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道理山遺跡の　状耳飾り　　市内の道
む べ

理山
やま

遺跡で採集したという石製品を，二川信隆さんより
いただきました。耕作で付いたような傷はありますが，ほぼ完全な状態のものです。長さ 51 ㎜，
幅 52 ㎜，厚さ７㎜，重さ 31.4g。滑

かっせき

石という軟らかな石が材料です。縄文時代前期の耳飾りで，
中国の玉器の ｢玦

けつ

｣ に形が似ていることから ｢玦状耳飾り ｣と呼ばれています。茨城県内では 22
遺跡から 26点が報告されていました（瓦吹 ･江原 2010

＊

）。完全な形状に近いものは，これが６例目と
なります。 （2009.9.15 寄贈，2010.8.25 撮影）
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埋文だより

１ケース・ミュージアム15・18　佐藤次男考古学資料Ⅲ・Ⅳ（古墳・奈良・平安時代，中・近世）

「出会い，別れ，そして夢考古学の旅路」第5回 常総台地研究会の設立と活動（2）（川崎純徳）

展示資料紹介　十五郎横穴墓群館出支群出土の須恵器（佐々木義則・稲田健一）

１ケース・ミュージアム16　ひたちなか市の古代鉄生産　・　遺跡めぐり　古代製鉄炉にみちのくの技をみる
横穴墓を歩く④　赤羽横穴墓群Ｂ支丘１号墓（鈴木裕芳） 佐藤次男考古学資料の馬具（片平雅俊）

１ケース・ミュージアム 17　黒曜石の石器２ ひたちなか市の遺跡⑥　平磯・阿字ヶ浦中学区編

歴史の小窓⑤　メシにすっぺ 虎塚古墳花便り⑤　ギンラン ほか

＊瓦吹　堅・江原美奈子 2010「茨城県の玦状耳飾」『玉文化』第７号，99-101 頁
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佐
さ

藤
とう

 次
つぎ

男
お

資料Ⅲ･Ⅳ（ 古墳・奈良・平安時代、
 中・近世）

ワンケース ･ミュージアム 15･18

Ⅲ　2009 年 12 月 23 日（水）～ 2010 年 2月 14 日（日）
Ⅳ　2010 年 9 月 25 日（土）～ 12月 5日（日）

　

古
墳
時
代　

古
墳
時
代
に
関
係
す
る
資
料
は
、

二
二
三
点
で
す
。
出
土
し
た
場
所
が
記
さ
れ
て
い
る
も

の
に
は
、
市
内
で
は
大お
お
だ
い
ら
平
古
墳
群
・
磯
い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
古
墳
群
・

三み
た
ん
だ

反
田
遺
跡
等
の
も
の
が
あ
り
、
市
外
で
は
水
戸
市
や

旧
那
珂
町
・
旧
八
郷
町
・
大
洗
町
・
茨
城
町
・
結
城
市

等
か
ら
採
集
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
資
料
は
土
師

器
が
最
も
多
く
、
そ
の
他
に
須
恵
器
や
埴
輪
、
馬
具
等

の
鉄
製
品
も
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
展
示
で
は
、

磯
崎
東
古
墳
群
出
土
と
思
わ
れ
る
須
恵
器
の
甕
や
旧
那

珂
町
出
土
の
土
師
器
の
杯
、
出
土
地
不
明
の
冠
を
付
け

た
人
物
埴
輪
の
頭
部
や
馬
形
埴
輪
の
一
部
等
を
紹
介
し

ま
し
た
。

　

今
回
、
古
墳
時
代
の
展
示
を
準
備
す
る
た
め
、
寄
贈

さ
れ
た
資
料
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
注
目
す
べ
き
遺
物

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
の
遺
物
は
、「
乳

の
み
児
を
抱
く
埴
輪
」
が
出
土
し
た
古
墳
と
し
て
有
名

な
「
黄こ
が
ね
づ
か

金
塚
古
墳
」
出
土
の
大た

ち刀
と
馬
具
で
す
。
こ
れ

ら
の
遺
物
に
出
土
地
等
の
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
佐

藤
次
男
氏
が
所
属
し
て
い
た
水
戸
第
一
高
等
学
校
史
学

会
が
、一
九
四
八（
昭
和
二
三
）年
に
発
行
し
た
『
史
窓
』

第
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
実
測
図
か
ら
、
黄
金
塚
古

墳
出
土
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。報
告
文
に
は
、

こ
れ
ら
の
遺
物
の
所
在
に
つ
い
て
「
同
地
の
協
同
組
合

の
某
氏
が
保
管
さ
れ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
い
つ
の
頃
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
何
ら
か
の
事
情

を
経
て
佐
藤
氏
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

出
土
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、報
告
文
に
一
九
四
七（
昭

和
二
二
）年
に
古
墳
の
前
方
部
に
あ
る
横
穴
式
石
室
を

調
査
し
、
そ
の
際
に
奥
壁
北
西
隅
付
近
か
ら
「
刀
劔
の

破
片
、
か
ぶ
と
の
上
部
、
数
個
の
鐵
塊
」
が
出
土
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
か
ぶ
と
の
上
部
」
と
さ

れ
て
い
る
も
の
は
馬
具
の
雲
珠
を
間
違
っ
て
表
記
し
た

も
の
で
、「
数
個
の
鐵
塊
」
は
馬
具
の
一
部
で
あ
る
こ

と
が
実
物
の
観
察
か
ら
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
馬
具

に
関
し
て
は
、
片
平
雅
俊
氏
に
実
測
と
報
告
を
お
願
い

し
ま
し
た
（
四
頁
参
照
）。

　

古
墳
は
、
残
念
な
が
ら
発
掘
調
査
さ
れ
ぬ
ま
ま

一
九
五
六（
昭
和
三
一
）年
に
壊
さ
れ
て
お
り
、
古
墳
に

伴
う
遺
物
は
「
乳
の
み
児
を
抱
く
埴
輪
」
等
数
点
の
埴

輪
が
現
在
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
し

た
。
よ
っ
て
、
佐
藤
氏
が
保
管
さ
れ
て
い
た
今
回
の
資

料
は
、
黄
金
塚
古
墳
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
も
の
と

な
り
ま
す
。 

（
稲
田
健
一
）

寄贈された古墳時代の遺物

（1980 年　北茨城市内にて）
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奈
良
・
平
安
時
代　

ひ
た
ち
な
か
市
大
平
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
須
恵
器
高た
か
つ
き杯
や
有
台
杯
蓋
は
、
水
戸
一
高
史

学
会
の
雑
誌
『
史
窓
』
第
一
号
に
髙
柳
忠
正
氏
に
よ
っ

て
報
告
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
報

文
中
に
は
「
本
校
史
学
会
員
佐
藤
君
が
附
近
住
民
よ
り

入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
須

恵
器
高
杯
の
内
面
に
は
「
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
十
四

日　

勝
田
町
大
平
出
土
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
史
学
会

と
し
て
大
平
古
墳
を
調
査
し
た
の
が
昭
和
二
二
年
六
月

の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
年
の
秋
に
再
度
現
地
を
訪
れ

た
際
に
地
元
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
窯
底
の
土
が
付
着
し
て
い
る
須
恵
器
杯
破
片

