
人骨のクリーニング作業に見入る　　小学校の団体見学が多い時期に合せて，三反田蜆塚貝塚
から出土した埋葬人骨のクリーニング作業を公開しました。アメリカには，恐竜化石のクリーニン

グ作業を見せている自然史博物館が少なくありません。企画展のヒントは，その辺りにありました。

人の骨を見るのも初めてという児童がほとんどです。ガラスに額をつけ食い入るように見つめてい

ます。｢やってみたい｣ という声が聞こえてきました。

（2008.6.27　高野小学校 6 年生社会科見学） 
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第 2 回企画展　三反田蜆塚貝塚人骨のクリーニング

「出会い、別れ、そして夢考古学の旅路」第１回 考古学との出会い（川崎純徳）

１ケース・ミュージアム 8　加曽利と堀之内 １ケース・ミュージアム 9　ひたちなか市域の石製模造品

「千葉県の貝塚散歩」に参加して（臼井克夫） 「ふるさと考古学」をお手伝いするまで（綿引逸雄）

展示資料紹介　三ツ塚古墳群の鉄鏃（稲田健一）

ひたちなか市の遺跡② 勝田一中学区編１ 歴史の小窓① カスこそ宝…？

虎塚古墳花便り① ヤマユリ ほか
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第２回企画展

　三
み

反
た ん

田
だ

蜆
し い

塚
づ か

貝塚人骨のクリーニング
　　2008 年 5 月 13 日 ( 火 ) － 8 月 19 日 ( 火 )

発掘時の状況　現地での観察と記録が完了したら，人骨は

取り上げられます。1982 年度調査の第１号人骨は，骨格

の残りがかなり良いことから，埋葬状態のまま保存されて

いました。

　
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
の
人
骨

　

三
反
田
蜆
塚
貝
塚
を
学
界
に
初
め
て
報
告
し
た
の
は
、

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
大
矢
透
と
お
る
で
し
た
。
大
矢
は
、

後
に
国
語
学
者
と
し
て
大
成
し
た
人
で
す
。
同
年
の
八
月
、

脚か
っ
け気
の
転
地
療
養
の
た
め
に
水
戸
市
に
滞
在
し
て
い
た
大

矢
は
、
平
磯
に
遊
ぶ
た
め
小
舟
を
雇
っ
て
那
珂
川
を
下
っ

て
い
ま
し
た
。
岸
か
ら
呼
び
止
め
る
者
が
あ
り
、
舟
を
岸

に
着
け
る
と
、
そ
こ
が
三
反
田
で
し
た
。
大
矢
は
、
目
的

地
を
磯
崎
に
変
更
し
て
歩
き
始
め
ま
す
。
坂
を
上
り
、
し

ば
ら
く
行
く
と
老
婆
と
子
供
に
出
会
い
ま
し
た
。
こ
こ
か

ら
の
会
話
の
記
録
に
、
大
矢
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
て
い
ま

す
。
ひ
た
ち
な
か
市
域
の
当
時
の
方
言
が
文
字
で
残
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
引
用
し
て
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。「
コ
ノ
ヘ
ン
ニ
何
カ
古
イ
塚
デ
モ
ナ
イ
カ
イ
」
と
尋
ね

る
と
、「
今
デ
モ
カ
エ
ッ
コ
ノ
ア
ル
塚
ガ
ア
ン
ベ
ー
ヨ
」「
オ

ラ
ー
オ
ッ
セ
テ
ヤ
ン
ベ
イ
」
と
案
内
し
て
く
れ
ま
す
。
辿

り
着
い
て
み
る
と
、
そ
こ
は
「
路
上
圃
面
貝
殻
満
布
し
縄

紋
土
器
の
破
片
其
間
に
散
在
す
る
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ

た
そ
う
で
す
。「
草
菜
の
中
土
器
の
残
缺
累
々
堆
積
せ
り
余

手
を
以
て
搔
き
別
け
中
に
就
い
て
形
稍
大
な
る
も
の
紋
理

の
異
な
る
も
の
四
十
八
枚
と
上
膊
骨
と
覚
し
き
人
骨
一
片

を
択
び
取
れ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
遺
物
を
採
集
し
た
こ

と
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
く
の
畑
を
耕
作
す

る
地
主
か
ら
は
、「
此
畑
カ
ラ
ワ
ッ
チ
ノ
宅
地
カ
ケ
テ
二
三

反
一
面
ニ
貝
殻
ガ
埋
（
ノ
マ
ツ
）
テ
井
ス
ガ
、
ホ
ッ
ケ
エ
ス

ト
折
々
骨
（
コ
ツ
）
ナ
ド
ガ
デ
ヤ
ン
ス
コ
ト
モ
ゴ
ン
ザ
リ
ヤ

ン
ス
」
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
偶
然
に
も
訪
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
が
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
で
あ
り
、
大
矢
は
那
珂
川

流
域
に
お
い
て
最
初
に
発
見
さ
れ
た
貝
塚
の
報
告
を
残
す

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
既
に
人
骨
に
つ
い
て
の

記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。

　

三
反
田
蜆
塚
貝
塚
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
若

林
勝か
つ

邦く
に

、
一
九
五
一（
昭
和
二
六
）
年
に
勝
田
町
郷
土
史
編

纂
委
員
会
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
に
早
稲
田
大
学
の

西
村
正ま
さ

衛え

、
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
に
藤
本
弥や
じ
ょ
う城
が

学
術
調
査
を
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
か
ら
現
在
ま
で

に
市
教
育
委
員
会
が
七
次
に
及
ぶ
行
政
発
掘
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
り
、
判
明
し
て
い
る
だ
け

で
二
〇
体
を
超
え
る
埋
葬
人
骨
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
埋

葬
姿
形
に
は
伸し
ん
て
ん
そ
う

展
葬
が
四
体
，
屈く
っ
そ
う葬
が
八
体
の
ほ
か
に
、

座
葬
と
報
告
さ
れ
た
も
の
が
一
体
あ
り
ま
す
。
市
教
育
委

員
会
が
実
施
し
た
一
九
八
一（
昭
和
五
六
）
年
度
の
調
査
で

は
伸
展
葬
の
人
骨
一
体
、
一
九
八
二（
昭
和
五
七
）
年
度
の

調
査
で
は
屈
葬
の
人
骨
二
体
が
、
薬
品
を
使
用
し
た
処

理
で
周
囲
の
土
壌
ご
と
固
め
ら
れ
、
そ
っ
く
り
切
り
取
る

よ
う
に
し
て
遺
跡
か
ら
運
び
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま

二
五
年
以
上
が
経
過
し
た
人
骨
に
は
破
損
と
劣
化
が
見
ら

れ
、
ま
た
、
土
壌
に
貼
り
付
い
た
ま
ま
で
は
人
骨
の
観
察

も
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
埋
葬
状
態
を
細
か
な

と
こ
ろ
ま
で
観
察
し
て
図
面
を
取
り
直
し
、
骨
を
土
壌
か

ら
分
離
さ
せ
て
、
一
つ
一
つ
の
骨
を
観
察
で
き
る
状
態
に
し

て
保
存
し
ま
す
。
作
業
と
は
い
え
新
た
な
知
見
を
も
た
ら

す
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
調
査
の
続
き
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。 

（
鈴
木
素
行
）
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　ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
作
業

　

今
回
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
行
っ
た
人
骨
は
、

一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
度
、
市
教
育
委
員
会
発
掘

調
査
時
に
検
出
さ
れ
た
四
体
の
人
骨
の
う
ち
、｢

第
一

号｣

と
い
う
番
号
を
付
け
ら
れ
た
人
骨
で
す
。

　

検
出
さ
れ
た
状
況
と
し
て
は
仰あ
お
む向
け
の
状
態
で
、
頭

は
西
の
方
角
へ
向
い
て
い
ま
し
た
。
顔
は
自
身
の
左
側

を
向
き
、
両
足
は
折
り
た
た
ん
で
、
膝
を
左
足
側
に
倒

し
て
い
た
た
め
、
左
足
の
上
に
右
足
が
重
な
っ
て
い
ま

し
た
。
い
わ
ゆ
る｢

仰
臥
屈
葬
（
ぎ
ょ
う
が
く
っ
そ
う
）

｣

と
い
う
埋
葬
姿
形
で
す
。
左
手
は
伸
ば
し
た
状
態
で

体
の
横
に
、
右
手
は
肘
か
ら
先
を
左
手
側
に
曲
げ
、
胸

の
上
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
足
や
手
の
指
の
骨
が
い
く

つ
か
無
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
骨
が

残
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
の
手
順
と
し
て
は
、
発
掘
現
場

で
行
う
調
査
と
同
様
に
、
骨
を
動
か
さ
な
い
よ
う
に
注

意
し
な
が
ら
で
き
る
だ
け
周
囲
の
土
を
取
り
除
い
て
、

骨
の
形
が
見
え
る
よ
う
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
取

り
除
い
た
土
は
後
で
ふ
る
い
に
か
け
な
が
ら
洗
い
、
乾

燥
さ
せ
、
細
か
な
遺
物
が
入
っ
て
い
な
い
か
を
調
べ
る

た
め
に
採
っ
て
お
き
ま
す
。
骨
の
形
が
き
れ
い
に
出
た

ら
、
そ
の
状
態
を
写
真
と
図
面
に
記
録
し
ま
す
。

　

