
県指定文化財を持つ　　市内中根にある東
ひがしなかねおおわだ

中根大和田・堂
どう

山
やま

遺跡から出土した土器と紡錘車の18
点が，2009年11月19日付「東中根遺跡群出土遺物」の名称で茨城県指定有形文化財に指定されました。

弥生時代後期 ｢東中根式｣ の標準となる資料です。東中根大和田遺跡は1971～1975年に勝田市史編
へん

纂
さん

事業の一環として学術発掘が実施され，土器等は住居跡から出土しました。指定の有無にかかわらず，

土器を持つ時は，手油で表面を汚染することがないように手袋を装着し，必ず両手を使います。

	 （2009.12.6）	

C
O
N
T
E
N
T
S

第６回企画展　久慈川・那珂川流域の弥生時代墓／公開講座「ひたちなか市の考古学」第３回

虎塚古墳周辺に残る本土決戦用陣地について（石井　篤）

「出会い、別れ、そして夢考古学の旅路」第４回 常総台地研究会の設立と活動（1）（川崎純徳）

横穴墓を歩く③　北向田・和見横穴墓群（秋谷沙織）

１ケース・ミュージアム14　ひたちなか市の紡錘車 ひたちなか市内の発掘調査 2009

ひたちなか市の遺跡⑤ 那珂湊中学区編２ 歴史の小窓④ 砥石をもとめて

虎塚古墳花便り④ キンラン ほか

1
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久慈川・那珂川流域の弥生時代墓

　

公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第
三
回
「
弥

生
時
代
の
墓
制
と
社
会
」の
参
考
の
た
め
に
、
弥
生
時
代

の
埋
葬
に
関
係
し
た
資
料
を
集
め
展
示
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
が
所

蔵
す
る
資
料
と
と
も
に
、
近
隣
の
市
町
村
か
ら
資
料
を
お

借
り
し
て
、
久
慈
川
・
那
珂
川
流
域
に
お
け
る
弥
生
時
代

の
墓
制
の
変
遷
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
構
成
を
企
図
し
、

第
六
回
企
画
展
と
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

再さ
い

葬そ
う

墓ぼ　

弥
生
時
代
の
中
期
前
半
ま
で
は
、
再
葬
墓
と

呼
ば
れ
る
墓
制
が
東
日
本
に
広
く
分
布
し
ま
す
。
再
葬
墓

と
は
、
一
次
的
な
埋
葬
の
後
に
、
白
骨
化
し
た
遺
骨
の
一
部

を
土
器
に
納
め
て
、
こ
れ
を
再
び
埋
納
し
た
墓
で
、
壷
形

土
器
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り｢

壷
棺
再
葬
墓｣

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
久
慈
川
流
域
で
は
那
珂
市
の
海か
い

後ご

遺
跡
、
常
陸
大
宮
市
の
泉

い
ず
み
さ
か
し
た

坂
下
遺
跡
・
中な

か

台だ
い

遺
跡
な

ど
、
那
珂
川
流
域
で
は
常
陸
大
宮
市
の
小お

野の

天て
ん

神じ
ん

前ま
え

遺

跡
な
ど
山
寄
り
に
遺
跡
が
分
布
し
、
那
珂
川
流
域
の
河
口

付
近
に
位
置
す
る
ひ
た
ち
な
か
市
域
に
は
、
こ
の
時
期
の

遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
セ
ン
タ
ー
に
は
、
海
後

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
二
点
の
壷
形
土
器
が
寄
託
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
茨
城
県
立
歴
史
館
が
所
蔵
す
る
人
面
付
土
器

に
伴
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
今
回
の
企
画
展
に

は
、泉
坂
下
遺
跡
の
人
面
付
土
器
な
ど
も
借
用
し
ま
し
た
。

久
慈
川
・
那
珂
川
流
域
の
人
面
付
土
器
は
、
粗
製
土
器
と

も
ば
れ
る
大
型
の
壷
形
土
器
の
口
頸
部
に
人
面
が
造
形
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
泉
坂
下
遺
跡
で
は
、

副
葬
品
と
し
て
滑か
っ

石せ
き

製
の
玉
類
が
検
出
さ
れ
た
土
器
も
あ

り
ま
す
。

　
土ど

器き

棺か
ん

墓ぼ　

中
期
後
半
か
ら
後
期
に
も
大
型
の
土
器

が
埋
め
ら
れ
た
状
態
で
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

茨
城
県
の
弥
生
時
代
研
究
に
は
、
こ
れ
も
再
葬
墓
と
見
る

風
潮
が
あ
り
ま
す
が
、
県
内
の
事
例
に
限
定
し
て
も
北
茨

城
市
の
足あ
し

洗
あ
ら
い

遺
跡
で
は
土
器
の
中
か
ら｢

乳
幼
児｣

の
骨

が
検
出
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
、
市
内
の
差さ

渋し
ぶ

遺
跡

で
は
土
器
の
中
に
副
葬
さ
れ
た
貝
輪
が
成
人
に
は
装
着
で

き
な
い
大
き
さ
の
も
の
で
あ
る
こ
と(

『
埋
文
だ
よ
り
』
第

二
八
号
）
な
ど
か
ら
、
幼
児
ま
で
の
子
ど
も
を
対
象
に
遺

体
を
納
め
て
埋
葬
し
た
墓
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
多
い
場
合

に
は
一
四
点
な
ど
複
数
の
土
器
を
埋
め
る
再
葬
墓
に
対
し

て
、
土
器
棺
墓
は
ほ
と
ん
ど
が
単
体
の
埋
葬
で
す
。
セ
ン

タ
ー
に
は
、
市
内
の
差
渋
・
笠か
さ

谷や

・
御ご
し
ょ
の
う
ち

所
内
Ⅰ
遺
跡
な
ど

中
期
後
半
の
土
器
棺
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
企

画
展
に
は
、
日
立
市
の
藤ふ

じ
が
さ
く
だ
い

ヶ
作
台
遺
跡
、
常
陸
大
宮
市
の

富ふ

士じ

山や
ま

遺
跡
の
土
器
棺
を
借
用
し
ま
し
た
。
藤
ヶ
作
台
遺

跡
は
中
期
後
半
に
大
型
の
甕
形
土
器
を
、
富
士
山
遺
跡
は

後
期
に
大
型
の
壷
形
土
器
を
転
用
し
た
も
の
で
す
。
基
本

的
に
は
生
活
に
使
用
し
て
い
た
容
器
の
中
か
ら
、
土
器
棺

は
調
達
さ
れ
ま
す
。
中
期
後
半
に
は
大
型
の
甕
形
土
器
が

生
活
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
期
に
な
る
と
こ
れ

が
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
甕
形
土
器
が
転
用
さ
れ
た
土

器
棺
を｢

甕
棺｣

、
壷
形
土
器
が
転
用
さ
れ
た
土
器
棺
を

｢

壷
棺｣

と
呼
び
も
し
ま
す
が
、
こ
の｢

甕
棺｣

か
ら｢

壷

棺｣

へ
の
変
化
は
墓
制
の
変
化
で
は
な
く
、
生
活
に
使
用

す
る
容
器
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

す
。
市
内
の
柳

や
な
ぎ

沢さ
わ

遺
跡
で
は
、
副
葬
品
と
し
て
管く
だ

玉た
ま

が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

一本松遺跡出土巴形銅器（実物大『一本松遺跡』より引用）

2010 年 2 月 13 日 ( 土 ) － 5 月 9 日 ( 日 )
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久慈川・那珂川流域の弥生時代墓

　

土ど

壙こ
う

墓ぼ　

東
水
戸
道
路
ひ
た
ち
な
か
イ
ン
タ
ー
・

チ
ェ
ン
ジ
の
建
設
に
伴
う
一
九
九
三
年
の
発
掘
調
査
に

よ
り
、
中
期
後
半
の
差
渋
遺
跡
か
ら
は
、
隅
丸
長
方
形

あ
る
い
は
長
楕
円
形
の
土
壙
墓
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

三
三
基
の
土
壙
墓
の
ほ
と
ん
ど
は
、
長
さ
が
一
六
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
成
人
が
膝
を
伸
ば
し
た
伸し
ん

