
＊上野修一 1995「「大畑系列」土製耳飾小考」『みちのく発掘』菅原文也先生還暦記念論集刊行会

三反田蜆塚貝塚の土製耳飾り　　三
み た ん だ

反田蜆
しいづか

塚貝塚から出土した土製の耳飾りは，施文された部
位が円盤状に残るだけですが，もとは糸巻形，あるいは鼓形と例えられる形態であったと推定さ
れます。現在のピアスのように耳

じ だ

朶を穿孔し，徐々に孔を大きくして，直径が 3㎝を超えるもの
も装着できたようです。文様は，中心に小さな楕円形，その外側を弧線が囲みます。このような
形態と文様の土製耳飾りは，福島県いわき市の大

おおはた

畑貝塚を標識として「大畑系列」（上野 1995）＊と
呼ばれています。	 （2018.8.24　博物館実習「女子大生と装身具」第８弾）

C
O
N
T
E
N
T
S

田彦古墳群出土人物埴輪のデジタル三次元計測　（伝田郁夫）

｢出会い，別れ，そして夢考古学の旅路｣　第21回  史跡整備の基本理念　（川崎純徳）

資料紹介　殿塚古墳の線刻　（稲田健一・梅田由子・三井　猛）

土器からわかること　―カンボジアで土器を作る人たちの暮らし―　（黒澤　浩）

横穴墓を歩く⑳　雷神山横穴墓群・岩欠横穴墓群（相田美樹男） １ケース・ミュージアム46　底のそこ

１ケース・ミュージアム45　磯崎東古墳群 2 ひたちなか市の遺跡②改訂版　勝田一中学区編①

遺跡めぐり　栃木県しもつけ古墳群探訪 歴史の小窓㉑　穂摘みの達人 ほか

1

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター　2018 . 秋 49



　

は
じ
め
に

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
度
に
、
ひ
た
ち
な
か
市

田
彦
古
墳
群
か
ら
出
土
し
た
人
物
埴
輪
二
点
に
つ
い

て
、
デ
ジ
タ
ル
三
次
元
計
測
を
実
施
し
ま
し
た
（
今
城

ほ
か
二
〇
一
八
）。

こ
こ
で
は
、
計
測
の
概
要
と
成
果
、
派
生
す
る
問
題

に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

一
　
田
彦
古
墳
群
の
概
要

ひ
た
ち
な
か
市
田
彦
に
所
在
す
る
田
彦
古
墳
群
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
前
号
（『
埋
文
だ
よ
り
』
四
八
）
で
も
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
那
珂
川
支
流
の
早
戸
川
を
の
ぞ

む
標
高
約
三
一
ｍ
の
台
地
上
に
立
地
し
、
四
〇
〇
ｍ
×

三
〇
〇
ｍ
程
度
の
範
囲
内
に
、
前
方
後
円
墳
一
基
、
円

墳
二
一
基
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
川
崎

ほ
か
編
一
九
七
五
）。
し
か
し
、
宅
地
造
成
や
道
路
敷
設

な
ど
の
開
発
行
為
に
よ
っ
て
数
を
減
ら
し
、
一
九
七
九

（
昭
和
五
四
）
年
の
時
点
で
は
、
現
存
古
墳
は
円
墳
一
基

の
み
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
（
鴨
志
田
一
九
七
九
）。
そ

の
後
の
分
布
調
査
に
よ
っ
て
、
地
ぶ
く
れ
状
の
も
の

も
含
め
て
円
墳
一
〇
基
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
住
谷

一
九
八
二
）
が
、
宅
地
化
の
進
行
に
よ
り
一
九
九
九
（
平

成
一
一
）
年
に
は
わ
ず
か
に
二
基
が
残
存
す
る
の
み
と

な
り
（
鴨
志
田
ほ
か
一
九
九
九
）、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）

年
の
調
査
で
も
、
古
墳
に
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
や

遺
物
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
（
佐
々
木
編
二
〇
一
五
）。

古
墳
群
の
実
態
は
、
こ
の
よ
う
に
不
明
な
点
が
多
い

も
の
の
、
中
小
規
模
の
前
方
後
円
墳
を
中
心
と
し
た

二
〇
～
三
〇
基
の
円
墳
か
ら
な
る
古
墳
群
を
形
成
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

田
彦
古
墳
群
で
は
、
か
つ
て
茨
城
県
立
那
珂
湊
第
一

高
校
（
現
在
の
那
珂
湊
高
校
）
史
学
会
が
発
掘
調
査
を
実

施
し
て
お
り
、
小
型
の
前
方
後
円
墳
か
ら
粘ね
ん
ど
し
ょ
う

土
床
の
埋

葬
施
設
が
発
見
さ
れ
た
ほ
か
、
埴
輪
列
が
検
出
さ
れ
た

古
墳
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
で
出
土

し
た
と
考
え
ら
れ
る
埴
輪
が
、
本
稿
で
紹
介
す
る
人
物

埴
輪
の
器き

台だ
い

（
図
一
―
二
）
で
、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）

年
に
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
へ

寄
託
さ
れ
ま
し
た
（
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ
ー
一
九
九
九
）。

ま
た
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
は
、
個
人
所

有
の
人
物
埴
輪
の
上
半
身
（
図
一
―
一
）
が
寄
託
さ
れ

て
い
ま
す
（
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
四
）。
複
数
の
文
献
（
住
谷
一
九
八
二
、
鴨
志
田
ほ

か
一
九
九
九
）
で
、
衝
し
ょ
う
か
く
つ
き
か
ぶ
と

角
付
冑
を
被
っ
た
武
人
像
が
那

珂
湊
一
高
の
発
掘
時
に
前
方
後
円
墳
か
ら
出
土
し
た
と

さ
れ
て
い
て
、
図
一
―
一
が
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
図
一
―
二
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

別
稿
（
鴨
志
田
ほ
か
一
九
九
九
）
で
実
測
図
が
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
今
回
、
新
た
に
三
次
元
計
測
を
実
施
し

ま
し
た
。

　
二
　
デ
ジ
タ
ル
三
次
元
計
測
の
方
法

今
回
の
デ
ジ
タ
ル
三
次
元
計
測
に
あ
た
っ
て
は
、
早

稲
田
大
学
文
学
部
考
古
学
コ
ー
ス
が
所
有
す
る
カ
ナ

ダ
・
ク
レ
ア
フ
ォ
ー
ム
社
製
の
ハ
ン
デ
ィ
タ
イ
プ
の

田
た び こ

彦古墳群出土人物埴輪のデジタル三次元計測
伝田　郁夫　

　田彦古墳群から出土した人物埴輪の三次元計測データ

　　　（三次元画像を斜め横から見たもの）

※ Geomagic Control を使用して早稲田大学文学部考古学コース作成
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三
次
元
ス
キ
ャ
ナ
ー
（EX

A
scan

）
を
使
用
し
ま
し
た
。

こ
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
レ
ー
ザ
ー

を
照
射
で
き
る
た
め
、
形
象
埴
輪
な
ど
、
複
雑
な
形
状

の
遺
物
を
計
測
す
る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ハ

ン
デ
ィ
タ
イ
プ
の
場
合
、
計
測
の
際
に
ス
キ
ャ
ナ
ー
本

体
に
自
分
の
位
置
を
認
識
さ
せ
る
た
め
、
特
殊
な
シ
ー

ル
（
直
径
約
一
㎝
の
弱
粘
質
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
シ
ー
ル
）
を
遺

物
に
貼
り
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
な
る
べ
く
形

象
埴
輪
の
特
徴
を
観
察
す
る
の
に
妨
げ
な
い
位
置
や
石

膏
な
ど
の
復
原
部
分
へ
貼
り
付
け
る
よ
う
に
心
が
け
ま

し
た
。
計
測
ソ
フ
ト
に
はV

X
elem

ents

を
使
用
し
、

パ
ソ
コ
ン
の
モ
ニ
タ
ー
で
確
認
し
な
が
ら
計
測
を
行
い

ま
し
た
。

計
測
し
た
三
次
元
デ
ー
タ
は
、
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て

計
測
の
際
に
出
た
ノ
イ
ズ
を
除
去
し
、
前
後
左
右
の
正

し
い
位
置
に
整
列
さ
せ
た
後
、
株
式
会
社
ラ
ン
グ
の

PEA
K

IT
と
い
う
画
像
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
（
図

一
）。
こ
の
処
理
を
施
す
こ
と
で
、
計
測
し
た
三
次
元

デ
ー
タ
だ
け
で
は
読
み
取
り
に
く
い
、
埴
輪
の
表
面
に

残
る
特
徴
（
刷は

毛け

目め

や
ナ
デ
）
を
は
っ
き
り
と
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
従
来
の

実
測
図
と
同
じ
よ
う
に
五
面
の
展
開
図
を
作
成
し
て
い

ま
す
。

三
　
田
彦
古
墳
群
出
土
の
人
物
埴
輪

男
子
・
武
人
（
上
半
身
）

衝
角
付
冑
を
被
り
、
挂け
い
こ
う甲

を
身
に
ま
と
っ
た
武
人
を

表
現
し
て
い
ま
す
（
図
一
―
一
）。
残
存
高
は
四
一
・
九

田
た び こ

彦古墳群出土人物埴輪のデジタル三次元計測

　遺物の実測で，形象埴輪を実測することは非常に難しく，高い技術力と実測の経験値が必要です。

形象埴輪の完形品一個体の実測に数日間を費やすこともあり，資料化の壁の高い遺物のひとつであ

ると言えます。

　こうした形象埴輪の資料化には，デジタル三次元計測は極めて有効な手段です。

　今回は，市内田彦古墳群から出土した人物埴輪について，デジタル三次元計測を行いました。

㎝
を
測
り
ま
す
。

額
に
は
横
方
向
に
粘
土
紐
を
貼
り
付
け
て
厚
み
を
持

た
せ
、
そ
の
上
部
に
粘
土
塊
で
先
端
を
突
出
さ
せ
て
、

衝
角
付
冑
の
庇ひ

さ
しを

表
現
し
て
い
ま
す
。
庇
の
や
や
上
方

に
沈
線
一
条
を
周
回
さ
せ
、
そ
の
下
に
円
形
の
粘
土
粒

を
貼
り
付
け
て
、
鉄
板
の
鋲び
ょ
う
ど
め留
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

冑
の
側
面
か
ら
背
面
に
か
け
て
、錣し
こ
ろが

残
存
し
て
い
て
、

前
面
に
向
っ
て
丸
み
を
帯
び
る
形
状
を
し
て
い
ま
す
。

錣
に
は
縦
方
向
の
直
線
と
横
方
向
の
半
円
形
の
沈
線
で

小こ
ざ
ね札

（
鉄
板
）
を
表
現
し
、
上
部
に
円
形
の
粘
土
粒
を

貼
り
付
け
て
い
ま
す
。
小
札
部
分
に
は
紺
色
の
彩
色
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

眉ま
ゆ

を
「
Ⅴ
」
字
状
に
粘
土
紐
を
貼
り
付
け
て
表
現
し
、

そ
の
ま
ま
鼻
筋
へ
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
鼻
の
孔
の
表

現
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
は
下
端
が
直
線
的
に
切
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
口
は
目
よ
り
小
さ
く
、
細
長
く
切
り
込

