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特集　今年2020年は 虎塚古墳壁画公開から40年です！

虎塚古墳石室壁画の点検作業　（忽那敬三） 虎塚古墳壁画の保存のための取組み  （犬塚将英）

「私的茨城考古学外史－遺跡・人　出会いと別れ－」　第 ２回（つづき）発掘三昧への道　序章　（瓦吹　堅）

横穴墓を歩く㉔　成増天神脇遺跡横穴墓群　（小山侑里子） 資料紹介　落神のサトウガイ　（鈴木素行）

1ケース・ミュージアム51　いつ付いた？籠目痕のある遺物たち エッセイ　土鍋の足

ひたちなか市の遺跡⑥改訂版　平磯・阿字ヶ浦中学区編 虎塚古墳鳥便り①　コゲラ

虎塚古墳花便り㉕　ヒガンバナ 埋文センターの日々　2020 前期 ほか

古墳に登る　　虎塚古墳を案内すると，「古墳に登ってもいいですか？」と尋ねられることがあ
ります。虎塚古墳の場合は「どうぞ登ってみてください」と答えています。古墳に登ると，下か
らでは見えない古墳の形や高さを知ることが出来ます。また，古墳に登るという行為は，古墳が
造られた時代，その墓に関係する豪族のみに許されていた特別な行為ではなかったかと考えると，

「王様気分」を味わうことも出来るでしょう。もちろんそんなことは関係なく，小山（虎塚古墳
前方部）に登ることが純粋に楽しいということもあるかもしれません。                       （2020.2.14）

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター　2020 . 秋 53
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１９７２年　高松塚古墳調査

１９７３年　虎塚古墳第１次調査

１９７８年　石室試験公開

１９８０年　虎塚古墳壁画公開開始

現在では見ることが出来ない公開施設の外側

試験公開時の環境調査測定器の写真

試験公開時の仮観察室内での見学風景

試験公開時の仮の観察室と見学を待つ人々

閉塞石を取り除いた直後の石室内 壁画が確認される瞬間

保存のため一時埋め戻される石室前

石室内の環境調査の様子

墳丘の景観保護のため，公開施設は墳丘内部に 2



虎塚古墳壁画公開から40年です！
特集　今年２０２０年は

　虎塚古墳は，1973（昭和48）年9月12日に石室内の壁画が確認されました。未盗掘の石室でしたので，
壁画の存在は誰も予想していませんでした。しかし，発掘調査では，前年の 1972 年に確認された奈
良県明日香村の高松塚古墳を保存する目的として，石室の閉塞石を開ける前に石室内の温度や湿度な
どの環境調査を実施していました。このデータは本来であれば高松塚古墳の保存に活用されるもので
したが，結果的に虎塚古墳の壁画を保存するための貴重なデータとなりました。虎塚古墳の壁画につ
いて「保存と公開」を基本とした整備計画を立てることができたのも，これらの環境データがそろっ
ていたからでしょう。
　今年 2020 年から 40 年前の 1980（昭和 55）年 10 月 25 日，壁画の公開施設が完成し，一般公開が
始まりました。ここでは，公開開始 40 周年を記念して，壁画確認から公開までの経過と，現在も続
く「保存と公開」についてご紹介します。

１９８０年　虎塚古墳壁画公開開始

２０２０年　壁画公開４０周年

虎塚古墳壁画公開施設完成時

虎塚古墳壁画公開の様子

観察室での公開の様子

石室内での点検の様子（忽那敬三さん）

史跡保存対策委員会での対策会議地元の中根ときわ会による清掃活動
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虎
塚
古
墳
の
壁
画
公
開
が
開
始
か
ら
四
〇
年
経
過
し

た
今
で
も
公
開
が
出
来
る
の
は
、
発
掘
当
時
か
ら
関

わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
た
く
さ
ん
の
先
生
方
の
ご
指

導
・
ご
協
力
の
お
か
げ
で
す
。
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、

発
掘
当
時
か
ら
の
先
生
方
に
加
え
て
、
そ
れ
を
引
き
継

ぐ
新
し
い
先
生
方
に
参
加
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
石
室
内
の
点
検
を
引
き
継
い
だ
二
人
の
先
生
方

に
原
稿
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

虎
塚
古
墳
石
室
壁
画
の
点
検
作
業

明
治
大
学
博
物
館　

忽
那
敬
三

　

毎
年
春
・
秋
の
石
室
公
開
の
前
後
に
行
わ
れ
る
点
検

は
、
石
室
と
壁
画
を
保
存
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
、
非
常
に
重
要
な
作
業
で
す
。
こ
こ
で
は
、
目
視

点
検
と
顕
微
鏡
撮
影
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

目
視
点
検　

石
室
に
つ
な
が
る
観
察
窓
の
外
扉
を
ア

ル
コ
ー
ル
で
消
毒
を
行
い
な
が
ら
開
け
、
石
室
外
に

LED

の
光
源
を
セ
ッ
ト
し
て
室
内
を
照
ら
し
出
し
ま

す
。
壁
画
は
、
そ
の
年
の
降
雨
量
や
気
温
に
よ
っ
て
状

態
が
微
妙
に
変
化
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
約
半
年
も
の

間
隔
が
開
く
秋
の
公
開
前
点
検
で
は
、
こ
の
壁
画
が
映

し
出
さ
れ
る
時
が
毎
回
緊
張
す
る
瞬
間
で
す
。

　

観
察
窓
越
し
に
複
数
名
で
壁
画
と
石
室
内
の
状
況
を

確
認
し
、
異
常
が
な
け
れ
ば
実
際
に
石
室
内
に
立
ち
入

る
目
視
点
検
を
行
い
ま
す
。
汚
染
物
質
を
外
部
か
ら
持

ち
込
む
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
点
検
者
は
今
回
の
新
型

コ
ロ
ナ
禍
で
も
ニ
ュ
ー
ス
で
よ
く
目
に
し
た
医
療
関
係

者
が
使
う
全
身
を
覆
う
タ
イ
プ
の
防
護
服
に
身
を
包

み
、
足
全
体
を
覆
う
ゴ
ム
製
ス
リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
、

手
足
を
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
し
た
う
え
で
観
察
窓
を
開
け

て
石
室
内
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。

　