展て
ん

葬そ
う

と
い
う
姿
形
で
埋
葬
さ
れ
た
規
模
を
示
し
て
い
ま

す
。
土
壙
墓
は
、
そ
の
配
置
か
ら
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
ま
す
。埋
葬
の
中
心
は
成
人
で
あ
っ
て
も
、

土
器
棺
墓
や
、
小
児
ほ
ど
の
規
模
を
示
す
土
壙
墓
が
加

わ
る
グ
ル
ー
プ
も
見
ら
れ
ま
す
。
凝
ぎ
ょ
う

灰か
い

岩が
ん

製
の
勾ま
が

玉た
ま

・

管
玉
が
副
葬
さ
れ
た
土
壙
墓
、
上
部
に
土
器
が
供
献
さ

れ
た
土
壙
墓
も
あ
り
ま
し
た
。
南
の
千
葉
県
域
で
は
再

葬
墓
の
後
に
方ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

形
周
溝
墓
と
い
う
墓
制
が
出
現
し
ま
す

が
、
茨
城
県
の
那
珂
川
下
流
域
で
は
、
北
の
福
島
県
域

と
同
じ
く
土
壙
墓
と
い
う
墓
制
に
変
遷
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

　

屋お
く

内な
い

土ど

壙こ
う

墓ぼ　

二
一
世
紀
を
迎
え
て
、
水
戸
市
の

二に

の
沢さ
わ

Ｂ
遺
跡
、
茨
城
町
の
大お
お

戸ど

下し
も

郷ご
う

遺
跡
の
発

掘
調
査
に
よ
り
、
後
期
の
墓
制
の
一
端
が
捉
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
時
期
は
後
期
も
終
末
で

す
。
二
つ
の
遺
跡
で
は
建
物
の
内
部
に
土
壙
墓
が
掘

り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
周
囲
に
同
時
期
の
住
居
跡

は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
偶
然
に
建
物
と
墓
が
重
な
り

合
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
上
屋
を
有
す
る
建

物
が
墓
の
た
め
に
構
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
屋
内
土
壙
墓
と
呼
び
ま
す
。
建
物
の
竪
穴
部
分
の

構
造
は
当
時
の
住
居
に
似
て
い
ま
す
が
、
炉
は
あ
り
ま
せ

ん
。
床
か
ら
は
、
供
献
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
複
数
の
土

器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
炭
や
焼
け
た
土
が
残
さ
れ
て
い

て
、
最
後
に
は
上
屋
が
燃
や
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
状
況

も
、
二
つ
の
遺
跡
に
共
通
し
ま
す
。
副
葬
品
と
し
て
、
二

の
沢
Ｂ
遺
跡
で
は
管
玉
、
大
戸
下
郷
遺
跡
で
は
三
二
点
の

ガ
ラ
ス
玉
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

海後遺跡出土土器（個人蔵 寄託資料）

第６回企画展

0 20 cm
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公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第
三
回

―
弥
生
時
代
の
墓
制
と
社
会
―

　

二
〇
一
〇
年
二
月
一
三
日
か
ら
三
月
六
日
の
毎
週
土
曜

日
に
、
公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
３　

弥
生

時
代
の
墓
制
と
社
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
三
名
の
研
究

者
を
お
招
き
し
、
再
葬
墓
、
土
壙
墓
と
土
器
棺
墓
、
方
形

周
溝
墓
と
い
う
墓
制
に
つ
い
て
、
ま
た
墓
制
の
研
究
か
ら

復
元
さ
れ
る
社
会
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
終
回
に
は
、
茨
城
県
内
の
事
例
を
集
成
し
、
市
内
の
差

渋
遺
跡
の
分
析
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
茨
城
県
域
の
墓

制
と
社
会
に
つ
い
て
研
究
の
現
状
を
紹
介
し
ま
し
た
。

月／日 演　　　題 講　　　師

2／13（土） 方形周溝墓とその社会
市原市埋蔵文化財調査センター

大村　直氏

2／20（土） 土坑墓と土器棺墓
いわき明星大学

馬目　順一氏

2／27（土） 再葬墓と社会
駒澤大学

設楽　博己氏

3／6 （土）
茨城県域における弥生

時代の墓制と社会

（財）ひたちなか市文化・スポーツ振興公社

鈴木　素行

講座終了後のギャラリートーク

「究極の通過儀礼というのはなん
でしょう。成人式はまだ，生きて
いる間のことですから，死ぬ時も
やはり通過儀礼が必要なわけで
すね。祖先になるための，祖先
の仲間入りの通過儀礼，これが
再葬です。」

設し
た
ら楽

　
博
己 

氏

駒
澤
大
学

「考古学というのは archeologyと
いいますけども，これはどういう
意味があるかというと，平たく言
えば，見えなくなってしまったも
のを見えるようにするという，学
の悦びが味わえる「知の技法」で
あると教えられました。」

馬ま
の
め目

　
順
一 

氏

い
わ
き
明
星
大
学

「社会っていうと，そういう経済的
な関係だけなのか，家族ですとか
今ですと会社ですとか，そういうふ
うな人間の関係をどうやって豊かに
描いていくかというようなところが，
今もう一度考えなければいけない
ようなことだと思っております。」

大
村
　
　
直す

な
お 

氏

市
原
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

　
屋
内
墓
と
い
う
仮
説　

中
期
後
半
の
土
壙
墓
か
ら
後

期
終
末
の
屋
内
土
壙
墓
ま
で
の
時
期
、
つ
ま
り
後
期
の
墓

制
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
茨
城
県
域
で
は
現
在
の
と
こ

ろ
、
成
人
を
埋
葬
し
た
施
設
は
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
屋
内
土
壙
墓
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
共

通
し
た
住
居
跡
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
大
洗
町
の

一い
っ

本ぽ
ん

松ま
つ

遺
跡
で
は
、
住
居
跡
の
床
か
ら
巴

と
も
え

形
銅
器
が
出

土
し
ま
し
た
。
住
居
跡
は
一
辺
が
七
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

超
大
型
で
す
。
巴
形
銅
器
ほ
ど
の
貴
重
品
が
、
何
故
に
置

き
去
り
に
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
床
に
は
大
小
五
点
の

土
器
も
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
火
事
の
痕

跡
も
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
屋
内
土
壙
墓
と
は
異
な
り
ま

す
が
、
生
前
の
住
居
を
墓
に
転
化
し
て
床
上
に
埋
葬
さ
れ

た
こ
と
を
想
定
し
た
く
な
り
ま
す
。
巴
形
銅
器
は
副
葬
品

と
し
て
、
土
器
は
供
献
の
た
め
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
屋
内
墓
と
い
う
仮
説

を
提
示
し
ま
し
た
。
市
内
の
鷹た
か

ノの

巣す

遺
跡
で
も
、
超
大

型
の
住
居
跡
か
ら
五
七
点
の
ガ
ラ
ス
玉
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
も
屋
内
墓
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か（
八
頁
参
照
）。

　

茨
城
県
域
で
は
他
に
、
石
岡
市
の
宮み
や

平
だ
い
ら

遺
跡
か
ら
も

巴
形
銅
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
本
来
は
弥
生
時

代
後
期
の
住
居
跡
に
所
属
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ガ

ラ
ス
玉
は
、
筑
西
市
の
八
は
っ
ち
ょ
う
だ
い

丁
台
遺
跡
、
桜
川
市
の
加か

茂も

Ｂ

遺
跡
、
美
浦
村
の
根ね

本も
と

遺
跡
な
ど
で
住
居
跡
か
ら
検
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
屋
内
墓
と
い
う
仮
説
に
よ
れ
ば
、
後
期
の

墓
は
、
存
在
す
る
の
に
見
え
て
い
な
い
だ
け
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
仮
説
が
検
証
さ
れ
る
の
か
否
定
さ
れ
る
の