ま
れ
、
端
部
は
尖
っ
て
い
ま
す
。
粘
土
紐
と
円
形
の
粘

土
粒
に
よ
っ
て
首
飾
り
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ

ま
り
残
り
は
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
背
中
の
上
部
に
横
方

向
の
粘
土
紐
を
一
条
貼
り
付
け
て
、
そ
の
上
に
円
形
の

粘
土
粒
を
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。
肩か
た
よ
ろ
い鎧な
ど
を
表
現
し

た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
詳
細
は
不
明
で
す
。

両
腕
部
の
先
端
は
欠
損
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら

「
木も
く
し
ん
ち
ゅ
う
く
う

芯
中
空
」
技
法
が
確
認
で
き
ま
す
。「
木
芯
中
空
」

技
法
と
は
、
木
の
棒
に
粘
土
紐
を
巻
き
付
け
て
腕
部
を

製
作
し
、
最
後
に
そ
の
棒
を
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
腕

の
中
に
細
長
い
中
空
部
分
（
空
洞
）
が
で
き
る
こ
と
を

言
い
ま
す
。

3



図１　田彦古墳群出土人物埴輪の PEAKIT 画像

２

１

0 30cm 
（S=1/5）
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胴
部
に
は
、
縦
方
向
の
直
線
と
横
方
向
の
半
円
状
の

沈
線
を
上
下
二
段
に
わ
た
っ
て
施
し
て
、
挂
甲
の
小
札

を
表
現
し
て
い
ま
す
。
腰
部
に
は
幅
広
の
粘
土
紐
を
貼

り
付
け
て
い
ま
す
が
、
裾
部
以
下
を
欠
損
す
る
た
め
、

そ
の
下
の
表
現
は
不
明
で
す
。

全
体
的
に
残
り
具
合
は
悪
い
も
の
の
、
口
か
ら
下
顎

に
か
け
て
、
挂
甲
や
上
腕
部
、
腰
紐
な
ど
に
紺
色
の
彩

色
が
確
認
で
き
ま
す
。
本
資
料
は
、
次
に
紹
介
す
る
武

人
像
の
器
台
と
胎
土
・
色
調
・
焼
成
が
比
較
的
良
く
似

て
い
ま
す
が
、
腰
部
の
形
態
や
直
径
が
異
な
る
こ
と
か

ら
、
別
個
体
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

男
子
・
武
人
（
器
台
）

武
人
像
の
器
台
で
す
（
図
一
―
二
）。
残
存
高
四
〇
・
二

㎝
を
測
り
ま
す
。
底
部
よ
り
五
㎝
前
後
の
低
い
位
置
に

粘
土
紐
（
突と
っ

帯た
い

）
を
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。
器
台
は
円

筒
状
に
ほ
ぼ
垂
直
に
立
ち
上
が
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま

裾
部
へ
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
外
面
は
縦
刷
毛
調
整
、

内
面
は
斜
め
方
向
の
ナ
デ
調
整
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

裾
部
を
積
み
上
げ
て
端
部
を
横
ナ
デ
調
整
し
た
後
、
左

右
の
直
下
に
一
対
の
円
形
の
透
す
か
し

孔あ
な

を
空
け
て
い
ま
す
。

裾
部
は
腰
へ
向
っ
て
す
ぼ
ま
り
、
幅
広
の
粘
土
帯
を
貼

付
し
て
正
面
に
「
逆
Ｖ
」
字
状
の
結
び
目
を
表
現
し
て

い
ま
す
。
左
側
面
に
は
角
柱
状
の
粘
土
塊
を
貼
り
付
け

て
大た

ち刀
を
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
柄つ
か
が
し
ら頭や
鍔つ
ば

を
欠
損
し

て
お
り
、
全
体
的
な
形
状
や
表
現
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

先
端
部
分
は
粘
土
で
厚
み
を
持
た
せ
て
、
鞘さ
や

尻じ
り

を
表
現

し
て
い
ま
す
。
裾
部
に
は
縦
方
向
の
直
線
と
横
方
向
の

半
円
形
の
沈
線
で
草く

さ
ず
り摺
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
円
形
の

粘
土
粒
を
大
刀
や
裾
部
の
端
に
ま
ば
ら
に
貼
り
付
け
て

い
ま
す
。
腰
部
の
上
に
も
沈
線
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
草
摺
と
同
様
、
挂
甲
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

両
者
の
埴
輪
は
同
一
個
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同

じ
形
態
の
武
人
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
本
の
脚
部
を
表
現
せ
ず
、
下
半
身
を
円
筒
状
の
器
台

で
表
現
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
半
身
像
」
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

今
回
計
測
し
た
人
物
埴
輪
二
点
は
、
同
じ
よ
う
な
特

徴
を
持
つ
埴
輪
が
東
海
村
・
日
立
市
・
常
陸
太
田
市
・

常
陸
大
宮
市
と
い
っ
た
茨
城
県
北
部
の
久
慈
川
流
域
に

分
布
す
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
車
崎
正
彦
氏
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
「
久
慈
型
」
埴
輪
（
車
崎
一
九
八
〇
）
に
該

当
し
ま
す
。
田
彦
古
墳
群
は
那
珂
川
左
岸
に
位
置
す
る

ひ
た
ち
な
か
市
に
所
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
久
慈

型
」
埴
輪
の
分
布
域
の
南
限
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。四

　
考
古
学
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用

近
年
、
科
学
技
術
や
電
子
機
器
の
急
速
な
進
歩
に

伴
っ
て
、
考
古
学
の
調
査
・
研
究
に
お
い
て
も
、
デ
ジ

タ
ル
化
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
遺
跡
の
発
掘
調
査
の

現
場
で
も
、
検
出
遺
構
や
出
土
遺
物
の
記
録
な
ど
に
積

極
的
に
導
入
さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
遺
構
や
遺
物
を
詳

細
か
つ
精
確
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

の
手
書
き
の
実
測
図
で
は
表
現
に
限
界
が
あ
っ
た
遺
構

の
構
築
技
術
や
遺
物
の
製
作
技
術
が
は
っ
き
り
と
観
察

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
進
歩
と
言
え

ま
す
。

今
回
、
三
次
元
計
測
を
行
っ
た
人
物
埴
輪
は
、
形
象

埴
輪
の
中
で
も
馬
な
ど
の
動
物
埴
輪
と
並
ん
で
、
複
雑

な
形
態
と
立
体
的
な
構
造
を
し
て
い
ま
す
。
製
作
に
あ

た
っ
て
は
、
熟
練
し
た
高
度
な
技
術
を
必
要
と
す
る
こ

と
が
想
像
で
き
ま
す
。
ま
た
、
埴
輪
は
実
物
を
デ
フ
ォ

ル
メ
し
て
つ
く
ら
れ
る
た
め
、
製
作
者
個
人
（
工
人
）

の
く
せ
や
、
そ
の
人
が
所
属
す
る
集
団
で
共
有
さ
れ
て

い
る
埴
輪
製
作
の
決
ま
り
事
（
人
物
埴
輪
の
場
合
、
頭
・

両
手
・
両
足
な
ど
の
身
体
的
特
徴
、
髪
の
毛
・
衣
服
・
武
器
・

武
具
・
耳
飾
り
や
首
飾
り
と
い
っ
た
装
飾
品
な
ど
を
ど
の
よ
う

に
表
現
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
）
に
対
し
て
、
最
も
特

徴
が
現
れ
や
す
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
高
二
〇
一
三
な

ど
）。埴

輪
も
土
器
や
石
器
な
ど
の
遺
物
と
同
様
、
手
書
き

で
実
測
す
る
場
合
は
、
方
眼
紙
の
上
に
正
位
置
に
な
る

よ
う
に
置
き
、
鋼
尺
（
物
差
し
）
を
立
て
て
測
り
込
み
、

図
化
を
し
ま
す
。
し
か
し
、
埴
輪
は
、
原
始
・
古
代
に

つ
く
ら
れ
た
土
器
・
土
製
品
の
中
で
も
、
最
も
大
き
な

部
類
に
入
る
た
め
、
い
く
ら
丁
寧
に
精
確
さ
を
期
し
て

も
、
一
ｍ
を
超
え
る
よ
う
な
形
象
埴
輪
の
大
型
品
の
実

測
と
な
る
と
、
人
間
の
手
に
よ
る
計
測
で
は
少
な
か
ら

ず
誤
差
が
生
じ
ま
す
。
ま
た
、
人
物
埴
輪
の
よ
う
に
、

形
象
埴
輪
は
前
後
（
正
面
・
背
面
）・
左
右
が
決
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
四
面
全
て
を
矛
盾
な
く
計
測
す
る

こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
高
い
技
術
力
と
実
測
の
経
験

5



値
が
必
要
で
す
。
形
象
埴
輪
の
完
形
品
一
個
体
の
実
測

に
数
日
間
を
費
や
す
こ
と
も
あ
り
、
資
料
化
の
壁
の
高

い
遺
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
ほ
か
の
遺
物

と
比
べ
て
資
料
化
が
進
ま
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
大
き

さ
や
形
態
な
ど
、
形
象
埴
輪
独
特
の
特
性
に
起
因
す
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
形
象
埴
輪
の
資
料
化
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
三

次
元
計
測
は
極
め
て
有
効
な
手
段
で
す
。
実
測
図
は
、

実
測
者
が
遺
物
を
観
察
し
た
結
果
を
一
定
の
ル
ー
ル
に

基
づ
い
て
図
化
（
記
号
化
）
し
た
も
の
で
す
が
、
埴
輪

の
場
合
、
実
測
者
の
引
く
線
に
よ
っ
て
、
人
物
や
馬
な

ど
の
顔
の
表
情
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

実
測
図
を
作
成
す
る
際
に
は
、遺
物
を
詳
細
に
観
察
し
、

製
作
技
術
や
表
現
方
法
を
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
復
原
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
三
次
元
計
測
な
ど
の
デ
ジ

タ
ル
技
術
は
、
実
測
者
の
観
察
結
果
に
よ
る
ば
ら
つ
き

を
可
能
な
限
り
抑
え
、
客
観
性
を
担
保
す
る
こ
と
に
優

れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
考
古
学
の
世
界
で
は
、
遺
物
の
観
察
は

分
析
の
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
は
デ
ジ
タ
ル
に
な
っ
て
も

変
わ
り
ま
せ
ん
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、
今
後
、
考
古
学

や
文
化
財
保
護
の
分
野
で
様
々
に
活
用
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
実
測
図
に
変

わ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
よ
り
は
、
新
し
い
手
法
の
一

つ
と
し
て
、
従
来
の
方
法
と
併
用
し
な
が
ら
デ
ジ
タ
ル

の
特
性
を
活
か
し
た
調
査
・
研
究
方
法
を
考
え
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

今
回
実
施
し
た
デ
ジ
タ
ル
三
次
元
計
測
は
、
通
常
の

実
測
と
は
異
な
る
方
法
で
す
が
、
人
物
埴
輪
の
よ
う
な

大
型
品
の
形
状
の
把
握
や
微
細
な
表
現
方
法
を
検
討
す

る
上
で
、
非
常
に
有
効
な
方
法
で
す
（
城
倉
二
〇
一
七
・

城
倉
編
二
〇
一
七
・
伝
田
ほ
か
二
〇
一
八
）。
博
物
館
や
美

術
館
に
は
、
出
土
地
の
不
明
な
埴
輪
が
収
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
多
く
は
盗
掘
や
工
事
中
の

不
時
発
見
で
出
土
し
た
も
の
が
、
骨
董
商
を
介
し
て

「
美
術
品
」
と
し
て
流
通
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
古こ
せ
つ
び

