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三
み た ん だ し い づ か

反田蜆塚貝塚の鹿角製髪
かみばり

針　　三反田蜆塚貝塚からは1999年の発掘調査で，骨角器の髪針が
出土しています。２点のうち，幅広で矢羽のようにも見える端部の形状は，立

た つ ぎ

木貝塚（杉原･戸沢1965）＊

に類例があり，縄文時代後期のものと考えられます。鹿の角を削って磨いたばかりの当時の色調は真白
で，これに赤漆が塗られた櫛が組み合うのかもしれません。頭上の三角スケールは，その色見本という
ことにもなるのでしょう。� （2013.8.24撮影　博物館実習　「女子大生と装身具」第４弾）

特集「市内遺跡の調査」　調査報告書ができるまで

「出会い，別れ，そして夢考古学の旅路」第１１回　勝田市の遺跡の調査（４）　（川崎純徳）

展示資料紹介　鷹ノ巣遺跡のアメリカ式石鏃―茨城県域の資料に窺う威信財としての変化―　（鈴木素行）

１ケース・ミュージアム27　ひたちなか市で焼かれた天平の甍・遺跡めぐり　下野の古代寺院跡を巡る

横穴墓を歩く⑩　泉崎横穴墓　（嶋村一志） １ケース・ミュージアム28　０（ゼロ）からの縄文原体

ひたちなか市の古墳②　海岸線の古墳群 歴史の小窓⑪　村の仏教行者

虎塚古墳花便り⑪　 ホタルブクロ ほか

＊杉原荘介･戸沢充則1965「茨城県立木遺跡」『考古学集刊』第3巻第 2号 35-72 頁
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特
集
「
市
内
遺
跡
の
調
査
」

調
査
報
告
書
が
で
き
る
ま
で

ひ
た
ち
な
か
市
で
は
、遺
跡
に
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
が
建
築
さ
れ
る
際
に
、

国
費
補
助
事
業
と
し
て
市
の
予
算
に
よ
っ
て
事
前
の
試
掘
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
毎
年
、
一
五
件
ほ
ど
の
試
掘
調
査
が
市
内
の
ど
こ
か
で
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
試
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
住
居
跡
な
ど
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
場

合
、
そ
の
保
存
が
難
し
い
と
き
に
は
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
調
査
地
に
ひ

も
を
張
っ
て
、
掘
る

部
分
を
明
ら
か
に
し

ま
す
。
次
に
重
機

を
使
い
、
そ
の
部
分

の
表
土
を
、
遺
構
が

確
認
で
き
る
深
さ
ま

で
、
取
り
除
い
て
い

き
ま
す
。

　

市
内
に
は
三
二
六
の
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
遺
跡
で

土
木
工
事
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
市
教
育
委
員
会

の
委
託
を
受
け
て
、（
公
財
）
ひ
た
ち
な
か
市
生
活
・

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
公
社
に
よ
り
試
掘
調
査
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
金
上
に
あ
る
大お

お
ぼ
う
ち

房
地
遺
跡
で
の
調
査

を
見
な
が
ら
、
試
掘
調
査
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い

く
の
か
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ひ
も
を
張
っ
た
部
分
が
掘

り
あ
が
り
ま
し
た
。

調
査
区
の
状

況
や
発
見
さ

れ
た
遺
構

を
、
図
面
や

写
真
に
記
録

し
て
い
き
ま

す
。

見
つ
か
っ
た
遺
構

は
一
号
土
坑
と

ピ
ッ
ト
一
と
名
付

け
ま
し
た
。
一
部

を
掘
り
下
げ
た
と

こ
ろ
、
土
坑
か
ら

縄
文
時
代
後
期
の

土
器
が
、
ピ
ッ
ト

か
ら
江
戸
時
代
の

陶
器
が
出
土
し
ま

し
た
。

掘
り
下
げ
た
部
分
は
ト
レ

ン
チ
と
い
い
ま
す
。
ト
レ

ン
チ
の
表
面
を
き
れ
い
に

し
た
ら
、
土
坑
と
ピ
ッ
ト

が
見
つ
か
り
ま
し
た
の

で
、白
い
ひ
も
を
張
っ
て
、

は
っ
き
り
と
わ
か
る
よ
う

に
し
ま
す
。
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調
査
の
記
録
を
す
べ
て

取
り
終
え
た
ら
、
調
査

地
を
重
機
で
埋
め
戻
し

ま
す
。
こ
れ
で
現
地
の

確
認
調
査
は
終
了
で

す
。

埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー
に

持
ち
帰
っ
た

遺
物
は
、
す
ぐ

に
洗
浄
し
乾
燥

さ
れ
、
一
点
一

点
、
出
土
し
た

場
所
を
記
入
し

ま
す
。
そ
の
後

接
合
作
業
を
経

て
、
実
測
作
業

を
行
っ
て
図
面

化
し
ま
す
。

実
測
作
業
を
終
え
た
遺
物

は
、「
テ
ン
バ
コ
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
箱
に

納
め
ら
れ
、
出
土
し
た
遺
跡

名
を
書
い
た
札
を
付
け
、
埋

蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
二

階
の
収
蔵
庫
に
収
蔵
さ
れ
ま

す
。

現
地
で
記
録
し
た

図
面
類
や
、
実

測
さ
れ
た
遺
物
の

図
面
は
、
ペ
ン
や

パ
ソ
コ
ン
な
ど
を

用
い
て
、
清
書
さ

れ
、
印
刷
用
の
図

面
が
出
来
上
が
り

ま
す
。

印
刷
用
の
図
面

や
報
告
文
を
、

パ
ソ
コ
ン
上
で

割
り
付
け
て
、

報
告
書
の
原
稿

を
作
成
し
ま

す
。
そ
れ
を
印

刷
す
れ
ば
、
よ

う
や
く
報
告
書

の
完
成
で
す
。

ひ
た
ち
な
か
市
教
育
委
員
会
の

栗
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
つ
も
埋
蔵
文
化
財
調
査
で

は
皆
様
に
ご
理
解
ご
協
力
い

た
だ
き
、
深
く
感
謝
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま

で
貴
重
な
文
化
財
を
未
来
の

子
供
た
ち
に
残
す
こ
と
が
出

来
ま
す
。
今
後
と
も
皆
様
の

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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展示のようす

　

ひ
た
ち
な
か
市
足た

ら
ざ
き﨑

に
は
、
奈
良
時
代
の
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

年

間
（
八
世
紀
前
半
）
を
中
心
に
瓦
を
生
産
し
て
い
た

原は
ら
の
て
ら
が
よ
う
あ
と

の
寺
瓦
窯
跡
が
あ
り
ま
す
。
当
展
示
で
は
、
原
の
寺

瓦
窯
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
、
生
産
の
全

体
像
を
四
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

原
の
寺
Ⅰ
期
（
七
二
〇
年
頃
）　　

二
号
瓦
窯
跡
が
該

当
し
ま
す
。
当
期
の
平
瓦
は
、
格こ

う
し
め

子
目
や
縄な

わ
め目

を
持
ち

ま
す
が
、
こ
れ
は
格
子
目
を
刻
ん
だ
り
縄
を
巻
い
た
り

し
た
叩た

た

き
板
で
叩
き
し
め
た
際
に
付
い
た
模
様
で
す
。

叩
く
こ
と
で
焼
く
前
に
充
分
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
窯
で
焼
い
た
と
き
に
割
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
る

の
で
す
。
格
子
目
瓦
は
水
戸
市
に
あ
る
台だ

い
わ
た
り
は
い
じ
あ
と

渡
里
廃
寺
跡

か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
の
で
、
寺
院
の
造ぞ

う
さ
く作

に
伴
い
、

瓦
の
生
産
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

原
の
寺
Ⅱ
期
（
七
三
〇
年
頃
）　　

一
号
・
四
号
・
五

号
工
房
跡
が
該
当
し
ま
す
。
当
期
に
な
る
と
平
瓦
は
両

面
に
糸
切
り
痕
を
残
す
薄
い
瓦
に
な
り
ま
す
。
こ
の
瓦

は
厚
さ
が
薄
い
た
め
に
叩
き
し
め
る
必
要
が
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
瓦
の
素
材
と
な
る
粘
土
板
を
粘

土
塊
か
ら
糸
で
切
り
離
し
た
痕
が
瓦
の
表
裏
に
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
ま
す
。
Ⅱ
期
の
瓦
は
、
薄
い
平
瓦
や
、
類