図
面
を
取
り
終
え
た
ら
、
図
面
と
そ
れ
ぞ
れ
の
骨
を

対
応
さ
せ
る
た
め
骨
に
番
号
を
付
け
、
そ
れ
を
図
面
に

書
き
入
れ
な
が
ら
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。
い
く
つ
も

の
骨
が
重
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
上
の
骨
を
取
り
上
げ

た
後
、
再
び
下
の
骨
の
形
を
き
れ
い
に
出
し
、
写
真
と

図
面
に
記
録
し
て
骨
を
取
り
上
げ
る
、
と
い
う
作
業
を

何
度
も
繰
り
返
し
ま
す
。

　

す
べ
て
の
骨
の
取
り
上
げ
が
終
了
し
た
ら
、
今
度
は

そ
の
骨
に
付
着
し
て
い
る
土
を
落
と
し
て
い
き
ま
す
。

土
器
な
ど
は
水
で
洗
浄
し
ま
す
が
、
骨
の
場
合
は
新
聞

紙
な
ど
で
包
ん
で
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
、
柔
ら
か
い
歯
ブ

ラ
シ
や
ハ
ケ
な
ど
を
使
っ
て
土
を
取
り
除
き
ま
す
。
今

回
の
人
骨
は
す
で
に
乾
燥
し
て
い
た
の
で
、
す
ぐ
に
そ

の
作
業
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
が
、
骨
に
薬
品
が
塗
布

さ
れ
て
お
り
、
土
も
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、

ア
セ
ト
ン
と
い
う
薬
品
で
溶
か
し
な
が
ら
取
り
除
き
ま

し
た
。
割
れ
て
い
る
骨
は
土
を
落
と
し
て
か
ら
接
合
し

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
一
つ
一
つ
の
骨
に
行
い
、

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
は
終
了
し
ま
す
。

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
た
骨
は
、
ど
こ
の
部
位
（
例
え
ば

｢

右
手
人
差
指
の
先
端｣

な
ど
）
の
骨
な
の
か
を
判
別
し

て
、
残
っ
て
い
る
部
位
と
無
く
な
っ
て
い
る
部
位
を
調

べ
ま
す
。
図
面
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
無
く
な
っ

て
い
る
部
位
や
、
本
来
あ
る
べ
き
位
置
か
ら
移
動
し
て

し
ま
っ
て
い
る
骨
を
調
べ
て
み
る
と
、
後
か
ら
何
ら
か

の
力
が
加
わ
っ
た
位
置
や
方
向
な
ど
を
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
今
回
は
左
手
首
か
ら
先
の
骨
が
体
の
右

側
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
、
右
膝ひ
ざ

の
お
皿
の
骨
が
左

手
首
の
方
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
、
背
骨
の
骨
が
い
く

つ
か
右
側
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
体
の
左

側
か
ら
上
・
右
の
方
向
に
骨
を
動
か
す
よ
う
な
力
が
加

わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

　

埋
葬
さ
れ
た
時
期
と
し
て
は
、
人
骨
が
検
出
さ
れ
た

土
層
と
同
じ
層
位
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
型
式
か
ら
判

断
し
て
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
～
後
期
初
頭
と
い
う
時

代
幅
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
後
期
初
頭
の
土
器

に
関
し
て
は
出
土
数
も
少
な
く
、
上
の
層
か
ら
の
紛
れ

込
み
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
人
骨
に
つ

い
て
は
縄
文
時
代
中
期
後
半
、
今
か
ら
四
〇
〇
〇
年
く

ら
い
前
に
生
活
し
て
い
た
人
の
骨
だ
と
考
え
て
良
い
と

思
わ
れ
ま
す
。 

（
小
松
﨑
恵
子
）

真上から見た骨の位置　左膝のお皿の骨の位置と比べて、右膝

のお皿の位置がかなり移動していることがわかります。

0 20cm

右膝のお皿の骨

左膝の

お皿の骨

3



　

写
真
の
遺
物

は
な
ん
で
し
ょ

う
。
溶
岩
？　

惜
し
い
！　

こ

の
遺
物
が
出
土

し
た
場
所
は
、

ひ
た
ち
な
か
市

馬
渡
の
後
谷
津

（
う
し
ろ
や
つ
）製
鉄
遺
跡
で
す
。
こ
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ

た
、
奈
良
時
代
の
初
め
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
製
鉄
炉
か
ら
出

土
し
ま
し
た
。
そ
う
、
こ
れ
は
、
砂
鉄
を
溶
か
し
て
鉄
を
造

る
時
に
出
る
、
鉄
の
カ
ス
な
の
で
す
。「
鉄
滓
（
て
っ
さ
い
）」

と
い
い
ま
す
。
溶
け
て
流
れ
出
て
固
ま
っ
た
感
じ
の
こ
の

鉄
滓
は
、「
流
出
滓
（
り
ゅ
う
し
ゅ
つ
さ
い
）」
に
分
類
さ
れ
、

製
鉄
炉
が
高
温
を
維
持
し
、
順
調
に
進
ん
だ
様
子
を
私
た
ち

に
教
え
て
く
れ
ま
す
。「
カ
ス
」
だ
っ
て
、
そ
こ
に
存
在
す
る

理
由
が
必
ず
あ
る
も
の
で
す
。

　

古
墳
時
代
の
頃
に
日
本
で
開
始
さ
れ
た
鉄
造
り
は
、
奈
良

時
代
、
茨
城
の
地
に
も
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
製
鉄

炉
は
、
調
査
例
が
ま
だ
少
な
く
、
県
内
で
は
ま
だ
四
遺
跡
し

か
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
貴
重
な
遺
跡
の
一
つ
が
、
私

た
ち
の
ひ
た
ち
な
か
市
に
あ
る
、
後
谷
津
製
鉄
遺
跡
な
の
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）
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書
』

 

　人
骨
か
ら
わ
か
る
こ
と

　

死
ん
だ
人
が
焼
か
れ
る
こ
と
な
く
埋
葬
さ
れ
る
と
、

そ
の
多
く
は
土
に
返
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
特
に
日
本
の

よ
う
に
酸
性
に
傾
い
た
土
壌
で
は
そ
の
ス
ピ
ー
ド
は
早

く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
よ

う
な
遺
存
状
態
の
良
好
な
人
骨
が
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

こ
と
は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
で
は
こ
の
人

骨
（
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
一
九
八
二
年
度
第
一
号
人
骨
）

か
ら
何
が
わ
か
る
の
か
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

骨
盤
を
形
成
す
る
骨
の
形
態
的
特
徴
か
ら
性
別
は
、

女
性
と
判
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
腕
の
骨
な
ど
に
は

筋
肉
が
た
く
さ
ん
付
い
て
い
た
痕
跡
が
あ
り
、
か
な
り

が
っ
し
り
し
た
体
格
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
身
長
は
、
遺
存
し
て
い
た
大だ
い

腿た
い

骨こ
つ

の
長
さ
か
ら

一
五
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

年
齢
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
部
位
の
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
が
終
了
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不

明
で
す
。
し
か
し
、
鎖さ

骨こ
つ

の
骨
が
完
成
し
て
い
る
こ
と

か
ら
三
〇
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。

　

歯
の
咬こ
う

耗も
う
（
＝
磨
り
減
り
度
合
い
）
は
、
年
齢
推
定

に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

人
物
の
場
合
、
咬
耗
は
著
し
く
、
歯
の
エ
ナ
メ
ル
質
の

下
に
あ
る
象
牙
質
も
か
な
り
露
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
こ
の
場
合
は
、
加
齢
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
食
性

や
慣
習
的
な
も
の
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

骨
か
ら
そ
の
人
物
が
生
前
患
っ
た
病
気
の
痕
跡
（
＝

古
病
理
学
的
所
見
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
虫
歯
と
骨
関
節
症
の
所
見
が
確
認
で
き
て
い
ま

す
。
ど
ん
ぐ
り
な
ど
を
食
べ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
縄
文

時
代
の
人
び
と
に
は
虫
歯
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
右
肘
と
右
膝
の
関
節
面
が
変
形
し
て
い
ま

す
。
右
側
の
み
に
こ
の
種
の
病
変
が
見
ら
れ
る
の
は
興

味
深
い
こ
と
で
す
。

　

最
終
的
に
こ
の
人
骨
の
所
見
を
提
示
す
る
の
は
、
現

在
進
行
中
で
あ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
の
終
了
を
待
っ

て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
中
間
報
告
と

し
て
、
現
段
階
で
明
ら
か
に
で
き
る
内
容
を
示
し
て
お

き
ま
し
た
。
今
後
の
調
査
研
究
成
果
を
楽
し
み
に
し
て

い
て
く
だ
さ
い
。 

（
谷
畑
美
帆
）

三反田蜆塚貝塚人骨の虫歯　下顎の左側は犬歯・小臼歯

の歯冠下に穴があき，大臼歯が１つ脱落しています。

歴
史
の
小
窓　

そ
の
一

　カ
ス
こ
そ
宝
…
？
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二
〇
〇
八
年
五
月
一
六
日
に
実
施
し
た
遺
跡
め
ぐ
り

