
三反田蜆塚貝塚の土製腕輪Ⅱ　臼井克夫さんに寄贈いただいた三反田蜆塚貝塚の採集資料に，
土製の腕輪が含まれていました。三反田蜆塚貝塚では，13個ものベンケイガイ製の貝輪を，左腕
に装着して埋葬された人骨が検出されています。この土製腕輪は，そのような装着の状態を模

も

倣
ほう

し
たものなのでしょう。刺

しとつ

突文のある隆帯が貼り付けられていて，装飾が縄文時代後期の土器に共通
します。この隆帯が，土製の加飾にすぎないのか，あるいは紐

ひも

で組むようにして貝輪が連ねられて
いたのを真

ま

似
ね

たのか，気になるところです。（2015.8.21 寄贈，2015.8.25 撮影　博物館実習 ｢女子大生と装身具｣ 第６弾）

C
O
N
T
E
N
T
S

私たちも虎塚古墳を守っています―中根地区ときわ会の清掃活動―

｢出会い，別れ，そして夢考古学の旅路｣　第15回　岩瀬町の遺跡の調査　（川崎純徳）

調査報告　ひたちなか市平磯町三ツ塚13号墳の測量調査　（田中　裕・一之瀬敬一）

調査報告　飯塚前古墳の調査―測量・地下探査報告―　（稲田健一・梅田由子・金田明大・三井　猛）

横穴墓を歩く⑭　山畑横穴群　（大谷　基） １ケース・ミュージアム 37　古代の塩づくり

１ケース・ミュージアム 36　馬渡埴輪製作遺跡発掘 50 年 遺跡めぐり　千葉県龍角寺古墳群探訪

ひたちなか市の古墳⑥　大平古墳群・殿塚古墳群・金上古墳 歴史の小窓⑮　那珂川で地曳網 ほか
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私たちも虎塚古墳を守っています
　　　中根地区ときわ会の清掃活動

写真撮ったら，お茶でも

飲んでったらよかっぺよ～

　

ひ
た
ち
な
か
市
の
虎
塚
古
墳
っ
て
、
人
家
の
少
な
い

森
の
中
に
あ
る
の
に
、
い
つ
も
き
れ
い
に
掃
除
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？　

実
は
こ
れ
、
地
元
の
方
た

ち
が
毎
月
二
回
、
お
掃
除
を
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
な

ん
で
す
。
そ
の
よ
う
に
大
事
に
大
事
に
虎
塚
古
墳
を

守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
地
元
で
あ
る
中
根
地
区
の

と
き
わ
会
の
方
々
で
す
。
今
回
は
、
国
史
跡
を
守
る
縁

の
下
の
力
持
ち
的
な
、
と
き
わ
会
の
活
動
を
ご
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

中
根
地
区
と
き
わ
会
は
、
健
康
・
奉
仕
・
友
愛
・
親

睦
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
、
生
き
が
い
づ
く
り
の
会
で
あ

る
、
と
の
こ
と
。
現
在
、
会
員
は
六
〇
人
ほ
ど
で
、
最

高
齢
は
な
ん
と
九
四
歳
！
ら
し
い
で
す
。
昭
和
六
〇
年

頃
か
ら
市
教
育
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
、
虎
塚
古
墳

の
清
掃
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
月
二
回
、
五
日
と

二
〇
日
ご
ろ
の
土
・
日
を
中
心
に
、
虎
塚
古
墳
の
お
掃

除
を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
と
き
わ
会
全
体
の
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
草
刈
り
は
、
年
三
回
ほ
ど
行
い
ま
す
。
散

ら
か
っ
て
い
る
ゴ
ミ
集
め
、
草
刈
り
機
な
ど
に
よ
る
草

刈
り
、
の
こ
ぎ
り
や
脚
立
を
使
っ
て
の
枝
切
り
、
秘
密

兵
器
（
？
）
エ
ン
ジ
ン
芝
刈
り
機
に
よ
る
芝
刈
り
、
こ

の
ほ
か
、
す
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
取
材
し

た
日
も
、
皆
さ
ん
汗
を
流
し
な
が
ら
作
業
を
こ
な
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

清
掃
終
了
後
の
お
楽
し
み
は
、
み
な
さ
ん
大
好
き
な

お
茶
の
時
間
で
す
。「
仕
事
（
取
材
）
は
い
い
か
ら
、

あ
ん
た
も
こ
こ
に
座
っ
て
お
茶
し
て
い
き
な
よ
。ほ
ら
、

お
菓
子
も
た
く
さ
ん
食
べ
な
。」
そ
し
て
私
は
断
り
き

2



那
珂
川
で
地
曳
網

ゴミは持ち帰ってくんねーと

カラスがいたずらすんだよな～
公園なんで

ベンチがもっとあっといいんだけどな～

たばこのポイ捨ては

禁止だかんな！

もっと木を切っても

いいんじゃねえの？

れ
ず
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
の
み
込
ま
れ
て
い

く
の
で
し
た
・
・
・

　

虎
塚
古
墳
は
地
元
の
誇
り
だ
と
い
う
お
話
を

う
か
が
い
つ
つ
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
要
望
も
お

聞
き
し
ま
し
た
。「
カ
ラ
ス
が
ご
み
箱
の
中
か

ら
ご
み
を
引
き
ず
り
出
し
て
散
ら
か
し
て
し
ま

う
の
で
ご
み
箱
を
撤
去
す
る
か
蓋
を
し
て
ほ
し

い
。」「
駐
車
場
に
た
ば
こ
の
吸
い
殻
が
目
立
つ

の
で
、『
ポ
イ
捨
て
禁
止
』
の
看
板
を
立
て
て

ほ
し
い
。」「
も
う
少
し
ベ
ン
チ
を
置
い
て
ほ
し

い
。」「
関
東
近
県
に
は
も
っ
と
Ｐ
Ｒ
し
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
。」「
立
木
を
も
っ
と
切
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。」
な
ど
な
ど
、
い
く

ら
で
も
ア
イ
デ
ア
は
で
て
き
ま
す
。
と
き
わ
会

の
皆
さ
ん
か
ら
、
虎
塚
古
墳
を
大
切
に
守
っ
て

い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
史
跡
虎
塚
古
墳
は
、
こ
う
し
て
次
の
世
代

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

歴
史
の
小
窓　

そ
の
一
五

　

那
珂
川
で
は
昭
和

三
七
年
頃
ま
で
、
サ
ケ

地じ
び
き
あ
み
り
ょ
う

曳
網
漁
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
那
珂
川
を
見

下
ろ
す
、
ひ
た
ち
な
か
市

三み
た
ん
だ
し
も
た
か
い
い
せ
き

反
田
下
高
井
遺
跡
か
ら

は
、
古
墳
時
代
後
期
か
ら

奈
良
時
代
の
大お
お
が
た
か
ん
じ
ょ
う
ど
す
い

型
管
状
土
錘
が
多
く
出
土
し
、
そ

れ
は
サ
ケ
地
曳
網
の
錘
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

写
真
は
七
世
紀
後
半
の
第
二
〇
四
号
住
居
跡
か

ら
出
土
し
た
大
型
管
状
土
錘
の
ひ
と
つ
で
す
が
、

表
面
の
一
部
が
荒
れ
て
い
ま
す
。

　

漁ぎ
ょ
も
う網

は
、
網あ
み
じ地

に
直
接
浮う

き子
や
錘
お
も
り

を
つ
け
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
綱つ
な

に
付
け
た
も
の
を
網
地

の
上
下
に
と
り
つ
け
て
使
用
し
ま
す
。
ま
た
綱
に

付
け
た
錘
が
動
か
な
い
よ
う
に
、
前
後
を
糸
で
固

め
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
地
曳
網

の
錘
は
、
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定

の
部
分
が
水
底
と
の
摩
擦
に
よ
り
す
り
減
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
大
型
管
状
土
錘
に
み
ら
れ
た
表
面
の

荒
れ
は
、
こ
の
錘
が
地
曳
網
の
錘
で
あ
っ
た
証
拠

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）

参
考
文
献　

大
沼
芳
幸
一
九
九
〇
「
正
伝
寺
南
遺
跡
出
土
の
漁
網
錘
に
つ

い
て
」『
正
伝
寺
南
遺
跡
』
滋
賀
県
教
育
委
員
会
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あらじお（粗塩）ができてくる。

3

　ワンケース・ミュージアム 37　

展示のようす

かたしお（堅塩）をつくってみよう。

1
濃い海水を煮る。

2
あらじお（粗塩）をまとめて焼き，
かたしお（堅塩）のできあがり。

4

古 代 の 塩 づ く り
7 月 25 日 [ 土 ]▼ 9 月 13 日 [ 日 ]
日時　平成 27 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.37

公益財団法人　
ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

夏休み向け展示

　

昨
年
度
実
施
し
た
「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
講
座
（
小
・

中
学
生
向
け
の
考
古
学
講
座
）
で
は
、
土
器
を
使
っ

た
塩
づ
く
り
の
実
験
を
行
な
い
ま
し
た
。
今
回
の
展

示
は
そ
の
様
子
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ひ
た
ち
な
か
市

武た
け
だ
に
し
は
な
わ

田
西
塙
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
製せ
い
え
ん
ど
き

塩
土
器
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
た
。

土
器
を
使
っ
た
塩
づ
く
り　

茨
城
県
の
奈
良
・
平
安
時

代
に
は
、「
製せ
い
え
ん
ど
き

塩
土
器
」
を
つ
か
い
塩
づ
く
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
塩
づ
く
り
は
、
ま
ず
海
水
を
日
に
さ
ら
し

