
三反田蜆塚貝塚の土製腕輪　　　1999年の発掘調査で袋詰めされたままになっていた三反田蜆塚
貝塚の貝層サンプルを水洗してみると，中から土製腕輪が見つかりました。40㎜余りの破片ですが，全体

の形状は倒卵形，つまり一方が尖るような楕円形が推定されることから，オオツタノハ製の貝輪を真似たも

のなのでしょう。縄文時代のオオツタノハ製貝輪そのものは，市内の上
うえのうち

の内貝塚と御
お

船
ふな

蔵
ぐら

貝塚から出土し

ています。	 （2011.8.24 撮影）

C
O
N
T
E
N
T
S

ふるさと考古学　～遺跡と人のワークショップ～　2006 - 2010

「出会い，別れ，そして夢考古学の旅路」　第７回　茨城県史編纂でお会いした方 と々遺跡　（川崎純徳）

展示資料紹介　原の寺瓦窯跡・奥山瓦窯跡出土の須恵器　（佐々木義則）

横穴墓を歩く⑥　尾形山横穴墓群（瓦吹　堅） １ケース・ミュージアム21　出土した古代の食べものたち

１ケース・ミュージアム20　平成 22 年市内遺跡発掘調査速報展

ひたちなか市の遺跡⑧ 佐野中学区編 歴史の小窓⑦ 古代の万能具―刀子

虎塚古墳花便り⑦ アジサイ ほか
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カラムシという植物
から糸をとって，縄
文ポーチを編み上げ
ます。

本物の土器をよーく
観察して，縄文土器
を作ります。最後は
野焼きをして，完成
させます。

石の表面に白色粘土を
塗って，その上にベンガ
ラという古代の赤色の絵
の具を使って，文様を描
きます。最後にみんなで
組み合わせると，虎塚古
墳の石室が完成です。ドングリを使えば，縄文クッキーが

できあがり。

　ひたちなか市には，豊かな自然とたくさんの遺跡があります。また，遺跡からは土器や石器など

のいろいろなモノが出土しています。2006 年度からスタートした「ふるさと考古学」は，それら

の遺跡やモノを通して，私たちの祖先の生活と文化を学ぶ講座です。2010 年度までの５年間で，59

回の講座を開催し，土器や石器，ガラス玉，壁画づくりなどの様々な体験をしてきました。それは

まさに，私たちの祖先とふれ合う楽しい時間です。

青木光惠 氏

堀江武史 氏

宮本ルリ子 氏

綿引逸雄 氏

土器
糸

食
壁画

2006 － 2010

2010 年度までの「ふるさと考古学」は，文化庁地域文化振興事業「伝統文化こども教室」に採択され，その趣旨に

基づき実施してきました。2011 年度からは，ひたちなか市の事業として公社に委託され，講座を行っております。 �



石のヤリやヤジリ，古
墳時代のお祭の道具，
標本など，いろいろな
ものを作ります。

弥生時代のガラス玉作りに
挑戦。

遺跡から
出土した
本物の人
骨や動物
の骨を研
究します。

貝を集めて，ブレ
スレットや標本を
作ります。

お箸も作ったよ。

忍澤成視 氏

大竹幸恵 氏

篠原祐一 氏

橋本勝男 氏

小菅将夫 氏

柴田 徹 氏

渡邊浩幸 氏

小宮 孟 氏

谷畑美帆 氏藤本 武 氏

勝田友李 氏

座長　さかいひろこ 氏

骨
貝

箸

石

ガラス
はし

講座の受講生は，小学４年生から中学生を対象としています。2010 年度までの受講生の参加者数は，2006 年度が

22 人，2007 年度が 18 人，2008 年度が 17 人，2009 年度が 37 人，2010 年度が 26 人の合計 120 人となります。�



矢野徳也 氏
磯部保衛 氏

村上裕介 氏
谷川栄子 氏

フィールド

身近な遺跡や自然を観察しながら
歩いて探検します。

虎 塚 古 墳 の 森 か ら
採ってきた植物のツ
ルで，こんなすてきな
籠が作れます。

わらから縄を
作ります。

籠 藁

木 探検

火おこしや石斧にチャレ
ンジ。

かご わら

　
ひ
た
ち
な
か
市
武
田
遺
跡
群
か
ら
出
土
し

た
鉄
製
品
は
、
そ
の
多
く
が
刀と
う
す子
と
鏃
で
占

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代
、鉄
は
貴
重
品
だ
っ

た
の
で
、
一
般
の
人
々
は
多
種
類
の
鉄
の
道

具
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
写
真
は
、
武
田
西
塙
遺
跡
六
七
号
住
居
跡

