
磯崎東古墳群の勾玉　　2011年度の発掘調査で磯
いそざきひがし

崎東古墳群の１号墳と呼んだ円墳の石室内からは，
勾
まがたま

玉９点，中央に切り込みのある管状の玉７点，ガラス小玉53点，土製の小玉７点の玉類が検出されて

います。勾玉は全て，メノウを加工したものです。群馬県太田市の塚
つかまわ

廻り３号墳から出土した巫
み こ

女埴輪を

参考に，勾玉と管状の玉を交互に配列させて首飾りを復元してみました。顔面のペイントも，同じ埴輪に

倣
なら

ったものです。	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012.8.24 撮影）
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速報！　鷹ノ巣遺跡の調査

｢出会い，別れ，そして夢考古学の旅路｣　第９回　勝田市の遺跡の調査 (2)　（川崎純徳）

遺跡ガイド　ひたちなか市の古墳（序説）　（稲田健一）

１ケース・ミュージアム23　平成 23 年度市内遺跡発掘調査速報展

１ケース・ミュージアム24　須恵器の土と神の山 横穴墓を歩く⑧　矢本横穴墓群　（佐藤敏幸）

遺跡めぐり　福島県いわき市歴史探訪 ひたちなか市の遺跡⑩　勝田二中学区編　改訂版

歴史の小窓⑨　やっぱり肉が好き―鉄鏃 虎塚古墳花便り⑨　ハマナス ほか

1

37ひたち な か市埋 蔵 文化 財 調 査センター 　 2 012 .  秋



速報！　

鷹ノ巣遺跡の調査
　鷹

た か の す

ノ巣遺跡は，ひたちなかインターチェンジのすぐ東側の台地上に位置しています。この調査は，

市営たかのす霊園拡張に伴うもので，鷹ノ巣遺跡では 1992 年度・2005 年度につづき３度目の調

査となります。調査は５月 12 日から７月 11 日まで実施しました。調査では，古墳時代後期の住居

跡２基（第 28・30 号住居跡）と奈良時代の住居跡１基（第 29 号住居跡），時期不明の溝２条を確

認しました。第 28 号住居跡は，一辺 8.0m の大型住居跡で，古墳時代としては鷹ノ巣遺跡で最大の

規模です。また，当住居跡からは，完形の甕
かめ

や甑
こしき

，杯
つき

などの土器が多数出土しました。なかでも，入

口部分に一列に置かれた杯は注目されます。ここでは，調査の成果を速報としてお知らせします。

第 28 号住居跡

第 29 号住居跡

第 30 号住居跡

ひたちなか IC

十五郎穴

第 29 号住居跡
第 29 号住居跡は，奈良時代前半の

住居跡です。出土遺物は非常に少

ないのですが，完形の須
す え き

恵器の蓋
ふた

が出土しました。遺物の時期から，

台地の対岸にある十五郎穴横穴墓

群との関係が窺える住居跡です。

鷹ノ巣遺跡調査の歴史

《第１次調査》

調査期間：1992 年 11 月 4 日～ 1993 年

　　　　　3月 17 日

遺構：住居跡 28 基（古墳～平安時代）

《第２次調査》

調査期間：2005 年 7 月 29 日～ 2006 年

　　　　　2月 28 日

遺構：住居跡 40 基（弥生～平安時代）

主な出土遺物：

市内初出土の弥生時代

のガラス小玉や奈良時

代の文字瓦。
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炭化して残った屋根の材

出入口は住居から張り出しています。そこに

は，杯が横一列に並べられていました。この

ような出土は非常に珍しいことです。
カマドの西側からは，完形の甕と甑が出土し

ました。

一辺 8.0m もある住居跡は，鷹ノ巣遺跡で古

墳時代のものとしては最大です。

カマドは，住居を構築する際に両袖の部分を

掘り残し，そこに後から粘土を貼り付けると

いう工法を用いています。

第 28 号住居跡

第 30 号住居跡
第 30 号住居跡は，一部が 2005 年

度に調査を終えていて，今回は残

りの部分の調査でした。調査では，

カマドの周りから完形の甕や杯が

出土しました。杯は伏せた状態で

置かれています。
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こ
の
展
示
で
は
，
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
ふ
る
さ
と
考

古
学
」
の
「
土
の
考
古
学
」
の
参
考
展
示
と
し
て
，
市

内
か
ら
出
土
し
た
奈
良
時
代
の
須す

え

き
恵
器
の
土
と
神
の
山

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

ひ
た
ち
な
か
市
か
ら
出
土
す
る
須
恵
器
は
，
多
く
が

水
戸
市
木あ
ぼ
っ
け

葉
下
窯
跡
群
産
で
す
が
，
す
こ
し
だ
け
土
浦

市
新に
い
は
り治

窯
跡
群
産
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
木
葉
下
窯
産

は
粘
土
に
海か
い
め
ん
こ
っ
し
ん

綿
骨
針
と
チ
ャ
ー
ト
を
含
み
，
新
治
窯
産

は
白
雲
母
を
含
む
の
が
特
徴
で
す
。
そ
う
し
た
特
徴
を

観
察
す
る
こ
と
で
産
地
が
推
定
で
き
ま
す
。

　

須
恵
器
窯
の
あ
る
と
こ
ろ
は
，
木
葉
下
窯
が
朝
房
山

南
麓
，
新
治
窯
が
筑
波
山
南
麓
に
な
り
ま
す
。
二
つ
の

山
は
，『
常
陸
国
風
土
記
』
や
『
万
葉
集
』
に
神
の
伝

説
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
，
奈
良
時
代
に
神
の
山
と
し

て
人
々
に
あ
が
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

神
の
山
の
土
で
焼
き
物
を
焼
く
と
い
う
こ
と
に
は
，

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
日
本

書
紀
』
に
は
，
敵
と
戦
お
う
と
し
て
い
る
神
武
天
皇
に

対
し
て
，
神
が
次
の
よ
う
に
告
げ
る
場
面
が
出
て
き
ま

す
。「
天
の
香
具
山
の
社
の
中
の
土
を
取
り
，
土
師
器

甕
を
つ
く
っ
て
神
を
お
祭
り
し
な
さ
い
。
そ
の
よ
う
に

す
れ
ば
敵
を
降
伏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」
つ
ま

り
神
の
山
の
土
で
焼
き
物
を
焼
け
ば
，
土
器
に
霊
力
が

宿
り
望
み
が
か
な
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
，
神
の
山
が
生
み
出
す
産
物
に
神
の
霊