て
濃
い
塩
水
を
つ
く
り
ま
す
。
次
に
そ
の
濃
い
塩
水
を

土
器
を
使
っ
て
煮
つ
め
る
と
「
粗あ
ら
じ
お塩
」
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
複
数
の
土
器
の
粗
塩
を
ひ
と
つ
の
土
器
に
ま
と

め
て
さ
ら
に
焼
い
て
い
く
と
、
土
器
の
な
か
で
固
ま
っ

た
「
堅か
た
し
お塩
」
に
な
り
ま
す
。
で
き
た
堅
塩
は
、
土
器
に

入
れ
た
ま
ま
、
あ
る
い
は
土
器
か
ら
外
さ
れ
て
、
人
々

の
も
と
へ
と
運
ば
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

塩
づ
く
り
の
場
所
は
ど
こ
？　

製
塩
土
器
は
日
立
市
北

部
の
海
岸
に
近
い
遺
跡
か
ら
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。

塩
づ
く
り
の
遺
跡
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

お
そ
ら
く
海
辺
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
日
立
市
北
部

の
海
岸
で
塩
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、
山
が
近
く

て
塩
づ
く
り
の
燃
料
と
な
る
木
材
を
か
ん
た
ん
に
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
う
え
、
製
塩
土
器
の
材
料
と
な

る
粘
土
も
取
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、

つ
く
ら
れ
た
塩
を
運
ぶ
た
め
の
駅う
ま
や
じ路

が
海
岸
近
く
を
通

る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
し
た
。
ひ
た
ち
な
か
市
武
田

西
塙
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
製
塩
土
器
も
、
材
料
と
な
っ

た
粘
土
や
土
器
の
形
な
ど
か
ら
み
て
、
日
立
市
北
部
の

海
岸
地
帯
か
ら

運
ば
れ
た
も
の

で
あ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
土
器
に
入

れ
て
塩
を
運
ぶ

の

で

し

ょ

う

か
？　

栃
木
県
の
よ
う

な
遠
く
ま
で
、
日
立
市

か
ら
運
ば
れ
た
と
お
も

わ
れ
る
製
塩
土
器
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
き
っ

と
そ
の
土
器
の
な
か
に

は
堅
塩
が
入
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
塩
は

空
気
中
の
水
分
を
吸
っ

て
だ
ん
だ
ん
と
湿
っ
て

き
ま
す
が
、
土
器
は
塩

の
水
分
を
吸
っ
て
く
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
土
器

に
入
っ
た
塩
が
用
い
ら

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
重
い
け
れ

ど
も
、
か
な
り
遠
く
ま

で
土
器
に
入
れ
た
ま
ま

の
塩
が
運
ば
れ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
（
佐
々
木
義
則
）
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１
　
は
じ
め
に

　
ひ
た
ち
な
か
市
は
、
装
飾
古
墳
と
し
て
著
名
な
国
指

定
史
跡
虎
塚
古
墳
や
、
国
指
定
史
跡
馬
渡
埴
輪
製
作
遺

跡
、
県
指
定
史
跡
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
な
ど
、
中
根
町

や
馬
渡
町
と
い
っ
た
狭
い
範
囲
に
所
在
し
、
古
墳
時
代

遺
跡
の
宝
庫
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
六
～
七
世
紀

（
古
墳
時
代
後
期
・
終
末
期
）
の
遺
跡
で
あ
り
、
古
代

律
令
国
家
の
成
立
と
絡
め
て
、
全
国
的
に
注
目
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
上
記
の
遺
跡
に
先
立
つ
五
世
紀

の
古
墳
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
磯
崎

町
の
市
指
定
史
跡
川
子
塚
古
墳
は
、
墳
丘
長
八
〇
ｍ
の

前
方
後
円
墳
で
、
茨
城
県
内
有
数
の
中
期
古
墳
で
あ
る

が
、
虎
塚
古
墳
等
か
ら
離
れ
た
臨
海
部
に
位
置
し
て
い

て
唐
突
感
が
あ
り
、
前
後
の
つ
な
が
り
を
う
ま
く
説
明

で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
五
世
紀
（
古
墳
時
代
中
期
）
は
、
仁
徳
陵
古
墳
な
ど

巨
大
古
墳
が
多
数
築
造
さ
れ
、

「
倭
の
五
王
」
が
中
国
南
朝
に

朝
貢
し
た
記
録
も
あ
る
な
ど
、

比
較
的
、
倭
王
権
の
動
向
が
見

え
や
す
い
時
期
で
あ
る
。
茨
城

県
石
岡
市
の
舟
塚
山
古
墳
は
こ

の
時
期
の
も
の
で
、
近
畿
の
巨

大
古
墳
に
匹
敵
す
る
大
き
さ
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
関
東
で
は
、

こ
う
し
た
極
端
に
大
き
い
古
墳

の
か
げ
で
、
じ
つ
は
、
古
墳
や

集
落
遺
跡
が
少
な
か
っ
た
り
、

調査報告

ひたちなか市平磯町三
み つ づ か

ツ塚 13 号墳の測量調査
　　　　　　　　　　　　　　田中　裕 ・ 一之瀬敬一

　市内平磯中学校隣の三ッ塚 13 号墳は，眼下

に平磯海岸と広大な太平洋をおさめ，雄大な景

色が楽しめる古墳です。今回，茨城大学で測量

調査をしたところ，墳丘の長さが約 70 ｍであ

り，前方後円墳にしては前方部がとても短い，

帆立貝のような形であることがわかりました。

水田を作るのには適さない海岸部に，このよう

な大きい古墳があることは，どうして古墳が築

かれるようになるのかについて知る上で，とて

も重要な発見です。

こ
の
時
期
だ
け
途
切
れ
て
い
た
り
し
て
、
把
握
の
難
し

い
時
期
で
あ
る
事
実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
茨
城
大
学
考
古
学
研
究
室
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に

対
し
て
な
る
べ
く
穴
の
な
い
デ
ー
タ
で
分
析
す
る
こ
と

を
旨
と
し
た
「
古
墳
時
代
の
村
落
領
域
と
階
層
構
成
の

実
態
―
東
関
東
に
お
け
る
量
的
把
握
の
実
践
―
」（
科

学
研
究
費
補
助
金
基
盤(

C)

研
究
代
表
者
・
田
中
裕
）

と
い
う
研
究
を
、二
〇
一
四
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

三
ツ
塚
13
号
墳
の
測
量
調
査
は
、
当
研
究
の
一
環
と
し

て
臨
海
部
の
理
解
と
五
世
紀
の
理
解
と
い
う
二
つ
の
穴

を
同
時
に
埋
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ひ

た
ち
な
か
市
総
務
部
財
務
課
及
び
教
育
委
員
会
の
協
力

の
下
、
二
〇
一
五
年
三
月
二
日
か
ら
一
四
日
ま
で
実
施

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
田
中
）

　

図１　三ツ塚 13 号墳位置図

300m0

磯崎東古墳群

磯合古墳群

入道古墳群

三ツ塚古墳群

13 号墳

川子塚古墳
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２
　
古
墳
の
立
地
と
測
量
の
成
果

　
三
ツ
塚
13
号
墳
は
平
磯
海
岸
を
臨
む
台
地
縁
辺
部
、

平
磯
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
南
（
ひ
た
ち
な
か
市
平
磯

町
三
五
五
〇－

四
）
に
位
置
す
る
（
図
１
）。
平
磯
海

岸
か
ら
阿
字
ヶ
浦
に
続
く
台
地
の
海
岸
縁
に
は
、
磯
崎

東
古
墳
群
を
は
じ
め
に
多
く
の
古
墳
が
所
在
し
て
お

り
、
三
ツ
塚
古
墳
群
は
、
磯
崎
東
古
墳
群
か
ら
海
岸
線

沿
い
に
続
く
一
連
の
古
墳
群
の
南
端
に
当
た
る 

。

　
三
ツ
塚
古
墳
群
の
調
査
は
、
平
磯
中
学
校
の
建
設
や

拡
張
を
機
に
実
施
さ
れ
（
斎
藤
一
九
五
二
な
ど
）、
平

磯
中
学
校
校
庭
に
存
在
し
た
12
号
墳
で
は
、
大
刀
や
石

製
模
造
品
な
ど
が
出
土
す
る
と
と
も
に
、
特
徴
的
な
壺

形
埴
輪
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
五
世
紀
前
半
代
の
築

造
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
白
石
二
〇
〇
四
）。
ま
た
、

２
号
墳
や
８
号
墳
で
は
、
円
筒
埴
輪
や
鉄
鏃
な
ど
の
出

土
が
知
ら
れ
、
鉄
鏃
の
特
徴
か
ら
、
前
者
が
六
世
紀

末
、
後
者
が
六
世
紀
前
半
の
築
造
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
稲
田
二
〇
〇
八
）。
古
墳
群
の
調
査
時
に
簡
易
な
地
形

測
量
が
行
わ
れ
た
際
に
は
、
13
号
墳
に
つ
い
て
も
、
墳

丘
南
側
に
突
出
部
ら
し
い
痕
跡
が
記
録
さ
れ
て
は
い
た

が
、
そ
の
解
釈
や
墳
長
の
評
価
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ

た
（
図
２
）。

　
本
古
墳
の
墳
丘
は
現
在
、
松
な
ど
の
雑
木
林
と
な
っ

て
お
り
、
適
宜
伐
採
を
行
い
な
が
ら
測
量
を
行
っ
た
。

墳
丘
の
北
・
東
側
に
は
道
路
、
北
西
側
に
は
倉
庫
や
慰

霊
碑
な
ど
が
あ
り
、
墳
丘
は
一
部
削
平
さ
れ
、
改
変
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
墳
丘
南
側
に
は
松
食
い
虫
薬
剤
駆

