
　　　　　　　　　　　　　　千葉県立中央博物館の黒住耐二さん指導のもと，平磯海岸を観察し
ました。そこには，縄文時代の人々が食糧にした貝類が生息しています。巻貝にもさまざまな種類があ
り，それぞれに名前が付けられています。誰の網膜にも同じ像が映っているはずなのに，区別がつかない。
視神経から脳中枢へと伝達された信号の解読に，鍛練の差がでます。学ぶということの醍

だい

醐
ご

味
み

を，そこ
に感じるのです。　	
	 （2013.10.5 撮影　ふるさと考古学⑥貝の考古学）

平磯海岸で貝を観察する
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 第11回企画展　常陸国の須恵器生産／公開講座「ひたちなか市の考古学」第７回

「出会い，別れ，そして夢考古学の旅路」第12回　勝田市の遺跡の調査 (5)　 （川崎純徳）

開館20周年記念講演会   「馬渡埴輪製作遺跡の調査」

展示資料紹介　ひたちなか市出土の大刀ーＸ線写真撮影調査報告ー　（稲田健一）

１ケース・ミュージアム30　いただきもの。２ 足崎・小鍋沢遺跡の縄文土器　（飛田英世）

横穴墓を歩く⑪　清戸廹横穴墓　（吉野高光） １ケース・ミュージアム29　三ツ塚古墳群

ひたちなか市内の発掘調査2013

ひたちなか市の古墳③　那珂湊地区の古墳群 歴史の小窓⑫　硯として使う ほか



　

こ
の
展
示
で
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
の
遺
跡
か
ら
多

く
出
土
し
て
い
る
須
恵
器
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
県
内
の
須
恵
器
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
展

示
し
解
説
い
た
し
ま
し
た
。
特
に
今
回
の
展
示
で
は
、

常
陸
国
に
お
け
る
奈
良
・
平
安
時
代
の
須
恵
器
生
産
に

関
す
る
近
年
の
調
査
・
研
究
の
成
果
と
そ
の
意
味
を
考

え
て
み
ま
し
た
。

　

常
陸
国
の
須
恵
器
窯
跡
　
常
陸
国
の
須
恵
器
窯
跡
は

一
二
か
所
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
七
世
紀
か

ら
九
世
紀
の
窯
跡
で
す
。
た
だ
し
集
落
調
査
の
出
土
須

恵
器
か
ら
み
て
、
県
内
に
は
ま
だ
多
く
の
発
見
さ
れ
て

い
な
い
須
恵
器
窯
跡
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。

第11回企画展

常陸国の須恵器生産
　　　　　―　最近の調査・研究から

2014年1月26日（日）～5月11日（日）

須恵器窯跡の分布

常陸国の須恵器窯跡の年代



石岡市（仮称）小幡窯跡

展示のようす

　

須
恵
器
窯
は
一
度
に
大
量
の
製
品
を
焼
き
あ
げ
る
た

め
、
大
量
の
燃
料
を
必
要
と
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
長

期
間
継
続
し
て
生
産
を
行
っ
て
い
た
大
規
模
窯
跡
群

は
、
燃
料
と
な
る
大
量
の
樹
木
が
確
保
で
き
る
山
す
そ

に
立
地
し
て
い
ま
す
。
常
陸
国
は
平
野
の
な
か
に
筑
波

山
塊
が
南
方
に
つ
き
出
す
地
形
的
特
徴
を
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
山
地
縁
辺
部
に
距
離
を
お
い
て
大
規
模
な
窯

跡
群
が
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
常
陸
国
の
需
要
を
担
っ

た
の
で
す
。

　

奈
良
時
代
が
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
、
各
地
で

台
頭
し
て
き
た
有
力
者
の
も
と
で
小
規
模
な
生
産
地

が
あ
ち
こ
ち
に
成
立
し
ま
す
。
そ
う
し
た
窯
跡
は
大

規
模
窯
跡
群
で
の
生
産
者
が
関
わ
っ
て
成
立
す
る
よ
う

で
す
。
た
と
え
ば
今
回
展
示
の（
仮
称
）
小お

ば
た
よ
う
せ
き

幡
窯
跡
や

蜂ば
ち
ざ
わ
よ
う
せ
き

沢
窯
跡
は
新に
い
は
り
よ
う
せ
き
ぐ
ん

治
窯
跡
群
か
ら
派
生
し
、
大お
お
ぶ
ち
よ
う
せ
き
ぐ
ん

淵
窯
跡
群

は
木あ

ぼ
っ
け
よ
う
せ
き
ぐ
ん

葉
下
窯
跡
群
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

九
世
紀
末
に
須
恵
器
大お

お
が
め甕
生
産
が
終
わ
り
を
迎
え
る

と
、
須
恵
器
と
い
う
固
い
焼
き
物
を
窯
で
焼
く
必
要
が

な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
し
だ
い
に
土
師
器
生

産
が
土
器
生
産
の
中
心
と
な
っ
て
い
き
、
須
恵
器
窯
は

終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
発
見
の
窯
跡　

常
陸
国
に
は
未
発
見
の
窯
跡
が
多

数
眠
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
時
々
、
偶

然
の
き
っ
か
け
で
窯
跡
が
発
見
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

最
近
で
は
、
二
〇
一
三
年
の
石
岡
市
瓦か

わ
ら
づ
か
が
よ
う
あ
と

塚
瓦
窯
跡
の

調
査
で
、
瓦
窯
跡
の
調
査
中
に
須
恵
器
窯
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
全
く
須

恵
器
窯
が
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
石
岡
市
小お
ば
た幡
地
区

に
お
い
て
も
、
多
く
の
須
恵
器
窯
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　
（
仮
称
）小
幡
窯
跡
で
は
、
須
恵
器
の
ほ
か
に
瓦
も
採

集
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
須
恵
器
窯
跡
と
瓦
窯
跡
が
存

在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
時
期
は
須
恵
器
か
ら

み
て
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
頃
で
し
ょ
う
。
須
恵

器
は
新
治
窯
の
製
作
技
法
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

窯
跡
の
成
立
に
は
新
治
窯
工
人
が
関
わ
る
よ
う
で
す
。

今
後
、
当
窯
の
製
品
が
常
陸
国
府
を
中
心
と
し
て
広
く

流
通
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
窯
跡
の
脇
を
通
る

古
代
道
や
恋
瀬
川
を
利
用
し
て
国
府
へ
運
び
だ
し
て
い

た
こ
と
に
な
り
、
常
陸
国
府
の
土
器
研
究
に
と
っ
て
重

要
な
窯
跡
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。



　

と
こ
ろ
で
少
し
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
東
海
村

で
は
二
〇
〇
〇
年
に
、
造
成
工
事
中
に
御ご

し
ょ
う
ち
よ
う
せ
き

所
内
窯
跡
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
窯
跡
は
、
す
ぐ
に
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

七
世
紀
末
の
須
恵
器
窯
跡
が
東
海
村
で
発
見
さ
れ
た

こ
と
は
、
全
く
予
想
外
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
発
見
は
、

ひ
た
ち
な
か
市
原は

ら

の
寺て
ら

瓦が

窯よ
う
あ
と跡
・
奥お
く
や
ま山
瓦が

窯よ
う
あ
と跡
の
成
立

を
考
え
る
う
え
で
大
変
重
要
な
こ
と
で
す
。
奈
良
時
代

前
半
の
須
恵
器
窯
は
、
七
世
紀
後
半
に
須
恵
器
窯
が
操

業
さ
れ
て
、
あ
る
程
度
の
技
術
を
習
得
し
た
工
人
が
い

た
地
域
で
成
立
す
る
場
合
が
多
く
、
原
の
寺
瓦
窯
跡
も
、

御
所
内
窯
跡
の
よ
う
な
前
代
の
須
恵
器
生
産
を
担
っ
た

工
人
が
関
わ
り
な
が
ら
成
立
し
た
可
能
性
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

研
究
の
新
展
開　

ひ
た
ち
な
か
市
の
集
落
遺
跡
か
ら

出
土
す
る
須
恵
器
は
、
水
戸
市
木あ

ぼ
っ
け
よ
う
せ
き
ぐ
ん

葉
下
窯
跡
群
の
製
品

が
多
く
を
占
め
ま
す
が
、
そ
の
木
葉
下
窯
跡
群
で
は
最

近
の
調
査
・
研
究
に
よ
り
、
特
に
成
立
期
に
つ
い
て
研

究
の
新
展
開
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

二
〇
〇
五
年
の
台だ

い
わ
た渡
里り

遺い

跡せ
き

の
調
査
で
は
、
山や
ま

田だ

窯よ
う

跡せ
き

で
焼
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
七
世
紀
末
の
須
恵
器
が
多

数
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
山
田
窯
で
生
産
さ
れ

た
須
恵
器
は
、
台だ

い

渡わ
た

里り

廃は
い

寺じ

の
造
営
に
関
係
す
る
台
渡

里
遺
跡
に
供
給
さ
れ
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
付
近
に
存

在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
那な

賀か

評ひ
ょ
う
け家
へ
も
供
給
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
山
田
窯
跡
は
那
賀
評
家
周
辺
で
使
用