石
室
内
は
ほ
ぼ
湿
度
九
九
％
、
温
度
は
一
五
度
前
後

で
安
定
し
て
い
る
た
め
、
入
っ
た
瞬
間
に
や
や
ひ
ん
や

り
と
し
た
空
気
を
感
じ
ま
す
。
点
検
者
が
石
室
内
に
入

る
と
、
外
気
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
観
察
窓
が
外
か
ら
閉

め
ら
れ
ま
す
。
石
室
内
は
無
風
、
そ
し
て
無
音
の
空
間

で
あ
り
、
ま
さ
し
く
別
世
界
に
居
る
よ
う
な
感
覚
に
と

ら
わ
れ
ま
す
。
羨せ
ん
ど
う道

（
通
路
）
部
分
を
進
み
、
壁
画
が

描
か
れ
て
い
る
玄
室
に
入
る
と
、
そ
こ
は
古
墳
時
代
の

人
々
が
造
り
出
し
た
死
者
を
送
る
た
め
の
特
別
な
空
間

で
す
。
全
面
に
白
土
を
塗
っ
た
壁
面
に
赤
色
で
描
か
れ

た
絵
画
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
な
き
が
ら
が
見
上
げ
た

で
あ
ろ
う
一
面
真
っ
赤
に
塗
ら
れ
た
天
井
を
見
る
た
び

に
、
一
四
◯
◯
年
の
時
を
経
て
古
墳
時
代
の
人
々
の
死

者
や
死
後
の
世
界
に
対
す
る
思
い
に
直
接
触
れ
て
い
る

よ
う
な
感
慨
を
覚
え
ま
す
。

　

さ
て
、
感
動
も
ほ
ど
ほ
ど
に
壁
画
と
石
室
の
状
態
に

異
常
が
な
い
か
確
認
を
行
い
ま
す
。
点
検
者
の
体
温
で

石
室
内
の
温
度
が
上
が
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
石
室
内
の

作
業
は
手
早
く
済
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

点
検
中
に
大
き
な
地
震
が
起
き
て
閉
じ
込
め
ら
れ
な
い

よ
う
心
の
中
で
祈
り
な
が
ら
、
懐
中
電
灯
を
片
手
に
、

記
憶
に
基
づ
い
て
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
き
ま
す
。

疑
わ
し
い
部
分
は
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
過
去
の
写
真
と

比
較
し
ま
す
。
壁
画
の
顔
料
と
キ
ャ
ン
バ
ス
で
あ
る
白

土
の
状
態
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
石
材
の
ヒ
ビ
や
隙
間

か
ら
伸
び
た
根
、床
面
の
生
物
の
状
況
も
確
認
し
ま
す
。

生
物
は
採
取
し
、
根
は
壁
画
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
慎
重

に
切
り
取
り
、
有
害
で
な
い
か
種
を
特
定
す
る
た
め
分

析
に
回
し
ま
す
。

　

石
室
内
の
高
さ
は
一
・
四
ｍ
な
の
で
身
長
一
六
三
㎝

の
や
や
小
柄
な
私
で
も
狭
く
、
立
ち
上
が
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
常
に
し
ゃ
が
む
か
中
腰
、
あ
る
い
は

立
っ
て
背
中
を
丸
め
た
状
態
で
の
作
業
を
強
い
ら
れ
ま

す
。
最
も
気
を
使
う
の
が
石
室
内
で
方
向
転
換
を
す
る

時
で
、
背
や
腰
、
肘
や
膝
が
壁
画
に
触
れ
な
い
よ
う
細

心
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

電
子
顕
微
鏡
に
よ
る
壁
画
撮
影　

年
に
一
度
、
壁
画
表

面
の
状
態
確
認
の
た
め
に
顕
微
鏡
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影

を
行
っ
て
い
ま
す
。
カ
メ
ラ
は
パ
ソ
コ
ン
に
つ
な
が
っ

て
い
る
直
径
約
三
㎝
の
太
い
ケ
ー
ブ
ル
ご
と
観
察
室
か

ら
石
室
内
に
引
き
込
み
ま
す
。
ま
た
、
手
ブ
レ
を
防
ぐ

た
め
に
三
脚
に
固
定
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
過
去

の
状
態
と
比
較
す
る
た
め
石
室
内
の
五
か
所
を
撮
影
し

ま
す
が
、
狭
い
石
室
内
で
中
腰
の
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら

撮
影
機
材
と
私
自
身
が
壁
画
に
触
れ
な
い
よ
う
注
意
を

払
い
な
が
ら
の
作
業
は
、非
常
に
ハ
ー
ド
で
す
。
ま
た
、

三
段
階
の
倍
率
ご
と
に
手
動
で
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
す
が
、
石
室
内
の
温
度
の
上
昇
を
防
ぐ

た
め
短
時
間
で
手
早
く
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点

も
、
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
す
。

　

点
検
作
業
は
毎
回
緊
張
し
ま
す
が
、
こ
の
撮
影
の
作
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業
が
最
も
緊
張
し
、神
経
を
使
い
ま
す
。作
業
を
ス
ム
ー

ズ
に
こ
な
す
た
め
、
普
段
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て

い
ま
す
が
、
毎
回
撮
影
の
終
了
後
に
は
、
緊
張
感
か
ら

解
放
さ
れ
て
ど
っ
と
疲
れ
が
出
ま
す
。

壁
画
を
守
る　

汚
染
物
質
の
侵
入
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
、
近
年
は
石
室
内
に
立
ち
入
る
担
当
者
を
限
定
し

て
い
ま
す
。
点
検
は
体
力
的
に
も
、
精
神
的
に
も
厳
し

い
作
業
で
す
が
、
壁
画
を
守
る
大
き
な
責
任
を
い
つ
も

感
じ
て
い
ま
す
。
虎
塚
古
墳
は
、
一
四
〇
〇
年
の
間
、

奇
跡
的
に
残
り
、
ま
た
発
掘
か
ら
現
在
ま
で
多
く
の

方
々
の
努
力
に
よ
り
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
全
国
的

に
も
数
少
な
い
幸
運
な
遺
跡
で
す
。
大
変
な
作
業
で
は

あ
り
ま
す
が
、
壁
画
を
守
り
、
そ
し
て
次
の
世
代
に
残

し
て
い
く
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
に
大
き
な
や
り
が
い
を

感
じ
て
い
ま
す
。

虎
塚
古
墳
壁
画
の
保
存
の
た
め
の
取
組
み

東
京
文
化
財
研
究
所　

犬
塚
将
英

　