は
、
須
恵
器
の
胎
土
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
水
戸
市
木あ

葉ぼ
っ

下け

窯
跡
群
で
採
集
し
た
資
料
と
思
わ
れ
ま
す
。
焼
き

台
（
失
敗
品
を
窯
底
面
に
並
べ
て
製
品
を
置
く
台
と
し

た
も
の
）
で
し
ょ
う
。
窯
土
を
残
し
た
ま
ま
保
管
し
て

い
た
点
に
、
佐
藤
氏
の
見
識
の
高
さ
が
窺
え
ま
す
。

　

中
・
近
世　

佐
藤
氏
の
多
く
の
業
績
の
な
か
で
、
と

く
に
有
名
な
論
文
の
ひ
と
つ
に
、
ひ
た
ち
な
か
市
沢さ

わ

田だ

付
近
に
製
塩
を
生
業
と
す
る
村
の
存
在
を
推
定
し
た

「
伝
説
千
々
乱
風
」（『
茨
城
県
史
研
究
』
第
三
二
号
）

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
阿
字
ヶ
浦
北
方
の
海

岸
に
あ
っ
た
村
が
、
チ
ヂ
ラ
ン
プ
ウ
と
呼
ば
れ
る
大
風

に
よ
り
人
家
は
壊
れ
村
は
砂
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
た

め
周
辺
に
移
住
し
た
と
い
う
、
近
世
後
期
の
文
献
に
記

さ
れ
て
い
た
伝
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
研
究
で
し

た
。
こ
の
論
文
は
、
文
献
史
料
、
民
俗
資
料
、
考
古
資

料
の
ほ
か
自
然
史
研
究
の
成
果
を
も
用
い
て
導
き
出
さ

れ
て
い
て
、
佐
藤
氏
が
那
珂
湊
地
域
を
中
心
に
進
め
ら

れ
て
き
た
地
誌
的
研
究
の
一
環
に
位
置
す
る
も
の
と
い

え
ま
す
。
ま
た
こ
の
論
文
が
研
究
者
の
注
目
を
集
め
た

理
由
は
、
沢
田
遺
跡
の
存
在
を
確
認
し
た
点
に
あ
り
ま

し
た
。
佐
藤
氏
は
海
岸
地
帯
を
自
ら
踏
査
し
、
そ
こ
で

採
集
し
た
遺
物
の
様
相
か
ら
大
規
模
な
墓
域
の
性
格
を

も
つ
沢
田
遺
跡
の
存
在
を
確
認
し
、
周
辺
に
村
の
存
在

を
推
測
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
考
古
学
研
究
者
と
し
て

の
同
氏
の
真
骨
頂
を
十
分
に
発
揮
し
た
内
容
で
し
た
。

そ
し
て
沢
田
に
お
け
る
集
落
の
存
在
を
ほ
ぼ
確
実
に
し

た
上
で
、
史
料
を
援
用
し
て
そ
の
村
の
生
業
を
製
塩
業

と
推
測
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
最
後
に
次
の
よ
う
な
予

言
を
呈
し
て
い
ま
す
。

「
沢
田
海
岸
か
ら
村
松
海
岸
の
間
に
は
、
製
塩
の
遺
構

と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
や
が
て
発
掘

調
査
の
手
段
に
よ
っ
て
、
製
塩
業
の
実
態
が
よ
り
具沢田遺跡から採集した銭貨・骨

体
的
に
実
証
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
」

　

そ
れ
は
茨
城
県
教

育
財
団
に
よ
り
沢
田

遺
跡
の
大
規
模
発
掘

調
査
が
開
始
さ
れ
る

一
二
年
前
の
こ
と
で

し
た
。

 

（
佐
々
木
義
則
）

歴
史
の
小
窓　

そ
の
五

メ
シ
に
す
っ
ぺ　

上
の
写
真
は
、
ひ

た
ち
な
か
市
富
士
ノ

上
Ⅱ
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
オ
オ
ム
ギ
の
実

体
顕
微
鏡
写
真
で
す
。
竪
穴
住
居
跡
の
竈
の
な
か

か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
が
、
焼
け
て
炭
に
な
っ

て
い
た
た
め
、
腐
ら
ず
に
残
っ
た
も
の
で
す
。
発

掘
調
査
で
と
っ
て
お
い
た
竈
の
中
の
土
を
調
査
後

に
洗
い
、
土
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
炭
に
な
っ

た
種
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
見
つ
け
た
種
は
、

分
析
会
社
に
依
頼
し
て
同
定
し
て
も
ら
い
、「
オ
オ

ム
ギ
」
と
判
明
し
た
の
で
す
。
同
定
デ
ー
タ
は
埋

文
セ
ン
タ
ー
で
整
理
さ
れ
、
埋
文
だ
よ
り
三
一
号

で
報
告
。
こ
れ
で
よ
う
や
く
郷
土
の
歴
史
資
料
と

し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ひ
た
ち
な
か
市
武
田
遺
跡
群
の
古
代
集
落
で
は
、

九
世
紀
後
半
頃
か
ら
オ
オ
ム
ギ
の
出
現
頻
度
が
高

く
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
古
代
の
班
田

制
に
基
づ
く
集
落
が
、
こ
の
頃
か
ら
解
体
し
始
め

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
畠
作
に
よ
り
オ
オ
ム
ギ
を

た
く
さ
ん
作
っ
て
、
食
糧
米
の
不
足
を
補
い
始
め

た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
村
で
、

夕
方
、
と
う
ち
ゃ
ん
が
、「
そ
ろ
そ
ろ
メ
シ
に
す
っ

ぺ
。」
と
、
か
あ
ち
ゃ
ん
に
言
っ
て
、
土
器
に
盛
ら

れ
て
出
て
く
る
ご
飯
は
麦
飯
だ
っ
た
、
と
、
私
は

想
像
し
て
い
ま
す
。 

（
佐
々
木
義
則
）

　

参
考
文
献　
　
『
武
田
遺
跡
群　

総
括
・
補
遺
編
』
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佐藤次男考古学資料の馬具（S＝ 1/2）　右上の□内は『史窓』第１号「大平遺跡調査報告」から転載