す
る
須
恵
器
を
生
産
す
る
た
め
に
成
立
し
、
そ
の
後
、

台
渡
里
廃
寺
の
造
営
に
伴
い
、
瓦
の
生
産
も
行
う
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
田
窯
跡
群
と
木
葉
下
窯
跡
群
を
つ
な

ぐ
八
世
紀
初
め
の
資
料
で
あ
る
木
葉
下
窯
跡
群
細ほ

そ

田だ

窯よ
う

跡せ
き

採
集
遺
物
が
、
二
〇
〇
四
年
に
『
茨
城
県
考
古
学
協

会
誌
』
第
一
六
号
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

細
田
窯
跡
は
、
山
田
窯
跡
の
操
業
終
了
後
す
ぐ
に
開
窯

し
た
窯
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
細
田
窯
跡
の
登
場

に
よ
っ
て
、
山
田
窯
跡
か
ら
木
葉
下
窯
跡
群
へ
と
窯
が

継
続
し
て
操
業
さ
れ
た
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
細
田
窯
以
後
二
百
年
間
に
わ
た
っ

て
生
産
が
継
続
す
る
木
葉
下
窯
跡
群
が
、
山
田
窯
跡
の

工
人
が
関
わ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま

す
。
木
葉
下
窯
跡
群
が
、
山
田
窯
跡
よ
り
も
西
方
の
山

の
な
か
に
窯
場
を
移
し
て
操
業
を
始
め
た
理
由
は
、
木

葉
下
窯
跡
群
は
山
田
窯
跡
と
は
異
な
り
、
一
般
集
落
へ

の
供
給
を
目
的
と
し
て
開
窯
さ
れ
た
窯
で
、
長
期
に
わ

た
る
操
業
が
想
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
山
の
な
か
に
窯

場
を
移
し
十
分
な
燃
料
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
て
、

継
続
操
業
を
開
始
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、

木
葉
下
窯
跡
群
の
製
品
は
、
窯
跡
群
の
南
に
東
西
方
向

に
通
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
官
道
を
利
用
し
て
、
那な

賀か

郡ぐ
ん

衙が

方
面
へ
運
び
出
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

既
存
資
料
の
再
検
討　

二
〇
一
一
年
の
『
埋
文
だ
よ

り
』
三
五
号
に
お
い
て
、
ひ
た
ち
な
か
市
原
の
寺
瓦
窯

跡
と
奥
山
瓦
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
を
再
検
討
し

た
際
に
、
瓦
と
同
じ
粘
土
で
焼
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
須

恵
器
が
複
数
見
つ
か
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
瓦
窯
跡
周

辺
に
未
発
見
の
須
恵
器
窯
跡
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
再
検
討
に
よ
っ
て
既
存
資
料

の
再
評
価
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
笠
間
市
蜂ば

ち
ざ
わ
よ
う
せ
き

沢
窯
跡
出
土
須
恵
器
が
『
婆
良

岐
考
古
』
誌
上
で
資
料
紹
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
内
容
が
不
明
で
あ
っ
た
岩い

わ

間ま

窯よ
う
せ
き
ぐ
ん

跡
群
の
様
相
の
一
端

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
み
ま
し
た
。

出
土
し
た
遺
物
を
「
資
料
化
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、様
々

な
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。「
新

た
な
資
料
化
」
は
既
存
資
料
の
再
評
価
に
と
っ
て
と
て

も
重
要
な
の
で
す
。

（
佐
々
木
義
則
）

水戸市山田窯跡第 2 号窯断面



公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第
七
回

古
代
土
器
の
生
産
と
流
通

　

二
〇
一
四
年
二
月
十
六
日
か
ら
三
月
九
日
の
毎
週
日

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

第

七
回　

古
代
土
器
の
生
産
と
流
通
」を
開
催
し
ま
し
た
。

三
名
の
研
究
者
を
お
招
き
し
、
土
器
の
生
産
と
流
通
の

研
究
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
今

回
の
講
座
は
、
後
日
、
記
録
集
を
刊
行
す
る
予
定
で
す
。

月 / 日 演　　題 講　　師

2/16（日）
茨城県木葉下窯跡群産須恵器の
生産と流通

（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
佐々木　義則

2/23（日）
埼玉県南比企窯跡群産須恵器の
生産と流通

大東文化大学
渡辺　　一　氏

  3/2（日）
バリ島における土器の
生産と流通

早稲田大学
余語　琢磨　氏

  3/9（日）
群馬県域の土器の
生産と流通

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
桜岡　正信　氏

「勝
す ぐ ろ は い じ

呂廃寺をつくるための瓦を焼く

ために窯が必要になって，専門工

人を東海地方から呼んでつくらせ

たんですが，自分たちで作っていく

道が切り開けて工人集落をつくっ

た。なおかつここに交易の集落が

出来上がった。」

「流通圏が王国の範囲と一致して

いるのはすごく興味深いんですが，

王様がそういうふうにしたと考える

のは，早とちりだと思っていまして，

なぜかというとバリ島の物の流通

というのは，すごく地形に規制され

ます。」

「深谷とか伊勢崎といった利根川を

はさんだ一帯の地域が，武
むさしがたかめ

蔵型甕

の生産場所じゃないかなと考えて

います。それが広範囲に分布した

というのは，高機能なので，商品

として出回った可能性が高いと思っ

ています。」

大
東
文
化
大
学

　
　

渡わ
た
な
べ辺

　
　
一

は
じ
め 

氏

早
稲
田
大
学

　
　
余よ

ご語
　
琢た
く
ま磨 

氏

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

　
　
桜
さ
く
ら
お
か岡

　
正ま
さ
の
ぶ信  

氏

歴
史
の
小
窓　

そ
の
一
二

　

古
代
の
集
落
遺
跡
を
発
掘
し
て
い
る
と
、
有ゆ
う
だ
い台

の
杯つ

き

や
盤ば
ん

の
底
部
を
逆
さ
に
し
、
硯
す
ず
り
と
し
て
使
っ

て
い
る
も
の
が
、
時
々
出
土
し
ま
す
。
私
た
ち
は

そ
れ
を
「
転て

ん
よ
う
け
ん

用
硯
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

ひ
た
ち
な
か
市
武
田
西
塙

遺
跡
四
〇
号
住
居
跡
の
床

に
、
硯
に
転
用
し
た
須
恵
器

有ゆ
う
だ
い
つ
き

台
杯
が
置
か
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
で
、
こ
の
器
に
残

さ
れ
た
痕
跡
か
ら
、
ち
ょ
っ

と
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

硯
と
し
て
使
う

　

あ
る
日
、
使
い
始
め
て
ま
も
な
い
器
の
口
が
割

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
底
部
は
ま
だ
き
れ
い
だ
っ

た
の
で
、
あ
と
で
硯
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
考
え
、

底
部
周
辺
を
き
れ
い
に
打
ち
欠
き
、
と
っ
て
お
き

ま
し
た
。
や
が
て
祭
礼
の
日
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
日
、
神
様
へ
お
供
え
を
す
る
人
の
名
前
を
、

お
供
え
物
を
盛
り
付
け
る
土
器
に
書
く
の
で
す
。

そ
こ
で
、
棚
に
あ
っ
た
転
用
硯
を
取
り
出
し
て
き

ま
し
た
。
底
部
外
面
を
砥
石
で
簡
単
に
研
磨
し
た

あ
と
、
そ
の
部
分
で
墨
を
す
り
ま
し
た
。
そ
し
て

入
り
口
近
く
の
明
る
い
場
所
で
、
土
器
に
自
分
の

名
の
一
文
字
を
記
し
た
の
で
す
。・
・
・
ち
ょ
っ

と
想
像
し
過
ぎ
た
よ
う
で
す
。	

（
佐
々
木
義
則
）
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二
〇
一
三
年
度
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
に
お
い
て
は

市
内
遺
跡
調
査
の
ほ
か
、
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
の
範
囲

確
認
調
査
が
あ
り
ま
し
た
。
市
内
遺
跡
調
査
で
は
、
西

中
島
遺
跡
で
古
墳
時
代
後
期
と
平
安
時
代
の
住
居
跡
が

調
査
さ
れ
、
土
師
器
の
杯
や
甕
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し

ま
し
た
。
ま
た
堀
口
遺
跡
で
は
、
古
墳
時
代
中
期
と
平

安
時
代
の
住
居
跡
が
調
査
さ
れ
、
墨
書
土
器
や
砥
石
な

ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
の
範
囲
確

認
調
査
は
遺
跡
西
部
を
中
心
に
試
掘
調
査
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
全
体
的
な
様
相
の
解
明
へ
よ
り
近
づ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。	