平
成
一
八
年
に
、
東
京
文
化
財
研
究
所
・
保
存
科
学

部
の
大
先
輩
で
あ
る
門
倉
武
夫
先
生
に
お
声
が
け
い
た

だ
き
、
虎
塚
古
墳
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
機
会
に
恵
ま

れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
平
成

一
九
年
か
ら
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
史
跡
保
存
対
策
委
員

と
し
て
虎
塚
古
墳
や
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
の
保
存
に
携

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
春
・
秋
に
実

施
さ
れ
る
一
般
公
開
の
前
後
に
虎
塚
古
墳
壁
画
の
点
検

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
虎
塚
古
墳
壁
画
の
点
検
か

ら
、
近
年
、
彩
色
の
一
部
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
き
て
い
る
と
示
唆
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
現
象
の
主
な
原
因
と
し
て
、
壁
画
表
面
に
お
け
る

結
露
の
発
生
や
水
分
の
移
動
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
私

た
ち
は
劣
化
現
象
の
進
行
具
合
を
調
べ
る
た
め
に
、
側

壁
に
沿
っ
て
床
面
に
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
製
の
パ
ネ
ル

を
並
べ
て
敷
い
て
お
き
、
年
に
二
回
実
施
し
て
い
る
石

室
内
の
点
検
時
に
落
下
物
を
採
取
し
、
顕
微
鏡
を
用
い

た
観
察
や
重
量
の
測
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

劣
化
現
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
調
べ
る
た
め
に
、
壁
面
含

水
量
の
計
測
も
石
室
内
の
点
検
時
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
壁
面
含
水
量
の
計
測
に
つ
い
て
簡
単
に

紹
介
し
ま
す
。
計
測
を
行
う
時
に
は
、
当
然
で
す
が
、

貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
虎
塚
古
墳
壁
画
の
壁
面
に
触
れ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
近
赤
外
線
が
壁

面
で
ど
の
く
ら
い
反
射
さ
れ
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
に

よ
り
、
非
接
触
な
手
法
で
壁
面
含
水
量
の
計
測
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
を

解
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
虎
塚
古
墳
壁
画
の
壁
面
に
お

け
る
水
分
の
多
い
箇
所
・
少
な
い
箇
所
が
ど
の
よ
う
に

分
布
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
壁
面
の
含
水
量
に
大
き
な

季
節
変
動
や
経
時
変
化
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
等
を
確

認
し
て
き
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
石
室
内
点
検
時
に
実
施
し
て
い
る

様
々
な
調
査
に
加
え
て
、
虎
塚
古
墳
壁
画
を
模
し
た
試

験
片
を
作
成
し
、
劣
化
現
象
の
再
現
を
試
み
る
基
礎
実

験
も
東
京
文
化
財
研
究
所
に
て
行
っ
て
い
ま
す
。
試
験

片
の
基
材
に
は
辺
田
野
石
を
使
用
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
風
化
し
て
白
色
化
し
た
辺
田
野
石
の
粉
末
を
練
っ

て
下
地
層
と
し
、
十
五
郎
横
穴
墓
群
付
近
の
湿
地
の
泥

を
焼
成
し
て
生
成
し
た
赤
色
材
料
を
塗
布
し
て
試
験
片

を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
、
試
験
片
を
取
り
巻

く
温
度
・
湿
度
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
実
験
や
、
試
験

片
表
面
に
強
制
的
に
結
露
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
実
験

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ま
だ

劣
化
現
象
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
よ
う
な
調
査
研
究
を
通
じ
て
、
様
々
な
新
し

い
知
見
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら

劣
化
現
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
は
至
っ
て
い
ま
せ

ん
。
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
問
題
は
決
し
て
簡
単
で

は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
虎
塚

古
墳
壁
画
の

保
存
の
た
め

に
今
後
も
根

気
強
く
取
り

組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え

て
お
り
ま

す
。

試験片を使った基礎実験

＊４頁下背景写真：電子顕微鏡による壁画撮影（忽那敬三氏）
＊５頁上背景写真：壁面含水量計測（犬塚将英氏）

5



6

入場無料

公益財団法人　ひたちなか市生活 ・文化 ・ スポーツ公社

籠
目

痕
のある遺

物

た
ち

休館日　月曜日（休日の場合は翌日）

開館時間　9：00~17：00（入館は 16：30 まで）

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター
茨城県ひたちなか市中根３４９９　TEL：０２９－２７６－８３１１

　令和２年９月１２日 ( 土 )

　　　　　　　　　　　　　　～１０月１８日 ( 日 )

1 CASE  MUSEUM   Vol.51

い
つ付いた？

ワンケース・ミュージアム 51ワンケース・ミュージアム 51

　
平
成
三
〇
年
度
に
行
わ
れ
た
、
市い

ち
げ
か
み
つ
ぼ

毛
上
坪
遺
跡
第

二
六
次
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
る
住

居
跡
か
ら
、
籠か

ご
め
こ
ん

目
痕
が
残
る
粘
土
の
塊
が
出
土
し
ま
し

た
。
当
時
使
わ
れ
て
い
た
籠
や
笊ざ

る

な
ど
の
、
植
物
で
で

き
た
道
具
は
朽
ち
て
し
ま
い
残
る
こ
と
は
少
な
く
、
道

具
を
ど
の
よ
う
に
し
て
使
っ
て
い
た
か
知
る
た
め
の
貴

重
な
資
料
で
す
。

　

今
回
は
こ
の
粘ね

ん
ど
か
い

土
塊
の
紹
介
を
中
心
に
、
市
内
で
過

去
に
出
土
し
た
籠
目
痕
が
付
い
た
遺
物
に
つ
い
て
展
示

し
ま
し
た
。

籠
目
痕
付
き
粘
土
塊

　

出
土
し
た
粘
土
塊
は
、
直
径
が
約
二
三
㎝
で
厚
さ
が

一
四
㎝
あ
り
、
平
面
と
側
面
に
籠
目
痕
が
包
み
こ
む
よ

う
に
付
い
て
い
ま
す
。
籠
目
は
六
つ
目
編
み
と
い
う
三

方
向
に
素
材
を
編
ん
で
六
角
形
の
目
を
形
成
す
る
編
み

方
で
、
籠
自
体
は
朽
ち
て
な
く
な
り
実
態
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
痕
跡
の
形
状
か
ら
素
材
は
竹
や
樹
皮
を
用
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
側
面
に
は
布
目
の