か
、
今
後
の
調
査
に
期
待
し
て
い
ま
す	

（
鈴
木
素
行
）

宮平遺跡出土巴形銅器（実物大 茨城県指定文化財）

4



　ひたちなか市内の発掘調査 2009

　
市
内
遺
跡
調
査
速
報　

二
〇
〇
九
年
度
の
市
内
遺
跡

調
査
は
、
左
の
地
図
に
示
し
た
一
二
箇
所
の
遺
跡
で
実
施

さ
れ
ま
し
た
。
三
反
田
小
学
校
近
く
に
位
置
す
る
三
反

田
古
墳
群
の
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
住
居
跡
が

三
基
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
三
反
田
小
学
校
の
敷
地
内
で

は
、
過
去
に
実
施
さ
れ
た
五
回
の
調
査
に
よ
り
、
古
墳
時

代
前
期
の
集
落
跡
が
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の

調
査
で
三
反
田
古
墳
群
か
ら
古
墳
時
代
前
期
の
住
居
跡

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
古
墳
時
代
前
期
の
集
落
が

三
反
田
小
学
校
周
辺
に
も
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
北
谷
遺
跡
の
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
の
掘
立

柱
建
物
跡
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
柱
穴
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
北
谷
遺
跡
は
虎
塚
古
墳
に
近
く
、
二
つ
の
遺
跡
が
関

係
す
る
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。　

		

（
佐
々
木
義
則
）

　

古
代
の
砥
石
を
調
べ

始
め
た
頃
、
京
都
産
の
天

然
砥
石
が
欲
し
く
な
り
、

合
羽
橋
の
砥
石
屋
に
行
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で

も
店
主
に
、「
あ
な
た
に

使
い
こ
な
す
の
は
無
理
だ

か
ら
」
と
い
わ
れ
、
売
っ

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
刃
物
の
能
力
を
最
大
限

に
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
人
な
ら
、
す
ば
ら
し
い
天
然

砥
の
力
を
引
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

　

写
真
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
武
田
石
高
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
平
安
時
代
の
砥
石
で
す
。
使
い
込
ん
だ
た
め
、
真

ん
中
（
右
は
じ
の
部
分
）
が
擦
り
減
っ
て
折
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
す
。
石
材
は
風
化
し
た
凝
灰
岩
で
す
。
常
陸

大
宮
市
を
流
れ
る
諸
沢
川
上
流
の
河
原
で
、
現
在
も
似

た
石
を
拾
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
最
近
、
検
討
し
直

し
た
と
こ
ろ
、
群
馬
県
南
牧
村
砥
沢
産
の
可
能
性
も
出

て
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
古
代
の
人
々
は
、
貴
重
な
刃
物
の
力
を
引
き
出

す
優
秀
な
砥
石
を
求
め
て
山
中
を
探
索
し
、
こ
の
石
材

を
見
つ
け
出
し
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）

　

参
考
文
献　
『
武
田
石
高
遺
跡　

奈
良
・
平
安
時
代
編
』	

歴
史
の
小
窓　

そ
の
四

　

砥
石
を
も
と
め
て

0 3000m

西中丸遺跡
にしなかまる

小砂遺跡
こすな

大平A遺跡
おおひら

三反田新堀遺跡
みたんだしんぼり

宿ノ内遺跡
やどのうち

北谷遺跡
きたや

新堤遺跡
にいづつみ三反田古墳群

みたんだ

部田野西原遺跡
へたのにしはら

東中根清水遺跡
ひがしなかねしみず

岡田遺跡
おかだ

三反田蜆塚遺跡
みたんだしいづか

新川

那珂川

中丸川

大川

本郷川

東海村

ひたちなか市

水戸市

那珂市

調査遺跡の位置

2009（平成 21）年度市内遺跡調査一覧表
№ 遺跡名 所在地 調査月 調査次数 種別 調査内容

1 宿
し ゅ く の う ち

ノ内遺跡 中根 4月 2次 試掘 遺構・遺物なし

2 三
み た ん だ

反田古墳群 三反田 5月 1次 試掘
住居跡3基（古墳前期），溝3条，ピット7基を確認。縄文土器・弥生土器・土師器・
須恵器などが出土。

3 新
にいづつみ

堤遺跡 新堤 7月 1次 試掘 遺構なし。遺物は若干の弥生土器・土師器が採集された。

4 三
み た ん だ

反田新
し ん ぼ り

堀遺跡 三反田 7月 13次 試掘 溝 2条を確認。土器細片が若干出土。

5 北
き た

谷
や

遺跡 中根 8月 2次 試掘 ピット 10基（古墳後期 3，奈良 1，時期不明 6）。土師器小片が出土。

6 小
こ

砂
す な

遺跡 中根 11月 2次 試掘 溝 1条を確認。遺物なし。

7 大
お お

平
だいら

A 遺跡 大平 11月 4次 試掘 土坑 1基（平安）を確認。土師器片が出土。

8 東
ひ が し な か ね し み ず

中根清水遺跡 中根 1月 2次 試掘
住居跡 3基（古墳 1基，平安 2基），ピット 3基を確認。須恵器杯・土師器杯・
甕などが出土。

9 部
へ た の に し は ら

田野西原遺跡 部田野 1月 1次 試掘 遺構・遺物なし。

10 西
に し な か ま る

中丸遺跡 阿字ヶ浦町 1月 1次 試掘 遺構・遺物なし。

11 岡
お か だ

田遺跡 三反田 3月 18次 試掘 住居跡 2基（3年生 1基，古墳 1基）を確認。弥生土器・土師器など出土。

12 三
み た ん だ し い づ か

反田蜆塚遺跡 三反田 3月 1次 試掘
住居跡 10 基（古墳 5 基，時期不明 5 基）を確認。縄文土器・土師器・須恵器
などが出土

5
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こ
の
展
示
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
ふ
る
さ
と
考

古
学
」
で
実
施
し
た
「
布
の
考
古
学
」
の
参
考
展
示
と

し
て
、
市
内
出
土
の
紡
錘
車
を
時
代
順
に
並
べ
、
そ
の

移
り
変
わ
り
を
み
ま
し
た
。
紡
錘
車
と
は
、
糸
撚
り
の

道
具
で
あ
る
紡
錘
（
つ
む
）
の
は
ず
み
車
で
す
。

　

古
代
の
布
生
産
に
関
わ
る
道
具
は
、
多
く
が
木
製
の

た
め
に
腐
っ
て
し
ま
い
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は

稀
で
す
。
た
だ
し
、
石
・
土
・
鉄
で
で
き
た
紡
錘
車
は

腐
ら
ず
に
残
る
の
で
、
古
代
の
布
生
産
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
貴
重
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
す
。

　

市
内
出
土
の
紡
錘
車
は
、
弥
生
時
代
以
後
出
土
し
ま

す
。
弥
生
時
代
の
紡
錘
車
は
扁
平
で
断
面
が
楕
円
形
の

も
の
も
多
く
、
す
べ
て
土
製
で
す
。
模
様
を
も
つ
も
の

も
多
く
あ
り
ま
す
。
次
の
古
墳
時
代
前
期
は
資
料
が
少

な
く
て
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
墳
時
代
中
期

に
様
相
が
大
き
く
変
わ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
断
面
逆
台
形

の
滑
石
（
か
っ
せ
き
）
製
紡
錘
車
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

以
後
、紡
錘
車
の
形
は
断
面
逆
台
形
が
主
と
な
り
ま
す
。

古
墳
時
代
後
期
以
後
に
は
再
び
土
製
紡
錘
車
も
増
え
ま

す
が
、
断
面
形
は
や
は
り
逆
台
形
で
す
。

　

民
俗
例
に
残
る
紡
錘
の
使
い
方
を
、
新
潟
県
塩
沢
の

中
島
清
志
さ
ん
を
訪
ね
て
お
教
え
い
た
だ
き
、
そ
の
際
の

写
真
も
掲
示
し
ま
し
た
。
紡
錘
を
回
転
さ
せ
る
ツ
ム
マ
シ

と
い
う
道
具
を
用
い
て
の
糸
撚
り
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
紡
錘
の
回
転
速
度
は
想
像
以
上
に
速
く
、
驚

き
ま
し
た
。
ツ
ム
マ
シ
を
用
い
る
こ
と
で
糸
撚
り
の
効
率

は
か
な
り
上
が
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
ぶ
れ
ず
に

高
回
転
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
紡
錘
車
の
重
心
を
正

確
に
と
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
古
墳
時
代
中
期
以
後
、
断
面
形
が
コ
マ
の
よ
う

な
逆
台
形
に
変
化
す
る
の
は
、
回
転
速
度
の
上
昇
が
関

係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。	

　
（
佐
々
木
義
則
）

現生イノシシの骨格標本を作成中
（2009.12.25　西野国光氏より寄贈）
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遺
跡
は
那
珂
川
の

