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埋文センターのお仕事紹介　博物館実習

「私的茨城考古学外史－遺跡・人　出会いと別れ－」　第 １回　ヤジリ拾いから発掘へ　（瓦吹　堅）

資料紹介　那珂湊反射炉跡採集の窯資料（続報）　―水戸藩領内における近世窯業の一側面―　（川口武彦）

横穴墓を歩く㉒　神奈川県横浜市 荏子田横穴　（柏木善治）

１ケース・ミュージアム 48　ひたちなか市の墨書土器 １ケース・ミュージアム 49　古墳時代のはじまり

遺跡めぐり　いわき市白水阿弥陀堂を訪ねて ひたちなか市の遺跡④改訂版　那珂湊中学区編

虎塚古墳花便り㉓　ミゾソバ 埋文センターの日々　2019 前期 ほか

壁画を守る　　埋蔵文化財調査センターの隣に位置する虎塚古墳の石室には，ベンガラという赤
色顔料によって，丸や三角形といった幾何学文様と大

た ち

刀や弓矢を容れる靫
ゆき

などの武器・武具類が描
かれています。これらの文様は今から約 1400 年前に古墳人が描いた絵です。1973(昭和 48) 年に
発掘調査で発見され，1980( 昭和 55) 年から一般公開を開始し，現在も年間 16 日間の公開を行っ
ています。公開開始からもうすぐ 40 年になりますが，その公開が続けられた背景には，発見時
から継続して壁画の状態を丁寧に点検してきた歴史があります。
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博 物 館 実 習
　ひたちなか市埋蔵文化財調査センターでは毎年，博物館実習生の受け入れを行っています。
博物館実習は，大学生が学芸員資格を取得するためのプログラムの１つで，８月の中頃に埋
文センターの実務の手伝いや，新しい展示の考案を 7 日間行います。
　ここでは，実習ではどのようなことを行っているのか，今年の実習内容を基本に紹介して
いきます。

★ 展示ケースの清掃
　展示ケースの中は閉じられていても，
埃がたまっていきます。そこで１度遺物
を全て取り出し，中のガラス板をきれい
に拭いていきます。ケース内はとても狭
いため，遺物を取り出すのも一苦労です。

⬆遺物を取り出す様子

⬆
狭
い
ケ
ー
ス
内
で
の

　

 

作
業

⬆
重
い
ガ
ラ
ス
板
を
運
ぶ　

　

 

様
子

★ 展示内容の更新
　日々の研究成果を展示にも反映させ
るために，展示の更新を行います。今
回は解説パネルの設置と遺物の並び替
えを行いました。また，遺物のキャプ
ションも作成しました。

⬆
場
所
と
遺
物
を
確
認
し
な
が
ら
の
並
び
替
え

⬆
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
作
成
の

　

 

様
子

埋文センターのお仕事紹介
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★ 普及事業への参加
　埋文センターが行っている考古学体験
講座の「ふるさと考古学」に参加し，受講
生たちのサポートを行います。実習生は
体験講座に一緒に参加したり，子供たち
の記録写真を撮影しました。

⬆
虎
塚
古
墳
の
劇
に

　

 

参
加
し
た
実
習
生

⬆
ふ
る
さ
と
考
古
学
の
準
備

　

⬆
作
品
と
一
緒
に
受
講
生

　
　
　

の
記
録
写
真
撮
影

⬇実習生も一緒に体験

★ 資料展示の制作
　実習生が自分たちでテーマを決め，遺物
の並べ方から，照明の当て方，解説パネル
までを作成し，特別資料収蔵庫の展示スペ
ースに展示します。自分たちで考えるので，
その年の実習生の個性がよく出ます。 遺物の決定 遺物の移動

解説パネルの作成遺物の展示作業照明の調節

完
成 

！

➡

⬅⬅
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ひ
た
ち
な
か
市
の

　
　
　
墨
書
土
器

―
器
の
底
に
書
く―

日時　2019年

5 月 25日 [ 土 ]▶7 月 7日 [ 日 ]
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

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

公益財団法人　
ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
1CASE MUSEUM Vol.48
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ひたちなか市出土墨書土器の墨書位置の変遷
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1：武田石高遺跡第 73 号住居跡 14「武田」

2：武田西塙遺跡第 228A 号住居跡 1「前」

3：東中根遺跡群 B調査区第 2号住居跡 4「真大井」

4：武田原前遺跡第 13 号住居跡 2「大家」

5：武田西塙遺跡第 236 号住居跡 1「鼻総大家」

6：武田石高遺跡遺構覆土 3「丈部伊賀」

7：武田石高遺跡第 71 号住居跡 1「寺」

8：武田原前遺跡 SX2，21「尾足」

9：武田西塙遺跡第 255 号住居跡 9「高月」「高月」

10：武田原前遺跡第 11 号住居跡 8「上井家」「上井家」

11：武田原前遺跡 SX2，22「貴」「冨」

12：孫目 A遺跡第 13 号住居跡 3「野家十九」「野」

13：武田原前遺跡第 51 号住居跡 2「真」「真」

14：武田原前遺跡第 41 号住居跡 1「上久保」「保」

15：武田西塙遺跡第 53 号住居跡 5「久保」

16：武田西塙遺跡第 292A 号住居跡 1「大田」

17：武田石高遺跡第 144 号住居跡 16「真新殿」

18：武田石高遺跡第 120 号住居跡 1「富」

19：堀口遺跡 15 次第 3号住居跡 9「武田新」

20：武田西塙遺跡第 319 号住居跡 81「東武」

21：三反田下高井遺跡第 146A 号住居跡 1「真大里」

22：武田西塙遺跡第 311B 号住居跡 5「奉」

23：武田西塙遺跡第 311B 号住居跡 6「奉」

24：武田石高遺跡第 121 号住居跡 3「大墓」

25：武田石高遺跡遺構覆土 14「上」

26：武田西塙遺跡第 244 号住居跡 6「上」

27：武田西塙遺跡第 289 号住居跡 3「新田」

750 年

　

今
回
の
ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
ひ
た
ち
な

か
市
の
奈
良
・
平
安
時
代
の
集
落
跡
か
ら
出
土
し
た

墨ぼ
く
し
ょ
ど
き

書
土
器
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

墨
書
土
器
の
研
究
に
道
筋
を
つ
け
ら
れ
た
平
川
南
氏

は
、
墨
書
土
器
の
本
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。「
古
代
の
墨
書
土
器
の
本
質
は
、
一
般
集
落

に
お
い
て
は
、
信
仰
形
態
に
伴
う
記
銘
で
あ
り
、
官
衙

に
お
い
て
も
、
饗
き
ょ
う
え
ん宴
な
ど
の
儀
式
に
伴
う
記
銘
と
位
置

づ
け
た
。」（
平
川
南
『
墨
書
土
器
の
研
究
』
よ
り
）
つ

ま
り
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
集
落
跡
か
ら
出
土
し
た
墨
書

土
器
は
、
神
へ
の
さ
さ
げ
も
の
の
際
に
、
土
器
に
文
字

を
書
い
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

神
々
に
賄

ま
か
な
い
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
い
を
逃

れ
た
り
、
福
を
招
い
た
り
、
延え
ん
め
い命
を
願
っ
た
り
と
い
っ

た
、
道
教
的
な
呪
じ
ゅ
じ
ゅ
つ
せ
い

術
性
の
高
い
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
人
々
は
村
々
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文
字

を
利
用
し
て
、
祈
願
者
の
名
前
や
、
住
ん
で
い
る
と
こ

ろ
や
、「
冨
」
や
「
福
」
な
ど
の
め
で
た
い
言
葉
な
ど
を
、

棒
げ
も
の
の
食
物
を
入
れ
た
土
器
に
記
し
て
、
祈
願
者

の
願
い
を
神
々
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
今
回
の
展
示
は
、
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て

「
文
字
が
書
か
れ
た
位
置
」
に
着
目
し
て
み
ま
し
た
。

墨
書
土
器
は
、
底
部
や
体
部
な
ど
異
な
る
位
置
に
文
字

が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
村
々
で
土

器
に
文
字
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
八
世
紀
後
半
の
こ

ろ
は
、
多
く
が
底
部
外
面
に
小
さ
く
文
字
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
地
方
の
役
所
や
寺
に
出
仕
し
て
い
た