	（
佐
々
木
義
則
）

№ 遺跡名 次数 所在地 月 種別 調査内容

1 雷
いかずち

遺跡 2 次 東石川 5月 試掘 溝 1条を確認。 遺物なし。

2 西
にしなかじま

中島遺跡 4 次 津田 6月 試掘 住居跡 2基（古墳 1， 平安 1）を確認。 縄文土器・土師器・須恵器・灰釉陶器・石器が出土。

3 堀
ほりぐち

口遺跡 13 次 堀口 7月 試掘 住居跡 2基（古墳）を確認。 土師器 ・鉄製品が出土。

4 市
いち

毛
げ

上
かみつぼ

坪遺跡 13 次 市毛 7月 試掘 住居跡 1基（古墳前期）を確認。 土師器が出土。

5 西
にしなかじま

中島遺跡 5 次 津田 8月 本調査 住居跡 2基（古墳 1， 平安 1）を調査。 土師器 ・須恵器 ・近代瓦 ・磁器が出土。

6 枯
かれまつ

松戸
ど

遺跡 3 次 中根 11月 試掘 溝 1条を確認。 弥生土器が出土。

7 雷
いかずち

遺跡 3 次 東石川 11月 試掘 住居跡 2基（古墳）を調査。 土師器が出土。

8 堀
ほりぐち

口遺跡 14 次 堀口 12月 試掘 住居跡 2基（古墳中期 1， 平安 1）， 溝跡 2条を確認。 土師器 ・須恵器が出土。

9 堀
ほりぐち

口遺跡 15 次 堀口 2 月 本調査 住居跡 4基（古墳中期 1， 平安 3）， 溝跡 1条を調査。 土師器 ・須恵器 ・砥石 ・鎌が出土。

10 柴
しば

田
た

遺跡 4 次 中根 2 月 試掘 住居跡 2基（縄文）， 土坑 4基（縄文）を確認。 縄文土器が出土。

11 足
たらざきてんじんやま

崎天神山遺跡 1 次 足崎 3 月 試掘 遺構 ・遺物なし。

2013（平成25）年度市内遺跡調査一覧表

第Ⅲｰ４号墓土器出土状況

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
の
調
査　

今
年
度
の
十
五
郎
穴
横

穴
墓
群
の
範
囲
確
認
調
査
は
、
笠か
さ
や谷
支
群
を
対
象
に
実

施
し
ま
し
た
。
こ
の
地
区
の
横
穴
墓
の
調
査
は
初
め
て

と
な
り
ま
す
。
ト
レ
ン
チ
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
新
た

に
横
穴
墓
を
三
八
基
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
の
結
果
か
ら
、
笠
谷
支
群
で
は
横
穴
墓
が
五
三
基
あ

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
十
五
郎
穴
横
穴
墓

群
の
西
端
を
確
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
で
、
当
横

穴
墓
群
の
横
穴
墓
の
分
布
範
囲
も
判
明
し
ま
し
た
。
そ

の
他
の
成
果
と
し
て
は
、
昨
年
度
の
調
査
で
初
め
て
確

認
さ
れ
た
玄げ
ん
し
つ室

内
の
礫れ
き
じ
き敷

を
第
Ⅵ
―
１
号
墓
で
も
確
認

で
き
た
こ
と
や
、
笠
谷
支
群
で
初
め
て
横
穴
墓
に
伴
う

遺
物
を
検
出
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
遺
物
は
第
Ⅲ

―
四
号
横
穴
墓
の
墓
前
域
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の
無

台
杯
形
土
器
二
点
で
す
。
時
期
は
八
世
紀
第
二
四
半
期

頃
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

二
○
○
七
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
調
査
は
、
い
よ
い

よ
大
詰
め
を
迎
え
、
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
の
全
体
像
が

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。	

（
稲
田
健
一
）

第Ⅵｰ１号墓玄室（礫敷）

0 3000m

西中島遺跡

市毛上坪遺跡

柴田遺跡

雷遺跡

足崎天神山遺跡

十五郎穴横穴墓群

枯松戸遺跡

堀口遺跡

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
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　堀口遺跡の発掘調査　　堀口遺跡は，ひた
ちなか市堀口にある，弥生時代から平安時代
にかけての集落跡です。この遺跡では多くの
発掘調査が実施されてきており，今回の調査
は第15次調査となります。古墳時代中期の
住居跡が１基，平安時代の住居跡が３基調査
されました。
　古墳時代中期の住居跡は，部分的な調査で
したが，真っ赤に焼けた炉跡が確認されまし
た。遺物は，試掘調査の際に出土した杯のほ
か，今回の調査では，高杯の破片も出土しま
した。
　また，平安時代の住居跡は，一辺３～４ｍ
ほどの大きさの竪穴住居跡でした。土器や砥
石，鎌などが出土しています。出土した土器
を洗ってみたところ，「武田新」という文字
が書かれた土器がありました。堀口遺跡は，
古代武田郷内に位置すると考えられています
ので，「武田」は武田郷のことではないかと
思われます。

　では「新」は何を示し
ているのでしょう。今回
の調査地は，小字名が「新
地坪（あらちつぼ）」とい
います。「新」が，この「新
地坪」を示しているとす
ると，この地名は古代ま

で遡ることになります。
　以前，武田遺跡群の調査でも，「久保」と
いう小字名を記した墨書土器が出土したこと
があります。私たちがふだん使っている地名
は，古代まで遡るものが意外と多くあるのか
もしれません。

平安時代の住居跡の調査

午後になると，隣の家の

影が竪穴住居跡を覆いま

す。強烈な夏の日差しを

さえぎってくれて，これ

は本当に助かりました。

ありがたや～

　西中島遺跡の発掘調査　　西中島遺跡は，
ひたちなか市津田にある，縄文時代から平安
時代にかけての遺跡です。この遺跡でいまま
でにおこなわれた発掘調査では，縄文時代後
期の土坑や，古墳時代後期・奈良時代・平安
時代の住居跡などが見つかっています。
　2013年度は，８月から９月にかけて，住
宅建築の事前調査が実施され，その結果，古
墳時代後期の住居跡 1 基と，平安時代の住居
跡 1 基が調査されました。
　古墳時代後期の第 1 号住居跡は，一辺4.5
ｍほどの竪穴住居でした。出土遺物は土師器
杯・甕のほか，甕を竃に据える際に台として
使う「支

し

脚
きゃく

」が竃から出土しました。
　ところで，この遺跡の近くまで，小さな谷
が那珂川低地から入り込んでいて，その谷頭
はジメジメしていました。どうやら，かつて
そこに湧水があったようです。飲み水の確保
は，古代の村にとってとても重要なことです。
井戸を持つ古代の村はごく少数なので，村の
近くの湧水は，とても大切にされたことで
しょう。現在，そのすぐ近くに神社があるこ
とも，もしかすると，この湧水と関係してい
たのかもしれません。

調査のひとこま



　

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
は
一
九
九
三
年
一
二
月

に
開
館
し
て
今
年
度
は
開
館
二
○
周
年
に
あ
た
り
ま

す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
二
○
一
四
年
一
月
二
五
日
（
土
）

に
明
治
大
学
博
物
館
学
芸
員
で
あ
り
当
市
の
史
跡
保
存

対
策
委
員
会
の
委
員
で
も
あ
り
ま
す
忽く

つ
な
け
い
ぞ
う

那
敬
三
先
生
を

講
師
と
し
て
お
迎
え
し
、「
馬
渡
埴
輪
製
作
遺
跡
の
調

査
」
と
題
し
た
記
念
講
演
会
と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
展

示
を
し
ま
し
た
。
展
示
で
は
、
修
復
部
分
に
経
年
劣
化

の
見
ら
れ
る
馬
渡
埴
輪
製
作
遺
跡
出
土
の
埴
輪
を
、
国

庫
補
助
事
業
で
修
復
し
た
も
の
な
ど
を
参
考
展
示
し
ま

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
開
館
二
〇
周
年
記
念
講
演
会

馬
渡
埴
輪
製
作
遺
跡
の
調
査

　
　
　
　
　
　
講
師
　
忽
那
敬
三
先
生

A 地区発掘調査の様子（1965年）調査中の大塚初重先生（右）

し
た
。当
日
は
寒
空
の
下
、

事
前
に
聴
講
を
申
し
込
ま

れ
た
方
々
が
多
数
来
場
さ

れ
、
忽
那
敬
三
先
生
に
よ

る
埴
輪
の
基
礎
知
識
か

ら
、
発
掘
調
査
の
話
、
埴

輪
の
種
類
な
ど
の
わ
か
り

や
す
く
興
味
深
い
話
に
聞

き
入
り
、
充
実
し
た
二
時

間
を
過
ご
さ
れ
た
の
で
し

た
。　
　

	

　
（
栗
田
昌
幸
）

ワンケース・ミュージアム 31　「絵になる埴輪」

（ポスター・チラシには池谷勝利氏の作品を使用しました）
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福島県双葉町

清戸廹横穴

吉野　高光

（双葉町教育委員会）

　

史
跡
・
清
戸
廹
横
穴
は
、
福
島
県
双
葉
郡
双
葉
町
大
字

新
山
字
清
戸
廹
三
○
四
―
一
に
所
在
す
る
。
前
田
川
の
右

岸
、
海
岸
平
野
の
奥
部
に
位
置
し
、
海
岸
か
ら
直
線
で
二
・

五
㎞
の
標
高
約
四
○
ｍ
と
清
戸
廹
横
穴
墓
群
の
中
で
最
も

高
い
丘
陵
斜
面
に
占
地
し
て
い
る
。

　