力
が
宿
る
と
古
代
の
人
々
は
考
え
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
新
治
窯
跡
群
産
の
須
恵
器
は
，
粘
土
中
の

白
雲
母
が
キ
ラ
キ
ラ
と
光
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
キ

ラ
キ
ラ
光
る
須
恵
器
に
，
古
代
の
人
々
は
筑
波
の
神
の

力
を
感
じ
，
幸
い
を
も
た
ら
す
器
で
あ
る
と
み
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
す
。　
（
佐
々
木
義
則
）

展示のようす

歴
史
の
小
窓　

そ
の
九

や
っ
ぱ
り
肉
が
好
き
―
鉄
鏃

　

ひ
た
ち
な
か
市
武
田
遺
跡
群
か
ら

は
多
く
の
鉄て
つ
ぞ
く鏃
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
写
真
は
，
武
田
西
塙
遺
跡
七
五

号
住
居
跡
の
壁
際
か
ら
完
全
な
形
で

出
土
し
た
八
世
紀
の
鉄
鏃
で
す
。
も

ち
ろ
ん
矢や
ば
ね羽
を
付
け
た
矢や
が
ら柄
に
装
着

し
て
矢
と
し
て
用
い
た
も
の
で
し
ょ

う
。
鉄
鏃
は
奈
良
・
平
安
時
代
を
通

し
て
一
定
量
出
土
し
ま
す
が
，
鹿
・

猪
・
鴨
と
い
っ
た
鳥
獣
類
の
肉
を
得

る
た
め
の
狩
猟
具
と
し
て
用
い
ら
れ

た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
末
の
絵
巻
物
で
あ
る

粉こ
か
わ
で
ら
え
ん
ぎ
え
ま
き

河
寺
縁
起
絵
巻
に
は
，
木
の
上
か
ら
鹿
を
狙
い
撃
ち

に
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
民
俗
学
者
の

宮
本
常
一
は
，
ケ
モ
ノ
道
に
射
場
を
設
け
る
待
ち
伏
せ

猟
で
あ
る
「
ウ
ジ
マ
チ
」
に
つ
い
て
，
伝
統
的
な
狩
猟

方
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
つ
く

ば
市
熊
の
山
遺
跡
三
〇
八
号
住
居
跡
の
竈
か
ら
鹿
の
骨

が
出
土
し
た
こ
と
や
，
常
陸
国
風
土
記
の
記
述
な
ど
か

ら
み
て
，
古
代
人
も
や
っ
ぱ
り
肉
が
好
き
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）

　

参
考
文
献　

宮
本
常
一
一
九
八
一
「
ウ
ジ
マ
チ
」『
絵
巻
物
に
見
る
日
本
庶
民
生

活
誌
』（
中
公
新
書
六
〇
五
）
中
央
公
論
社
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餓鬼堂横穴墓群を見学する参加者のみなさん

　

二
○
一
一
年
度
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
「
十
五
郎
穴

横
穴
墓
群
館た
て
だ
し出
支
群
第
三
五
号
墓
」の
調
査
に
お
い
て
、

大
き
な
成
果
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
未
開
口
の
横

穴
墓
か
ら
五
七
個
体
も
の
須す

え

き
恵
器
や
県
内
で
二
例
目
と

な
る
大た

ち刀
、
金こ
ん
ど
う銅

製
の
金
具
の
つ
い
た
貴
重
な
刀と
う
す子

等

が
出
土
し
た
こ
と
で
す
。
中
で
も
、
刀
子
は
奈
良
県
の

正
倉
院
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
似
た
も
の
で
、
発

掘
調
査
に
よ
る
出
土
は
日
本
で
初
め
て
の
事
例
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
の
よ
う
に
、
横
穴
墓
か
ら
は
大
変
貴
重

な
遺
物
が
出
土
す
る
例
が
み
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
福
島

県
い
わ
き
市
の
横
穴
墓
か
ら
は
、
大
刀
や
馬
具
等
の
非

常
に
豪
華
な
副
葬
品
が
多
数
出
土
し
、
話
題
を
集
め
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
の
遺
跡
め
ぐ
り
は
、
い
わ
き
市
の
横
穴

墓
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
多
数
展
示
し
て
い
る
、
い
わ

き
市
考
古
資
料
館
と
、
現
在
調
査
中
の
餓が
き
ど
う

鬼
堂
横
穴
墓

群
、
さ
ら
に
い
わ
き
市
石
炭
化
石
館
を
訪
ね
ま
し
た
。

見
学
日
は
二
○
一
二
年
五
月
一
八
日
で
、
参
加
者
は
三

○
人
で
し
た
。
考
古
資
料
館
で
は
、
樫
村
友
延
館
長
の

ご
説
明
で
、
装
飾
横
穴
墓
の
中
田
横
穴
墓
か
ら
出
土
し

た
豪
華
な
馬
具
な
ど
を
見
学
し
、
横
穴
墓
か
ら
も
す
ば

ら
し
い
遺
物
が
出
土
す
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
餓
鬼
堂
横
穴
墓
群
で
は
、
雨
の
中
、
外

か
ら
全
体
を
見
学
し
、
ひ
た
ち
な
か
市
で
は
み
ら
れ
な

福
島
県
い
わ
き
市
歴
史
探
訪

　
　
　
　
―
横
穴
墓
を
訪
ね
て
―

い
高
い
場
所
に
位
置
す
る
横
穴
墓
に
驚
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

今
回
の
遺
跡
め
ぐ
り
で
、
い
わ
き
市
の
横
穴
墓
の
世

界
を
満
喫
し
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。（
稲
田
健
一
）

多数の縄文土器も見学

石炭化石館では恐竜を見学

いわき市考古資料館では，中田横穴墓の出土遺物をはじめとし

て，白
しろあな

穴横穴墓群の豪華な飾りのついた大刀や，八
や あ ど

幡横穴墓群

の全国でも希な透彫金具，小
こ さ る だ

申田横穴墓群の飾り弓など，横穴

墓から出土した貴重な遺物を数多く見学することができます。

餓鬼堂横穴墓群は，薄磯海岸を望む南側斜

面に位置しています。横穴墓が造られた場

所は，海面から約８～ 20 数ｍも高い位置

にあります。調査は 2005 年度から始まり，

31 基の横穴墓が調査されました。この調

査では，装飾横穴墓が確認されたり，大刀

や鏡などの多くの遺物が出土しています。
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審査員特別賞（2012.8.24）