1
2 鍍金遺存範囲 有機質（革）遺存範囲

　調査の結果，確認されたのは以下の２点です。

有脚半球形雲
う ず

珠（上図１）　鉢部の約２分の１が遺存

していますが，脚はすべて欠損しています。

　鉢部は推定直径 8.4 ㎝，遺存高 4.4 ㎝で，厚さ５

㎜前後の地鉄の上に銅板を被せ，鍍金して作られて

います。

　鉢部は，端部が外側に突き出ていますが，その後

は直線的に立ち上がり，頂部は平坦気味です。この

ため鉢部の形状は半球形というより，断面形は台形

に近い印象となります。鉢部下半の直線的に立ち上

がっている部分には，幅３㎜前後の断面逆台形の凹

線が，４段にわたって巡っています。

　鉢裾端部には，脚の破断部分が３か所で確認でき

ます。破断部分の間隔から判断すると，８か所に脚

が取り付けられていたと思われますが，脚部の形状

は不明です。

板状立
たちぎきそかんかがみいたつきくつわ

聞素環鏡板付轡（上図２）　細かく観察する

と，棒状金具の先端に付いた環に，別の金具が通っ

ている状態で錆
さび

ついていることが確認できます。錆

ついている金具は，断面径が９㎜前後のガッシリと

した鏡板・銜
はみ

・引
ひっ

手
て

の破片であることから，板状立

聞素環鏡板付轡であることが明らかになりました。

　両端に位置する鏡板は，いずれも半分以上が欠損

していますが，遺りが良い方には，ごく一部立聞が

遺存しています。立聞の幅は，鏡板の環の径に比べ

広くないようです。

出土古墳を特定する根拠　『史窓』第１号には先述

のほか，「直徑八糎で圖の様な形をしてゐるが發掘

當時は圖に於いて點線で示した部分，即ち突出物が

周圍に附いてゐたとのことである」との記述のほか，

雲珠のスケッチ脇には，「直径８㎝・高さ４㎝，円

周26㎝・厚さ3-5㎜」の注記があります（上図□内）。

　スケッチに表現された金銅板欠損範囲と現存する

雲珠の状況が類似すること，遺物の法量と注記の数

値とが一致すること，その他の伴出遺物の状況など

から，この２点が，「かぶとの上部，数個の鐵塊」と『史

窓』第１号で報告された，黄金塚古墳出土資料であ

ることは確実です。

　また雲珠は，出土した際にはほぼ完存していたこ

と，鉢頂部に飾鋲は伴わないこと，脚部のおおよそ

の形状が明らかになりました。

本馬具が意味すること　黄金塚古墳から出土したこ

の馬具は，轡や雲珠の形状から，６世紀第２～３四半

世紀の時期であると考えられます。同時期の同様の馬

具は，笠谷６号墳（ひたちなか市）や舟塚１号墳（東

海村）で確認されています。笠谷６号墳出土例は，こ

の黄金塚古墳出土例と大きさや形態がよく似ており，

黄金塚古墳に副葬された馬具を復元する際に参考に

なります。

　なお，本稿をまとめる最後になって，１点残って

いた轡の破片が接合しました。再度，稿をあらため

て報告したいと思います。

佐藤次男考古学資料の馬具
片平　雅俊
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ひたちなか市の古代鉄生産
―後谷津製鉄遺跡―

5 月 29日 [ 土 ]▼ 7 月 4日 [ 日 ]
日時　平成 22年

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

開館時間　午前 9時－午後 5時（入館は午後 4時 30分まで）

入場無料

場所　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

１ ＣＡＳＥ ＭＵＳＥＵＭ Vol.16

うしろやつ

　

こ
の
展
示
は
、
平
成
二
二
年
度
遺
跡
め
ぐ
り
に
合
わ

せ
た
内
容
と
し
て
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
古
代
製
鉄
遺
跡

で
あ
る
後

う
し
ろ

谷や

つ津
遺
跡
を
紹
介
し
た
展
示
で
す
。
展
示
に

あ
た
り
、
出
土
し
た
遺
物
を
再
整
理
し
、
炉
壁
や
鉄
滓

の
接
合
作
業
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
資
料
が
接

合
し
た
た
め
、
古
代
製
鉄
炉
の
状
態
を
よ
り
わ
か
り
や

す
く
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
ま

で
の
考
古
学
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
下
図

の
よ
う
な
復
元
図
も
作
成
し
て
み
ま
し
た
。

　

後
谷
津
遺
跡
は
、
昭
和
五
六
年
に
市
民
の
か
た
か
ら

の
通
報
に
よ
り
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
遺
跡
で
す
。

昭
和
六
三
年
に
宅
地
造
成
に
よ
り
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
と
な
っ
た
た
め
、
当
時
の
勝
田
市
教
育
委
員
会
内
に

後
谷
津
遺
跡
調
査
会
が
組
織
さ
れ
て
発
掘
調
査
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。
発
掘
調
査
で
は
、
製
鉄
炉
が
一
基
調
査

さ
れ
、
炉
壁
や
鉄て
っ
さ
い滓
と
い
っ
た
遺
物
が
多
数
出
土
し
た

の
で
す
。ひ
た
ち
な
か
市
唯
一
の
古
代
製
鉄
炉
で
あ
り
、

と
て
も
重
要
な
遺
跡
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

遺
跡
め
ぐ
り
は
、「
古
代
製
鉄
炉
に
み
ち
の
く
の
技

を
み
る
」
と
題
し
て
、
二
〇
一
〇
年
五
月
一
四
日
に
実

施
し
ま
し
た
。
当
日
は
す
が
す
が
し
い
天
気
の
な
か
、

参
加
者
三
〇
名
と
添
乗
員
二
名
で
、
栃
木
県
立
な
す
風

土
記
の
丘
資
料
館
湯
津
上
館
と
、
福
島
県
文
化
財
セ
ン

タ
ー
白
河
館
ま
ほ
ろ
ん
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

ま
ほ
ろ
ん
に
は
、
福
島
県
相
馬
地
方
の
遺
跡
で
発
掘

さ
れ
た
古
代
製
鉄
炉
が
復
元
し
て
あ
り
ま
す
。
参
加
者

は
、
粘
土
で
で
き
た
製
鉄
炉
の
大
き
さ
を
感
じ
た
り
、

実
際
に
踏
み
ふ
い
ご
を
踏
ん
で
製
鉄
炉
内
に
風
が
送
ら

れ
る
様
子
を
興
味
深
く
体
験
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
展

示
室
で
は
、
職
員
の
方
に
説
明
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

古
代
製
鉄
関
係
の
展
示
の
ほ
か
、
常
設
展
示
や
企
画
展

示
を
、
と
き
ど
き
笑
い
声
が
起
こ
る
よ
う
な
楽
し
い
雰

囲
気
の
も
と
、
じ
っ
く
り
と
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。　

 

（
佐
々
木
義
則
）

後谷津遺跡古代製鉄炉の復元想像図

まほろんで古代製鉄の展示を見学する参加者

ワンケース ･ミュージアム 16・遺跡めぐり
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技
術
を
探
る　

黒
曜
石
等
で
つ
く
ら
れ
た
石
器
を
観

察
す
る
と
、
そ
れ
を
加
工
し
た
際
の
痕
跡
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
痕
跡
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
当
時