｢

千
葉
県
の
貝
塚
散
歩｣

の
参
考
展
示
と
し
て
、｢
加
曽

利
と
堀
之
内｣

を
開
催
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
千
葉

県
の
地
名｢

加か

そ

り

曽
利｣

｢

堀ほ
り
の
う
ち

之
内｣

が
、
そ
こ
で
発
見

さ
れ
た
貝
塚
の
名
前
に
な
り
、
貝
塚
が
調
査
研
究
さ
れ

て
、
出
土
し
た
土
器
が
関
東
地
方
を
代
表
す
る
縄
文
時

代
の
型
式
名
称
と
し
て
定
着
し
ま
す
。
展
示
で
は
、
市

内
の
君き
み
が
だ
い

ヶ
台
貝
塚
、
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
、
大
洗
町
の
大お
お

貫ぬ
き

落お
ち

神が
み

貝
塚
（
藤
本
先
史
資
料
）
な
ど
の
土
器
を
陳
列

し
て
、
ひ
た
ち
な
か
市
周
辺
の｢

加
曽
利
Ｅ
式｣

｢

堀
之

内
式｣

｢

加
曽
利
Ｂ
式｣

を
解
説
し
ま
し
た
。
そ
の
一
部

は
、
現
在
も
セ
ン
タ
ー
標
本
陳
列
室
に
展
示
し
て
あ
り

ま
す
。

　

遺
跡
め
ぐ
り
の
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
参
加
者

二
九
名
添
乗
員
二
名
に
よ
り
、
ほ
ぼ
予
定
通
り
の
日
程

で
各
所
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
者
の

一
人
、
臼
井
克
夫
さ
ん
に
当
日
の
レ
ポ
ー
ト
を
寄
稿
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

「
千
葉
県
の
貝
塚
散
歩
」
に
参
加
し
て

臼
井

　
克
夫

　

埋
文
セ
ン
タ
ー
主
催
の
今
年
の
「
遺
跡
め
ぐ
り
」
は
有

名
な
千
葉
県
の
「
加
曽
利
貝
塚
」
と
「
堀
之
内
貝
塚
」
だ

と
知
って
是
非
行
き
た
い
と
思
った
。
千
葉
市
の
「
加
曽
利
」

の
方
は
メ
ガ
ネ
の
形
を
し
た
日
本
で
最
大
級
の
貝
塚
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
山
内
淸
男
博
士
た
ち
が
加
曽

利
Ｅ
式
や
Ｂ
式
土
器
を
発
掘
し
た
標
識
遺
跡
と
し
て
学

史
的
に
も
著
名
な
貝
塚
で
あ
る
。
一
方
、
市
川
市
に
あ

る
「
堀
之
内
」
の
方
も
後
期
の
堀
之
内
式
土
器
の
標
識
遺

跡
に
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
近
く
の
市
川
市
立
考
古
博
物

館
に
は
早
期
の
田
戸
下
層
式
土
器
に
明
る
い
領
塚
正
浩
氏

が
勤
務
さ
れ
て
い
て
、
今
回
の
見
学
の
道
案
内
を
し
て
頂

け
る
と
聞
き
私ひ

そ

か
に
楽
し
み
に
し
て
い
た
。

　

最
初
に
「
堀
之
内
」
を
訪
れ
た
。
長
身
に
し
て
物
柔
ら

か
な
雰
囲
気
の
領
塚
氏
の
案
内
で
樹
木
の
生
い
茂
っ
た
小

径
を
辿
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
貝
殻
が
散
乱
し
て
い
て
、

そ
の
上
を
踏
み
し
め
る
よ
う
に
歩
い
た
。
途
中
、
放
射
肋

の
あ
る
小
さ
な
二
枚
貝
を
拾
っ
た
の
で
見
て
も
ら
う
と
「
ハ

イ
ガ
イ
」
と
い
う
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
貝
で
あ
っ
た
。
次
に
訪
れ

た
千
葉
市
の
「加
曽
利
」
の
方
は
広
い
草
原
と
い
う
趣
き
で
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
地
ぶ
く
れ
の
よ
う
な
丘
が
見
え
た
。
そ
こ

に
は
貝
層
の
断
面
を
観
察
出
来
る
場
所
が
あ
っ
て
、
丘
を

作
っ
て
い
る
の
が
分
厚
い
貝
の
堆
積
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。

我
々
を
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人

た
ち
で
あ
った
が
、
終
始
熱
心
に
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

は
る
か
遠
い
昔
こ
の
地
に
生
き
た
人
々
が
い
て
、
そ
の

人
々
の
残
し
た
も
の
を
大
切
に
守
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る

こ
と
を
知
り
少
な
か
ら
ず
感
動
し
た
。

上：堀之内貝塚にて

左が説明する領塚正浩さん，右が聞き入る臼井克夫さん。

下：加曽利貝塚にて

勧められるまま予定になかった記念撮影もしました。

5
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こ
の
展
示
は
、｢

ふ
る
さ
と
考
古
学　

④
石
の
考
古

学｣

の
参
考
展
示
と
し
て
、
市
内
か
ら
出
土
し
た
古
墳

時
代
の
石
製
模
造
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。
石
製
模
造

品
と
は
、
加
工
し
や
す
い
滑
石
（
か
っ
せ
き
）
な
ど
の

軟
質
の
石
材
を
使
用
し
て
、
斧お
の

・
鎌か
ま

な
ど
の
農
工
具
、

剣け
ん

・
甲
か
ぶ
と
な
ど
の
武
器
・
武
具
、
勾ま
が

玉た
ま

・
下げ

駄た

な
ど
の
服

飾
具
な
ど
を
模
造
し
た
非
実
用
的
な
も
の
で
す
。
展
示

ケ
ー
ス
内
に
は
四
つ
の
ボ
ー
ド
を
設
置
し
、
石
製
模
造

品
の
種
類
、
古
墳
か
ら
出
土
し
た
石
製
模
造
品
、
製
作

址
か
ら
出
土
し
た
石
製
模
造
品
、
石
製
模
造
品
の
材
質

を
展
示
し
ま
し
た
。

　

石
製
模
造
品
の
種
類
で
は
、
市
内
の
住
居
跡
か
ら
出

土
し
た
斧
・
鎌
・
剣
・
勾
玉
・
双そ
う

孔こ
う

円
板
を
展
示
し
た

ほ
か
、
隣
町
の
大
洗
町
日ひ
さ
げ
つ
か

下
ヶ
塚
（
鏡
塚
）
古
墳
か
ら

出
土
し
た
も
の
も
展
示
し
ま
し
た
。
こ
の
日
下
ヶ
塚
古

墳
の
石
製
模
造
品
は
、
石
製
模
造
品
の
な
か
で
も
古
い

時
期
の
も
の
で
、
斧
な
ど
は
本
物
そ
っ
く
り
に
模
造
さ

れ
て
お
り
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

古
墳
か
ら
出
土
し
た
石
製
模
造
品
で
は
、
那
珂
湊
中

学
校
近
く
の
ぼ
ん
ぼ
り
山
古
墳
の
埋
葬
施
設
内
か
ら
出

土
し
た
剣
と
双
孔
円
板
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

製
作
址
か
ら
出
土
し
た
石
製
模
造
品
で
は
、
武
田
遺

跡
群
西

に
し
は
な
わ塙
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
古
墳
時
代
中
期
の
住
居

跡
（
市
内
遺
跡
第
三
号
住
居
跡
）
の
資
料
を
展
示
し
ま

し
た
。
こ
の
住
居
跡
か
ら
は
、
石
製
模
造
品
の
未
完
成

品
や
製
作
の
過
程
で
で
き
る
滑
石
の
破
片
、
研
磨
の
時

に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
砥
石
等
が
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
石
製
模
造
品
を
製
作
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

石
製
模
造
品
の
材
質
で
は
、
常
陸
太
田
市
町
屋
や
長

谷
町
等
で
採
取
し
た
滑
石
や
片へ
ん

岩が
ん

・
粘ね
ん

板ば
ん

岩が
ん

・
蛇じ
ゃ

紋も
ん

岩が
ん

夏休みの宿題（2008.8.19）

を
展
示
し
ま
し

た
。
茨
城
県
内

で
滑
石
を
産
出

す
る
の
は
、
常

陸
太
田
市
の

「
日
立
変
成
帯
」

で
す
。原
石
は
、

同
一
の
露
頭
で

も
黒
～
緑
～
薄

茶
～
灰
色
が
あ

る
た
め
、
石
製

模
造
品
も
い
ろ

い
ろ
な
色
を
し

て
い
ま
す
。

　
（
稲
田
健
一
）
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私
が
遺
跡
発
掘
を
初
め
て
経
験
し
た
の
は
高
校
三
年

生
の
時
で
し
た
。
受
験
生
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
夏
休

み
の
全
て
を
日
立
市
上う
わ

の
代だ
い

遺
跡
の
発
掘
現
場
へ
通
い

通
し
た
ア
ホ
で
し
た
。
暑
い
日
差
し
の
中
、
移
植
ご
て

の
次
の
ひ
と
掻
き
で
何
が
顔
を
だ
す
の
か
わ
か
ら
な
い

中
で
の
楽
し
み
、
未
知
の
も
の
を
自
分
自
身
の
手
で
世

に
出
せ
る
喜
び
を
味
わ
い
ま
し
た
。
大
学
時
代
も
、
水

戸
市
の
金か
ね
あ
ら
い
ざ
わ

洗
沢
遺
跡
、
常
陸
大
宮
市
の
小お

野の

天て
ん

神じ
ん

前ま
え

遺
跡
等
た
く
さ
ん
の
遺
跡
発
掘
に
参
加
し
、
触
れ
る
と

ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
り
土
に
還
ろ
う
と
す
る
土
器
片
や
そ
の