ご
紹
介
し
ま
し
た
。
縄
文
時
代
草
創
期
の
資
料
は
大
変

少
な
く
貴
重
で
す
。『
埋
文
だ
よ
り
』
第
二
号
で
ご
紹
介

し
た
原
の
寺
遺
跡
出
土
の
縄
文
土
器
は
そ
の
後
の
調
査

で
早
期
の
土
器
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
今
回
出
土
し
た
畠
ノ
原
遺
跡
の
土
器
が
市
内
初

出
土
の
爪
形
文
土
器
に
な
り
ま
す
。
三
反
田
蜆
塚
遺
跡

の
手
づ
く
ね
土
器
は
、
非
常
に
珍
し
く
市
内
に
は
類
例

が
あ
り
ま
せ
ん
。
市
内
か
ら
出
土
し
た
手
づ
く
ね
土
器

と
合
わ
せ
て
展
示
を
す
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
違
い
が
あ

る
の
か
皆
さ
ん
に
み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
見

学
さ
れ
た
皆
さ
ん
に「
こ
の
土
器
は
何
か
」に
つ
い
て
ア

ン
ケ
ー
ト
を
と
り
ま
し
た
。「
子
ど
も
が
作
っ
た
も
の
」

「
つ
ぼ
み
」「
小
さ
い
石
が
く
っ
つ
い
た
つ
ぼ
」「
花
模
様

の
化
粧
品
入
れ
」
な
ど
多
彩
な
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
皆
様
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。	

　

常
設
展
示
へ
　
畠
ノ
原
遺
跡
出
土
の
爪
形
文
土
器
は
、

市
内
の
縄
文
時
代
草
創
期
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
し
て

常
設
展
示
し
て
い
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
池
順
子
）

　

速
報
展　

ひ
た
ち
な
か
市
で
は
、
毎
年
一
〇
か
所
前

後
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
緊
急
発
掘
調
査
と
い
っ
て
開
発
行
為
、
お
も
に
個
人

住
宅
の
建
設
の
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
開
発
が
行
わ
れ

る
場
所
が
遺
跡
内
に
あ
る
場
合
、
ま
ず
試
掘
調
査
を
行

い
、
遺
構
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
し
ま
す
。
確
認
さ
れ

た
遺
構
が
開
発
に
よ
っ
て
壊
れ
て
し
ま
う
場
合
は
本
調

査
を
行
い
ま
す
。
試
掘
調
査
・
本
調
査
の
結
果
は
毎
年

『
ひ
た
ち
な
か
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』と
し
て
報

告
し
、
図
書
館
に
も
納
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
時
に
出

土
し
た
遺
物
は
あ
ま
り
市
民
の
皆
さ
ん
の
目
に
触
れ
る

機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
展
示
前
年
に
行
わ
れ

た
調
査
結
果
の
一
部
を
速
報
展
と
し
て
ご
紹
介
す
る
機

会
を
昨
年
か
ら
作
り
、
今
年
は
二
回
目
で
す
。

展
示
で
は
平
成
二
三
年
の
調
査
の
中
か
ら
、
畠は
た

ノの

原は
ら

遺
跡
の
縄
文
時
代
草
創
期
の
土
器
片
、
岡お
か

田だ

遺
跡
出
土

の
ネ
ズ
ミ
に
齧か
じ

ら
れ
た
縄
文
時
代
の
土
器
片
、
三み

反た
ん

田だ

蜆し
い

塚づ
か

遺
跡
出
土
の
古
墳
時
代
の
杯
・
手
づ
く
ね
土
器
を

6
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東
松
島
市
史
跡
矢
本
横
穴
墓
群
は
仙
台
市
の
北
東
約

四
○
㎞
の
太
平
洋
岸
、
東
松
島
市
矢
本
に
所
在
す
る
。

七
世
紀
中
頃
か
ら
九
世
紀
初
め
ま
で
営
ま
れ
た
横
穴
墓

群
で
あ
る
。
仙
台
湾
を
臨
む
標
高
三
○
ｍ
前
後
の
急
斜

面
に
長
さ
一
・
五
㎞
に
わ
た
っ
て
分
布
し
、
そ
の
数
は

二
百
基
を
超
え
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
宮
城
県
北
部

は
横
穴
墓
の
北
限
分
布
域
に
あ
た
る
。

　

矢
本
横
穴
墓
群
は
、
昭
和
四
三
年
、
四
四
年
、
平
成

一
六
年
～
二
一
年
ま
で
六
五
基
の
横
穴
墓
が
調
査
さ
れ

て
い
る
。
発
掘
調
査
後
土
の
う
で
閉
塞
し
、
現
在
は
開

口
し
て
い
な
い
。

　

出
土
し
た
遺
物
は
土は

じ

き

師
器
、
須す

え

き

恵
器
の
土
器
、

直ち
ょ
く
と
う

刀
・
刀と
う
す子

・
馬
具
の
鉄
製
品
、
金こ
ん
ど
う銅

製
耳じ
か
ん環

・

勾ま
が
た
ま玉

・
管
玉
・
琥こ
は
く珀

玉
の
装
飾
品
、
人
骨
な
ど
が
あ
る
。

　

発
掘
調
査
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
発
見
が

あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
横
穴
墓
の
形
態
が
羨せ
ん
ど
う道
部
と
玄げ
ん
し
つ室

の
境
の
玄
門
で
比
高
差
一
ｍ
ほ
ど
の
段
差
が
認
め
ら
れ

る
横
穴
墓
が
多
数
あ
り
、
東
上
総
地
方
で
流
行
す
る

「
高こ

う
だ
ん壇
式
横
穴
墓
」
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
東
北
地
方
の
横
穴
墓
群
に
は
高
壇
式
横
穴
墓

に
類
似
す
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
上
総

地
方
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
コ
ン
パ
ス
に
よ
る
二
つ
の
円
文
を
描

い
た
線
刻
壁
画
（
二
八
号
墓
）
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
装
飾
横
穴
墓
と
し
て
は
日
本
で
も
最
北
地
域
に

位
置
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

　

三
つ
め
は
出
土
し
た
八
世
紀
初
頭
頃
の
須
恵
器
坏つ
き

の

底
部
に
「
大お
お
と
ね
り

舎
人
」
と
墨
書
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。「
大
舎
人
」
の
墨
書
土
器
の
発
見
は
、
律

令
国
家
と
蝦え
み
し夷
支
配
を
考
え
る
上
で
重
要
な
発
見
と

な
っ
た
。

　

四
つ
め
は
出
土
遺
物
の
中
に
、
静
岡
県
湖こ
さ
い西

窯
跡
群

で
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
が
多
数
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
東
海
産
須
恵
器
の
流
通
す
る
北
限
域
で
あ
る
と
と