の
床
か
ら
出
土
し
た
七
世
紀
の
刀
子
で
す
。

珍
し
い
こ
と
に
、
木
で
で
き
た
柄つ
か

の
一
部
が

残
っ
て
い
ま
す
。
先
端
が
若
干
欠
け
て
い
ま

す
が
、
刃
の
長
さ
は
九
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
刀

で
す
。
古
代
の
住
居
跡
か
ら
は
、
私
た
ち
が

使
っ
て
い
る
よ
う
な
包
丁
は
出
土
し
な
い
た

め
、
こ
う
し
た
刀
子
を
包
丁
代
わ
り
に
使
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ア
イ
ヌ
の
民
具
に
、
マ
キ
リ
と
い
う
小
刀
が
あ
り
ま

す
。
木
を
彫
り
、
皮
を
剥
ぎ
、
炊
事
に
も
使
う
万
能

の
道
具
で
す
。
日
常
的
に
男
女
と
も
携
帯
し
て
用
い
る

も
の
で
、
女
性
の
マ
キ
リ
は
護
身
用
で
も
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
ア
イ
ヌ
の
マ
キ
リ
は
、
古
代
の
刀
子
の
使
い
方

を
考
え
る
上
で
、
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。
こ
の
万

能
具
で
あ
る
刀
子
を
た
い
せ
つ
に
使
い
こ
な
す
古
代
の

人
々
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
す
。（
佐
々
木
義
則
）

　
参
考
文
献
　
萱
野
茂
一
九
七
八
『
ア
イ
ヌ
の
民
具
』
す
ず
さ
わ
書

店
／
村
木
美
幸
二
○
○
四
「
暮
ら
し
の
か
た
ち
」『
別
冊
太
陽
　
先
住

民
ア
イ
ヌ
民
族
』
平
凡
社

歴
史
の
小
窓
　
そ
の
七

　
古
代
の
万
能
具―

刀
子

�



展示のようす

古代の村のようす（奈良時代ごろを想定）

（[鬼頭清明1985『古代の村』岩波書店 ]の図を
トレース，一部改変）

ヒシ

クリ

イネ

クリ
キビ

コムギ

アワ
オオムギ

ヒエ

クリ

クリ

シソ

エゴマ

ソバ

ダイズ

ササゲ

マクワウリ

カボチャ

モモ
ウメ

ウメ

スモモ

カキノキ

クリ
クリ

クリ

クリ

クリ

サンショウ

スダジイ エビズル
ヤマブドウ

カヤ

ヤマグワ
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ひ
た
ち
な
か
市
域
に
は
、
合
計
約
三
六
〇
ヶ
所
に
の

ぼ
る
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
、

埴
輪
づ
く
り
の
ム
ラ
で
あ
る
馬ま
わ
た
り渡
埴
輪
製
作
遺
跡
や
装

飾
壁
画
で
有
名
な
虎と
ら
づ
か塚
古
墳
と
い
っ
た
国
指
定
の
遺
跡

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
中
に
は
、

開
発
行
為
に
伴
い
、
や
む
を
得
ぬ
理
由
で
失
わ
れ
て
い

く
遺
跡
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
遺
跡
に
対
し
て
、

ひ
た
ち
な
か
市
で
は
発
掘
調
査
を
実
施
し
、
記
録
と
し

て
遺
跡
を
残
す
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
事
業

の
ひ
と
つ
が
「
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
」
で
す
。

　
平
成
二
二
年
の
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
は
、
七
遺
跡
で

実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
住
居
跡
一
五

基
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
は
古
墳
時
代
や
古
代
の
土
器

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示
で
は
、
住
居
跡
の

調
査
を
実
施
し
た
本
ほ
ん
ご
う
ひ
が
し

郷
東
遺
跡
と
高こ

う
や
ふ
じ
や
ま

野
富
士
山
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
遺
物
の
一
部
を
速
報
と
し
て
紹
介
し
ま
し

た
。

　
本
郷
東
遺
跡
で
は
、
一
辺
が
約
七
・
二
ｍ
と
推
測
さ

れ
る
大
型
の
住
居
跡
か
ら
、
甕か

め

や
甑

こ
し
き

・
杯つ

き

な
ど
が
出
土

し
ま
し
た
。
注
目
さ
れ
る
遺
物
は
須
恵
器
の

で
、
住

居
内
か
ら
ほ
ぼ
完
形
で
出
土
す
る
こ
と
は
非
常
に
希
な

こ
と
で
す
。

　
高
野
富
士
山
遺
跡
の
住
居
跡
か
ら
は
、
須
恵
器
杯
や

土
師
器
甕
・
有
台
杯
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
中
の
杯
の
１

つ
に
は
、
外
面
に
墨
で
文
字
が
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が

あ
り
ま
し
た
。
三
文
字
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
が
、判
読
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
　
　
　（
稲
田
健
一
）

山口舞夏さんの

虎塚ぬりえ
（2011.8.4）

展示のようす

は
そ
う

�
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南
北
朝
時
代
の
臨
済
宗
の
禅
僧
夢
窓
疎
石
が
磐
城
か
ら