力
強
い
文
様
を
持
つ
土
器
片
に
直
に
触
れ
て
は
、
歴
史

の
長
さ
や
先
人
の
偉
大
さ
を
感
じ
、
ロ
マ
ン
を
味
わ
う

日
々
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
金
洗
沢
遺
跡
の
発
掘

現
場
の
粘
土
か
ら
長
野
県
曽そ

利り

遺
跡
出
土
の
水す
い
え
ん
う
づ
ま
き

煙
渦
巻

文も
ん

土
器
を
真ま

似ね

て
作
り
、
現
場
で
焼
い
て
み
た
の
が
土

器
作
り
の
始
ま
り
で
し
た
。
以
来
三
○
年
、
学
校
や
公

民
館
で
縄
文
土
器
作
り
の
指
導
を
す
る
か
た
わ
ら
、
今

で
も
縄
文
土
器
を
真
似
て
作
品
を
作
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
先
人
の
土
器
に
は
と
う
て
い
お
よ
び
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
に
作
っ
た
の
か
、
そ
の
技
術
力
の
高
さ
に
は

驚
か
さ
れ
、
な
ぞ
は
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。

  

卒
業
後
の
就
職
先
は
考
古
学
の
世
界
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
日
曜
考
古
学
と
し
て
、
手
弁
当
で
古
墳

測
量
に
参
加
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
師
の
言
葉
で
あ
る

｢

発
掘
は
破
壊
で
あ
る
。
二
度
と
復
元
で
き
な
い
。
私

た
ち
は
発
掘
の
名
の
も
と
に
遺
跡
を
破
壊
し
て
き
た
。

懺
悔
の
意
味
も
こ
め
て
、
せ
め
て
、
名
も
な
い
地
方
の

古
墳
の
地
形
測
量
を
行
い
、
存
在
を
世
に
明
ら
か
に
し

て
お
こ
う
。｣

と
の
考
え
に
賛
同
し
た
か
ら
で
し
た
。

ま
た
、
考
古
学
の
研
究
成
果
を
学
校
教
育
の
場
に
広
め

ら
れ
た
ら
と
い
う
思
い
で
、
土
器
作
り
を
小
学
六
年
の

歴
史
授
業
の
導
入
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
を
始
め
ま

し
た
。
材
料
の
準
備
が
大
変
で
し
た
が
、
実
施
後
の
子

ど
も
た
ち
の
充
実
し
た
顔
は
、
疲
れ
を
忘
れ
さ
せ
る
も

の
で
し
た
。

  

そ
の
よ
う
な
中
、
常
陸
大
宮
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で

縄
文
土
器
作
り
講
座
を
行
っ
た
時
、
泉
坂
下
遺
跡
（
弥

生
中
期
）
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
予
定
が
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
三
○
余
年
前
、
人
面
付
き
土
器
（
人

面
土
器
）
が
三
個
出
土
し
た
小
野
天
神
前
遺
跡
の
発
掘

調
査
に
参
加
し
た
私
は
、「
も
う
常
陸
大
宮
か
ら
、
人

面
土
器
の
出
土
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
く
ら
い
小
野
天

神
前
遺
跡
の
三
個
体
は
特
別
な
の
だ
」
と
い
う
思
い
か

ら
、人
面
土
器
の
出
土
の
有
無
を
友
人
と
賭
け
ま
し
た
。

そ
れ
が
、｢

ふ
る
さ
と
考
古
学｣

の
お
手
伝
い
を
す
る

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
な
ん
と
、
市
内
で
四
個
体

目
の
人
面
土
器
が
出
土
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。勿
論
、

賭
け
に
負
け
た
私
は
、
差
し
入
れ
を
持
っ
て
遺
跡
を
訪

ね
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
出
合
い
が
、｢

ふ
る

さ
と
考
古
学｣

の
お
手
伝
い
を
す
る
き
っ
か
け
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
わ
け
は
、
泉
坂
下
遺
跡
で
、
手
弁
当
の

学
術
調
査
を
行
い
、
人
面
土
器
を
世
に
明
ら
か
に
し
た

メ
ン
バ
ー
が
、「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
を
主
催
し
、
未

来
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
こ

と
を
知
り
、
そ
の
真
摯
な
活
動
に
賛
同
さ
せ
ら
た
か
ら

で
す
。
ま
た
、「
日
立
ふ
る
さ
と
文
化
少
年
団
」
で
子

ど
も
た
ち
を
対
象
に
ふ
る
さ
と
の
文
化
の
追
体
験
を
さ

せ
る
活
動
を
お
手
伝
い
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
ふ

る
さ
と
考
古
学
」
の
一
環
を
お
手
伝
い
を
出
来
る
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
意
義
あ
る
こ
と
で
し
た
。

  

い
つ
も
土
器
作
り
を
し
て
、
企
画
・
準
備
・
運
営
す

る
担
当
者
の
苦
労
に
は
頭
が
下
が
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々
の
協
力
に
は
、
た
の
も
し
さ
と
人
に
対
す
る
温

か
さ
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
は
「
美
味

し
い
と
こ
取
り
の
体
験
に
は
さ
せ
た
く
な
い
」「
体
験

あ
っ
て
学
習
な
し
の
機
会
に
は
さ
せ
た
く
な
い
」
と
も

思
い
ま
す
。「
時
に
は
失
敗
し
て
も
、
次
こ
そ
は
失
敗

か
ら
学
ぶ
経
験
」
を
さ
せ
た
い
と
も
思
い
ま
す
。
と
に

か
く
、
経
験
不
足
の
現
代
っ
子
に
は
、
直
火
を
扱
い
、

粘
土
を
焼
き
物
に
変
わ
ら
せ
る
体
験
を
通
し
て
、
火
の

持
つ
力
を
肌
で
感
じ
取
ら
せ
る
な
ど
、
多
様
な
経
験
・

体
験
を
行
い
、
将
来
の
自
分
作
り
の
役
に
立
た
せ
て
欲

し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。



 

 

旧石器時代 縄文時代 弥生時代 古墳時代 奈良・平安時代 

約 12000 年前 約 2200 年前 約 1800 年前 約 1300 年前 約 800 年前 
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プロフィール

1938（昭和 13）年茨城県水戸市生まれ。明治大学文

学部史学地理学科卒。1962（昭和 37）年より 1998（平

成 10）年まで茨城県内公立高校勤務。現在，ひたち

なか市文化財保護審議会会長・ひたちなか市史跡保

存対策委員・茨城県考古学協会会長／主な著書『原

始古代の茨城』『茨城県の装飾古墳』等

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路

第１回　考古学との出会い

　

考
古
学
へ
の
道
に
進
む
直
接
の
切
っ
掛
け
が
何
で

あ
っ
た
か
は
明
確
に
は
答
え
ら
れ
な
い
が
、
考
古
学
に

入
る
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
は
周
辺
に
い
く
ら
で
も

あ
っ
た
。
高
校
時
代
の
夢
は
小
説
家
で
何
回
か
懸
賞
小

説
に
応
募
し
た
こ
と
が
あ
る
が
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

中
学
時
代
は
下
館
に
い
た
。
イ
ト
コ
が
関
城
町
に
い

て
、
良
く
遊
び
に
行
っ
た
。
近
く
に
船
玉
古
墳
が
あ
り
、

石
室
内
に
絵
が
か
い
て
あ
る
と
い
う
の
で
何
回
か
入
っ

て
見
た
が
良
く
分
ら
な
か
っ
た
し
、
あ
ま
り
興
味
関
心

も
薄
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

高
校
は
下
館
一
高
に
入
っ
た
が
、
す
ぐ
に
白
河
高
校

へ
転
校
し
た
。
そ
こ
で
初
め
て
土
器
を
見
た
。
天
王
山

と
い
う
地
名
だ
け
が
不
思
議
と
頭
の
中
に
あ
る
。

　

白
河
高
校
か
ら
那
珂
湊
一
高
へ
転
校
し
た
。
父
が
農

林
省
か
ら
茨
城
県
庁
へ
出
向
し
、
一
家
転
住
で
茨
城
へ

来
た
た
め
で
あ
る
。
父
の
仕
事
は
霞
ケ
浦
治
水
事
業
の

た
め
で
、
護
岸
工
事
の
土
取
り
の
た
め
に
三さ
ん

昧ま
い

塚づ
か

古
墳

を
こ
わ
し
た
。
そ
の
時
、
父
が
持
ち
帰
っ
た
埴
輪
片
を

初
め
て
手
に
し
て
、
多
少
は
興
味
を
持
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

　

高
校
三
年
の
冬
、
家
の
裏
に
あ
っ
た
古
墳
が
宅
地
造

成
の
た
め
に
壊
さ
れ
、
石
室
が
露
出
し
て
い
た
の
が
印

象
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
線
刻
の
図
文
が
あ
り
雨
に
打

た
れ
て
青
み
が
か
っ
た
色
彩
が
神
秘
的
で
あ
っ
た
の
が

印
象
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
殿と
の

塚づ
か

（
金か
ね

上あ
げ

）
古
墳
で
あ

る
。

　