除
の
た
め
の
倒
木
置
き
場
が
あ
り
、
測
量
で
き
な
い
部

分
が
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
墳
頂
や
斜
面
、
突
出
部
に

か
け
て
の
残
り
具
合
は
よ
い
（
図
３
）。

　
墳
頂
部
の
標
高
は
二
四
・
五
〇
ｍ
前
後
で
あ
る
。
裾

部
は
、
残
り
具
合
が
よ
い
部
分
で
標
高
一
八
・
五
〇
ｍ

前
後
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
墳
丘
高
は
六
・
〇
〇

ｍ
前
後
に
な
る
。
墳
丘
長
は
、
前
述
の
よ
う
に
削
平
や

倒
木
の
薬
剤
処
理
な
ど
に
よ
り
正
確
な
把
握
は
困
難
で

は
あ
る
が
、
測
量
で
き
た
範
囲
だ
け
で
現
存
長
が
六
六

ｍ
あ
り
、
後
円
部
を
円
形
に

復
原
す
る
と
、
七
〇
ｍ
程
度

ま
で
墳
丘
は
大
き
く
な
る
と

推
定
で
き
る
。

　
後
円
部
は
北
西
側
の
削
平

が
著
し
い
も
の
の
、
現
存
す

る
部
分
か
ら
判
断
し
て
、
直

径
五
四
ｍ
前
後
の
極
め
て
均

整
の
と
れ
た
円
形
と
推
定
さ

れ
、
そ
の
南
西
側
に
前
方
部

図２　三ツ塚古墳群全体図

様
の
突
出
部
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
突

出
部
の
前
端
等
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
現
況
や
測
量

図
か
ら
推
定
す
る
と
、後
円
部
径
と
前
方
部
の
比
率
は
、

前
方
部
前
端
を
長
く
見
積
も
っ
て
3:1
程
度
、
短
く
見
積

も
っ
て
4:1
程
度
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
比
率
か
ら
、

本
古
墳
は
帆
立
貝
古
墳
と
考
え
ら
れ
る
。

三ツ塚 13 号墳
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図３　三ツ塚 13 号墳測量図

松食虫倒木薬剤処理集積

倉庫

1
0
m

平磯中学校校庭

0

三ツ塚 12 号墳出土遺物

三ツ塚 13 号墳データ

現存長：66 ｍ

復元長：70 ｍ

墳丘高：6.00 ｍ

後円部径：54 ｍ

後円部墳頂径 22 ｍ
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参
考
文
献　

斎
藤　

忠　

一
九
五
二　

『
茨
城
県
那
珂
郡
平
磯
町
三
ッ
塚
古

　
　

墳
群
調
査
報
告
』
茨
城
県
教
育
委
員
会

白
石
真
理　

二
〇
〇
四　

「
ひ
た
ち
な
か
市
三
ッ
塚
12
号
墳
出

　
　

土
遺
物
に
つ
い
て
」
『
埴
輪
研
究
会
誌
』
第
８
号

稲
田
健
一　

二
〇
〇
八　

「
三
ツ
塚
古
墳
群
の
鉄
鏃
」
『
ひ
た
ち

　
　

な
か
埋
文
だ
よ
り
』
第
29
号

　
後
円
部
墳
頂
は
極
め
て
広
く
、
現
況
で
直
径
約
二
二

ｍ
前
後
あ
る
こ
と
か
ら
、
巨
大
な
埋
葬
施
設
が
存
在
し

て
も
不
思
議
は
な
い
状
況
で
あ
る
。
墳
丘
の
傾
斜
に
つ

い
て
は
、
現
況
や
等
高
線
か
ら
は
変
化
す
る
部
分
が
観

察
で
き
な
い
の
で
、
等
高
線
に
表
れ
な
い
小
規
模
の
段

築
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
段
築
を
有
し
て
い
な
い

可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
削
平
部
や
墳
丘
上
で
川
原
石

が
露
出
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
ピ
ン
ポ
ー
ル
に
よ
る

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
成
果
か
ら
み
て
、
墳
丘
平
坦
面
と

突
出
部
以
外
の
墳
丘
斜
面
に
、
人
頭
大
か
ら
拳
大
の

川
原
石
か
ら
な
る
、
葺
石
が
存
在
す
る
と
推
定
さ
れ

る
。
墳
丘
北
側
の
削
平
部
分
の
土
層
を
見
る
と
、
標
高

一
九
・
六
〇
ｍ
前
後
に 

鹿
沼
パ
ミ
ス
を
含
む
層
が
存
在

す
る
こ
と
か
ら
、
墳
丘
は
地
山
削
り
出
し
の
上
に
盛
土

を
行
い
、
そ
の
後
、
斜
面
に
葺
石
を
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
表
採
遺
物
は
多
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
埴
輪
片
二
点

を
採
集
で
き
た
。
そ
の
う
ち
一
点
は
頸
部
か
ら
口
縁
部

に
か
け
て
の
部
分
と
み
ら
れ
る
埴
輪
片
で
あ
り
、
三
ッ

塚
12
号
墳
に
類
例
の
あ
る
、
特
徴
的
な
壺
形
埴
輪
の
一

部
と
み
ら
れ
る
。
頸
部
は
直
径
一
五
㎝
程
度
に
復
元
可

能
で
あ
り
、
内
外
面
と
も
ハ
ケ
の
ち
ナ
デ
と
い
っ
た
調

整
が
あ
る
点
も
、12
号
墳
出
土
の
も
の
と
も
類
似
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
遺
物
の
存
在
や
、
帆
立
貝
古
墳
で
あ
る
事

実
か
ら
、
本
古
墳
も
五
世
紀
前
半
代
の
築
造
と
推
定
さ

れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
一
之
瀬
）

　
３
　
三
ツ
塚
13
号
墳
の
歴
史
的
意
義

　
三
ツ
塚
13
号
墳
は
、
墳
丘
長
七
〇
ｍ
に
達
す
る
帆
立

貝
古
墳
で
あ
り
、
五
世
紀
代
の
築
造
で
あ
る
公
算
が
高

ま
っ
た
。
本
古
墳
は
、
外
洋
に
面
す
る
海
岸
部
の
高
燥

な
台
地
上
に
あ
る
。
こ
う
し
た
臨
海
部
に
か
く
も
大
き

い
五
世
紀
の
古
墳
が
存
在
す
る
の
が
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
で
、
ひ
た
ち
な
か
市
域
の
古
代
史
を
考
え
る
上
で

も
、
列
島
の
中
で
臨
海
地
域
が
歴
史
上
に
果
た
し
た
役

割
を
評
価
す
る
上
で
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
ず
い
ぶ
ん
と

話
が
変
わ
っ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
磯
崎
町
の
川
子

塚
古
墳
は
唐
突
に
出
現
し
た
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、

そ
の
前
か
ら
、
海
浜
部
に
大
型
古
墳
を
築
造
す
る
集
団

が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
古
墳
は
、
海
、
そ
れ
も
外
洋
に
お
い
て
活
動
す
る

集
団
に
と
っ
て
重
要
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
も
、よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

つ
ま
り
彼
ら
は
「
海
洋
民
」
で
あ
り
、
か
つ
、
全
国
的

な
古
墳
時
代
的
秩
序
の
中
で
、
自
ら
の
役
割
を
見
い
だ

し
た
人
々
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　（
田
中
）

　

ワンケース・ミュージアム 38　「絵になる埴輪Ⅱ」
（ポスター・チラシには鎌田顕一氏の作品を使用しました）
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の
政
策
を
担
っ
た
集
団
で
あ
り
、
新
た
な
地
位
や
権
力
を

も
っ
た
集
団
と
考
え
ら
れ
る
。

宮城県大崎市

山畑横穴群

 大谷　　基

（大崎市教育委員会）

　

山
畑
横
穴
群
は
大
崎
平
野
南
部
、
Ｊ
Ｒ
古
川
駅
か
ら
南

に
約
七
㎞
の
大
崎
市
三
本
木
蟻
ヶ
袋
字
山
畑
に
所
在
す
る
。

周
辺
に
は
青あ
お
や
ま山
横
穴
墓
群
、
坂さ
か
も
と
た
て
や
ま

本
館
山
横
穴
墓
群
、
混こ
ん
な
い内

山さ
ん

横
穴
墓
群
な
ど
五
つ
の
横
穴
墓
群
も
認
め
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
横
穴
墓
群
は
、
大
崎
平
野
を
東
西
に
貫
流
す
る
鳴

瀬
川
の
南
岸
、
大
松
沢
丘
陵
先
端
部
斜
面
の
凝
灰
岩
層
に

造
墓
さ
れ
る
。

　

山
畑
横
穴
群
を
含
め
た
横
穴
墓
群
は
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
年
）
に
そ
の
存
在
が
出
土
品
と
共
に
指
摘
さ
れ

て
い
た
が
、
年
月
の
経
過
と
共
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
四
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
の
開
発
工
事
に

伴
い
次
々
と
発
見
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
再
認
識
さ
れ
た
。

　

山
畑
横
穴
群
は
、
昭
和
四
六
年
の
土
取
工
事
中
に
発
見

さ
れ
、
そ
の
翌
年
に
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
よ
り
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
で
は
、
家
屋
の
棟む
ね