鎌
倉
に
戻
る
途
中
、
地
元
の
比
佐
居
士
に
招
か
れ
、
嘉

元
三
（
一
三
〇
五
）
年
二
月
か
ら
十
月
の
間
、
弟
子
達
と

と
も
に
修
行
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（『
夢
聰
正
覺
心
宗

普
濟
國
師
年
譜
』）。

　
夢
窓
窟
は
Ｇ
支
群
（
一
五
基
）
の
中
央
に
位
置
し
、
玄

室
の
長
さ
五
・一
ｍ
、
奥
壁
幅
二・
八
ｍ
、
玄
室
の
高
さ
二

ｍ
の
大
型
の
横
穴
で
、
奥
壁
寄
り
に
高
さ
二
〇
㎝
ほ
ど
の

棺
座
を
も
つ
家
形
の
構
造
を
示
し
、
市
の
史
跡
と
し
て
指

定
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
四
年
、
駅
西
開
発
に
伴
っ
て
、
Ｄ
支
群
（
八
基
）

の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
す
で
に
開
口
し
て
い
た
た

め
出
土
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
形
状
は
、

後
世
の
削
平
等
も
見
ら
れ
た
が
、
ド
ー
ム
形
が
主
体
の

支
群
で
あ
る
。

　
尾
形
山
横
穴
群
の
ど
の
横
穴
か
ら
か
は
特
定
で
き
な

い
が
、
銅ど

う
わ
ん
ふ
た

鋺
蓋
・
珠

し
ゅ
も
ん
き
ょ
う

文
鏡
、
勾
玉
な
ど
の
装
身
具
、
直
刀

や
鉄
鏃
な
ど
の
武
具
類
も
出
土
し
て
お
り
、
市
の
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
横
穴
群
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ

が
多
い
が
、
い
わ
き
市
内
の
横
穴
群
と
の
出
土
遺
物
の
共

通
点
も
認
め
ら
れ
る
。

　
当
横
穴
群
の
北
約
一
㎞
に
は
二ふ
た
つ
じ
ま

ッ
島
横
穴
群
が
あ
り
、

さ
ら
に
北
の
大
津
町
に
は
、
松
村
瞭
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ

た
唐か

ら
か
い
さ
ん

帰
山
横
穴
群
が
位
置
す
る
（「
常
陸
国
多
賀
郡
大
津

の
横
穴
」『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
二
一―

二
三
七
）。

　
常
磐
線
磯
原
駅
の
す
ぐ
北
に
迫
る
崖
面
に
横
穴
が
た

く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
こ
の
横
穴
群
は
尾
形
山
横
穴
群
と

呼
ば
れ
、
幅
四
〇
〇
ｍ
ほ
ど
の
範
囲
に
八
群
七
二
基
を
数

え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
一
〇
～
一
五
ｍ
の
凝
灰
岩
の
岩
肌
に
は
、
二
段
あ
る
い

は
三
段
に
横
穴
が
作
ら
れ
、今
で
は
ほ
と
ん
ど
が
開
口
し
、

戦
時
中
は
防
空
壕
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ

ぞ
れ
支
群
の
横
穴
数
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
宅
地
造
成

で
崖
が
崩
さ
れ
た
り
し
て
消
滅
し
た
も
の
も
あ
る
。
横
穴

数
が
多
い
支
群
で
は
、、
大
型
の
横
穴
を
中
心
に
、
左
右

に
広
が
り
を
見
せ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
北
茨
城
市
内
に
は
八
か
所
の
横
穴
群
が
周
知

さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
海
岸
線
に
沿
っ
て
分
布
を

見
せ
て
い
る
。

　
尾
形
山
横
穴
群
は
、
大
正
一
一
年
、
小
松
眞
一
に
よ
っ

て
初
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（「
常
陸
多
賀
郡
の
一
横
穴
」

『
人
類
学
会
雑
誌
』三
七
ー
一
一
）。
こ
の
報
告
の
中
で
も
っ

と
も
注
目
さ
れ
た
横
穴
が
夢
窓
窟
で
あ
る
。
夢
窓
窟
は

横穴墓の位置 ( 丸囲み部分）

�

６

（茨城キリスト教大学）

茨城県北茨城市

尾
お が た や ま

形山横穴墓群 -夢
む そ う く つ

窓窟 -

瓦吹　堅

夢窓窟の写真
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川崎 純徳

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路

第7回　茨城県史編
へんさん

纂でお会いした方々と遺跡

　
歴
史
館
で
の
会
合
の
後
、
例
の
ご
と
く
喫
茶
店
で
話

を
し
た
。
昭
和
五
一
年
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
定
か

で
は
な
い
。
そ
の
時
、
頭
痛
が
あ
り
帰
っ
た
ら
医
者
に

か
か
る
と
言
う
。
そ
れ
が
県
史
参
加
の
最
後
と
な
っ
た
。

そ
の
年
の
秋
ご
ろ
、
佐
藤
達
夫
先
生
か
ら
病
院
に
来
て

ほ
し
い
と
の
連
絡
が
入
っ
た
。
川
上
氏
と
お
見
舞
い
を

か
ね
て
東
京
・
立
川
の
病
院
に
お
訪
ね
し
た
。そ
の
時『
後

野
遺
跡
』
の
報
告
書
を
持
参
し
た
。
先
生
は
ペ
ー
ジ
を

繰
り
な
が
ら
、
何
か
を
つ
ぶ
や
か
れ
た
が
聞
き
取
れ
な

か
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ッ
ド
を
降
り
ら
れ
私
の
手
を
握
り

締
め
て
「
県
史
の
こ
と
は
よ
ろ
し
く
」
と
後
事
を
託
さ
れ

た
。
病
院
を
辞
す
時
に
は
ド
ア
外
ま
で
来
ら
れ
再
度「
県

史
を
よ
ろ
し
く
」
と
言
わ
れ
た
。
佐
藤
先
生
の
県
史
に

対
す
る
思
い
が
に
じ
み
出
て
い
た
。
そ
し
て
昭
和
五
二

年
四
月
、
幽
明
境
を
異
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
内
先

生
が
昭
和
四
五
年
に
、
滝
田
先
生
が
四
九
年
に
、
佐
藤

先
生
が
五
二
年
と
相
次
い
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
惜
し
み

て
も
余
り
あ
る
三
先
生
の
ご
逝
去
で
あ
っ
た
。

　
四
月
の
考
古
部
会
の
会
議
で
斎
藤
部
会
長
か
ら
引
き

継
ぎ
を
指
示
さ
れ
、
四
月
の
下
旬
に
歴
史
館
副
館
長
を

さ
れ
て
い
た
成
瀬
孟
男
氏
が
来
校
さ
れ
、「
先
土
器
・
縄

文
時
代
編
」
の
編
集
を
要
請
さ
れ
た
。
歴
史
館
で
も
全

面
的
に
協
力
す
る
と
言
う
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
い
き

さ
つ
か
ら
協
力
は
得
ら
れ
な
い
事
は
分
か
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
辞
退
し
た
。
し
か
し
校
長
も
交
え
て
説
得
さ

れ
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
原
稿
の
執
筆
、

図
版
・
写
真
を
整
え
る
。
実
測
図
の
ト
レ
ー
ス
も
あ
る
。

図
面
の
サ
イ
ズ
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
を
一
人
で
や
る
。
ト
レ
ー
ス
の
一
部
を
藤
崎
芳
樹
氏
に

手
伝
っ
て
も
ら
い
よ
う
や
く
入
稿
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

　
県
史
編
纂
で
は
多
く
の
研
究
者
に
お
会
い
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
。
資
料
採
集
は
基
本
的
に
は
単
独
で
、
良

い
資
料
が
あ
る
と
聞
け
ば
飛
ん
で
行
っ
た
。
情
報
の
多

く
は
郷
土
史
家
か
ら
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
お
世
話
に

な
っ
た
方
々
に
は
鹿
嶋
市
の
飯
田
平
左
衛
門
氏
、
海
老

原
幸
氏
、
行
方
市
の
小
仁
所
左
門
氏
、
堤
乙
音
氏
、
土

浦
市
（
新
治
村
）
の
酒
井
栄
氏
、
北
茨
城
市
の
上
神
谷
忠

典
氏
、
日
立
市
（
十
王
町
）
の
橋
本
満
氏
、
か
す
み
が
う

ら
市
（
出
島
村
）
の
服
部
保
氏
、
筑
西
市
（
下
館
市
）
の

長
岡
芳
氏
等
が
い
た
。
水
戸
市
で
は
大
塚
子
之
吉
氏
宅

を
訪
ね
て
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
お
世
話
に
な
っ

た
こ
れ
ら
の
方
々
は
、
す
で
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
方
々
の
紹
介
で
小
学
校
や
中
学
校
の
所
蔵

資
料
も
調
査
し
た
。
遺
跡
の
見
学
に
同
行
し
て
い
た
だ

い
た
り
、
所
蔵
資
料
の
実
測
や
写
真
撮
影
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
り
し
た
。
懐
か
し
遺
跡
や
古
墳
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
小