拙
美
」
と
も
呼
ば
れ
る
古
代
の
人
々
の
素
朴
な
造

形
技
術
に
は
、
確
か
に
多
く
の
人
々
が
魅
力
を
感
じ
る

も
の
で
す
が
、
遺
跡
の
出
土
情
報
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ

た
考
古
資
料
に
対
し
て
、
精
確
な
計
測
デ
ー
タ
を
与
え

る
こ
と
な
く
研
究
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か

難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
す
。
茨
城

県
内
の
古
墳
や
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
に
は
、
実
測

図
の
公
表
な
ど
、
資
料
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
少
な

か
ら
ず
存
在
し
ま
す
。

こ
う
し
た
遺
物
に
対
し
て
、
最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
駆
使
し
て
資
料
化
を
は
か
り
、
可
能
な
限
り
考
古
学

的
な
「
価
値
」
を
付
加
し
て
い
く
こ
と
で
、
考
古
学
研

究
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

今
後
も
作
業
を
継
続
し
て
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
基
礎

資
料
の
提
示
が
不
足
し
て
い
る
「
久
慈
型
」
埴
輪
を
は

じ
め
、
茨
城
県
の
埴
輪
研
究
の
一
助
に
な
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。
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「
ひ
た
ち
な
か
市
の
古
墳
を
探
る
」
第
三
回
目
は
、

前
回
に
引
き
続
き
磯
崎
地
区
に
所
在
す
る
磯
い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
古
墳

群
を
対
象
と
し
て
、『
埋
文
だ
よ
り
』
46
で
紹
介
し
た

二
◯
一
一
年
か
ら
二
◯
一
六
年
の
調
査
成
果
を
展
示
し

ま
し
た
。
調
査
成
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、す
で
に『
埋

文
だ
よ
り
』
46
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は

そ
の
後
明
ら
か
と
な
っ
た
成
果
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

磯
崎
小
学
校
敷
地
内
古
墳
群

　

調
査
で
は
、
円
墳
一
基
と
周
溝
を
有
さ
な
い
横
穴
式

石
室
四
基
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
第
１
号
石

室
の
出
土
遺
物
を
整
理
し
た
結
果
、
須
恵
器
の
フ
ラ
ス

コ
形
長ち
ょ
う
け
い
へ
い

頸
瓶
の
破
片
、
水
晶
製
の
切き
り
こ
だ
ま

子
玉
八
点
、
滑か
っ
せ
き石

製
玉
一
三
点
、
ガ
ラ
ス
製
小
玉
二
四
三
点
が
出
土
し
た

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
須
恵
器
の
フ
ラ
ス
コ
形
長
頸

瓶
は
、
そ
の
形
状
か
ら
七
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
と

推
測
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ガ
ラ
ス
小
玉
に
つ
い
て
は
、

顕
微
鏡
で
拡
大
し
て
観
察
す
る
と
、
小
さ
な
ガ
ラ
ス
粒

の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ガ

ラ
ス
玉
を
砕
い
て
、
鋳い

が
た型
に
入
れ
て
製
作
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
ガ
ラ
ス
玉
を
再
利
用
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
の
よ
う
な
ガ
ラ
ス
小
玉
は
、

古
墳
時
代
後
期
後
半
以
降
に
多
く
製
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
臨
海
部
傾
斜
地
に
構
築
さ
れ
た
石
棺
墓

　

石
棺
墓
は
、
海
岸
線
に
沿
っ
て
南
北
に
走
る
道
路
脇

の
傾
斜
地
で
九
基
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

石
棺
墓
の
構
造
は
、
海
岸
の
石
を
利
用
し
、
基
本
的

に
は
短
軸
方
向
に
一
つ
、
長
軸
方
向
に
四
つ
の
石
で
石

棺
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
石
棺
墓
は
ほ
ぼ
全
て
が
南
北

方
向
に
主
軸
を
も
ち
、
確
認
さ
れ
た
人
骨
の
頭
位
も
北

に
向
け
て
い
ま
す
。
床
面
に
は
石
材
は
な
く
、
厚
さ
２

㎝
ほ
ど
の
海
砂
が
敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。
規
模
は
長
軸

が
1.7
ｍ
、
短
軸
が
20
～
40
㎝
、
高
さ
が
25
㎝
の
も
の
が

多
く
、長
軸
が
１
ｍ
と
い
う
小
型
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

石
棺
墓
が
構
築
さ
れ
た
場
所
は
崖
面
の
最
上
位
か
ら
中

位
に
か
け
て
二
段
も
し
く
は
三
段
に
配
置
さ
れ
、
そ
の

設
置
方
法
を
推
測
す
る
と
、
下
図
の
よ
う
に
斜
面
部
を

石棺墓の設置方法推定図

断
面
Ｌ
字
形
状
に
掘
り
下
げ
て
平
坦
面
を
造
り
石
棺
を

据
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
石
棺
墓
は

埋
め
戻
さ
れ
な
い
状
態
で
蓋
石
が
露
出
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
海
か
ら
の
視
点
で
は
石
棺
墓
の

蓋
石
が
見
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

石
棺
墓
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
同
じ
よ
う
な
石
棺
墓

が
確
認
さ
れ
て
い
る
日
立
市
河か
わ
ら
ご

原
子
古
墳
群
第
四
次
第

八
号
墓
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
遺
物
が
伴
う
石
棺
墓
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
七
世
紀
の
時
期
に
構
築
さ

れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
石
棺
墓
は
、
と
く
に
海
が
目
の
前
に
広
が

る
立
地
か
ら
、
被
葬
者
の
海
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
石
棺
墓
が
神
奈
川

県
三
浦
半
島
や
和
歌
山
県
紀
伊
半
島
で
確
認
で
き
、
同

じ
よ
う
に
臨
海
部
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

海
上
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
海
洋
民
の
墓
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
健
一
）

第 1号石室出土ガラス小玉

石棺墓位置図

磯
崎
東
古
墳
群
２

ひ
た
ち
な
か
市
の
古
墳
を
探
る
Ⅲ

平成30年
5/19　　　　7/1
 開館時間：午前９時－午後５時（入館は午後４時30分まで）

〒312-0011　茨城県ひたちなか市中根３４９９　℡０２９－２７６－８３１１

休館日：月曜日(祝日の場合は翌日）日時

場所

入場無料
ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

日

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

土

１ ＣＡＳＥ ＭＵＳＥＵＭ Vol.45

ひ
た
ち
な
か
市
の
古
墳
を
探
る
Ⅲ

磯
崎
東
古
墳
群
２

100m0

第2016-6号石棺墓 第2016-2号石棺墓

(第2016-4号石棺墓)

第2011-1号石棺墓

第2015-2号石棺墓

第2015-1号石棺墓

第2016-5号石棺墓

第2016-1号石棺墓

第52号墳

第51号墳

第48号墳

第2016-3号石棺墓

＊ガラス小玉については、東京都大田区立郷土博物館の斎藤あや氏にご指導いただきました。

①地山掘り下げ

斜面部断面

②石棺墓設置
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ワンケース・ミュージアム 46

底のそこ

１CaseMuseum Vol.46

期間 2018.07.21 - 9.9 （月曜休館）

～土器底面の圧痕～

時間 9:00-17 :00　( 入館は 16:30 まで）
場所　ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

　　　　　ひたちなか市中根 3499
電話　029-276-8311

　

土
器
の
底
面
を
観
察
す
る
と
、
模
様
の
よ
う
な
痕
が

み
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
土
器
製
作
で
は
土
器
を
回

転
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
た
め

に
使
用
し
た
下
敷
き
の
痕
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

何
が
使
用
さ
れ
て
い
た
か
は
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ

て
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ひ
た
ち
な
か
市
周
辺
か
ら
出
土

す
る
縄
文
土
器
に
み
ら
れ
る
圧
痕
は
、
圧
倒
的
に
網あ
じ
ろ代

痕
で
、
縄
文
時
代
後
期
以
降
に
ほ
ん
の
少
し
木
葉
痕
が

あ
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
網
代
痕
も
、
出
土
し
て
い
る

土
器
の
割
合
か
ら
す
る
と
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
底
面

に
は
圧
痕
が
あ
り
ま
せ
ん
。
底
面
ま
で
調
整
さ
れ
て
仕

上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
圧
痕
が
な
い
と
い
う
理
由
も
あ

り
ま
す
が
、
縄
文
時
代
中
期
に
は
器き

台だ
い

と
い
う
専
用
の

道
具
を
使
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
器
台
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
君き
み

ヶが

台だ
い

遺
跡
で
も
出

土
し
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
は
、
網
代
と
交
代
す
る
よ

う
に
中
期
中
葉
以
降
に
布
目
が
登
場
し
ま
す
。
後
期
後

葉
に
は
ザ
ラ
ザ
ラ
と
し
た
底
面
痕
跡
を
持
つ
も
の
も
出

現
し
、
こ
れ
は
砂
痕
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
打
ち
粉

の
よ
う
に
砂
を
使
用
し
て
作
業
台
へ
の
付
着
を
防
い
だ

の
で
し
ょ
う
か
。
縄
文
時
代
と
違
い
、
木
葉
痕
は
断
続

的
に
ず
っ
と
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
時
代
以
降
、

市
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
木
葉
痕
だ
け
に
な
り
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
が
甕か

め

や
小
型
土
器
の
底
面
で
す
。
杯
に

残
る
例
が
少
な
い
の
は
、
基
本
的
に
丸
底
に
調
整
す
る

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
丸
底
に
調
整
で
き
な
い
よ

う
な
杯つ
き

に
木
葉
痕
が
残
る
例
が
あ
り
ま
す
。
奈
良
時
代

以
降
、
土
器
製
作
が
ロ
ク
ロ
に
な
る
た
め
木
葉
痕
が
あ

る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
甕
に
な
り
ま
す
。

　

下
敷
き
以
外
に
も
土
器
の
底
に
は
痕
が
残
っ
て
い
ま

す
。
ひ
た
ち
な
か
市
松ま
つ

原ば
ら

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
古
墳
時

代
前
期
の
小
型
手
づ
く
ね
土
器
に
は
、
籾
と
考
え
ら
れ

る
圧
痕
が
底
面
に
一
粒
つ
い
て
い
ま
す
。

　

展
示
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
の
土
器

の
底
部
を
紹
介
し
ま
し
た
。「
土
器
の
底
の
そ
こ
に
あ

っ
た
も
の
」
が
見
え

る
よ
う
に
、
底
面
を

型
と
し
て
シ
リ
コ
ン

製
の
レ
プ
リ
カ
を
作

成
し
ま
し
た
。
土
器

底
面
と
と
も
に
、
従

来
の
底
面
の
記
録
・

観
察
方
法
で
あ
る

拓
本
と
比
べ
ら
れ

る
よ
う
に
し
ま
し

た
。　
　

（
菊
池
順
子
）

トイレのリニューアル（2018.6.19 撮影）
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茨城県常陸大宮市

雷神山横穴墓群・

 相田 美樹男

（日本考古学協会員）

　
雷
神
山
横
穴
墓
群
（
常
陸
大
宮
市
指
定
史
跡
）
と
岩
欠
横
穴

墓
群
は
Ｊ
Ｒ
水
郡
線
常
陸
大
宮
駅
か
ら
見
て
北
西
方
向
へ

約
二
～
三
㎞
の
常
陸
大
宮
市
八
田
地
区
に
所
在
し
て
お
り
、

久
慈
川
支
流
玉
川
東
岸
の
凝
灰
岩
か
ら
な
る
丘
陵
斜
面
に

造
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

二
つ
の
横
穴
墓
群
の
共
通
点
は
、
横
穴
墓
が
玉
川
に
面

す
る
同
一
丘
陵
の
西
側
斜
面
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

丘
陵
の
麓
で
は
な
く
中
腹
の
範
囲
に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

比
較
的
少
数
か
ら
な
る
集
団
墓
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
内
部
構
造
や
墓
前
域