の
技
術
を
探
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
研
究
の
一
つ

の
方
法
と
し
て
、
石
器
と
同
じ
石
材
を
使
っ
て
実
際
に

つ
く
っ
て
み
る
と
い
う
手
段
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

を
「
実
験
考
古
学
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
り
し
ま

す
。
今
回
の
展
示
で
は
、
石
器
の
研
究
者
で
あ
る
橋
本

勝
雄
氏
が
、
石
器
研
究
の
た
め
に
製
作
し
た
黒
曜
石
の

石
器
を
展
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
石
器
は
、
二
○
○

二
年
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
開
館
一
○
周
年
記
念

の
企
画
展
示
の
際
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。
復
元
さ

れ
た
石
器
に
は
、
ナ
イ
フ
形
石
器
や
槍
先
形
尖
頭
器
、

細
石
刃
の
ほ
か
、
製
作
過
程
で
生
じ
る
剥
片
も
あ
り
、

母
岩
か
ら
ど
の
よ
う
に
石
が
剥
が
さ
れ
て
製
品
が
作
ら

れ
て
い
く
の
か
を
順
を
追
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

黒
曜
石　

黒
曜
石
と
は
、
流
紋
岩
質
な
火
山
岩
の
一

種
で
、
天
然
の
ガ
ラ
ス
の
塊
で
す
。
黒
曜
石
の
産
地
は

全
国
に
あ
り
ま
す
が
、
良
質
な
も
の
が
産
出
さ
れ
る
場

所
と
し
て
、
北
海
道
白し
ら
た
き滝
や
長
野
県
和わ

だ田
峠と
う
げ、
東
京
都

神こ
う

津づ

島し
ま

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
挑
戦　

今
回
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
企
画

し
ま
し
た
。
講
座
で
は
、
受
講
生
が
直
接
橋
本
氏
か
ら

復
元
さ
れ
た
石
器
の
説
明
を
受
け
、
そ
の
後
、
黒
曜
石

を
使
っ
て
ナ
イ
フ
形
石
器
を
つ
く
る
こ
と
に
挑
戦
し
ま

し
た
。
石
器
を
つ
く
る
子
ど
も
た
ち
に
講
師
が
そ
っ
と

手
を
さ
し
の
べ
る
そ
の
様
子
は
、
遙
か
昔
の
石
器
づ
く

り
の
技
術
伝
承
の
風
景
の
よ
う
で
し
た
。 

（
稲
田
健
一
）

石器づくり

ワンケース ･ミュージアム 17

常設の展示ではない　（2010.6.29）

展示のようす
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茨城県日立市

赤
あかばね

羽横穴墓群B支丘１号墓

鈴木裕芳
（日立市郷土博物館）

　

日
本
の
古
代
の
う
ち
、
お
よ
そ
三
世
紀
半
ば
か
ら
七

世
紀
に
か
け
た
時
代
を
古
墳
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。
こ

の
と
き
墳
丘
を
も
つ
墓
づ
く
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の

だ
が
、
六
世
紀
後
半
の
東
国
に
は
、
丘
陵
な
ど
の
斜
面

に
横
穴
を
掘
る
墓
制
（
横
穴
墓
）
が
伝
わ
っ
て
き
て
、

盛
り
土
の
あ
る
高
塚
式
古
墳
と
並
行
し
た
墓
づ
く
り
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　

さ
て
こ
の
横
穴
墓
な
る
も
の
は
、
群
集
す
る
、
副
葬

品
が
貧
弱
、
盛
り
土
を
必
要
と
せ
ず
簡
略
的
で
あ
る
、

な
ど
の
こ
と
か
ら
、
高
塚
式
古
墳
の
被
葬
者
よ
り
は
低

い
階
層
の
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
、
今
回
紹
介
す
る
日
立
市
の
赤
羽
横
穴
墓
群
Ｂ
支
丘

一
号
墓
は
、
こ
う
し
た
概
念
を
根
底
か
ら
覆
し
た
。
そ

の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
規
模
＝
墓

室
の
奥
行
五
・
四
七
ｍ
、
高
さ
最
高
三
ｍ
、
最
大
幅
三
・

八
六
ｍ
。
副
葬
品
＝
冠
の
金こ
う
ど
う
せ
い
た
ち
か
ざ

銅
製
立
飾
り
金
具
、
金
銅

製
耳じ

か
ん環

、
琥こ

は
く
せ
い
な
つ
め
だ
ま

珀
製
棗
玉
、
水
晶
製
切き

り
こ
だ
ま

子
玉
、
ガ
ラ
ス
製

丸
玉
・
小
玉
、
大た

ち刀
、
弓
、
鉄て

つ
ぞ
く鏃

、
鉾ほ

こ

、
挂け

い
こ
う甲

、
金
銅

製
馬
具
等
々
。
立
地
＝
横
穴
墓
が
造
営
さ
れ
た
四
つ
の

丘
陵
（
支
丘
）
の
う
ち
、
中
央
の
Ｂ
支
丘
の
先
端
部
に

一
基
だ
け
造
営
さ
れ
る
。

　

横
穴
墓
の
一
般
的
な
大
き
さ
と
は
身
を
屈
め
て
出
入

り
す
る
程
度
。
墓
室
の
天
井
に
手
が
届
か
な
い
と
い
う

の
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
副
葬
品
も
、
同
時
期
の

前
方
後
円
墳
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
そ
う
は

な
い
。
加
え
て
支
丘
独
占
と
い
う
様
相
か
ら
は
、「
隔

絶
し
た
地
位
、
権
力
」
と
い
う
被
葬
者
の
姿
が
う
か
が

え
よ
う
。

　

一
号
墓
の
豊
富
な
武
器
・
武
具
類
は
、
被
葬
者
の
な

か
に
有
力
な
武
人
の
い
た
こ
と
を
示
す
一
方
、
冠
の
立

飾
り
金
具
は
、
こ
れ
を
被
っ
た
者
が
大
和
政
権
に
仕
え

る
官
人
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
一
号
墓
の
被
葬

者
た
ち
の
権
勢
が
、
有
力
な
家
族
と
い
っ
た
階
層
に
は

と
ど
ま
ら
ず
、
も
は
や
豪
族
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
一
号
墓
の
被
葬
者
が
、
六
世
紀
後
半
の
日

立
地
方
に
、
横
穴
墓
と
い
う
新
規
の
墓
制
を
伴
っ
て
登

場
す
る
背
景
を
考
え
る
た
め
に
は
、
赤
羽
横
穴
墓
群
が

久
慈
川
河
口
の
「
久
慈
の
入
り
江
」
に
面
し
て
造
営
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
当

時
の
海
上
輸
送
に
と
っ
て
入
り
江
や
河
口
は
天
然
の
港

で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
へ
の
航
行
を
経
験
し
て
い
る
大
和

政
権
は
当
然
そ
の
重
要
性
を
熟
知
し
て
い
た
と
み
て
よ

い
。
そ
れ
ゆ
え
政

権
は
、
自
己
の
意

を
体
す
る
人
物

（
一
号
墓
の
被
葬

者
）
を
派
遣
し
、

「
久
慈
の
入
り
江
」

を
掌
握
さ
せ
た
可

能
性
が
き
わ
め
て

高
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

赤羽横穴墓群 B支丘１号墓

出土した冠の金銅製立飾り金具

横穴墓の位置（丸囲み部分）

参考文献：鈴木裕芳他 1987 『赤羽横穴墓群　Ｂ支群 1号墓の調査』日立市教育委員会
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常
台
研
は
毎
月
１
回
、
月
例
研
究
会
（
連
絡
誌
・『
Ｎ

Ｏ
Ｔ
Ｅ
』
発
行
）
を
開
催
し
、
研
究
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

研
究
発
表
、
情
報
交
換
、
基
礎
資
料
の
蓄
積
（
先
土
器

資
料
、
土
偶
資
料
等
）
な
ど
を
進
め
て
い
っ
た
。
研
究

会
発
足
間
も
な
く
道
ど
う
じ
ょ
う成

寺じ

貝
塚
（
現
・
稲
敷
市
）
の
発

掘
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
毎
年
、
前ま

え
う
ら浦

遺
跡
の
発
掘
調

査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
遺
跡
の
分
布
調
査
も
行
い
、
取

手
か
ら
古
河
ま
で
を
徒
歩
で
遺
跡
を
踏
査
し
た
り
し

た
。
製
塩
土
器
の
採
集
が
目
的
で
あ
っ
た
。
踏
査
活
動

は
稲
敷
台
地
・
行
方
台
地
、
鹿
島
台
地
に
お
い
て
も
行

な
っ
た
。
ま
た
、
土
浦
市
域
や
出
島
村
な
ど
も
踏
査
を

行
っ
た
。
特
に
製
塩
土
器
の
採
集
を
目
的
に
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
で
も
大
き
な
収
穫
が
あ
っ