人
が
、
土
器
の
底
部
外
面
に
小
さ
く
所
属
な
ど
を
記
し

て
い
た
慣
習
を
村
々
に
も
た
ら
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
が
九
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
目
に
つ
き
や

す
い
底
部
内
面
や
体
部
外
面
に
文
字
を
大
き
く
書
く
も

の
が
現
れ
て
き
ま
す
。
面
白
い
の
は
そ
の
時
期
、
底
部

外
面
と
体
部
外
面
の
よ
う
に
、
二
つ
の
位
置
に
書
く
も

の
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
次
の
時
期
に
向
け

て
の
過
渡
的
な
様
相
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
九
世
紀
後

半
以
後
に
な
る
と
、
書
い
た
文
字
が
神
々
に
は
っ
き
り

と
見
え
る
よ
う
に
、
体
部
外
面
に
大
き
く
記
す
も
の
が

中
心
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
古
代
の
村
々
で
、
文
字
は

こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

（
佐
々
木
義
則
）

ひたちなか市出土墨書土器の墨書位置の移り変わり

　

ひ
た
ち
な
か
市
の
墨

書
土
器
は
、
八
世
紀
後

半
か
ら
十
世
紀
ご
ろ
ま

で
の
集
落
跡
か
ら
出
土

し
て
い
ま
す
。
役
所
や

寺
で
働
く
こ
と
を
通
し

て
文
字
を
習
得
し
た

人
々
が
、
地
方
の
村
々

で
筆
や
墨
を
使
う
よ
う

に
な
る
の
が
奈
良
時

代
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ

か
ら
村
々
で
墨
書
土
器

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
当
時
の
民
衆

の
あ
い
だ
に
は
、
冥め
い
か
い界

か
ら
や
っ
て
く
る
鬼
や

ワンケース・ミュージアム 48
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二
〇
一
九
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
、
福
島
県
い
わ
き
市
の

国
宝
白し
ら
み
ず
あ
み
だ
ど
う

水
阿
弥
陀
堂
と
住す
み
よ
し
ま
が
い
ぶ
つ

吉
磨
崖
仏
を
訪
れ
ま
し
た
。

五
月
三
〇
日
当
日
は
お
天
気
に
恵
ま
れ
、
午
前
中
は
白

水
阿
弥
陀
堂
、
午
後
は
い
わ
き
市
遍
へ
ん
じ
ょ
う
い
ん

照
院
の
住
吉

磨
崖
仏
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
後
期
、
極
楽
浄
土
を
こ
の
世

に
再
現
し
よ
う
と
、
貴
族
・
豪
族
に

よ
っ
て
阿
弥
陀
堂
が
日
本
各
地
に
建

立
さ
れ
ま
し
た
。
白し
ら
み
ず
あ
み
だ
ど
う

水
阿
弥
陀
堂

は
、
中
尊
寺
金
色
堂
（
一
一
二
四

年
）
と
と
も
に
、
平
安
時
代
後

期
の
阿
弥
陀
堂
建
築
と
し
て
大

変
貴
重
で
、
早
く
も
昭
和
四
年

に
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
遺
跡
め
ぐ
り
当
日
は
、
真
っ

青
な
青
空
と
新
緑
に
恵
ま
れ
、
阿

弥
陀
堂
の
伸
び
や
か
な
屋
根
が
と

て
も
美
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　

白し
ら
み
ず
あ
み
だ
ど
う
き
ょ
う
い
き

水
阿
弥
陀
堂
境
域
は
、
昭
和

三
七
年
の
発
掘
調
査
で
、
橋
跡
・
汀
線
・

石
組
が
見
つ
か
り
、
浄
土
式
庭
園
の
存
在

が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
浄
土
式
庭
園
は
、

宇
治
の
平
等
院
や
、
平
泉
の
毛も
う
つ
う
じ

越
寺
な
ど
が
有
名
で
す

が
、
白
水
阿
弥
陀
堂
の
浄
土
式
庭
園
も
、
日
本
を
代
表

す
る
史
跡
で
、
昭
和
四
一
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
つ
つ
周
辺

の
整
備
が
行
わ
れ
た
結
果
、
現
在
の
よ
う
な
素
晴
ら
し

い
庭
園
と
な
り
ま
し
た
。

　

白
水
阿
弥
陀
堂
の
中
に
入
る
と
、
平
安
時
代
の
優
雅

さ
を
残
す
仏
像
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。
中
央
が
本
尊
阿

弥
陀
如
来
で
、
そ
の
両
脇
が
観か

ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ

世
音
菩
薩
と
勢せ
い
し
ぼ
さ
つ

至
菩
薩

で
す
。
さ
ら
に
外
側
に
、
持じ
こ
く
て
ん

国
天
、

多た
も
ん
て
ん

聞
天
の
諸
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
当
時
、
極
彩
色
の
堂

内
と
金
色
の
仏
像
は
、
平

安
時
代
の
人
々
の
目
に

極
楽
世
界
と
映
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

小
名
浜
で
昼
食
を

と
っ
て
か
ら
、
い
わ

き
市
指
定
史
跡
の

住す
み
よ
し
ま
が
い
ぶ
つ

吉
磨
崖
仏
を
訪
ね

ま
し
た
。
鎌
倉
時
代

（
一
三
世
紀
）
頃
と
推

定
さ
れ
て
い
る
見
事
な

石
仏
で
す
。
遍へ
ん
じ
ょ
う
い
ん

照
院
の

裏
山
の
崖
に
美
し
い
像
容

を
み
せ
る
磨
崖
仏
は
、
白
水

阿
弥
陀
堂
を
生
み
出
し
た
、
い

わ
き
地
方
の
仏
教
美
術
の
水
準
の
高

さ
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。
参
加

さ
れ
た
方
か
ら
は
、
普
段
訪
れ
る
こ
と
が
す
く
な
い
、

こ
の
よ
う
な
場
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
、

と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）

遺跡めぐり

ご
あ
い
さ
つ

　

今
年
四
月
一
日
か
ら
、（
公
財
）ひ
た
ち
な
か
市
生
活
・

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
公
社
文
化
財
調
査
事
務
所
で
職
員
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
な
ん
と
、
新
人

職
員
は
二
六
年
ぶ
り
だ
そ
う
で
す
。

　

出
身
は
こ
こ
、
ひ
た
ち
な
か
市
。
私
が
考
古
学
に
興

味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、
小
学
生
の
時
に
ひ
た
ち
な

か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
で
、
勾
玉
づ
く
り
体

験
を
し
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
大
学
は

考
古
学
が
学
べ
る
と
こ
ろ
へ
進
学
し
、
博
物
館
実
習
で

も
こ
こ
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
ま

さ
か
こ
こ
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
夢
に
も
思
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
で
は
、
地
元
で
考
古
学
に
携

わ
る
仕
事
が
で
き
、
誇
ら
し
く
、
と
て
も
幸
せ
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　

担
当
は
旧
石
器
時
代
か
ら
弥
生
時
代
。
学
生
時
代
は

古
代
を
勉
強
し
て
い
た
の
で
、
ま
だ
ま
だ
学
ぶ
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
埋
文
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
る
み
な

さ
ま
に
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
遺
跡
の
魅
力
を
お
伝
え
で

き
る
よ
う
に
、
日
々
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
田
中
美
零
）

いわき市
白水阿弥陀堂を訪ねて
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古
墳
時
代
は
今
か
ら
一
七
◯
◯
年
前
頃
を
は
じ
ま
り

と
し
て
い
ま
す
。
市
内
で
こ
の
頃
に
つ
く
ら
れ
た
集
落

と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
が
、
三み
た
ん
だ

反
田
遺
跡
で
す
。
遺
跡
は

三
反
田
小
学
校
敷
地
内
に
あ
り
ま
す
。
三
反
田
遺
跡
の

住
居
跡
か
ら
は
、地
元
で
使
わ
れ
て
い
た
「
十じ
ゅ
う
お
う
だ
い

王
台
式
」

と
い
う
土
器
で
は
な
く
、「
古
式
土は

じ

き
師
器
」
と
称
さ
れ

る
他
地
域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
土
器
、
ま
た
は
そ
の
特

徴
を
有
す
る
土
器
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。

　