や
梁は
り

、
柱
な
ど
、

同
心
円
文
や
珠し
ゅ
も
ん文

が
彩
色
さ
れ
た
横
穴
三
基
を
含
む
二
六

基
の
横
穴
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
成
果
に
よ
り
、
装

飾
古
墳
の
北
限
を
な
す
も
の
と
し
て
昭
和
四
八
年
一
二
月

に
国
の
史
跡
指
定
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
遺
体
を
納
め

た
玄げ

ん
し
つ室

に
は
家
形
天
井
と
、
奥
と
左
右
の
三
方
を
一
段
高

く
し
た
ベ
ッ
ド
状
の
有
縁
棺か
ん
ざ座
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
特

徴
は
九
州
西
部
の
肥ひ

ご後
地
方
（
熊
本
県
）
を
中
心
に
分
布

す
る
「
肥
後
型
横
穴
墓
」
に
類
似
す
る
も
の
で
、
直
接
的

又
は
間
接
的
な
造
墓
技
術
の
波
及
を
示
し
て
い
る
。

　

出
土
遺
物
に
は
、
須す

え

き
恵
器
の
坏つ
き

や
長ち
ょ
う
け
い
こ

頸
壺
、
内
面
に
黒

色
処
理
を
施
し
た
土は

じ

き
師
器
の
坏
や
高
坏
な
ど
の
葬
送
儀
礼

に
伴
う
土
器
、
鉄
刀
、
鉄て
つ
ぞ
く鏃
の
武
具
、
ガ
ラ
ス
小
玉
な
ど

の
装
身
具
が
あ
る
。
特
徴
的
な
品
と
し
て
、
静
岡
県
湖こ
さ
い西

窯
跡
産
の
須
恵
器
の
長
頸
瓶
や
平ひ
ら
か瓶

、
関
東
地
方
で
出
土

す
る
土
師
器
の
坏
に
調
整
や
器
形
が
近
似
す
る
関
東
系
土

師
器
の
坏
が
含
ま
れ
る
。
横
穴
墓
群
の
造
墓
年
代
は
出
土

遺
物
か
ら
七
世
紀
に
造
ら
れ
始
め
、
九
世
紀
代
ま
で
追
葬

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
畑
横
穴
群
の
あ
る
三
本
木
地
域
は
、
旧
志し

だ田
郡
に
位

置
し
、
六
六
三
年
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
白
村
江
の
戦
い

に
陸
奥
国
信
太
郡
生み
ぶ
の
い
お
た
り

壬
五
百
足
と
い
う
人
が
出
征
し
て
い

る
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
の
記
録
か
ら
分
か
り
、
大
崎
市

域
で
も
早
い
時
期

に
律
令
国
家
の
萌

芽
と
な
る
新
た
な

地
方
政
策
の
支
配

下
に
置
か
れ
た
地

域
と
考
え
ら
れ
る
。

横
穴
墓
群
に
葬
ら

れ
た
人
々
は
、
そ

山畑横穴群発掘調査時の全景

山畑横穴群第15号墓の装飾

やま はた

（宮城県教育委員会提供）

（宮城県教育委員会提供）

遺跡位置図　②混内山横穴墓群

　　　　　　③寺下横穴墓群

　　　　　　④坂本館山横穴墓群

　　　　　　⑤青山横穴墓Ａ群

　　　　　　⑥青山横穴墓Ｂ群
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川崎 純徳

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路

第15回　岩瀬町の遺跡の調査　-花園古墳の発見-

　

花
園
古
墳
の
発
見　

一
九
八
一(

昭
和
五
六)

年
に
茨

城
県
埋
蔵
文
化
財
指
導
員
を
し
て
お
ら
れ
た
伊
東
重
敏

氏
か
ら
岩
瀬
町
（
現
・
桜
川
市
）
で
装
飾
古
墳
が
発
見
さ

れ
た
と
言
う
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
。
早
速
伊
東
氏
と
現

地
に
急
行
し
た
。
地
権
者
宅
で
乗
用
車
の
出
入
り
に
不

便
な
の
で
宅
地
内
に
進
入
路
を
作
る
作
業
中
に
古
墳
が

壊
さ
れ
、
横
穴
式
石
室
が
砕
け
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
石

室
の
奥
壁
や
側
壁
を
束た
わ
し子
で
洗
い
植
木
の
台
に
使
っ
て
い

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
埋
蔵
文
化
財
の
パ
ト

ロ
ー
ル
中
の
県
の
文
化
財
保
護
委
員
の
目
に
と
ま
り
伊

東
氏
に
連
絡
が
入
っ
た
の
で
あ
る
。
石
室
の
石
材
は
す
で

に
町
役
場
の
駐
車
場
に
運
ば
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
大
塚
初
重
、
川
上
博
義
、
鴨
志
田
篤
二
の

各
氏
と
も
同
所
を
訪
れ
花は
な
ぞ
の園
古
墳
の
壁
画
を
実
見
し
た
。

伊
東
氏
と
の
話
し
合
い
で
古
墳
の
発
掘
調
査
は
伊
東
氏

が
行
い
、
壁
画
の
実
測
は
川
崎
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
古
墳
の
調
査
は
何
回
か
見
学
し
た
。
墳
丘
は
す
で
に

削
土
さ
れ
て
い
た
が
一
辺
22
ｍ
の
方
形
を
呈
し
、
３
ｍ
の

羨せ
ん
ど
う道

部
を
有
し
、
玄げ
ん
し
つ室

は
前
室
、
後
室
か
ら
な
る
複
室

構
造
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

壁
画
の
実
測
に
は
一
週
間
を
要
し
た
。
石
室
石
材
の
あ

る
駐
車
場
に
毎
日
通
っ
た
。
壁
画
の
色
彩
は
ほ
と
ん
ど
消

失
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
石
材
が
乾
燥
し
て
し
ま
う
と
図

柄
そ
の
も
の
が
正
確
に
把
握
で
き
な
い
。
霧
を
ふ
き
か
け

る
と
図
柄
が
浮
き
立
っ
て
く
る
。
霧
吹
き
を
用
意
し
水
分

を
与
え
な
が
ら
の
実
測
と
な
っ
た
。
実
測
は
驚
き
の
連
続

で
あ
っ
た
。
実
測
図
は
原
図
と
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の
を
届

け
、
伊
東
さ
ん
の
発
案
で
簡
単
な
報
告
会
を
催
す
こ
と

と
な
っ
た
。
町
民
に
壁
画
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

大
塚
先
生
も
講
師
と
し
て
お
話
し
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
原

図
が
行
方
不
明
に
な
り
書
き
込
み
の
詳
細
が
分
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
恐
ら
く
き
れ
い

な
ト
レ
ー
ス
図
の
み
を
保
管
し
原
図
は
廃
棄
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

花
園
壁
画
そ
の
後　

壁
画
が
描
か
れ
て
い
た
石
室
の

石
材
は
、
そ
の
後
に
穴
を
掘
っ
て
埋
め
、
土
を
か
ぶ
せ
た
。

町
に
よ
れ
ば
こ
れ
で
も
保
存
し
た
と
言
う
事
ら
し
い
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
新
聞
報
道
で
知
り
、
教
育
委
員
会
に
事

情
を
聴
い
た
が
明
確
な
回
答
は
な
く
東
京
国
立
文
化
財

研
究
所
の
指
導
に
従
っ
た
と
の
一
点
張
り
で
あ
っ
た
。
今

で
も
壁
画
石
材
は
そ
の
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る
。
花
園
古

墳
群
の
一
つ
で
最
大
規
模
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
合
併
し

て
桜
川
市
と
な
っ
て
か
ら
星
龍
象
さ
ん
が
周
堀
の
調
査
を

行
っ
た
。

　

長
辺
寺
山
古
墳
の
踏
査　

た
ま
た
ま
県
の
埋
蔵
文
化

財
パ
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
に
長ち
ょ
う
へ
ん
じ

辺
寺
山や
ま

古
墳
が
該
当
す
る

こ
と
に
な
り
関
係
者
で
踏
査
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
古

墳
は
昭
和
金
属
工
業
株
式
会
社
の
所
有
地
で
あ
り
安
全

上
立
ち
入
り
が
出
来
な
い
。
こ
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
踏
査

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
関
係
者
の
お
骨
折
り
で
踏
査
が

実
現
し
た
。
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
り
、
合
併
後
に
測

量
調
査
を
お
願
い
し
た
の
だ
が
実
現
で
き
て
い
な
い
で
い

る
。
古
墳
の
研
究
上
か
ら
も
測
量
は
必
要
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
主
張
し
た
い
。

＊
川
崎
純
徳
氏
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
連
載
第
一
三
回
（『
埋
文
だ

よ
り
』
第
四
一
号
）
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

＊挿図は，水戸市立博物館 1990『特別展「装飾古墳」－地下を彩る名画の世界－』より引用しました。

花園古墳の壁画（川崎原図による）
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Ｃ地区第１・２号窯跡

Ｂ地区第１号窯跡

　

ひ
た
ち
な
か
市
の
国
指
定
史
跡
の
一
つ
、
馬
渡
埴
輪

製
作
遺
跡
は
、
一
九
六
五
年
に
最
初
の
発
掘
調
査
が
実

施
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
五
○
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
こ
で