例
の
な
い
文
様
を
持
つ
軒
瓦
な
ど
、
Ⅰ
期
の
瓦
と
は
大

き
く
変
化
し
て
い
ま
す
の
で
、
Ⅱ
期
に
な
っ
て
ど
こ
か

か
ら
新
し
い
技
術
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

す
。し
か
し
そ
う
し
た
技
術
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
は
、

残
念
な
が
ら
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で

両
面
に
糸
切
り
を
残
す
平
瓦
は
、
那
賀
郡
の
正
倉
跡
か

ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
原
の
寺
瓦
窯
跡
か
ら
Ⅱ
期

以
後
に
出
土
す
る
文
字
瓦
は
、
那な

か
ぐ
ん
が
し
ょ
う
そ
う
い
ん

賀
郡
衙
正
倉
院
（
水

戸
市
台
渡
里
廃
寺
跡
長ち

ょ
う
じ
ゃ
や
ま
ち
く

者
山
地
区
）
の
法の

り
く
ら倉

と
呼
ば
れ

る
長
大
な
倉
庫
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
の
で
、
原
の

寺
Ⅱ
期
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
瓦

か
わ
ら
ぶ
き
し
ょ
う
そ
う

葺
正
倉
の
造
作
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

原
の
寺
Ⅲ
期
（
七
四
〇
年
頃
）　　

二
号
工
房
跡
、
六

号
工
房
跡
、
一
号
瓦
窯
跡
が
該
当
し
ま
す
。
Ⅲ
期
は

Ⅱ
期
の
瓦
と
同
じ
よ
う
な
瓦
が
焼
か
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
一
号
瓦
窯
跡
か
ら
は
「
＋
」・「
津
田
」・「
丈
」

な
ど
の
文
字
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文

字
瓦
は
那
賀
郡
衙
正
倉
院
か
ら
も
出
土
し
ま
す
が
、

那な
か
ぐ
ん
が
し
ょ
う
そ
う
べ
つ
い
ん

賀
郡
衙
正
倉
別
院
（
水
戸
市
田た

や
は
い
じ
あ
と

谷
廃
寺
跡
）
か
ら
の

出
土
も
目
立
ち
ま
す
の
で
、
原
の
寺
Ⅲ
期
に
は
正
倉
別

院
の
瓦
も
多
く
焼
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

原
の
寺
Ⅳ
期
（
七
六
〇
年
頃
）　　

三
号
工
房
跡
が
該

当
し
ま
す
。
た
だ
し
三
号
工
房
跡
は
瓦
が
出
土
し
て
お

ら
ず
、
ま
た
床
面
に
粘
土
も
み
ら
れ
な
い
の
で
、
工
房

跡
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
原
の
寺
瓦
窯
跡
西

区
か
ら
は
、
素す

も
ん
え
ん
じ
ゅ
う
べ
ん
ご
よ
う
れ
ん
げ
も
ん
の
き
ま
る
が
わ
ら

文
縁
重
弁
五
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
こ
の
瓦
は
Ⅲ
期
の
一
号
瓦
窯
跡
か
ら
出

土
し
て
い
る
素
文
縁
重
弁
六ろ

く
よ
う葉

蓮
華
文
軒
丸
瓦
が
変
化

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
西
区
か
ら
出

土
し
た
素
文
縁
重
弁
五
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
Ⅳ
期
に
位

置
づ
け
て
み
ま
し
た
。
な
お
こ
の
瓦
は
、
水
戸
市
田
谷

廃
寺
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
Ⅳ
期
も
Ⅲ
期
に
引

き
続
い
て
那
賀
郡
衙
正
倉
別
院
の
瓦
を
焼
い
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
佐
々
木
義
則
）

ひたちなか市で焼かれた
　　　　　天平の甍

5 月１７日 [ 金 ]▼ 7 月 7日 [ 日 ]
日時　平成 25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

素文縁重弁六葉蓮華文軒丸瓦

ワンケース・ミュージアム２７
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下
野
の
古
代
寺
院
跡
を
巡
る

　

―
道
忠
ゆ
か
り
の
大
慈
寺
・
下
野
薬
師
寺
を
歩
く―

　

二
〇
一
三
年
度
の
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査

セ
ン
タ
ー
の
遺
跡
め
ぐ
り
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
に

所
在
す
る
奈
良
時
代
の
瓦
窯
跡
で
あ
る
原
の
寺
瓦
窯
跡

や
、
集
落
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
仏
教
遺
物
の
価
値
を
、

あ
ら
た
め
て
知
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
、
五
月
一
七

日
に
栃
木
県
に
あ
る
二
つ
の
古
代
寺
院
跡
を
訪
ね
、
奈

良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
古
代
仏
教
が
ど
の

よ
う
に
民
衆
へ
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

遺
跡
め
ぐ
り
当
日
は
お
天
気
に
恵
ま
れ
、
午
前
中
は

栃
木
県
岩
舟
町
の
大だ

い
じ
じ

慈
寺
境
内
を
歩
き
、
午
後
は
下
野

市
の
下し

も
つ
け
や
く
し
じ
あ
と

野
薬
師
寺
跡
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

大
慈
寺
は
、
平
安
時
代
初
め
に
仏
教
が
民
衆
の
間
に

広
ま
り
始
め
た
と
き
、
東
国
に
お
け
る
民
衆
の
一
大
仏

教
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
寺
院
で
す
。
大
慈
寺
は
鑑
真
の

弟
子
道ど

う
ち
ゅ
う

忠
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
古
代
寺

院
で
あ
り
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
そ
の
法
灯
を
伝
え
て

い
ま
す
。
ま
た
大
慈
寺
は
八
一
七
年
に
天
台
宗
の
開
祖

最
澄
が
訪
れ
た
こ
と
で
も
有
名
な
寺
院
で
す
。
遺
跡
め

ぐ
り
に
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
、
平
安
初
期
の
仏
教
史

に
と
っ
て
重
要
な
舞
台
を
歩
き
な
が
ら
、
古
代
に
想
い

を
は
せ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
あ
わ
せ
て
近
く
の

村む
ら
ひ檜

神
社
も
訪
れ
、
そ
の
美
し
い
建
築
も
味
わ
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。　

下
野
薬
師
寺
跡
は
、
奈
良
時
代
、

僧
が
正
式
に
受
戒
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
国
家
に
よ
り
「
戒か

い
だ
ん壇

」
が

築
か
れ
た
、
古
代
東
国
を
代
表
す
る

国
家
的
な
大
寺
院
跡
で
す
。
道
の
駅

し
も
つ
け
で
食
事
を
済
ま
せ
た
遺
跡

め
ぐ
り
一
行
は
、
ま
ず
遺
跡
に
隣
接

す
る
下
野
薬
師
寺
歴
史
館
を
訪
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
遺
跡
ガ
イ
ド
の
方
の

解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
館
内
の
展
示

や
復
元
さ
れ
た
回
廊
の
見
学
な
ど
、

一
時
間
半
近
く
に
わ
た
り
古
代
の
遺

構
や
遺
物
を
楽
し
み
ま
し
た
。

（
佐
々
木
義
則
）

上：大慈寺　下：下野薬師寺跡

歴
史
の
小
窓　

そ
の
一
一

　

こ
れ
は
、
ひ
た
ち
な
か
市

武た
け
だ
い
し
だ
か
い
せ
き

田
石
高
遺
跡
第
一
六
号
住

居
跡
か
ら
出
土
し
た
、
平
安

時
代
前
半
頃
の
鉄て

っ
ぱ
つ
が
た

鉢
形
の

土
師
器
鉢
で
す
。
住
居
の

竈
か
ま
ど

内
か
ら
出
土
し
て
い
る

の
で
、
お
そ
ら
く
割
れ
た
後

に
竈
の
補
強
材
と
し
て
用
い

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
現
代

の
托た

く
は
つ
そ
う

鉢
僧
が
手
に
持
つ
鉢
と

同
じ
形
を
し
た
こ
の
土
師
器
鉢
は
飲
食
具
な
の
で
す

が
、
僧
侶
の
持
ち
物
、
も
し
く
は
仏
前
へ
の
供
え
物

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
の
用
途
に
せ
よ
、

そ
う
し
た
仏
具
が
竈
の
補
強
材
に
再
利
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
住
居
跡
の
居
住
者
と
仏
教

と
の
深
い
関
わ
り
を
物
語
る
も
の
で
し
ょ
う
。
あ
る

い
は
平
安
時
代
前
半
の
武
田
石
高
遺
跡
に
は
、
村

に
あ
っ
た
小
さ
な
仏
堂
で
、
密
教
の
呪
文
で
あ
る

陀だ

ら

に

羅
尼
を
唱
え
る
よ
う
な
、
仏
教
行
者
が
住
ん
で
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。�

（
佐
々
木
義
則
）

　

村
の
仏
教
行
者

遺跡めぐり

参
考
文
献　

関
根
俊
一
二
〇
〇
一
「
仏
鉢
考　

―

法
隆
寺
・
東
大
寺
の
遺
品
と

飯
食
器
へ
の
形
式
展
開―

」『
奈
良
学
研
究
』
四　

帝
塚
山
大
学
、　

平
川
南
ほ

か
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
今
、
古
代
史
が
お
も
し
ろ
い
」（『
研
究
連
絡
誌
』
五
七
号