高
校
卒
業
後
、
浪
人
生
活
に
入
っ
た
。
県
立
図
書
館

へ
受
験
勉
強
の
た
め
に
通
っ
た
。
勉
強
に
疲
れ
る
と
松

本
清
張
の
短
編
集
を
読
ん
だ
。
そ
の
一
つ
に『
風
雪
断
碑
』

が
あ
っ
た
。
主
人
公
の
生
き
ざ
ま
に
引
か
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
こ
れ
が
考
古
学
の
道
へ
進
む
大
き
な
動
機
と

な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
考
古
学
の
本
も
何
冊
か
読

ん
だ
。
今
で
も
憶
え
て
い
る
の
は
小
林
行ゆ

き

雄お

の
『
日
本

考
古
学
概
説
』や
河
出
書
房
の『
日
本
考
古
学
講
座
』
だ
。

そ
こ
で
明
治
大
学
の
後
藤
守し
ゅ

一い
ち
、
杉
原
荘そ
う

介す
け

先
生
の
存

在
を
知
っ
た
。
そ
れ
よ
り
驚
ろ
い
た
の
は
縄
文
時
代
よ

り
古
い
歴
史
が
日
本
列
島
に
存
在
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
ま
だ
小
説
を
書
い
て
い
た
。
テ
ー
マ
は

日
本
の
古
典
を
題
材
と
し
て
い
た
か
ら
、
古
典
は
ほ
と

ん
ど
目
を
通
し
た
。
中
で
も
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

は
良
く
読
ん
だ
。

　

図
書
館
通
い
の
あ
の
日
、
父
の
知
人
で
建
築
会
社
の

社
長
を
し
て
い
た
弓ゆ

削げ

さ
ん
と
い
う
方
に
会
い
、
食
事

に
誘
わ
れ
た
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
コ
ー
ス
料
理
を
ご
馳
走

に
な
っ
た
が
、
窮
屈
な
食
い
物
に
は
閉
口
し
た
。
早
く

逃
げ
出
し
た
い
が
、
弓
削
社
長
の
話
し
に
耳
を
傾
け
た
。

弓
削
社
長
は
明
治
大
学
の
卒
業
生
で
明
治
の
自
由
な
学

風
や
卒
業
生
と
の
人
間
関
係
な
ど
を
熱
心
に
話
さ
れ
、

明
大
も
選
択
肢
の
一
つ
に
加
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
。

　

年
が
明
け
た
昭
和
三
三
年
、
こ
れ
以
上
の
浪
人
生
活

は
出
来
な
い
。
そ
の
時
、
不
思
議
と
書
物
の
中
の
後
藤

先
生
、
杉
原
先
生
の
い
る
明
治
大
学
と
弓
削
社
長
の
母

校
の
明
治
大
学
が
重
な
り
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

受
験
の
ほ
ん
の
二
、三
ヶ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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１
　
調
査
の
歩
み

　

三
ツ
塚
古
墳
群
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の

一
八
一
二
（
文
化
二
）
年
に
人
物
埴
輪
が
出
土
し
た
こ

と
が
当
時
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。
水
戸
藩
の
栗
田

寛ひ
ろ
しは

『
葬
礼
私
考
』
に
、「
平
磯
村
所
出
土
偶
図
」
と
し

て
そ
の
埴
輪
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
栗
田
維

良
の
『
事
蹟
雑
纂
』
や
『
古
図
類
纂
』
等
複
数
の
文
献
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
四
五
（
昭
和
二
○
）
年
九
月
に
は
、
ど
の
古
墳

か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
坩か
ん

形
土
器
一
点
が
出
土
し
て

い
る
。

　

本
格
的
な
調
査
は
、
平
磯
中
学
校
の
建
設
を
機
に
実

施
さ
れ
た
。
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
三
月
一
九
日

頃
、
國
學
院
大
學
の
大
場
磐い
わ

雄お

が
古
墳
群
の
測
量
図
の

作
成
（
図
１
左
）
と
第
一
号
墳
（
現
第
一
四
号
墳
）
の
試

掘
調
査
を
三
日
間
実
施
し
て
い
る
。
同
年
三
月
二
七
～

三
○
日
に
は
、
東
京
大
学
の
中
島
寿
雄
が
、
大
場
磐
雄

の
測
量
図
を
補
足
す
る
図
の
作
成
と
、
機
械
を
使
用
し

た
物
理
探
査
に
よ
る
第
三
号
墳
（
現
第
一
二
号
墳
）
の

埋
葬
施
設
の
位
置
の
測
定
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の

後
、
同
年
四
月
三
○
日
～
五
月
四
日
に
当
時
文
部
技
官

で
あ
っ
た
齋
藤
忠た
だ
しと
茨
城
県
史
蹟
調
査
委
員
の
塙
瑞
比

古
・
桜
岡
威
・
広
瀬
栄
一
ら
が
発
掘
調
査
を
行
い
、
同

年
一
○
月
一
三
・
一
四
日
と
一
九
五
○
（
昭
和
二
五
）
年

七
月
二
九
・
三
○
日
に
も
補
足
の
調
査
を
実
施
し
て
い

る
。
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
報
告

書
に
よ
る
と
、
破
壊
さ
れ
る
第
二
・
八
・
一
二
号
墳
の
三

基
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
他
は
そ
の
ま
ま
保

番号 旧番号 墳形 径 (m)
高さ
(m)

埋葬施設 出土遺物 調査年 備考

1 － 円墳 10 0.7 箱式石棺 ガラス小玉４ 1957 年 湮滅

2 12 円墳 14 1 横穴式石室
大刀３，鉄鏃約 89，
刀子１，ガラス小玉
31，円筒埴輪

1949 年 湮滅

3 11 円墳 10 0.9 － － (1949 年 ) 湮滅
4 10 円墳 12 1 － － (1949 年 ) 湮滅
5 9 円墳 27.3 2.4 － － (1949 年 ) 湮滅
6 8 円墳 10 1 竪穴式石室？ － － 湮滅
7 7 円墳 9.5 1 竪穴式石室２ 大刀１ 1957 年 湮滅

8 6 円墳 21.8 2.4 竪穴式石室
鉄 鏃 ６， 刀 子 １，
須 恵 器 杯 １， 円 筒
埴輪

1949 年 湮滅

9 5 円墳 20 2.5 竪穴式石室２ － (1949 年 ) 湮滅
10 － 円墳 － － － － － 湮滅

11 4 円墳 36.4 5.5 箱式石棺
滑 石 製 臼 玉 ３， 大
刀１，鍔金具１

1957 年 現存

12 3 円墳 50.9 4.2 確認できず

大 刀 １， 石 製 模 造
品（ 刀 子 ） １， 土
師器 20 以上，壺形
埴輪４以上

1949 年 湮滅

13 2 円墳 52.7 4.4 未調査 － 未調査 現存
14 1 円墳 38.2 3.5 未調査 円筒埴輪 試掘 現存

三
み

ツ
つ

塚
づ か

古墳群の鉄鏃
稲田　健一

　市内阿字ヶ浦から平磯地区にかけては海岸線に沿って道路が走っており，海を眺めながら

のドライブには最高のルートです。その海岸道路の西側に接する台地上に，120 基以上の古

墳が存在していることはあまり知られていません。北は市内最大規模を有する川
か

子
ご

塚
づ か

古墳か

らはじまり，南へと磯
い そ ざ き ひ が し

崎東古墳群・磯
い そ

合
あ い

古墳群・入
にゅう

道
ど う

古墳群・三ツ塚古墳群・新
し ん

道
ど う

古墳群が

連なるように位置しています。今回紹介します三ツ塚古墳群は，これらの古墳群の南端に位

置しています。「三ツ塚」という古墳の名称は，大きな円墳が３つ並ぶことから，地元で古く

からそう呼ばれていました。2007 年度，この古墳群から出土した鉄製品の保存処理が行わ

れました。この保存処理の終了と展示を機に，鉄製のやじり「鉄
て つ

鏃
ぞ く

」の分析を行いました。

鉄鏃は古墳等の年代を知る上で重要な遺物です。今回の分析により，鉄鏃には６世紀前半頃

と６世紀末頃の２つの時期のものがあることが判明しました。

表１　三ツ塚古墳群古墳一覧表図１　三ツ塚古墳群古墳分布図（左図が旧番号）

展示資料紹介
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存
す
る
こ
と
に
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
実
際
に
は

第
三
～
六
・
九
・
一
○
号
墳
も
湮い
ん

滅め
つ

し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
時
に
作
成
さ
れ
た
古
墳
分
布
図
を
み

る
と
、
大
場
の
作
成
し
た
測
量
図
に
は
古
墳
が
一
二
基

記
載
さ
れ
て
お
り
、
南
か
ら
北
へ
古
墳
名
が
付
さ
れ
て

い
る（
図
１
左
）。中
島
は
そ
れ
に
古
墳
を
一
つ
追
加
し
、

一
三
基
の
古
墳
を
図
示
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
図
は
不

明
で
あ
る
。
一
方
、
齋
藤
の
報
告
書
に
は
、
一
四
基
の

古
墳
が
図
示
さ
れ
、
古
墳
名
も
大
場
の
も
の
と
は
逆

で
北
か
ら
南
へ
と
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
（
図
１
右
）。

平
磯
中
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
た
遺
物
に
は
、
出
土
し

た
古
墳
の
番
号
が
墨
で
記
さ
れ
て
お
り
、
齋
藤
の
報
告

書
の
記
載
と
遺
物
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の

番
号
は
大
場
が
付
し
た
古
墳
の
番
号
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
よ
っ
て
、
齋
藤
も
調
査
お
よ
び
整
理
作
業
の