清
戸
廹
横
穴
墓
群
の
最
初
の
調
査
は
、
昭
和
二
五
年
の

八
号
横
穴
墓
の
調
査
に
始
ま
る
。
玄げ

ん
し
つ室
か
ら
は
頭か
ぶ
つ
ち椎
大た

ち刀
、

挂け
い
こ
う
こ
ざ
ね

甲
小
札
、
鉄
斧
、
勾
玉
、
土は

じ

き
師
器
な
ど
当
地
の
横
穴
墓

と
し
て
は
多
く
の
副
葬
品
が
出
土
し
た
。
昭
和
三
五
年
に

初
め
て
横
穴
墓
の
分
布
調
査
が
行
わ
れ
、
横
穴
墓
二
四
基
、

墳
丘
三
基
を
確
認
し
て
い
る
。

　

昭
和
四
二
年
に
は
双
葉
南
小
学
校
新
築
工
事
に
伴
う
発

掘
調
査
で
横
穴
墓
五
三
基
、
墳
丘
四
基
の
調
査
を
行
っ
て

い
る
。
掘
削
工
事
中
、
未
確
認
で
あ
っ
た
七
六
・
七
七
号
横

穴
墓
の
二
基
の
横
穴
墓
が
発
見
さ
れ
た
。
う
ち
七
六
号
横

穴
墓（
清
戸
廹
横
穴
）か
ら
は
壁
画
が
発
見（
一
一
月
三
日
）

さ
れ
、
翌
年
五
月
一
一
日
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

　

清
戸
廹
横
穴
は
、
掘
削
工
事
に
よ
っ
て
墓
前
域
が
破
壊

さ
れ
た
が
、
辛
う
じ
て
玄
門
か
ら
玄
室
部
分
が
残
っ
た
。

玄
室
の
平
面
形
は
幅
二
・
八
四
ｍ
、
奥
行
五
・
一
五
ｍ
の
ほ

ぼ
方
形
で
あ
り
、
高
さ
は
一
・
五
六
ｍ
で
断
面
形
は
か
ま
ぼ

こ
型
を
呈
し
て
い
る
。
玄
室
内
に
は
副
葬
品
は
見
ら
れ
ず
、

墓
前
域
も
破
壊
さ
れ
た
こ
と
で
造
営
時
期
は
判
断
で
き
な

い
が
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
の
時
期
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。

　

玄
室
奥
壁
に
描
か
れ
た
壁
画
は
、
筆
を
用
い
、
赤
色
の

ベ
ン
ガ
ラ
で
描
い
て
い
る
。
中
央
に
七
重
の
渦
巻
き
、
そ

の
右
に
手
を
か
ざ
し
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
手
を
か

ざ
し
た
人
物
は
七
六
㎝
あ
り
、
古
墳
及
び
横
穴
墓
の
壁
画

に
描
か
れ
て
い
る
人
物
と
し
て
は
国
内
最
大
で
あ
る
。
さ

ら
に
右
側
に
は
馬
に
乗
っ
て
疾
駆
す
る
人
物
が
み
ら
れ
る
。

渦
巻
き
の
下
に
は
狩
猟
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
狩
猟
風

景
は
、
親
子
の
シ
カ
、
そ
れ
に
向
か
い
合
う
猟
犬
と
背
後

の
立
地
す
る
丘
陵
上
に
作
り
出
さ
れ
る
墳
丘
状
の
マ
ウ
ン

ド
で
内
部
に
は
埋
葬
施
設
を
伴
わ
な
い
。
マ
ウ
ン
ド
は
墳

丘
墓
の
外
観
を
、
横
穴
墓
（
玄
室
）
は
横
穴
式
石
室
を
模

倣
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
二
年
当
時
の
調
査

で
円
墳
と
し
て
認
識
さ
れ
た
古
墳
が
あ
る
。
報
告
書
に
よ

る
と
内
部
施
設
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は

後
背
墳
丘
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
、
関

東
を
中
心
に
類
例
が
増
え
て
お
り
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

平
成
二
一
年
に
清
戸
廹
横
穴
の
保
存
事
業
に
着
手
し
た

が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
工
事
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
現
在
、
帰
還
困
難
区
域
の
中
に
あ
り
容
易
に
立

ち
入
れ
な
い
状
態
に
あ
り
、
壁
画
の
保
存
に
つ
い
て
憂
慮

さ
れ
て
い
る
。史跡清戸廹横穴　

き よ と さ く

清戸廹横穴奥壁図文

に
は
弓
を
持
ち
矢
を
放
っ
て
い
る
人
物

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ノ
シ

シ
と
思
わ
れ
る
動
物
に
向
か
う
鏃

や
じ
りも
表

現
さ
れ
て
い
る
。
中
央
よ
り
左
の
画
面

に
は
、
手
を
広
げ
た
人
物
と
ウ
シ
の
よ

う
な
動
物
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

平
成
二
一
年
に
清
戸
廹
横
穴
保
存
事

業
に
伴
う
玄
室
内
写
真
測
量
、
指
定
地

域
の
地
形
測
量
を
実
施
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
指
定
地
内
外
か
ら
後
背
墳
丘

と
考
え
ら
れ
る
マ
ウ
ン
ド
六
基
を
確
認

し
て
い
る
。
後
背
墳
丘
と
は
、
横
穴
墓

9
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三反田蜆塚貝塚の発掘調査を視察

　

勝
田
市
に
お
け
る
最
初
の
調
査
は
津つ

だ田
天て

ん
じ
ん
や
ま

神
山
遺
跡
で

あ
っ
た
。
調
査
責
任
者
は
伊
東
重
敏
氏
で
あ
る
。
茨
城
に

帰
っ
て
、
多
く
の
研
究
者
に
積
極
的
に
交
流
す
る
こ
と
に

努
め
た
。
そ
の
な
か
で
最
初
に
出
会
っ
た
の
が
伊
東
氏
で

あ
っ
た
。
当
時
の
勝
田
中
央
公
民
館
に
出
土
資
料
が
展
示

し
て
あ
り
、
そ
こ
で
会
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
発
掘
調
査

の
話
が
伊
東
氏
か
ら
出
さ
れ
、
協
力
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

勝
田
市
の
遺
跡
調
査
が
本
格
化
し
た
の
は
高
度
経
済
成

長
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
市
史
編
纂
事
業
が
展
開
さ

れ
て
い
た
。
調
査
し
た
主
な
遺
跡
に
は
原は

ら

の
寺て

ら

瓦
窯
跡
、

三み
た
ん
だ

反
田
遺
跡
、
原は

ら
や
ま山
遺
跡
、
遠と

お
ば
ら原
貝
塚
、
大お

お
ぬ
ま沼
経
塚
、
大お

お

平だ
い
ら

古
墳
等
が
あ
る
。

　

三
反
田
遺
跡　

三
反
田
遺
跡
は
三
反
田
小
学
校
の
敷
地

内
に
あ
る
。
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
井
上
義
安
氏
の
グ

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
資
料
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
重

要
性
に
つ
い
て
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
調
査
の
原
因
は

教
室
の
拡
張
工
事
に
伴
う
も
の
で
体
育
館
と
本
館
の
間
に

つ
い
て
五
次
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
古
墳
時

代
初
期
の
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
、
住
居
内
か
ら
完
全
形
の

土
器
が
多
数
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

原
の
寺
瓦
窯
跡	

原
の
寺
瓦
窯
跡
は
勝
田
三
中
の
深

谷
真
君
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
勝
田
市
史
編
纂
事
業
の

中
で
須
恵
窯
や
瓦
窯
跡
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
期
待
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
須
恵
器
に
つ
い
て
は
長
者
ヶ
谷
津
附
近

に
存
在
し
た
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
分
布
調
査
を
行
っ
た

が
不
明
で
あ
っ
た
。
瓦
窯
跡
に
つ
い
て
は
存
在
し
な
い
も

の
と
き
め
か
か
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
同
校
の
安
島
先

生
か
ら
生
徒
が
瓦
を
採
集
し
た
と
い
う
話
が
あ
っ
た
時
に

は
半
信
半
疑
で
現
地
調
査
を
行
っ
た
。
現
地
に
は
夥
し
い

布
目
瓦
片
が
採
集
さ
れ
、
状
況
か
ら
窯
跡
の
存
在
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。馬ま

わ
た
り渡
埴
輪
製
作
遺
跡
の
状
況
か
ら
工
房
跡
、

住
居
跡
、
粘
土
採
掘
坑
等
の
存
在
も
予
想
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
遺
構
の
検
出
も
視
野
に
入
れ
て
調
査
を
進
め
る
こ
と

に
し
た
の
で
あ
る
。

　

遠
原
貝
塚　

遠
原
貝
塚
も
縄
文
前
期
の
地
点
貝
塚
と
し

て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
遺
跡
の
一
つ
で
あ
る
。
小
規

模
な
貝
塚
が
数
地
点
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
地
点
貝
塚
と

言
う
。
貝
殻
は
住
居
跡
の
中
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
土
器
の

中
に
は
南
関
東
や
東
北
地
方
の
土
器
も
あ
り
、
当
時
の

人
々
が
広
範
囲
に
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
釣
針
や
各
種
の
装
身
具
な
ど
今
日
の
生
活
文
化

に
つ
な
が
る
も
の
も
多
く
、
人
々
の
歴
史
や
文
化
を
考
え

る
上
で
重
要
な
遺
跡
な
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
遺
跡
は
各
地
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
偶
然
に
発
見