　

千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
〇
年
）
で
の
笹
生
衛
氏
発
言

�
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講
座　
「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
を
受
講
す
る
子
供
た
ち

は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
挑
戦
し
ま
す
。
は
じ
め
は
縄
文

土
器
を
作
る
こ
と
。
粘
土
を
こ
ね
て
、
形
を
作
り
、
最

後
に
文
様
を
つ
け
ま
す
。
文
様
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
文
様
を
つ
け
る
た
め
の
道
具
と

方
法
を
学
び
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の
展
示
で
は
縄
文

土
器
の
名
前
の
も
と
に
な
っ
た
「
縄
文
」
を
つ
く
る
た

め
の
道
具
「
縄
文
原
体
」
の
紹
介
を
し
ま
し
た
。

発
見　
明
治
の
頃
、
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
「cord m

ark

」

と
呼
ば
れ
た
縄
目
の
模
様
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
で

き
る
か
、
た
く
さ
ん
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
、

縄
文
は
布
や
莚

む
し
ろ

な
ど
平
面
的
な
も
の
或
い
は
袋
状
の
織

物
等
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
多
種
の

縄
文
を
集
め
研
究
し
て
い
た
山
内
清
男
は
、
一
九
三
一

（
昭
和
六
）
年
に
「
縄
を
土
器
表
面
に
押
し
付
け
な
が

ら
転
が
せ
ば
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
発
見
。
さ
ま
ざ

ま
な
縄
文
の
原
体
を
解
明
し
、
体
系
立
て
ま
し
た
。
現

在
、
考
古
学
で
使
わ
れ
る
縄
文
原
体
の
用
語
は
、
山
内

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

構
成　
縄
文
原
体
は
植
物
の
繊
維
な
ど
の
素
材
を
撚よ

り

合
わ
せ
て
作
り
ま
す
。
撚
ら
れ
た
素
材
を
辿
り
時
計
回

り
に
な
る
の
が
「
右
撚
り
」
で
す
。
素
材
を
初
め
て
撚

っ
て
で
き
た
も
の
を
「
０
段
」
の
条
と
い
い
ま
す
。「
０

段
」
の
条
を
素
材
と
し
、
更
に
撚
り
合
わ
せ
た
も
の
が

「
1
段
」
の
縄
。
更
に
「
2
段
」、「
3
段
」
…
。「
４
段
」

ま
で
は
実
際
の
土
器
に
施
文
例
が
あ
り
ま
す
。
撚
り
合

わ
せ
る
本
数
や
撚
る
向
き
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
多
種

の
「
縄
文
原
体
」
が
で
き
ま
す
。
原
体
は
、
縄
文
時
代

の
生
活
道
具
の
一
部
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在

の
生
活
の
中
で
も
0
段
は
紙
紐
、
1
段
は
縄
、
2
段
は

飾
り
紐
な
ど
に
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。

施
文　
出
来
あ
が
っ
た
原
体
は
、
土
器
の
表
面
で
押
し

な
が
ら
転
が
す
こ
と
で「
縄
文
」に
な
り
ま
す
。「
2
段
」

以
上
の
原
体
を
施
文
す
る
と
、
縄
文
土
器
で
よ
く
見
る

粒
が
現
れ
ま
す
。
展
示
で
は
、
出
土
土
器
の
文
様
を
粘

土
の
上
に
再
現
し
ま
し
た
。 

（
菊
池
順
子
）

L

R
1
1
1

R
1
1
1

R
1
1
1 , わかるかな？
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福島県泉崎村

泉崎横穴墓

嶋村　一志

（泉崎村役場）

　

泉
崎
横
穴
は
、
泉
崎
村
中
央
に
位
置
す
る
東
北
本
線

泉
崎
駅
の
東
方
約
二
㎞
に
所
在
し
、
村
を
東
流
す
る

一
級
河
川
泉
川
左
岸
の
丘
陵
上
（
白
石
山
）
に
造
ら
れ

て
い
る
。
昭
和
八
年
十
二
月
、
道
路
工
事
に
伴
っ
て
ほ

か
四
基
の
横
穴
と
と
も
に
発
見
さ
れ
、
白
河
中
学
校
教

諭
の
岩い

わ
ご
え
じ
ろ
う

越
二
郎
ほ
か
地
元
研
究
者
数
名
と
文
部
省
嘱
託

の
上う

え
だ
さ
ん
ぺ
い

田
三
平
、
東
北
大
学
文
学
部
嘱
託
の
伊い

と

う

の

ぶ

お

東
信
雄
ら

に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
。
調
査
の
結
果
、
四
号
横
穴
玄

室
内
部
に
赤
色
顔
料
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
騎き

ば馬
人
物
や

渦う
ず
ま
き巻

な
ど
の
壁
画
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
東
北
地
方

ぼ
垂
直
に
立
ち
上
が
り
、
天
井
部
と
の
境
に
外
側
に
突

出
す
る
段
を
も
っ
て
隅

す
み
く
だ
り
む
ね

降
棟
を
示
す
四
本
の
線
が
天
井

頂
部
で
交
わ
る
宝

ほ
う
ぎ
ょ
う
づ
く
り

形
造
の
家
型
を
呈
す
る
。

　

四
壁
の
高
さ
は
〇
・
五
～
〇
・
六
ｍ
と
低
く
、
天
井
の

高
さ
は
も
っ
と
も
高
い
と
こ
ろ
で
も
一
・
一
六
ｍ
し
か

な
い
。
屍し

し
ょ
う床

は
、奥
壁（
東
壁
）と
平
行
し
て
幅
約
〇
・
六

ｍ
で
床
面
よ
り
一
段
高
く
設
け
ら
れ
て
お
り
、
断
面
台

形
の
堤
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
堤
に
は
、
屍
床
と

床
を
繋
ぐ
ト
ン
ネ
ル
が
玄
門
と
ほ
ぼ
同
じ
幅
で
二
カ
所

設
け
ら
れ
、
玄
門
中
央
に
伸
び
る
溝
と
連
結
し
て
排
水

装
置
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
。
玄
門
は
、
立

面
が
幅
約
〇
・
七
ｍ
、高
さ
〇
・
七
四
ｍ
の
ア
ー
チ
状
で
、

羨せ
ん
ど
う道

は
約
〇
・
六
ｍ
と
短
い
。
前ぜ

ん
て
い
ぶ

庭
部
及
び
墓
道
に
つ

い
て
は
、
詳
し
い
調
査
報
告
が
な
く
現
状
で
も
不
明
瞭

だ
が
、
発
見
当
初
の
写
真
か
ら
は
天
井
部
が
な
く
、
丘

陵
の
傾
斜
を
考
慮
す
る
と
非
常
に
規
模
の
小
さ
い
も
の

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

出
土
遺
物
は
、
屍
床
の
南
部
に
切
先
を
奥
壁
側
に
向

け
て
鉄
刀
が
一
点
と
、
そ
の
付
近
よ
り
鉄
環
が
一
点
見

つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
玄
門
近
く
の
排
水
溝
付
近
か

ら
刀と

う

す子
が
一
点
出
土
し
て
い
る
。
遺
物
の
出
土
状
況
か

ら
右
壁
（
南
壁
）
側
に
遺
骸
の
頭
部
が
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
遺
物
か
ら
こ
の
横
穴
の
造
営
時
期
を
判

断
す
る
の
は
難
し
い
が
、
横
穴
の
構
造
と
周
囲
の
横
穴

よ
り
出
土
し
た
須す

え

き

恵
器
高た

か
つ
き坏

な
ど
か
ら
六
世
紀
後
半
～

七
世
紀
初
頭
と
さ
れ
て
い
る
。

　

史
跡
指
定
さ
れ
た
翌
年
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
防
護
壁

を
設
け
る
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
手
厚
い
保
存

整
備
が
さ
れ
た
。
以
来
、
随
時
公
開
さ
れ
て
き
た
こ
と

に
よ
り
地
元
住
民
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
経
年
や
公
開
環
境
か
ら
劣
化
が

進
ん
だ
た
め
、
近
年
大
規
模
な
修
復
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
修
復
事
業
に
よ
り
、
内
外
部
・
公
開
環

境
な
ど
の
全
体
環
境
が
改
善
さ
れ
、
平
成
二
〇
年
に
再

公
開
が
果
た
さ
れ
た
が
、
同
時
に
新
た
な
学
問
的
課
題

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
奥
壁
の
壁
画
に
つ
い

て
劣
化
や
故
意
に
傷
つ
け
ら
れ
た
部
分
を
Ｃ
Ｇ
技
術
を

用
い
て
画
像
上
で
復
元
す
る
と
い
う
試
み
の
中
で
見
つ

か
っ
た
。
奥
壁
の
壁
画
に
は
手
を
繋つ

な

ぐ
男
性
人
物
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
下
に
は
横
線
が
あ
る
。
今
ま
で