か
ら
羨せ
ん
ど
う道

の
構
造
が
不
明
確
な
点
が
多
い
こ
と
、
未
確
認

の
横
穴
墓
が
ま
だ
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
横
穴
墓
群
に
つ
い
て
の
特
徴
を
見
て

い
き
ま
す
。
雷
神
山
横
穴
墓
群
は
丘
陵
中
腹
域
内
の
上
位

置
に
一
基
、
そ
の
下
位
置
に
四
基
が
横
一
列
に
並
ん
で
配

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
位
置
の
一
基
は
埋
葬
施
設
で
あ
る

玄げ
ん
し
つ室
の
立
面
形
が
奥
壁
側
の
つ
ぶ
れ
た
ド
ー
ム
型
を
し
て

お
り
、
円
形
の
床
面
に
は
壁
面
に
沿
っ
た
排
水
溝
が
確
認

で
き
ま
す
。
玄
室
の
規
模
は
高
さ
一・七
二
ｍ
、奥
行
き
二・

◯
ｍ
、
幅
二・一
九
ｍ
を
測
り
、
雷
神
山
横
穴
墓
群
内
で
は

最
大
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
下
に
位
置
す
る
四
基
の
横

穴
墓
は
玄
室
の
立
面
形
が
皆
ア
ー
チ
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

左
端
の
一
基
は
玄
室
床
面
が
奥
壁
に
平
行
し
た
浅
い
段
差

を
有
し
棺か
ん
ざ座

を
意
識
さ
せ
た
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
ま

す
。
残
り
の
三
基
に
つ
い
て
は
玄
室
内
に
土
砂
が
流
入
し

て
い
る
た
め
に
詳
し
く
観
察
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。

　

岩
欠
横
穴
墓
群
は
雷
神
山
横
穴
墓
群
か
ら
見
て
南
東
方

向
へ
約
一
㎞
離
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
。 

こ
こ
は
西
側
か

ら
入
り
込
ん
だ
谷
に
よ
っ
て
丘
陵
斜
面
が
北
側
と
南
側
に

分
断
さ
れ
た
形
状
を
し
て
い
ま
す
。
北
側
の
丘
陵
斜
面
は

Ｌ
字
状
を
し
た
地
形
と
な
っ
て
お
り
、
横
穴
墓
は
そ
の
Ｌ

字
状
地
形
の
西
側
と
南
側
の
中
腹
上
位
置
に
確
認
で
き
ま

20

らいじんやま

雷神山横穴墓群全景と横穴墓

す
。
西
側
に
は
七
基
、
谷
に
面
し
た
南
側
に
は
六
～
七
基

が
ほ
ぼ
横
一
列
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
側
に
あ
る
横

穴
墓
は
ほ
と
ん
ど
が
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
ま
す
が
、
一
基

の
み
は
飾
り
縁
を
持
っ
た
玄
門
と
玄
室
内
部
が
観
察
で
き
、

玄
室
の
立
面
形
が
カ
マ
ボ
コ
に
似
た
天
井
が
や
や
つ
ぶ
れ

た
ア
ー
チ
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。
南
側
の
横
穴
墓
は
崖
面

が
崩
れ
て
羨
道
や
玄
門
の
形
状
が
不
明
確
な
状
態
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、 玄
室
の
立
面
形
が
ア
ー
チ
型
の
も
の
、
ア
ー

チ
型
で
あ
り
規
模
が
小
さ
い
も
の
、
寄よ
せ
む
ね
づ
く

棟
造
り
家
型
の
も

の
（
北
端
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
奥
壁
に
二
つ
の

凹
み
を
持
ち
、
左
右
の
側
壁
に
は
玄
門
よ
り
に
小
さ
な
凹

み
を
持
っ
て
何
ら
か
の
閉
塞
施
設
の
跡
を
持
つ
と
思
え
る

よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、 

玄
室
立
面
形
に
着
目
し
た
場
合
、 

雷
神
山
横
穴
墓

群
で
は
ド
ー
ム
型
が
、
岩
欠
横
穴
墓
群
で
は
家
型
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
集
団
墓
造
営
に
お
け
る
背
景
の
相
違
を
表
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

岩欠横穴墓群南側全景と横穴墓

　　　　　岩欠横穴墓群
いわかけ
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那　珂　川

勝
田

日
工
前

金
上

中
根

勝倉古墳群

笠谷古墳群

飯塚前古墳

百色山

虎塚古墳

十五郎穴
横穴墓群

殿塚古墳

文
勝田一中

文
東石川小

茨城高専

文
三反田小

文

福道寺

埋文センター

文
長堀小

福島藩士の墓

文
勝倉小

文
堀口小

文

文
勝田工高

市役所

中根小

鹿島神社

熊野神社

新宮素鵞神社

吉田神社

０ １km旧石器時代 縄文時代 弥生時代 古墳時代 奈良・平安時代

約 13000 年前 約 2300 年前 約 1700 年前 約 1300 年前 約 800 年前

ひたちなか市の遺跡 2（勝田一中学区編①）改訂版

2017 年までに発掘調査された遺跡 （地図上の●印）

勝倉地区 ： 金上遺跡， 金上塙遺跡， 金上向山遺跡， 勝倉城跡， 勝倉富士山遺跡，　　

　　　　　　　 勝倉若宮遺跡， 勝倉古墳群， 大平古墳群， 大平Ａ遺跡， 大平Ｂ遺跡，

　　　　　　　 大平Ｃ遺跡， 地蔵根遺跡， 殿塚古墳群， 遠原貝塚， 遠原遺跡， 大房地遺跡，

　　　　　　　 相対古墳群， 相対遺跡， 畠ノ原遺跡， 平井遺跡

三反田地区： 三反田新堀遺跡， 岡田遺跡， 天王前遺跡， 飯塚前遺跡， 飯塚前古墳，

　　　　　　　　 新平塙遺跡， 新平塙古墳， 三反田遺跡， 上河原遺跡， 三反田蜆塚貝塚，

　　　　　　　　 三反田蜆塚遺跡， 三反田古墳群， 蜆塚西貝塚， 内手遺跡， 下高井遺跡

２０１７年までに発掘調査された住居跡の数

勝倉地区 ： ４０基　　三反田地区： ３６４基　

　　　　　　　　　　　　　　合　　　計 ： ４０４基　

　勝田一中学区には，現在，

83 の遺跡がみつかっていま

す。この数は市内でもっとも

多い数です。今回紹介する東

石川小( 南区 )・勝倉小・三反

田小学区は，中丸川と那珂川

に挟まれた地域で，42 の遺

跡があります。この中には，

縄文時代の三反田蜆塚貝塚や

遠原貝塚，古墳時代の三反田

下高井遺跡や大平古墳群，飯

塚前古墳といった，有名な遺

跡が存在しています。

　遺跡の発掘調査は 1950

年代から行われており，20１7

年までに 1５7 回実施されて

います。この数も市内でもっ

とも多い数です。調査では，

住居跡が４０4 基みつかって

います。遺跡から出土した遺

物には，縄文時代の土偶や動

物の骨でつくられたつり針，

乳飲み児を抱く埴輪等貴重な

ものがたくさん出土していま

す。

三反田下高井遺跡で調査された古墳時代から平安

時代の住居跡の写真です。長い間住居がつくられ

たため，いくつもの住居跡が重なっています。

三反田蜆塚貝塚から出土した縄文時代の土偶です。

この遺跡からは，土偶の他にも動物の骨でつくら

れた道具など貴重な遺物がたくさん出土していま

す。

三反田下河原遺跡は，現在の水田の下にある低地

の遺跡です。調査では，古墳時代前期頃の大木が

２本見つかっています。これは丸木舟でしょうか。

大平古墳群からは，乳飲み

児を抱く埴輪が見つかって

います。この埴輪は全国で

も非常に珍しいものです。

岡田遺跡には，弥生時代後期の集落跡が確認され

ています。これらは，那珂川流域に特徴的な｢十王

台式｣と呼ばれる土器です。

大平古墳群第１号墳は，全

長約４８ｍの前方後円墳で

す。埋葬施設は長さ約５ｍ

の横穴式石室で，石室内か

らは馬具や鉄鏃，玉類など

が出土しました。

遠原貝塚には，小規

模な地点貝塚がいく

つも残されています。

これは，住居跡から

出土した縄文時代前

期の浅鉢形土器です。

赤色顔料で，内面に

も文様が描かれてい

ます。
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那　珂　川

勝
田

日
工
前

金
上

中
根

勝倉古墳群

笠谷古墳群

飯塚前古墳

百色山

虎塚古墳

十五郎穴
横穴墓群

殿塚古墳

文
勝田一中

文
東石川小

茨城高専

文
三反田小

文

福道寺

埋文センター

文
長堀小

福島藩士の墓

文
勝倉小

文
堀口小

文

文
勝田工高

市役所

中根小

鹿島神社

熊野神社

新宮素鵞神社

吉田神社

０ １km旧石器時代 縄文時代 弥生時代 古墳時代 奈良・平安時代

約 13000 年前 約 2300 年前 約 1700 年前 約 1300 年前 約 800 年前

ひたちなか市の遺跡 2（勝田一中学区編①）改訂版

2017 年までに発掘調査された遺跡 （地図上の●印）

勝倉地区 ： 金上遺跡， 金上塙遺跡， 金上向山遺跡， 勝倉城跡， 勝倉富士山遺跡，　　

　　　　　　　 勝倉若宮遺跡， 勝倉古墳群， 大平古墳群， 大平Ａ遺跡， 大平Ｂ遺跡，

　　　　　　　 大平Ｃ遺跡， 地蔵根遺跡， 殿塚古墳群， 遠原貝塚， 遠原遺跡， 大房地遺跡，

　　　　　　　 相対古墳群， 相対遺跡， 畠ノ原遺跡， 平井遺跡

三反田地区： 三反田新堀遺跡， 岡田遺跡， 天王前遺跡， 飯塚前遺跡， 飯塚前古墳，

　　　　　　　　 新平塙遺跡， 新平塙古墳， 三反田遺跡， 上河原遺跡， 三反田蜆塚貝塚，

　　　　　　　　 三反田蜆塚遺跡， 三反田古墳群， 蜆塚西貝塚， 内手遺跡， 下高井遺跡

２０１７年までに発掘調査された住居跡の数

勝倉地区 ： ４０基　　三反田地区： ３６４基　

　　　　　　　　　　　　　　合　　　計 ： ４０４基　

　勝田一中学区には，現在，

83 の遺跡がみつかっていま

す。この数は市内でもっとも

多い数です。今回紹介する東

石川小( 南区 )・勝倉小・三反

田小学区は，中丸川と那珂川

に挟まれた地域で，42 の遺

跡があります。この中には，

縄文時代の三反田蜆塚貝塚や

遠原貝塚，古墳時代の三反田

下高井遺跡や大平古墳群，飯

塚前古墳といった，有名な遺

跡が存在しています。

　遺跡の発掘調査は 1950

年代から行われており，20１7

年までに 1５7 回実施されて

います。この数も市内でもっ

とも多い数です。調査では，

住居跡が４０4 基みつかって

います。遺跡から出土した遺

物には，縄文時代の土偶や動

物の骨でつくられたつり針，

乳飲み児を抱く埴輪等貴重な

ものがたくさん出土していま

す。

三反田下高井遺跡で調査された古墳時代から平安

時代の住居跡の写真です。長い間住居がつくられ

たため，いくつもの住居跡が重なっています。

三反田蜆塚貝塚から出土した縄文時代の土偶です。

この遺跡からは，土偶の他にも動物の骨でつくら

れた道具など貴重な遺物がたくさん出土していま

す。

三反田下河原遺跡は，現在の水田の下にある低地

の遺跡です。調査では，古墳時代前期頃の大木が

２本見つかっています。これは丸木舟でしょうか。

大平古墳群からは，乳飲み

児を抱く埴輪が見つかって

います。この埴輪は全国で

も非常に珍しいものです。

岡田遺跡には，弥生時代後期の集落跡が確認され

ています。これらは，那珂川流域に特徴的な｢十王

台式｣と呼ばれる土器です。

大平古墳群第１号墳は，全

長約４８ｍの前方後円墳で

す。埋葬施設は長さ約５ｍ

の横穴式石室で，石室内か

らは馬具や鉄鏃，玉類など

が出土しました。

遠原貝塚には，小規

模な地点貝塚がいく

つも残されています。

これは，住居跡から

出土した縄文時代前

期の浅鉢形土器です。

赤色顔料で，内面に

も文様が描かれてい

ます。
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郷
土
に
歴
史
が
あ
る
と
い
う
事
は
、
遺
跡
は
ど
こ
に