も
に
、
海
を
媒
介
と
し
た
交
流
が
推
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

五
つ
め
は
埋
葬
人
骨
を
分
析
し
た
結
果
、
東
北
北
部

の
形
質
に
近
い
人
骨
と
東
日
本
古
墳
時
代
人
に
近
い
形

質
の
人
骨
が
同
じ
横
穴
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
在
地
の
蝦え

み
し夷
と
坂ば
ん
ど
う東
の
人
が
同
じ
墓
に
埋
葬
さ

れ
た
可
能
性
が
推
定
さ
れ
る
。

　

横
穴
墓
の
中
に
は
ひ
た
ち
な
か
市
十
五
郎
穴
横
穴
墓

群
に
類
似
す
る
形
態
の
も
の
も
複
数
あ
り
、
羨
道
に
葬

送
儀
礼
に
使
っ
た
土
器
を
多
数
ま
と
め
て
置
く
あ
り
方

も
特
徴
的
で
あ
る
。
今
後
、
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
と
の

関
係
も
含
め
、
関
東
地
方
と
の
交
流
が
明
ら
か
に
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

矢本横穴墓群全景

墨書土器 遺物出土状況

横穴墓内人骨の出土状況

7

８

（東松島市教育委員会）

宮城県東松島市

矢
や も と

本横穴墓群

佐藤　敏幸



「ひたちなか市の遺跡（学区編）」シリーズは，今回で完結です。

次号からは「ひたちなか市の古墳」シリーズが始まります（11 頁参照）。
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1971（昭和 46）年　東中根大和田

遺跡第1次調査のテントで休憩中

＊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。

　

東ひ
が
し
な
か
ね

中
根
遺
跡
と
虎と
ら
づ
か塚

古
墳
は
勝
田
市
史
編へ
ん
さ
ん纂

の
上

で
抜
き
に
で
き
な
い
重
要
な
遺
跡
で
あ
っ
た
。
こ
の
二

つ
の
遺
跡
と
も
東
中
根
の
西
野
茂
信
さ
ん
の
所
有
地
で

あ
っ
た
。
西
野
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
て
調
査
を
進
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。
勝
田
市
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
中
で

画
期
を
な
し
た
の
は
明
治
大
学
と
勝
田
市
の
共
同
調
査

と
し
て
実
施
し
た
馬ま
わ
た
り渡
埴
輪
製
作
遺
跡
で
あ
っ
た
。
馬

渡
埴
輪
製
作
跡
の
調
査
中
に
は
杉
原
荘
介
先
生
が
お
見

え
に
な
り
、
そ
の
際
に
東
中
根
遺
跡
を
訪
れ
て
い
る
。

　

石
岡
一
高
に
就
職
し
て
か
ら
積
極
的
に
県
内
研
究
者

に
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
特
に
伊
東
氏
と
は
よ
く
会
い
、

酒
を
飲
ん
だ
。
伊
東
氏
の
誘
い
で
津つ
　
だ
　
て
ん
じ
ん
や
ま

田
天
神
山
遺
跡
や

黒く
ろ
ま
た
ぎ跨
遺
跡
の
調
査
も
行
な
っ
た
。
東
中
根
遺
跡
は
早
く

か
ら
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
い
た
弥
生
時
代
の
遺
跡
で

あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
出
土
す
る
土
器
は
東
中
根
式
土
器

と
し
て
茨
城
の
弥
生
式
土
器
編
年
の
上
で
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
た
。
弥
生
式
土
器
編
年
は
最
古
が
女お
ざ
か
た方
式

で
あ
り
、
最
後
に
十
じ
ゅ
う
お
う
だ
い

王
台
式
が
く
る
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
間
を
埋
め
る
研
究
が
戦
後
の
弥
生
研
究
の
課
題
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
提
唱
さ
れ
た
の
が
足あ
し
あ
ら
い

洗
式
、
東
中
根

式
、
長
岡
式
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
一
系
統
に
並
べ
る

佐
藤
次
男
氏
、
井
上
義
安
氏
な
ど
の
考
え
に
対
し
て
伊

東
氏
と
筆
者
は
長な
が
お
か岡

式
を
別
系
統
と
し
て
、
足
洗
式
、

東
中
根
式
か
ら
十
王
台
式
へ
の
編
年
を
考
え
始
め
て
い

た
。
そ
の
こ
ろ
井
上
氏
は
そ
れ
ま
で
呼
称
し
て
い
た
「
東

中
根
式
」
か
ら
「
磐い
わ
ふ
ね
や
ま

船
山
式
」
に
呼
称
を
変
更
し
、
佐
藤

氏
が
同
調
し
た
。
伊
東
氏
や
筆
者
ら
と
の
見
解
の
差
が

生
じ
た
。

　

石
岡
一
高
に
通
う
途
中
、
水
戸
で
下
車
し
て
「
天
恩
ビ

ル
」
の
地
下
に
よ
く
滝
田
宏
さ
ん
を
訪
ね
た
。
水
戸
市

役
所
に
伊
東
さ
ん
を
訪
ね
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
昭
和

三
〇
年
代
は
ま
だ
足
洗
式
か
ら
東
中
根
式
へ
の
移
行
を

考
え
る
土
器
と
し
て
提
唱
し
て
い
た
「
黒
跨
式
土
器
」
が

佐
藤
次
男
さ
ん
ら
に
よ
っ
て
地
名
論
争
に
す
り
替
え
ら

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
し
き
り
に
ぼ
や
い
て
い
た
。
佐

藤
氏
は
「
黒
跨
」
と
い
う
地
名
は
な
く
「
黒
く
ろ
ば
か
ま袴
」
が
正
し

い
と
い
う
。
そ
の
通
り
な
の
だ
が
な
ぜ
か
当
時
の
勝
田

市
地
図
に
は
「
黒
跨
」
と
あ
っ
た
。
伊
東
氏
は
黒
跨
式

を
東
中
根
式
土
器
成
立
の
重
要
な
カ
ギ
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
市
史
の
調
査
に
先
立
っ
て
、
セ
ッ
ト
で
の

東
中
根
式
土
器
の
把
握
を
目
論
ん
で
金
子
進
氏
が
発
掘

調
査
を
敢
行
し
た
。
東
中
根
遺
跡
は
白
熱
し
た
弥
生
研

究
の
最
前
線
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
中
根
遺
跡
の
発

掘
は
そ
の
絶
好
の
好
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

ろ
勝
田
中
央
公
民
館
の
資
料
展
示
室
で
藤
本
弥
城
氏
に

会
っ
た
。
弥
城
さ
ん
は
長
岡
式
土
器
の
胴
部
縄
文
に
注

目
し
て
東
中
根
式
か
ら
十
王
台
式
で
は
な
く
、
長
岡
式

か
ら
十
王
台
式
へ
の
編
年
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
っ
た
。
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
五
次