こ
れ
と
い
っ
た
解
釈
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
画
像

解
析
に
よ
り
こ
の
横
線
の
右
端
は
内
側
に
鋭
く
屈
曲
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
実
は
こ
の
横
線
と
平
行
す

る
横
線
が
描
か
れ
て
お
り
、
屈
曲
し
た
線
の
行
き
先
と

接
続
す
る
と
推
定
す
る
と
船
の
よ
う
な
乗
り
物
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
詳
し
い
分
析
が
待
た
れ
る
が
、
壁
画

解
釈
に
新
た
な
展
開
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

泉崎横穴内部と奥壁人物平行線
の様子

史跡泉崎横穴　

最
初
の
装
飾
壁
画
と
し
て
翌

年
五
月
一
日
に
史
跡
泉
崎
横

穴
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。

　

玄げ
ん
し
つ室

の
平
面
形
は
、
幅
約

二
ｍ
、奥
行
最
大
長
約
二
・
一

ｍ
の
や
や
長
方
形
を
呈
す

る
。
立
面
形
は
、
四
壁
が
ほ

いずみざき

�
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茨
城
県
に
お
い
て
先
土
器
時
代
の
遺
跡
が
調
査
さ
れ
た

の
は
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
、
高
萩
市
赤あ

か
は
ま浜
遺
跡
が

最
初
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
先
土
器
時
代
関
係
の
遺
跡
の

調
査
の
機
会
を
求
め
て
き
た
が
、実
現
で
き
な
い
で
い
た
。

一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
に
勝
田
第
三
中
学
校
の
安
島

功
先
生
か
ら
勝
田
市
（
当
時
）
後う

し
ろ
の野
地
内
に
お
い
て
石
器

が
採
集
さ
れ
た
旨
の
連
絡
が
勝
田
市
教
育
委
員
会
に
入
っ

た
。
発
見
者
は
同
校
二
年
の
栗
田
茂
樹
君
で
あ
っ
た
。
鴨

志
田
篤
二
氏
か
ら
連
絡
を
受
け
て
、
当
時
勝
田
市
史
編
纂

の
資
料
整
理
を
し
て
い
た
星
田
享
二
氏
ら
と
現
地
に
赴
い

た
。
現
地
は
表
土
が
か
な
り
削
ら
れ
て
は
い
た
。
念
の
た

め
に
テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
を
入
れ
て
み
る
と
破
壊
は
ロ
ー
ム
面

に
は
及
ば
ず
、
そ
の
直
上
か
ら
石
斧
が
検
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
石
器
は
そ
れ
ま
で
茨
城
県
下
は
も
と
よ
り
関
東
地

方
で
も
見
た
こ
と
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
調
査
の
価
値

が
あ
る
と
考
え
、
市
教
育
委
員
会
に
要
請
し
調
査
を
実
施

す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

調
査
は
同
年
八
月
七
日
か
ら
九
月
二
一
日
ま
で
行
っ

た
。
こ
の
期
間
に
も
う
一
つ
、
重
要
な
調
査
が
茨
城
県
史

編
纂
の
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
。
東
京
大
学
の
佐

藤
達
夫
先
生
に
よ
る
山や

ま
が
た方
遺
跡
の
調
査
で
あ
る
。
一
日
の

調
査
が
終
わ
る
と
山
方
遺
跡
の
佐
藤
先
生
に
電
話
を
入
れ

情
報
交
換
と
調
査
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
く
の
が
日
課

と
な
っ
た
。
山
方
遺
跡
の
調
査
が
終
わ
る
と
佐
藤
先
生
を

始
め
と
し
た
調
査
団
が
来
跡
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
ロ
ー

ム
層
か
ら
出
土
す
る
土
器
の
調
査
中
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー

ム
層
か
ら
土
器
が
出
る
こ
と
に
と
ま
ど
っ
て
い
た
。
佐
藤

先
生
か
ら
青
森
県
大お

お
だ
い
や
ま
も
と

平
山
元
遺
跡
か
ら
も
後
野
遺
跡
と
同

じ
よ
う
な
石
器
群
に
土
器
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
先
生
と
何
回
と
な
く
後
野
遺
跡
の

Ａ
地
点
、
Ｂ
地
点
の
石
器
の
出
土
位
置
を
確
認
し
た
。
そ

の
後
も
調
査
中
に
訪
れ
ら
れ
、
終
了
後
も
ご
指
導
を
い
た

だ
い
た
。
ま
も
な
く
佐
藤
先
生
は
ご
病
気
に
か
か
ら
れ
て

入
院
さ
れ
、
病
床
に
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
報
告
書
を

お
届
け
し
た
の
は
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
の
こ
と
で

あ
り
、
間
も
な
く
逝
去
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

調
査
が
終
わ
っ
て
、
明
治
大
学
に
杉
原
荘
介
先
生
を
訪

ね
て
出
土
資
料
に
つ
い
て
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
明
治

大
学
所
蔵
の
新
潟
県
荒あ

ら
や屋
遺
跡
や
北
海
道
白し

ら
た
き
は
っ
と
り
だ
い

滝
服
部
台
、

山
形
県
角か

く
に
や
ま

二
山
遺
跡
等
の
資
料
を
実
見
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
そ
の
後
、
後
野
遺
跡
の
調
査
の
成
果
は
日
本
に
お
け

る
先
土
器
時
代
終
末
と
土
器
発
生
の
研
究
に
多
大
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
細さ

い
せ
き
じ
ん

石
刃
と
大
型

石せ
き
じ
ん刃
文
化
の
関
係
は
不
明
で
あ
っ
た
。
大
型
石
刃
文
化

を
代
表
す
る
遺
跡
に
青
森
県
長ち

ょ
う
じ
ゃ
く
ぼ

者
久
保
遺
跡
や
長
野
県

神み

こ

し

ば

子
柴
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
た
。
後
野
遺
跡
は
長
者
久
保

遺
跡
、
神
子
柴
遺
跡
と
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
の
成
果
は
大
型
石
刃
文
化
と
細
石
刃
文
化
の
新
旧
関

係
を
層
位
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
九
州
地
方
の
細
石
刃
文
化
が
、
日
本
列
島

各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
土
器
も
細
石
刃

文
化
の
中
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
後
野
遺
跡
や
大

平
山
元
遺
跡
の
発
掘
の
成
果
は
先
土
器
文
化
の
最
終
末
に

シ
ベ
リ
ヤ
方
面
の
石
器
文
化
が
東
北
日
本
に
伝
播
し
、
各

地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
先

土
器
時
代
研
究
の
定
説
を
覆
す
成
果
で
あ
っ
た
。

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路
第11回　勝田市の遺跡の調査（4）　−後野遺跡−

川崎 純徳1975（昭和 50）年 9月　後野遺跡B
地点の現地説明会（奥中央に川崎）

＊�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。但し現在では，茨城県考古学協会の会長を退任し

て顧問。
10



１　

鷹
ノ
巣
遺
跡
第
47
号
住
居
跡
の
調
査
か
ら

二
〇
〇
五
年
度
に
実
施
さ
れ
た
ひ
た
ち
な
か
市
鷹
ノ
巣

遺
跡
の
調
査
で
は
、
第
47
号
と
い
う
弥
生
時
代
後
期
前
半

の
住
居
跡
か
ら
、
五
七
点
も
の
ガ
ラ
ス
小
玉
が
出
土
し
て

注
目
さ
れ
た
。
こ
の
住
居
跡
に
は
、
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
五

点
、
有
茎
石
鏃
一
点
も
伴
出
し
て
い
る
。
隣
接
す
る
後
世

の
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
一
点
を
含
め
て
、
ア
メ
リ
カ
式

石
鏃
は
ほ
ぼ
一
か
所
に
集
中
し
、
全
て
が
完
形
の
状
態
で

残
さ
れ
て
い
た
（
図
１
）。
本
稿
で
は
、
茨
城
県
域
に
報

告
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
の
集
成
と
観
察
に
基
づ
き
、

関
連
の
資
料
も
提
示
し
な
が
ら
、
威
信
財
と
し
て
の
ア
メ

リ
カ
式
石
鏃
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

２　

ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
の
分
布

ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
の
呼
称
は
、
基
部
に
Ｔ
字
形
の
茎

（
な
か
ご
）
を
作
出
し
た
特
徴
的
な
形
態
が
、
北
ア
メ
リ

カ
で
発
見
さ
れ
て
い
た
石
鏃
に
類
似
す
る
こ
と
か
ら
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
六
年
の
石
原
正
敏
に
よ