回
展
示
し
た
堀ほ

り
ぐ
ち口
遺
跡
・

武た
け
だ
は
ら
ま
え

田
原
前
遺
跡
・
鷹た

か
の
す

ノ
巣

遺
跡
も
色
あ
せ
や
煤
の
付

着
に
よ
り
籠
目
が
明
瞭
に

浮
か
び
上
が
っ
て
み
え
ま

す
。
い
ず
れ
も
住
居
内
か

ら
出
土
し
て
い
る
の
で
、

種
籾
を
い
れ
て
保
存
に
使

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

0 10cm

市毛上坪遺跡出土籠目痕付き粘土塊

痕
跡
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
粘
土
塊
が
出
土
し
た
住
居
跡

は
火
災
に
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
際
に
粘
土
塊
も
一
緒
に

焼
け
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
籠
目
痕
が
残
っ
て
い
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
全
国
的
に
も
出
土
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
唯
一
確
認

で
き
た
の
は
、
大
阪
府
東
大
阪
市
の
鬼お
に
づ
か塚
遺
跡
で
確
認

さ
れ
た
籠
目
痕
の
付
い
た
粘
土
塊
六
点
で
す
。
そ
の
う

ち
一
点
の
粘
土
塊
に
つ
い
て
、
住
居
内
で
土
器
作
り
の

た
め
の
粘
土
を
籠
に
入
れ
て
吊
る
し
乾
燥
さ
せ
て
い
た

も
の
が
、
火
災
に
よ
っ
て
焼
け
て
落
下
し
た
も
の
と
考

察
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
毛
上
坪
遺
跡
の
粘
土
塊
も
特
徴

が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
住
居
内
に
吊
る
さ
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

籠
目
痕
が
付
い
た
「
被ひ

ろ

う籠
土
器
」

　
被
籠
土
器
は
、
籠
が
接
触
し
て

い
た
部
分
以
外
が
日
焼
け
や
色
あ

せ
、
土
器
の
使
用
に
よ
る
煤す
す

の
付

着
な
ど
に
よ
っ
て
籠
目
が
浮
か
び

上
が
っ
た
土
器
で
す
。
西
日
本
で

は
弥
生
時
代
後
期
、
東
日
本
で
は

古
墳
時
代
前
期
に
多
く
出
土
し
ま

す
。
籠
で
覆
わ
れ
た
土
器
の
使
用

方
法
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
稲
作

が
始
ま
っ
た
弥
生
時
代
に
は
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
種た
ね
も
み籾

を
入

れ
て
運
ん
だ
か
、
住
居
内
で
吊
る

し
て
保
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今

展示の様子



東京都板橋区

成
なりますてんじんわき

増天神脇遺跡横穴墓群

小山 侑里子

（板橋区教育委員会）

　

成
増
天
神
脇
遺
跡
横
穴
墓
群
は
、
東
京
都
板
橋
区
内
の

北
西
端
に
位
置
し
て
お
り
、
荒
川
支
流
の
白
子
川
下
流
域

の
右
岸
台
地
縁
辺
に
所
在
す
る
。
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）

年
四
月
、
集
合
住
宅
建
設
工
事
中
に
不
時
発
見
さ
れ
、
計

二
基
が
確
認
さ
れ
た
。
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
に
一

基
の
み
確
認
さ
れ
て
い
た
愛あ
た
ご
や
ま
宕
山
横
穴
墓
に
次
い
で
、
板

橋
区
内
で
調
査
さ
れ
た
横
穴
墓
の
二
例
目
に
あ
た
る
。

　

一
号
横
穴
墓
は
玄げ
ん
し
つ室

の
平
面
形
状
が
比
較
的
整
っ
た
長

方
形
で
、
断
面
形
状
は
ア
ー
チ
形
を
呈
し
、
こ
ぶ
し
大
ほ

ど
の
自
然
石
が
ほ
ぼ
全
体
に
敷
き
詰
め
ら
れ
、
礫
れ
き
し
ょ
う
め
ん

床
面
が

形
成
さ
れ
て
い
た
。
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
い
た
墓ぼ
ぜ
ん
い
き

前
域
の
残
存

部
分
か
ら
は
、
閉へ
い
そ
く
せ
き

塞
石
と
考
え
ら
れ
る
自
然
石
の
列
が
み

ら
れ
た
。
二
号
横
穴
墓
の
玄
室
は
胴
張
り
で
、
隅
が
丸
み

を
帯
び
た
羽は
ご
い
た
子
板
型
で
あ
る
。
天
井
が
崩
落
し
た
状
態
で

発
見
さ
れ
た
が
、
残
存
部
分
を
み
る
と
、
奥
壁
は
弧
を
描

く
よ
う
に
、
緩
や
か
に
前
傾
す
る
断
面
形
状
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
羨せ
ん
も
ん門

近
く
の
礫
床
に
は
や
や
大
き
い
礫
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
墓
前
域
で
は
一
部
欠
損
し
た
切
石
が
確
認
さ

れ
た
。

　

後
述
す
る
人
骨
の
ほ
か
に
出
土
遺
物
が
無
い
た
め
、
築

造
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
面
及
び

立
面
の
規
模
を
計
測
す
る
と
、
唐
尺
に
基
づ
く
長
さ
が
多

い
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
初
頭
頃
に
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