の
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

東
中
根
遺
跡
の
調
査
の
頃
は
学
生
運
動
の
最
盛
期
で

あ
っ
た
。
当
然
市
町
村
史
編
纂
に
限
ら
ず
行
政
発
掘
は

学
生
運
動
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
。
筆
者
の
元

へ
も
し
ば
し
ば
行
政
発
掘
を
批
判
す
る
ビ
ラ
が
送
ら
れ

て
き
た
り
、
面
会
を
求
め
ら
れ
た
り
し
た
が
応
じ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
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ひたちなか市の古墳 ( 序説 )

稲田　健一

　見学者の方からは，「ひたちなか市には古

墳がいくつあるのですか」や「どこにあるん

ですか」，「年代は」などといった質問をよく

尋ねられます。そこで，そんな疑問に答える

ため，ひたちなか市の古墳についてまとめて

みたいと思います。今回は序説として市域の

古墳の概略を記し，次回からは「ひたちなか

市の古墳」というシリーズとして，個々の古

墳について紹介していきたいと思います。

虎塚古墳群第１号墳

　遺跡ガイド

　
　
　
　
　
　
　

現
在
、
ひ
た
ち
な
か
市
で
確
認
し
て

い
る
古
墳
は
四
五
ヶ
所
あ
り
、
そ
の
数
は
一
三
四
基
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
数
に
過
去
の
文
献
等
か
ら
消
滅
し

た
古
墳
の
数
も
統
計
す
る
と
二
五
五
基
と
な
る
。

　

分
布
は
、
那
珂
川
と
そ
の
支
流
及
び
太
平
洋
を
臨
む

台
地
縁
辺
部
に
位
置
し
て
い
る
（
図
１
）。
細
か
く
み

る
と
、
太
平
洋
岸
に
古
墳
群
一
一
・
古
墳
六
、
那
珂
川

左
岸
に
古
墳
群
八
・
古
墳
二
、
中
丸
川
流
域
に
古
墳
群

一
一
、
本
郷
川
流
域
に
古
墳
群
二
、
大
川
流
域
に
古
墳

群
二
、
新
川
流
域
に
古
墳
群
四
・
古
墳
一
と
な
り
、
太

平
洋
岸
と
那
珂
川
・
中
丸
川
流
域
に
古
墳
の
大
半
が
分

布
し
て
お
り
、
内
陸
部
に
は
少
な
い
。
古
墳
が
も
っ

と
も
集
中
す
る
地
域
は
太
平
洋
岸
の
磯
い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
・
磯い
そ
あ
い合

・

入に
ゅ
う
ど
う
道
・
三み
つ
づ
か

ツ
塚
・
新し
ん
ど
う道
古
墳
群
で
、
消
滅
し
た
も
の
も

含
め
る
と
一
二
四
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
前

方
後
円
墳
の
分
布
は
、
那
珂
川
・
中
丸
川
流
域
に
集
中

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

墳
形
は
、
前
方
後
円
墳
・
帆
立
貝

形
古
墳
・
方
墳
・
円
墳
が
あ
り
、円
墳
が
大
半
を
占
め
る
。

前
方
後
円
墳
は
、
太
平
洋
岸
で
川か
ご
づ
か

子
塚
古
墳
一
、
那

珂
川
流
域
で
寺て
ら
ま
え前

古
墳
一
・
高た
か
い井

古
墳
群
一
・
三み
た
ん
だ

反
田

古
墳
群
三
・
津
田
西
山
古
墳
群
一
、
中
丸
川
流
域
で
笠

谷
古
墳
群
二
・
大
お
お
だ
い
ら平

古
墳
群
三
・
田た
び
こ彦

古
墳
群
一
、
本

郷
川
流
域
で
虎
塚
古
墳
群
一
、
大
川
流
域
で
鉾ほ
こ

ノ
宮み
や

古

墳
群
一
の
合
計
一
五
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）。

一
古
墳
群
で
多
数
の
墳
形
を
有
す
る
の
は
虎
塚
古
墳
群

で
、
前
方
後
円
墳
・
方
墳
・
円
墳
が
み
ら
れ
る
。

　

規
模
は
、
市
内
最
大
が
川
子
塚
古
墳
の
八
一
ｍ
で
、

次
い
で
虎
塚
古
墳
群
第
一
号
墳
の
五
六
ｍ
、
三
ツ
塚
古

墳
群
第
一
三
号
墳
の
五
三
ｍ
、
同
第
一
二
号
墳
の
五
一

ｍ
、
寺
前
古
墳
と
大
平
古
墳
群
第
一
号
墳
の
五
○
ｍ
、

笠
谷
古
墳
群
第
六
号
墳
の
四
三
ｍ
が
あ
り
、
そ
の
他
は

三
○
ｍ
以
下
が
多
い
。
現
在
消
滅
し
て
い
る
た
め
正
確

な
規
模
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
平
古
墳
群
の
黄こ

が
ね
づ
か

金
塚
古

墳
は
、
過
去
の
略
測
か
ら
約
六
○
ｍ
の
前
方
後
円
墳
の

可
能
性
が
あ
る
。

　

埋
葬
施
設　
　

埋
葬
施
設
に
は
、
箱
式
石
棺
や
横
穴

式
石
室
、
土ど
こ
う壙
、
木
炭
槨か
く

等
が
あ
る
。

　

構
造
で
特
異
的
な
も
の
に
、
虎
塚
古
墳
群
第
四
号
墳

の
横
穴
式
石
室
の
刳く

り
抜
き
玄
門
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当

古
墳
の
よ
う
な
刳
り
抜
き
玄
門
は
茨
城
県
内
で
は
他
に

確
認
で
き
な
い
。
県
外
で
は
、
栃
木
県
壬
生
地
域
に
類

似
す
る
石
室
が
あ
り
、
ま
た
「
出
雲
型
石
室
」
の
特
徴

に
合
致
す
る
点
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
古
墳
と
他
地
域

と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る
石
室
で
あ
る
。

　

時
期　
　

発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が

多
く
、時
期
を
確
定
で
き
る
古
墳
は
少
な
い
。そ
の
た
め
、

発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
古
墳
や
埴
輪
の
有
無
、
埋
葬

施
設
の
構
造
等
か
ら
時
期
を
推
定
し
て
み
た
（
図
３
）。

　