れ
ば
全
国
か
ら
二
〇
〇
を
上
回
る
遺
跡
が
集
成
さ
れ
、
東

北
地
方
の
南
・
中
部
に
集
中
す
る
分
布
が
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
関
東
地
方
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
岡
本
孝

之
が
「
大お
お
ね
ぶ

根
布
式
石
鏃
」
の
呼
称
で
こ
れ
を
検
討
し
、

北
東
部
へ
の
集
中
を
指
摘
し
た
。
岡
本
の
集
成
か
ら
は

高た
か
べ
み
や
の
ま
え

部
宮
ノ
前
遺
跡
［
小
宮
一
九
八
四
］
な
ど
千
葉
県
域
の

分
布
が
漏
れ
た
が
、
太
平
洋
側
に
お
け
る
大
よ
そ
の
南
限

を
茨
城
・
栃
木
県
域
と
見
る
こ
と
に
変
更
は
な
い（
図
２
）。

岡
本
は
二
〇
〇
三
年
に
集
成
の
補
遺
を
行
い
、
茨
城
県

域
に
一
四
遺
跡
二
四
点
を
認
め
た
。
本
稿
で
は
、
さ
ら
に

九
遺
跡
一
四
点
を
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
と
し
て
追
加
す
る
。

展示資料紹介

鷹
た か の す

ノ 巣 遺 跡 の ア メ リ カ 式 石 鏃
―茨城県域の資料から窺う威信財としての変化―

アメリカで販売されている石鏃模造品

　｢アメリカ式石鏃｣ と呼ばれる特徴的な形態の石器が，弥生時代

に見られます。ひたちなか市域にも分布し，鷹ノ巣遺跡からは６

点が出土しました。狩猟具として使用されていた石器ですが，墓

に副葬されることもあり，大型品が製作されるようにもなります。

茨城県域の資料から，アメリカ式石鏃の威
いしんざい

信財としての変化を追

跡してみました。

鈴木　素行

図1　鷹ノ巣遺跡第47号住居跡のアメリカ式石鏃とガラス小玉（石鏃縮尺2/3）

「鷹ノ巣遺跡のアメリカ式石鏃」には次の方々と機関からお世話をいただきました　青木義一氏，・渥美賢吾氏（水戸市教育委員会）・石井
聖子氏（常陸大宮市歴史民俗資料館）・大内　要氏・大谷昌良氏（筑西市教育委員会）・岡本孝之氏・小山映一氏・加藤　忠氏（笠間市教
育委員会）・川崎純徳氏・川又清明氏（茨城県立歴史館）・窪田恵一氏・黒澤春彦氏（上高津貝塚歴史の広場）・越田真太郎氏（桜川市教

（ガラス小玉　計57点）
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同
一
遺
跡
も
あ
る
の
で
、
合
計
で
は
二
一
遺
跡
三
八
点
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
遺
跡
は
、
北
部
の
久
慈
川
・
那
珂
川

流
域
に
多
く
分
布
し
、
一
遺
跡
に
五
点
以
上
が
検
出
さ
れ

て
い
る
幡は
た
だ
い台
遺
跡
と
梶か
じ
は
ば巾
遺
跡
は
久
慈
川
流
域
、
鷹
ノ
巣

遺
跡
は
那
珂
川
流
域
に
位
置
す
る
（
図
３
）。

３　

茨
城
県
域
の
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃

二
一
遺
跡
三
八
点
の
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
に
対
し
て
、
実

物
が
観
察
で
き
た
の
は
一
二
遺
跡
二
八
点
で
あ
っ
た
。
本

誌
の
特
性
を
活
か
し
、
そ
の
全
て
を
カ
ラ
ー
写
真
で
掲
載

す
る
（
図
４
）。
他
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
岡
本
論
文
も

し
く
は
原
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。

欠　

損　

先
端
を
僅
か
に
欠
く
も
の
は
あ
る
が
、
特

に
、
発
掘
品
に
は
完
形
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
と
い

う
特
定
に
至
ら
な
い
も
の
を
含
む
有
茎
の
石
鏃
と
し
て

は
、欠
損
が
茎
部
に
集
中
す
る
傾
向
を
認
め
る
。こ
れ
は
、

鷹
ノ
巣
遺
跡
に
共
通
す
る
遺
存
状
態
で
あ
る
。

法　

量　

長
さ
の
最
大
値
は
武た
け
だ
に
し
は
な
わ

田
西
塙
遺
跡
（
24
）
の

47.8
㎜
、
最
小
値
は
梶
巾
遺
跡
（
17
）
の

14.0
㎜
で
あ
る
。
ほ

と
ん
ど
が

15.0
～

30.0
㎜
の
範
囲
に
収
ま
る
の
に
対
し
て
、
抜

き
ん
出
た
大
型
が
存
在
す
る
。

30.0
㎜
以
上
を
Ⅰ
型
、

30.0
㎜

未
満
を
Ⅱ
型
と
呼
ん
で
お
く
。
鷹
ノ
巣
遺
跡
は
全
て
Ⅱ
型

で
あ
る
。

形　

態　

各
部
位
の
形
状
の
異
な
り
で
細
別
は
で
き
る

が
、
ま
ず
は
、
幅
の
最
大
値
の
位
置
に
よ
る
二
大
別
に
止

め
、
茎
部
に
最
大
幅
が
あ
る
も
の
を
Ａ
形
、
基
部
に
最
大

幅
が
あ
り
茎
部
が
小
さ
な
も
の
を
Ｂ
形
と
呼
ん
で
お
く
。

鷹
ノ
巣
遺
跡
は
全
て
Ａ
形
で
あ
る
。
Ⅰ
型
に
は
Ｂ
形
の
み

が
見
ら
れ
る
。
部
位
の
形
状
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の

は
、
鷹
ノ
巣
遺
跡
（
５
）、
梶
巾
遺
跡
（
19
）
の
先
端
部

の
丸
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
Ⅱ
型
に
出
現
し
て
い
る

石　

材　

半
数
ほ
ど
を
チ
ャ
ー
ト
が
占
め
、
メ
ノ
ウ
が

次
ぐ
。
そ
の
他
に
は
多
種
の
石＊１
材
が
利
用
さ
れ
て
い
る

が
、遠
隔
地
の
石
材
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

製
作
痕　

素
材
剥
片
の
剥
離
面
あ
る
い
は
節
理
面
を
残

す
も
の
が
少
な
く
な
い
。
河か
わ
い
だ
い

井
台
遺
跡
（
14
）
は
、
周
縁

を
整
形
し
た
だ
け
で
、
縦
断
面
に
は
剥
片
の
湾
曲
が
そ
の

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

使
用
痕　

鷹
ノ
巣
遺
跡
で
は
二
点
（
２
・
５
）
に
先
端
部

の
摩
滅
を
観
察
し
て
い
る
。
発
掘
品
で
は
、
犬い
ぬ
た
じ
ん
じ
ゃ
ま
え

田
神
社
前

遺
跡
（
33
）
の
Ⅰ
型
に
も
こ
れ
を
認
め
た
。
一
方
で
、

加か

も茂
Ｂ
遺
跡
の
Ⅰ
型
の
二
点
は
全
体
と
し
て
も
、
使
用
の

痕
跡
を
観
察
で
き
な
か
っ
た
。
加
茂
Ｂ
遺
跡
に
共
伴
し
た

無
茎
石
鏃
に
は
先
端
の
摩
滅
を
認
め
て
い
る
。

編　

年　

茨
城
県
域
で
は
、
中
期
以
前
の
事
例
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
後
期
前
半
の
鷹
ノ
巣
遺
跡
は
全
て
Ⅱ
型

Ａ
形
で
あ
っ
た
。
後
期
前
半
で
は
、
大お
お
わ
だ

和
田
遺
跡
も
Ⅱ
型

Ａ
形
で
あ
り
、
姥う
ば
が
や
つ

ヶ
谷
津
遺
跡
も
Ⅱ
型
Ａ
形
と
推
定
さ
れ

る
。
後
期
後
半
の
加
茂
Ｂ
遺
跡
は
二
点
と
も
Ⅰ
型
Ｂ
形
で

あ
る
。
犬
田
神
社
前
遺
跡
も
Ⅰ
型
Ｂ
形
で
あ
り
、
武
田
西

塙
遺
跡
の
Ⅰ
型
Ｂ
形
も
後
期
後
半
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方

で
、
後
期
後
半
の
下し
も
き
あ
り
と

木
有
戸
Ｃ
遺
跡
は
Ⅱ
型
Ａ
形
で
あ

り
、
梶
巾
遺
跡
の
Ⅱ
型
Ａ
形
も
後
期
後
半
と
推
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
Ⅰ
型
Ｂ
形
は
、
Ⅱ
型
Ａ
形
か
ら
派
生
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
茨
城
・