段
階
ま
で
は
大
場
の
付
し
た
古
墳
番
号
を
使
用
し
て
い

た
が
、
報
告
書
作
成
の
段
階
で
古
墳
に
新
し
い
番
号
を

付
け
直
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
齋
藤
の

報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
古
墳
番
号
を
使
用
す
る
。

　

一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
に
は
、
平
磯
中
学
校
の

校
庭
の
拡
張
に
伴
い
、
大
森
信
英
や
西
宮
一
男
、
茨
城

高
校
日
本
史
ク
ラ
ブ
の
生
徒
た
ち
に
よ
り
三
基（
第
一
・

七
・
一
一
号
墳
）
の
古
墳
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
古
墳
は
調
査
終
了
後
に
破
壊
さ
れ
、
現
在
残
っ

て
い
る
古
墳
は
第
一
一
・
一
三
・
一
四
号
墳
の
三
基
の
み

で
あ
る
。

　

２
　
古
墳
の
概
要

　

古
墳
は
、
調
査
に
よ
り
一
四
基
確
認
さ
れ
て
い

る
。
古
墳
の
形
状
は
ほ
と
ん
ど
が
円
墳
で
、
第
一
三

号
墳
の
み
帆
立
貝
形
古
墳
に
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
古
墳
の
規
模
は
、
直
径
一
○
～
二
○
ｍ

が
主
体
で
あ
る
が
、
直
径
三
○
ｍ
代
の
円
墳
二
基
（
第

一
一
・
一
四
号
墳
）、五
○
・
九
ｍ
の
円
墳（
第
一
二
号
墳
）、

五
二
・
七
ｍ
の
円
墳
（
帆ほ

立た
て

貝が
い

形
？
・
第
一
三
号
墳
）
と

大
型
の
古
墳
も
存
在
す
る
。
確
認
さ
れ
て
い
る
埋
葬
施

設
は
、箱
式
石
棺
（
第
一
・
一
一
号
墳
）、竪た
て

穴あ
な

式
石
室
（
第

六
～
九
号
墳
）、
横
穴
式
石
室
（
第
二
号
墳
）
が
あ
る
。

　

出
土
遺
物
に
は
、
円
筒
埴
輪
や
人
物
埴
輪
、
壺つ
ぼ

形
埴

輪
、
須す

恵え

器き

杯つ
き

、
土は

師じ

器き

、
大た

刀ち

、
鉄
鏃
、
ガ
ラ
ス
小

玉
、
石
製
模
造
品
（
刀
子
・
臼
玉
）
が
あ
る
。
注
目
さ

れ
る
遺
物
と
し
て
、
第
一
二
号
墳
か
ら
出
土
し
た
壺
形

埴
輪
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
埴
輪
は
、
那
珂
川
対
岸
に

位
置
す
る
直
径
九
五
ｍ
の
大
型
円
墳
の
車
塚
古
墳
か
ら

出
土
し
た
壺
形
埴
輪
の
影
響
が
み
ら
れ
る
も
の
で
、
特

異
な
形
を
呈
す
る
。
時
期
は
五
世
紀
前
半
の
時
期
が
推

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
古
墳
が
現
時
点
に
お
い
て
市

内
で
最
古
の
古
墳
と
な
る
。

　

３
　
鉄
鏃
に
つ
い
て

　

鉄
鏃
は
、
報
告
書
に
第
二
号
墳
で
約
八
九
点
、
第
八

号
墳
で
六
点
出
土
し
た
と
あ
り
、
長
ち
ょ
う
け
い頸
鏃
五
点
（
図
４

-

１
～
５
）
と
無む

頸け
い

鏃
二
点
（
６
・
７
）
の
み
実
測
図
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
図
示
さ
れ
た
鉄
鏃
は
、１
・
２
・
６
・

７
が
第
二
号
墳
、
３
～
５
が
第
八
号
墳
出
土
で
あ
る
。

　三ツ塚古墳群第 12 号墳出土土器・埴輪

図２　鉄鏃
各部名称
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鉄鏃・土器観察表

１　残存：鏃身部　法量：残存長 48mm，鏃身部長 32mm・幅 12mm・厚３mm，頸部幅７mm・厚４mm，重量 5.3g　備考：鏃身部片丸造。
２　残存：頸～茎部　法量：残存長 57mm，頸部幅６～ 10mm・厚３mm，茎部幅 5.5mm・厚４mm，重量 7.9g　備考：茎部に木質部残る。
３　残存：頸～茎部　法量：残存長 46mm，頸部幅６～９mm・厚４mm，茎部幅 2.5mm・厚２mm，重量 4.5g　備考：茎部に木質部残る。
４　残存：頸～茎部　法量：残存長 62mm，頸部幅７～９mm・厚５mm，茎部幅２mm・厚２mm，重量 7.1g　備考：茎部に木質部残る。
５　残存：頸～茎部　法量：残存長 82mm，頸部幅６～９mm・厚４mm，茎部幅４mm・厚２mm，重量 9.2g　備考：茎部に木質部残る。
６　残存：頸～茎部　法量：残存長 87mm，頸部幅６～９mm・厚４mm，茎部幅２～４mm・厚２～３mm，重量 6.8g　備考：茎部に木質部残る。
７　残存：鏃身～茎部　法量：残存長 117mm，鏃身部長 33mm・幅 10 ～ 11mm・厚２mm，頸部長 77mm・幅６mm・厚５mm，茎部幅５mm・
　　厚４mm，重量 13.9g　備考：鏃身部片丸造，茎部に木質部残る。
８　残存：頸～茎部　法量：残存長 62mm，頸部幅５～６mm・厚５mm，茎部幅３mm・厚３mm，重量 6.4g　備考：茎部に木質部残る。
９　残存：頸～茎部　法量：残存長 64mm，頸部幅５mm・厚５mm，茎部幅３mm・厚３mm，重量 8.2g　備考：茎部に木質部残る。
10　残存：頸部　法量：残存長 54mm，頸部幅５～６mm・厚４mm，重量 6.8g　備考：－
11　残存：鏃身～頸部　法量：残存長 61mm，鏃身部幅 10mm・厚４mm，頸部幅６mm・厚５mm，重量 7.9g　備考：鏃身部片丸造。
12　残存：鏃身部　法量：残存長 50mm，鏃身部長 31mm・幅 11mm・厚２mm，頸部幅 5.5mm・厚４mm，重量 4.8g　備考：鏃身部片丸造か。
13　残存：鏃身部　法量：残存長 48mm，鏃身部長 33mm・幅９mm・厚２mm，頸部幅５mm・厚３mm，重量 4.1g　備考：鏃身部片丸造か。
14　残存：鏃身部　法量：残存長 53mm，鏃身部長 47mm・幅 14mm・厚２mm，頸部幅９mm・厚 2.5mm，重量 4.9g　備考：－
15　残存：頸～茎部　法量：残存長 63mm，頸部幅６～７mm・厚５mm，茎部幅４～５mm・厚３～４mm，重量 8.8g　備考：茎部に木質部残る。
16　残存：頸部　法量：残存長 56mm，頸部幅６mm・厚４mm，重量 6.0g　備考：－
17　残存：頸部　法量：残存長 57mm，頸部幅６mm・厚 3.5mm，重量 5.0g　備考：－
18　残存：頸部　法量：残存長 46mm，頸部幅７～８mm・厚４mm，重量 5.4g　備考：－
19　残存：茎部　法量：残存長 30mm，茎部幅２～４mm・厚２～４mm，重量 1.0g　備考：茎部に木質部残る。
20　残存：茎部　法量：残存長 33mm，茎部幅２～５mm・厚２～３mm，重量 1.1g　備考：木質部残る。
21　残存：茎部　法量：残存長 45mm，茎部幅２～５mm・厚２～３mm，重量 1.4g　備考：木質部残る。
22　残存：茎部　法量：残存長 32mm，茎部幅２mm・厚２mm，重量 0.6g　備考：木質部残る。
23　残存：茎部　法量：残存長 44mm，茎部幅２～６mm・厚２～５mm，重量 2.0g　備考：木質部残る。
24　残存：茎部　法量：残存長 27mm，茎部幅 2.5mm・厚２mm，重量 0.6g　備考：木質部残る。
25　残存：茎部　法量：残存長 43mm，茎部幅３～５mm・厚３mm，重量 2.1g　備考：木質部残る。
26　残存：茎部　法量：残存長 41mm，茎部幅２～５mm・厚２～４mm，重量 1.9g　備考：木質部残る。
27　残存：茎部　法量：残存長 38mm，茎部幅３～６mm・厚３～５mm，重量 2.6g　備考：木質部残る。
須恵器杯　残存：50％　法量：口径 142 mm，最大径 167mm，器高 49mm　色調：灰～青灰色　胎土：礫（白少量），砂（白多量）　焼成：硬質　
　　技法等：外面底部回転ヘラ削り，内面底部に同心円のスタンプ痕。　使用痕：なし