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
偶
然
に
発
見
さ
れ
た
遺
跡
が
歴
史

を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し

た
遺
跡
を
ど
う
守
っ
て
い
く
か
が
今
日
の
課
題
で
あ
る
。

　

大
平
古
墳　

勝
田
市
の
文
化
財
行
政
の
転
機
と
な
っ
た

の
が
大
平
古
墳
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
保
護
行
政
は
市
文

化
財
調
査
委
員
会
に
あ
っ
た
。
委
員
会
は
大
平
古
墳
の
調

査
を
う
け
、
審
議
し
た
結
果
、
開
発
に
反
対
し
保
存
と
の

結
論
を
出
し
た
。
一
年
余
の
協
議
の
あ
と
市
長
決
裁
と
い

う
形
で
開
発
の
た
め
に
調
査
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に

し
て
文
化
財
調
査
委
員
会
は
文
化
財
保
護
審
議
会
と
名
称

を
変
え
諮し

問も
ん

機
関
に
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

＊ 川崎純徳氏のプロフィールは、連載第１回（『埋文だより』第29号）に掲載してあります。但し、茨城県考古学協会の会長を退任し、現在は顧問。

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路
第12回　勝田市の遺跡の調査（5）

川崎 純徳
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ひ
た
ち
な
か
市
に
は
、
現
在
四
五
ヶ
所
一
三
四
基
の

古
墳
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
古
墳
に
つ

い
て
は
、『
埋
文
だ
よ
り
』
の
中
で
「
ひ
た
ち
な
か
市

の
古
墳
」
と
し
て
紹
介
を
始
め
ま
し
た
。
展
示
で
は
、

『
埋
文
だ
よ
り
』
で
紹
介
す
る
古
墳
に
つ
い
て
、
解
説

パ
ネ
ル
や
出
土
し
た
遺
物
を
使
っ
て
、
古
墳
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り

ま
す
。
第
一
回
目
は
、
市
内
平
磯
地
区
に
所
在
す
る

三み
つ
づ
か

ツ
塚
古
墳
群
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

古
墳
群
の
概
要　

当
古
墳
群
は
平
磯
地
内
の
平
磯
中

学
校
敷
地
内
お
よ
び
周
辺
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
古
墳

群
の
名
称
は
、
大
き
な
古
墳
が
三
基
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
地
元
で
「
三
ツ
塚
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。
古
墳
の
数
は
円
墳
一
四
基
（
第
一
三
号

墳
は
帆
立
貝
形
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
）
で
構
成
さ
れ

ま
す
。
中
学
校
建
設
に
伴
い
一
一
基
が
湮
滅
し
た
た
め
、

現
在
は
第
一
一
・
一
三
・
一
四
号
墳
の
三
基
し
か
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
古
墳
の
規
模
は
、
直
径
一
○
～
二
○
ｍ
が

主
体
で
す
。
そ
の
他
に
、
五
○
ｍ
を
超
え
る
県
内
で
も

大
型
の
円
墳
が
二
基
（
第
一
二
・
一
三
号
墳
）
存
在
し

ま
す
。

　

発
掘
調
査
は
中
学
校
建
設
に
伴
い
、
一
九
四
九
年
と

一
九
五
七
年
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
埋

葬
施
設
で
は
、
箱は

こ
し
き
せ
っ
か
ん

式
石
棺
（
第
一
・
一
一
号
墳
）
や
竪た
て

穴
式
石
室
（
第
六
～
九
号
墳
）、
横
穴
式
石
室
（
第
二

号
墳
）
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
出
土
遺
物
で
は
、
円
筒

埴
輪
や
人
物
埴
輪
、
壺
形
埴
輪
、
須す

え

き

恵
器
、
土は

じ

き

師
器
、

大た

ち刀
、
鉄て
つ
ぞ
く鏃
、
ガ
ラ
ス
小
玉
、
石
製
模
造
品
な
ど
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
古
墳
の
時
期
は
、
第
一
二
号
墳
が
五

世
紀
初
め
、
第
八
号
墳
が
六
世
紀
前
半
、
第
二
号
墳
が

六
世
紀
末
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

日下ヶ塚古墳出土の埴輪＊

　

特
徴　

第
一
二
号
墳
や
第
一
三
号
墳
の
五
○
ｍ
を
超

え
る
大
型
古
墳
に
は
、
墳
丘
に
葺ふ

き
い
し石
が
み
ら
れ
ま
す
。

市
内
の
古
墳
で
は
、
川か

ご
づ
か

子
塚
古
墳
や
磯
い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
古
墳
群
、

入に
ゅ
う
ど
う道
古
墳
群
で
み
ら
れ
ま
す
が
、
他
の
古
墳
で
は
確

認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
古
墳
は
海
岸
線
に
位

置
し
て
い
ま
す
の
で
、
葺
石
は
海
を
望
む
古
墳
の
特
徴

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
第
一
二
号
墳
か
ら
は
、
二
つ
の
注
目
す
べ
き

遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
突
起
の
あ
る
蓋ふ

た

形

土
器
で
す
。
こ
の
蓋
形
土
器
は
、
底
に
孔
の
あ
る
壺
や

小
型
の
椀
と
組
み
合
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
類
例
の

少
な
い
土
器
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
壺
形
埴
輪
で
す
。

円
筒
状
の
細
長
い
胴
部
で
、
口
縁
部
が
二
段
に
大
き
く

開
き
ま
す
。
口
縁
部
や
胴
部
上
位
に
は
赤
彩
が
み
ら

れ
ま
す
。
こ
の
埴
輪
も
他
に
類
例
の
な
い
遺
物
で
す
。

最
近
の
調
査
で
は
、
那
珂
川
対
岸
の
大
洗
町
に
あ
る

日ひ
さ
げ
づ
か

下
ヶ
塚
古
墳
や
車
く
る
ま
づ
か塚
古
墳
で
似
た
よ
う
な
埴
輪
が
出

土
し
て
お
り
、
古
墳
の
時
期
か
ら
も
関
連
性
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
健
一
）

第13号墳（上）と

墳丘にみられる

葺石（左）

＊引用文献：蓼沼香未由 2013「日下ヶ塚（常陸鏡塚）古墳」『海浜型前方後円墳の時代』公益財団法人かながわ考古学財団13
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足た
ら
ざ
き崎
・
小こ

鍋な
べ
ざ
わ沢
遺
跡
の
縄
文
土
器

飛
田　

英
世

　

私
の
母
方
の
伯
父
は
、
那
珂
湊
の
考
古
マ
ニ
ア

で
あ
っ
た
。
藤
本
弥
城
先
生
が
近
所
に
お
住
ま
い

だ
っ
た
関
係
か
ら
、
よ
く
そ
の
「
お
供
」
を
し
た

そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
母
の
実
家
に
行
く
た

び
に
、
伯
父
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

小
学
校
の
卒
業
が
近
づ
い
て
い
た
こ
ろ
、
足
崎

の
親
せ
き
の
畑
か
ら
、
縄
文
土
器
が
出
た
、
と
い

う
こ
と
で
、
伯
父
と
行
っ
て
み
た
。
遺
跡
が
あ
る

の
は
中
根
と
三
反
田
だ
け
、
と
妙
な
思
い
込
み
の

あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
足
崎
か
ら
土
器
が
出
た
こ

と
自
体
、
不
思
議
で
あ
っ
た
。

　

当
初
、
完
形
の
土
器
に
見
え
た
が
、
下
半
分
が

刃
物
で
切
り
取
ら
れ
た
よ
う
に
、
欠
失
し
て
い

た
。
さ
ら
に
、
出
土
地
点
の
周
り
に
は
、
土
器
片

が
散
っ
て
い
る
は
ず
、
と
い
う
伯
父
の
意
見
に

従
い
、
霜
が
溶
け
て
、
ぬ
か
る
む
畑
を
探
し
回
っ

た
が
、
一
片
の
土
器
も
な
か
っ
た
。

　

た
っ
た
一
個
体
だ
け
、
忽
然
と
地
中
よ
り
現
れ

た
縄
文
土
器
、
そ
の
謎
は
、
四
〇
年
以
上
が
経
っ

た
今
で
も
、
私
の
な
か
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
謎
の

ま
ま
で
あ
る
。

＊寄贈者の皆様：池上保久氏・島田洋一氏・飛田英世氏・永井　清氏・西野国光氏・袴田昭孝氏・橋本勝雄氏・藤本　武氏・村上重雄氏・
　　　　　　　  望月友弘氏・谷田部順一氏　（50音順）

寄
贈
者
の
皆
様
（
＊
）
に
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
、
こ

こ
に
「
い
た
だ
き
も
の
。
２
」
を
ご
披
露
い
た
し
ま
す
。

披
露
し
ま
す
の
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま

で
に
い
た
だ
い
た
市
内
外
の
資
料
の
一
部
で
す
。

旧
石
器
　
細さ

い
せ
き
じ
ん

石
刃
・
細
石
刃
核か
く

・
植し
ょ
く
じ
ん
き

刃
器
の
レ
プ
リ
カ

と
石
斧
を
紹
介
し
ま
し
た
。
細
石
刃
は
カ
ッ
タ
ー
の
替

刃
の
よ
う
な
も
の
で
、
槍
先
な
ど
の
形
を
し
た
植
刃
器

に
は
め
込
ん
で
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日

本
で
は
証
拠
と
な
る
遺
物
は
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

シ
ベ
リ
ア
や
中
国
に
出
土
例
が
あ
り
ま
す
。
石
器
研
究

者
の
橋
本
勝
雄
氏
が
作
成
し
た
レ
プ
リ
カ
は
、
後う

し
ろ
の野
遺

跡
出
土
の
細
石
刃
を
解
説
す
る
助
け
に
な
り
ま
す
。
石

斧
は
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
製
で
笠
間
市
内
の
ロ
ー
ム
層
中