横
穴
墓
の
玄
室
か
ら
出
土
し
た
人
骨
に
つ
い
て
分
析
し

た
結
果
、
一
号
横
穴
墓
か
ら
は
五
体
、
二
号
横
穴
墓
か
ら

は
三
体
以
上
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一

号
横
穴
墓
で
は
、
一
体
の
人
骨
が
頭
部
を
奥
壁
に
向
け
、

伸し
ん
て
ん
そ
う

展
葬
と
思
わ
れ
る
状
態
で
検
出
さ
れ
た
。
最
終
埋
葬
者

と
考
え
ら
れ
る
こ
の
人
骨
は
壮
年
以
降
の
男
性
で
、
そ
れ

以
外
の
人
骨
は
北
側
の
隅
に
集
骨
さ
れ
、「
か
た
ず
け
」
を

２号横穴墓玄室

川
流
域
に
比
べ
て
横
穴
墓
の
分
布
が
少
な
い
荒
川
流
域
に

お
け
る
、
新
た
な
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

横
穴
墓
を
築
造
し
た
人
々
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
、
被
葬

者
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
成
増
天
神

脇
遺
跡
内
に
お
い
て
、
想
定
さ
れ
る
横
穴
墓
の
築
造
と
同

時
期
の
住
居
は
一
軒
だ
け
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
居

住
域
の
推
測
は
難
し
い
。
な
お
、
二
号
横
穴
墓
か
ら
出
土

し
た
壮
年
男
性
の
推
定
身
長
は
一
六
五
㎝
で
あ
り
、
当
時

の
関
東
・
武
蔵
地
方
の
古
墳
時
代
男
性
の
平
均
よ
り
比
較

的
高
身
長
且
つ
体
格
が
良
い
と
み
ら
れ
る
。
七
一
六
（
霊

亀
二
）
年
に
は
高こ

ま麗
郡
が
建
郡
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

朝
鮮
半
島
に
縁
の
あ
っ
た
被
葬
者
で
あ
る
可
能
性
も
推
測

さ
れ
る
が
、
想
定
の
域
を
出
な
い
。
今
後
の
荒
川
流
域
で

の
調
査
事
例
を
待
ち
た
い
。

１号横穴墓人骨出土状況

行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
人
骨
は
、
熟
年
男
性
・
壮

年
女
性
・
性
別
不
明
の
青
年
と

子
供
の
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。

二
号
横
穴
墓
で
発
見
さ
れ
た
人

骨
は
、
主
軸
に
平
行
し
て
川
の

字
の
よ
う
に
並
ん
だ
埋
葬
状
態

で
あ
っ
た
。
南
側
の
一
体
は
壮

年
初
期
の
男
性
で
、
う
つ
伏
せ

の
伸
展
葬
と
思
わ
れ
る
状
態
で

検
出
さ
れ
た
。
中
央
の
一
体
が

青
年
女
性
、
北
側
の
一
体
が
壮

年
男
性
と
判
断
さ
れ
た
。

　

以
上
の
調
査
結
果
は
、
多
摩
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那 珂 川

中
根

那
珂
湊

平
磯

磯
崎

殿
山

阿
字
ヶ
浦

美
乃
浜
学
園

＊2021 年 3 月
開業予定

文
那珂湊中

那珂湊二高

埋文センター

文
那珂湊二小

首塚

文 那珂湊三小

文

新宮素鵞神社

酒列磯前神社

文 平磯小

文 平磯中

文
磯崎小

文
阿字ヶ浦中

文
阿字ヶ浦小

堀出神社 比観亭跡

観涛所碑

津神社

文
美乃浜
学園

＊2021年度
開校

笠谷古墳群

虎塚古墳群

十五郎穴
横穴墓群

川子塚古墳

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

2019年までに発掘調査した遺跡 （地図上の●印）

平磯小地区 ： 三ッ塚古墳群， 平磯宮上遺跡， 平磯長堀南

　　　　　　　　　　遺跡， 新道古墳群

磯崎小地区：磯崎東古墳群， 磯合古墳群， 入道古墳群

阿字ヶ浦小地区：泉上遺跡， 川子塚西古墳群， 沢田遺跡，

　　　　　　　　　　　　西中丸遺跡， 愛宕神社古墳， 長砂渚遺跡

　平磯・阿字ヶ浦中学区には，

現在，29 の遺跡がみつかっ

ています。この中の 13 遺跡

が古墳や古墳群で，市内で最

も古墳の数が多い地区です。

代表的なものには，市内最大

規模の川子塚古墳や，数十基

の古墳が群集する磯崎東古墳

群，大型の円墳を有する三ッ

塚古墳群などがあります。ま

た，中世の遺跡として全国的

にも珍しい塩づくりの村の跡

である沢田遺跡も存在してい

ます。

　遺跡の発掘調査は，2019

年までに 36 回実施していま

す。1998 年に調査を行った

泉上遺跡では，旧石器時代の

ナイフ形石器が出土していま

す。古墳の調査は 1949 年か

ら三ッ塚古墳群・新道古墳群・

入道古墳群・磯合古墳群・磯

崎東古墳群で実施しており，

銅製の鏡や豪華な飾りのある

大刀など貴重な遺物が出土し

ています。1988 年から実施

した沢田遺跡では，塩水を貯

めるための鹹水槽跡や塩水か

ら塩を煮出す釜屋跡などの遺

構，塩づくりの道具が見つか

っています。

磯崎東古墳群では，1950 年に 54 基の古墳が確

認されています。古墳は直径約 20ｍの円墳が主

体で，1989 年に発掘調査した第 33 号墳のみが

全長 40ｍの帆立貝形古墳です（上写真）。同じ年

に調査した第 30 号墳の石棺からは，大刀や鏡が

出土しました（下左写真）。また，1967 年の調

査では，鹿角などでつくられた非常に珍しいやじ

りが出土しています（下右写真）。

A

三ツ塚古墳群は，14基の円墳で構成されています。

1949 年に発掘調査を実施し，埴輪や大刀，鉄鏃，

沢田遺跡では，海水から塩をつくる揚浜式塩田が室町時代から明治時代まで

行われていました。1988 年から実施した発掘調査では，塩づくりに関係す

る釜屋跡 100 基，鹹水槽跡 1393 基などが見つかったほか，木製の道具類

も出土しました（写真左下）。また，砂浜に埋葬された 87 体の人骨も見つかっ

ています（写真左上）。
川子塚古墳は，全長約 81ｍ，高さ約９ｍの市
内最大の前方後円墳です。発掘調査を実施し
ていないので詳しいことはわかりませんが，
５世紀後半頃につくられたと考えられます。

ガラス玉などが出土しています。平磯中学校の敷地内には，

第 11 号墳のものと思われる石棺が移築されています。

泉上遺跡出土のナイフ形石器

新道古墳群出土の刀装具

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区では，３つの小学

校と２つの中学校を統合し , 市内で初めてと

なる小中一貫の統合校「美乃浜学園」が 2021

年度に開校します。よって，2021 年度以降は

「美乃浜学園区編」の遺跡地図となります。イメージ

ひたちなか市の遺跡 6（平磯・阿字ヶ浦中学区編）改訂版
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那 珂 川