支
流
小こ
ぐ
ち
が
わ

口
川
と
久く

那な

川が
わ

に
挟
ま
れ
た
丘
陵

斜
面
に
位
置
し
、
推

定
100
基
以
上
か
ら

成
る
那
須
地
域
最

大
の
横
穴
墓
群
で

す
。
中
で
も
最
高
所

に
あ
り
、
単
独
で
国

史
跡
に
指
定
さ
れ
る

唐か
ら
の
ご
し
ょ

御
所
は
、
遺
体
を

納
め
る
玄げ
ん

室し
つ

の
天
井
部
に
棟む
な

木ぎ

状
の
削
り
出
し
を
造
り
、

左
右
に
切き

り

妻つ
ま

屋や

根ね

に
似
せ
た
勾
配
を
も
つ
全
国
的
に
見

て
も
卓
越
し
た
精
巧
な
構
造
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
玄
室

内
の
床
面
に
は
コ
の
字
状
に
棺か

ん

座ざ

が
設
け
ら
れ
、
造
墓
技

術
の
伝
播
経
路
を
想
定
す
る
上
で
も
重
要
な
存
在
で
す
。

ま
た
、
横
穴
墓
の
上
方
に
は
墳ふ

ん

丘き
ゅ
うの
存
在
が
指
摘
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
那
須
地
域
で
最
も
古
く
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
唐
御
所
」
と
い
う
名
称
は
、
平
た
い
ら
の
ま
さ
か
ど

将
門
伝
説
に
由
来

し
て
い
ま
す
。
将
門
の
死
後
、
一
族
を
率
い
て
和
見
で
出

家
し
て
い
た
小お

だ
か
い
ず
も
の
か
み
ま
さ
よ
し

高
出
雲
守
将
良
を
頼
っ
て
将
門
の
妾
が

訪
ね
て
来
ま
し
た
が
、
す
で
に
懐
妊
し
て
い
て
横
穴
墓
の

中
で
男
の
子
を
出
産
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
世
間
に
隠

す
た
め
、
唐と
う

土ど

帝て
い

王お
う

の
妃
が
讒ざ
ん

言げ
ん

に
よ
っ
て
こ
の
地
に
流

さ
れ
て
き
た
と
噂
を
流
し
た
こ
と
か
ら
、「
唐
御
所
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
唐
御
所
の

名
は
江
戸
時
代
の
文
献
や
絵
図
に
も
み
ら
れ
、
非
常
に

古
い
名
称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
頃

水
戸
領
で
あ
っ
た
当
地
に
は
、
武む

茂も

郷ご
う

巡
村
に
訪
れ
た

水
戸
光
圀
公
が
唐
御
所
を
見
学
し
た
と
い
う
記
録
も
あ

り
、
昔
な
が
ら
の
那
須
の
名
所
と
い
え
ま
す
。

　

唐
御
所
の
南
西
に
目
を
向
け
る
と
、
玄
室
内
に
木こ
の

葉は

文も
ん

に
代
表
さ
れ
る
線せ

ん

刻こ
く

壁へ
き

画が

を
も
つ
和わ

見み

遠と
お

見み

穴あ
な

が
あ

り
ま
す
。
県
内
で
は
こ
れ
ま
で
に
装
飾
を
も
つ
古
墳
や
横

穴
墓
の
発
見
例
が
な
く
、
見
学
も
可
能
な
貴
重
な
遺
跡

で
す
。
さ
ら
に
、
丘
陵
反
対
側
の
斜
面
に
は
、
治じ

衛え

門も
ん

穴あ
な

と
呼
ば
れ
る
非
常
に
大
型
で
奥
壁
沿
い
に
棺
座
を
も

つ
横
穴
墓
が
あ
り
ま
す
。
那
須
地
域
最
古
の
横
穴
墓
で

あ
る
唐
御
所
に
加
え
、
他
群
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
的

な
横
穴
墓
の
存
在
か
ら
、
北
向
田
・
和
見
横
穴
墓
群
は
、

当
地
域
の
中
で
も
特
異
な
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
那
須
地
域
の
横
穴
墓
を
考
え
る
上
で
注
目
さ

れ
る
の
が
、
那
珂
川
で
す
。
縄
文
時
代
か
ら
八や

溝み
ぞ

山
地

を
越
え
た
茨
城
県
域
と
の
交
流
を
容
易
に
し
、
そ
こ
か
ら

様
々
な
地
域
と
の
交
流
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
千
年
以

上
に
わ
た
る
交
流
か
ら
那
須
地
域
は
独
自
の
交
流
圏
を

築
き
上
げ
ま
す
。
横
穴
墓
は
そ
の
一
端
を
示
す
貴
重
な
遺

産
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
地
は
道
の
駅
か
ら
も
近
く
、
駐
車
場
や
遊
歩
道
が

整
備
さ
れ
、
横
穴

墓
群
の
一
部
を
見

学
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。ぜ
ひ
一
度
、

訪
ね
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

古
代
の
栃
木
県
に
は
、
那
珂
川
と
鬼き
ぬ
が
わ

怒
川
を
中
心
に
、

そ
れ
ぞ
れ
「
那
須
」
と
「
下し
も
つ
け
ぬ

毛
野
」
と
い
う
二
大
文
化

圏
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
県
内
で
は
29
群

約
300
基
の
横
穴
墓
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う

ち
27
群
が
那
珂
川
と
そ
の
支
流
域
に
分
布
し
、
那
須
地

域
独
自
の
文
化
と
し
て
横
穴
墓
が
展
開
し
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
最
も
中
核
的
な
存
在
と

な
る
の
が
北
向
田
・
和
見
横
穴
墓
群
で
す
。

7

唐御所

和見遠見穴の線刻

３

（栃木県立なす風土記の丘資料館）

※「横穴墓を歩く」は『フィールドノート』vol.16 から続くシリーズです。

栃木県那珂川町

北
き た む か だ

向田・和
わ

見
み

横穴墓群

秋谷沙織
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川崎 純徳

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路

第４回　常総台地研究会の設立と活動（1）

　

昭
和
三
七
年
、
茨
城
県
教
育
委
員
会
は
全
県
的
な
遺

跡
の
分
布
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
県
内
の
考

古
学
・
郷
土
史
の
関
係
者
に
協
力
を
呼
び
か
け
て
説
明

会
を
開
い
た
。
説
明
会
の
中
で
「
遺
跡
の
ラ
ン
ク
付
け
」

が
問
題
と
な
っ
た
。
ラ
ン
ク
の
基
準
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に

分
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
ラ
ン

ク
付
け
」
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
や
「
ラ
ン

ク
付
け
は
困
難
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
反
面
、
す
べ
て

の
遺
跡
の
保
存
は
で
き
な
い
か
ら
ラ
ン
ク
付
け
に
よ
っ

て
重
要
遺
跡
は
保
護
す
べ
き
も
の
と
い
う
主
張
が
あ
っ

た
。
Ａ
ラ
ン
ク
は
国
や
県
の
史
跡
と
し
て
永
久
保
存
だ

と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
た
。
共
通
理
解
の
た
め
に
全
員

で
鹿
島
地
方
の
遺
跡
を
回
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
踏

査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ラ
ン
ク
付
け
は
平
行
線
の
ま

ま
で
あ
っ
た
。

　

説
明
会
終
了
後
、
水
戸
駅
前
の
喫
茶
店
で
諸
星
政
得

先
生
と
こ
れ
か
ら
の
考
古
学
研
究
の
在
り
方
に
つ
い
て

話
し
合
っ
た
。
同
好
の
士
を
募
り
共
同
研
究
を
進
め
る

こ
と
や
会
員
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
会
と
し

て
協
力
し
て
い
く
こ
と
な
ど
を
話
し
合
っ
た
。
研
究
会

は
学
閥
を
排
除
し
、
だ
れ
で
も
自
由
に
会
員
に
な
れ
る

こ
と
や
会
員
の
専
門
分
野
を
尊
重
し
ク
ラ
フ
ト
マ
ン
を

育
て
て
い
く
こ
と
。
遺
跡
の
保
護
・
保
存
に
尽
力
し
て

い
く
こ
と
な
ど
が
骨
格
と
し
て
決
ま
り
具
体
的
な
研
究

会
の
設
立
に
向
け
て
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

我
々
と
は
別
に
佐
藤
次
男
氏
、
伊
東
重
敏
氏
ら
を
軸

に
新
た
な
研
究
組
織
結
成
の
動
き
が
生
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
具
体
化
が
「
茨
城
考
古
学
会
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
ご
両
人
の
長
年
の
夢
で
あ
る
「
研
究
者
の
大
同
団
結
」