図３　三ツ塚古墳群出土鉄鏃・杯形土器実測図

土器 S=1/4
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現
在
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
る
鉄
鏃
は
二
七
点
な

の
で
、
約
六
八
点
の
所
在
は
不
明
と
な
る
。
二
七
点
を

細
か
く
み
る
と
、
鏃ぞ
く

身し
ん

部
が
六
点
（
図
３-

１
・
７
・
11

～
14
）、
頸
部
が
一
二
点
（
２
～
６
・
８
～
10
・
15
～
18
）、

茎な
か
ご部
が
九
点
（
19
～
27
）
で
あ
る
。
１
は
鏃
身
部
が
長

三
角
形
で
、
鏃
身
関ま
ち

部
に
逆か
え
り刺
が
み
ら
れ
る
。
２
～
６

は
関
部
が
台
形
を
呈
す
る
。
７
は
鏃
身
部
が
五
角
形
に

近
い
形
を
呈
す
る
。
関
部
は
棘
き
ょ
く
ま
ち関
で
、
８
～
10
も
同
様

で
あ
る
。
11
～
14
は
鏃
身
部
が
長
三
角
形
で
、
鏃
身
関

部
が
直
角
関
で
あ
る
。
15
は
関
部
が
直
角
関
で
あ
る
。

19
～
27
の
茎
部
に
は
木
質
部
が
残
る
も
の
が
あ
る
。
年

代
を
探
る
特
徴
を
み
て
み
る
と
、
鏃
身
関
部
は
逆
刺
の

あ
る
も
の
（
１
）
と
直
角
関
の
も
の
（
７
・
11
～
14
）
が

あ
り
、
逆
刺
の
あ
る
も
の
が
や
や
古
い
年
代
の
も
の
と

推
測
で
き
る
。
関
部
は
台
形
の
も
の
（
２
～
６
）
と
棘

状
の
も
の
（
８
～
10
）
が
あ
り
、
台
形
は
六
世
紀
中
葉

以
前
で
、
棘
状
は
六
世
紀
後
葉
以
降
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
年
代
が
当
て
は
め
ら
れ
る
。
す
る
と
、
１
～

６
は
古
く
、
７
～
14
は
新
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
報
告

書
で
は
第
二
号
墳
と
第
八
号
墳
か
ら
鉄
鏃
が
出
土
し
て

お
り
、
埋
葬
施
設
の
違
い
か
ら
横
穴
式
石
室
で
は
な
い

第
八
号
墳
が
古
い
時
代
の
築
造
と
思
わ
れ
る
。
第
八
号

墳
か
ら
は
六
点
の
鉄
鏃
が
出
土
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
～
６
の
六
点

が
第
八
号
墳
出
土
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
新
し
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
７
～
14
は
第
二
号
墳
の
出
土
と
な

る
。
15
～
27
に
関
し
て
は
古
墳
を
特
定
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
が
、
鉄
鏃
の
出
土
数
の
多
い
第
二
号
墳
の
可
能

性
が
高
い
。

　

鉄
鏃
と
そ
の
他
の
出
土
遺
物
か
ら
古
墳
の
年
代
を
推

測
す
る
と
、
第
八
号
墳
は
墳
丘
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器

の
杯
形
土
器
（
図
３
下
）
と
鉄
鏃
の
形
状
か
ら
六
世
紀

図４　報告書に図示された三ツ塚古墳群出土
鉄鏃実測図（[齋藤 1952] から転載）

　三ツ塚古墳群出土鉄鏃

参
考
文
献　
　

齋
藤
忠
一
九
五
二
『
茨
城
県
那
珂
郡

平
磯
町
三
ツ
塚
古
墳
群
調
査
報
告
』
茨
城
県
教
育
委

員
会
、
大
森
信
英
一
九
五
八
『
那
珂
湊
市
平
磯
町
三

ツ
塚
古
墳
調
査
報
告
Ⅱ
』
那
珂
湊
市
教
育
委
員
会
、

白
石
真
理
二
○
○
四　
「
ひ
た
ち
な
か
市
三
ツ
塚
第

12
号
墳
出
土
遺
物
つ
い
て
」『
埴
輪
研
究
会
誌
』
第
八

号
埴
輪
研
究
会

前
半
頃
と
思
わ
れ
る
。
第
二
号
墳
は
７
の
鏃
身
部
と
関

部
の
形
状
、
墳
丘
か
ら
円
筒
埴
輪
が
出
土
し
て
い
る
こ

と
か
ら
六
世
紀
末
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　

４
　
三
ツ
塚
古
墳
群
に
つ
い
て

　

鉄
鏃
の
分
析
に
よ
り
、第
八
号
墳
が
六
世
紀
前
半
頃
、

第
二
号
墳
が
六
世
紀
末
頃
の
年
代
が
推
定
で
き
た
。
こ

れ
ま
で
三
ツ
塚
古
墳
群
で
古
墳
の
年
代
が
判
明
し
て
い

た
も
の
は
五
世
紀
前
半
頃
と
推
定
さ
れ
た
第
一
二
号
墳

だ
け
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
今
回
の
検
討
で
三
つ
の
古

墳
の
年
代
が
分
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
三
ツ

塚
古
墳
群
は
、
五
世
紀
前
半
頃
か
ら
古
墳
が
造
ら
れ
始

め
、
六
世
紀
前
半
頃
、
六
世
紀
末
頃
と
約
二
百
年
の
間
、

継
続
し
て
い
た
か
は
現
段
階
で
は
判
断
で
き
な
い
が
、

古
墳
が
造
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
市
内
で
長
期
に
わ
た

り
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
は
こ
の
他

に
は
磯
崎
東
古
墳
群
し
か
な
い
。
ま
た
、
現
段
階
で
は

市
内
で
も
っ
と
も
古
い
古
墳
が
含
ま
れ

る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
古
墳
群
が
市
内

の
古
墳
時
代
を
探
る
上
で
と
て
も
重
要

な
遺
跡
と
な
る
。
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１　

ヤ
マ
ユ
リ

　

虎
塚
古
墳
周
辺
は
、
現
在
も
豊
か
な
自
然
環
境
の
中
に
あ
り
ま
す
。

一
九
八
八
年
に
実
施
さ
れ
た
植
生
調
査
で
は
、
八
八
科
目
四
一
五
種
の
植

物
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
、
春
・
夏
・
秋
と
季
節
に
よ
っ
て

様
々
な
花
が
咲
き
、
私
た
ち
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
特
に
、
古

墳
公
園
内
は
、
地
元
の
方
々
の
草
刈
り
作
業
な
ど
に
よ
っ
て
手
入
れ
が
さ

れ
て
い
る
た
め
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
た
雑
木
林
が
残
り
、
植
物
が
生
息

し
や
す
い
環
境
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
虎
塚
古
墳
周
辺
で
見

ら
れ
る
花
を
紹
介
し
ま
す
。

　

七
月
中
旬
か
ら
八
月
初
め
に
か
け
て
、
虎
塚
古
墳
周
辺
は
甘
い
に
お
い

に
包
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
今
回
ご
紹
介
す
る
ヤ
マ
ユ
リ
で
す
。
数
は
非

常
に
少
な
い
で
す
が
、
花
の
大
き
さ
と
に
お
い
の
強
さ
で
こ
の
時
期
に

も
っ
と
も
目
立
つ
花
で
す
。	

（
稲
田
健
一
）虎塚古墳に咲くヤマユリ (2008.7.24)

４
月

3

‐6

虎
塚
古
墳
壁
画
公
開
／3

国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
友
の
会
見
学
／4

 