中
根

那
珂
湊

平
磯

磯
崎

殿
山

阿
字
ヶ
浦

美
乃
浜
学
園

＊2021 年 3 月
開業予定

文
那珂湊中

那珂湊二高

埋文センター

文
那珂湊二小

首塚

文 那珂湊三小

文

新宮素鵞神社

酒列磯前神社

文 平磯小

文 平磯中

文
磯崎小

文
阿字ヶ浦中

文
阿字ヶ浦小

堀出神社 比観亭跡

観涛所碑

津神社

文
美乃浜
学園

＊2021年度
開校

笠谷古墳群

虎塚古墳群

十五郎穴
横穴墓群

川子塚古墳

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

2019年までに発掘調査した遺跡 （地図上の●印）

平磯小地区 ：三ッ塚古墳群， 平磯宮上遺跡， 平磯長堀南

　　　　　　　　　　遺跡， 新道古墳群

磯崎小地区：磯崎東古墳群， 磯合古墳群， 入道古墳群

阿字ヶ浦小地区：泉上遺跡， 川子塚西古墳群， 沢田遺跡，

　　　　　　　　　　　　西中丸遺跡， 愛宕神社古墳， 長砂渚遺跡

　平磯・阿字ヶ浦中学区には，

現在，29 の遺跡がみつかっ

ています。この中の 13 遺跡

が古墳や古墳群で，市内で最

も古墳の数が多い地区です。

代表的なものには，市内最大

規模の川子塚古墳や，数十基

の古墳が群集する磯崎東古墳

群，大型の円墳を有する三ッ

塚古墳群などがあります。ま

た，中世の遺跡として全国的

にも珍しい塩づくりの村の跡

である沢田遺跡も存在してい

ます。

　遺跡の発掘調査は，2019

年までに 36 回実施していま

す。1998 年に調査を行った

泉上遺跡では，旧石器時代の

ナイフ形石器が出土していま

す。古墳の調査は 1949 年か

ら三ッ塚古墳群・新道古墳群・

入道古墳群・磯合古墳群・磯

崎東古墳群で実施しており，

銅製の鏡や豪華な飾りのある

大刀など貴重な遺物が出土し

ています。1988 年から実施

した沢田遺跡では，塩水を貯

めるための鹹水槽跡や塩水か

ら塩を煮出す釜屋跡などの遺

構，塩づくりの道具が見つか

っています。

磯崎東古墳群では，1950 年に 54 基の古墳が確

認されています。古墳は直径約 20ｍの円墳が主
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全長 40ｍの帆立貝形古墳です（上写真）。同じ年

に調査した第 30 号墳の石棺からは，大刀や鏡が
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査では，鹿角などでつくられた非常に珍しいやじ

りが出土しています（下右写真）。

A

三ツ塚古墳群は，14基の円墳で構成されています。

1949 年に発掘調査を実施し，埴輪や大刀，鉄鏃，

沢田遺跡では，海水から塩をつくる揚浜式塩田が室町時代から明治時代まで

行われていました。1988 年から実施した発掘調査では，塩づくりに関係す

る釜屋跡 100 基，鹹水槽跡 1393 基などが見つかったほか，木製の道具類

も出土しました（写真左下）。また，砂浜に埋葬された 87 体の人骨も見つかっ

ています（写真左上）。
川子塚古墳は，全長約 81ｍ，高さ約９ｍの市
内最大の前方後円墳です。発掘調査を実施し
ていないので詳しいことはわかりませんが，
５世紀後半頃につくられたと考えられます。

ガラス玉などが出土しています。平磯中学校の敷地内には，

第 11 号墳のものと思われる石棺が移築されています。

泉上遺跡出土のナイフ形石器

新道古墳群出土の刀装具

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区では，３つの小学

校と２つの中学校を統合し , 市内で初めてと

なる小中一貫の統合校「美乃浜学園」が 2021

年度に開校します。よって，2021 年度以降は

「美乃浜学園区編」の遺跡地図となります。イメージ

ひたちなか市の遺跡 6（平磯・阿字ヶ浦中学区編）改訂版

かごづか

さわだ

いそざきひがし

み

づか

せんがみ

しんどう

にゅうどう

た　ち

いそあい

かんすいそう

9



（
前
回
か
ら
の
つ
づ
き
）　

　

一
九
七
一
年
、
一
年
遅
れ
の
卒
論
を
書
く
た
め
、
慶
応
義
塾
大
学

に
江
坂
先
生
を
お
訪
ね
し
、
校
舎
裏
の
江
坂
研
究
室
で
土
偶
の
変
遷

な
ど
に
つ
い
て
御
指
導
を
受
け
た
。
そ
の
途
中
、
後
輩
の
宮

み
や
ざ
き
ひ
ろ
し

崎
博
君

が
ヒ
ョ
ッ
コ
リ
先
生
を
訪
ね
て
き
た
。
日
本
考
古
学
協
会
の
話
だ
っ

た
ら
し
く
用
件
を
終
え
て
宮
崎
君
が
退
室
す
る
と
、
入
れ
替
わ
る
よ

う
に
す
ぐ
女
子
大
生
が
入
っ
て
き
た
。
江
坂
先
生
か
ら
紹
介
さ
れ
て

ビ
ッ
ク
リ
。
彼
女
は
慶
応
義
塾
大
学
二
年
で
、
是
川
遺
跡
の
発
見
者
泉

山
斐
次
郎
翁
の
孫
娘
だ
と
い
う
。
江
坂
先
生
は
桜
田
通
り
沿
い
の
喫

茶
店
へ
我
々
を
案
内
し
、
是
川
の
話
や
東
北
の
遺
跡
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
話
さ
れ
た
。
私
は
四
年
ほ
ど
前
、
是
川
を
訪
問
し
て
斐
次
郎
翁

に
会
っ
た
こ
と
を
話
す
と
驚
き
、
女
子
大
生
は
幼
い
頃
か
ら
調
査
に

訪
れ
て
い
た
江
坂
先
生
と
は
知
り
合
い
だ
っ
た
と
聞
か
さ
れ
た
。
そ

の
後
も
江
坂
先
生
と
は
何
度
か
お
会
い
し
て
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

一
九
九
九
年
、江え

み
す
い
い
ん

見
水
蔭
の
『
地
底
探
検
記
』
の
解
説
本
出
版
の
事
で
、

中
山
清
隆
氏
と
斎

さ
い
と
う
た
だ
し

藤
忠
先
生
宅
訪
問
後
に
ご
自
宅
を
お
訪
ね
し
た
こ

と
も
懐
か
し
い
。斎
藤
忠
先
生
は
二
◯
一
三
年
七
月
二
一
日
一
◯
四
才
、

江
坂
先
生
は
二
◯
一
五
年
二
月
八
日
九
五
才
で
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
。