美
玉
市
の
野の
な
か中

貝
塚
や
部ひ
む
ろ室

貝
塚
、
南
み
な
み
つ
ぼ坪

貝
塚
、
茨

城
町
栗く
り
や
ま山
古
墳
、
出
島
村
の
男お
が
み神
貝
塚
、
安
あ
ん
じ
き
だ
い
ら

食
平
貝

塚
、
岩い
わ
つ
ぼ坪

貝
塚
、
柏
か
し
わ
ざ
き﨑

瓦
窯
跡
、
行
方
市
の
若わ
こ
う
み海

貝
塚
、

井い
の
う
え上

貝
塚
、
鬼お
に
ご
え越

貝
塚
、
於お
し
た下

貝
塚
、
藤ふ
じ
い井

貝
塚
な
ど

が
あ
る
。

　
先
土
器
・
縄
文
時
代
編
の
編
集
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
下

館
市
の
長
岡
氏
宅
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
川
上
博
義

1975（昭和 50）年に後野遺跡を訪れた佐藤達夫先生

左は佐藤次男氏，右が川崎
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氏
か
ら
下
館
の
長
岡
氏
が
厖
大
な
資
料
を
所
蔵
し
て
い

る
か
ら
一
度
見
に
行
こ
う
と
誘
わ
れ
て
、
お
邪
魔
し
た
。

筆
者
が
小
学
校
・
中
学
校
時
代
に
下
館
に
住
ん
で
い
た

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
下
館
周
辺
の
遺
跡
と
し
て
は
女お
ざ
か
た方

遺
跡
や
船ふ
な
だ
ま玉

古
墳
く
ら
い
し
か
頭
に
な
か
っ
た
。
船
玉

古
墳
は
中
学
生
の
こ
ろ
何
回
か
石
室
内
に
入
っ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。