で
も
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
「
埋
蔵
文
化
財
は
地
域
の
歴
史
文
化
を
知
る
か
け
が

え
の
な
い
資
料
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
す

べ
て
の
市
町
村
に
、
保
存
・
活
用
す
べ
き
遺
跡
は
あ
る
。

人
々
が
居
住
し
た
と
こ
ろ
に
、
歴
史
や
伝
統
が
生
ま

れ
、
そ
れ
が
誇
り
と
な
っ
て
愛
着
あ
る
郷
土
が
生
ま
れ

る
。
歴
史
の
な
い
市
町
村
は
な
い
の
で
あ
る
。
誇
り
う

る
先
人
か
ら
の
遺
産
を
保
存
・
整
備
す
る
。
古
墳
に
し

て
も
城
跡
に
し
て
も
、
多
く
は
日
本
史
上
の
華
々
し
い

歴
史
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
地
域
に
と
っ

て
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
生
か
し
方

は
様
々
で
あ
る
。

　

史
跡
整
備
の
在
り
方
は
展
示
施
設
と
の
一
体
的
な
整

備
が
必
要
と
な
る
。
整
備
に
あ
た
っ
て
は
遺
跡
の
性
格

に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
古
墳
に
つ
い
て
は
埴
輪
列
を

再
現
し
た
り
、
歴
史
時
代
に
な
る
と
城
館
や
建
物
を
復

元
す
る
平
城
京
型
の
箱
物
整
備
も
行
わ
れ
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
屋
外
展
示
施
設
型
の
整
備
で
あ
る
。
遺
跡
の
整

備
は
筆
者
の
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
出
土
品

は
遺
跡
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
博
物
館
な
ど
の
展
示
施
設

の
陳
列
ケ
ー
ス
に
並
べ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
し
ば
し
ば

ジ
オ
ラ
マ
な
ど
に
よ
る
背
景
展
示
が
入
れ
ら
れ
る
。
調

査
の
過
程
で
厖
大
な
記
録
（
映
像
を
含
め
て
）
が
撮
ら
れ

る
、
こ
れ
ら
を
展
示
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
遺

跡
の
調
査
風
景
や
出
土
状
況
な
ど
を
展
示
施
設
内
に
再

現
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
く
つ
か
の
市
町
村
で
国
指
定
史
跡
の
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
整
備
の
先
に
あ
る
活
用
に
関
し

て
は
確
か
な
見
通
し
が
見
え
て
こ
な
い
が
多
く
は
観
光

開
発
を
念
頭
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
行

政
当
局
と
委
員
会
の
論
議
が
必
要
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
整
備
に
関
し
て
は
基
本
理
念
の
共
有
が
必
要
に
な

る
。
単
純
に
観
光
資
源
と
言
っ
て
も
、
整
備
イ
コ
ー
ル

観
光
開
発
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
史
跡
は
遊
園
地

で
は
な
い
し
遊
戯
施
設
で
も
な
い
。
し
か
し
今
日
の
行

政
か
ら
の
要
請
を
む
げ
に
否
定
す
る
つ
も
り
も
な
い
。

観
光
資
源
化
の
ほ
か
に
街
づ
く
り
の
核
と
し
て
の
整

備
・
活
用
が
あ
る
。
住
み
よ
い
町
、
誇
り
う
る
郷
土
は

自
然
に
恵
ま
れ
、
豊
か
な
歴
史
と
伝
統
文
化
に
彩
ら
れ

た
郷
土
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
生
涯
学
習
の
拠
点

と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
更
に
今
日
の
超
高
齢
化
社
会

を
考
え
た
時
に
、
健
康
で
長
生
き
は
大
き
な
課
題
で
あ

る
。
日
ご
ろ
か
ら
健
康
に
留
意
し
た
生
活
。
戸
外
で
の

活
動
、仲
間
と
の
触
れ
合
い
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

家
に
閉
じ
こ
も
る
生
活
か
ら
史
跡
を
通
し
て
自
然
に
触

れ
る
生
活
は
健
康
で
長
寿
と
言
う
現
代
的
課
題
に
も
答

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
医
療
費
・
介
護
費
軽
減
に
必

ず
や
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
活
用
を
重
点
的
に
選
択
す
る
か
に
よ
っ

て
整
備
は
微
妙
に
異
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
史
跡
で

あ
る
と
い
う
現
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
整
備
目
的

は
一
つ
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
今
日
的
課
題
に
答
え

る
必
要
が
あ
る
。
史
跡
整
備
は
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば

か
り
の
、
今
世
紀
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
残
念
な
が

ら
そ
の
夢
を
、
こ
の
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な

い
。

川崎 純徳

出会い、別れ、そして夢考古学の旅路
第21回　史跡整備の基本理念

公開講座「ひたちなか市の考古学」（2008.2.16 撮影）

＊川崎純徳氏のプロフィールは，連載第13回（『埋文だより』第 41号）に掲載してあります。 12



歴
史
の
小
窓　

そ
の
二
一

　

雪
が
ど
っ
さ
り
積
も
っ
た
今
年
の
冬
、
市
毛
上

坪
遺
跡
の
調
査
で
、
九
世
紀
の
住
居
跡
か
ら
見
慣

れ
な
い
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
一
部
が
欠
け
て

い
ま
し
た
が
、
両
端
に
穴
が
開
い
た

形
か
ら
穂ほ

づ
み
が
ま

摘
鎌
と
推
定
で
き
ま
す
。

　

穂
摘
鎌
は
、
稔
り
具
合
が
一
定
で

は
な
い
ア
ワ
や
キ
ビ
の
穂
摘
み
に
用

い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

慣
れ
る
と
片
手
で
次
々
と
摘
め
る
た

め
、便
利
な
道
具
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

九
世
紀
頃
は
、
稲
も
穂
首
刈
り
で

し
た
。
お
そ
ら
く
、
市
内
か
ら
も
多

く
出
土
し
て
い
る
鎌
を
用
い
た
の
で

穂
摘
み
の
達
人

し
ょ
う
。
稲
の
場
合
、
残
さ
れ
た
茎
を
根
刈
り
し

て
、
藁
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
も
、
鎌
が
多
く
用

い
ら
れ
た
理
由
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

九
世
紀
以
後
、
市
内
で
は
ア
ワ
や
キ
ビ
の
炭
化

種
実
の
出
土
が
目
立
っ
て
き
ま
す
。
も
し
か
す
る

と
当
時
、
市
毛
の
ア
ワ
・
キ
ビ
の
畠
で
は
、
穂
摘

鎌
の
達
人
の
技
を
、
感
心
し
な
が
ら
眺
め
て
い
た

人
々
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　

（
佐
々
木
義
則
）

参
考
文
献　

佐
々
木
長
生
一
九
八
八
「
奥
会
津
の
穂
摘
み
具
」『
山
と
民
具
』、
河
野
正
訓

二
〇
一
二
「
鉄
鎌
の
構
造
」『
古
代
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
七
号
、
松
村
恵
司
一
九
九
八
「
正

倉
の
存
在
形
態
と
機
能
」『
古
代
の
稲
倉
と
村
落
・
郷
里
の
支
配
』

　

今
回
の
遺
跡
め
ぐ
り
は
、
栃
木
県
小
山
市
・
下
野
市
・

壬
生
町
に
位
置
す
る
し
も
つ
け
古
墳
群
を
見
学
し
ま
し

た
。
古
墳
群
探
訪
は
、
二
○
○
九
年
度
の
埼
玉
県
埼さ
き
た
ま玉

古
墳
群
、
二
◯
一
五
年
度
の
千
葉
県
龍り
ゅ
う
か
く
じ

角
寺
古
墳
群
に

続
き
、
三
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

当
古
墳
群
は
、
国
分
寺
地
域
・
壬
生
地
域
・
石
橋
薬

師
寺
地
域
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
古
墳
は
整
備
さ
れ
て
い

て
、た
く
さ
ん
の
古
墳
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

栃
木
県
し
も
つ
け
古
墳
群
探
訪

　

今
回
の
見
学
で
は
、

四
月
に
開
館
し
た
ば
か

り
の
摩ま
り
し
て
ん
づ
か

利
支
天
塚
古

墳
・
琵び
わ
づ
か

琶
塚
古
墳
資
料

館
や
整
備
が
進
む
琵
琶

塚
古
墳
、
し
も
つ
け
風

土
記
の
丘
資
料
館
を
見

学
し
ま
し
た
。
ま
た
、

直
径
八
六
ｍ
を
誇
る
大

型
円
墳
の
車
く
る
ま
づ
か塚
古
墳
で

は
石
室
を
見
学
し
、
参

加
者
か
ら
感
嘆
の
声
が

聞
か
れ
ま
し
た
。　
　

　
　
　
　
　
（
稲
田
健
一
）

しもつけ風土記の丘資料館での見学風景

摩利支天塚古墳・琵琶塚古墳資料館での見学風景

琵琶塚古墳の見学風景

遺跡めぐり
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今
回
は
じ
め
て
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
ふ
る
さ
と
考
古
学

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。お
題
は
土
器
で
あ
る
。実
は
、

学
生
の
卒
論
な
ど
で
は
、
土
器
は
不
人
気
な
テ
ー
マ
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
、
面
倒
く
さ
そ
う
、
と
言
う
こ
と
に
尽

き
る
。
な
に
し
ろ
遺
跡
を
発
掘
す
れ
ば
土
器
ば
か
り
が
何

千
、何
万
点
と
出
土
す
る
。そ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
も
、

卒
論
、
書
け
な
い
よ
、
と
言
う
の
が
本
音
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
普
通
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
こ
そ
、
土
器
と

い
う
の
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
い
た
人
々
の
生
活
を
知
る
の

に
う
っ
て
つ
け
の
材
料
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査

セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
土
器
を
使
っ
て
、
土
器
か
ら
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
の
か
を
、
体
験
型
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
構
成
し
て
み
た
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
、
午
後
の
部
で
は
、
今
現
在
私
が
継