「
学
閥
の
打
破
」「
研
究
資
料
の
公
開
」
の
具
体
化
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
考
え
は
我
々
の
考
え
と
も
一
致
し
て
い

た
か
ら
、
研
究
会
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
休
止
し
て
、
茨

城
考
古
学
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
し
た
。
茨
城
考
古
学

会
は
伊
東
・
佐
藤
氏
の
理
念
と
は
別
に
、
鹿
島
開
発
な

ど
を
中
心
と
し
た
地
域
開
発
に
対
す
る
受
け
皿
と
す
る

考
え
が
間
も
な
く
主
流
と
な
る
。
そ
の
最
初
の
現
れ
が

宮き
ゅ
う
ち
ゅ
う
の

中
野
古
墳
群
の
発
掘
で
あ
っ
た
。
宮
中
野
古
墳
群
は

ラ
ン
ク
付
け
に
当
た
っ
て
は
佐
藤
・
伊
東
氏
を
含
め
て

「
開
発
に
対
す
る
受
け
皿
の
必
要
性
」
に
配
慮
し
て
き
た

人
た
ち
も
鹿
島
地
域
唯
一
の
Ａ
ラ
ン
ク
と
し
た
遺
跡
で

あ
っ
た
。当
然
、茨
城
考
古
学
会
の
理
事
会
は
紛
糾
し
た
。

そ
れ
を
押
し
切
っ
て
発
掘
は
強
行
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

我
々
も
研
究
会
発
足
に
向
け
て
歩
を
進
め
る
こ
と
に
し

た
が
茨
城
考
古
学
会
を
脱
会
し
た
り
分
派
を
つ
く
る
の

で
は
な
い
か
ら
会
の
名
称
に
「
考
古
学
」
と
い
う
文
字
を

用
い
な
い
こ
と
と
し
「
常
総
台
地
研
究
会
」（
略
称
・
常

台
研
）
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
昭
和
四
一
年
発

足
、
四
二
年
に
機
関
誌
『
常
総
台
地
』
刊
行
。
会
の
共
同

研
究
テ
ー
マ
は
「
縄
文
土
器
製
塩
の
研
究
」
と
し
、
先
土

器
、
縄
文
、
弥
生
、
古
墳
の
各
時
代
の
会
員
研
究
に
つ

い
て
は
会
及
び
会
員
が
協
力
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

1967（昭和 42）年　取手市上高井貝塚の分布調査

＊
川
崎
純
徳
氏
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
連
載
第
一
回

　（『
埋
文
だ
よ
り
』
第
二
九
号
）
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。
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１
　
は
じ
め
に

　

太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
連
合
軍
の
日
本
本
土
上
陸
に

備
え
て
、
多
く
の
日
本
軍
部
隊
が
太
平
洋
沿
岸
部
に
展

開
し
た
。
茨
城
県
沿
岸
部
に
も
、
少
な
く
と
も
十
万
人

を
超
え
る
部
隊
が
展
開
し
、
陣
地
構
築
を
は
じ
め
と
す

る
準
備
作
業
に
当
た
っ
た
。
こ
の
陣
地
構
築
は
、
周
辺

住
民
を
動
員
す
る
な
ど
し
て
大
規
模
に
行
な
わ
れ
、
現

在
ま
で
そ
の
痕
跡
を
各
所
に
残
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
市
町

村
史
に
も
断
片
的
な
記
述
が
残
る
の
み
で
あ
り
詳
細
は

不
明
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
地
下
壕
で
の
事
故

死
な
ど
も
あ
っ
て
、
埋
戻
し
等
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
陣

地
が
増
加
し
て
お
り
、
早
急
に
記
録
を
行
な
わ
な
け
れ

ば
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
埋
も
れ
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
編
に
お
い
て
は
、
関
東
地
方
に
お
け
る
本
土
決
戦
の

作
戦
計
画
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
ひ
た
ち

な
か
市
内
に
残
る
本
土
決
戦
陣
地
群
の
中
で
も
、
比
較

的
保
存
状
態
が
よ
く
、
陣
地
全
体
の
編
成
や
戦
法
に
つ

い
て
推
測
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
虎
塚
古
墳
・
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
周
辺
の
陣
地
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
２

　
本
土
決
戦
に
お
け
る
作
戦
計
画

　

日
本
の
敗
勢
が
濃
く
な
り
、
戦
線
が
本
土
に
接
近
す

る
に
つ
れ
て
連
合
軍
の
上
陸
に
対
す
る
懸
念
が
高
ま

り
、
昭
和
一
九
年
七
月
よ
り
九
州
の
一
部
で
陣
地
構
築

が
開
始
さ
れ
た
。
茨
城
県
沿
岸
に
お
い
て
も
、
昭
和

一
九
年
一
〇
月
に
留
守
第
五
十
一
師
団
に
対
し
て
陣
地

構
築
の
命
令
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
陣
地
構
築
作
業
は
、

翌
昭
和
二
〇
年
三
月
末
に
大
阪
か
ら
第
四
十
四
師
団
主

力
が
到
着
す
る
こ
ろ
か
ら
本
格
化
し
た
。

　

昭
和
二
〇
年
四
月
八
日
、
陸
軍
は
本
土
決
戦
に
関
す

る
作
戦
計
画
で
あ
る
「
決け
つ

号ご
う

作
戦
準
備
要
綱
」
を
発
令
し

た
。
決
号
作
戦
は
、
連
合
軍
の
上
陸
箇
所
に
よ
っ
て
決

一
号
か
ら
決
六
号
ま
で
に
分
か
れ
て
お
り
、
関
東
地
方

に
お
け
る
作
戦
計
画
は
決
三
号
作
戦
と
呼
称
さ
れ
た
。

　

上
陸
す
る
連
合
軍
は
火
力
に
お
い
て
優
越
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
陣
地
構

築
は
き
わ
め
て
重
要
視
さ
れ
た
。
陣
地
の
内
容
に
つ
い
て

は
昭
和
二
〇
年
三
月
一
六
日
付
け
で
示
さ
れ
た
「
国
土
築

城
実
施
要
領
」
に
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
個
々
の
陣

地
に
つ
い
て
は
、
艦
砲
射
撃
・
空
襲
に
対
抗
す
る
た
め
、

地
下
式
・
洞
窟
式
と
す
る
こ
と
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
。

　

な
お
、
こ
う
い
っ
た
洞
窟
式
陣
地
は
、
一
般
的
に

「
地ち

下か

壕ご
う

」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
日
本
陸
軍

の
用
語
で
は
「
坑こ
う

道ど
う

」
で
あ
り
、
本
編
に
お
い
て
も
基

本
的
に
は
「
坑
道
」
の
語
を
使
用
す
る
。

　
３

　
中
根
指
渋
陣
地

　

本
項
で
は
市
内
に
残
存
す
る
も
の
の
う
ち
比
較
的
良
好

に
残
存
し
て
い
る
陣
地
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。

　

虎
塚
古
墳
及
び
隣
接
す
る
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化

財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
東
側
に
は
、本
郷
川
が
流
れ
て
お
り
、

谷
と
な
っ
て
い
る
。
谷
の
西
側
斜
面
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

凝ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
の
露
頭
が
あ
り
、
そ
の
露
頭
を
掘
り
込
ん
で
作

ら
れ
た
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

　