栃
木
県
域
と
い
う
分
布
の
南
東
端
部
に
成
立
し
た
地
域
的

な
型
式
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

育委員会）・田中　裕氏（茨城大学）・中嶋圭子氏（那珂市歴史民俗資料館）・中橋長太郎氏・野上公雄氏・野村明穂氏（境町歴史民俗資料
館）・芳賀英一氏（福島県文化財センター白河館）・馬場信子氏（美浦村文化財センター）・山本洋子氏（境町歴史民俗資料館），茨城町教
育委員会・坂東市教育委員会
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【石鏃出土遺跡】
  1 幡台
  2 長者屋敷
  3 森戸
  4 鷹巣河井台
  5 小祝梶巾
  6 五輪ヶ台
  7 鷹ノ巣
  8 三反田蜆塚
  9 東中根大和田
10 六ツ野
11 武田西塙
12 小野天神前
13 安戸星
14 二の沢Ｂ
15 片山
16 大畑
17 塙谷
18 加茂Ｂ
19 犬田神社前
20 下木有戸C
21 桜塚妙見山
22 下志筑松延
23 原田北
24 根本
25 姥ヶ谷津
26 長井戸

【銅鏃・鉄鏃出土遺跡】
Ａ 半分山
Ｂ 船窪
Ｃ 髭釜
Ｄ 大畑
Ｅ 六十塚
Ｆ うぐいす平

0 200km
0 40km

●アメリカ式石鏃出土遺跡

図3　茨城県におけるアメリカ式石鏃と関連資料の分布

図2　アメリカ式石鏃の分布
（１は石原1996，２は岡本2000･2003を原図に作成）
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４　

ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
の
Ⅰ
型
と
Ⅱ
型

ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
の
Ⅱ
型
は
、佐
原
真
［
一
九
六
四
］、

松
木
武
彦
［
一
九
八
九
］
の
分
類
で
も
、
狩
猟
具
と
し
て

評
価
さ
れ
る
法
量
で
あ
る
。
長
幅
比（
長
さ
／
幅
）で
は
、

1.7
付
近
へ
集
中
し
つ
つ
も
、
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
（
図

５
）。
こ
れ
に
は
、
欠
損
し
た
先
端
部
の
再
生
が
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
て
お
き
た
い
。
欠
損
し
た
分
だ
け
長
さ
を

減
じ
る
こ
と
に
な
り
、
1.7
付
近
を
限
界
値
と
し
て
再
生

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
丸
み
の
あ
る
先
端
部
の
形

状
の
出
現
も
、
欠
損
部
を
調
整
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
原は
ら
だ
き
た

田
北
遺
跡
の
第
59
号
土
坑
で
は
、

＊1�　石材の名称は，柴田　徹・山本　薫・鈴木素行1998「武田石高遺跡から出土した石材の石質と石材採取地について」『武田石高遺
跡　旧石器・縄文・弥生時代編』による。

＊2　｢十王台式｣ の細別は，鈴木素行2013「旅する ｢十王台式｣」『ひたちなか埋文だより』第38号による。

8 9　 10 11
12 13

14 15 16 17 18 19 20

21
22

23

24

25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36
37 38 39 40 41

番号 所在地 遺跡 遺構 石材 長さ（㎜） 幅（㎜） 厚さ（㎜）重量（g） 文献 備考
1 ひたちなか市 鷹ノ巣 47住 赤玉石 28.1 13.9 6.3 1.7 鈴木･窪田2013
2 ひたちなか市 鷹ノ巣 47住 メノウ 23.1 15.0 5.2 1.4 鈴木･窪田2013
3 ひたちなか市 鷹ノ巣 47住 チャート 21.9 8.4 4.0 0.6 鈴木･窪田2013
4 ひたちなか市 鷹ノ巣 47住 ホルンフェルス 19.2 11.5 2.5 0.6 鈴木･窪田2013
5 ひたちなか市 鷹ノ巣 47住 チャート 18.7 11.2 5.3 1.0 鈴木･窪田2013
6 ひたちなか市 鷹ノ巣 50住 メノウ 19.3 11.0 3.5 0.7 鈴木･窪田2013
7 ひたちなか市 鷹ノ巣 47住 チャート >29.5 17.7 6.7 2.2 鈴木･窪田2013 茎部欠
8 常陸太田市 幡台 採集 チャート >17.1 19.8 4.4 1.4 岡本2003
9 常陸太田市 幡台 採集 赤玉石 >16.5 >14.0 3.3 0.6 初出
10 常陸太田市 幡台 採集 珪質頁岩 >19.0 18.2 3.9 1.0 岡本2003
11 常陸太田市 幡台 採集 赤玉石 14.4 10.3 3.2 0.5 岡本2003
12 常陸太田市 幡台 採集 流紋岩 >26.2 14.7 6.1 1.8 岡本2003
13 常陸太田市 幡台 採集 チャート 22.2 8.6 4.4 0.7 岡本2003
14 常陸大宮市 鷹巣河井台 採集 チャート 18.8 12.3 2.8 0.5 岡本2000
15 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 メノウ 20.4 15.2 3.7 0.8 岡本2000
16 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 チャート 16.8 11.1 3.6 0.6 岡本2000
17 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 メノウ 14.0 8.4 2.9 0.3 岡本2000
18 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 チャート 16.2 8.6 3.3 0.4 岡本2000
19 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 メノウ 16.1 12.9 4.2 0.9 阿久津1977
20 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 チャート 20.0 9.6 4.4 0.6 岡本2000
21 常陸大宮市 小祝梶巾 採集 メノウ 25.2 >10.2 5.5 1.2 岡本2000
22 那珂市 五輪ヶ台 採集 トロトロ石 >33.6 14.8 5.0 1.8 初出
23 ひたちなか市 六ツ野 採集 チャート 18.7 >12.0 3.7 1.0 岡本2003
24 ひたちなか市 武田西塙 調査区 珪質頁岩 >47.8 21.0 6.5 3.5 鈴木他2001
25 水戸市 二の沢Ｂ 11住 チャート >28.5 18.0 4.6 2.2 江幡他2003 茎部欠
26 城里町 片山 採集 メノウ 30.7 12.2 5.4 1.7 小山1988
27 城里町 片山 採集 メノウ 22.1 10.2 4.4 0.8 小山1988
28 茨城町 大畑 3住 チャート >20.9 13.0 3.9 0.8 長谷川1998 茎部欠
29 笠間市 塙谷 調査区 チャート >21.6 10.7 3.1 0.7 淺間他2011 茎部欠
30 笠間市 塙谷 調査区 チャート >21.0 14.6 3.4 0.9 淺間他2011 茎部欠
31 桜川市 加茂Ｂ 7住 チャート 45.0 21.0 7.5 4.8 川井2008
32 桜川市 加茂Ｂ 7住 チャート 39.0 18.5 4.0 2.7 川井2008
33 桜川市 犬田神社前 316住 チャート 32.2 13.7 5.4 1.7 寺内他2007
34 筑西市 下木有戸Ｃ 2住 メノウ 21.3 13.3 3.8 0.8 河野他1991
35 土浦市 原田北 76住 頁岩 >27.0 14.0 4.6 1.0 海老澤他1993 茎部欠
36 土浦市 原田北 59坑 チャート 26.2 15.7 5.2 1.9 海老澤他1993
37 土浦市 原田北 59坑 オパール 14.8 11.0 3.3 0.4 海老澤他1993 有茎鏃
38 土浦市 原田北 59坑 チャート 18.8 14.7 2.7 0.7 海老澤他1993 無茎鏃
39 美浦村 根本 7住 チャート >26.4 12.6 4.3 0.9 中村他1996 茎部欠
40 境町 長井戸 14住 チャート 25.9 14.8 6.8 2.2 鹿島他2011 有茎鏃
41 境町 長井戸 29住 チャート >19.0 10.2 3.0 0.6 鹿島他2011 茎部欠

図4�　茨城県域出土のアメリカ式石鏃

と関連資料（縮尺2/3）



は
中
期
で
あ
り
、
こ
れ
と
の
直
接
的
な
関
係
は
時
期
的
に

も
認
め
が
た
い
。
大
型
化
の
契
機
は
石
器
で
は
な
く
、
銅

鏃
や
鉄
鏃
な
ど
の
金
属
器
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
に
金
属
製
の
戦
闘
具
の
法
量
を
実

現
す
る
こ
と
で
、
威
信
財
と
し
て
の
差
別
化
が
図
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
矢
柄
へ
の
装
着
に
機
能
す
る
茎
部
を
そ
の

ま
ま
に
鏃
身
を
大
型
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
Ｂ
形
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