た
。
稲
敷
台
地
の
踏
査
で
は
野
口
義
磨
氏
が
ご
一
緒
さ

れ
、
花は
な

輪わ

台だ
い

貝
塚
で
は
金
子
進
氏
ら
と
土
偶
の
実
測
等

も
行
っ
た
。
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
「
茨
城
の

考
古
展
」
の
際
は
山や

ま
が
た方

遺
跡
の
石
器
や
海か

い

後ご

遺
跡
の
土

器
、
鏡

か
が
み
づ
か塚

古
墳
の
石
製
模
造
品
の
実
測
等
も
行
っ
た
り

し
た
。
鹿
島
神
宮
収
蔵
資
料
の
実
測
も
行
っ
た
。

　

遺
跡
の
保
存
運
動
で
は
美
浦
村
陸お

か
だ
い
ら平

貝
塚
、
利
根

町
花
輪
台
貝
塚
、
出
島
村
富ふ

じ士
見み

塚づ
か

古
墳
、
石
岡
市
鹿か

の
子こ

遺
跡
な
ど
で
取
り
組
ん
だ
。
見
学
会
に
は
三
〇
〇

人
以
上
の
見
学
者
が
集
ま
っ
た
。
ま
た
、
県
内
遺
跡
の

破
壊
状
況
等
を
ま
と
め
た
『
白
書
』
の
刊
行
な
ど
も

行
っ
た
。
さ
ら
に
、「
文
化
財
保
存
全
国
協
議
会
」
の

設
立
に
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
も
の
と
考
え

て
い
る
。
長
年
、
理
事
を
出
し
て
い
た
が
活
動
の
基
本

理
念
に
か
い
離
が
生
じ
た
た
め
に
会
を
去
っ
た
。
保
存

運
動
で
は
関
係
機
関
と
の
交
渉
や
関
連
団
体
へ
の
支
援

要
請
、
見
学
会
の
組
織
や
見
学
会
資
料
の
作
成
な
ど
に

忙
殺
さ
れ
た
。
茨
城
考
古
学
会
と
の
話
し
合
い
、
茨
城

県
教
育
委
員
会
と
の
話
し
合
い
な
ど
を
行
っ
た
。
し
か

し
、や
が
て
常
台
研
の
活
動
に
も
限
界
が
見
え
始
め
た
。

年
と
と
も
に
会
員
の
本
業
が
多
忙
と
な
り
、
例
会
の
参

加
が
し
だ
い
に
困
難
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
。
そ
し
て

月
例
研
究
会
の
休
止
。
一
〇
名
前
後
の
小
さ
な
研
究
会

の
限
界
で
あ
ろ
う
。
活
動
の
理
念
は
次
の
「
茨
城
県
考

古
学
協
会
」
の
設
立
に
受
け
継
が
れ
た
。

　

常
台
研
と
し
て
の
発
掘
は
縄
文
製
塩
研
究
が
目
的
で

あ
り
、
道
成
寺
貝
塚
、
前
浦
遺
跡
な
ど
で
行
っ
た
。
遺

跡
を
踏
査
し
て
、
研
究
目
的
に
合
い
そ
う
な
遺
跡
が
あ

る
と
、
そ
の
場
で
発
掘
に
持
っ
て
い
く
か
ど
う
か
の
判

断
を
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
耕
作
者
を
探
し
当
て
、
発

掘
の
交
渉
を
行
い
、
発
掘
調
査
承
諾
書
に
押
印
し
て
も

ら
っ
て
帰
宅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
高
萩
市
赤あ
か
ば
ま浜

古
墳
群
の
調
査
を
し
た
。
古
墳
群
の
踏
査
中
に
石
器
を

採
集
し
台
地
の
ど
こ
か
に
石
器
包
蔵
地
が
あ
る
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
狙
っ
て
い
た
が
茨
城
県
で
初
め

て
先
土
器
時
代
の
発
掘
に
成
功
し
た
時
の
感
激
は
忘
れ

ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
初
め
て
の
調
査
成
功
を
聞
い

て
東
京
大
学
の
佐
藤
達
夫
先
生
が
来
跡
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
何
回
か
佐
藤
先
生
か
ら
初
歩
か
ら
石
器
の
見
方
な

ど
に
つ
い
て
教
え
を
い
た
だ
い
た
の
も
懐
か
し
い
思
い

出
で
あ
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
。

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路
第５回　常総台地研究会の設立と活動（2）

常総台地研究会連絡誌「NOTE」の一部
川崎 純徳
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展示資料紹介

十
じゅう

五
ご

郎
ろ う

穴
あ な

横穴墓群館
た て だ し

出支群出土の須恵器

佐々木義則・稲田　健一

十五郎穴横穴墓群館出支群（1976 年撮影）

図１　十五郎穴横穴墓群全体図（推定域を含む）

　

１　

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
に
つ
い
て　

　

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
は
、
中
丸
川
支
流
の
本
郷
川
か

ら
樹
枝
状
に
伸
び
た
谷
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
三
つ

の
台
地
そ
れ
ぞ
れ
の
凝
灰
岩
層
の
崖
面
に
造
ら
れ
て
い

る
。
横
穴
墓
群
の
範
囲
は
、
本
郷
川
に
沿
っ
て
約
一
㎞

の
広
が
り
を
持
ち
、
地
形
に
よ
り
四
つ
の
支
群
に
分
か

れ
て
い
る
。
支
群
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
各
報
告
文

で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
小
字
名
か

ら
「
舘た
て
の野

支
群
」、「
館た

て
だ
し出

南
支
群
」、「
館
出
支
群
」、

「
指さ

し
ぶ渋

支
群
」
と
し
た
（
図
１
）。
ひ
た
ち
な
か
市
教
育

委
員
会
が
二
○
○
五
（
平
成
一
七
）
年
に
確
認
し
た
横

穴
墓
の
基
数
は
、
舘
野
支
群
で
一
六
基
、
館
出
南
支
群

で
一
一
基
、
館
出
支
群
で
三
四
基
、
指
渋
支
群
で
一
二

○
基
の
合
計
一
八
一
基
で
あ
る
。
二
○
○
七
（
平
成

一
九
）
年
度
か
ら
は
、
遺
跡
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た

め
の
調
査
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
新
た
な

横
穴
墓
を
確
認
し
て
い
る
の
で
、
全
体
数
は
増
加
し
つ

つ
あ
る
。 

（
稲
田
）

　

２　

館
出
支
群
に
つ
い
て

　