ひ

た
ち
な
か
市
役
所
新
人
職
員
研
修
会
／

19

鷹
ノ
巣
遺
跡
成
果
報
告
会
（
公
社
）

／25

・26

三
反
田
新
堀
遺
跡
試
掘
調

査
／26

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

８
「
加
曽
利
と
堀
之
内｣

開
始
／
杉
の

子
絵
画
教
室
見
学
と
写
生
会
／29

市

毛
小
学
校
へ
資
料
貸
出
【
縄
文
土
器
・

弥
生
土
器
】
／3

0

中
根
小
学
校
６
年

生
社
会
科
見
学

５
月

1

阿
字
ヶ
浦
小
学
校
６
年
生
社
会
科

見
学
／2

中
根
小
学
校
生
土
器
を

持
参
し
て
質
問
／6

第
１
回
企
画

展
「
井
上
廣
明
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
埴

輪
―｣

終
了
／8

千
葉
歴
史
倶
楽
部

見
学
／9

東
石
川
小
学
校
６
年
生
社

会
科
見
学
／1

3

第
２
回
企
画
展
「
三

反
田
蜆
塚
貝
塚
の
人
骨
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

｣

開
始
／15

‐17

三
反
田
新
堀
遺
跡
試

掘
調
査
／16

遺
跡
め
ぐ
り
「
千
葉
県

の
貝
塚
散
歩｣

開
催
／21

中
根
小
学

校
３
年
生
社
会
科
見
学
／22

‐2
4

長

砂
久
保
遺
跡
試
掘
調
査
／23

佐
野
小

学
校
６
年
生
社
会
科
見
学
／2

4

ボ
ー

イ
ス
カ
ウ
ト
水
戸
８
団
見
学
／29

講

座
「
芸
術
と
歴
史
の
旅
講
座｣

（
文
化
課
） 

／3
0

勝
倉
小
学
校
６
年
生
社
会
科
見

学
／31
ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

７
「
鷹
ノ
巣
遺
跡
の
成
果｣

終
了

６
月

4

‐7

入
道
古
墳
群
試
掘
調
査
／6

ひ

た
ち
な
か
市
社
会
福
祉
協
議
会
見
学

／7

鈴
木
敏
則
氏
（
浜
松
市
教
委
）
贄
元

洋
（
豊
橋
市
教
委
）
資
料
観
察
【
武
田

石
高
・
船
窪
・
半
分
山
】
／
中
村
信

博
氏
資
料
観
察
【
半
分
山
】
／8

筑
西

市
古
典
文
学
同
好
会
見
学
／1

3

枝
川

小
学
校
６
年
生
社
会
科
見
学
／1

8

西

谷
津
遺
跡
試
掘
調
査
／
菅
谷
東
小
学

校
６
年
生
社
会
科
見
学

21

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
博
物
館
実
習

施
設
見
学
／24

津
田
小
学
校
６
年
生

社
会
科
見
学
／
ひ
た
ち
な
か
市
文
化
財

愛
護
協
会
総
会
／
東
海
村
教
育
委
員

会
施
設
見
学
／27

高
野
小
学
校
６
年

生
社
会
科
見
学

29

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
８
「
加
曽

利
と
堀
之
内｣

終
了
／
常
陸
太
田
市
峰
山

中
学
校
２
年
生
職
場
体
験
学
習

７
月

1

常
陸
太
田
市
峰
山
中
学
校
２
年
生

職
場
体
験
学
習
／2

外
野
小
学
校
３

年
生
社
会
科
見
学
／8

津
田
小
学
校

３
年
生
社
会
科
見
学
／9

・1
1

三

反
田
新
堀
遺
跡
試
掘
調
査
／1

2

小

美
玉
市
玉
里
の
史
跡
と
自
然
を
護
る

会
見
学
／1

5

・1
6

堀
口
遺
跡
試
掘

調
査
／1

5

平
磯
学
習
セ
ン
タ
ー
石

鏃
作
り
講
習
会
／1

9

ワ
ン
ケ
ー
ス
・

埋文

日々
の

2008 前期

センター

15
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
９
「
ひ
た
ち
な
か
市
域
の

石
製
模
造
品｣

開
始
／
ふ
る
さ
と
考
古

学
①
「
楽
し
い
考
古
学｣

／2
4

常
陸
太
田
市
郷
土
資
料
館
へ
資

料
貸
出
【
向
野
の
石
器
ほ
か
】
／26

ふ
る
さ
と
考
古
学
②
「
土
器
の
考
古
学

１｣

／27

ふ
る
さ
と
考
古
学
③
「
土
器

の
考
古
学
２｣

／3
0

大
洗
町
教
育
委

員
会
視
察
／31

中
根
小
学
校
６
年
生

虎
塚
に
つ
い
て
の
研
究

８
月

2

外
野
小
学
校
４
年
生
親
子
夏
休
み
自

由
研
究
相
談
／4

ひ
た
ち
な
か
市
教
育

研
究
会
夏
期
研
究
協
議
会
／6

平
磯

学
習
セ
ン
タ
ー
石
鏃
づ
く
り

大
宮
市
歴
史
民
俗
資
料
館
山
方
館
に
て

開
催
） 

／17

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑤
「
貝

の
考
古
学｣

／19

第
２
回
企
画
展
「
三

反
田
蜆
塚
貝
塚
の
人
骨
ク
リ
ー
ニ
ン
グ｣

終
了
／19

‐31

三
反
田
新
堀
遺
跡
発
掘

調
査
／19

‐2
4

博
物
館
実
習
（
茨
城

キ
リ
ス
ト
教
大
学･

東
北
芸
術
工
科
大

学
） 

 23

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑥
「
土
器
の
考

古
学
３｣

／27

大
越
昌
子
氏
分
析
試

料
採
取
【
東
中
根
の
炭
化
米
】

 2
8

谷
畑
美
帆
氏
人
骨
観
察
【
三
反
田

蜆
塚
】

9

ふ
る
さ
と
考
古
学
④
「
石
の
考
古
学

か
」（
常
陸
大
宮
歴
史
民
俗
資
料
館
と

の
共
催･

那
珂
川
河
川
敷
お
よ
び
常
陸

3
0

読
売
文
化
セ
ン
タ
ー
見
学 

９
月

3

文
化
庁
視
察
／5

津
野
仁
氏
（
と
ち

ぎ
生
涯
学
習
文
化
財
団
）
資
料
観
察
と
実

測
【
十
五
郎
穴
の
大
刀
】
／11

谷
畑
美

帆
氏
へ
資
料
貸
出
【
三
反
田
蜆
塚
人
骨
】 

／12

早
川
麗
司
氏
（
茨
城
県
教
育
財
団
）

資
料
観
察
【
鷹
ノ
巣
】 

／14

小
杉
山
大

輔
氏
（
石
岡
市
教
委
）
資
料
観
察
（
武
田

石
高
）
／16

下
関
市
立
考
古
博
物
館

へ
資
料
貸
出
（
三
反
田
蜆
塚
の
骨
角
器

ほ
か
）
／18

塩
谷
修
氏
（
土
浦
市
立
博

物
館
）
資
料
観
察
【
星
神
社
古
墳
・
梵

天
山
古
墳
】
／27

埋
文
ウ
ォ
ー
ク
見

学
（
公
社
） 

／
彩
の
国
い
き
が
い
大
学

鷲
宮
学
園
史
跡
め
ぐ
り
ク
ラ
ブ
見
学
／

28

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
９
「
ひ

た
ち
な
か
市
域
の
石
製
模
造
品｣

終
了

月
開館

日数

個人 団　　体 計
( 人 ) （団体） ( 人 ) ( 人 )

4 月 26 610 7 (1) 167 (56) 777
5 月 27 406 10 (5) 597 (466) 1003
6 月 25 226 10 (5) 446 (336) 672
7 月 26 184 9 (3) 389 (271) 573
8 月 26 331 13 (0) 211 (0) 542
9 月 25 173 4 (0) 75 (0) 248
計 155 1930 53 (14) 1885 (1129) 3815

（）内は学校数
　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/

　

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪

　

平
磯
学
習
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
依
頼
で
、
石せ
き

鏃ぞ
く

作
り
の
指
導
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
年
の｢

ふ
る
さ
と
考
古
学｣

で
受
講

生
と
一
緒
に
石
鏃
作
り
を
体
験
し
た
だ
け
な
の
に
引
き
受
け
て

し
ま
い
、
特
訓
の
日
々
が
始
ま
る
。
黒こ
く

曜よ
う

石せ
き

と
い
う
天
然
の
ガ

ラ
ス
を
左
手
で
固
定
し
、
右
手
に
握
っ
た
鹿
角
の
先
端
を
縁
に

強
く
押
し
当
て
な
が
ら
破
片
を
細
か
く
剥
い
で
ゆ
く
。
手
袋
を

し
な
い
と
危
険
だ
と
い
う
こ
と
も
、
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
思
い

出
し
た
。
繰
り
返
し
作
る
う
ち
に
コ
ツ
を
つ
か
み
、
当
日
は
な

ん
と
か
指
導
の
役
割
を
果
た
せ
た
か
と
思
う
。
そ
の
後
も
、
今

年
の｢

ふ
る
さ
と
考
古
学｣

で
採
集
し
た
久
慈
川
の
珪け
い

質し
つ

頁け
い

岩が
ん

や
メ
ノ
ウ
を
材
料
に
練
習
を
続
け
た
。
こ
れ
ら
は
、
黒
曜
石
よ

り
も
難
し
い
。

　

ア
メ
リ
カ
西
部
で
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
祖
先

が
使
用
し
て
い
た
石
鏃
の
模
造
品
が
土
産
物
と
し
て
売
ら
れ
て

い
る
。
値
段
を
見
て
み
る
と
、
総
じ
て
黒
曜
石
よ
り
も
メ
ノ
ウ

が
高
い
。
や
は
り
メ
ノ
ウ
の
方
が
難
し
い
の
だ
ろ
う
。
黒
曜
石

の
石
鏃
に
は
五
〇
セ
ン
ト
で
売
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。

作
り
が
下
手
と
感
じ
る
石
鏃
は
、
大
体
二
ド
ル
以
下
の
値
段
。

こ
れ
は
敵
わ
な
い
と
い
う
上
手
な
も
の
で
も
、
六
ド
ル
を
超
え

る
こ
と
は
な
い
。
一
日
で
作
れ
る
数
は
高
が
知
れ
て
い
る
。
い

く
ら
上
達
し
よ
う

と
も
、
石
鏃
作
り

だ
け
で
生
活
す
る

の
は
、
ど
う
や
ら

無
理
の
よ
う
だ
。

入館者状況　（2008.4.1 ～ 9.30）

『ひたちなか埋文だより』は、本号から財団法人ひたちなか市文化・スポーツ振興公社が企画・編集を担当しています。
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