
う
日
本
で
は
例
を
み
な
い
多
摩

ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
の
成
果

立
一
学
問
的

に
ま
と
め
る
こ
と
が
、

今
後
の
課
題
と
考
え
る
。

ま
た
、

東
京
都
に
お
い
て
、

新
し
い
博
物
館

を

一
日
も
早
く
計
画
し
、

こ
れ
ら
三
十
年
間
の

貴
重
な
成
果
を
そ
こ
に
展
示
し
、

よ
り
広
く
都

民
に
公
開
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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たまのよこやま

町
田
市
小
山
に
あ
る
陥
２００
遺

跡
は
、

多
摩
川
水
系
と
境
川
水

系
と
の
分
水
嶺

（通
称
戦
車
道

路
）
か
ら
南
へ
伸
び
る
尾
根
上

及
び
、

そ
の
南
側
斜
面
に
位
置

し
て
い
ま
す
。

昭
和
６３
年
度
に

第

一
次
調
査
が
行
わ
れ
、

古
墳

時
代
前
期
の
方
形
周
溝
墓
１
基

と
、

多
数
の
縄
文
時
代
早
期
の

遣
構

・
遺
物
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。

今
年
度
は
、

前
回
の
隣
接

部
分
を
調
査
し
て
お
り
、今

回
は

こ
れ
ま
で
に
見
つ
か
っ
た
遺
構

・

遺
物
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

現
在
の
と
こ
ろ
、

古
墳
時
代

前
期
の
遺
構
を
中
心
に
調
査
中

で
、

方
形
周
溝
墓
３
基
、

竪
穴

住
居
跡
約
３０
軒
、

掘
立
柱
建
物

跡
２
軒
を
は
じ
め
、

縄
文
時
代

早
期
や
近
世
以
降
の
遺
構
を
確

認
し
て
い
ま
す
。

方
形
周
溝
墓
は
前
回
調
査
の

も
の
も
含
め
、

尾
根
上
に
並
ん

で
位
置
し
て
お
り
、

こ
の
地
域

の
有
力
者
が
代
々
に
わ
た

っ
て

営
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

規
模
は

一
辺
約
１ｌ

ｍ
の
も
の
が

２
基
、

約
７

ｍ
の
も
の
が
１
基

で
、

周
溝
も
周
辺
に
す
べ
て
巡

る
も
の
と
、

隅
の

一
つ
が
切
れ

る
も
の
と
が
あ
り
ま
す

（前
回

調
査
の
も
の
は
、　

一
辺
約
１０

ｍ

で
周
囲
す
べ
て
に
周
溝
が
巡
り

ま
す
）。
出
土
遣
物
は
、
１
基

か
ら
壷
と
鉢
の
破
片
が
出
上
し

て
い
る
だ
け
で
す
が
、

そ
の
１

基
で
は
主
体
部
を
確
認
し
て
お

り
、

こ
れ
か
ら
も
遺
物
が
出
土

す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

（前

回
調
査
で
も
主
体
部
が
確
認
さ

れ
て
お
り
、

鉄
鏃
２

・
ガ
ラ
ス

玉
１
が
出
上
し
て
い
ま
す
）。

竪
穴
住
居
跡
群
は
、

尾
根
の

先
端
部
と
斜
面
の
や
や
平
坦
な

部
分
に
密
集
し
て
い
ま
す
。
ま

た
住
居
跡
の
分
布
し
な
い
所
に

は
、

掘
立
柱
建
物
跡
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
追
跡
の
住
居
跡
の
特

徴
は
、

火
災
に
道

っ
た
も
の
が

多

い
こ
と
で
、

お
よ
そ
％
が
火

災
住
居
で
す
。

中
に
は
屋
根
を

章
い
た
萱
状
の
も
の
と
柱
材
が
、

炭
化
し
た
状
態
で
そ
の
ま
ま
検

出
さ
れ
た
住
居
跡
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
火
災
の
原
因
が
失
火