今
回
紹
介
す
る
遺
物
が
出
土
し
た
館
出
支
群
は
、
舌

状
台
地
の
東
側
崖
面
に
位
置
す
る
。
当
支
群
の
測
量
調

査
は
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
に
虎
塚
古
墳
群
第

一
号
墳
の
関
連
調
査
と
し
て
、
当
支
群
と
そ
の
上
に
位

置
す
る
虎
塚
古
墳
群
第
二
号
墳
（
以
下
、「
虎
塚
二
号

墳
」）
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
測
量

図
に
は
、
当
支
群
の
横
穴
墓
の
配
置
と
番
号
、
虎
塚
二

号
墳
の
墳
形
や
周
溝
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

二
○
○
七
（
平
成
一
九
）
年
度
に
は
虎
塚
二
号
墳
の
墳

丘
調
査
が
、
二
○
○
九
（
平
成
二
一
）
年
度
に
は
当
支

群
の
測
量
調
査
が
実
施
さ
れ
、
詳
細
な
地
形
図
と
新
た

な
横
穴
墓
七
基
が
確
認
さ
れ
た
（
図
２
）。
虎
塚
二
号

墳
の
調
査
で
は
、
埋
葬
施
設
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
と
墳
丘
が
館
出
支
群
の
す
ぐ
上

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
虎
塚
二
号
墳
は
館
出
支

群
の
象
徴
と
し
て
の
墳
丘
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
支
群
の
横
穴
墓
は
現
在
四
○
基
確
認
で
き
、
そ
れ

ら
の
大
半
が
南
東
側
に
開
口
し
て
い
る
。
玄
室
構
造
に

つ
い
て
は
、
平
面
形
は
矩く

形
で
ア
ー
チ
形
天
井
の
も
の

が
基
本
で
、
軒
表
現
と
思
わ
れ
る
削
り
出
し
が
み
ら
れ

る
も
の
が
一
基
（
一
四
号
墓
）
存
在
す
る
。

　

遺
物
が
出
土
し
た
三
二
・
三
三
号
墓
は
、
支
群
の
南

西
端
で
、
他
の
横
穴
墓
と
異
な
り
南
西
を
臨
む
壁
面
に

位
置
す
る
。
三
二
号
墓
は
、
一
九
五
○
（
昭
和
二
五
）

年
一
月
に
未
開
口
の
状
態
で
確
認
さ
れ
、
井
上
義
氏
ら

が
調
査
を
行
っ
て
い
る
﹇
井
上
﹈。
横
穴
墓
の
玄
室
平
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面
形
は
逆
台
形
で
、
横
・
縦
断
面
は
ア
ー
チ
形
を
呈
す
。

規
模
は
、
玄
室
主
軸
長
が
約
一
・
九
ｍ
、
最
大
幅
約
二

ｍ
、
高
さ
約
○
・
七
ｍ
を
測
る
。
遺
物
は
、
玄
室
内
か

ら
銅ど
う
そ
う
く
ろ
つ
く
り
た
ち

装
黒
作
大
刀
一
点
、
鉄
釘く

ぎ

三
六
点
、
把と

っ
て手

状
金
具

四
点
、
鉄
の
塊
、
前
庭
部
か
ら
須
恵
器
四
○
点
が
出
土

し
た
。
黒
作
大
刀
は
、
奈
良
県
正
倉
院
所
蔵
の
も
の
と

図２　十五郎穴横穴墓群館出支群と虎塚２号墳（赤色：横穴墓（推定も含む））

図３　32・33 号墓実測図（［井上］を再トレース）

類
似
し
て
お
り
、
現
在
ひ
た
ち
な
か
市
の
指
定
文
化
財

に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
大
刀
の
周
辺
で
出
土
し
た
釘
と

把
手
状
金
具
に
つ
い
て
は
、
木
製
の
箱
の
存
在
を
窺
わ

せ
る
。

　

三
三
号
墓
は
、
翌
年
の
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年

に
三
二
号
墓
同
様
に
未
開
口
の
状
態
で
確
認
さ
れ
、
調

査
が
実
施
さ
れ
た
﹇
井
上
﹈。
横
穴
墓
の
玄
室
平
面
形

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

模
は
、
玄
室
主
軸
長
が
約
一
・
五
ｍ
、
幅
約
二
ｍ
、
高

さ
約
一
ｍ
を
測
る
。
玄
室
奥
に
は
、
床
面
を
一
段
高
く

し
た
屍し
し
ょ
う床

が
み
ら
れ
る
。
玄
室
内
か
ら
火
葬
骨
、
刀と

う
す子

二
点
、
鉄て

つ
ぞ
く鏃

三
○
数
点
、
鉄
釘
数
点
、
前
庭
部
か
ら
須

恵
器
四
九
点
が
出
土
し
た
。 

（
稲
田
）

・

　

３　

資
料
の
混
在

　

本
稿
で
図
化
し
た
資
料
群
は
、
佐
藤
次
男
に
よ
る

三
三
号
墓
出
土
土
器
実
測
図
﹇
佐
藤
次
男
一
九
七
四
﹈

に
類
似
す
る
資
料
を
含
む
点
や
、
遺
物
番
号
の
ほ
か

に
「
五
一
．
一
一　

十
五
郎
穴
三
四
号
」
と
い
う
注
記

を
も
つ
資
料
が
多
く
み
ら
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
当
初
は

一
九
五
一
年
一
一
月
に
調
査
さ
れ
た
館
出
支
群
三
三

号
墓
出
土
遺
物
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
伊
東
重
敏

は
三
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の
内
訳
を
、「
壷

二
、
そ
の
蓋
一
、
小
形
の
坩
二
、
大
形
の
高
坏
二
、
大

形
の
台
付
盤
二
、
そ
の
蓋
二
、
小
形
の
盤
二
、
坏
三
一

（
内
台
付
二
二
、
平
底
二
）
そ
の
蓋
五
」
と
記
す
﹇
伊

東
一
九
六
六
﹈。
佐
藤
や
伊
東
の
記
述
を
参
考
に
し
て

三
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の
器
種
と
そ
の
数
を

復
元
す
る
と
、
短
頸
壷
二
点
、
短
頸
壷
蓋
一
点
、
小
型
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図４　十五郎穴横穴墓群館出支群 32・33 号墓の前庭部から出土したと思われる土器群
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短
頸
壷
二
点
、
高
杯
二
点
、
有
台
盤
二
点
、
有
台
盤
蓋

二
点
、
小
型
無
台
盤
二
点
、
有
台
杯
二
二
点
、
有
台
杯

蓋
五
点
、無
台
杯
二
点
、杯
体
部
片
（
？
）
七
点
と
な
る
。

こ
の
数
と
本
稿
の
図
化
資
料
を
比
較
す
る
と
、
短
頸
壷

二
点
・
短
頸
壷
蓋
一
点
・
有
台
盤
蓋
二
点
・
杯
体
部
片

七
点
・
有
台
杯
六
点
・
有
台
杯
蓋
一
点
・
小
型
短
頸
壷

一
点
が
な
い
。
一
方
、
無
台
杯
・
有
台
盤
・
小
型
無
台

盤
・
高
杯
は
出
土
数
が
一
点
ず
つ
多
い
。
点
数
の
不
足

は
資
料
の
散
逸
と
し
て
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
出
土

数
よ
り
多
い
器
種
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
在
の
保
管

資
料
に
三
二
号
墓
出
土
須
恵
器
が
混
じ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
。
遺
物
番
号
の
注
記
は
一
か
ら
五
二
の
通
し
番
号

が
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
注
記
の
時
点
で

す
で
に
三
二
号
墓
と
三
三
号
墓
の
須
恵
器
が
混
在
す
る

形
で
五
二
点
の
須
恵
器
が
保
管
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

欠
番
が
二
〇
ほ
ど
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
そ
の
な

か
の
二
〇
点
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
三
二
・
三
三
号
墓
の
調
査
は
戦
後
ま
も
な
い
頃
の