陣
地
遺
構
は
、
本
郷
川
西
岸
の
斜
面
部
及
び
東
岸
の

台
地
上
に
存
在
す
る
。
本
編
に
お
い
て
は
こ
の
陣
地
を

虎
とら

塚
づ か

古墳周辺に残る本土決戦用陣地について

石井　篤　

　太平洋戦争の末期，連合軍の日本本土上陸

を迎え撃つ「本土決戦」の準備として，海岸

部に多くの砲台・銃座・弾薬庫といった陣地

施設が構築されました。虎塚古墳の東側一帯

にもそのような陣地のひとつが残されていま

す。複数の遺構の配置を検討した結果，街道

を進む敵を待ち伏せして攻撃するための陣地

である可能性が高いことが判明しました。

第１号坑道開口部（開口部 A）

特別寄稿
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第１号坑道の内部

付
近
の
小
字
名
か
ら
「
中な

か

根ね

指さ

渋し
ぶ

陣じ
ん

地ち

」
と
呼
ぶ
。
中

根
指
渋
陣
地
に
お
い
て
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
遺
構

は
、
坑
道
一
、
塹ざ

ん

壕ご
う

一
の
計
二
基
が
あ
る
。

　

陣
地
跡
の
付
近
を
南
東
か
ら
北
西
に
向
か
っ
て
走
る

市
道
一
―
一
九
号
線
は
、
那
珂
湊
方
面
か
ら
中
根
へ
と

抜
け
る
当
時
の
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
。
当
時
は
阿
字
ヶ

浦
方
面
か
ら
ひ
た
ち
な
か
市
の
中
心
部
へ
と
向
か
う
道

路
は
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
道
路
も
連
合
軍
の
主
要
進

撃
路
の
一
つ
に
な
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
こ

の
陣
地
は
、
こ
の
道
路
を
進
撃
す
る
連
合
軍
部
隊
を
攻

撃
す
る
た
め
に
築
造
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
以

下
に
各
遺
構
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

第
一
号
坑
道
（
Ｓ
Ｔ
１
）

　

第
一
号
坑
道
は
、
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
直

下
の
斜
面
に
開
口
す
る
坑
道
で
あ
る
。
開
口
部
は
二
箇

所
あ
り
、
全
体
の
形
状
は
Ｙ
字
状
を
呈
す
る
。
北
側
の

開
口
部
Ａ
の
規
模
は
幅
二
．
六
ｍ
、
高
さ
は
一
．
〇
ｍ

で
潰
れ
た
カ
マ
ボ
コ
型
を
呈
す
る
。
開
口
方
向
は
北
東

を
志
向
す
る
。
開
口
部
Ｂ
は
半
ば
崩
落
状
態
で
あ
り
、

正
確
な
形
状
は
不
詳
で
あ
る
が
、
Ａ
よ
り
も
小
規
模
に

見
え
る
。坑
道
は
Ｙ
字
の
合
流
点
ま
で
は
天
井
が
低
く
、

幅
一
．
二
ｍ
、
高
さ
〇
．
八
ｍ
、
合
流
点
よ
り
奥
は
幅

は
や
や
狭
く
天
井
が
高
く
な
り
、幅
一
．〇
ｍ
、高
さ
一
．

四
ｍ
と
な
る
。
合
流
点
よ
り
奥
に
つ
い
て
は
、
坑
道
内

が
冠
水
し
て
お
り
、
合
流
点
か
ら
目
視
で
き
た
約
十
ｍ

よ
り
先
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
あ
る
。
ま
た
坑
道
は
開

口
部
か
ら
合
流
点
に
向
か
っ
て
下
降
し
て
お
り
、
開
口

部
よ
り
合
流
部
は
約
〇
．
六
ｍ
低
く
な
っ
て
い
る
。
開

口
部
Ａ
の
前
に
は
、
直
径
一
．
九
ｍ
程
度
の
円
形
の
く

ぼ
み
が
あ
る
。
坑
道
内
の
壁
は
凝
灰
岩
で
、
強
度
が
高

く
落
盤
等
の
痕
跡
も
な
い
。残
存
状
況
は
非
常
に
良
い
。

　

開
口
部
が
大
き
く
掘
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、本
坑
道
は
、開
口
部
か
ら
射
撃
を
行
な
う
掩え
ん

体た
い
（
銃

座
・
砲
台
）
で
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
市
道
一
―

一
九
号
線
と
ほ
ぼ
直
交
す
る
方
向
に
開
口
し
て
お
り
、

道
路
を
進
む
敵
部
隊
の
側
面
に
射
撃
を
行
な
う
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　

本
坑
道
に
配
置
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
兵
器
に
つ
い
て

は
不
詳
で
あ
る
が
、
道
路
を
行
く
車
両
の
側
面
を
射
撃

で
き
る
位
置
か
ら
考
え
て
、
対
戦
車
用
の
火
砲
で
あ
る

九
四
式
速そ
く

射し
ゃ

砲ほ
う

、
あ
る
い
は
坑
道
の
規
模
の
小
さ
さ
か

ら
、
重
機
関
銃
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
号
塹
壕
（
Ｓ
Ｘ
１
）

　

第
一
号
塹
壕
は
、
本
郷
川
の
東
岸
の
台
地
上
に
存
在
し

た
遺
構
で
あ
る
。
平
成
五
年
度
に
、
茨
城
県
教
育
財
団

に
よ
る
差さ

渋し
ぶ

遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、「
第

１
号
防
空
壕
跡
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ

の
形
状
に
つ
い
て
教
育
財
団
の
報
告
を
元
に
述
べ
る
。

　

遺
構
は
調
査
区
の
南
西
隅
の
台
地
の
縁
辺
部
か
ら
検

出
さ
れ
た
、
北
西
か
ら
南
東
に
向
け
て
延
び
る
溝
状
の

も
の
で
、
全
長
は
約
四
十
ｍ
を
測
る
。
断
面
は
細
長
い

逆
台
形
状
で
上
端
の
幅
は
約
一
．
〇
～
一
．
八
ｍ
、
下

端
の
幅
は
約
〇
．
三
～
〇
．
八
ｍ
、
深
さ
は
確
認
面
よ

り
一
．
七
～
二
．
〇
ｍ
で
あ
る
。
教
育
財
団
の
報
告
書

で
は
ト
ン
ネ
ル
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
断
面
形
状
か

ら
考
え
て
、
溝
状
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
た
い
。
壕
の
両

端
に
近
い
位
置
に
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
ず
つ
、
途
中
に
段

を
伴
う
張
り
出
し
（
第
２
図
の
①
・
②
）
が
、
壕
の
中

央
部
に
は
段
を
伴
わ
な
い
張
り
出
し
が
三
箇
所
（
第
２

図
の
③
・
④
・
⑤
）、
地
下
式
の
横
穴
が
一
箇
所
（
第

２
図
の
⑥
）存
在
す
る
。
壁
面
の
中
位
に
は
四
箇
所
に
、

小
さ
な
平
場
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
教
育
財
団
の
報
告

書
で
は
「
ロ
ウ
ソ
ク
置
き
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

①
・
②
は
、
射
撃
用
の
掩
体
と
思
わ
れ
る
。
実
測
図

が
詳
細
で
は
な
く
、
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、

小
銃
・
機
関
銃
用
と
し
て
は
深
す
ぎ
る
た
め
、
重
じ
ゅ
う

擲て
き

弾だ
ん

筒と
う

用
の
掩
体
と
推
定
す
る
。
重
擲
弾
筒
は
重
さ
約
八
百
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重擲弾筒使用例

ｇ
の
砲
弾
を
曲
き
ょ
く

射し
ゃ

弾だ
ん

道ど
う（
山
な
り
の
弾
道
）
で
発
射
す
る

手
持
ち
式
の
小
型
迫は

く

撃げ
き

砲ほ
う

で
あ
り
、
本
土
決
戦
用
師
団

の
歩
兵
中
隊
に
は
九
基
、
挺て

い

進し
ん

中
隊
に
は
十
二
基
が
配

備
さ
れ
た
。
射
程
は
最
大
約
六
百
ｍ
で
あ
っ
た
。
③
・
④
・

⑤
・
⑥
は
、
壕
内
の
待
避
所
で
あ
る
「
掩え

ん

坑こ
う

」
と
思
わ
れ

る
。
壕
内
に
砲
爆
弾
が
落
下
し
た
際
や
、
壕
が
側
面
か

ら
掃
射
さ
れ
た
際
の
退
避
に
使
用
す
る
。
四
箇
所
の「
ロ

ウ
ソ
ク
置
き
」
に
つ
い
て
は
、
壕
外
へ
進
出
す
る
た
め
の

「
足
掛
り
」
で
あ
ろ
う
（
第
３
図
参
照
）。

　