三
反
田
遺
跡
で
は
一
九
九
◯
年
の
第
５
次
調
査
終
了

後
調
査
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
三
反
田
小
学

校
の
校
舎
建
て
替
え
工
事
に
伴
い
、
二
◯
一
六
年
度
の

試
掘
調
査
（
第
６
次
）
に
基
づ
き
、
二
◯
一
七
・
二
◯

一
八
年
度
に
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ひ

た
ち
な
か
市
の
古
墳
時
代
の
は
じ
ま
り
を
考
え
る
上
で

重
要
な
成
果
が
あ
り
ま
し
た
。

方
形
周
溝
墓
の
確
認

　

調
査
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
住
居
跡
一
◯
基
と
方

形
周
溝
墓
と
い
う
墓
を
三
基
確
認
し
ま
し
た
。
三
反
田

遺
跡
で
方
形
周
溝
墓
を
確
認
し
た
の
は
初
め
て
で
す
。

方
形
周
溝
墓
と
は
、
溝
を
埋
葬
部
分
の
周
囲
に
方
形
に

め
ぐ
ら
し
た
墓
で
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に

造
ら
れ
ま
す
。
墓
の
平
面
形
は
溝
が
全
周
す
る
も
の
と

考
え
ま
す
。
規
模
は
、
三
基
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
溝
外
周

が
13
ｍ
前
後
、
内
周
が
10
ｍ
前
後
を
測
り
ま
す
。
主
軸

は
、
第
２
・
３
号
墓
が
同
じ
で
、
第
１
号
墓
は
異
な
り

ま
す
。
遺
構
の
重
複
は
、
第
１
号
墓
の
溝
が
第
２
号
墓

を
避
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
旧
関
係
は
第
２
号
墓
が

第
１
号
墓
よ
り
古
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
第
１

号
墓
は
第
１
号
住
居
跡
を
掘
り
込
ん
で
お
り
、
第
３
号

墓
は
第
３
号
住
居
跡
を
掘
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

ワンケース・ミュージアム 49

と
、
茨
城
土
器
編
年
Ⅱ
期
前
半
に
台
地
縁
辺
部
を
中
心

に
住
居
が
造
ら
れ
、
住
居
廃
絶
後
同
じ
場
所
に
墓
が
造

営
さ
れ
ま
す
。
Ⅱ
期
後
半
に
は
住
居
は
台
地
中
央
部
に

移
り
、
縁
辺
部
に
は
引
き
続
き
墓
が
造
営
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
三
反
田
遺
跡
は
集
落
の
な
い
空
白
地
域

に
「
移
住
」
と
い
う
形
で
住
居
が
建
て
ら
れ
、
最
初
に

建
て
ら
れ
た
住
居
廃
絶
後
す
ぐ
に
新
し
い
墓
制
で
あ
る

方
形
周
溝
墓
も
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

こ
の
事
実
か
ら
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
古
墳
時
代
の
は
じ

ま
り
で
は
、
他
地
域
の
土
器
を
使
う
人
た
ち
が
集
落
を

つ
く
り
、
そ
の
後
す
ぐ
に
新
し
い
墓
制
で
あ
る
方
形
周

溝
墓
と
い
う
墓
も
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
健
一
）

三反田遺跡遺構変遷推定図

古墳時代のはじまり
－三反田遺跡発掘調査の成果－

令和元年
7/27　 9/23
 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

月･祝

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.49

＊谷仲俊雄他　二◯一六　「弥生土器から土師器へ - 土師器からみた地域間交流 -」『シンポジウム　考古学からみる茨城の交易・交流　発表要旨』茨城県考古学協会
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2墓

3墓

3

住
居
廃
絶
後
に
墓
を
築
い
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

遺
構
の
重
な
り
や
出
土
遺
物
か
ら
、
方

形
周
溝
墓
の
時
期
は
古
墳
時
代
前
期
前

半
の
茨
城
土
器
編
年
Ⅱ
期
［
谷
仲
他
二
◯

一
六
］
に
比
定
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
時
期
を
推
定
す
る
と
、
壷
の
特
徴

か
ら
第
１
号
墓
が
Ⅱ
期
後
半
で
、
第
３
号

墓
が
Ⅱ
期
前
半
と
考
え
ま
し
た
。

　
三
反
田
遺
跡
の
ム
ラ
の
変
遷

　

今
回
確
認
し
た
住
居
跡
の
時
期
は
、
古

墳
時
代
前
期
前
葉
の
茨
城
土
器
編
年
Ⅱ
期

前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
調

査
成
果
か
ら
遺
構
の
変
遷
を
推
定
し
ま
す

三反田遺跡出土遺物の展示風景
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神奈川県横浜市青葉区

荏子田横穴

 柏木 善治

（公益財団法人かながわ考古学財団）

　
神
奈
川
県
と
東
京
都
下
の
境
は
、
複
雑
に
入
り
組
ん
で

い
る
。
横
浜
市
、
川
崎
市
、
町
田
市
と
い
っ
た
市
域
に
は

横
穴
墓
が
多
数
あ
り
、横
浜
市
青
葉
区
に
荏
子
田
横
穴
（
横

浜
市
指
定
史
跡
）、
町
田
市
に
玉ぎ
ょ
く
だ
や
と

田
谷
戸
横
穴
墓
群
（
東
京

都
指
定
史
跡
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
家
形
横
穴

墓
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
線
刻
画
の
描
か
れ
た
、
川
崎
市
麻

生
区
の
早は
や
の野
横
穴
墓
も
あ
り
、
学
史
上
の
著
名
な
横
穴
墓

が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

荏
子
田
横
穴
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
学
会

に
発
表
さ
れ
、
陽
刻
で
家
屋
の
内
部
が
表
現
さ
れ
た

切き
り
づ
ま
つ
ま
い
り

妻
妻
入
構
造
の
家
形
横
穴
墓
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

た
。
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
に
は
『
横
浜
市
史
資
料
編
』

21
と
し
て
大
塚
初
重
氏
に
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
横
穴
墓
の
主
軸
は
南
北
軸
で
南
向
き
に
開
口

し
て
い
る
。
墓
前
域
か
ら
見
上
げ
る
よ
う
に
玄げ

ん
し
つ室

が
存
在

し
、
侵
入
を
拒
む
よ
う
な
威
圧
感
が
あ
っ
て
、
墓
前
域
と

玄
室
奥
壁
天
井
部
分
と
の
比
高
差
は
四
ｍ
に
も
達
す
る
。

　

墓
前
域
の
構
築
は
旧
地
形
を
掘
り
込
ん
で
、
側
壁
は
三

ｍ
の
高
さ
を
具
え
て
い
る
。
そ
こ
は
一
一・五
㎡
ほ
ど
の
広

さ
で
、
左
右
壁
沿
い
に
は
排
水
溝
が
あ
る
。
一
ｍ
ほ
ど
の

段
差
を
上
っ
て
羨せ

ん
ど
う道
が
延
び
、
境
を
区
切
る
よ
う
に
板
石

の
門
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
閉
塞
さ
れ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
こ
の
玄
門
か
ら
奥
側
に
礫れ
き

が
敷
か
れ
て
い
る
が
、

袖
部
分
を
越
え
て
も
続
い
て
い
る
。
玄
門
と
奥
壁
の
中
間

に
は
高
さ
五
◯
㎝
ほ
ど
の
段
差
が
あ
っ
て
、
奥
側
の
高
い

部
分
に
は
礫
が
敷
か
れ
て
い
な
い
。
玄
室
の
壁
を
見
上
げ

れ
ば
、
柱
や
桁け
た
、
妻つ
ま
は
り梁
、
小こ
や
づ
か
屋
束
、
垂た
る
き木
、
棟む
な
き木
が
陽
刻

に
よ
り
精
巧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
遺
物
は
乱
さ
れ
た
土

壌
か
ら
小
片
が
出
土
し
た
よ
う
だ
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。

　

玄
室
の
袖
部
分
よ
り
奥
側
は
一
◯
・
八
㎡
で
、
高
さ
が

え　こ　だ

荏子田横穴の玄室（横浜市教育委員会提供）

二・
二
ｍ
と
い
う
大
き
な
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
規
模
の

変
化
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
玄
室
規
模
が
大
き
い
こ
と
を

評
価
す
れ
ば
、七
世
紀
前
半
と
い
う
時
期
が
該
当
し
よ
う
。

　