か
ら
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
　
ま
だ
発
掘
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
小こ

鍋な
べ
ざ
わ沢
遺

跡
の
土
器
、
縄
文
時
代
の
遺
物
の
少
な
い
東

ひ
が
し
は
ら原
遺
跡
の

土
器
、
発
掘
調
査
で
本ほ

ん
ご
う
ひ
が
し

郷
東
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物

と
接
合
す
る
土
器
片
。
い
ず
れ
も
、
今
後
当
該
遺
跡
を

理
解
す
る
助
け
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
岩
手
県
の

環
状
石
斧
は
、
県
内
で
は
数
点
の
出
土
例
は
あ
る
も
の

の
市
内
で
は
ま
だ
出
土
例
の
な
い
珍
し
い
資
料
で
す
。

新
潟
県
の
石せ

き
ぞ
く鏃
は
市
内
各
所
か
ら
出
土
す
る
石
鏃
と
の

比
較
資
料
と
な
り
ま
す
。

弥
生
時
代
　
東ひ

が
し
な
か
ね

中
根
遺
跡
群
は
弥
生
時
代
後
期
の
「
東

中
根
式
」
土
器
の
名
称
の
も
と
に
な
っ
た
遺
跡
群
で
す
。

寄
贈
さ
れ
た
二
つ
の
土
器
は
、
文
様
の
特
徴
と
出
土
位

置
か
ら
二
つ
で
一
つ
の
蓋ふ

た

付
土
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
土
器
が
契
機
と
な
っ
て
東
中
根
清し

み
ず水
遺
跡
の
第
四

次
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

古
墳
時
代
　
三み

反た
ん

田だ

下し
も

高た
か

井い

地
内
の
壺つ
ぼ

・
高た
か
つ
き杯
は
三
反

田
下
高
井
遺
跡
の
方

ほ
う
け
い
し
ゅ
う
こ
う

形
周
溝
墓ぼ

と
関
連
す
る
新
た
な
古

墳
の
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
し
た
。
津つ

田だ

西に
し

山や
ま

古
墳
群
の
壺
は
、
津
田
地
区
の
古
墳
時
代
前
期
集
落

の
広
が
り
を
考

え
る
材
料
と
な

り
ま
す
。
田た

彦び
こ

古
墳
群
の
人
物

埴
輪
は
茨
城
県

の
特
徴
で
あ
る

青
色
顔
料
で
彩

色
さ
れ
て
い
ま

す
。
以
前
に
寄

贈
さ
れ
て
い
る

埴
輪
と
の
関
連

が
考
え
ら
れ
ま

す
。（
菊
池
順
子
）
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展示資料紹介

　

今
回
、
Ｘ
線
写
真
撮
影
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
た
遺

物
は
、
虎と

ら
づ
か塚
古
墳
群
第
一
号
墳
出
土
大
刀
、
磯
い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
古

墳
群
第
二
四
（
旧
二
）
号
墳
出
土
大
刀
、
十じ
ゅ
う
ご
ろ
う
あ
な

五
郎
穴
横

穴
墓
群
館た
て
だ
し出

支
群
第
三
二
号
墓
出
土
大
刀
、
同
第
三
五

号
墓
出
土
鉄
製
品
等
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
そ
の
一
部

を
紹
介
す
る
。
な
お
Ｘ
線
写
真
撮
影
は
、
福
島
大
学
行

政
政
策
学
類
考
古
学
研
究
室
と
菊
地
芳
朗
氏
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
。

　
虎
塚
古
墳
群
第
一
号
墳
出
土
大
刀

　

当
遺
物
は
、
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
の
発
掘
調

査
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
し
た
古
墳
は
、
全

長
五
六
・
五
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
、
築
造
時
期
は
七
世

紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
横
穴
式
石
室
は
後
円
部
墳
丘

内
に
位
置
し
、
全
長
約
四
・
六
ｍ
、
幅
は
床
面
で
約
一
・

五
ｍ
、
高
さ
約
一
・
五
ｍ
を
測
る
。
石
室
壁
面
に
は
、

ベ
ン
ガ
ラ
に
よ
る
装
飾
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
石
室

内
か
ら
は
、
一
体
の
成
人
男
性
の
人
骨
と
、
大
刀
一
口
、

刀と
う
す子
一
口
、「
毛け
ぬ
き抜
形
鉄
器
」
一
点
、
鉄て
つ
ぞ
く鏃
一
点
、
槍や
り

鉋が
ん
な

一
点
、
透
か
し
の
あ
る
鉄
片
一
点
が
出
土
し
て
い

る
。
大
刀
は
、
遺
骸
の
胸
部
か
ら
腹
部
に
か
け
て
置
か

れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
上
写
真
）。

　

大
刀
は
、
外
装
の
残
存
状
況
が
き
わ
め
て
良
好
な
資

料
で
あ
る
。
全
長
は
把
つ
か
が
し
ら頭

部
の
一
部
が
欠
失
し
、
鞘さ
や
じ
り尻

金
具
が
遊
離
し
て
い
る
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
推
定
長

は
三
八
㎝
と
さ
れ
る
。
把
頭
部
に
は
銀
製
の
紐
通
し
環

が
み
ら
れ
る
。
把
部
は
、
把
頭
側
に
銅
製
の
責せ
め

金
具
、

鞘
口
側
に
銀
製
の
や
や
太
め
の
責
金
具
が
あ
り
、
そ
の

間
は
木
質
の
上
に
紐
が
巻
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

ひたちなか市出土の大刀

稲田　健一

虎塚古墳群第１号墳石室内大刀出土状況

－ X 線写真撮影調査報告－

に
、
把
部
全
体
に
黒
漆
が
塗
ら
れ
て
い
た
痕
跡
が
確
認

で
き
る
。
鞘
部
は
、
銀
製
の
鞘
口
金
具
と
二
つ
の
吊
金

具
が
装
着
さ
れ
て
お
り
、
把
部
と
同
様
に
木
質
の
上
に

は
黒
漆
と
思
わ
れ
る
も
の
の
付
着
が
み
ら
れ
る
。
遊
離

し
て
い
る
鞘
尻
金
具
は
、
銀
製
の
責
金
具
の
上
に
鉄
製

の
鞘
尻
金
具
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
な
観
察
か
ら
、
当
大
刀
は
、
全
体
に
黒

漆
が
塗
ら
れ
、
金
具
が
銀
色
に
輝
く
豪
華
な
大
刀
で
あ

る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

こ
の
大
刀
は
外
装
の
残
存
状
況
が
非
常
に
良
好
な
た図１　ひたちなか市大刀出土古墳・横穴墓の分布図
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図２　虎塚古墳群第１号墳出土大刀（実測図は報告書より転載）

め
、
刀
身
の
観
察
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

Ｘ
線
写
真
撮
影
を
実
施
し
、
刀
身
を
観
察
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
撮
影
の
結
果
、
銀
製
金
具
を
透
過
す
る
こ
と

が
出
来
ず
関ま
ち

部
の
形
状
は
判
明
し
な
か
っ
た
が
、
刀
身

の
お
お
よ
そ
の
姿
が
判
明
し
、
鋒
き
っ
さ
きの
形
状
（
図
２
Ａ
）

も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
把
部
の
刃
側
に
台
形
状

の
凹
み
（
図
２
Ｂ
）
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
磯
崎
東
古
墳
群
第
二
四
（
旧
二
）
号
墳
出
土
大
刀

　

当
遺
物
は
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
の
国
民
宿

舎
白
亜
紀
荘
（
現
・
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
白
亜
紀
）
建
設
に

伴
う
工
事
の
際
に
検
出
し
た
石
棺
内
か
ら
出
土
し
た
。

報
告
書
に
よ
る
と
、
古
墳
は
太
平
洋
戦
争
中
に
墳
丘
の

南
西
部
が
壊
さ
れ
て
い
た
た
め
詳
細
は
明
ら
か
に
出
来

な
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、調
査
に
よ
り
直
径
約
一
七
ｍ
、

高
さ
約
二
・
三
ｍ
の
円
墳
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
墳
丘

に
は
、埴
輪
列
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
石
棺
は
全
長
一
・

九
五
ｍ
、
幅
は
床
面
で
○
・
六
ｍ
、
深
さ
○
・
五
ｍ
を

測
る
。
前
後
の
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
の
自
然
石
を
用

い
、側
壁
は
自
然
石
が
三
段
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

床
面
に
は
厚
さ
三
㎝
の
粘
土
を
敷
き
、
そ
の
上
に
海
岸

の
白
色
礫れ
き

が
薄
く
敷
か
れ
て
い
た
。
石
棺
内
か
ら
は
一

体
分
の
人
骨
と
、
大
刀
一
口
、
骨こ
つ
ぞ
く鏃
一
四
点
、
鉄
鏃
一

○
数
点
が
出
土
し
て
い
る
。

　