に
よ
る
も
の
な
の
か
、

あ
る
い

は
住
居
を
廃
棄
す
る
際
の
儀
礼

な
ど
に
伴
う
も
の
な
の
か
は
、

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

住
居
跡
の
規
模
は
、　

一
辺
４

～
５

ｍ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

す
が
、

中
に
は
７

ｍ
を
こ
え
る

も
の
も
あ
り
、

最
大
の
も
の
は

９

ｍ
×
７

ｍ
の
規
模
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
大
型
の
住
居
は
、

集
落
内
の
有
力
者
が
居
住
し
た

も
の
と
思
わ
れ
、

尾
根
上
に
並

ぶ
方
形
周
溝
墓
群
と
の
関
わ
り

が
注
目
さ
れ
ま
す
。

住
居
跡
か
ら
は
土
器

・
石
器

・

鉄
器
類
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、

量
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、

住
居
を
廃
棄
す
る
際

に
持
ち
去

っ
た
せ
い
な
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
中
に
は

多
く
の
遣
物
を
出
土
す
る
も
の

も
あ
り
、

例
え
ば
３３
号
住
居
跡

で
は
、

床
面
か
ら
写
真
の
よ
う

な
状
態
で
土
器
が
出
上
し
ま
し

た
。

特
に
右
上
の
壷
は
、

柱
を

抜
い
た
後
の
穴
に
壷
を
入
れ
、

さ
ら
に
そ
の
上
か
ら
別
の
壷
を

被
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

土
器
は
赤
く
塗
ら
れ
て
お
り
、

日
常
生
活
で
は
用
い
な
い
特
別

な
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
状
況

は
、

住
居
を
廃
棄
す
る
際
に
儀

礼
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ

る
も
の
で
す
。

近
年
の
相
原

・
小
山
地
区
の

調
査
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
多
摩

川
水
系
で
は
見
ら
れ
な
か

っ
た

古
墳
時

代
前
期

の
遣
跡

が
、

境

川
水
系

で
次
々

と
見
つ

か

っ
て

い
音
早
名

陥
２００
遺

跡
周
辺

も
そ
の

一
つ
で
、

全
部
で

畑
軒
近

い
住
居

跡
と
、

方
形
周
溝
墓
、

木
器
の
未
製
品

を
出
土
し
た
水
場
な
ど
が
見
つ

か

っ
て
い
ま
す
。

中
で
も
方
形

周
溝
墓
を
持

つ
こ
の
遺
跡
は
、

そ
の
中
心
地
で
あ

っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
行
う

縄
文
時
代
の
遺
構
の
調
査
も
含

め
、

陥
２００
遺
跡
の
調
査
は
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
昔
の
人
々
の

暮
ら
し
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
沢

山
の
情
報
を
私
た
ち
に
与
え
て

く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（大
西
雅
也
）

方形周溝墓
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東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
に

あ

っ
た
旧
都
庁
舎
は
そ
の
解
体

の
後
、

こ
の
跡
地
に
多
目
的
な

国
際
フ
オ
ー
ラ
ム
が
建
設
さ
れ

る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

当
地
は
江
戸
時
代
、

武
家
屋
敷

地
で
あ

っ
た
た
め
、

試
掘
調
査

を
行

っ
た
と
こ
ろ
、

地
下
室
の

あ

っ
た
庁
舎
以
外
の
部
分
、

約

１
万
ポ
の
範
囲
に
、

江
戸
時
代

初
期
か
ら
の
遺
構

・
遺
物
が
遺

存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。

後
に

「千
代
田

区
丸
の
内
三
丁
目
遺
跡
」
と
名

付
け
ら
れ
た
こ
の
遺
跡
は
、

国

際
フ
オ
ー
ラ
ム
の
建
設
で
完
全

に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、

事
前
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

遺
跡
は

豊
富
な
内
容
が
予
想
さ
れ
、

ま

た
試
掘
調
査
か
ら
も
こ
れ
を
裏

付
け
る
結
果
を
得
て
お
り
、

か

な
り
長
期
の
発
掘
期
間
が
必
要

と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

実
際
に
は
建
設
計
画
を
大
き
く

遅
ら
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と

の
建
設
担
当
部
局
の
主
張
に
従

い
、

準
備
に
４
か
月
、

本
調
査

９
か
月
と
い
う
発
掘
期
間
と
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
発
掘
担
当