埋
葬
施
設
に
家
屋
と
い
う
概
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の

は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
東
ア
ジ
ア
で
は
漢
代
の
中
国
南
東

部
に
あ
る
崖
墓
で
家
屋
が
表
現
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、

日
本
列
島
で
は
五
世
紀
代
の
九
州
に
お
け
る
横
穴
墓
や
地

下
式
横
穴
墓
が
最
初
に
導
入
し
た
事
例
と
み
な
せ
る
。

　

列
島
の
い
わ
ゆ
る
家
形
横
穴
墓
は
二
種
に
分
か
れ
て
、

一
つ
は
壁
と
天
井
の
境
に
切
り
欠
き
な
ど
が
あ
っ
て
石
棺

の
内
部
を
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
。
今
一
つ
は
陽
刻
・

陰
刻
や
彩
色
に
よ
り
、
柱
な
ど
の
表
現
で
家
屋
内
部
を
丁

寧
に
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
陽
刻
・
陰
刻
に
よ
る
も
の
は

南
関
東
に
多
く
、
切
妻
妻
入
構
造
の
代
表
例
と
し
て
、
本

横
穴
墓
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

荏子田横穴の実測図（横浜市教育委員会提供）
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那 珂 川

中
根

那
珂
湊

平
磯

磯
崎

殿
山

高
田
の
鉄
橋

笠谷古墳群

虎塚古墳群

十五郎穴
横穴墓群

川子塚古墳

文
那珂湊中

文
那珂湊一小 海洋高

埋文センター

文
那珂湊二小

首塚

文

文
文

那珂湊高
支所

新宮素鵞神社

橿原神宮

酒列磯前神社

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 4（那珂湊中学区編①）改訂版

2018年までに発掘調査された遺跡 （地図上の●印）

一小地区 ： 御所内Ⅰ遺跡 , 御所内Ⅱ遺跡 , 前方遺跡 , 道理山遺跡 , 道理山貝塚 ,　　　　　　

柳沢十二所遺跡 , 大田房貝塚 , 小川貝塚 , 辰ノ口貝塚 , 御船蔵貝塚 , 八幡ノ上遺跡

二小地区 ： 船窪遺跡 , ぼんぼり山古墳 , 狢谷津遺跡 , 半分山遺跡 , 富士ノ上Ⅰ遺跡 ,　　　　

富士ノ上Ⅱ遺跡 , 富士ノ上貝塚 , 東塚原遺跡 , 東塚原古墳群 , 浅井内遺跡

2018年までに発掘調査された住居跡の数

一小地区 ： 1７基　　二小地区： 167基　

　　　　　　　　　　　　　　合　　　計 ： 184基　

　那珂湊中学区には，現在，

77 の遺跡がみつかっていま

す。今回紹介する那珂川河口

の地域の那珂湊第一小・第二

小学区には，42 の遺跡があ

ります。この中には，縄文時

代の小川貝塚や大田房貝塚，

弥生時代の半分山遺跡，古墳

時代の寺前古墳やぼんぼり山

古墳，古代の船窪遺跡といっ

た各時代の遺跡が存在してい

ます。

　遺跡の発掘調査は，市内

でもっとも古い 1930 年代

から行われており，2018 年ま

でに 34 回実施されています。

1936 年～ 1939 年にかけ

て調査が実施された小川貝塚

では，縄文時代の早・前期の

土器や石器，動物の骨等を材

料としてつくられた骨角器が

出土しています。大規模な調

査として，那珂湊中学校の東

側に位置する船窪遺跡群があ

ります。1997年～2001年

の５年間の調査で，弥生時代

から平安時代にかけての住居

跡が 155 基確認されていま

す。

船窪遺跡群は，台地上の船窪遺跡・半分山遺跡・

ぼんぼり山遺跡と，低地の狢谷津遺跡の４つの遺

跡からなる遺跡群です。発掘調査によって，船窪

遺跡と半分山遺跡で弥生時代後期から平安時代の

集落跡が，ぼんぼり山遺跡で弥生時代後期と奈良・

平安時代の集落跡及び古墳が確認されました。ま

た，狢谷津遺跡では埋没した谷が見つかりました。

そこから出土した板材からは，弥生時代の人々の

木を加工する技術の一端を知ることが出来ました。

縄文時代の貝塚は大田房貝塚，これに重複する弥生時代の遺跡は柳沢

遺跡と呼ばれています。縄文時代は，晩期の貝塚から釣針などの骨角

器が出土し，注口土器が完全な状態のまま残されていました。弥生時

代は，中期の集落跡が想定されます。管玉が副葬された土器棺墓も検

出されました。

北山ノ上遺跡は，独立丘陵上に形成された遺跡で

す。ここから採集された土器が，1939 年の山内

清男『日本先史土器図譜』第１輯に「十王台式」

の標本の１つとして掲載されました。

0 10cm

半分山遺跡の古墳時代の

住居跡から出土した子持

勾玉です。表面には，三

角形やはしご状の文様が

見られます。

ぼんぼり山古墳は，直径約 28ｍの円墳です。

海に向かって突き出た丘陵先端の地形を削り

出して，古墳をつくっています。溝の中に埋

葬施設があり，そこから副葬品として石製模

造品が出土しました。

寺前古墳は，墳丘長

約 50ｍの前方後円

墳です。高さは，前

方部が約 1.5ｍ，後

円部が約 3.5ｍを測

ります。時期は墳形

の特徴などから，古

墳時代前期に想定し

ています。
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笠谷古墳群

虎塚古墳群
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横穴墓群

川子塚古墳

文
那珂湊中

文
那珂湊一小 海洋高

埋文センター

文
那珂湊二小

首塚

文

文
文

那珂湊高
支所

新宮素鵞神社

橿原神宮

酒列磯前神社

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 4（那珂湊中学区編①）改訂版

2018年までに発掘調査された遺跡 （地図上の●印）
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北山ノ上遺跡は，独立丘陵上に形成された遺跡で

す。ここから採集された土器が，1939 年の山内

清男『日本先史土器図譜』第１輯に「十王台式」

の標本の１つとして掲載されました。
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半分山遺跡の古墳時代の

住居跡から出土した子持

勾玉です。表面には，三

角形やはしご状の文様が

見られます。

ぼんぼり山古墳は，直径約 28ｍの円墳です。

海に向かって突き出た丘陵先端の地形を削り

出して，古墳をつくっています。溝の中に埋

葬施設があり，そこから副葬品として石製模

造品が出土しました。

寺前古墳は，墳丘長

約 50ｍの前方後円

墳です。高さは，前

方部が約 1.5ｍ，後

円部が約 3.5ｍを測

ります。時期は墳形

の特徴などから，古

墳時代前期に想定し

ています。
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「
考
古
学
へ
の
興
味
は
い
つ
頃
か
ら
で
す
か
。」
と
よ
く

聞
か
れ
る
が
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
た
感
覚
は
な
い
。

強
い
て
言
え
ば
、
幼
い
頃
の
ヤ
ジ
リ
拾
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。

我
が
家
の
西
側
に
あ
る
ウ
エ
ン
デ
ー
（
北
茨
城
市
関
本
町

上う
え
の
だ
い
野
台
遺
跡
）
の
畑
は
、
市
内
で
最
も
広
い
縄
文
時
代
の

遺
跡
で
、
初
め
て
の
考
古
体
験
は
祖
父
に
教
え
て
貰
っ
た

ヤ
ジ
リ
拾
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
我
が
家
に
は
歴
史

好
き
の
祖
父
が
採
集
し
た
ヤ
ジ
リ
や
石
斧
・
土
偶
な
ど
が

あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
触
れ
合
い
も
影
響
し
た
と
思
う
。

　