続
調
査
し
て
い
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
土
器
作
り
村
で
の

生
活
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
分
た
ち
と
は
違
う
生

活
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
講
座
に
す
る
こ
と
に
し

た
。

　

さ
て
、
ま
ず
は
午
前
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
使
う
土
器
を
選

ぶ
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
埋
文
セ
ン
タ
ー

の
稲
田
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
、
土
師
器
甕
を
中
心

に
数
点
選
ぶ
。
ポ
イ
ン
ト
は
作
り
方
が
よ
く
わ
か
る
土
器
。

つ
ま
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、
子
ど
も
た
ち
に
土
器

を
観
察
・
ス
ケ
ッ
チ
し
て
も
ら
い
、
そ
こ
で
気
が
付
い
た

こ
と
を
言
葉
で
説
明
し
て
も
ら
う
。
次
に
自
分
が
気
づ
き
、

考
え
た
こ
と
の
証
拠
が
土
器
の
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
再
び

観
察
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
時
間

に
余
裕
が
あ
る
の
で
、
土
器
の
作
り
方
と
使
い
方
を
テ
ー

マ
に
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
方
法
は
、
観
察
→
推
論
→
検
証
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

を
と
る
も
の
で
、
考
古
学
者
（
に
限
ら
な
い
が
）
が
研
究

す
る
と
き
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
と
き

大
事
な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
気
づ
き
を
否
定
し
な
い
こ

と
。
も
ち
ろ
ん
、
間
違
っ
た
意
見
も
あ
る
し
、
観
察
に
基

づ
か
な
い
空
想
も
あ
る
。し
か
し
、再
度
の
観
察
を
通
し
て
、

自
分
の
意
見
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
、
そ
の
プ

ロ
セ
ス
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
れ
こ
れ
迷
い
な
が
ら
も
、
自

分
に
と
っ
て
ベ
ス
ト
な
結
論
に
い
た
る
道
筋
を
見
つ
け
る

こ
と
だ
と
思
う
。
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
そ
れ
を
目
的
と

し
て
構
成
し
た
。

　

さ
て
、
午
後
の
部
で
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
土
器
作
り
村
の

様
子
を
紹
介
し
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

一
九
七
〇
年
代
に
、
ポ
ル
ポ
ト
時
代
と
い
う
不
幸
な
歴
史

を
経
験
し
、
今
な
お
多
く
の
人
が
貧
困
の
中
に
い
る
。
土

器
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち
も
、
そ
の
多
く
は
決
し
て
豊
か

で
は
な
い
。

　

子
供
た
ち
に
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
土
器
作
り
を
見
て
珍

し
い
と
思
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
／
彼
女
ら
の

生
活
が
ど
う
や
っ
た
ら
良
く
な
る
の
か
に
つ
い
て
意
見
を

言
っ
て
も
ら
っ
た
。
遠
い
国
の
こ
と
を
他
人
事
と
し
て
感

じ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
逆
に
同
情
す
る
の
で
も
な
く
、

ま
ず
は
様
々
な
暮
ら
し
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
た

ら
、
と
思
う
。

　

さ
て
、
こ
の
講
座
を
通
じ
て
の
私
の
目
論
見
は
ど
こ
ま

で
成
功
し
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
知
る
楽
し
み
は

一
〇
年
く
ら
い
先
ま
で
と
っ
て
お
こ
う
。

土器からわかること

黒澤　浩

―カンボジアで土器を作る人たちの暮らし―　

南山大学
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調査報告

殿
とのづか

塚古墳の線刻
稲田健一 ・梅田由子 ・三井　猛　

　市内大成町に存在した殿塚古墳は，直径約

35 ｍの円墳です。当古墳の特徴は，埋葬施設の

横穴式石室の東側壁に線刻によって弓矢を入れ

る道具（靫
ゆき

）が描かれていることです。靫の描

写は水戸市の吉
よ し だ

田古墳と類似しており，虎
とらづか

塚古

墳を考える上でも，重要な古墳となります。古

墳は現在残っていませんが，線刻については水

戸市の茨城高等学校に保管されています。今回

は，保管されている線刻について，レーザー測

量等の最新の計測方法で調査を行いました。

　

１　

殿
塚
古
墳
に
つ
い
て

　

殿
塚
古
墳
は
、
那
珂
川
の
支
流

の
中
丸
川
を
望
む
台
地
縁
辺
部
近

く
に
位
置
し
、
殿
塚
古
墳
群
中
の

一
つ
で
あ
る
。
殿
塚
古
墳
の
南
側

に
は
前
方
後
円
墳
三
基
と
円
墳
数

基
か
ら
成
る
大お
お

平だ
い
ら

古
墳
群
が
位

置
し
て
い
る
。

　

殿
塚
古
墳
の
発
掘
調
査
は
、

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
一
◯

月
に
茨
城
高
等
学
校
史
学
部
の
生

徒
た
ち
が
参
加
し
て
行
わ
れ
て
い

る
［
大
森
・
郡
司
一
九
六
四
］。

　

墳
丘
は
、
調
査
前
の
一
九
五
五

（
昭
和
三
◯
）
年
頃
に
一
部
が
破

壊
さ
れ
て
い
た
が
、
南
北
約
三
五

レーザー測量風景

図１　殿塚古墳と大平古墳群の位置
図２　殿塚古墳墳丘・石室

　測量図 [ 大森・郡司 1964]

ｍ
、
東
西
約
三
七
ｍ
を
測
る
円
墳
で
あ
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
墳
丘
か
ら
埴

輪
の
出
土
は
な
い
。
埋
葬
施
設
は
、
凝
ぎ
ょ
う
か
い灰

質し
つ
で
い
が
ん

泥
岩
の
板
石
を
組
み
合
わ
せ
た
横
穴
式

石
室
で
、
南
に
向
か
っ
て
開
口
し
、
半

地
下
式
で
あ
る
。
規
模
は
、
玄げ
ん
し
つ室

長
三
・

六
四
ｍ
、
玄
室
奥
壁
側
幅
一
・
六
四
ｍ
、

玄げ
ん
も
ん門

側
幅
一
・
三
四
ｍ
を
測
る
。
石
室
の

高
さ
は
、
石
室
が
壊
さ
れ
て
い
る
た
め
不

明
だ
が
、
地
表
下
に
埋
没
し
た
部
分
が
一
・
一
◯
ｍ
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
奥
壁
は
台
形
状
で
、
両

側
壁
も
奥
壁
に
沿
っ
て
天
井
部
側
が
内
傾
す
る
。
出
土

1945 年撮影

１

２

３

４

５

１：殿塚古墳　２：大平古墳群第１号墳　３：大平古墳群黄金塚古墳

４：大平古墳群第２号墳　５：殿塚古墳群第１号墳

金上駅

中
丸
川

石室展開図

墳丘図

25m0

2.5m0

遺
物
に
は
、
鉄
製
冑か
ぶ
と

片
、
大た

ち刀
一
口
、
鉄て
つ
ぞ
く鏃
一
本
、

馬ば

ぐ具
、
勾ま
が
た
ま玉
一
個
、
な
つ
め
玉
一
個
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
が
、
現
在
確
認
す
る
事
は
出
来
な
い
。
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線
刻
は
、
調
査
前
に
破
片
化
し
た
石
室
の
石
材
に
確

認
さ
れ
、
そ
の
後
復
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
線
刻
の

場
所
は
、
報
告
に
よ
る
と
奥
壁
か
ら
一
～
一
・
五
ｍ
手

前
の
東
側
壁
で
、
地
表
に
接
し
た
部
分
に
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
線
刻
は
、先
述
の
と
お
り
復
元
さ
れ
、

茨
城
高
等
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
拓
本
と
簡
易

な
実
測
図
［
大
森
一
九
六
四
］
が
公
開
さ
れ
て
い
る
の

み
で
、そ
の
写
真
や
詳
細
な
図
は
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
今
回
、
茨
城
高
等
学
校
の
許
可
を
い
た
だ
き
、

線
刻
に
つ
い
て
最
新
の
計
測
技
術
に
よ
る
詳
細
な
計
測

記
録
を
行
う
こ
と
と
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
）

２　

線
刻
壁
画
の
実
測

　

計
測
作
業
は
で
き
る
だ
け
遺
物
に
触
れ
る
こ
と
を
避

け
て
記
録
す
る
た
め
に
非
接
触
計
測
機
器
を
使
用
し
、

線
刻
の
情
報
を
も
れ
な
く
記
録
す
る
計
測
を
行
っ
た
。

　

計
測
記
録
は
ま
ず
線
刻
に
よ
り
描
か
れ
た
図
文
が
何

を
表
し
て
い
る
か
把
握
し
、
図
文
箇
所
の
壁
面
の
状
態

も
同
時
に
記
録
す
る
。
そ
の
た
め
に
図
文
全
体
の
計
測

記
録
行
い
、
次
に
線
刻
の
幅
や
断
面
等
の
詳
細
を
解
析

す
る
た
め
の
詳
細
な
計
測
記
録
の
二
種
類
の
調
査
を
実

施
し
た
。
図
文
全
体
の
計
測
記
録
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
を
使
用
し
たSfM
-M

V
S

よ
る
写
真
計
測
を
お
こ
な

い
、
よ
り
詳
細
な
線
刻
の
計
測
記
録
は
三
次
元
レ
ー

ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
を
使
用
し
た
。

　

使
用
し
たSfM

-M
V

S

写
真
測
量
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は

A
gisoft  PhotoScan Professional

、
レ
ー
ザ
ー
ス

キ
ャ
ナ
はN

ext Engine 3D
 Scanner H

D

で
あ
る
。

こ
の
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
は
三
角
法
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ

ナ
で
あ
る
た
めT

O
F

法
や
位
相
差
法
に
比
べ
高
精
度

の
計
測
結
果
が
得
ら
れ
る
。詳
細
測
定
は
測
定
精
度
〇
・

一
二
七
㎜
の
マ
ク
ロ
モ
ー
ド
で
あ
る
。

を
実
施
し
、
デ
ー
タ
処
理
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
オ
ル

ソ
フ
ォ
ト
とD

EM

（
数
値
標
高
モ
デ
ル
）
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

オ
ル
ソ
フ
ォ
ト
と
は
、
正
射
投
影
写
真
と
も
い
い
、

　

ま
た
、
線
刻
壁
画
は
破
断
壁
画

を
復
元
し
て
い
る
た
め
オ
リ
ジ
ナ

ル
部
分
と
復
元
部
分
を
明
確
に
分

類
す
る
必
要
が
あ
る
。
目
視
に
よ

る
観
察
で
も
概
ね
オ
リ
ジ
ナ
ル
部

分
と
復
元
箇
所
を
分
類
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
が
不
明
瞭
な
部
分

も
多
い
。
そ
の
た
め
近
紫
外
線
を

使
用
し
た
フ
ォ
ト
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン

ス
に
よ
る
壁
材
の
構
成
物
質
の
簡

易
的
な
光
学
的
分
類
も
併
せ
て

行
っ
た
。

　

な
お
、
今
回
使
用
し
た
光
は

近
紫
外
線
の
中
で
も
最
も
安
全

性
の
高
い
周
波
数U

V
-A

帯

（
四
〇
〇
nm
～
三
一
五
nm
）
で
あ

る
。U

V
-A

帯
はU

V
-B

帯
に
比

べ
フ
ォ
ト
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
の
反

応
は
低
い
も
の
の
遺
物
へ
の
劣
化

作
用
が
少
な
く
、
人
に
対
し
て
も

安
全
性
は
高
い
光
源
で
あ
る
。

計
測
の
成
果　
　

　