調
査
研
究
員
が
、

必
要
と
考
え

る
期
間
の
半
分
以
下
の
日
数
で
、

非
常
に
厳
し
い
条
件
の
発
掘
と

な
り
ま
し
た
。

さ
て
、

当
追
跡
は
徳
川
家
康

が
江
戸
入
り
し
た
頃
は
、

「
日

比
谷
の
入
江
」
の

一
部
分
で
し

た
が
、

慶
長
８
年

（１
６
０
３
）、

神
田
山
を
切
り
崩
し
、

入
り
江

を
埋
め
立
て
る
大
工
事
が
行
わ

れ
、

造
成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
造
成
さ
れ
た
鍛
治

橋
門
内

・
大
名
小
路
に
あ
る
当

遺
跡
に
は
、

同
時
期
に
６
家
ほ

ど
の
大
名

・
旗
本
の
屋
敷
が
立

ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
大
名

・
旗
本
は
、

改
易

・
屋

敷
替
え
な
ど
に
よ
り
、

当
地
を

去
り
、

あ
る
い
は
移

っ
て
来
る

な
ど
、
し
ば
し
ば
入
れ
替
わ
り
、

元
禄
１１
年

（
１
６
９
８
）
ま
で

の
９０
年
間
に
、

お
よ
そ
２０
の
家

が
当
地
に
屋
敷
を
構
え
ま
し
た
。

こ
の
中
に
は
土
佐
の
山
内

一

豊
、

屋
敷
内
で
部
下
に
殺
害
さ

れ
る
幕
府
勘
定
頭
伊
丹
勝
長
、

贋
金
造
り
や
、

権
力
を
か
さ
に
、

人
の
女
房
を
無
理
や
り
奪
い
取

る
な
ど
の
悪
事
を
重
ね
て
い
た

長
崎
奉
行
竹
中
重
義
に
運
座
し

た
弟
重
信
、
３
代
将
軍
家
光
の

死
後
、

所
領
を
返
上
し
て
出
家

し
江
戸
市
中
を
托
鉢
し
て
回
っ

た
松
平
定
政
な
ど
が
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
各
家
の
屋
敷
境
に
は
、