個
人
に
よ
る
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
中
根

史
蹟
保
存
会
で
保
管
し
て
い
た
三
二
・
三
三
号
墓
出
土

遺
物
の
所
在
が
転
々
と
移
動
す
る
う
ち
に
資
料
が
混
在

し
て
し
ま
い
、
混
在
し
た
状
態
の
ま
ま
通
し
番
号
が
注

記
さ
れ
、
さ
ら
に
移
動
に
伴
う
資
料
散
逸
が
加
わ
り
、

現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
保
管
状
況
に
至
っ
た
も
の
と
推

測
す
る
。
結
局
本
稿
で
報
告
す
る
資
料
群
は
、
三
三
号

墓
出
土
須
恵
器
を
主
体
と
し
三
二
号
墓
出
土
須
恵
器
が

少
量
混
じ
る
資
料
群
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
34
の
長
頸
瓶
に
つ
い
て
は「
八
へ
崎　

三
．

三
．
二
五
」
の
注
記
が
、「
八
重
崎
支
群
（
現
在
い
う

館
出
支
群
の
こ
と
）
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
三
月

三
日
」
の
意
と
す
れ
ば
、
三
二
号
墓
調
査
（
一
九
五
〇

年
一
月
）
以
後
に
三
三
号
墓
付
近
か
ら
出
土
し
た
遺
物

の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
、
合

わ
せ
て
図
化
、
掲
載
し
て
い
る
。 

（
佐
々
木
）

　

４　

須
恵
器
の
説
明

　

本
稿
で
は
三
二
号
墓
と
三
三
号
墓
の
出
土
遺
物
を
分

別
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
が
、
明
瞭

に
分
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
横
穴
墓
の

前
庭
部
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の
時
期
が
近
接
し
て

い
る
こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
は
県
史
料
の
図
﹇
佐
藤

一
九
七
四
﹈
を
み
て
も
理
解
で
き
、
両
者
は
お
よ
そ
八

世
紀
第
３
四
半
期
頃
の
土
器
群
と
い
え
る
。

　

器
種
構
成
は
、
有
台
杯
一
四
点
・
小
型
有
台
杯
二
点
・

有
台
杯
蓋
四
点
・
無
台
杯
二
点
・
小
型
無
台
杯
一
点
・

有
台
盤
三
点
・
小
型
無
台
盤
三
点
・
高
杯
三
点
・
小
型

短
頸
壷
一
点
・
長
頸
瓶
一
点
で
あ
る
。
胎
土
か
ら
そ
の

多
く
が
木
葉
下
窯
跡
群
産
と
み
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
木

葉
下
窯
産
以
外
と
思
わ
れ
る
資
料
は
な
い
。
八
世
紀
第

３
四
半
期
と
す
る
年
代
根
拠
は
、
全
体
的
な
器
種
構
成

の
あ
り
方
や
無
台
杯
・
有
台
杯
蓋
の
形
状
を
主
な
理
由

と
す
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
細
部
は
後
日
の
検
討
に
ゆ

だ
ね
る
が
、
以
下
特
徴
的
な
点
の
み
指
摘
し
て
お
く
。

　

ま
ず
蓋
の
形
状
で
あ
る
。
木
葉
下
窯
産
有
台
杯
蓋
の

編
年
は
未
作
成
で
あ
る
が
、
新
治
窯
跡
群
の
有
台
杯
蓋

編
年
﹇
佐
々
木
二
〇
〇
九
﹈
を
参
考
に
す
る
と
、
17
が

Ｃ
２
ａ
類
、
18
・
19
・
20
が
Ｃ
３
ｂ
類
に
分
類
さ
れ

る
。
Ｃ
２
ａ
類
が
八
世
紀
第
三
四
半
期
、
Ｃ
３
ｂ
類
が

八
世
紀
後
半
に
位
置
付
け
ら
れ
、
17
の
蓋
が
や
や
古
い

様
相
を
も
つ
。
小
型
無
台
盤
27
・
28
・
29
は
消
費
地

で
は
珍
し
い
器
種
だ
が
、
木
葉
下
窯
編
年
﹇
佐
々
木

一
九
九
七
﹈
で
は
生
産
年
代
が
八
世
紀
第
２
四
半
期
頃

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ｔ
Ｅ
三
段
階
に
の
み
み
ら
れ
る
の

で
、
全
体
の
器
種
構
成
か
ら
み
れ
ば
小
型
無
台
盤
は
や

や
古
い
様
相
を
も
つ
。
高
杯
30
・
31
・
32
は
、
脚
部
の

接
合
形
状
が
30
は
環
状
接
合
、
31
・
32
は
全
面
接
合

﹇
佐
々
木
一
九
九
七
﹈で
あ
り
、30
が
古
い
様
相
を
も
つ
。

以
上
の
よ
う
に
、
全
体
を
見
渡
す
と
新
旧
の
要
素
が
混

在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
様
相
は
伊
東
・
佐
藤

に
よ
る
三
三
号
墓
出
土
須
恵
器
実
測
図
に
も
み
て
と
れ

る
の
で
、
前
庭
部
か
ら
出
土
し
た
一
括
資
料
の
な
か
に

す
で
に
生
じ
て
い
た
様
相
と
い
え
る
。 

（
佐
々
木
）

　

参
考
文
献　

伊
東
重
敏
一
九
六
六
「
横
穴
墓　

一
九
五
一
年
一
一
月

十
五
郎
穴
八
重
崎
支
群
32
号
横
穴
墓
調
査
の
メ
モ
と
し
て
」『
ひ
た
ち
じ
』

５
／
稲
田
健
一
二
〇
一
〇
「
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群

と
虎
塚
古
墳
群
」『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

横
穴
墓
と
古
墳　

発
表
要
旨
資
料
』

東
北
・
関
東
前
方
後
円
墳
研
究
会
／
井
上
義
『
茨
城
県
指
定
十
五
郎
穴　

三
十
二
号
三
十
三
号
墳
調
査
書
』
勝
田
市
中
根
史
蹟
保
存
会
／
佐
々
木
義

則
一
九
九
七
「
木
葉
下
窯
跡
群
の
須
恵
器
生
産　

―
奈
良
時
代
前
半
を
中

心
に
―
」『
婆
良
岐
考
古
』
第
一
九
号　

婆
良
岐
考
古
同
人
会
／
佐
々
木
義

則
二
○
○
九
「
小
美
玉
市
羽
黒
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
奈
良
・
平
安
時
代
土

器
の
紹
介
」『
小
美
玉
市
史
料
館
報
』
第
三
号　

小
美
玉
市
史
料
館
／
佐
藤

次
男
一
九
七
四
「
十
五
郎
穴
横
穴
群
」『
茨
城
県
史
料　

考
古
資
料
編　

古

墳
時
代
』
茨
城
県
史
編
さ
ん
原
始
古
代
史
部
会

32 号墓（2010 年撮影）
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茨
城
県
立
歴
史
館
よ
り
資
料
返
却
／