高
校
に
入
学
後
の
一
九
六
三
年
頃
と
思
う
。
日
本
史
の

担
当
教
諭
は
新
任
の
橋は
し
ざ
き
し
ん
い
ち

崎
伸
一
先
生
だ
っ
た
。
定
か
で
は

な
い
が
橋
崎
先
生
の
授
業
で
、
住
ん
で
い
る
地
域
の
歴
史

レ
ポ
ー
ト
が
宿
題
と
し
て
出
さ
れ
た
。
私
は
近
く
に
あ
る

上
野
台
遺
跡
や
お
城
し
ろ
や
ま
じ
ょ
う
あ
と

山
城
跡
、
石
仏
な
ど
に
つ
い
て
写
真

を
入
れ
て
レ
ポ
ー
ト
を
纏
め
た
。
そ
の
レ
ポ
ー
ト
が
本
棚

か
ら
発
見
さ
れ
た
。
文
体
は
稚
拙
で
、
内
容
は
祖
父
が
書

い
た
文
章
の
コ
ピ
ぺ
的
な
も
の
だ
が
、
所
々
に
文
字
の
間

違
い
や
疑
問
点
な
ど
に
赤
鉛
筆
で
橋
崎
先
生
が
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
る
。
高
校
時
代
は
い
つ
も
の
ヤ
ジ
リ
拾
い
は
あ
ま

り
し
て
い
な
い
。
当
時
流
行
出
し
出
し
た
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン

グ
に
も
っ
と
も
興
味
が
あ
り
、
友
人
達
と
グ
ル
ー
プ
を
編

成
し
て
歌
っ
た
り
し
て
い
た
。
高
校
二
年
の
時
に
高
鈴
山

へ
の
学
年
遠
足
が
あ
っ
た
。隣
の
ク
ラ
ス
の
本
田
君
が
も
っ

て
き
た
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
「
抱
き

し
め
た
い
」が
流
れ
た
。
当
時
は
か
な
り
珍
し
か
っ
た
テ
ー

プ
レ
コ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
が
、そ
の
曲
に
体
が
震
え
た
。
ビ
ー

ト
ル
ズ
は
強
烈
で
新
鮮
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
高
校
を
無
断

欠
席
し
て
友
人
と
ビ
ー
ト
ル
ズ
映
画
を
何
度
か
見
に
日
比

谷
へ
行
っ
た
。
大
学
へ
入
学
し
た
一
九
六
六
年
六
月
末
、

そ
の
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
来
日
し
、武
道
館
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ

た
。
生
で
は
見
ら
れ
ず
、テ
レ
ビ
で
そ
の
興
奮
し
た
ス
テ
ー

ジ
を
見
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

　

上
京
し
て
か
ら
市
ヶ
谷
の
母
の
妹
宅
に
世
話
に
な
っ
て

い
た
私
は
、
考
古
学
に
も
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
示
さ
ず
、
居

心
地
が
悪
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
面
倒
好
き
で
小
う
る

さ
い
叔
母
宅
を
半
年
で
出
る
。
転
居
先
は
大
学
の
掲
示
板

で
見
付
け
た
高
井
戸
。
そ
の
部
屋
は
、
東
京
工
業
大
学
小

川
先
生
の
離
れ
の
六
畳
で
、
家
賃
は
月
五
千
円
だ
っ
た
。

そ
の
離
れ
に
は
一
年
以
上
住
ん
だ
が
、
そ
の
後
大
田
区
池

上
へ
転
居
。
こ
れ
に
は
発
掘
参
加
が
極
め
て
大
き
な
契
機

だ
っ
た
。

　

我
々
が
大
学
に
入
学
し
た
一
九
六
六
年
頃
か
ら
、
全
国

的
に
大
型
開
発
が
始
ま
っ
た
。
高
速
道
路
網
整
備
に
関
わ

る
道
路
建
設
、
郊
外
な
ど
で
の
大
型
団
地
造
成
な
ど
で
、

当
時
遺
跡
を
発
掘
調
査
で
き
る
人
も
少
な
く
、
大
学
な
ど

へ
発
掘
調
査
依
頼
が
殺
到
し
た
時
代
で
あ
る
。
大
学
二
年

に
な
る
と
、
研
究
室
に
は
発
掘
要
員
と
し
て
あ
ち
こ
ち
の

遺
跡
か
ら
声
が
か
り
、
そ
れ
は
博
物
館
関
係
授
業
の
受
講

生
に
特
に
声
掛
け
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
野
田
市
立

博
物
館
館
長
下し
も
つ
や
た
つ
お

津
谷
達
男
先
生
、
立
正
大
学
丸ま
る
こ
わ
た
る

子
亘
先
生
、

考
古
資
料
館
の
加か
と
う
ゆ
う
じ

藤
有
次
先
生
の
授
業
に
出
る
と
、
あ
の

遺
跡
こ
の
遺
跡
と
募
集
が
あ
っ
た
。
最
初
は
六
月
一
日
か

ら
約
一
か
月
行
わ
れ
た
千
葉
県
花は
な
み
が
わ

見
川
遺
跡
の
調
査
に
参

加
。
詳
細
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
大
型
団
地
造
成
に
先
立

つ
調
査
だ
っ
た
と
思
う
。
担
当
は
下
津
谷
先
生
、
丸
子
先

生
で
、
同
級
生
宮み
や
ざ
き
い
ち
ろ
う

崎
一
郎
君
、
鈴す
ず
き
ひ
ろ
こ

木
宏
子
さ
ん
達
と
参
加
。

私的茨城考古学外史―遺跡・人　出会いと別れ―
第１回　ヤジリ拾いから発掘へ

瓦吹　堅

プロフィール
1948（昭和23）年茨城県多賀郡関本村生まれ。

國學院大學史学科卒。1976（昭和51）年より

2008（平成 20）年まで，茨城県教育財団・茨城

県立歴史館勤務。現在，茨城キリスト教大学非

常勤講師，高萩市歴史民俗資料館館長兼文化財

専門，茨城県考古学協会会長。／主な著作「茨

城の土偶」『東国の土偶』等。

流山市東深井古墳群
（1968年 12月）
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我
々
の
ほ
か
、
立
正
大
学
か
ら
は
同
学
年
の
野の
じ
り
つ
よ
し

尻
侃
・

河か
わ
ち
と
し
ゆ
き

地
俊
幸
・
福ふ
く
ま
げ
ん
間
元
君
達
が
参
加
し
た
。
毎
日
ト
レ
ン
チ

掘
り
が
続
い
た
。
六
月
の
太
陽
は
紫
外
線
も
強
く
、
顔
は

黒
く
日
焼
け
し
、
そ
の
う
ち
皮
が
剥
け
出
す
。
周
り
の
先

輩
達
か
ら
は
恐
怖
の
エ
ン
ピ
投
げ
の
特
訓
。
エ
ン
ピ
投
げ

と
は
土
を
ス
コ
ッ
プ
の
形
を
崩
さ
ず
に
遠
く
へ
投
げ
る
職

人
芸
的
な
技
術
で
、
こ
れ
が
発
掘
の
第
一
歩
。
連
続
百
回

投
げ
は
ま
だ
ま
だ
序
の
口
で
、
男
子
は
最
低
五
百
回
連
続

で
投
げ
、
恐
怖
の
千
回
投
げ
も
あ
っ
た
。
こ
の
特
訓
の
お

陰
で
、
今
で
も
形
が
崩
れ
な
い
こ
の
ス
タ
イ
ル
だ
。
こ
の

調
査
で
遺
構
の
検
出
の
仕
方
、
平
板
測
量
の
仕
方
、
手
ス

コ
（
移
植
小
手
）、
鋤じ
ょ
れ
ん簾

の
使
い
方
な
ど
多
く
を
学
び
、
次

な
る
遺
跡
の
発
掘
へ
と
期
待
感
が
膨
ら
ん
だ
。
こ
の
頃
か

ら
数
か
所
の
遺
跡
発
掘
で
同
じ
釜
の
飯
を
食
い
、
最
近
ま

で
交
流
し
て
い
た
山
形
県
の
野
尻
（
二
◯
一
三
年
八
月
逝

去
）、
千
葉
県
の
河
地
（
二
◯
一
八
年
一
月
逝
去
）、
同
じ

く
福
間
（
二
◯
一
九
年
一
月
逝
去
）
が
次
々
と
鬼
籍
に
入
っ

て
し
ま
い
、
哀
し
い
限
り
だ
。

　