　

私
が
本
格
的
に
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
九
六
七
年
か
ら
で
、
六
月
花は

な
み
が
わ

見
川
遺
跡
、
七
月
か
ら
八
月
に
は
家
の

子
古
墳
群
の
調
査
に
参
加
し
、
九
～
一
二
月
に
は
千
葉
県
我
孫
子
市
湖

北
台
遺
跡
群
の
調
査
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
調
査
は
日
本
住
宅
公
団
に
よ

る
住
宅
団
地
造
成
に
伴
う
も
の
で
、
担
当
は
野
田
市
立
博
物
館
館
長

下し
も
つ
や
た
つ
お

津
谷
達
男
先
生
、
副
団
長
は
千
葉
県
立
東
葛
高
校
の
古こ
み
や
た
か
の
ぶ

宮
隆
信
先

生
。
調
査
参
加
学
生
は
一
級
上
の
高た

か
は
し
か
ず
お

橋
一
夫
・
河こ
う
の
み
の
る

野
実
・
沢さ
わ
こ
う
し
ん

皇
臣
氏
達

で
、
同
学
年
の
昼ひ

る
ま
こ
う
じ

間
孝
次
・
佐さ
と
う藤
正ま
さ
よ
し好
君
。
ま
た
Ｏ
Ｂ
の
佐さ
と
う
た
け
お

藤
武
雄
・

中な
か
や
ま
よ
し
ひ
で

山
吉
秀
・
村む
ら
た田
一か
ず
じ二
氏
等
は
、
休
日
に
は
応
援
を
兼
ね
て
指
導
に

来
て
く
れ
た
。発
掘
は
広
大
な
造
成
地
の
中
に
数
か
所
の
遺
跡
が
あ
り
、

私的茨城考古学外史―遺跡・人　出会いと別れ―
第２回　発掘三昧への道　序章

瓦吹　堅
我
々
は
転
戦
し
た
。

　
宿
舎
は
成
田
線
布
佐
駅
よ
り
利
根
川
沿
い
の
成
田
街
道
脇
に
あ
っ
た
古
い
旅

館
で
、
利
根
川
に
架
か
る
栄
橋
を
渡
る
と
茨
城
県
北
相
馬
郡
利
根
町
で
あ
る
。

橋
の
た
も
と
に
は
「
間
引
き
絵
馬
」
で
有
名
な
徳
満
寺
が
あ
り
、
何
度
か
参
拝

し
た
が
、茨
城
県
立
歴
史
館
に
勤
務
し
て
い
た
一
九
九
八
年
、春
の
特
別
展
「
絵

馬
展
」
で
そ
の
絵
馬
を
借
用
に
伺
っ
た
。

　
湖
北
台
の
調
査
遺
跡
へ
は
、成
田
線
布
佐
駅
か
ら
湖
北
駅
間
を
朝
夕
往
復
し
、

出
土
し
た
完
形
の
土
師
器
甕
形
土
器
を
電
車
で
運
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
或
る
地
点
で
六
世
紀
の
集
落
跡
を
調
査
。
大
型
住
居
跡
を
掘
り
下
げ
、
平
板

で
遺
構
測
量
を
始
め
る
と
、
工
事
用
重
機
車
両
（
ス
ク
レ
ー
パ
ー
）
が
遺
構
の

周
囲
を
削
り
出
し
、住
居
の
コ
ー
ナ
ー
部
を
あ
っ
と
い
う
間
に
削
り
取
ら
れ
た
。

平
板
は
ガ
タ
ガ
タ
と
動
い
て
狂
い
、
我
々
は
憤
慨
し
た
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で

の
調
査
だ
っ
た
が
、
当
時
全
国
的
に
大
型
開
発
の
中
、
工
事
に
追
わ
れ
て
調
査

が
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
。
ま
た
、
大
型
開
発
に
伴
う
遺
構
検

出
は
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
よ
る
表
土
除
去
が
主
流
だ
っ
た
。
無
論
、
遺
構
検
出

に
は
手
掘
り
が
望
ま
し
い
が
、
限
ら
れ
た
調
査
期
間
の
短
縮
と
い
う
点
か
ら
い

ろ
い
ろ
課
題
も
あ
っ
た
が
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
よ
る
表
土
除
去
が
行
わ
れ
て
い

た
。

　
当
時
の
発
掘
で
の
遺
構
調
査
は
地
下
足
袋
が
原
則
で
、
参
加
者
は
皆
リ
ュ
ッ

ク
の
中
に
地
下
足
袋
を
入
れ
て
現
場
に
出
か
け
た
。
湖
北
遺
跡
で
八
世
紀
の

住
居
跡
を
調
査
中
、
一
級
上
の
Ｋ
先
輩
か
ら
地
下
足
袋
で
の
調
査
の
必
然
性
を

切
々
と
指
導
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
一
九
六
◯
～
一
九
七
◯
年
代
、
全
国

的
に
大
型
開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
組
織
が
全
国
的
に
発
足
し
、
一
九
七
七
年
に

茨
城
県
教
育
財
団
に
調
査
課
が
新
設
さ
れ
た
時
も
、
調
査
用
具
の
中
に
地
下
足

袋
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　
一
九
六
◯
年
代
、
全
国
の
大
学
の
自
治
会
は
、
バ
リ
ケ
ー
ド
で
大
学
を
封
鎖

し
て
全
共
闘
運
動
が
激
化
し
た
。
こ
の
大
学
紛
争
は
発
掘
調
査
現
場
を
も
徐
々

に
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
。
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資料紹介

落
おちがみ

神のサトウガイ

鈴木素行

　「大貫のアカニシ」「三反田のベンケイガイ」（『ひ

たちなか埋文だより』第 30・50 号）の続編として，

那珂川下流域における縄文時代の貝輪について検討

しました。今回は，サトウガイなどアカガイ属が主

な対象です。貝輪の素材の入手については貝殻表面

の観察が，製作については貝層中に残された未加工

の貝殻や砕片，未成品が大きな手掛かりとなります。

サトウガイの貝殻　（図 1-1，左殻）

殻頂 貝殻の摩滅と他生物の生痕

殻
高

成長線 腹縁
殻長

放射肋

【背側】【腹側】

－那珂川下流域における貝輪の製作－

サトウガイの貝殻（図 1-1，左殻）

　