今
回
の
展
示
で
は
、
遺
跡
の
概
要
を
振
り
返
り
、
そ
の

後
の
整
理
作
業
で
確
認
さ
れ
た
未
報
告
の
埴
輪
な
ど
を

紹
介
し
ま
し
た
。

　
発
見
の
経
緯　

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
、
勝

田
三
中
の
生
徒
が
ユ
リ
の
球
根
掘
り
の
際
に
、
偶
然

「
馬
形
埴
輪
」
を
発
見
し
た
の
が
調
査
の
発
端
で
す
。

一
九
六
五
（
昭
和
四
○
）
年
、
明
治
大
学
の
大
塚
初
重

氏
ら
が
現
地
踏
査
を
実
施
し
、
大
規
模
な
埴
輪
製
作
遺

跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
な
お
、
発
見
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、『
埋
文
だ
よ
り
』
三
四
の
「
遺
跡
を

見
つ
け
た
少
年
た
ち
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

調
査　

一
九
六
五
～
六
九
年
に
市
教
育
委
員
会
と
明

治
大
学
に
よ
り
、
七
次
に
わ
た
る
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
～
八
九
（
平

成
元
）
年
に
史
跡
範
囲
確
認
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
後

の
調
査
も
含
め
る
と
、
二
一
回
の
調
査
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
、
四
つ
の
地
区
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
地

区
）
で
窯
跡
一
九
基
、
住
居
跡
二
基
、
工
房
跡
一
二
基
、

粘
土
を
採
掘
し
た
跡
二
五
ヶ
所
以
上
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
調
査
に
よ
り
、
粘
土
を
採
掘
し
て
、
工
房
で

埴
輪
を
作
り
、乾
燥
さ
せ
て
窯
で
焼
き
上
げ
る
と
い
う
、

埴
輪
製
作
の
一
連
の
遺
構
を
日
本
で
初
め
て
確
認
で
き

ま
し
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）

年
に
国
指
定
史
跡
と
な
り
、
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）

年
か
ら
は
史
跡
公
園
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

遺
跡
の
概
要　

埴
輪
の
生
産
は
五
世
紀
後
半
に
Ｃ
地

区
で
始
ま
り
、
こ
こ
で
焼
か
れ
た
埴
輪
は
市
内
最
大
規

模
を
誇
る
川
子
塚
古
墳
に
立
て
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま

す
。
六
世
紀
に
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
地
区
の
窯
で
埴
輪
が

生
産
さ
れ
、
市
内
の
笠
谷
古
墳
群
や
鉾
の
宮
古
墳
群
に

運
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

当
遺
跡
の
調
査
で
は
、
材
料
の
粘
土
や
赤
色
顔
料
の

ワンケース・ミュージアム 36

ベ
ン
ガ
ラ
が
出
土
し
、
併
せ
て
窯
の
構
造
も
確
認
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
埴
輪
製
作
の
実
態
が
判
明
し
ま
し
た
。

ま
た
、
埴
輪
と
伴
に
出
土
し
た
土
師
器
に
よ
り
時
期
が

明
ら
か
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
関
東
に
お
け
る
人
物
埴
輪

導
入
期
か
ら
終
焉
ま
で
の
生
産
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し

た
点
で
重
要
な
遺
跡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
地
点
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

＊
Ｃ
地
区
（
五
世
紀
末
～
六
世
紀
後
半
）窯
跡
三
基（
一

基
は
未
使
用
）、工
房
跡
二
基
。
円
筒
埴
輪
、人
物
埴
輪
、

動
物
（
鹿
）
埴
輪
、
家
形
埴
輪
が
出
土
。

＊
Ｂ
地
区
（
六
世
紀
前
半
）
窯
跡
二
基
、工
房
跡
一
基
、

粘
土
採
掘
坑
三
基
以
上
。
円
筒
埴
輪
、
人
物
埴
輪
、
家

形
埴
輪
が
出
土
。
円
筒
埴
輪
は
大
型
品
。

＊
Ａ
地
区
（
六
世
紀
前
半
～
後
半
）
窯
跡
九
基
、
工
房

跡
九
基
、
住
居
跡
二
基
、
粘
土
採
掘
坑
一
八
基
。
円
筒
埴

輪
、
人
物
埴
輪
（
武
人
・
農
夫
な
ど
）、
円
筒
棺
が
出
土
。

＊
Ｄ
地
区
（
六
世
紀
後
半
）
窯
跡
五
基
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
健
一
）

協力：忽那 敬三 氏，明治大学博物館
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今
回
の
遺
跡
め
ぐ
り
は
、
千
葉
県
栄
町
と
成
田
市
に

位
置
す
る
龍
角
寺
古
墳
群
を
見
学
し
ま
し
た
。
古
墳
群

探
訪
は
、
二
○
○
九
年
度
の
埼
玉
県
行
田
市
の
埼さ
き
た
ま玉
古

墳
群
に
続
き
、
二
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

当
古
墳
群
は
、
近
隣
の
古
代
寺
院
の
龍
角
寺
と
と
も

に
、
一
九
七
六
年
に
つ
く
ら
れ
た
千
葉
県
立
房
総
風
土

記
の
丘
史
跡
公
園
内
に
位
置
し
て
い
ま
す
。見
学
で
は
、

七
九
基
の
古
墳
を
間
近
に
観
察
し
、
ま
た
、
発
掘
調
査

に
基
づ
き
、
古
墳
が
つ
く
ら
れ
た
当
時
の
約
二
六
○
体

の
埴
輪
が
並
ん
で
い
る

第
一
○
一
号
古
墳
を
見

学
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

方
墳
で
一
辺
七
八
ｍ
、
高

さ
一
三
ｍ
の
古
墳
時
代

終
末
期
で
は
全
国
第
一

位
の
規
模
を
誇
る
岩
屋

古
墳
で
は
、
そ
の
規
模

の
大
き
さ
に
参
加
者
か

ら
感
嘆
の
声
が
聞
か
れ

ま
し
た
。

（
稲
田
健
一
）

岩屋古墳の石室の見学風景

風土記の丘資料館での見学風景

第 101 号墳の復元された埴輪群

千
葉
県
龍
角
寺
古
墳
群
探
訪

　
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
標
本

陳
列
室
に
は
、非
常
に
人
気
の
高
い
埴
輪
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
茨
城
県
の
指
定
文
化
財
の
「
乳
飲
み
児
を
抱

く
埴
輪
」
で
す
。
こ
の
埴
輪
は
、
一
九
五
六
（
昭
和

三
一
）
年
秋
に
、
市
内
大
平
に
あ
っ
た
黄
金
塚
古
墳
か

ら
出
土
し
ま
し
た
。
古
墳
は
全
長
約
六
○
ｍ
の
前
方
後

円
墳
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
発
掘
調
査
さ
れ
ぬ
ま
ま
壊

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
幸
運
に
も
こ
の
周

辺
を
遺
跡
巡
回
し
て
い
た
井
上
義
安
氏
に
よ
っ
て
、
埴

輪
は
保
存
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
保
存
に
至
る
秘
話

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
井
上
氏
は
壊
さ
れ
て
い
る
古

墳
を
見
て
、
何
ら
か
の
埴
輪
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
プ
レ
ハ
ブ
で
休
憩
し
て
い
た
作
業
員

に
尋
ね
る
こ
と
一
時
間
、「
実
は
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
床
下
か
ら
こ
の
乳
飲
み
児
を
抱
く
埴
輪
が
出
て
き

た
の
で
す
。
井
上
氏
は
す
ぐ
に
埴
輪
を
保
存
す
る
た
め

市
に
渡
す
よ
う
に
交
渉
し
ま
す
が
、
な
か
な
か
渡
す
気

配
を
見
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
清
酒
三
本
を

持
参
し
て
お
願
い
す
る
と
、
や
っ
と
申
し
入
れ
に
応
じ

て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
今
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い

お
話
で
す
。

　
も
う
一
つ
の
秘
話
は
、
こ
の
埴
輪
に
は
子
宝
に
恵
ま

れ
る
力
が
あ
る
よ
う
で
す
。
た
だ

し
、
こ
の
お
話
、
今
の
と
こ
ろ
私

の
妄
想
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
（
稲
田
健
一
）

秘
話　

乳
飲
み
児
を
抱
く
埴
輪

参考文献：井上義安 1995「「乳飲み児を抱く埴輪」発見の顛末」『水戸市北屋敷古墳』水戸市教育委員会
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１　

飯
塚
前
古
墳
に
つ
い
て

　

飯
塚
前
古
墳
は
、
三
反
田
古
墳
群
に
属
し
、
那
珂
川

を
望
む
台
地
縁
辺
部
近
く
に
位
置
す
る
。
三
反
田
古
墳

群
は
、
東
西
約
一
㎞
の
範
囲
に
、
羽
黒
支
群
・
塙
支

群
・
上
高
井
支
群
・
蜆
塚
支
群
と
い
っ
た
小
古
墳
群
か

ら
構
成
さ
れ
る
古
墳
群
で
あ
る
。
古
墳
は
、
前
方
後
円

墳
二
基
と
円
墳
数
十
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
前
方
後

円
墳
二
基
は
羽
黒
支
群
に
位
置
し
、
第
一
号
墳
が
全
長

約
三
○
ｍ
、
第
二
号
墳
が
全
長
約
二
三
ｍ
を
測
る
。
飯

塚
前
古
墳
は
、
当
古
墳
群
の
西
側
に
位
置
す
る
。
当

古
墳
も
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
円
墳
数
基

が
存
在
し
て

い
た
ら
し
い

が
、
現
在
は

ほ
と
ん
ど
湮

滅
し
て
い
る
。

飯
塚
前
古
墳

に
つ
い
て
も
、

一
九
七
一（
昭

和
四
六
）
年

一
一
月
に
土

砂
採
取
の
た

め
墳
丘
東
側

の
約
五
分
の

一
が
削
ら
れ

た
段
階
で
工

事
を
中
止
し
、

保
存
さ
れ
た

経
緯
を
も
つ
古
墳
で
あ
る
。
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）

年
に
は
市
の
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。

　