　
長
岡
氏
を
下
館
の
お
宅
に
訪
ね
て
、
何
回
か
お
会

い
し
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
ま
た
、
桜
川
市
（
真
壁

町
）
熊く
ま
の
み
や

の
宮
遺
跡
や
筑
西
市
（
下
館
市
）
外と
の
づ
か塚

遺
跡
の
調

査
に
同
行
し
た
。
真
壁
町
で
は
最
初
に
北き
た
し
い
お
て
ん
じ
ん
づ
か

椎
尾
天
神
塚

古
墳
の
副
葬
品
の
鑑
定
を
頼
ま
れ
た
。
三
角
板
皮か
わ
つ
づ
り

綴
の

衝し
ょ
う
か
く
つ
き
か
ぶ
と

角
付
冑
で
あ
っ
た
。
石
岡
市
で
東
ひ
が
し
お
お
は
し
は
ら

大
橋
原
遺
跡
の

調
査
中
に
電
話
が
あ
り
、「
発
掘
の
仕
方
を
教
え
て
ほ
し

い
」
と
言
う
。
東
大
橋
原
遺
跡
の
調
査
に
誘
う
と
来
ら

れ
て
、
二
、三
日
参
加
さ
れ
「
発
掘
に
つ
い
て
は
だ
い
た

い
分
か
っ
た
」
と
言
っ
て
帰
ら
れ
た
。
翌
年
、
真
壁
町
の

熊
の
宮
遺
跡
を
発
掘
す
る
と
言
う
連
絡
を
受
け
た
。
調

査
中
に
も
よ
く
電
話
が
あ
り
、「
分
か
ら
な
く
な
っ
た
か

ら
見
に
来
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
、
何
回
か
現
地
に
で
か

け
た
。
報
告
書
の
執
筆
中
に
病
気
を
患
い
、
志
半
ば
で

逝
去
さ
れ
た
。
長
岡
氏
の
電
光
石
火
の
行
動
力
に
は
驚

か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
当
時
の
研
究
者
の
多
く
に

共
通
し
た
研
究
者
魂
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。「
遺

物
に
は
足
は
な
い
。
人
間
の
方
か
ら
近
づ
く
の
だ
」。
長

岡
氏
が
当
時
情
熱
を
傾
け
て
い
た
の
が
『
真
壁
町
史
』
で

あ
り
、
筆
者
が
そ
の
仕
事
を
継
承
し
た
。

　
川
上
博
義
氏
と
は
主
に
大
学
の
研
究
室
で
の
資
料

実
見
が
多
か
っ
た
。
合
同
で
は
北
茨
城
市
内
遺
物
調

査
、
日
立
市
郷
土
博
物
館
等
の
所
蔵
資
料
の
調
査
を

行
っ
た
が
、
当
時
は
公
共
施
設
内
で
は
ほ
と
ん
ど
考
古

資
料
は
充
実
し
て
い
な
か
っ
た
。
川
上
氏
と
は
慶
応
義

塾
大
学
に
清
水
潤
三
先
生
、
江
坂
輝
弥
先
生
、
早
稲
田

大
学
に
西
村
正
衛
先
生
、
東
京
国
立
博
物
館
に
は
女

方
遺
跡
の
整
理
中
の
野
口
義
麿
先
生
や
磯
崎
正
彦
先
生

を
訪
ね
、
整
理
中
の
資
料
に
つ
い
て
案
内
し
て
頂
い
た

が
、
お
二
方
と
も
整
理
途
中
で
他
界
さ
れ
た
。
慶
応
義

塾
大
学
で
は
野
中
貝
塚
、
早
稲
田
大
学
で
は
狭は
ざ
ま間

貝
塚
、

浮う
き
し
ま
か
い
が
く
ぼ

島
貝
ヶ
窪
貝
塚
、
向
む
こ
う
や
ま山
貝
塚
等
の
資
料
を
見
せ
て
い

た
だ
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
野
中
貝
塚
を
訪
れ
た
が
感

激
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
。
佐
藤
次
男
氏
と
は
ほ
と
ん
ど

出
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
県
立
土
浦
第
三
高
校
に

所
蔵
さ
れ
て
い
た
真ま
な
べ鍋

遺
跡
の
資
料
調
査
に
ご
一
緒
し

実
測
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
五
領
式
の
良
好
な
資
料
で

あ
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
『
茨
城
県
史

考
古
資
料
編
　
古
墳
時
代
』
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。

県
史
編
纂
は
そ
の
後
通
史
編
纂
に
移
行
し
、
事
実
上
そ

の
任
務
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

　
若
く
し
て
県
史
編
纂
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
、
斎
藤

忠
、
大
塚
初
重
、
佐
藤
達
夫
、
川
上
博
義
の
各
先
生
と

ご
一
緒
で
き
、
さ
ら
に
多
く
の
県
内
外
の
研
究
者
と
知

り
合
え
た
こ
と
は
人
生
に
と
っ
て
も
大
き
な
収
穫
で
あ

り
、
改
め
て
考
古
学
研
究
、
埋
蔵
文
化
財
の
保
護
に
指

針
を
得
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　
　
＊
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
。

　
十
五
郎
穴
で
は
、
昭
和
に
入
る
と
横
穴
墓
の
測
量

な
ど
の
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
塙
瑞

比
古
は
、
一
九
四
○
（
昭
和
一
五
）
年
三
月
一
一
日
の
県

指
定
史
跡
の
認
定
に
際
し
、
館
出
支
群
の
横
穴
墓
の

配
置
図
や
主
要
横
穴
墓
の
測
量
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
の
調
査
に
よ
り
、
当
横
穴
墓
群
を
「
県
下
希
に
み
る

横
穴
群
」と
し
、ま
た
、多
く
の
横
穴
墓
の
密
集
と「
個
々

の
横
穴
が
比
較
的
に
既
往
の
破
壊
を
免
れ
て
」
い
る
こ

と
を
評
価
し
、
指
定
の
理
由
と
し
て
い
ま
す
。

　
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
に
は
、
石
田
周
作
が
横

穴
墓
の
測
量
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
著
書
『
古
墳
研
究
』

に
約
五
○
頁
も
の
論
考
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
は
、
当
時
の
館
出
支
群
の
貴
重
な
写
真
も
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
十
五
郎
穴
は
、
江
戸
時
代
か
ら
文
献