SfM
-M

V
S

に
よ
る
写
真
計
測

図３　殿塚古墳線刻壁画写真

図４　殿塚古墳線刻壁画抽出画像
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遠
近
に
関
わ
ら
ず
同
一
の
尺
度
で
写
さ
れ
て
い
る
画

像
の
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、D

EM

（
数
値
標
高
モ
デ

ル
）
と
は
、
測
定
対
象
面
を
等
間
隔
の
正
方
形
に
区
切

り
、
各
正
方
形
の
中
心
に
標
高
値
を
持
た
せ
た
デ
ー
タ

で
あ
り
、
立
体
地
図
の
作
成
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
。
こ

の
二
つ
の
デ
ー
タ
を
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
のGIS

（
地
理

情
報
シ
ス
テ
ム
）
ソ
フ
ト
で
あ
るQ

GIS

（Q
uantum

　

GIS

）
に
取
り
込
み
、D

EM
か
ら
傾
斜
図
と
陰
影

図
を
作
成
し
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
壁
画
表
面
の
凹

凸
を
強
調
す
る
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
そ
の
上
に
オ
ル
ソ

フ
ォ
ト
を
重
ね
て
よ
り
線
刻
が
認
識
し
や
す
い
画
像
を

作
成
し
た
（
図
４
）。

　

ま
た
図
４
と
フ
ォ
ト
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン
ス
画
像
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
瞭
に
線
刻
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分

と
復
元
部
分
を
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
靫
部

分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
壁
画
の
残
存
率
は
靫
全
体
の
四
四

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

次
に
、
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
る
計
測
の
結
果
、

壁
画
の
三
次
元
モ
デ
ル
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

三
次
元
モ
デ
ル
か
ら
出
力
し
た
点
群
デ
ー
タ
をCA

D

ソ
フ
ト
に
取
り
込
み
、
線
刻
壁
画
の
立
面
図
と
断
面
図

を
作
成
し
た
（
図
５
）。

　

復
元
さ
れ
て
い
る
殿
塚
古
墳
線
刻
壁
画
の
靫
の
大
き

さ
は
矢
部
分
を
除
い
て
縦
幅
約
五
八
三
㎜
、
横
幅
約

二
六
八
㎜
で
あ
る
。
し
か
し
復
元
部
分
が
多
い
た
め
こ

の
大
き
さ
は
推
定
で
あ
る
。
靫
の
輪
郭
は
二
重
に
描
か

れ
て
お
り
、
靫
上
部
が
左
上
か
ら
右
斜
め
下
方
向
に

カ
ー
ブ
を
描
い
た
形
状
を
し
て
い
る
。
矢
筒
の
上
部
に

は
格
子
状
の
図

文
が
描
か
れ
て

お
り
、
そ
の
下

部
に
は
第
二
横

帯
、
第
一
横
帯

が
描
か
れ
て
い

る
。
靫
に
は
四

本
の
矢
が
盛
ら

れ
て
い
る
。
ま

た
靫
と
は
別
の

図
文
と
考
え
ら

れ
る
が
、
右
上

に
は
方
形
の
図

文
の
中
に
複
数

の
線
刻
が
描
か

れ
て
い
る
。

　

線
刻
断
面
図

幅（mm） 深さ（mm）
線刻 A 左 4.20 0.98 
線刻 A 右 3.42 0.71 
線刻 B1 左 2.85 0.18 
線刻 B1 中央 2.80 0.19 
線刻 B1 右 2.71 0.16 
線刻 B2 左 3.44 0.48 
線刻 B2 中央 3.32 0.37 
線刻 B2 右 3.30 0.57 
線刻 C 左 6.48 0.42 
線刻 C 右 3.18 0.23 
線刻 D 左 3.44 0.48 
線刻 D 右 3.30 0.23 
線刻 E 左 3.57 0.22 
線刻 E 右 3.74 0.22 
線刻 F 左 4.04 0.17 
線刻 F 右 4.64 0.32 

は
、
線
刻
に
対
し
て
直
交
し
た
断
面
で
あ
る
。
靫
の
二

重
の
輪
郭
の
線
刻
断
面
Ａ
、
矢
筒
上
部
の
格
子
状
の
線

刻
断
面
Ｂ
１
・
Ｂ
２
、
靫
に
盛
ら
れ
た
矢
の
線
刻
断
面

Ｃ
、
靫
の
第
二
横
帯
の
線
刻
断
面
Ｄ
、
第
一
横
帯
の
線

刻
断
面
Ｅ
と
し
た
。

　

断
面
図
を
作
成
し
た
す
べ
て
の
線
刻
の
断
面
形
状
は

幅
が
広
く
浅
い
Ｕ
字
の
形
状
を
し
て
い
る
。
線
刻
Ｂ
１

～
Ｆ
の
断
面
形
状
は
、
Ａ
と
比
較
す
る
と
よ
り
浅
く
、

わ
ず
か
な
彫
り
こ
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

線
刻
断
面
の
幅
と
深
さ
の
計
測
結
果
を
表
に
示
し
た
。

靫
の
輪
郭
は
目
視
で
も
他
の
線
刻
よ
り
太
く
は
っ
き
り

表　線刻断面計測結果（線刻断面図より）

図 5　殿塚古墳線刻壁画立面図および線刻断面図

17



参
考
文
献　

大
森 

信
英 

一
九
六
四
「
茨
城
県
勝
田
市
金
上
・
谷
津
古
墳
」
『
日
本
考
古
学
年
報

12
（
昭
和
34
年
度
）
』
日
本
考
古
学
協
会

大
森 

信
英
・
郡
司
良
一 

一
九
六
四
「
勝
田
市
金
上
所
在
古
墳
」
『
勝
田
市
津
田
・

西
山
古
墳
群
調
査
報
告
』
勝
田
市
教
育
委
員
会

金
田 

明
大
・
木
本
挙
周
・
川
口
武
彦
・
佐
々
木
淑
美
・
三
井
猛　

二
〇
一
〇
『
文

化
財
の
た
め
の
三
次
元
計
測
』
岩
田
書
院

川
崎
純
徳　

一
九
八
二
『
茨
城
の
装
飾
古
墳
』
新
風
土
記
社

栗
林 

誠
治　

一
九
九
三
「
古
墳
時
代
・
靫
の
分
類
と
変
遷
」
『
真
朱
』
第
二
号 

徳

島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

米
川 

暢
敬　

二
〇
一
一
「
史
跡
吉
田
古
墳
石
室
調
査
（
第
六
次
調
査
）
の
概
要
」『
吉

田
古
墳
を
考
え
る　

記
録
集
』
水
戸
市
教
育
委
員
会

＊調査・報告にあたり，茨城高等学校，水戸市教育委員会，秋田拓郎氏，小川貴行氏，関口慶久氏にご協力いただきました。

し
て
い
る
こ
と
が
観
察
で
き
た
が
、
数
理
的
比
較
の
結

果
で
も
線
刻
Ａ
の
深
さ
が
最
も
大
き
い
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
矢
筒
の
格
子
部
の
線
刻
Ｂ
１
群
と
Ｂ
２
群

の
線
刻
断
面
の
形
状
と
計
測
結
果
を
比
較
す
る
と
、
縦

線
よ
り
も
横
線
の
方
が
線
刻
の
幅
が
大
き
く
深
い
こ
と

が
判
明
し
た
。

吉
田
古
墳
線
刻
壁
画
と
の
比
較

　

殿
塚
古
墳
線
刻
壁
画
の
図
文
や
線
刻
を
比
較
す
る

の
に
有
用
な
対
象
と
し
て
水
戸
市
元
吉
田
町
に
遺
存

す
る
国
指
定
史
跡
吉
田
古
墳
の
線
刻
壁
画
が
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
～
二
〇
一
一
年
一
月
に
実
施
さ
れ

た
史
跡
吉
田
古
墳
石
室
調
査
（
第
六
次
調
査
）
で
計
測

記
録
の
成
果
（
図
６
）（
水
戸
市
教
育
委
員
会
提
供
）

の
点
群
デ
ー
タ
を
使
用
し
て
簡
易
的
で
あ
る
が
数
理
的

な
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。

　

吉
田
古
墳
の
線
刻
壁
画
の
計
測
に
使
用
し
た
計
測

器
は
今
回
の
殿
塚
古
墳
で
詳
細
計
測
記
録
に
使
用
し

た
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
と
同
じN

ext Engine 3D
 

Scanner H
D

で
あ
る
。

　

吉
田
古
墳
奥
壁
線
刻
壁
画
中
央
部
の
靫
の
大
き
さ
は

矢
部
分
を
除
い
て
最
大
で
縦
幅
約
四
九
四
㎜
、
横
幅
約

二
五
〇
㎜
で
あ
り
、
靫
上
部
の
形
状
は
左
上
か
ら
右
斜

め
方
向
に
線
刻
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
線
刻
図
文

は
矢
筒
輪
郭
線
の
上
面
と
両
側
面
内
側
に
も
う
一
重
の

線
が
描
か
れ
二
重
線
と
な
り
、
矢
筒
上
半
分
に
二
重
の

横
帯
と
思
わ
れ
る
四
本
の
線
と
中
央
下
部
に
一
本
の
横

線
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

線
刻
の
断
面
a
（
図
７
）
は
靫
矢
筒
左
側
面
の
輪
郭

線
（
断
面
図
線
刻
右
側
）
と
そ
の
内
側
（
断
面
図
線
刻

左
側
）
の
線
刻
（
図
６
a
部
分
）
で
あ
る
。
輪
郭
線
部

の
線
刻
断
面
の
大
き
さ
は
幅
約
三
・
九
七
㎜
、
深
さ
約

〇
・
七
一
㎜
、輪
郭
線
内
側
の
線
刻
は
幅
約
四
・
四
一
㎜
、

深
さ
約
〇
・
七
三
㎜
で
断
面
形
状
は
緩
や
か
な
Ｕ
字
型

ま
た
は
口
縁
の
広
い
椀
型
の
形
状
を
し
て
い
る
（
図

７
）。
吉
田
古
墳
の
線
刻
断
面
形
状
に
は
他
に
も
一
部

Ｖ
字
形
を
成
す
も
の
も
あ
る
が
こ
の
緩
や
か
Ｕ
字
型
が

平
均
的
な
断
面
形
状
と
考
え
ら
れ
る
。

　

殿
塚
古
墳
線
刻
壁
画
の
石
材
と
吉
田
古
墳
線
刻
壁
画

の
石
材
は
粒
子
の
細
か
い
凝
灰
質
泥
岩
と
同
質
の
石
質

で
あ
り
線
刻
形
状
を
比
較
す
る
の
に
理
想
的
な
対
象
同

士
で
、
断
面
形
状
か
ら
工
具
痕
と
し
て
の
考
察
も
で
き

る
。
今
回
の
比
較
検
討
か
ら
は
、
線
刻
断
面
形
状
と
幅

ａ

た
め
に
作
成
さ
れ
た
工
具
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
井
・
梅
田
）

と
深
さ
の
比

率
の
類
似
性

と
計
測
値
の

近
似
値
性
か

ら
、
双
方
の

線
刻
作
成
に

用
い
ら
れ
た

の
は
類
似
し

た
工
具
面
ま

た
は
突
端
を

持
つ
形
状
を

し
て
い
る
特

定
の
用
途
の

図６　吉田古墳線刻奥壁図文（水戸市教育　

　　委員会提供）

図７　吉田古墳奥壁線刻断面図（ａ）
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21
　
サ
ツ
キ