同
じ
年
の
七
月
か
ら
八
月
上
旬
、
千
葉
県
東
金
市
家い
え

の

子こ

古
墳
群
の
調
査
に
参
加
。
丸
子
先
生
が
調
査
団
長
、
立

正
大
学
院
生
の
渡わ
た
な
べ
ち
し
ん

辺
智
信
さ
ん
が
調
査
主
任
で
、
初
め
て

古
墳
測
量
を
体
験
し
た
。
測
量
は
知
っ
て
の
通
り
レ
ベ
ル
・

平
板
・
箱
尺
・
巻
尺
と
最
低
四
名
掛
か
り
で
、
四
年
太お
お
た田

令れ
い
こ子

さ
ん
が
指
導
係
。
私
は
平
板
を
担
当
し
、
い
ろ
い
ろ

と
教
え
ら
れ
た
。
太
田
さ
ん
は
卒
業
後
に
渡
辺
さ
ん
と
結

婚
さ
れ
た
が
、
測
量
当
時
は
深
め
の
帽
子
に
サ
ン
グ
ラ
ス

と
い
う
迫
力
あ
る
上
級
生
と
い
う
印
象
だ
っ
た
。
こ
の
調

査
は
、
墳
丘
測
量
を
始
め
と
し
て
横
穴
式
石
室
の
展
開
図

石岡市国分尼寺（1971年 11月）

作
成
な
ど
、
そ
の
後
の
発
掘
に
役
立
つ
実
り
の
多
い
調
査

と
な
っ
た
。
私
が
茨
城
県
立
歴
史
館
に
勤
務
し
て
い
た
当

時
、
調
査
主
任
だ
っ
た
渡
辺
さ
ん
は
千
葉
県
文
化
財
セ
ン

タ
ー
に
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
資
料
の
借
用
な
ど
で
無
理
を

聞
い
て
い
た
だ
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
た
が
、

二
◯
一
五
年
に
七
二
才
で
鬼
籍
に
入
ら
れ
、
令
子
夫
人
も

同
じ
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
。

（後列：左から瓦吹，田宮一典，山下房子，吉野勢津子，北村誠）

「笑う埴輪」復活!?（遺跡めぐり）

（前列：左から伊東重敏，小木香）
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資料報告

那珂湊反射炉跡採集の窯資料（続報）
─水戸藩領内における近世窯業の一側面─

川口　武彦

　茨城県指定史跡「那珂湊反射炉跡」に隣接する山上門脇の斜面を歩いた際に，これまで報告

されていない窯道具を採集しました。窯道具のうち，四ツ羽根天秤やタコハマと呼ばれるもの

は，第９代水戸藩主徳川斉昭が天保９（1838）年に偕楽園の傍に開設した七面製陶所跡で出土

しているものと酷似しており，拙稿（川口　2016）で報告した焼け歪んだ焼締陶器碗のような小

形の焼物の焼成に使われたものと考えられ，那珂湊反射炉に耐火煉瓦を供給した登窯において

焼物の焼成が行われていたことを裏付ける貴重な資料です。

★

★ 遺物採集地点

復原された登窯

▲
■
▲
■

▲
■
▲
■ 那珂湊反射炉跡

図１　遺物採集地点・那珂湊反射炉跡・復原された登窯の位置関係（地理院地図電子国土 Web より転載・加筆）

は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
以
前
に
茨
城
県
指
定
史
跡
「
那
珂
湊
反
射

炉
跡
」
山
さ
ん
じ
ょ
う
も
ん

上
門
脇
の
斜
面
に
お
い
て
採
集
し
た
焼
け
歪

ん
だ
焼や
き
し
め締
陶
器
碗
と
窯
道
具
・
耐
火
煉れ
ん
が瓦
片
・
磁
器
片

を
報
告
し
、
那
珂
湊
反
射
炉
に
耐
火
煉
瓦
を
供
給
し
た

登
窯
で
は
焼
物
も
焼
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す

る
と
と
も
に
、
窯
道
具
を
利
用
し
た
耐
火
煉
瓦
の
窯
詰

め
方
法
に
つ
い
て
復
元
案
を
提
示
し
ま
し
た
（
川
口　

二
〇
一
六
）。
そ
の
後
も
現
地
踏
査
を
幾
度
か
重
ね
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
な
い
窯
道
具
を
数
点

採
集
し
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
資
料
を
報
告
し

ま
す
。

那
珂
湊
反
射
炉
跡
の
位
置
と
遺
物
の
採
集
地
点

　

那
珂
湊
反
射
炉
跡
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
釈
迦
町
三
─

二
一
に
所
在
し
ま
す
（
図
１
）。
遺
物
を
採
集
し
た
地
点

は
、那
珂
湊
反
射
炉
が
立
地
す
る
台
地
の
北
西
斜
面
で
、

山
上
門
を
く
ぐ
っ
た
す
ぐ
左
手
で
す
。

採
集
し
た
窯
道
具
の
特
徴
（
図
２
）

　

１
は
靴
を
逆
に
し
た
よ
う
な
形
を
呈
し
、
裏
面
と
側

面
に
は
布
目
圧
痕
、
表
面
の
平
坦
面
に
は
直
径
４
cm
ほ

ど
の
円
形
の
剥
離
面
が
み
ら
れ
ま
す
。
形
状
か
ら
肥
前

窯
業
圏
で
四
ツ
羽
根
天
秤
や
十
字
形
大
ハ
マ
・
タ
コ
ハ

マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
裏
面
の
突
出
部
に
は

12



図２　採集した窯道具（S=1/3）

図３　水戸市七面製陶所跡出土のタコハマ（S=1/10）

0 10cm

凹
み
が
み
ら
れ
、
こ
の
部
分
に
大
型
の
ト
チ
ン
の
平
坦

面
を
重
ね
合
わ
せ
、
窯
内
部
の
空
間
を
有
効
に
利
用
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
上
面
の
平
坦
面
に
あ
る
直
径
４

cm
の
剥
離
痕
は
前
回
報
告
し
た
焼
締
陶
器
碗
の
高
台

径
と
近
似
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
部
分
に
碗
な
ど
を
載

せ
て
窯
詰
め
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
胎
土
に
は

黒
色
・
白
色
・
透
明
粒
が
多
く
含
ま
れ
、
色
調
は
灰

白
（
２
・
５
Ｙ
７
／
１
）
〜
に
ぶ
い
黄
（
１
０
Ｙ
Ｒ
５
／
４
）
で

す
。
現
存
長
９
・
８
cm
、
現
存
幅
６
・
７
cm
、
現
存
厚
５
・

１
cm
で
、
類
似
す
る
形
状
の
タ
コ
ハ
マ
は
水
戸
市
の

七し
ち
め
ん
せ
い
と
う
じ
ょ
あ
と

面
製
陶
所
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
（
図
３
）。　

   

２
は
籾も
み

や
植
物
繊
維
の
圧
痕
が
全
面
に
み
ら
れ
る
も

の
で
、
上
端
が
Ｌ
字
上
に
折
れ
曲
が
る
の
に
対
し
、
下

0 10cm

2

─ ─

4

─

─

3

─

─
─

1

─

─
─
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端
は
平
坦
面
と
な
っ
て
い
ま
す
。全
長
９
・
４
cm
、幅
４
・

７
cm
、
厚
さ
２
・
７
cm
で
、
色
調
は
灰
白
（
５
Ｙ
８
／
１
）

〜
に
ぶ
い
黄
（
２
・
５
Ｙ
６
／
３
）
で
す
。
規
模
や
形
状
は

異
な
り
ま
す
が
、
籾
や
植
物
繊
維
の
圧
痕
が
見
ら
れ
る

胎
土
目
が
、
水
戸
市
の
囲
か
こ
え
う
ら
か
ま
あ
と

裏
窯
跡
で
も
採
集
さ
れ
て
い

て
、
鉢
な
ど
の
焼
成
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
（
川
口
・
関
口　

二
〇
〇
七
）。

　