墳
丘
は
、
大
変
珍
し
い
長
方
形
を
呈
し
、
東
西
約
三

○
ｍ
、
南
北
約
二
○
ｍ
、
高
さ
約
三
ｍ
を
測
る
。
墳
丘

か
ら
埴
輪
の
出
土
は
な
い
。埋
葬
施
設
は
、工
事
に
よ
っ

て
横
穴
式
石
室
と
思
わ
れ
る
羨
道
部
の
一
部
が
確
認
さ

れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
石
室
は
南
に
向

か
っ
て
開
口
し
、
墳
丘
の
中
央
よ
り
や
や
東
側
に
位
置

す
る
こ
と
か
ら
、
西
側
に
も
う
一
つ
の
石
室
の
存
在
が

推
定
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
今
回
、
墳
丘
の
測
量
と
地
下
探
査
を
実
施

調査報告

飯
いいづかまえ

塚前古墳の調査　－測量・地下探査報告－

稲田健一 ・梅田由子 ・金田明大 ・三井　猛

　市内三反田地区に位置する飯塚前古墳は，工

事で破壊されるところを，協議の上，保存され

た古墳です。古墳の形は，長方形という大変珍

しい形をしています。詳細な調査は実施されて

いませんが，工事の際，墳丘の東側で横穴式石

室が確認されています。石室の確認された場所

が，中央より東側と偏った場所にあるため，西

側にもう一つの石室の存在が推測されてきまし

た。今回はその石室の存在を，地下探査という

方法で調査しました。

図１　三反田古墳群と飯塚前古墳の位置図

図２　飯塚前古墳墳丘測量図

地下探査風景

200m0
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し
、
西
側
の
石
室
の
存
在
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
）

　

２　

測
量
調
査
と
地
下
探
査

　

今
回
実
施
し
た
飯
塚
前
古
墳
の
調
査
は
、
古
墳
の
石

室
の
有
無
の
確
認
を
目
的
と
し
、
発
掘
を
行
わ
な
い
非

破
壊
調
査
を
実
施
し
た
。

　

調
査
は
、ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

と
奈
良
文
化
財
研
究
所
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
遺
跡
・

調
査
技
術
研
究
室
、
そ
し
て
有
限
会
社
三
井
考
測
の
三

者
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
実
施
し
た
。

　

非
破
壊
調
査
は
、
ま
ず
古
墳
の
墳
形
を
正
確
に
知
る

た
め
の
三
次
元
遺
跡
調
査
測
量
を
行
い
、
そ
の
後
地
下

探
査
レ
ー
ダ
ー
に
よ
り
遺
構
の
地
下
探
査
を
行
っ
た
。

い
ず
れ
の
技
術
も
一
般
的
な
測
量
・
探
査
技
術
を
基
に

遺
跡
調
査
用
に
研
究
開
発
を
進
め
特
化
さ
せ
た
技
術
で

あ
る
。

　

調
査
目
的　
　

飯
塚
前
古
墳
は
前
述
の
通
り
珍
し
い

長
方
形
の
墳
形
を
し
た
古
墳
で
あ
り
、
主
体
部
石
室
が

墳
丘
中
央
部
よ
り
東
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
推
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
墳
丘
西
側
に
も
う
一
つ
の
主

体
部
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
調
査
は
、
本
古
墳
の
主
体
部
が
西
側
に
も
存

在
す
る
の
か
。
そ
の
規
模
は
お
お
よ
そ
ど
の
く
ら
い
で

あ
る
の
か
。
こ
の
二
点
を
主
目
的
に
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
発
掘
せ
ず
に
調
査
が
可
能
な
地
下
探
査
に
よ
る
遺

跡
探
査
を
行
う
運
び
と
な
っ
た
。

　

地
中
の
遺
構
を
知
る
た
め
に
は
、
発
掘
調
査
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
海
外
の
考
古
学
調
査
に
お
い
て
は
地
下

探
査
技
術
を
応
用
し
た
遺
跡
探
査
（
事
前
調
査
）
を
実

施
し
、
そ
の
後
発
掘
調
査
（
本
調
査
）
を
実
施
す
る
事

例
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。

　

測
量
方
法　
　

三
次
元
微
地
形
調
査
測
量
は
地
表
面

踏
査
を
微
地
形
計
測
の
理
論
（
三
井
二
〇
〇
九
）
に
基

づ
き
計
測
記
録
を
行
い
解
析
す
る
こ
と
で
、
地
形
の
微

細
な
凹
凸
か
ら
人
為
的
地
形
改
変
跡
を
読
み
取
り
遺
跡

の
有
無
を
推
定
す
る
考
古
学
的
計
測
調
査
法
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
シ
ャ
ド
ウ
マ
ー
ク
法
に
よ
る
微
地
形
の
調

査
は
、
目
視
や
写
真
撮
影
に
よ
っ
て
微
地
形
の
凹
凸
を

判
読
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
特
有
の
自
然
環
境

か
ら
樹
木
や
草
が
多
く
繁
茂
す
る
た
め
、
航
空
写
真
等

か
ら
の
地
表
面
の
判
読
は
出
来
ず
一
部
の
草
地
や
作
付

前
後
の
畑
地
以
外
で
の
利
用
は
困
難
と
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
三
次
元
微
地
形
調
査
測
量
は
広
義
で
の
地
下
探

査
方
法
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ト
ー
タ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
使
用
し

た
測
量
技
術
を
使
用
し
て
、
考
古
学
的
調
査
方
法
に
基

づ
い
た
数
量
分
析
法
と
属
性
分
析
法
が
可
能
な
計
測
点

を
分
類
し
た
三
次
元
計
測
を
行
う
。　
　

　

数
量
分
析
法
に
よ
る
計
測
方
法
は
計
測
す
る
測
点
は

人
為
的
主
観
を
排
し
、定
間
隔
の
距
離
で
計
測
を
行
う
。

こ
の
時
計
測
対
象
が
遺
跡
で
あ
る
こ
と
か
ら
計
測
点
の

密
度
を
○
・
五
ｍ
～
一
・
○
ｍ
に
し
て
測
定
す
る
。

　

属
性
分
析
法
に
よ
る
計
測
は
、
地
表
面
の
微
細
な
凹

凸
を
地
形
分
類
し
て
測
定
記
録
す
る
と
共
に
、
遺
構
形

状
や
遺
物
が
確
認
さ
れ
た
場
合
そ
れ
ぞ
れ
属
性
分
類
し

計
測
を
行
う
。　

　

こ
の
数
量
、
属
性
分
類
さ
れ
た
各
々
の
計
測
デ
ー
タ

を
同
時
解
析
す
る
こ
と
で
、
人
の
目
だ
け
で
は
判
読
不

可
能
な
微
地
形
に
よ
る
シ
ャ
ド
ウ
マ
ー
ク
が
表
示
判
読

で
き
る
三
次
元
等
高
線
図
を
作
成
す
る
（
図
３
）。
測

量
面
積
は
調
査
範
囲
約
五
○
○
㎡
中
、
墳
丘
残
存
部
約

四
五
○
㎡
を
属
性
分
類
計
測
点
一
七
一
点
、
数
量
分
類

計
測
点
五
一
一
点
の
合
計
六
八
二
点
を
計
測
し
た
。
計

測
密
度
約
一
・
五
測
点
／
㎡
で
あ
る
。

　

探
査
方
法
　
　
遺
跡
の
地
下
探
査
は
、
国
内
で
は
奈

良
文
化
財
研
究
所
に
よ
り
一
九
六
一
年
か
ら
本
格
的
な
遺

跡
探
査
の
研
究
が
開
始
さ
れ
、
日
本
の
国
土
特
有
の
地
盤

や
土
壌
環
境
に
お

い
て
の
実
証
実
験

が
な
さ
れ
、
多
く

の
成
果
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。

　

地
下
探
査

レ
ー
ダ
ー
に
よ

る
調
査
は
東
西

に
○
・
五
ｍ
間

隔
に
測
線
を
設

置
し
（
図
４
）、

測
線
上
に
レ
ー

ダ
ー
を
走
ら
せ

て
探
査
を
実
施

し
た
。

　

こ
の
探
査
方

図３　飯塚前古墳３Ｄ鳥瞰図（南東方向角）
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法
は
地
中
の
状
況
を
高
密
度
に
探
査
す
る
こ
と
で
古
墳

を
構
成
す
る
盛
土
と
石
室
の
石
材
等
異
な
る
物
質
の
境

界
部
分
に
お
け
る
電
磁
波
の
反
射
を
区
別
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
今
回
使
用
し
た
レ
ー
ダ
ー
の
電
磁
波
は
五
○

○
Ｍ
Ｈ
ｚ
で
あ
り
、
探
査
が
可
能
な
深
度
は
約
二
・
五

ｍ
程
度
ま
で
で
あ
る
。

　

探
査
結
果
は
、
三
次
元
微
地
形
計
測
結
果
と
照
合
さ

せ
測
線
上
で
断
面
図
を
作
成
し
、
探
査
結
果
の
プ
ロ

フ
ァ
イ
ル
断
面
図
と
共
に
図
化
表
記
を
行
っ
た
。

　