に
登
場
し
、
調
査
も
昭
和
の
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

貴
重
な
遺
跡
で
す
。
そ
し
て
現
在
は
、
十
五
郎
穴
全

体
の
測
量
調
査
が
行
わ
れ
、

さ
ら
に
館
出
支
群
に
お
い

て
は
約
六
十
年
ぶ
り
に
発

掘
調
査
も
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
調
査
成
果
を
踏

ま
え
て
、
十
五
郎
穴
の
国

指
定
史
跡
の
認
定
を
目
指

し
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　(

稲
田
健
一
）

『古墳研究』に掲載された十五郎穴横穴墓群

十
五
郎
穴
の
昔
話　
そ
の
三
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展示資料紹介

原の寺瓦窯跡・奥山瓦窯跡出土の須恵器
佐々木 義則

　古代の瓦窯であるひたちなか市原の寺瓦窯跡

は実態が不明な部分も多く，資料の再整理が

課題となっています。今回は，出土した須恵器

を再整理することによって，瓦生産工房の時期

が８世紀前半から中葉であることを確認しまし

た。また須恵器の胎土観察からは，瓦窯跡周辺

で須恵器生産も行なわれていた可能性が明らか

となりました。原の寺瓦窯跡第 1次調査の様子（1976 年）

奥山瓦窯跡

原の寺瓦窯跡

0 300ｍ

1/10,000

図 1　瓦窯跡の位置

し
た
い
。

　
２
　
須
恵
器
の
年
代

　
原
の
寺
瓦
窯
跡
の
中
で
最
も
古
い
土
器
群
は
一
号
及

び
五
号
工
房
跡
出
土
土
器
群
で
あ
る
。
丸
底
の
杯
を
有

す
る
こ
と
か
ら
み
て
八
世
紀
第
１
四
半
期
頃
と
思
わ
れ

る
が
、
３
・
４
・
５
が
平
底
で
あ
る
こ
と
や
18
の
鈕
形
な

ど
か
ら
み
る
と
、
八
世
紀
第
１
四
半
期
後
半
頃
の
可
能

性
が
高
い
。
そ
の
次
は
四
号
工
房
跡
の
土
器
群
で
あ
ろ

う
。
14
・
15
・
16
は
八
世
紀
前
半
で
も
古
相
を
呈
す
る

が
、
13
の
底
径
は
や
や
小
さ
い
の
で
八
世
紀
第
２
四
半

期
に
下
げ
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て

八
世
紀
第
２
四
半
期
前
半
頃
と
み
て
お
く
。
次
は
二
号

及
び
六
号
工
房
跡
出
土
土
器
群
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
有

台
杯
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
高
台
の
高
さ
は
低
い
。

19
の
器
高
が
低
め
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
八
世
紀

　
１
　
は
じ
め
に

　
ひ
た
ち
な
か
市
足
崎
に
所
在
す
る
原
の
寺
・
奥
山
瓦
窯

跡
は
、
新
川
か
ら
入
り
込
む
同
一
の
谷
に
面
し
て
形
成
さ

れ
た
奈
良
時
代
の
瓦
窯
跡
で
あ
る
。
原
の
寺
瓦
窯
跡
は
四

次
（
一
九
七
六
・
一
九
七
九
・
一
九
九
〇
・
一
九
九
五
年
）、

奥
山
瓦
窯
跡
は
一
次
（
一
九
八
八
年
）
の
調
査
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
各
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
報
告
書
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
が
、
原
の
寺
瓦
窯
跡
に
つ
い
て
は
資
料

提
示
が
一
部
に
と
ど
ま
る
た
め
、
調
査
結
果
の
実
態
が

不
明
な
部
分
も
多
い
。
今
後
、
多
量
の
出
土
瓦
を
中
心

と
し
た
出
土
資
料
の
再
整
理
・
報
告
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
作
業
に
入
る
た

め
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
ま
ず
は
年
代
的
指
標
と
し
て

重
要
な
須
恵
器
供
膳
具
を
再
整
理
し
、
各
遺
構
の
年
代

に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
目
安
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と

は ら の て ら が よ う あ と お く や ま が よ う あ と
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図 2　原の寺瓦窯跡および奥山瓦窯跡から出土した須恵器

１号工房跡（1～ 5）

0 10cm(1/4)

２号工房跡（6） ３号工房跡（7～ 12）

４号工房跡（13 ～ 16）

５号工房跡（17・18）
６号工房跡（19 ～ 21）

西区溝跡（23）

表土（24 ～ 29）

原の寺瓦窯跡

出土位置不明（30 ～ 32）

２号窯跡（22）

奥山瓦窯跡

１号窯跡（33・34） 表土（35・36）
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※断面白抜きの須恵器は，

　所在不明のため，報告書

　掲載の図を引用した。

17

20

産地不明 周辺産 木葉下産 周辺産 木葉下産

産地不明

木葉下産

木葉下産

産地不明

木葉下産

木葉下産

周辺産 産地不明

周辺産

産地不明

木葉下産

周辺産

周辺産

周辺産

産地不明

木葉下産

木葉下産

周辺産

産地不明

産地不明

産地不明

産地不明

木葉下産 木葉下産

周辺産 周辺産 周辺産

木葉下産

(杯：1～ 5・7～ 9・13・17・19・24・25・30　　有台杯：6・10・11・26・27・31　　蓋：14・15・18・21 ～ 23・28・29　　有台盤：32

　横瓶：12　　硯：16）

（杯：33 ～ 36）

��



図 3　原の寺瓦窯跡における工房の変遷（黒塗りが想定される遺構）

瓦窯周辺産と思われる須恵器蓋 15

量
の
チ
ャ
ー
ト
片
や
海
綿
骨
針
を
含
む
こ
と
、
と
い
っ

た
特
徴
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
須
恵
器
の
胎
土
、
特

に
14
・
15
・
19
な
ど
は
平
瓦
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
含
有

物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
須

恵
器
は
、
原
の
寺
・
奥
山
瓦
窯
跡
の
周
辺
で
生
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
周
辺
産

と
考
え
ら
れ
る
須
恵
器
は
、
い
ず
れ
も
八
世
紀
前
半
に

位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
瓦
窯
と
と
も
に
須

恵
器
窯
も
築
か
れ
て
、
生
産
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
の
遺
跡
か
ら
出

土
す
る
須
恵
器
は
、
そ
の
多

く
が
木
葉
下
窯
跡
群
産
を
主

と
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
原

の
寺
瓦
窯
跡
付
近
で
焼
か
れ

た
須
恵
器
の
生
産
量
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
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３
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。
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瓦
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恵
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四
半
期
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半
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３
四
半
期
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え
ら
れ
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。
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須
恵
器
の
年
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瓦
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工
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想
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で
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土
瓦
か
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の
検
証
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よ
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な
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窯
跡
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年
代
的
位
置
に
つ
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て
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出
土
瓦
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
回
は
保
留
と
し
て
お