３
は
円
柱
状
の
体
部
の
下
端
に
円
形
の
平
坦
面
を

持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
肥
前
窯
業
圏
で
一
般
的
に
ト

チ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
耐
火
煉
瓦
の
窯
詰
め

に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。
円
柱
部
は
焼
け
歪
み
に
よ

り
折
れ
曲
が
っ
て
い
て
、
平
坦
面
に
は
離
れ
砂
の
付
着

が
見
ら
れ
ま
す
。
胎
土
に
は
黒
色
・
白
色
粒
が
多
く
含

ま
れ
、色
調
は
灰
白
（
２
・
５
Ｇ
Ｙ
８
／
１
）、平
坦
面
径
４
・

５
〜
４
・
８
cm
、
円
柱
部
径
３
・
８
cm
で
す
。

　

４
は
耐
火
煉
瓦
の
窯
詰
め
の
際
に
使
用
さ
れ
た
円
柱

状
の
窯
道
具
で
す
。
上
下
両
端
の
平
坦
面
に
は
離
れ
砂

の
痕
跡
が
残
さ
れ
、
直
径
４
・
５
〜
４
・
８
cm
で
、
厚
さ

は
４
・
２
cm
で
す
。
以
前
に
採
集
し
た
耐
火
煉
瓦
に
も

ほ
ぼ
同
じ
直
径
の
離
れ
砂
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
耐
火
煉
瓦
の
重
ね
焼
き
に
使
用
さ
れ
た
焼
台

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
表
裏
両
面
に
打
撃
に
よ
る
剥
離
痕

が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
耐
火
煉
瓦
に
固
着
し
た
際

に
叩
い
て
剥
が
し
取
る
行
為
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
胎
土
に
は
黒
色
・
白
色
粒
が
多
く
含
ま
れ
、
色

調
は
灰
白
（
５
Ｙ
８
／
１
）
で
す
。

  お
わ
り
に

　

本
報
告
で
は
茨
城
県
指
定
史
跡
「
那
珂
湊
反
射
炉

跡
」
に
隣
接
す
る
山
上
門
脇
の
斜
面
に
お
い
て
採
集
し

た
窯
道
具
を
紹
介
し
ま
し
た
。
窯
道
具
の
う
ち
タ
コ
ハ

マ
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
那
珂
湊
反
射
炉
に
耐
火
煉
瓦

を
供
給
し
た
登
窯
に
お
い
て
碗
類
な
ど
の
小
形
の
焼
物

も
焼
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
貴
重
な
資
料
で

す
。
ま
た
、
タ
コ
ハ
マ
の
形
状
や
大
き
さ
は
、
水
戸
市

の
七
面
製
陶
所
跡
で
出
土
し
て
い
る
も
の
と
類
似
し
て

お
り
、
那
珂
湊
反
射
炉
の
建
設
に
際
し
て
、
水
戸
市
七

面
製
陶
所
、
常
陸
太
田
市
町ま
ち
だ田
窯
、
栃
木
県
那
珂
川
町

小こ
い
さ
ご砂
等
で
焼
物
生
産
に
従
事
し
て
い
た
在
地
の
陶
工
た

ち
の
関
与
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
（
渡
辺
二
○
○
五
）
を

裏
付
け
る
も
の
と
考
え
る
事
が
で
き
ま
す
。
登
窯
の
遺

構
は
現
在
の
と
こ
ろ
未
確
認
で
す
が
、
近
い
将
来
に
学

術
目
的
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
採
集
遺
物
に
つ
い
て
は
、
ひ
た

ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
へ
寄
贈
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
、
那
珂
湊
反
射
炉
跡
の
調
査

研
究
の
基
礎
資
料
等
と
し
て
御
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

【
謝
辞
】

　

本
報
告
を
ま
と
め
る
に
当
た
り
、
河
野
一
也
、
瓦
吹　

堅
、

関
口
慶
久
の
諸
氏
か
ら
は
資
料
に
つ
い
て
有
益
な
御
助
言
を
頂

戴
し
ま
し
た
。
御
芳
名
を
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

引
用
・
参
考
文
献

川
口
武
彦　

二
〇
一
六　
「
那
珂
湊
反
射
炉
跡
採
集
の
窯
資
料

─
水
戸
藩
領
内
に
お
け
る
近
世
窯
業
の
一
側
面
─
」『
ひ

た
ち
な
か
埋
文
だ
よ
り
』
四
四　

ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

川
口
武
彦
・
関
口
慶
久　

二
〇
〇
七　
「
水
戸
城
下
に
お
け
る

近
世
生
産
遺
跡
の
調
査
と
課
題
─
七
面
製
陶
所
跡
の
調
査

を
中
心
に
─
」『
江
戸
遺
跡
研
究
会
会
報
』
第
一
〇
六
号

関
口
慶
久
・
渥
美
賢
吾
・
川
口
武
彦
・
米
川
暢
敬　
　
　
　
　

二
〇
一
七
『
七
面
製
陶
所
跡　

遺
構
・
遺
物
編　

第
一
〜

三
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
水
戸
市
教
育
委
員
会

渡
辺
芳
郎　

二
〇
〇
五　
「
幕
末
に
お
け
る
耐
火
レ
ン
ガ
生
産

と
在
来
窯
業
─
薩
摩
藩
・
集
成
館
事
業
の
場
合
─
」『
金

大
考
古
』
第
四
九
号

渡
辺
芳
郎　

二
〇
一
一　
「
窯
跡
資
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
─
近

世
薩
摩
焼
の
焼
成
技
術
─
」『
や
き
も
の
づ
く
り
の
考
古

学
─
鹿
児
島
の
縄
文
土
器
か
ら
薩
摩
焼
ま
で
─
』
鹿
児
島

大
学
総
合
研
究
博
物
館
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2019 前期

23
　
ミ
ゾ
ソ
バ

　

今
回
ご
紹
介
す
る
小
さ
な
花
は
、
虎
塚
古
墳
の
台
地
下
の
湿
地
に
咲
く

ミ
ゾ
ソ
バ
（
溝
蕎
麦
）
で
す
。
ミ
ゾ
ソ
バ
は
タ
デ
科
タ
デ
属
の
植
物
で
す
。

茎
に
は
下
向
き
の
刺
が
あ
り
、
下
部
は
地
面
に
上
部
は
立
ち
上
が
っ
て
直

立
し
て
い
ま
す
。
葉
は
鉾
形
で
、
茎
と
同
じ
よ
う
に
刺
が
あ
り
ま
す
。
花

は
非
常
に
小
さ
く
、
上
部
が
淡
紅
色
で
下
部
が
白
色
の
小
花
が
一
◯
個
く

ら
い
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
名
前
の
由
来
は
、
溝
に
生
え
て
葉
や
花
の
咲

い
た
状
態
が
ソ
バ
に
似
て
い
る
か
ら
と
さ
れ
ま
す
。
七
～
一
◯
月
頃
に
咲

き
ま
す
。

　