調
査
成
果
　
　
微
地
形
測
量
の
結
果
（
図
２
・
５
）、

墳
丘
南
東
角
付
近
か
ら
東
面
に
か
け
て
元
々
の
墳
形
に

伴
わ
な
い
人
工
的
な
規
則
性
の
あ
る
法
面
形
成
と
掘
削

跡
の
地
形
の

乱
れ
を
認
め

た
。
こ
れ
は
、

土
取
り
時
の

埋
め
戻
し
痕

跡
と
推
定
で

き
る
。

　

墳
丘
南
面

に
は
墳
丘
中

央
に
位
置
す

る
法
面
に
後

世
の
古
墳
に

上
る
小
道
（
祠

に
至
る
参
道
）

を
確
認
し
た
。

ま
た
、
こ
の

小
道
の
両
面
に
は
尾
根
状
形
状
の
中
心
部
に
若
干
の
窪

み
が
あ
る
。
特
に
西
側
の
法
面
に
は
古
墳
主
体
部
羨
道

部
上
部
地
形
を
思
わ
せ
る
微
地
形
が
表
れ
て
い
る
。

　

地
下
探
査
レ
ー
ダ
ー
の
結
果
は
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル

デ
ー
タ
か
ら
墳
丘
南
面
よ
り
墳
丘
中
央
に
か
け
て
東
西

約
一
三
ｍ
南
北
約
九
・
五
ｍ
の
方
形
範
囲
に
石
室
の
石

材
と
推
定
さ
れ
る
電
磁
波
の
反
射
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

反
応
は
墳
丘
の
北
面
に
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

　

深
さ
は
、
墳
頂
地
表
面
よ
り
約
三
五
ｎ
ｓ
地
下
の
所

か
ら
下
方
に
強
い
反
応
が
見
ら
れ
る
。

　

図
５
の
探
査
測
線
図
は
図
４
の
探
査
測
線
鳥
瞰
図
を

平
面
表
記
し
、
微
地
形
図
上
に
測
線
を
表
記
し
た
平
面

図
で
あ
る
。
特
に
太
い
赤
線
で
測
線
位
置
を
表
記
し
た

部
分
を
図
６
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
断
面
図
で
表
し
た
。
断

面（
図
６
）

中
の
赤
丸

で
示
し
て

い
る
所
が

強
い
反
射

の
反
応
で

あ
る
。
石

室
に
相

当
す
る
と

推
定
で
き

る
。
石
室

と
思
わ
れ

る
反
応
は

墳
丘
北
面

に
は
無

く
、
墳
丘

南
面
か
ら

中
央
に
か

け
て
墳
丘

東
面
よ
り

西
面
ま
で

の
広
い
範

囲
で
確
認

で
き
る
こ

と
か
ら
、

図４　飯塚前古墳探査測線３Ｄ鳥瞰図（南東方向角）

図５　飯塚前古墳地中探査測線図

図６　飯塚前古墳地中探査プロファイル断面図

0 5 10m
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南
向
き
に
開
口
す
る
石
室
が
二
基
並
ん
で
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
（
三
井
）

　

３　
「
双
室
墳
」
に
つ
い
て

　

調
査
の
結
果
、
以
前
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
た
と
お

り
、
飯
塚
前
古
墳
に
は
二
基
の
石
室
が
並
ん
で
存
在
し

て
い
る
可
能
性
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
同

一
墳
丘
内
に
二
基
の
石
室
が
並
列
し
て
配
置
さ
れ
る
古

墳
は
、「
双
室
墓
」
ま
た
は
「
双
室
墳
」
な
る
用
語
で

呼
ば
れ
て
い
る
。

　
「
双
室
墳
」
に
つ
い
て
は
、
楠
元
哲
夫
氏
が
定
義
づ

け
や
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
墳
丘

中
に
あ
ら
か
じ
め
二
基
分
の
構
築
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し

て
い
る
こ
と
」、「
一
墳
丘
中
の
二
基
の
石
室
の
規
模
・

形
態
が
近
く
、
そ
の
相
互
の
位
置
が
対
照
と
な
り
、
開

口
方
向
な
ど
も
一
致
す
る
こ
と
」
の
二
点
が
「
双
室
墳
」

の
定
義
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
合
致
す
る
古
墳

は
全
国
で
九
例
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
西
日

本
に
位
置
す
る
。
た
だ
し
、
千
葉
県
栄
町
に
位
置
す
る

龍
角
寺
古
墳
群
内
の
岩
屋
古
墳
に
つ
い
て
は
、「
双
室

墳
」
の
範
疇
で
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
時
期
に
つ
い
て
は
、
七
世
紀
第
二
四
半
期
～
中
葉

に
か
け
て
の
限
ら
れ
た
時
期
に
営
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。

　

で
は
、飯
塚
前
古
墳
に
つ
い
て
楠
元
氏
の
「
双
室
墳
」

の
定
義
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
。
墳
丘
形
が
長
方
墳

で
あ
る
こ
と
は
、「
墳
丘
中
に
あ
ら
か
じ
め
二
基
分
の

構
築
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
い
る
」
と
い
う
定
義
と
合

致
し
、
測
量
と
地
下
探
査
か
ら
石
室
が
並
列
し
て
南
側

に
開
口
し
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
結
果
に
つ
い

て
は
、「
開
口
方
向
な
ど
も
一
致
す
る
」
と
い
う
定
義

に
合
致
す
る
。
た
だ
し
、
石
室
の
規
模
な
ど
の
定
義
に

つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
判
断
で

き
な
い
。
よ
っ
て
、
現
時
点
で
は
当
古
墳
を
楠
元
氏
が

定
義
す
る
「
双
室
墳
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
考
え
ら
れ
る
。す
る
と
、

当
古
墳
の
時
期
も
七
世
紀
中
葉
と
い
う
時
期
と
な
ろ
う
。

　
「
双
室
墳
」
に
つ
い
て
は
、
類
例
も
少
な
く
、
不
明

な
点
も
多
い
。
楠
元
氏
は
「
双
室
墳
」
に
つ
い
て
、「
一

墳
丘
に
埋
葬
す
る
対
象
を
二
人
と
限
定
的
に
設
定
し
た

上
で
、
あ
ら
か
じ
め
墳
丘
・
石
室
を
造
作
し
た
墓
」
と

規
定
し
、
そ
の
背
景
に
は
「
地
域
支
配
機
構
の
再
編
整

備
と
い
う
政
権
中
枢
の
政
策
的
意
図
に
よ
る
、
墓
制
の

再
編
成
を
伴
う
被
葬
者
数
の
限
定
策
の
も
と
に
出
現
し

た
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た

範
囲
は「
畿
内
域
を
大
き
く
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」

と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
飯
塚
前
古
墳
の
出
現
理
由

に
こ
の
背
景
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
今
後
さ

ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。　
　
　
　
　
　
（
稲
田
）
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猛
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台
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図７　同一墳丘内に２基の横穴式石室をもつ古墳例

千葉県岩屋古墳（S=1/1800）

＊調査・報告にあたり，加藤千里氏とナワビアハマッド矢麻氏にご協力いただきました。

石川県須曽蝦夷穴古墳（S=1/400）
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４
月

2
-
5

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／3
ひ
た
ち

な
か
市
役
所
新
人
研
修
／1

1
水
戸
市

内
原
小
学
校
へ
資
料
貸
出
【
井
上
資
料
縄
文

土
器
ほ
か
】
／1

8

斉
藤
新
氏
よ
り
資
料
寄

贈【
市
毛
遺
跡
採
集
土
製
品
】／
水
戸
市
内
原
小

学
校
よ
り
資
料
返
却
／2

3

神
栖
市
文

化
財
保
護
審
議
会
見
学
／2

4

ひ
た
ち

海
浜
公
園
よ
り
資
料
返
却
【
沢
田
遺
跡
柄
振

ほ
か
】
／2

4
-
2
8

西
谷
津
遺
跡
・
松
原
遺

跡
試
掘
調
査
／
枝
川
小
学
校
出
前
授
業

【
歴
史

講
座
】

3
0

津
田
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

５
月

　

8

那
珂
市
菅
谷
西
小
学
校
6
年
生
社

会
科
見
学
／1
0

第
12
回
企
画
展
「
古

墳
時
代
前
期
の
ひ
た
ち
な
か
」
終
了
／

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ク
ル
見
学
／1

2

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
36
「
馬
渡

埴
輪
製
作
遺
跡
50
年
」
開
始
／
中
根
小

学
校
3
年
生
社
会
科
見
学
／13

川
又

正
子
氏
よ
り
資
料
寄
贈
【
津
田
天
神
山
遺
跡
縄

文
土
器
片
】／     　
　
　

 