５　

威
信
財
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃

福
島
県
桜さ
く
ら
ま
ち町
遺
跡
［
福
田
他
二
〇
一
一
］
９
号
周
溝

墓
（
図
６
）
の
主
体
部
69
号
土
坑
、
新
潟
県
八は
ち
ま
ん
や
ま

幡
山
遺
跡

［
渡
邊
他
二
〇
〇
一
］
Ｓ
Ｘ

1005
号
方
形
周
溝
墓
の
主
体
部

か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
が
検
出
さ
れ
、
副
葬
品
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
茨
城
県
域
で
は
、
原
田
北
遺
跡
第
59
号

土
坑
が
規
模
と
形
態
、
さ
ら
に
覆
土
の
状
況
か
ら
墓
壙
と

推
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
を
含
む
三
点
の
石
鏃
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
は
威
信
財
と
し
て
副

葬
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鷹
ノ
巣
遺
跡
の
第
47
号
住
居
跡
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ

カ
式
石
鏃
と
と
も
に
五
七
点
の
ガ
ラ
ス
小
玉
が
検
出
さ
れ

て
い
る
。
ガ
ラ
ス
小
玉
は
、
加
茂
Ｂ
遺
跡
第
７
号
住
居
跡

で
も
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
、
根ね
も
と本
遺
跡
第
７
号
住
居
址
で
は

有
茎
の
石
鏃
（
39
）
と
伴
出
し
、
安あ
ど
ぼ
し

戸
星
古
墳
で
も
墳
丘

中
に
有
茎
の
石
鏃
が
共
存
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
も

副
葬
品
で
あ
っ
て
、
住
居
跡
に
つ
い
て
は
「
屋
内
墓
」
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
［
鈴
木
二
〇
一
〇
］。

茨
城
県
域
に
お
け
る
弥
生
時
代
中
期
の
副
葬
品
は
、
勾

玉
・
管
玉
な
ど
の
玉
類
、
オ
オ
ツ
タ
ノ
ハ
・
サ
ト
ウ
ガ
イ

ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
に
無
茎
鏃
が
共
伴
し
て
い
る
。
茎
部
を

欠
損
し
た
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
が
無
茎
鏃
と
同
じ
方
法
で
矢

柄
に
装
着
さ
れ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
摩
滅
と
い
う
痕
跡
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
欠
損
に

関
わ
る
現
象
は
、
Ⅱ
型
が
実
際
に
使
用
さ
れ
た
狩
猟
具
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
の
Ⅰ
型
は
、
戦
闘
具
と
し
て
評
価
さ
れ
る
法
量
を

備
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
茨
城
県
域
の
弥
生
時
代

後
期
は
環
濠
な
ど
の
防
御
施
設
を
も
た
ず
、
戦
闘
具
が
量

産
さ
れ
た
痕
跡
も
認
め
ら
れ
な
い
。
長
幅
比
が
2.2
付
近
に

集
中
し
て
ば
ら
つ
か
な
い
の
は
、
製
作
時
の
法
量
と
形
態

を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
摩
滅
の
痕

跡
か
ら
使
用
が
推
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
特
に
抜
き

ん
出
た
大
型
は
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
専
ら
見
せ
る

た
め
の
威
信
財
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

東
海
地
方
以
西
に
お
い
て
大
型
の
石
鏃
が
盛
行
す
る
の

を
素
材
と
し
た
貝
輪
な
ど
装
身
具
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

後
期
前
半
に
な
る
と
、
玉
類
で
は
ガ
ラ
ス
玉
が
主
体
と
な

り
、
石
鏃
が
副
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
式
石

鏃
は
狩
猟
具
と
し
て
の
法
量
を
示
し
な
が
ら
、
威
信
財
と

し
て
の
差
別
化
は
数
量
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
。
後
期

後
半
に
な
る
と
、「
十＊２
王
台
式
２･

３
期
」
に
は
金
属
器

の
法
量
を
模
倣
し
た
大
型
品
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、「
十
王
台
式
４･

５
期
」
に
銅
鏃
や
鉄
鏃
が
普

及
す
る
こ
と
で
姿
を
消
す
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅰ
型
で
も
抜
き
ん
出
た
大
型
と
推
定
さ
れ
る
二に
の
さ
わ

の
沢
Ｂ

遺
跡
の
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
（
25
）
は
、
発
掘
品
で
あ
り
な

が
ら
、大
き
く
破
損
し
、被
熱
と
思
わ
れ
る
痕
跡
も
残
る
。

同
じ
第
11
号
住
居
跡
の
覆
土
中
か
ら
鉄
鏃
の
茎
部
だ
け
が

出
土
し
て
い
る
の
は
、
な
に
や
ら
威
信
財
の
交
替
を
象
徴

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献　

石
原
正
敏
一
九
九
六
「
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
再

考
」『
考
古
学
と
遺
跡
の
保
護
』
／
海
老
原
郁
雄
二
〇
〇
四
「
ア

メ
リ
カ
式
石
鏃
と
そ
の
周
辺
」『
唐
沢
考
古
』
二
三
／
岡
本
孝
之

二
〇
〇
〇
「
関
東
の
大
根
布
式
石
鏃
」『
利
根
川
』
二
一
／
岡
本
孝

之
二
〇
〇
三
「
茨
城
県
に
お
け
る
弥
生
文
化
観
の
再
検
討
」『
茨
城

県
史
研
究
』
八
七
／
佐
原
真
一
九
六
四
「
石
製
武
器
の
発
達
」『
紫

雲
出
』（
二
〇
〇
五
『
戦
争
の
考
古
学
』
に
よ
る
）
／
鈴
木
素
行

二
〇
一
〇
「
続
・
部
田
野
の
オ
オ
ツ
タ
ノ
ハ
」『
古
代
』
一
二
三
／

鈴
木
素
行･

窪
田
恵
一
二
〇
一
三
「
鷹
ノ
巣
遺
跡
第
四
七
号
住
居
跡

に
お
け
る
石
英
を
素
材
と
し
た
石
器
に
つ
い
て
」『
鷹
ノ
巣
Ⅱ
』
／

松
木
武
彦
一
九
八
九
「
弥
生
時
代
の
石
製
武
器
の
発
達
と
地
域
性
」

『
考
古
学
研
究
』
三
五-

四　
　

報
告
書
類
は
省
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船窪遺跡
銅鏃

半分山遺跡
鉄鏃　

30

Ａ 鉄鏃　半分山［鈴木他2004］
Ｂ 銅鏃　船窪［稲田1998］
Ｃ 銅鏃　髭釜［井上他1980］
Ｅ 銅鏃　六十塚［大渕他1998］

ａ 森戸［西野他1990］
ｂ 東中根大和田［川崎1982］
ｃ 小野天神前［岡本2000］
ｄ 桜塚妙見山［岡本2000］
ｅ 姥ヶ谷津［中村1994］

図5　アメリカ式石鏃，銅鏃，鉄鏃の長さと幅

図6　福島県桜町遺跡９号周溝墓
（福島県文化財センター提供）



４
月

4

愛
知
県
大
山
市
古
代
遊
学
会
見
学
／

ひ
た
ち
な
か
市
新
人
研
修
会
／4-7
虎

塚
古
墳
一
般
公
開
／5

古
代
を
学
ぶ

会
見
学
／
東
海
村
の
環
境
調
べ
隊
見
学

／13

水
戸
市
内
原
小
学
校
へ
資
料
貸

出
【
井
上
資
料
縄
文
土
器
ほ
か
】
／27

水
戸
市

内
原
小
学
校
よ
り
資
料
返
却

５
月

2

津
田
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

9

橋
本
勝
雄
氏
資
料
見
学【
東
石
川
新
堀
遺
跡

石
鏃
】・
資
料
寄
贈【
植
刃
器
ほ
か
】

12

第
10
回
企
画
展
「
旅
す
る
「
十
王
台

式
」」
終
了
／14

那
珂
市
菅
谷
西
小
学

校
6
年
生
社
会
科
見
学

16

望
月
友
弘
氏
資
料
寄
贈
【
笠
間
市
愛
宕
山

旧
石
器
】
／17

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
27
「
ひ
た
ち
な
か
市
で
焼
か
れ
た
天