く
。

　
と
こ
ろ
で
奥
山
瓦
窯
跡
の
須
恵
器
で
あ
る
が
、
一
号

窯
跡
お
よ
び
表
土
出
土
と
も
に
八
世
紀
第
２
四
半
期
頃

で
あ
る
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33
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内
面
の
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線
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古
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で
あ

る
こ
と
か
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考
え
る
と
、
八
世
紀
第
２
四
半
期
で
も
前

半
頃
だ
ろ
う
か
。

　
３
　
瓦
窯
周
辺
に
須
恵
器
窯
が
あ
る
可
能
性

　
須
恵
器
２
・
４
・
13
・
14
・
15
・
19
・
20
・
21
・

25
・
29
・
33
・
35
の
胎
土
が
原
の
寺
瓦
窯
跡
出
土
瓦
の

胎
土
と
類
似
す
る
よ
う
に
思
え
た
た
め
、
地
質
学
者
の

矢
野
徳
也
氏
に
お
願
い
し
、
原
の
寺
二
号
窯
上
層
出
土

平
瓦
と
須
恵
器
2
・
14
・
15
・
19
の
胎
土
を
実
体
顕
微

鏡
に
よ
り
観
察
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、
平
瓦

の
胎
土
は
、
石
英
・
長
石
を
多
く
含
み
、
そ
の
石
英
に

は
無
色
透
明
・
白
濁
・
ネ
ズ
ミ
色
半
透
明
が
あ
る
こ

と
、
白
雲
母
な
ど
の
雲
母
類
は
細
粒
で
あ
る
こ
と
、
少
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古
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史
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虎
塚
古
墳
の
周
辺
が
ア
ジ
サ
イ
の
名
所
で
あ
る
こ
と
を
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じ
で

す
か
。
こ
れ
ら
の
ア
ジ
サ
イ
は
、
平
成
一
一
年
に
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
持
ち
寄
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
ア
ジ
サ
イ
は
、
土
壌
の
性
質
な
ど
に
よ
っ
て
花
の
色
を
様
々
に
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ま
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の
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緑
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い
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。
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藍
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ら
れ
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れ
て
い
ま
す
。
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4 月 26 80 1 (1) 83 ( 83) 163 

5 月 26 186 1 (1) 69 ( 69) 255

6 月 26 144 6 (5) 583 (568) 727

7 月 27 220 9 (2) 384 (203) 604

8 月 26 358 10 (0) 132 ( 0) 490

9 月 26 149 4 (0) 25 ( 0) 174

合計 157 1137 31 (9) 1276（923） 2413

入館者状況 (2011.4.1 ～ 2011.9.30)

( ) 内は学校数

　
編
集
後
記
の
　

笑
う
埴
輪

　「
女
子
大
生
と
装
身
具
」
シ
リ
ー
ズ
第
二
弾
は
、

土
製
腕
輪
。
こ
れ
は
、
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
の
貝
層
サ

ン
プ
ル
を
水
洗
し
て
い
て
、
七
月
に
検
出
さ
れ
た
。

今
年
の
博
物
館
実
習
生
は
女
子
が
三
名
と
聞
い
て
い

た
の
で
、「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
の
土
器
づ
く
り
で

腕
輪
の
模
造
品
を
製
作
し
た
り
、
篠
山
紀
信
が
撮
影

し
た
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
写
真
を
手
本
に
し
よ
う
と

調
べ
て
み
た
り
準
備
を
進
め
た
。

　
三
人
の
構
図
は
な
か
な
か
に
難
し
い
。
狭
い
空
間

の
方
が
寄
り
添
え
る
だ
ろ
う
と
、
撮
影
場
所
は
第
二

休
憩
室
と
し
た
。
カ
メ
ラ
マ
ン
に
腕
は
な
い
の
で
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
ま
く
っ
て
奇
跡
の
一
枚
を
待
つ

し
か
な
い
の
だ
が
、
三
人
同
時
に
奇
跡
が
起
き
る
の

に
は
、
い
つ
も
の
確
率
を
三
乗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
撮
影
し
た
写
真
の
中
か
ら
表
紙
を
選
ぶ
。
ト
リ

ミ
ン
グ
し
な
い
と
、
ど
う
に
も
落
ち
着
き
が
悪
い
。

あ
く
ま
で
構
図
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て

お
き
た
い
。

　
手
本
に
し
よ
う
と

し
た
写
真
の
キ
ャ

ン
デ
ィ
ー
ズ
は
、
ラ

ン
・
ス
ー
・
ミ
キ
と

い
う
個
性
の
組
み
合

わ
せ
。
ラ
ン
と
ミ
キ

は
、
腕
輪
を
楽
に
装

着
で
き
そ
う
だ
。
今

回
ば
か
り
は
、
土
製

腕
輪
が
破
片
で
あ
っ

た
こ
と
に
感
謝
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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