　

今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、
虎
塚
古
墳
の
墳
丘
に
群
生
す
る
サ
ツ
キ
（
皐

月
）
で
す
。
サ
ツ
キ
は
ツ
ツ
ジ
科
ツ
ツ
ジ
属
の
植
物
で
す
。
五
月
ご
ろ
、

つ
ま
り
皐
月
の
時
期
に
咲
く
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
付
い
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

虎
塚
古
墳
に
群
集
す
る
サ
ツ
キ
は
、
古
墳
の
後
円
部
の
み
に
植
え
て

あ
り
ま
す
が
、
古
墳
を
整
備
し
た
当
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
は
こ
の
サ
ツ
キ
、
夏
の
猛
暑
か
ら
墳
丘
内
の
石
室
の
温
度
を

下
げ
る
た
め
に
、
日
よ
け
と
し
て
二
◯
◯
一
年
か
ら
植
え
た
も
の
な
の

で
す
。
こ
の
日
よ
け
の
効
果
は
抜
群
で
、　

石
室
内
の
温
度
は
良
好
に

保
た
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
サ
ツ

キ
、
昨
年
ま
で
花

が
ほ
と
ん
ど
咲
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
今
年
や
っ

と
咲
き
そ
ろ
っ
た

の
で
、
こ
こ
で
紹

介
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
「
花
の

虎
塚
古
墳
」
が
来

年
も
み
ら
れ
る
こ

と
を
、
今
か
ら
楽

し
み
に
し
て
い
ま

す
。　

（
稲
田
健
一
）

2018.5.17

2018 前期

４
月

1

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／5
ひ
た
ち
な

か
市
役
所
新
人
研
修
／5

-
8

虎
塚
古
墳

一
般
公
開
／1

0
-
1
1

高
野
富
士
山
遺
跡

試
掘
調
査
／1

0
-
1
9

磯
合
古
墳
群
遺
跡

試
掘
調
査
／1

1
-
1
7

水
戸
市
稲
荷
第
一

小
学
校
へ
資
料
貸
出
【
井
上
資
料
縄
文
土
器
ほ

か
】／1

7
-
2
4

浅
井
内
遺
跡
試
掘
調
査
／

2
6

私
立
久
慈
川
三
育
小
学
校
5
・
6

年
生
社
会
科
見
学

５
月

2

津
田
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

6

第
15
回
企
画
展
「
虎
塚
古
墳
の
時
代
」

終
了
／8

中
根
小
学
校
3
年
生
社
会
科

見
学
／1

1
-
1
7

天
王
前
遺
跡
試
掘
調
査

／
遠
原
遺
跡
試
掘
調
査
／1

6

筑
西
市

川
島
地
区
女
性
学
級
見
学
／17

大
子

町
上
小
川
小
学
校
5
・
6
年
生
社
会
科

見
学

　1
9

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
45
「
ひ

た
ち
な
か
市
の
古
墳
を
探
る
Ⅲ
―
磯
崎

東
古
墳
群
２
―
」開
始
／2
0

と
き
わ
会

虎
塚
清
掃
／2

2
文
化
財
愛
護
協
会
会

議
／2

2
-
2
5

岡
田
遺
跡
試
掘
調
査
／

2
2
-
2
9

市
毛
上
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／23

中
根
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／

2
4

日
立
市
金
沢
小
学
校
へ
資
料
貸
出

【
井
上
資
料
縄
文
土
器
ほ
か
】
／2

5

那
珂
市
菅

谷
西
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学
／
遺

跡
巡
り
／3

0

ホ
ッ
ト
サ
ロ
ン
い
そ
ざ

き
見
学
／3

1

外
野
小
学
校
3
年
生
社

会
科

見
学

ト
イ
レ
の
改
修
工
事
開
始

６
月

3

山
形
県
山
辺
町
郷
土
史
研
究
会
見

学
／5-7

浅
井
内
遺
跡
試
掘
調
査
／

5-14

向
野
A
遺
跡
試
掘
調
査
／7

田

彦
小
学
校
３
年
生
社
会
科
見
学
／10

日
立
市
金
沢
小
学
校
よ
り
資
料
返
却

／12-19

黒
袴
遺
跡
試
掘
調
査
／16

と
き
わ
会
虎
塚
清
掃
／18

ト
イ
レ
の

改
修
工
事
終
了
／19

高
野
小
学
校
6

年
生
社
会
科
見
学
／
国
家
公
務
員
初
任

者
研
修
／19-26

峪
遺
跡
試
掘
調
査
／

21

茨
城
大
学
出
前
授
業
【
埋
文
セ
ン
タ
ー
の

活
動
に
つ
い
て
】
／26-27

市
毛
上
坪
遺
跡

試
掘
調
査
／28

茨
城
大
学
出
前
授
業

【
虎
塚
古
墳
に
つ
い
て
】

７
月

1

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
45
終
了

／4

三
反
田
遺
跡
本
調
査
開
始
／6

枝

川
小
学
校
へ
資
料
貸
出
・
返
却
【
井
上
資

料
縄
文
土
器
】
／10-19

市
毛
本
郷
坪
遺
跡

試
掘
調
査
／14

博
物
館
実
習
施
設
見

学
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
）
／18

平
磯
小
学

校
6
年
生
社
会
科
見
学

19



　

編
集
後
記
の　

笑
う
埴
輪

　
「
女
子
大
生
と
装
身
具
」
シ
リ
ー
ズ
第
八
弾
を
お
届

け
す
る
。
今
回
の
土
製
耳
飾
り
は
、
三
反
田
蜆
塚
貝
塚

一
九
九
〇
年
発
掘
調
査
の
出
土
品
で
、
報
告
書
に
は
掲

載
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
裏
面
の
注
記
に
よ

れ
ば
、
A-4
グ
リ
ッ
ド
の
表
土
か
ら
出
土
し
た
。
表
面
の

直
径
が
34
～
35
㎜
、
残
存
す
る
厚
さ
が
10
㎜
、
重
さ
は

12.1
ｇ
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
未
報
告
の
資
料
を
紹
介
す

る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。

　

二
〇
一
〇
年
の
「
道む
べ
や
ま

理
山
遺
跡
の
玦
状
耳
飾
り
」
か

ら
毎
年
、
博
物
館
実
習
で
訪
れ
た
大
学
生
に
モ
デ
ル
を

お
願
い
し
て
き
た
。
道
を
踏
み
外
し
た
「
女
子
大
生
と

甚
平
」
を
含
め
れ
ば
、
九
名
の
実
習
生
が
表
紙
を
飾
っ

た
。
こ
の
際
だ
か
ら
、も
う
一
人
を
こ
こ
に
掲
載
し
て
、

区
切
り
の
良
い
一
〇
名
に
し
て
お
こ
う
。
モ
デ
ル
の

方
々
に
は
、
不
本
意
な
写
真
を
掲
載
し
て
迷
惑
な
だ
け

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
広
報
誌
を
手
に
し
て
も
ら
う

誘
惑
に
、
モ
デ
ル
の
魅
力
を
借
り
る
。
こ
れ
が
シ
リ
ー

ズ
の
果
た
し
た
役
割
の
要
で
あ
っ
た
。
当
初
に
設
定
し

た
最
終
的
な
目
標
の
実
写
版「
乳
飲
み
児
を
抱
く
埴
輪
」

に
は
辿
り
着
け
な
か
っ
た
。
今
回
が
最
終
回
で
あ
る
。
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1
8
-
1
9

西
塙
遺
跡
試
掘
調
査
／2

1

ふ

る
さ
と
考
古
学
①
「
楽
し
い
考
古
学
」

（
講
師
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／
ワ
ン

ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
46
「
底
の
そ

こ
ー
土
器
底
面
の
圧
痕
ー
」
開
始
／2

2

ふ
る
さ
と
考
古
学
②
「
土
器
の
考
古
学

１
」（
講
師
・
黒
澤
浩
氏
）／2

4
-
2
7

君
ヶ

台
遺
跡
試
掘
調
査
／28

ふ
る
さ
と
考

古
学
③
「
縄
文
探
検
」（
講
師
・
小
山
修

三
氏
）

８
月

1

亀
井
翼
氏
（
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広

場
）
資
料
調
査
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
縄
文
土
器
ほ
か
】

／5

ふ
る
さ
と
考
古
学
④
「
石
の
考
古

学
」（
講
師
・
鈴
木
素
行
）

1
0
-
2
1

原
の
寺
遺
跡
試
掘
調
査
／19

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑤
「
土
器
の
考
古
学

２
」（
講
師
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）

1
9

高
橋
千
晶
氏
（
奥
州
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
）
資
料
調
査
【
武
田
遺
跡
群
土
師
器
甕
】
／

1
9
-
2
6

博
物
館
実
習
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
・

国
士
舘
大
学
・
筑
波
大
学
）

2
1
-
2
8

市
毛
上
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／

2
1
-
3
0

市
毛
上
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／22

Ｎ
Ｈ
Ｋ
水
戸「
い
ば
っ
チ
ャ
オ
取
材
」

ひ
た
ち
な
か
市
初
任
者
研
修
／26
ふ

る
さ
と
考
古
学
⑥「
土
器
の
考
古
学
３
」

（
講
師
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／28-29

小
美
玉
市
立
美
野
里
中
学
校
2
年
生

職
場
体
験
／2

9

石
田
典
子
氏
（
群
馬
県
立

歴
史
博
物
館
）
資
料
調
査
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
土
偶
】

／3
1

岩
宿
博
物
館
第
66
回
企
画
展『
石

槍
』
へ
資
料
貸
出
【
鷹
ノ
巣
遺
跡
槍
先
形
尖
頭
器

ほ
か
】

９
月

6

三
反
田
小
学
校
5
・
6
年
生
へ
三
反

田
遺
跡
現
場
説
明
会
／9

ワ
ン
ケ
ー
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
46
終
了
／
ふ
る
さ
と
考

古
学「
三
反
田
遺
跡
発
掘
調
査
説
明
会
」

11

酒
井
弘
志
氏
（
酒
々
井
町
教
育
委
員
会
）
資
料

調
査
【
武
田
西
塙
遺
跡
旧
石
器
】
／11-28

堀
口

遺
跡
試
掘
調
査
／14

三
反
田
遺
跡
本

調
査
終
了
／19-20

天
王
前
遺
跡
・
三

反
田
蜆
塚
遺
跡
試
掘
調
査
開
始
／20

み
と
し
ん
湊
経
営
研
究
会
へ
出
張
講
座

「
湊
の
古
墳
」
／26

市
毛
上
坪
遺
跡
本

調
査
開
始
／29

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑦

「
遺
跡
の
考
古
学
」（
講
師
・
堀
江
武
史

氏
）

月
開館

日数

個人 団体 計

（人） （団体） （人） （人）
4月 26 1169 2 (1) 57 (7) 1226
5 月 26 213 10 (6) 530 (429) 743
6 月 26 148 5 (2) 336 (288) 484
7 月 26 153 5 (1) 191 (42) 344
8 月 27 402 16 (0) 178 (0) 580
9 月 26 236 2 (0) 46 (0) 282
合計 157 2321 40 (10) 1338 (766) 3659

入 館 者 状 況（2018.4.1. ～ 2018.9.30.）

（）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/
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