平
の
甍
」開
始
／
遺
跡
め
ぐ
り
／18

見

学
者

　22

茨
城
町
の
歴
史
を
学
ぶ
会
見
学
／

鹿
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
見
学
／
ひ

た
ち
な
か
市
教
育
指
導
室
研
究
主
任
研

修
会
／
常
陽
史
料
館
よ
り
資
料
返
却

【
乳
飲
み
児
埴
輪
レ
プ
リ
カ
】
／
渡
辺
明
氏
資
料

寄
贈
【
市
内
出
土
土
器
】
／23

中
根
小
学
校

6
年
生
社
会
科
見
学

25

虎
塚
古
墳
周
辺
清
掃
（
と
き
わ
会
）

／28

中
根
小
学
校
3
年
生
社
会
科
見

学

31

井
博
幸
氏
資
料
寄
託
【
星
神
社
古
墳
出
土

埴
輪
】

６
月

6

鉾
田
市
旭
東
小
学
校
6
年
生
社
会
科

見
学
／7

佐
野
小
学
校
6
年
生
社
会
科

見
学

　11

外
野
小
学
校
3
年
生
社
会
科
見
学

12

那
珂
湊
第
三
小
学
校
6
年
生
社
会

科
見
学
／
藤
本
武
氏
資
料
寄
贈
【
市
内
出

土
土
器
ほ
か
】
／13

ひ
た
ち
な
か
市
教
育

研
究
会
／18-25

西
中
島
遺
跡
試
掘

調
査
／25

ひ
た
ち
な
か
市
教
育
委
員

　

虎
塚
古
墳
の
森
で
初
夏
を
告
げ
る
花
の
ひ
と
つ
が
、
今
回
ご
紹

介
す
る
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
で
す
。
こ
の
花
は
、
キ
キ
ョ
ウ
科
ホ
タ
ル

ブ
ク
ロ
属
で
、
別
名
チ
ョ
ウ
チ
ン
バ
ナ
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
別
名

の
よ
う
に
、
花
は
大
き
な
鐘
状
の
赤
紫
色
の
花
を
穂
状
に
数
個
つ

け
ま
す
。
日
本
で
よ
く
見
ら
れ
る
植
物
で
、
全
体
の
大
き
さ
は
二

○
～
五
○
㎝
で
す
。
葉
は
ハ
ー
ト
形
を
し
て
い
ま
す
。
花
色
に
は
、

赤
紫
色
の
も
の
と
白
色
の
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
虎
塚
古
墳
の
森

に
は
赤
紫
色
の
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

花
の
名
前
の
由
来
に
は
、
ホ
タ
ル
を
花
の
中
に
入
れ
て
遊
ん
だ

か
ら
、
な
ど
の
説
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
こ
の
花
を
撮
影
す
る
と

き
に
は
、
ホ
タ
ル
で
は
な
く
蚊
が
大
量
に
寄
っ
て
き
ま
す
。
で
す

の
で
、
花
を
見
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
か
ゆ
い
！
と
い
う
体
験
か

ら
も
初
夏
を
感
じ
る
お
花
で
す
。�

（
稲
田
健
一
）

2005.6.23

11	

ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ

の

2013 期
前



会
市
民
憲
章
文
化
部
会

７
月

2

田
彦
小
学
校
３
年
生
社
会
科
見
学

　4

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
対
策
会
議
／

5

千
葉
隆
司
氏
（
か
す
み
が
う
ら
市
郷
土
資
料
館
）

資
料
調
査【
武
田
遺
跡
群
炭
化
種
実
】／6

博
物

館
実
習
施
設
見
学（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
）／

9

平
磯
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／

9-12

堀
口
遺
跡
試
掘
調
査
／11

か
す

み
が
う
ら
市
郷
土
資
料
館
へ
資
料
貸
出

【
武
田
遺
跡
群
炭
化
種
実
】
／12

牛
久
歴
史
リ

レ
ー
講
座
見
学
／9-16

市
毛
遺
跡
試

掘
調
査
／10

ひ
た
ち
な
か
市
交
通
安

全
教
師
の
会
研
修
会
／17

ワ
ン
ケ
ー

ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
27
終
了
／19

ワ
ン

ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
28
「
0
か
ら
の

縄
文
原
体
」
開
始
／20

ふ
る
さ
と
考

古
学
①
「
楽
し
い
考
古
学
」（
講
師
・
さ

か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／21

ふ
る
さ
と
考

古
学
②
「
土
器
の
考
古
学
１
」（
講
師
・

佐
々
木
義
則
）
／24-30

ひ
た
ち
な
か

市
英
語
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
フ
ォ
ー
ラ

ム
練
習
会
／26

小
坂
時
子
氏
（
奈
良
大
学

通
信
学
生
）資
料
見
学【
向
野
遺
跡
土
偶
】／
柳
沼

賢
治
氏
（
郡
山
市
文
化
学
び
振
興
公
社
）
資
料
見

学【
武
田
遺
跡
群
ほ
か
出
土
土
器
】／27

ふ
る
さ

と
考
古
学
③
「
土
器
の
考
古
学
２
」（
講

師
・
綿
引
逸
雄
氏
）

８
月

5

太
田
博
樹
氏
（
北
里
大
学
医
学
部
准
教
授
）
他
資

料
調
査【
十
五
郎
穴
横
穴
館
出
支
群
35
号
墓
人
骨
】

20

津
田
西
中
島
遺
跡
本
調
査
開
始
／

21-27

博
物
館
実
習（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
・

八
州
学
園
大
学
）

24

西
川
修
一
氏
ほ
か
資
料
調
査
【
十
五
郎

穴
横
穴
墓
群
館
出
支
群
第
35
号
墓
土
器
】
／25

ふ

る
さ
と
考
古
学
④「
土
器
の
考
古
学
３
」

（
講
師
・
綿
引
逸
雄
氏
）
／28

質
問
対

応【
夏
休
み
自
由
研
究
】

31

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑤
「
骨
の
考
古

学
」（
講
師
・
小
宮
孟
氏
）

９
月

3

茨
城
県
立
歴
史
館
特
別
展
Ⅰ
「
は
に

わ
の
世
界
」へ
資
料
貸
出【
井
上
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

埴
輪
】／6

袴
田
昭
孝
氏
資
料
寄
贈【
本
郷
東

遺
跡
土
器
】
／12

収
蔵
資
料
修
繕
【
埴
輪
】
／

津
田
西
中
島
遺
跡
本
調
査
終
了
／16

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
28
終
了
／

26

平
磯
小
学
校
出
張
授
業【
火
起
こ
し
】

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
の
レ
ジ
袋
が
普
及
す
る
前
、

ス
ー
パ
ー
で
も
茶
系
の
紙
袋
が
主
流
だ
っ
た
時
代

の
話
。
こ
の
紙
袋
を
材
料
に
、
縄
文
原
体
を
学
習

し
て
い
た
。
短
冊
状
に
切
り
、
手
で
よ
く
揉
ん
で

か
ら
撚
り
を
か
け
る
。
厚
手
で
丈
夫
な
紙
な
の

で
、
油
粘
土
に
回
転
さ
せ
る
と
圧
痕
が
明
瞭
に
表

れ
る
。
た
だ
、
何
本
も
撚
っ
て
い
る
と
指
に
マ
メ

が
で
き
る
の
が
難
点
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ト

ロ
ー
の
紙
袋
は
指
に
や
さ
し
い
。
夏
場
に
喫
茶
店

で
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
す
る
と
、
癖
に
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
、
つ
い
つ
い
縄
文
原
体
を
作
っ

て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
「
０
か
ら
の
縄

文
原
体
」
は
、｢

ふ
る
さ
と
考
古
学｣

で
土
器
を

作
る
子
供
た
ち
の
た
め
の
入
門
編
の
展
示
な
の

で
、
自
分
が
縄
文
を
学
び
始
め
た
頃
を
思
い
出
し

な
が
ら
、
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
て
み
た
。
テ
ー
ブ

ル
の
上
、
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
脇
に
、
ス
ト
ロ
ー

の
紙
袋
で
作
ら
れ
た
縄
文
原
体
が
置
い
て
あ
る
。

そ
の
写
真
を
、
喫
茶
店
に
許
可
を
い
た
だ
い
て
撮

影
し
た
。

お
気
付
き
だ
ろ
う
か
。
あ
の
長
さ
の
単
節
斜
縄

文
の
原
体
は
、
一
本
の
ス
ト
ロ
ー
の
紙
袋
で
は
作

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
材
料
に
は
二
人
分
の
紙

袋
が
必
要
。
と
い
う

こ
と
で
、
前
の
席
に

は
、
も
う
一
人
座
っ

て
い
る
と
い
う
設
定

な
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
彼
女
が
な
に
を

飲
ん
で
い
た
の
か
、

い
ま
で
は
思
い
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪
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月
開館 

日数

個人 団体 計

（人）（団体） （人） （人）
4 月 25 476 5（ 0） 120（   0） 596
5 月 27 304 8（ 4） 545（ 310） 849
6 月 26 189 7（ 4） 530（ 478） 719
7 月 26 206 14（ 2） 506（ 214） 712
8 月 27 247 11（ 0） 158（   0） 405
9 月 25 117 2（ 0） 78（   0） 195
合計 156 1539 47（10） 1937（1002） 3476

（ ）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/

表紙のモデルは須田早央里さんです。