幅
１
間
の
石
垣
の
溝
が
造
ら
れ

て
お
り
、

こ
の
溝
の
中
か
ら
、

初
期
伊
万
里
や
肥
前
系
の
陶
器
、

京
焼
な
ど
、

他
遣
跡
で
は
出
土

例
の
少
な
い
、

貴
重
な
遺
物
が

多
数
出
上
し
て
い
ま
す
。
こ
の

う
ち
毛
利
市
三
郎
と
伊
丹
勝
長

と
の
屋
敷
境
の
溝
か
ら
は
、

国

宝
の
色
絵
藤
花
文
茶
壷
や
色
絵

雑
香
炉
な
ど
で
有
名
な
、

野
々

村
仁
清
の
印
銘
が
入

っ
た
碗
が

出
上
し
て
い
ま
す
。

仁
清
の
作

品
は
い
ず
れ
も
伝
世
品
で
、

発

掘
調
査
に
よ
り
出
上
し
た
例
は

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

希
に
出
土
し
て
、

贋
作
で
あ

っ

た
り
し
ま
す
。

当
遺
跡
か
ら
出

上
し
た
碗
は
、

慎
重
な
検
討
の

結
果
、

仁
清
の
作
品
と
見
て
間

違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

抜

群
の
ろ
く
ろ
技
術
と
、

や
や
灰

色
が
か

っ
た
自
色
の
釉
が
見
事

な
作
品
で
す
。

元
禄
１１
年

（
１
６
９
８
）
、

当
地

一
帯
は
大
火
に
よ
り
焼
失

し
、

こ
れ
以
後
、

当
遺
跡
は
南

側
が
阿
波
藩
、

北
側
が
上
佐
藩

の
上
屋
敷
と
な
り
、
１
７
０
年

後
の
明
治
維
新
に
至
り
ま
す
。

土
佐

・
阿
波
両
藩
邸
の
境
の

溝
か
ら
も
、

上
記
同
様
、

大
量

の
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、

お
酒
な
ど
の
売
買

に
使
わ
れ
た
貧
乏
徳
利
は
、

完

形
品
だ
け
で
も
４
０
０
本
以
上

が
出
上
し
ま
し
た
。

底
部
に
屋

号
な
ど
が
書
か
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、

こ
の
中
に
、
１

本
だ
け

「坂
本
」
と
書
か
れ
た

物
が
あ
り
ま
し
た
。

土
佐
で
坂

本
と
い
え
ば
、

そ
う
坂
本
龍
馬

で
す
。
こ
れ
が
龍
馬
の
徳
利
で

は
な
い
か
と
想
像
を
退
し
く
し

て
、

残
さ
れ
て
い
る
龍
馬
の
書

簡
か
ら
坂
本
の
記
名
を
捜
し
、

比
較
し
て
み
ま
し
た
が
、

書
簡

は
草
書
、

徳
利
は
楢
書
の
為
、

判
然
と
し
ま
せ
ん
。
ま
た
龍
馬

は
築
地
の
上
佐
藩
下
屋
敷
に
居

た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
っ

て
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
鍛
冶

橋
の
上
屋
敷
に
居
た
か
ど
う
か

は
不
明
で
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
当
遺
跡
か
ら

は
、

貴
重
な
遺
構

・
遺
物
が
大

量
に
出
上
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
、

す
で
に
記
し
た

よ
う
に
、

発
掘
期
間
が
あ
ま
り

に
も
短
か

っ
た
た
め
に
、

す
べ

て
を
調
査
す
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。

当
地

一
帯
は
、

現
在
で
は
ビ

ル
が
立
ち
並
び
、

こ
れ
に
よ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
埋
蔵
文
化
財
は
破

壊
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、

今
後
付
近
で
、

こ
の
よ
う
な
遺
跡
を
発
掘
調
査

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

も
、

当
遺
跡
の
発
掘
は
重
要
で

あ

っ
た
訳
で
す
が
、

不
十
分
な

結
果
と
な
り
、

残
念
で
な
り
ま

せ
ん
。

（栗
城
譲

一
）

たまのよこやま

水道施設
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金
午
後
６
時
３０
　
　
　
当
セ
ン
タ
ー
が
調
査
を
行

っ
　
　
　
職
員
海
外
研
修
と
し
て
、
９

（木
）、
２５
日

（木
）
の
３
日
間
　
　
　
映
画

「奥
会
津
の
木
地
師
」
　

　

分
か
ら
中
国
社
会
科
学
院
考
古
　
　
て
い
ま
す
港
区
東
新
橋
、

汐
留
　
　
月
１２
日
か
ら
１７
日
に
か
け
て
、

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。　

　
　
の
上
映
と
約
‐
，
２００
年
前
の
木
皿
製
　
　
研
究
所
の
研
究
員
で
、

現
在
東
　
　
遺
跡
の
見
学
会
が
１０
月
１
日
　
　
５
名
の
職
員
が
全
国
埋
蔵
文
化

当
教
室
の
参
加
者
は
あ
ら
か
じ
　
　
作
の
た
め
の
ろ
く
ろ
を
復
元
、　

　
　
京
大
学
文
学
部
に
留
学
中
の
朱
　
　
（土
）
午
前
１１
時
か
ら
午
後
３
　
　
財
法
人
連
絡
協
議
会
関
東
地
区

め
申
し
込
み
の
あ
っ
た
多
数
の
　
　
展
示
し
て
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
　
　
延
平
先
生
に
よ
る
講
演

「遼
西
　
　
時
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。　

　
　
訪
中
国
の
一
員
と
し
て
参
加
し

都
民
の
中
か
ら
抽
選
で
決
定
さ
　
　
ろ
く
ろ
を
実
際
に
使
っ
て
木
皿
　
　
考
古
学
に
お
け
る
新
発
見
と
研
　
　
こ
の
遺
跡
は