な
お
、
本
塹
壕
は
、
発
掘
調
査
後
に
高
速
道
路
の
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
建
設
の
た
め
破
壊
さ
れ
、現
存
し
な
い
。

　

こ
の
二
つ
の
遺
構
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
と
、

こ
の
陣
地
構
築
の
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
戦
術
が

推
測
で
き
る
（
第
４
図
参
照
）。
陣
地
戦
に
お
い
て
は
、

火
力
の
集
中
す
る
地
域
（
キ
ル
ゾ
ー
ン
）
を
設
定
し
、

そ
こ
に
敵
部
隊
を
誘
い
込
ん
で
、
打
撃
を
与
え
る
こ
と

が
基
本
的
な
戦
術
と
な
る
。
そ
の
観
点
か
ら
見
て
い
く

と
、
坑
道
か
ら
の
射
線
と
塹
壕
か
ら
の
擲
弾
筒
の
射
線

が
交
わ
る
、
道
路
が
谷
に
差
し
掛
か
る
部
分
が
、
こ
の

陣
地
の
キ
ル
ゾ
ー
ン
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
低
地
は
周
辺
か
ら
視
認
さ
れ
や
す
く
、
道
路

を
外
れ
る
と
水
田
で
、
遮
蔽
物
も
な
い
。
ま
た
擲
弾
筒

は
、
ほ
ぼ
敵
部
隊
の
進
行
方
向
の
真
後
ろ
か
ら
発
射
さ

れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
退
路
を
断
た
れ
た
形
の
敵
部

隊
は
大
い
に
混
乱
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
号
塹
壕
に
は
厳
重
な
偽
装
を
施
し
て
敵
部
隊
の

先
頭
を
や
り
過
ご
し
、谷
部
に
差
し
掛
か
っ
た
時
点
で
、

一
斉
射
撃
を
行
な
う
予
定
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

こ
の
地
域
に
配
置
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
部
隊
は
、
重

火
器
を
あ
ま
り
保
有
し
な
い
代
わ
り
に
身
軽
で
あ
る
挺

進
中
隊
で
あ
り
、
本
陣
地
は
本
格
的
な
抵
抗
よ
り
も
、

時
間
稼
ぎ
と
敵
の
消
耗
を
主
な
目
的
と
し
た
陣
地
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
本
格
的
抵
抗
は
、
長
堀
町
・

東
石
川
周
辺
に
構
築
さ
れ
た
よ
り
強
固
な
陣
地
が
受
け

持
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
４

　
お
わ
り
に

　

本
編
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
遺
構
の
関
連
性
か
ら
、

陣
地
構
築
の
意
図
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

今
回
紹
介
し
た
中
根
指
渋
陣
地
の
ほ
か
に
も
、
ひ
た

ち
な
か
市
内
に
は
各
所
に
坑
道
式
の
陣
地
が
所
在
す

る
。そ
れ
ら
の
陣
地
跡
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

陣
地
群
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
隊
・
連
隊
と
い
っ
た

よ
り
大
き
な
規
模
の
部
隊
の
作
戦
計
画
と
結
び
付
け
て

解
明
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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主
な
参
考
文
献　

陸
軍
歩
兵
学
校
編
一
九
四
〇
『
歩
兵
教

練
の
参
考　

第
三
巻
』
／
防
衛
研
修
所
戦
史
室
一
九
七
一

『
戦
史
叢
書
51　

本
土
決
戦
準
備
（
一
）』
朝
雲
新
聞
社
／

茨
城
県
教
育
財
団
一
九
九
四
『
差
渋
遺
跡　

一
般
国
道
六

号
東
水
戸
道
路
改
築
工
事
地
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
』
／
ア
メ
リ
カ
陸
軍
省
編
一
九
九
八
『
日
本
陸
軍
便

覧
』
光
人
社
／　

伊
藤
厚
史
一
九
九
七
「
愛
知
県
東
部
に

お
け
る
本
土
決
戦
準
備
（
一
）」『
三
河
考
古
』
第
十
号
／

伊
藤
厚
史
二
〇
〇
三
「
愛
知
県
東
部
に
お
け
る
本
土
決

戦
準
備
（
七
）」『
三
河
考
古
』
第
十
六
号
／
伊
藤
厚
史

二
〇
〇
六
「
豊
橋
市
内
に
残
る
戦
争
遺
構　

―
本
土
決
戦

陣
地
を
中
心
に
―
」『
豊
橋
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書

第
七
十
八
集　

市
内
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
』　　

以
下
は
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
史
料　

一
九
四
三
「
野

戦
築
城
教
範
総
則
及
第
一
部
」
／
一
九
四
三
「
野
戦
築
城

教
範
第
二
部
」
／
一
九
四
四
「
野
戦
築
城
教
範
第
一
部
補

遺
」
／
一
九
四
五
「
坑
道
陣
地
ノ
参
考
」
／
一
九
四
五
「
第

五
十
一
軍
状
況
報
告
」
／
一
九
四
五
「
第
五
十
一
軍
鹿
島

洋
方
面
築
城
施
設
要
図　

其
の
一
」

図
版
の
出
典　

第
１
図　

平
成
二
十
年
度
十
五
郎
穴
横
穴

墓
群
測
量
調
査
成
果
図
を
も
と
に
一
部
改
変
／
第
２
図　

『
差
渋
遺
跡　

一
般
国
道
六
号
東
水
戸
道
路
改
築
工
事
地

内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
所
載
の
実
測
図
を
一
部
改

変
／　

第
３
図
右
・『
歩
兵
教
練
の
参
考　

第
三
巻
』　

左
・

「
野
戦
築
城
教
範
総
則
及
第
一
部
」
防
衛
研
究
所
図
書
館

所
蔵
史
料

14

0 200m

SX1

ST1

重擲弾筒の射撃

機関銃または速射砲の射撃

火力集中地域

連
合
軍
部
隊
の
進
行
方
向

第４図　陣地遺構配置図



４　

キ
ン
ラ
ン

　

今
回
は
、
虎
塚
古
墳
に
咲
く
花
で
最
も
貴
重
な
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

キ
ン
ラ
ン
（
金
襴
）
で
す
。
名
前
は
黄
色
の
花
か
ら
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ラ
ン
は
、
山
や
丘
陵
の
林
の
中
に
生
育
し
ま
す
。
花
は
、
高
さ

三
○
～
七
○
㎝
の
茎
の
先
端
に
、
直
径
一
㎝
程
度
の
明
る
く
鮮
や
か
な

黄
色
の
花
を
房
状
に
つ
け
ま
す
。
花
は
全
開
せ
ず
、
半
開
き
状
態
の
ま

ま
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
虎
塚
古
墳
で
は
、
初
夏
の
時
期
、
雑
木

林
の
木
漏
れ
日
に
照
ら
さ
れ
て
花
の
輝
く
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
最
近
は
花
の
咲
く
時
期
に
採
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
、
数
本
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
花
は
、

一
九
九
七
年
に
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
（
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
）
に
登
録

さ
れ
て
い
る
貴
重
な
植
物
で
す
。
花
の
色
が
黄
色
と
い
う
虎
塚
古
墳
に

ピ
ッ
タ
リ
の
こ
の
花
。
見
つ
け
た
と
き
に
は
、
そ
っ
と
見
守
っ
て
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。	

（
稲
田
健
一
）

埋文
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の
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見
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／
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⑧
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史
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ボ
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ひ
た
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ポ
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振
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催

）

4
-
5

小

砂

遺

跡

試

掘

調

査

／5

一

中
コ
ミ
セ
ン
歴
史
講
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見
学
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学
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生
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見
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／7

ふ
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⑨
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⑧
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21
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崎
ラ
イ
オ
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ラ
ブ
見
学
／
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ひ
た
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な
か
市
史
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保
存
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委

員
会
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葛
飾
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柴
又
か
つ
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教
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見
学
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虎
塚
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石
室
点
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／

24
な
す
風
土
記
の
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資
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却
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根
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学
校
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年
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／
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名
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け
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大

平

Ａ

遺

跡

試

掘

調
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月

1

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
「
縄

文
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つ
か
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資
料
貸
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後
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／
ワ
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史
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料
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却
／9