市
域
の
古
墳
で
、
確
実
に
四
世
紀
の
古
墳
と
い
え
る

も
の
は
確
認
で
き
な
い
。現
時
点
で
最
も
古
い
古
墳
は
、

壺
形
埴
輪
等
が
出
土
し
た
三
ツ
塚
古
墳
群
第
一
二
号
墳

で
、
五
世
紀
前
葉
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
五
世
紀
後

半
の
時
期
に
は
、
市
域
最
大
規
模
の
川
子
塚
古
墳
が
出

現
し
、
そ
の
他
に
磯
崎
東
古
墳
群
第
三
○
号
墳
や
入
道

古
墳
群
第
１
号
墳
が
当
概
時
期
に
推
定
さ
れ
る
。
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早戸川

常

磐

線

国

道
６
号

1 2

3

4
5 6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17
18

1920

21 22

23

24

25

2627

28

2930

31

32

33

34

35

36

39

38
37

40
41

42
43

44

45

1 愛宕神社古墳群 10 新道古墳群 19 宮前古墳群 28 勝倉古墳群 37 外野開拓古墳群

2 前山古墳群 11 権現塚古墳 20 高井古墳群 29 長堀古墳群 38 田彦古墳群

3 川子塚西古墳群 12 和尚塚 21 三反田古墳群 30 大平古墳群 39 寄居新田古墳群

4 川子塚古墳 13 東塚原古墳群 22 笠谷古墳群 31 殿塚古墳群 40 鉾ノ宮古墳群

5 大穴塚古墳 14 和田ノ上古墳群 23 虎塚古墳群 32 大島古墳群 41 足崎古墳

6 磯崎東古墳群 15 ぼんぼり山古墳 24 馬渡古墳群 33 市毛古墳群 42 寺畑古墳群

7 磯合古墳群 16 部田野古墳群 25 中根中区古墳群 34 天神山古墳群 43 二ツ森古墳群

8 入道古墳群 17 寺前古墳 26 相対古墳群 35 津田西山古墳群 44 老ノ塚古墳群

9 三ツ塚古墳群 18 道理山古墳群 27 金上古墳群 36 津田若宮古墳群 45 孫目古墳群

図１　ひたちなか市域の古墳の分布（一部水戸市・大洗町を含む）

12



早戸川
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線
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道
６
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8
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11
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14

15

16

17
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25
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28
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43

44

45

図２　ひたちなか市域の前方後円墳集成
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図３　ひたちなか市域の古墳の消長（一部大洗町を含む /白抜き：　

　　　埴輪なし）

　

六
世
紀
に
入
る
と
、
太
平
洋
岸
以
外
に
も
古
墳
が
出

現
す
る
。
六
世
紀
中
頃
の
古
墳
に
は
、
調
査
が
実
施
さ

れ
た
津
田
西
山
古
墳
群
第
一
・
三
号
墳
と
、
鉾
ノ
宮
古

墳
群
第
一
・
二
号
墳
が
、
埋
葬
施
設
と
出
土
遺
物
か
ら

当
時
期
と
推
定
さ
れ
る
。

　

六
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
高
井
・
三
反
田
・
笠
谷
・

大
平
・
殿と
の
づ
か塚

・
長な
が
ほ
り堀

・
田
彦
・
老お
い

ノ
塚づ
か

古
墳
群
と
い
っ

た
多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
の

中
に
は
七
世
紀
前
半
ま
で
継
続
す
る
古
墳
群（
三
反
田
・

笠
谷
・
大
平
・
殿
塚
・
老
ノ
塚
古
墳
群
）
も
あ
る
。
三

反
田
古
墳
群
と
笠
谷
古
墳
群
、
大
平
古
墳
群
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
埴
輪
を
樹
立
す
る
前
方
後
円
墳
（
三
反
田
一
号

墳
、
笠
谷
六
号
墳
、
大
平
黄
金
塚
古
墳
）
と
、
樹
立
し

な
い
前
方
後
円
墳
（
三
反
田
二
号
墳
、
笠
谷
七
号
墳
、

大
平
一
号
墳
）
が
存
在
す
る
。
茨

城
県
で
の
埴
輪
の
樹
立
は
六
世
紀

末
ま
で
、
前
方
後
円
墳
の
築
造
は

七
世
紀
前
葉
ま
で
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

七
世
紀
に
な
る
と
、
新
た
な
場

所
に
虎
塚
・
中
根
中
区
・
二
ツ
森
・

孫
目
古
墳
群
が
造
ら
れ
る
。
虎
塚

古
墳
群
は
、
前
方
後
円
墳
の
第
一

号
墳
が
七
世
紀
前
葉
、
方
墳
の
第

四
号
墳
が
七
世
紀
中
葉
と
考
え
ら

れ
る
。
市
域
で
最
終
時
期
の
古
墳

と
推
定
さ
れ
る
の
は
、
三
反
田
古

墳
群
の
飯
塚
前
古
墳
で
あ
る
。
墳

形
は
、
東
西
約
三
○
ｍ
、
南
北
約

二
○
ｍ
、
高
さ
約
三
ｍ
を
測
る
市

域
唯
一
の
長
方
墳
で
あ
る
。
埋
葬

施
設
は
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
出

土
遺
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

が
、
墳
形
や
埋
葬
施
設
等
か
ら
七

世
紀
後
半
の
時
期
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
時
期
の
中
心
は
、
六
世
紀
後
半
か
ら

七
世
紀
前
半
が
大
半
を
占
め
る
。
現
時
点
で
も
っ
と
も

古
い
古
墳
は
五
世
紀
前
葉
の
三
ツ
塚
古
墳
群
第
一
二
号

墳
で
あ
り
、市
域
で
前
期
古
墳
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
那
珂
川
河
口
を
望
む
前
方
後
円
墳
の
寺
前
古