「旧
汐
留
貨
物
駅
　
　
て
き
ま
し
た
。

中
国
の
北
京
、

れ
た
２９
名
の
方
々
で
す
。　
　
　
　
　
を
つ
く
る
作
業
の
見
学
会
を
開
　
　
究
の
課
題
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
跡
地
内
遺
跡
」
と
さ
れ
て
い
る
　
　
西
安
の
社
会
科
学
院
の
考
古
研

２
日
間
で
、

実
物
の
縄
文
土
　
　
催
し
ま
し
た
。
ろ
く
ろ
研
究
家
　
　
　
参
加
者
は
８７
名
で
し
た
。　
　
　
　
と
こ
ろ
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
究
所
な
ど
を
中
心
Ｌ
班
レ
督
行
っ

器
を
観
察
し
な
が
ら
、

粘
土
か
　
　
の
金
井
晃
氏
が
カ
ン
ナ
を
挽
き
、

　
　
　
１０
月
２
日

（
日
）
午
後
１
時

ら
整
形
さ
れ
た
土
器
を
作
り
、　

　
　
総
務
課
の
続
光
範
副
主
査
が
綱
　
　
３０
分
か
ら
筑
波
大
学
歴
史
人
類

たまのよこやま

最
後
の
日
に
遺
跡
庭
園
で
土
器

を
焼
き
ま
し
た
。

今
回
で
７
回
目
を
迎
え
た
教

室
で
す
が
、

初
め
て
夏
の
開
催

で
し
た
が
小
学
生
の
参
加
も
あ

り
、

７７
歳
か
ら
８
歳
ま
で
の
老

若
男
女
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
の
あ

る
メ
ン
バ
ー
で
予
定
ど
お
り
楽

し
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

を
曳
き
ま
し
た
。

３２
名
と
少
数
の
参

加
で
し
た
が
、
じ

っ

く
り
と
見
学
し
、

カ

ン
ナ
々
挽
く
金
井
氏

に
質
問
し
た
り
で
き

て
、

落
ち
着
い
た
雰

囲
気
で
し
た
。

学
系
前
田
潮
先
生
に
よ
る
講
演

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
集
落
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

実
際
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の

集
落
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
骨
角

製
品
も
示
し
な
が
ら
の
お
話
で

し
た
。

参
加
者
は
７０
名
で
し
た
。

”̈一”的”！””一中！！̈一̈””一̈！一̈一̈”一”一̈”一中い”中一一̈！！一̈”的中
兵
庫
県
の
龍
野
に
あ

っ
た
脇

坂
家
上
屋
敷
と
仙
台
の
伊
達
家

上
屋
敷
を
区
画
す
る
屋
敷
境
の

堀
、

伊
達
家
上
屋
敷
の
御
主
殿

お
よ
び
庭
園
の

一
部
が
見
学
の

対
象
と
な

っ
て
い
ま
す
。

と
く
に
伊
達
家
上
屋
敷
の
舟

寄
場
に
は
見
学
者
も
驚
き
の
声

を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。

参
加
者

は
７６０
名
で
し
た
。

て
き
ま
し
た
。

石
井
則
孝
調
査

研
究
部
長
、

岩
下
博
明
庶
務
係

長
、

原
川
雄
二
、

竹
花
宏
之
、

小
薬

一
夫
副
主
任
調
査
研
究
員

の
５
名
が
メ
ン
バ
ー
で
す

（
そ

の
概
略
に
つ
い
て
は
次
号
で
ご

紹
介
し
ま
す
）。

８
月
１
日
付
け
で
、

森
久
保

啓
二
所
長
が
当
財
団
事
務
局
長

へ
転
出
し
ま
し
た
。

後
任
に
は

情
報
連
絡
室
か
ら
梶
井
稔
所
長

が
就
任
し
ま
し
た
。

木皿作りの実演

縄文土器の焼成

講演する前田先生

汐留遺跡見学会
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