ひ
た
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な

か
市
市
民
憲
章
推
進
協
議
会
文
化
部

会
見
学
／1

0

九
州
古
代
史
の
会
見
学

／1
1

な
す
風
土
記
の
丘
資
料
館
見
学 

／1
2

葛
飾
区
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柴
又
か
つ
し
か
教
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見
学
／1

3

虎
塚
古
墳
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室
点
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／1
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史
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資
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【
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物
】
／1

6
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国
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学

校
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生
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会
科
見
学
／2

0

茨
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放

送
⑦
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学
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学
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学
／
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会



ひたちなか埋文だより　第 32 号　　　2010 年 3 月 31 日発行
編集　財団法人ひたちなか市文化・スポーツ振興公社　　　　発行　ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

　　　〒 312-0011　茨城県ひたちなか市中根 3499　℡ 029-276-8311　FAX029-276-3699　　　

印刷　株式会社 高野高速印刷

　

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪

　
「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
で
は
、
土
器
に
触
れ
る
こ
と

を
体
験
す
る
。
こ
れ
は
、
土
器
の
表
面
を
撫
で
、
重
さ

を
感
じ
る
た
め
に
少
し
浮
か
せ
る
程
度
の
こ
と
だ
。
今

号
で
は
、
東
中
根
大
和
田
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
を

表
紙
に
掲
載
す
る
た
め
、
土
器
を
持
つ
モ
デ
ル
を
選
ぶ

こ
と
に
し
た
。「
喜
色
満
面
」
が
表
現
で
き
る
の
は
、
や

は
り
ケ
ン
タ
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
講
座
の
終
了
後
に
撮

影
を
依
頼
す
る
。

　

場
所
は
標
本
陳
列
室
。
白
い
手
袋
を
装
着
し
、
エ
プ

ロ
ン
を
着
け
て
も
ら
う
。こ
れ
が「
東
中
根
式
エ
プ
ロ
ン
」

と
気
付
く
人
が
ど
れ
位
い
る
だ
ろ
う
。「
細
か
す
ぎ
て

伝
わ
ら
な
い
」
か
。
大
事
な
土
器
だ
か
ら
落
と
さ
な
い

よ
う
に
と
念
を
押
す
。
押
し
過
ぎ
た
せ
い
か
、
緊
張
の

あ
ま
り
満
面
の
笑
み
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
目
は
笑
う

よ
う
に
な
っ
て
も
、
口
の
周
り
の
強
張
り
が
な
か
な
か

解
け
な
い
。
ど
う
に
か
「
喜
色
八
分
目
」
あ
た
り
で
撮

影
は
終
了
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
見
る
者
ま
で
楽
し

く
さ
せ
て
く
れ
る
笑
顔
の
持
ち
主
だ
。

　

傍
で
見
て
い
た
タ
ク
ミ
が
自
分
も
持
っ
て
み
た
い
と

言
い
出
し
た
。
な
か

な
か
様
に
な
っ
て
い
る

の
で
写
真
を
撮
ろ
う

と
す
る
と
、
ケ
ン
タ
が

入
っ
て
く
る
。「
喜
色
」

だ
け
で
な
く
、
主
役

の
座
を
奪
わ
れ
る
危

機
に
も
敏
感
な
ケ
ン

タ
な
の
で
あ
っ
た
。

表紙のモデルは根本健太さんです。
16

／2
8

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑪
「
石
の
考

古
学
２
」（
講
師
・
篠
原
祐
一
氏
）

2
9

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
14
終

了
／
外
野
小
学
校
へ
資
料
貸
出
【
武
田
遺

跡
群
砲
弾
破
片
】
／
一
中
学
区
健
歩
会
見
学

12
月

6

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑫
「
や
っ
ぱ
り
楽

し
い
考
古
学
」（
講
師
・
さ
か
い
ひ
ろ

こ
氏
）
／9

黒
澤
彰
哉
氏
（
県
立
歴
史
館
）

資
料
閲
覧
【
鉾
ノ
宮
古
墳
他
埴
輪
】
／1

2

西

野
国
光
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
現
生
猪
頭
部
】 

／1
5

茨
城
放
送
⑨
「
須
恵
器
の
は
な
し
」

／2
3

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
15

「
佐
藤
次
男
考
古
学
資
料
Ⅲ
」
開
始
／

2
4

西
野
国
光
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
現
生
猪

骨
格
一
頭
】
／2

5

猪
骨
格
標
本
作
成
開
始

1
月

5

堀
二
六
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
高
野
・
向

野
地
内
石
斧
】

／7

熊
本
県
立
装
飾
古

墳
館
よ
り
資
料
返
却
／1

3

小
美
玉

市
玉
里
史
料
館
よ
り
資
料
返
却
／

1
4
-
3
0

東
中
根
清
水
遺
跡
試
掘
調
査 

／1
9
-
2
0

部
田
野
西
原
遺
跡
試
掘
調
査 

／1
9

茨
城
放
送
⑩
「
似
て
非
な
る
墓
」
／ 

2
1
-
2
2

西
中
丸
遺
跡
試
掘
調
査

2
月

4

加
賀
市
議
会
視
察
／1

1

谷
畑
美
帆

氏
人
骨
観
察
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
他
】
／12

行
田
市
埴
輪
の
館
見
学
／1

3

公
開
講

座
①
「
方
形
周
溝
墓
と
そ
の
社
会
」（
講

師
・
大
村
直
氏
）
／1

4

ワ
ン
ケ
ー
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
15
」
終
了
／16

茨
城

放
送
⑪
「
今
年
の
干
支
に
ち
な
ん
だ
古
墳
―
虎

塚
古
墳
―
」
／2

0

公
開
講
座
②
「
土
坑

墓
と
土
器
棺
墓
」（
講
師
・
馬
目
順
一
氏
） 

／2
1

八
街
市
11
町
内
安
全
パ
ト
ロ
ー

ル
隊
見
学
／2

7
公
開
講
座
③
「
再
葬

墓
と
社
会
」（
講
師
・
設
楽
博
己
氏
）

3
月

3

小
林
惠
子
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
小
林
三

郎
先
生
虎
塚
関
係
資
料
】
／5

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

パ
ー
ク
茨
城
県
自
然
博
物
館
企
画
展

「
空
の
旅
人
」
へ
資
料
貸
出
【
三
反
田
蜆
塚

貝
塚
オ
ジ
ロ
ワ
シ
】
／6

公
開
講
座
④
「
茨

城
県
域
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
墓
制
と

社
会
」（
講
師
・
鈴
木
素
行
）
／
公
開

講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第

２
回
記
録
集
『
装
飾
古
墳
の
世
界
』
発

行
／1

1
-
1
2

岡
田
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
2
-
1
7

三
反
田
蜆
塚
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
1

ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
見
学
／13

青

山
博
樹
氏
（
福
島
県
文
化
振
興
事
業
団
）
資
料

閲
覧
・
撮
影
【
武
田
遺
跡
群
】
／16

茨
城

放
送
⑫
「
古
代
の
鉄
は
ど
ん
な
ふ
う
に
つ
く
っ

た
の
か
」
／25-28

虎
塚
古
墳
石
室
内

彩
色
壁
画
一
般
公
開

31

『
武
田
遺
跡
群
総
括
・
補
遺
編

』
（
公
社
報

告
第
40
集
）
・『
平
成
21
年
度
ひ
た
ち
な
か

市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』・
『
埋
文

だ
よ
り
』
第
32
号
発
行

月
開館

日数

個人 団　　体 計
( 人 ) （団体） ( 人 ) ( 人 )

10 月 27 228 11 (4) 271 (75) 499
11 月 25 186 13 (1) 487 (90) 673
12 月 24 141 1 (0) 68 (0) 209

1 月 24 149 0 (0) 0 (0) 149
2 月 24 109 6 (0) 151 (0) 260
3 月 26 557 6 (0) 150 (0) 707
計 150 1370 37 (5) 1127 (165) 2497

　ひたちなか市埋蔵文化財調査センター及び（財）
ひたちなか市文化・スポーツ振興公社が開催する事
業は『ひたちなか市報』及び下記のホームページで
お知らせいたします。
http://business2.plala.or.jp/h-bunspo/

入館者状況　（2009.10.1 ～ 2010.3.31）

（）内は学校数