墳
は
、そ
の
立
地
等
か
ら
前
期
古
墳
の
可
能
性
が
あ
る
。

近
隣
の
地
域
に
は
、大
洗
町
日ひ
さ
げ
づ
か

下
ヶ
塚（
鏡
塚
）古
墳
や
、

三
角
縁
神
獣
鏡
が
出
土
し
た
水
戸
市
大
場
の
天
神
山
古

墳
、
東
海
村
の
真ま
さ
き崎
古
墳
群
第
５
号
墳
と
い
っ
た
前
期

古
墳
が
存
在
す
る
。
時
期
別
の
古
墳
の
分
布
は
、
五
世

紀
代
は
太
平
洋
岸
に
の
み
存
在
し
、
六
世
紀
中
葉
以
降

は
各
河
川
流
域
に
分
布
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　

ひ
た
ち
な
か
市
域
の
古
墳
群
に
つ
い
て

ま
と
め
る
と
、
古
墳
群
の
分
布
は
太
平
洋
岸
と
那
珂
川

左
岸
及
び
そ
の
支
流
の
中
丸
川
流
域
に
多
く
、
内
陸
部

は
少
な
い
。
墳
形
は
大
半
が
円
墳
で
、
前
方
後
円
墳
は

一
五
基
確
認
さ
れ
る
。
規
模
は
三
○
ｍ
以
下
が
多
く
、

最
大
は
八
一
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
特
異
な
例
と

し
て
は
、
三
ツ
塚
古
墳
群
中
の
五
○
ｍ
以
上
の
二
基
の

大
型
円
墳
で
、
こ
れ
ら
は
円
墳
と
し
て
は
県
内
最
大
規

模
の
大
洗
町
車く
る
ま
づ
か塚

古
墳
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
。
埴

輪
は
、比
較
的
多
く
の
古
墳
で
確
認
で
き
る
。
時
期
は
、

六
世
紀
後
半
～
七
世
紀
前
半
に
多
く
、
現
時
点
で
は
前

期
古
墳
は
認
め
ら
れ
な
い
。
現
在
も
っ
と
も
古
い
と
思

わ
れ
る
の
は
五
世
紀
前
葉
の
時
期
が
推
測
さ
れ
る
。
そ

れ
よ
り
も
古
い
時
期
の
古
墳
は
、
那
珂
川
対
岸
の
大
洗

町
や
水
戸
市
、
新
川
対
岸
の
東
海
村
に
存
在
す
る
。
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９　

ハ
マ
ナ
ス

　

五
月
に
入
る
と
、
虎
塚
古
墳
へ
の
森
の
入
口
近
く
で
、
赤
い
花
を
見
か

け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
ハ
マ
ナ
ス
」
で
す
。

　

ハ
マ
ナ
ス
は
バ
ラ
科
バ
ラ
属
の
落
葉
低
木
で
す
。
名
前
は
、
海
岸
の
砂

地
に
生
え
、
形
が
ナ
シ
に
似
た
実
を
付
け
る
こ
と
か
ら
つ
い
た
「
ハ
マ
ナ
シ
」

と
い
う
名
が
な
ま
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
ナ
ス
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な

い
そ
う
で
す
。
花
は
五
月
か
ら
八
月
に
赤
い
花
を
咲
か
せ
、
八
月
か
ら
十

月
に
は
真
っ
赤
な
実
を
結
び
ま
す
。
日
本
で
は
北
海
道
に
多
く
、
南
は
茨

城
県
や
島
根
県
ま
で
分
布
し
、
と
く
に
北
海
道
の
襟
裳
岬
や
京
都
府
の
天

橋
立
な
ど
が
名
所
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
こ
の
花
は
、
北
海
道
の
道
花
で

あ
り
、
鹿
嶋
市
の
市
花

で
も
あ
り
ま
す
。

　

私
が
こ
の
花
の
名
前

を
聞
く
と
、
学
生
時
代

に
乗
っ
た
青
森
と
札
幌

を
結
ぶ
夜
行
急
行
列
車

「
は
ま
な
す
」
を
思
い
出

し
ま
す
。
明
日
か
ら
始

ま
る
北
海
道
の
旅
に
思

い
を
巡
ら
せ
、
そ
の
興

奮
か
ら
ほ
と
ん
ど
眠
れ

な
か
っ
た
車
内
を
思
い

出
さ
せ
て
く
れ
る
、
そ

ん
な
花
で
す
。　

　

（
稲
田
健
一
）

埋文

日々
の

2012 前
期

センター

2005.5.17

跡
め
ぐ
り
／2

0

第
9
回
企
画
展「
横
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墓
の
世
界
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了
／2

3

中
根
小
学
校
6

年
生
社
会
科
見
学
／2

5

佐
野
小
学
校
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6

ワ
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ケ
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ス
ミ
ュ
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ア
ム
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平
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年 
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遺
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発
掘
調
査
速
報
展
」
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始

6
月

5

中
根
小
学
校
3
年
生
社
会
科
見
学
／

5
-
8

岡
田
遺
跡
試
掘
調
査
／6

鉾
田
市

旭
東
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／7

中
根
小
学
校
出
張
授
業【
勾
玉
づ
く
り
】

8

那
珂
湊
第
三
小
学
校
6
年
生
社
会
科

見
学

質
問
対
応
中
根
小
学
校
6
年
生

敷
地
内
放
射
線
測
定
／13

外
野
小
学

校
3
年
生
社
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科
見
学
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田
彦
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学
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生
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生
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潟
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採
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器
】
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月
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澤
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料
調
査

【
乳
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を
抱
く
埴
輪
ほ
か
】
／6

那
珂
市
芳

野
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／8
ワ

4
月

1

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／5
東
海
村
環

境
を
調
べ
隊
見
学

ひ
た
ち
な
か
市
新
人
研
修
／
藤
本
武
氏

寄
贈
資
料
受
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【
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田
房
貝
塚
石
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-
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虎
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縄
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】
／2

2

虎
塚
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墳
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検
／

2
4
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川
裕
喜
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茨
城
県
自
然
博
物
館
）
資
料

調
査
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
貝
輪
ほ
か
】
／
市
毛
小

学
校
へ
資
料
貸
出【
井
上
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
縄
文
土

器
ほ
か
】
／2

5
-
2
6

岡
田
遺
跡
試
掘
調
査

／2
7

市
毛
小
学
校
よ
り
資
料
返
却

5
月

9

津
田
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

1
1

フ
ジ
ク
ラ
ブ
見
学
／1

2

鷹
ノ
巣
遺

跡
本
調
査
開
始
／1

5

那
珂
市
菅
谷
西

小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／1

8

遺
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（2012.8.29）

ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
23
終
了
／10

平

磯
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／11

鷹

ノ
巣
遺
跡
本
調
査
終
了
／
脇
山
佳
奈
氏

（
広
島
大
学
大
学
院
生
）
資
料
調
査
【
磯
崎
東
古
墳
群

珠
文
鏡
】
／14

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
博

物
館
実
習
施
設
見
学
／1

8

茨
城
新
聞

取
材
【
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
】
／2

2
ふ
る
さ

と
考
古
学
①「
楽
し
い
考
古
学
」（
講
師
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こ
氏
）
／2
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-
2
5
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ワ
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ュ
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ア
ム
24
「
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恵
器
の
土
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山
」