今
回
調
査
を
実
施
し
た
大
刀
は
、
鞘
の
残
存
状
況

が
非
常
に
良
好
な
資
料
で
あ
る
。
残
存
長
は
七
四
・
八

㎝
を
測
る
。
鞘
部
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
残
存
し
て
お
り
、

六
一
・
八
㎝
あ
る
。
実
測
図
を
作
成
し
た
斉
藤
新
氏
に

よ
る
と
、鞘
の
形
状
は
鞘
尻
部
に
向
か
っ
て
太
く
な
り
、

鞘
尻
部
で
微
妙
な
段
差
を
付
け
て
鞘さ
や

尾お

金
具
が
あ
る
よ

う
な
効
果
を
持
た
せ
て
い
る
。
鞘
口
金
具
は
な
い
。
木

質
は
三
枚
合
わ
せ
で
、
側
面
二
枚
と
上
面
一
枚
で
構
成

さ
れ
る
。
鞘
表
面
に
は
植
物
の
蔓つ
た

が
隙
間
な
く
巻
き
付

け
ら
れ
て
お
り
、
鞘
口
部
に
近
い
部
分
は
皮
革
と
思
わ

れ
る
帯
状
の
物
が
巻
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
柄
元
部
に

は
柄
元
金
具
状
の
刀
装
具
が
あ
り
、
素
材
は
皮
革
の
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
刀
身
は
、
鞘
部
の
残
存
が

良
い
た
め
不
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
出
土
時
は
図
３
の

Ａ
の
部
分
で
鞘
が
破
損
し
て
い
た
た
め
内
部
観
察
が
可

能
で
、
こ
の
場
所
に
刀
身
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

Ａ

Ｂ

写真１　虎塚古墳群第１号墳出土大刀把部凹み

Ｂ
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図３　磯崎東古墳群第24号墳出土大刀（写真は実測図の裏側の面／

　　　  実測図は報告書より転載）

写真２　磯崎東古墳群第 24 号墳大刀出土

　　　　時の破断面（写真は図３のＡの断

　　　　面）
S=1/3

い
る
こ
と
か
ら
（
写
真
２
）、
短
い
刀
身
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
Ｘ
線
写
真

撮
影
に
よ
る
調
査
は
、
こ
の
よ
う
に
予
想
さ
れ
た
刀
身

の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
も
目
的
と
さ
れ
た
。

　

Ｘ
線
写
真
を
観
察
す
る
と
、
鞘
内
部
の
刀
身
を
は
っ

き
り
と
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
刀
身
の
長
さ
を
知

る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
こ

と
が
観
察
で
き
た
。
一
つ
は
、
図
３
の
Ｂ
に
目
釘
穴
と

思
わ
れ
る
孔
が
み
ら
れ
る
こ
と
。
二
つ
め
は
、
Ｃ
の
場

所
が
関
部
で
あ
る
こ
と
。
三
つ
め
は
、
Ｄ
に
鋒
と
思
わ

れ
る
形
状
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
め
に
つ
い

て
は
、
出
土
時
の
観
察
か
ら
刀
身
で
は
な
く
、
刀
身
状

に
削
ら
れ
た
鞘
内
部
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
刀
身
に
つ
い
て
は
、
元
々
短
身

で
あ
る
刀
を
鞘
に
収
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
、
あ
る

い
は
当
初
は
鞘
内
部
の
形
状
に
合
う
長
身
の
刀
（
推
定

長
七
一
㎝
）
で
あ
っ
た
が
、
破
損
す
る
な
ど
の
理
由
に

よ
り
短
身
に
な
っ
た
も
の
を
収
め
て
い
る
と
い
う
二
つ

の
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
館
出
支
群
第
三
二
号
墓
出
土
大
刀

　

当
遺
物
は
、
一
九
五
○
（
昭
和
二
五
）
年
に
未
開
口

の
状
態
で
確
認
さ
れ
た
横
穴
墓
の
玄げ
ん
し
つ室
内
よ
り
出
土
し

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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た
も
の
で
あ
る
。
出
土
し
た
横
穴
墓
は
、
平
面
形
逆
台

形
で
、
横
・
縦
断
面
は
ア
ー
チ
形
を
呈
す
。
規
模
は
、

主
軸
長
約
一
・
九
ｍ
、
最
大
幅
約
二
ｍ
、
高
さ
約
○
・

七
ｍ
を
測
る
。
玄
室
内
か
ら
は
、
大
刀
一
口
、
鉄
釘

三
六
点
、
把と
っ
て手

状
金
具
四
点
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

　

大
刀
は
、鞘
部
の
木
質
の
大
半
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、

金
具
類
の
残
存
状
況
は
良
好
な
資
料
で
あ
る
。
全
長
は

把
部
の
一
部
が
欠
失
し
て
い
る
た
め
不
明
で
あ
る
が
、

推
定
長
は
約
八
○
㎝
と
さ
れ
る
。
金
具
類
は
す
べ
て
銅

製
で
あ
る
。
把
頭
部
に
は
長
い
覆
輪
で
責
金
具
を
装
着

す
る
段
が
み
ら
れ
る
。
鍔つ
ば

は
小
型
で
、
把
縁
と
一
体
化

し
て
い
る
。
鞘
口
部
に
は
呑の
み
く
ち口
筒
金
を
双
そ
う
き
ゃ
く
あ
し
か
な
も
の

脚
足
金
物
で

留
め
て
い
る
。
鞘
部
に
は
、
も
う
一
点
の
双
脚
足
金
物

と
、
柏
葉
の
責
金
具
、
把
頭
に
似
た
形
状
の
鞘
尻
金

具
が
み
ら
れ
る
。
鞘
部
に
残
る
木
質
表
面
に
は
、
黒

漆
と
思
わ
れ
る
も
の
の
付
着
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
黒く

ろ
つ
く
り
の
た
ち

作
大
刀
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
外
装
か
ら
奈
良
県

正し
ょ
う
そ
う
い
ん
ぎ
ょ
ぶ
つ

倉
院
御
物
の
第
二
六
号
黒
作
大
刀
に
類
似
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る[

鴨
志
田
二
○
○
三]

。
大

刀
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
把
頭
・
鞘
尻
金
具
の
中
央
に

突
起
や
切
り
込
み
が
な
く
、
銅
製
双
脚
足
金
物
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
中
葉
と
推
定
さ

れ
る[

津
野
二
○
一
○]

。

　

こ
の
大
刀
は
外
装
の
残
存
状
況
が
わ
る
い
た
め
、
刀

身
の
観
察
は
比
較
的
出
来
る
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、

鋒
の
形
状
が
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｘ
線
写
真

撮
影
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
鋒
の
形
状
が
両
刃
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
津

野
仁
氏
か
ら
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

今
回
の
調
査
に
よ
り
、
三
点
の
資
料
に
つ
い
て
新
し

い
情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な

調
査
を
続
け
、
出
土
し
た
遺
物
の
よ
り
詳
細
な
情
報
を

探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

図４　十五郎穴横穴墓群館出支群第32号墓出土大刀

　　　（実測図は [ 津野 2010] より転載）

S=1/3

参
考
文
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○
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／
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仁
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○
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○
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｜
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虎
塚
古
墳
の
下
の
田
ん
ぼ
に
水
が
満
た
さ
れ
る
頃
、
道
ば
た
に

黄
色
い
花
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
ご
紹
介
す

る
ヘ
ビ
イ
チ
ゴ
で
す
。
こ
の
花
は
、
バ
ラ
科
キ
ジ
ム
シ
ロ
属
の
植

物
で
す
。
花
は
葉
の
脇
か
ら
出
て
、
花
弁
は
五
枚
で
黄
色
で
す
。

茎
は
地
面
を
張
っ
て
長
く
伸
び
、
葉
は
楕
円
形
で
、
ふ
ち
が
ギ
ザ

ギ
ザ
し
て
い
ま
す
。
花
が
終
わ
る
と
、
赤
い
実
を
つ
け
ま
す
。
実

に
毒
は
な
い
そ
う
で
す
が
、
美
味
し
く
も
な
い
そ
う
で
す
。

　