遠
方
よ
り
／

1
3
-
1
5

高
野
富
士
山
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
4

堀
口
遺
跡
18
次
試
掘
調
査
開
始
／

1
5

遺
跡
め
ぐ
り
／2

2

テ
レ
ビ
取
材
【BS

ジ
ャ
パ
ン
「
聞
き
込
み
！
ロ
ー
カ
ル
線 

気
ま
ぐ
れ
下
車

の
旅
」】

2
7

平
磯
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

／
東
原
遺
跡
試
掘
調
査
開
始
／28

中

根
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

６
月

2

東
原
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／10

外

野
小
学
校
3
年
生
社
会
科
見
学
（
下
段
右

写
真
）
／1

0
-
1
2

堀
口
遺
跡
19
次
試
掘
調

査
／1

1

佐
野
小
学
校
6
年
生
社
会
科

見
学
／1

3

虎
塚
清
掃
作
業【
と
き
わ
会
】／

堀
口
遺
跡
18
次
試
掘
調
査
終
了
／17

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ク
茨
城
県
自
然
博

物
館
よ
り
資
料
返
却【
後
野
遺
跡
細
石
刃
ほ
か
】

／18

田
彦
小
学
校
３
年
生
社
会
科
見

学茨
城
大
学
出
前
授
業
【
埋
文
セ
ン
タ
ー
の
活
動

に
つ
い
て
】
／23

枝
川
小
学
校
5
・
6
年

生
社
会
科
見
学
／23-25

孫
目
古
墳
群

試
掘
調
査
／24

鉾
田
市
旭
東
小
学
校

6
年
生
社
会
科
見
学
／25

茨
城
大
学

出
前
授
業
／26

那
珂
湊
第
三
小
学
校

6
年
生
社
会
科
見
学
／30

勝
倉
城
跡
・

君
ヶ
台
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

７
月

4

戸
坂
明
日
香
氏
（
日
本
科
学
未
来
館
）
資
料

調
査【
人
骨
】／5

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
36
終
了
／7

君
ヶ
台
遺
跡
試
掘
調

査
終
了
／
常
陸
大
宮
市
美
和
公
民
館
見

学
／11

博
物
館
実
習
施
設
見
学（
茨
城
キ

リ
ス
ト
教
大
学
）
／
ひ
た
ち
な
か
ユ
ネ
ス
コ

　

桜
の
開
花
直
前
の
頃
、
私
の
大
好
き
な
花
が
咲
き
ま
す
。
そ
れ
が

今
回
紹
介
す
る
ス
ハ
マ
ソ
ウ
（
洲
濱
草
）
で
す
。
こ
の
花
は
、
本
州
・

四
国
に
分
布
し
ま
す
。
花
は
小
さ
く
可
憐
で
、
色
は
白
が
基
本
で
す

が
、
ピ
ン
ク
、
ブ
ル
ー
、
薄
紫
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
根
際
か
ら
生
え

る
葉
は
三
角
形
で
、
浅
く
三
つ
に
裂
け
、
先
は
円
い
形
状
で
す
。
名

の
由
来
は
、
『
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
』
に
よ
る
と
「
洲
濱
草
は
そ
の

葉
の
形
状
、
島
台
の
洲
濱
に
似
た
る
よ
り
出
づ
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

島
台
と
は
、
饗
宴
の
飾
り
物
と
し
て
、
松
・
竹
・
梅
・
鶴
・
亀
な
ど

を
飾
る
の
に
使
っ
た
洲
濱
の
形
（
河
口
付
近
で
土
砂
が
堆
積
し
た
曲

線
の
あ
る
海
岸
の
姿
）
を
か
た
ど
っ
た
台
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

ス
ハ
マ
ソ
ウ
は
早
春
に
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
か
ら
、
「
雪

割
り
草
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
春
の
虎
塚
古
墳
壁
画

公
開
を
知
ら
せ
る
花
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
稲
田
健
一
）

15　

ス
ハ
マ
ソ
ウ

2010.3.20

19



協
会
事
前
説
明
会
／1

2

岩
宿
友
の
会

見
学
／1

4

高
野
小
6
年
生
社
会
科
見

学
／1

4
-
1
5

市
毛
上
坪
遺
跡
・
小
谷
金

東
遺
跡
試
掘
調
査
／1

5

勝
倉
城
跡
試

掘
調
査
終
了
／1

9
ふ
る
さ
と
考
古
学

①
「
楽
し
い
考
古
学
」（
講
師
・
さ
か
い

ひ
ろ
こ
氏
）
／
と
き
わ
会
虎
塚
清
掃
作

業
／2

0

ふ
る
さ
と
考
古
学
②「
ち
ょ
っ

と
昔
に
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
１
」（
講
師
・

石
井
聖
子
氏
）

2
4

黒
澤
春
彦
氏
・
亀
井
翼
氏
（
土
浦
市
上

高
津
貝
塚
資
料
館
）
資
料
調
査
【
広
畑
貝
塚
縄
文
土

器
】
／2

4
-
2
8

黒
袴
遺
跡
・
岡
田
遺
跡

試
掘
調
査
／2

5

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
37
「
古
代
の
塩
づ
く
り
」開
始
／

2
6

ふ
る
さ
と
考
古
学
③
「
暮
ら
し
の
考

古
学
」（
講
師
・
佐
々
木
義
則
）／3

0

坂

上
和
弘
氏
（
国
立
科
学
博
物
館
）
資
料
調
査
【
人

骨
】

3
1

李
素
妍
氏
（
鳥
取
大
学
）
資
料
調
査
対
応

【
ベ
ン
ガ
ラ
】

８
月

2

ふ
る
さ
と
考
古
学
④
「
色
の
考
古
学
」

（
講
師
・
稲
田
健
一
）／5

北
茨
城
市
教

員
研
修
／6

ひ
た
ち
な
か
市
中
央
図
書

館
史
跡
め
ぐ
り
見
学
／8

ふ
る
さ
と
考

古
学
⑤
「
顔
の
考
古
学
」（
講
師
・
戸
坂

明
日
香
氏
）

9

夏
休
み
研
究
質
問
対
応
／18

・19

佐
野
中
学
校
2
年
生
職
場
体
験
／19

茨
城
県
教
育
財
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
研

修
／2

1

・2
7

臼
井
克
夫
氏
よ
り
資
料

寄
贈
【
三
反
田
蜆
塚
遺
跡
縄
文
土
器
】
／25-30

博

物
館
実
習（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
・
京
都
府
立
大
学
）

９
月

2

橋
本
勝
雄
氏
（
千
葉
県
教
育
振
興
財
団
）
資
料

調
査【
孫
目
遺
跡
槍
先
形
尖
頭
器
】（
下
段
右
写
真
）

2-18

地
蔵
根
遺
跡
試
掘
調
査
／10

水

彩
サ
ー
ク
ル
「
遊
画
」
資
料
写
生
／13

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
37
終
了

／14

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑥
「
土
器
の

考
古
学
１
」（
講
師
・
綿
引
逸
雄
氏
）
／

14-18

東
原
遺
跡
・
堀
口
遺
跡
試
掘
調

査
／17

水
彩
サ
ー
ク
ル
「
遊
画
」
資
料

写
生
／19

日
立
市H

B

会
見
学
／22

山
崎
友
也
氏（
明
治
大
学
生
）資
料
調
査【
三
反

田
蜆
塚
貝
塚
貝
輪
】
／26

水
戸
市
す
み
よ
い

見
川
を
作
る
会
見
学
／27

ふ
る
さ
と

考
古
学
⑦
「
ち
ょ
っ
と
昔
に
タ
イ
ム
ト

リ
ッ
プ
２
」（
講
師
・
石
井
聖
子
氏
）
／

29

金
上
遺
跡
試
掘
調
査
開
始
／30

雷

遺
跡
試
掘
調
査
開
始

　

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪

　

今
夏
は
「
女
子
大
生
と
装
身
具
」
の
撮
影
プ
ラ
ン

が
な
い
ま
ま
に
博
物
館
実
習
を
迎
え
た
の
だ
が
、
不

思
議
な
こ
と
が
あ
る
も
の
で
、
実
習
期
間
中
に
土
製

腕
輪
の
寄
贈
を
受
け
た
。
多
量
の
土
器
の
破
片
に
混

じ
っ
て
収
納
さ
れ
て
い
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
き

な
り
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
は
「
撮
影

し
な
さ
い
」
と
い
う
啓
示
か
。
控
え
め
に
は
、「
撮

影
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
」
ほ
ど
の
、
誘
惑
の

巡
り
合
せ
と
な
っ
た
。

　

土
製
腕
輪
の
破
片
の
大
き
さ
は
、
長
さ
92
㎜
、
幅

75
㎜
で
、
重
量
は
134.4
ｇ
。
内
径
は
、
正
円
に
近
い
も

の
と
し
て
復
元
す
る
と
、70
㎜
ほ
ど
に
推
定
さ
れ
る
。

平
行
す
る
沈
線
間
の
隆
起
が
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
製
貝
輪

を
表
現
し
、
連
な
る
六
点
相
当
ま
で
が
残
存
す
る
。

表
面
の
色
調
は
灰
白
色
に
近
い
。

　

腕
輪
は
両
面
テ
ー
プ
で
腕
に
装
着
し
、
剥
が
れ
て

落
下
し
た
時
の
た
め
に
、
下
に
は
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
敷

い
た
。
実
習
生
三
人
を
モ
デ
ル
に
、
頬
杖
を
規
定
演

技
と
し
て
、
各
自
の
自
由
演
技
も
撮
影
す
る
。
そ

れ
が
当
人

に
と
っ
て

幸
か
不
幸

か
は
別
に

し
て
、
採

用
を
決
定

す
る
苦
悩

に
ま
た
耐

え
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
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月
開館

日数

個人 団体 計

（人）（団体） （人）（人）
4 月 26 488 6  (1) 202   (112) 690
5 月 27 293 8  (4) 431   (252) 724
6 月 25 216 7  (6) 627   (605) 843
7 月 27 276 8  (1) 374   (150) 650
8 月 26 292 16  (2) 200       (8) 492
9 月 26 252 6  (0) 129       (0) 381
合計 157 1817 51(14) 1963(1147) 3780

入館者状況（2015.4.1. ～ 2015.9.30）

（）内は学校数

表紙のモデルは速水祐佳さんです。
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