開
始
／
ふ
る
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と
考
古
学
②
「
土
器
の

考
古
学
１
」（
講
師
・
佐
々
木
義
則
）
／

2
9

ふ
る
さ
と
考
古
学
③
「
土
器
の
考
古

学
２
」（
講
師
・
綿
引
逸
雄
氏
）
／3

1

大
洗
第
一
中
学
校
職
場
体
験
／
三
反
田

新
堀
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

８
月

1

大
洗
第
一
中
学
校
職
場
体
験
／3

三

反
田
新
堀
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／4

ふ

る
さ
と
考
古
学
④
「
貝
の
考
古
学
」（
講

師
・
黒
住
耐
二
氏
）
／5

ふ
る
さ
と
考

古
学
⑤
「
住
居
の
考
古
学
」（
講
師
・
稲

田
健

一
）

7

‐9

東
石
川
新
堀
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
7

滋
賀
県
ミ
ホ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
秋
季

特
別
展「
土
偶
・
コ
ス
モ
ス
」へ
資
料
貸

出
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
ハ
ー
ト
形
土
偶
】
／22-28

川
子
塚
西
古
墳
群
試
掘
調
査
／22-28

博
物
館
実
習
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
・
茨
城
大

学
・
筑
波
大
学
）
／2

6

ふ
る
さ
と
考
古
学

⑥
「
土
器
の
考
古
学
３
」（
講
師
・
綿
引
逸

雄
氏
）
／3

1

震
災
破
損
資
料
修
復
へ

9
月

4
那
珂
市
沼
田
三
次
氏
よ
り
イ
ノ
シ
シ

寄
贈

6

佐
藤
渉
氏
【
学
芸
大
学
学
生
】
資
料
見
学

【
十
五
郎
横
穴
須
恵
器
】
／7

平
磯
学
習
セ
ン

タ
ー
見
学
／9

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
25
終
了
／1

1

常
陸
太
田
市
世
矢

Ｊ
&
Ｊ
同
好
会
見
学
／1

1
-
1
3

西
中
島

遺
跡
試
掘
調
査
／1

3

岩
宿
博
物
館
企

画
展
「
人
が
動
く
、
時
代
も
動
く
―
東
日

本
の
細
石
刃
文
化
を
追
う
―
」へ
資
料
貸
出
【
後
野

遺
跡
細
石
刃
ほ
か
】
／1

4

浅
間
縄
文
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
よ
り
資
料
返
却
／1

8
-
2
7

上
馬

場
遺
跡
試
掘
調
査

1
9

イ
ノ
シ
シ
骨
格
標
本
作
製
／19･20

東
石
川
内
後
遺
跡
試
掘
調
査
／26

茨

城
県
自
然
博
物
館
よ
り
資
料
返
却
／

27

平
磯
小
学
校
出
張
授
業【
火
起
こ
し
】

29

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
25
「
古

墳
時
代
の
色
ー
色
の
考
古
学
ー
」
開
始

／
茨
城
県
立
歴
史
館
特
別
展
「
霞
ヶ
浦

と
太
平
洋
の
め
ぐ
み
―
塩
づ
く
り
―
」
へ
資

料
貸
出【
沢
田
遺
跡
木
製
品
ほ
か
】

月
開館

日数

個人 団体 計

（人） （団体） （人） （人）

4 月 26 1039 4 (0) 105 (   0) 1144

5 月 26 362 8 (4) 463 (406) 825

6 月 26 173 11 (6) 726 (669) 899

7 月 27 238 7 (3) 259 (109) 497

8 月 26 305 13 (1) 170 (   2) 475

9 月 26 152 3 (0) 69 (   0) 221

合計 157 2269 46 (14) 1792 (1186) 4061

入館者状況（2012.4.1 ～ 2012.9.30）

( ) 内は学校数

　
編
集
後
記
の
　

笑
う
埴
輪

　

博
物
館
実
習
生
が
モ
デ
ル
の｢

女
子
大
生
と
装

身
具｣

シ
リ
ー
ズ
第
三
弾
を
お
届
け
す
る
。
く
ど

い
よ
う
だ
が
、
モ
デ
ル
の
表
情
に
甲
乙
は
付
け
難

く
、
撮
影
地
に
選
ん
だ
虎
塚
古
墳
の
木
漏
れ
日
が
、

採
否
の
写
真
を
分
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
、

ず
ば
抜
け
た
丙
と
も
い
え
る
男
子
大
生
が
、
シ
リ
ー

ズ
と
は
無
関
係
な
が
ら｢

審
査
員
特
別
賞｣

（
六
頁
）

に
輝
い
た
。
額
か
ら
流
血
し
た
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
を
、

出
来
損
な
い
の
ハ
ク
シ
ョ
ン
大
魔
王
と
デ
ビ
ル
マ

ン
が
囲
む
。
そ
の
よ
う
な
不
思
議
な
組
合
せ
の
仮

装
だ
と
見
て
い
た
の
だ
が
、
彼
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ

参
考
に
し
た
埴
輪
が
あ
る
と
い
う
。
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー

は
、
標
本
陳
列
室
に
展
示
さ
れ
た｢

井
上
廣
明
コ

レ
ク
シ
ョ
ン｣

の
武
人
埴
輪
が
原
型
で
あ
る
ら
し

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
モ
デ
ル
の
全
員
に
笑
み

を
も
た
ら
し
た
効
果
は｢

特
別
賞｣

に
値
す
る
。

　

塚
廻
り
三
号
墳
の
巫
女
埴
輪
の
首
飾
り
を
忠
実

に
真
似
る
な
ら
ば
、
ガ
ラ
ス
玉
も
連
ね
た
く
な
る

が
、
遺
物
の
保
護
を
考
慮
し
、
そ
れ
は
控
え
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
脆
弱
な
状
態
の
も
の
も
少
な
く

な
い
の
だ
。
今
回
の
企
画
の
実
現
ま
で
に
は
、
副

葬
品
の
性
差
と
い
う
視

点
か
ら
日
本
の
古
墳
を

研
究
し
た
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ

ア
の
留
学
生
ペ
ト
ラ
さ

ん
か
ら
も
ご
教
示
を
い

た
だ
い
て
い
る
。
感
謝
と

と
も
に
、
日
本
語
で
書
か

れ
た
彼
女
の
論
文
に｢

努

力
賞｣

を
献
じ
た
い
。
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