堀
口
小
学
校
３
年
生
社
会
科
見
学
／

阿
字
ヶ
浦
小
学
校
６
年
生
社
会
科
見
学

津
田
小
学
校
６
年
生
社
会
科
見
学

／

打
木
英
夫
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
石

器
】
／
大
島
中
学
校
へ
出
張
授
業
【
火
起
こ

し
体
験
】
／

／／

鉾

田
市
旭
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／

ひ
た
ち
な
か
市
教
育
研
究
会
英
語

研
究
部
総
会
／

／

大
村
冬
樹
氏（
筑
波
大
学
大

学
院
）
資
料
閲
覧
【
馬
渡
埴
輪
製
作
遺
跡
出
土
埴
輪
】

／
茨
城
県
自
然
博
物
館
よ
り
資
料
返
却

【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
オ
ジ
ロ
ワ
シ
】／
虎
塚
古
墳
草

刈
り（
と
き
わ
会
）／
茨
城
放
送
③「
実
験
考

古
学
」
／

／

常
陸
太
田
市
峰
山
中
学
校
2

年
生
職
場
体
験 

外
野
小
学
校
3
年
生
社
会
科
見
学

／

那
珂
湊
第
3
小
学
校
6
年
生
社

会
科
見
学
／
市
民
憲
章
推
進
協
議
会
文

化
部
会
／

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

よ
り
資
料
返
却
【
後
野
遺
跡
石
器
ほ
か
】
／

安
島
郷
土
歴
史
研
究
会
／
鈴
木
信
義
氏

寄
贈
資
料
受
入【
戦
争
関
係
資
料
】

東
海
村
立
白
方
小
学
校
6
年
生
社
会

科
見
学
／
関
口
満
氏
（
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と

歴
史
の
広
場
）
資
料
閲
覧
【
武
田
遺
跡
群
鍛
冶
関
連

遺
物
】
／

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
博
物

館
実
習
生
施
設
見
学
／

茨
城
県
考
古

学
協
会
／
神
栖
市
民
俗
歴
史
研
究
会
見

学
／

／

藤
本
武
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
神
津
島

虎
塚
古
墳
公
開
／

藤
咲
京
子

氏
寄
贈
資
料
受
入
【
古
銭
ほ
か
】
／

明
治

大
学
博
物
館
友
の
会
見
学
／
茨
城
県
立

歴
史
館
企
画
展「
茨
城
の
人
物
埴
輪
」へ

資
料
貸
出【
井
上
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
埴
輪
】 

市
川
市
考
古
博
物
館
友
の
会
見
学
／

ひ
た
ち
な
か
市
新
人
研
修
／

ひ

た
ち
な
か
市
史
跡
保
存
対
策
委
員
会

【
虎
塚
古
墳
閉
塞
処
理
】
／／

茨
城
放
送
①

「
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
の
貝
輪
」

中
根
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／

那
珂
市
菅
谷
西
小
学
校
6
年
生
社

会
科
見
学
／

／

／

埋 文埋 文
センターセンター
日 々日 々

のの

2010 前期
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産
黒
曜
石
】
／

田
彦
コ
ミ
セ
ン
文
化
部

会
／／

／

茨
城
放
送
④
「
抜
歯
の
歯
無
し
」

／

伊
藤
誠
氏（
茨
城
県
自
然
博
物
館
来
訪
）／

／

 

／

 

／

博
物
館
実
習
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
・

川
村
学
園
女
子
大
学
） 

 

／
／

那
珂
第
三
中
学
校
２
年
生
職
場
体
験

山
梨
県
立
博
物
館
企
画
展
「
甲
斐
源

氏
列
島
を
駆
け
る
武
士
団
」
へ
資
料
貸

出【
武
田
遺
跡
群
出
土
墨
書
土
器
ほ
か
】

／

谷
田
部
順
一
氏
寄
贈
資
料
受
入
【
三
反
田

下
高
井
遺
跡
土
師
器
ほ
か
】 

上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場

企
画
展
「
土
浦
の
遺
跡
15　
八
幡
脇
遺
跡
と

古
墳
時
代
の
玉
・
鉄
」へ
資
料
貸
出【
武
田
西
塙
遺

跡
鍛
冶
関
連
資
料
】
／

港
区
古
代
史
研
究

会
見
学
／

／

／

山

梨
県
立
考
古
博
物
館
企
画
展
「
発
掘
さ

れ
た
女
性
の
系
譜
」へ
資
料
貸
出【
乳
飲
み

子
埴
輪
ほ
か
】
／

山
梨
県
立
博
物
館
友

の
会
見
学

月
開館

日数

個人 団体 計

（人）（団体） （人） （人）
4月 26 632 4  （0） 122 　 （0） 754 
5 月 26 377 9  （5） 401 （308） 778 
6 月 26 201 9  （3） 379 （250） 580 
7 月 27 176 9  （1） 346 （115） 522
8 月 26 317 10  （2） 110 　 （2） 427
9 月 26 130 4  （0） 123 　 （0） 253
合計 157 1833 45 （11） 1481 （675） 3314

入館者状況 （2010.4.1 ～ 2010.9.30）

（ ）内は学校数

　

学
芸
員
の
資
格
を
取
得
す
る
大
学
生
の
た
め
に
、

博
物
館
実
習
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
一
週
間
の
期

間
中
に
、「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
の
土
器
焼
き
や
、

企
画
展
の
撤
去
な
ど
を
組
み
込
ん
で
あ
り
、
実
習
と

は
い
え
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
重
宝
さ
せ
て
も
ら
う
こ

と
に
な
る
。
今
年
の
実
習
生
は
二
つ
の
大
学
か
ら
六

名
が
全
て
女
子
で
あ
っ
た
。

　

実
習
の
最
終
日
に
、
耳
飾
り
を
解
説
す
る
た
め
の

モ
デ
ル
を
依
頼
し
た
。
縄
文
時
代
の
耳
飾
り
は
、
耳

朶た
ぶ

を
穿
孔
し
、
そ
の
孔
を
拡
げ
て
か
ら
嵌は

め
込
む
。

こ
れ
を
い
き
な
り
真
似
る
の
は
無
理
な
の
で
、
耳
飾

り
は
近
く
に
か
ざ
す
だ
け
と
な
る
。
爪つ
ま

楊よ
う
じ枝
を
軸
に

旗
を
作
り
、
そ
れ
を
ピ
ア
ス
の
孔
に
差
し
込
ん
で
ゴ

ル
フ
場
の
よ
う
に
、
実
際
の
装
着
位
置
を
指
示
し
よ

う
か
と
も
考
え
た
が
、
お
そ
ら
く
モ
デ
ル
の
賛
同
は

得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
ピ
ア
ス
を
付
け
た

女
子
は
一
名
だ
け
な
の
だ
っ
た
。
や
む
な
く
矢
印
で

の
表
示
と
な
る
。
デ
ジ
タ
ル
で
挿
入
す
れ
ば
簡
単
な

記
号
を
、
わ
ざ
わ
ざ
顔
に
貼
り
付
け
て
撮
影
す
る
。

こ
れ
が
ア
ナ
ロ
グ
の
味
わ
い
と
い
う
も
の
だ
。

　

撮
影
し
た
写
真
か

ら
表
紙
を
選
ぶ
。
採

用
に
な
ら
な
か
っ
た

五
名
に
は
偶
然
性
を

強
調
し
た
理
由
が
準

備
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
今
後
、

も
し
実
際
に
耳
飾
り

が
装
着
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
連
絡
を

い
た
だ
き
た
い
。

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪

道理山遺跡の 状耳飾り
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