花
の
名
前
の
由
来
に
は
、
ヘ
ビ
が
食
べ
る
イ
チ
ゴ
と
か
、
ヘ
ビ

が
い
そ
う
な
場
所
に
生
育
す
る
と
か
、
イ
チ
ゴ
を
食
べ
に
来
る
小

動
物
を
ヘ
ビ

が
狙
う
か
ら

と
か
、
諸
説

あ
る
そ
う
で

す
。
ヘ
ビ
が

嫌
い
な
私
に

と
っ
て
は
、

こ
の
花
が
咲

く
頃
か
ら
古

墳
や
横
穴
墓

の
見
学
を
控

え
る
時
期
に

な
り
ま
す
。 

（
稲
田
健
一
）

埋文

センター
の

日

埋文

センター
の

日
2013 後

期

12  

ヘ
ビ
イ
チ
ゴ2011.4.24

10
月

3

弥
生
土
器
焼
成
実
験

／6

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑥
「
貝
の
考
古

学
」（
講
師
・
黒
住
耐
二
氏
）／1

0

水
彩

サ
ー
ク
ル
遊
画
資
料
写
生

／1
2

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑦「
住
居
の
考

古
学
」（
講
師
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／

1
6

台
風
26
号
被
害

／1
7

中
根
小
学
校
2
年
生
社
会
科
見

学

2
3

設
楽
健
太
氏
（
明
治
大
学
生
）
資
料
閲
覧

【
虎
塚
古
墳
他
出
土
鉄
鏃
】
／2

4

水
彩
サ
ー
ク

ル
遊
画
資
料
写
生
／2

7

田
彦
中
学
区

地
域
づ
く
り
の
会
見
学
／2

9

結
城
市

山
川
文
化
会
館
見
学
／
中
根
小
学
校
１

年
生
社
会
科
見
学

11
月

1

阿
字
ヶ
浦
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見

学ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
見
学
／
筑
波
大
学

生
見
学
／1

-
4

虎
塚
古
墳
一
般
公
開

2

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑧
「
壁
画
の
考
古

学
」（
講
師
・
堀
江
武
史
氏
）
／3

し
も

つ
け
風
土
記
の
丘
友
の
会
見
学
／4

ジ

オ
ツ
ア
ー
見
学
／6

か
す
み
が
う
ら
市

郷
土
資
料
館
よ
り
資
料
返
却
【
武
田
遺
跡
群

ほ
か
炭
化
種
実
】
／6

-
7

勝
田
第
三
中
学
校

2
年
生
職
場
体
験

7

三
反
田
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

／
毎
日
旅
行
見
学
／
壬
生
町
は
に
わ

会
見
学
／7

-
1
0

虎
塚
古
墳
一
般
公
開

／8

群
馬
県
渋
川
市
公
民
館
見
学
／9

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑨
「
土
の
考
古
学
」

（
講
師
・
田
村
憲
司
氏
）
／1

0

埴
輪
研

究
会
見
学
／1

6

ひ
た
ち
な
か
市
史
跡

保
存
対
策
委
員
会
／1

7

ワ
ン
ケ
ー
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
29
「
ひ
た
ち
な
か
市
の

古
墳
を
探
る
１
」
終
了
／2

0
-
2
1

大
島

中
学
校
2
年
生
職
場
体
験
／
佐
野
中
学

校
2
年
生
職
場
体
験
／2

0

ひ
た
ち
な

か
ふ
る
さ
と
塾
～
史
跡
編
～
（
於
ワ
ー
ク
プ

ラ
ザ
）「
ひ
た
ち
な
か
市
の
古
墳
時
代
の

遺
跡
」／2

1

ひ
た
ち
な
か
ふ
る
さ
と
塾

～
史
跡
編
～
（
於
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
）「
ひ
た
ち

な
か
市
の
奈
良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
」

／2
3

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
30
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「
い
た
だ
き
も
の
。
２
〜 2

0
1
0
-
2
0
1
3

年
度
寄
贈
資
料
〜
」開
始
／2

3

ふ
る
さ

と
考
古
学
⑩
「
フ
ィ
ー
ル
ド
探
検
」（
講

師
・
矢
野
徳
也
氏
）／2

8

雷
遺
跡
・
枯

松
戸
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

3
0

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑪
「
食
の
考
古

学
」（
講
師
・
田
野
島
万
由
子
氏
）

12
月

1

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑫
「
と
っ
て
も
楽

し
い
考
古
学
」（
講
師
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ

氏
）
／3

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
試
掘
調

査
開
始
／
那
珂
市
文
化
支
援
協
議
会
見

学
／5

雷
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／6

茨

城
県
立
歴
史
館
よ
り
資
料
返
却
【
乳
飲
み

児
埴
輪
ほ
か
】
／
枯
松
戸
遺
跡
試
掘
調
査
終

了
／1

0

東
石
川
小
学
校
5
年
生
校
外

学
習
／1

3

常
陸
太
田
市
幸
久
公
民
館

見
学
／
遊
久
俳
句
会
見
学

1
7
-
2
1

堀
口
遺
跡
試
掘
調
査

1
月

1
5

石
塚
勝
氏
資
料
寄
贈
【
佐
和
地
内
採
集

土
器
】
／
水
沼
美
代
氏
資
料
寄
贈
【
部
田
野

地
内
採
集
土
器
・
石
器
】
／1

7

ワ
ン
ケ
ー
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
30
終
了
／2

5

埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
開
館
二
〇
周
年
記

念
講
演
会（
講
師
・
忽
那
敬
三
氏
）

2
6

第
11
回
企
画
展
「
常
陸
国
の
須
恵
器

生
産
」
開
始
／3
1

第
6
回
記
録
集
『
弥

生
時
代
後
期
の
北
関
東
』発
行

2
月

1
6

ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
第
7
回

①
「
茨
城
県
北
半
部
の
須
恵
器
流
通
」

（
講
師
・
佐
々
木
義
則
）
／1

8

堀
口
遺

跡
本
発
掘
調
査
開
始
／2

3

ひ
た
ち
な

か
市
の
考
古
学
第
7
回
②
「
埼
玉
県
南

比
企
窯
跡
群
産
須
恵
器
の
生
産
と
流

通
」（
講
師
・
渡
辺
一
氏
）／2

5

柴
田
遺

跡
試
掘
調
査
開
始

3
月

2

ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
第
7
回
③

「
バ
リ
島
に
お
け
る
土
器
の
生
産
と
流

通
」（
講
師
・
余
語
琢
磨
氏
）
／6

水
戸

市
埋
文
セ
ン
タ
ー
貝
塚
塾
見
学
／7

柴

田
遺
跡
試
掘
調
査
・
堀
口
遺
跡
本
発
掘

調
査
終
了
／9

ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古

学
第
7
回
④
「
群
馬
県
域
の
土
器
の
生

産
と
流
通
」（
講
師
・
桜
岡
正
信
氏
）
／

1
1
-
1
2

足
崎
天
神
山
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
4

『
平
成
25
年
度
市
内
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
』発
行
／2

0

十
五
郎
穴
横
穴
墓

群
試
掘
調
査
終
了
／2

2

ワ
ン
ケ
ー
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
31
「
絵
に
な
る
埴
輪
ー
水

彩
サ
ー
ク
ル
遊
画
が
描
い
た
井
上
廣
明
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
ー

」
開
始
／2

7
-
3
0

虎
塚
古
墳
一
般
公

開
／3

1

『
埋
文
だ
よ
り
』第
40
号
発
行

月 開館
日数

個人 団体 計
（人） （団体） （人） （人）

10 月 27 176 9 （2） 226    （70） 402
11 月 26 1006 24 （4） 465    （70） 1471
12 月 23 68 7 （1） 159       （8） 227

1 月 23 123 3 （0） 52       （0） 175
2 月 24 83 6 （0） 127       （0） 210
3 月 26 522 7 （0） 133       （0） 655

合計 149 1978 56 （7） 1162 （148） 3140

入 館 者 状 況（2013.10.1. ～ 2014.3.31）

（　）内は学校数

　ひたちなか市埋蔵文化財調査センター及び（公
財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社が開
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://business4.plala.or.jp/h-lcs/

　

公
開
講
座「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」が
七
回
を

数
え
た
。
公
社
が
セ
ン
タ
ー
事
業
を
受
託
す
る
の
を

機
に
、
名
称
を「
や
さ
し
い
埋
蔵
文
化
財
講
座
」か
ら

変
更
し
て
実
施
し
た
回
数
だ
。
た
だ
名
称
を
変
更
し

た
だ
け
で
は
な
い
。
毎
回
の
講
座
の
内
容
を
刊
行
物

と
し
て
記
録
化
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

講
師
の
方
々
に
は
、
実
際
の
講
座
か
ら
記
録
集
の
刊

行
ま
で
の
お
付
き
合
い
を
了
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
る
。
大
変
な
負
担
に
違
い
な
い
。
割
に
合
わ
な

い
手
間
暇
だ
け
で
な
く
、
後
か
ら
も
講
義
の
質
を
問

わ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
全
て
快
諾
の
も
と
に
記

録
集
を
刊
行
し
て
き
た
。
ラ
イ
ブ
が
収
録
さ
れ
る
コ

ン
サ
ー
ト
と
な
れ
ば
、
演
者
も
張
り
切
ら
ざ
る
を
得

ま
い
、
と
い
う
魂
胆
は
見
透
か
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

各
講
座
の
冒
頭
に
は
、
講
師
に
よ
る
自
己
紹
介
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
主
催
者
が「
先
生
」を
紹
介
す
る
の

が
常
道
。
邪
道
な
が
ら
、「
Ｑ
１　

考
古
学
に
興
味
を

持
っ
た
き
っ
か
け
」、「
Ｑ
２　

考
古
学
を
学
ん
だ
経

緯
と
恩
師
」、「
Ｑ
３　

研
究
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
」

と
い
う
三
つ
の
問
に
、
自
ら
答
え
て
い
た
だ
く
こ
と

が
、
公
開
講
座「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」の
名
物

と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
趣
向
は
、
第
一
回
に

代
役
で
司
会
を
担

当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
講
師
の

略
歴
と
業
績
を
調

べ
る
の
が
億お
っ

劫く
う

で

誕
生
し
た
。

（2014.2.16）

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪
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