ミ
ゾ
ソ
バ
と
非
常
に
似
た
花
に
、
マ
マ
コ
ノ
シ
リ
ヌ
グ
イ
や
ウ
ナ
ギ
ツ

カ
ミ
が
あ
り
ま
す
。
二
つ
と
も
奇
妙
な
名
前
で
す
ね
。
こ
の
三
つ
を
見
分

け
る
に
は
葉
の
形
を
見
る
と
よ
い
と
聞
き
ま
し
た
。
葉
の
形
か
ら
は
ミ
ゾ

ソ
バ
だ
と
思
う
の
で
す
が
確
認
不
足
で
す
。
考
古
学
の
調
査
に
携
わ
る
も

の
と
し
て
は
、
こ
の
状
況
は
失
格
で
す
。
反
省
！　
　
　
　
　

（
稲
田
健
一
）2010.10.15

４
月

3

茨
城
新
聞
虎
塚
古
墳
取
材
／4

ひ
た

ち
な
か
市
役
所
新
人
研
修
／4

-
7

虎
塚

古
墳
一
般
公
開
／6

水
戸
市
と
き
わ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
会
見
学
／7

毎
日
新

聞
旅
行
見
学
／9

-
1
9

堀
口
遺
跡
試
掘

調
査
／1

1
-
1
7

岡
田
遺
跡
本
調
査
／

1
3
-
2
0

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

6

文

化
庁
視
察
／1

7

・1
8

御
所
内
Ⅰ
遺
跡

試
掘
調
査
／1

9

日
立
市
金
沢
小
学
校

へ
資
料
貸
出【
井
上
資
料
縄
文
土
器
ほ
か
】
／2

1

古
墳
見
学
会
名
古
屋
本
部
見
学

５
月

1
-
5

／
小
玉
秀
成
氏
（
小
美
玉
市
役
所
）
資
料

調
査【
藤
本
資
料
】／6

第
16
回
企
画
展
「
縄

文
人
と
装
身
具
」終
了
／8
-
2
8

西
中
根

遺
跡
試
掘
調
査
／9

津
田
小
学
校
6
年

生
社
会
科
見
学
／1

4

牛
久
市
東
み
ど

り
野
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
見
学
（
上
段
左
写
真
）

／1
4
-
2
8

君
ヶ
台
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
7

日
立
市
金
沢
小
学
校
よ
り
資
料
返

却
／2

2

中
根
小
学
校
3
年
生
社
会
科

見
学

2
2

富
士
見
町
ふ

れ
あ
い
ラ
ジ
オ
体

操
の
会
見
学

2
2
-
2
4

東
中
根
清
水
遺
跡
試
掘
調
査
／

2
4

中
根
小
学
校
6
年
生
社
会
科
見
学

／2
5

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
48

「
ひ
た
ち
な
か
市
の
墨
書
土
器
―
器
の

底
に
書
く
―
」開
始
／2

8

石
高
遺
跡
試

掘
調
査
開
始
／2

9

外
野
小
学
校
3
年

生
社
会
科
見
学

30

遺
跡
め
ぐ
り

６
月

1

福
島
大
学
見
学
／4-7

黒
袴
遺
跡
試

掘
調
査
／5

石
高
遺
跡
試
掘
調
査
終
了

／11-14

東
原
遺
跡
試
掘
調
査
／12

田
彦
小
学
校
３
年
生
社
会
科
見
学
／

珍
客

18-20

金
上
塙
遺
跡
試
掘
調
査
／26

茨
城
大
学
出
前
授
業【
埋
文
セ
ン
タ
ー
の
活
動
】

７
月

2-5

市
毛
下
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／3

茨

城
大
学
出
前
授
業【
虎
塚
古
墳
に
つ
い
て
】／7

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
48
終
了
／

9-17

市
毛
上
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／11

常
陸
大
宮
市
美
和
公
民
館
講
座
「
古
墳

を
訪
ね
る
」見
学

13

博
物
館
実
習
施
設
見
学
（
茨
城
キ
リ
ス
ト

教
大
学
）
／17

俳
句
の
会
見
学
／17-21

内
手
遺
跡
試
掘
調
査
／17-23

下
高
井

みどり野シニアクラブ

15



博物館実習生の壁画点検体験

　

編
集
後
記
の　

虎
の
子

　
「
さ
よ
う
な
ら
」
の
次
に
は
「
は
じ
め
ま
し
て
」
が

あ
る
。
今
号
か
ら
編
集
者
が
代
替
わ
り
し
た
。
内
容
も

新
た
な
連
載
や
、新
入
職
員
に
よ
る
紙
面
も
加
わ
っ
た
。

当
然
の
ご
と
く
表
紙
と
編
集
後
記
も
執
筆
者
が
変
更
と

な
っ
た
。
前
任
者
の
表
紙
や
編
集
後
記
の
イ
ン
パ
ク
ト

を
引
き
継
ぐ
の
は
私
に
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
よ
っ

て
初
回
は
最
も
得
意
な
虎
塚
古
墳
の
石
室
に
頼
る
こ
と

に
し
た
。
し
か
も
、
石
室
内
に
人
物
が
写
っ
て
い
る
。

　

表
紙
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
虎
塚
古
墳
の
壁
画
は
年

間
一
六
日
間
し
か
見
学
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
よ
っ

て
、
特
別
な
こ
と
が
な
い
限
り
、
石
室
内
に
入
っ
て
詳

細
な
点
検
を
行
う
の
も
公
開
日
の
前
後
と
な
っ
て
い

る
。
虎
塚
古
墳
の
場
合
、
壁
画
発
見
時
か
ら
石
室
内
に

人
が
立
ち
入
る
こ
と
を
最
低
限
の
時
間
と
し
て
き
た
。

現
在
も
年
間
四
日
間
の
点
検
作
業
で
、
石
室
内
に
人
が

入
る
時
間
は
三
時
間
に
満
た
な
い
。

　

石
室
が
一
六
日
間
し
か
公
開
さ
れ
な
い
代
わ
り
と
し

て
、
セ
ン
タ
ー
に
は
石
室
の
レ
プ
リ
カ
を
設
置
し
て
い
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る
が
、
見
学
だ

け
で
な
く
、
博

物
館
実
習
生
な

ど
が
壁
画
の
点

検
作
業
を
体
験

す
る
こ
と
も
出

来
る
の
で
あ

る
。

遺
跡
本
調
査
／1

8

国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
友
の
会
見
学
／1

9

国
営
ひ
た
ち

海
浜
公
園
へ
資
料
貸
出
【
沢
田
遺
跡
濾
過
器
ほ

か
】
／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
「
ひ
た
ち
な
か

市
は
遺
跡
が
い
っ
ぱ
い
」（
講
師
・
さ
か

い
ひ
ろ
こ
氏
）
／23

・24

阿
字
ヶ
浦
中

学
校
2
年
生
職
場
体
験

27

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
49
「
古

墳
時
代
の
は
じ
ま
り
―
三
反
田
遺
跡
発

掘
調
査
の
成
果
―
」
開
始
／28

ふ
る
さ

と
考
古
学
③
「
遺
跡
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」

（
講
師
・
佐
古
和
枝
氏
）
／30

御
所
内

Ⅱ
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

８
月

2

御
所
内
Ⅱ
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／

7

中
央
図
書
館
子
供
ツ
ア
ー
見
学
／

20-23

根
崎
B
遺
跡
試
掘
調
査

20-27

博
物
館
実
習
（
茨
城
大
学
・
筑
波
大
学
・

日
本
大
学
）／24

ふ
る
さ
と
考
古
学
④
「
虎

塚
古
墳
の
秘
密
⁉
１
」（
講
師
・
さ
か
い

ひ
ろ
こ
氏
）
／25

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑤

「
虎
塚
古
墳
の
秘
密
⁉
２
」（
講
師
・
さ

か
い
ひ
ろ
こ
氏
）

28

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
第

100
回
企

画
展
『
ハ
ー
ト
形
土
偶
大
集
合
！
―
縄

文
の
か
た
ち
・
美
、
そ
し
て
岡
本
太
郎

―
』
へ
資
料
貸
出
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
ハ
ー
ト
形

土
偶
】（
下
段
右
写
真
）

９
月

3-10

寄
居
新
田
古
墳
群
試
掘
調
査
／4

国
営
ひ
た
ち
海
浜
公
園
よ
り
資
料
返
却

／9

台
風
15
号
（
下
段
左
写
真
）
／21

川
口

武
彦
氏
よ
り
資
料
寄
贈
【
那
珂
湊
反
射
炉
窯

道
具
】
／
黒
澤
響
氏
（
茨
城
大
学
学
生
）
資
料
調

査【
馬
渡
埴
輪
製
作
遺
跡
埴
輪
】／23

ワ
ン
ケ
ー

ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
49
終
了
／25-27

小

貫
山
遺
跡
試
掘
調
査
／26

猪
狩
俊
哉

氏
（
日
立
市
郷
土
博
物
館
）
資
料
調
査
【
十
五
郎
穴

横
穴
墓
群
Ⅰ
35
号
墓
資
料
】
／28

小
林
嵩
氏
（
千

葉
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
）
資
料
調
査
【
差

渋
遺
跡
ほ
か
弥
生
土
器
】／29

ふ
る
さ
と
考
古

学
⑥
「
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 1041 4 (0) 80 (0) 1121
5 月 27 256 8 (4) 410 (326) 666
6 月 26 135 3 (1) 188 (160) 323
7 月 26 178 6 (0) 155 (0) 333
8 月 27 312 11 (0) 113 (0) 425
9 月 25 144 1 (0) 30 (0) 114
合計 157 2036 33 (5) 976 (486) 3012

入 館 者 状 況（2019.4.1. ～ 2019.9.30.）

（）内は学校数

ハート形土偶群馬へ台風一過（13 日）
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　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『市報ひたちなか』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/