１　

サ
ト
ウ
ガ
イ
の
貝
殻

　

サ
ト
ウ
ガ
イ
と
い
う
名
前
の
貝
は
、
一
般
に
馴
染
み

が
薄
い
に
ち
が
い
な
い
。
食
品
と
し
て
普
及
し
た
ア
カ

ガ
イ
と
同
じ
ア
カ
ガ
イ
属註

一

（Scapharca· spp

）
の
一
種

で
、
サ
ル
ボ
ウ
ガ
イ
と
と
も
に
、
こ
の
三
種
は
貝
殻
の

特
徴
が
よ
く
似
て
い
る
。
殻
表
が
放
射
肋
と
い
う
凹
凸

の
筋
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
サ
ル
ボ
ウ
ガ
イ
は

三
二
本
前
後
、
サ
ト
ウ
ガ
イ
は
三
八
本
前
後
、
ア
カ
ガ

イ
は
四
二
本
前
後
と
い
う
よ
う
に
異
な
る
。
他
に
も
平

均
的
な
殻
の
大
き
さ
や
厚
さ
、
放
射
肋
上
の
結
節
の
有

無
な
ど
に
相
異
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、加
工
し
た
製
品
、

特
に
破
片
で
は
放
射
肋
が
数
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、「
サ
ル
ボ
ウ
ガ
イ
製
品
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
一
括

さ
れ
て
き
た
。

　

藤
本
弥
城
先
史
資
料
と
し
て
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
洗
町
大お

お
ぬ
き貫

落お
ち
が
み神

貝
塚
の
資
料
調
査
に
よ
り
、
こ
の
貝
塚
で
は
ベ
ン

ケ
イ
ガ
イ
と
と
も
に
、
サ
ト
ウ
ガ
イ
を
主
な
素
材
と
す

る
貝
輪
も
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
（
鈴
木

二
〇
一
九
）。
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
に
つ
い
て
は
既
に
報
告
し
て

あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
サ
ト
ウ
ガ
イ
を
中
心
と
し
た

ア
カ
ガ
イ
属
の
資
料
を
紹
介
し
、
併
せ
て
那
珂
川
下
流

域
に
お
け
る
貝
輪
の
消
長
を
窺
っ
て
お
き
た
い
。

　

２　

大
貫
落
神
貝
塚
の
調
査
と
報
告

　

大
貫
落
神
貝
塚
に
つ
い
て
、
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た

発
掘
調
査
に
は
二
つ
が
あ
る
。

　

一
つ
は
藤
本
弥
城
・
武
が
、
主
と
し
て
一
九
六
九
～

一
九
七
三
年
に
実
施
し
た
発
掘
調
査
。
北
貝
塚
と
南
貝

塚
が
ま
と
め
て
報
告
さ
れ
、「
貝
塚
の
形
成
さ
れ
た
時

期
は
縄
文
時
代
後
期
の
堀
之
内
式
か
ら
後
期
末
葉
に
至

る
ま
で
の
も
の
」（
藤
本
一
九
八
〇
）
と
総
括
さ
れ
た
。
貝
輪

は
、
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
と
サ
ト
ウ
ガ
イ
の
一
七
点註

二

が
掲
載

さ
れ
、
発
掘
経
過
に
は
「
未
完
成
貝
輪
」
と
い
う
記
載

が
見
ら
れ
る
。「
自
然
遺
物
」
の
貝
に
も
、
ベ
ン
ケ
イ

ガ
イ
と
サ
ト
ウ
ガ
イ
の
記
載
が
あ
り
、「
装
飾
用
と
し

て
採
捕
」
と
表
現
し
て
、
潜
水
等
に
よ
り
生
息
域
か
ら

捕
獲
し
た
こ
と
を
想
像
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
井
上
義
安
を
担
当
者
と
す
る
調
査
会

が
、開
発
に
伴
い
一
九
九
八
年
に
実
施
し
た
発
掘
調
査
。

北
貝
塚
と
南
貝
塚
が
分
冊
で
報
告
さ
れ
、
同
じ
く
縄
文

時
代
後
期
で
あ
っ
て
も
、
南
貝
塚
は
堀
之
内
１
式
か
ら

加
曽
利
Ｂ
２
式
ま
で
、
北
貝
塚
は
主
に
加
曽
利
Ｂ
１
・

２
式
の
時
期
に
貝
層
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
析
さ
れ

て
い
る
（
蓼
沼
他
二
〇
〇
〇
）。
貝
輪
は
、
南
貝
塚
か
ら
オ
オ

ツ
タ
ノ
ハ
が
一
点
の
他
に
、
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
と
サ
ト
ウ

ガ
イ
等
の
一
六
点
が
掲
載
さ
れ
、「
未
成
品
」
が
記
載

さ
れ
た
。
動
物
遺
存
体
に
も
「
マ
ル
サ
ル
ボ
ウ
ガ
イ
は

や
や
大
き
な
殻
で
貝
輪
の
素
材
と
し
て
運
ば
れ
た
可
能

性
」（
金
子
二
〇
〇
〇
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
マ
ル
サ
ル

ボ
ウ
ガ
イ
」
と
は
サ
ト
ウ
ガ
イ
の
異
称
で
あ
る
。
北
貝

塚
に
は
、
貝
輪
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

　

３　

大
貫
落
神
貝
塚
と
三
反
田
蜆
塚
貝
塚

　

藤
本
弥
城
等
の
調
査
に
よ
る
大
貫
落
神
貝
塚
の
貝
輪

は
、
北
貝
塚
が
卓
越
し
て
お
り註

三

、
井
上
義
安
等
の
調
査
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図１　大貫落神貝塚と三反田蜆塚貝塚におけるアカガイ属の貝輪製作

図番号 殻右左 長さ(㎜) 幅（㎜） 重量（g） 段階 図番号 殻右左 長さ(㎜) 幅（㎜） 重量（g） 段階 図番号 殻右左 長さ(㎜) 幅（㎜） 重量（g） 段階

1 L 69 86 65.0 素材 ‐ L 49 55 15.5 素材 24 R? *14 *36 0.6 研磨

2 L 62 72 44.9 素材 ‐ L 53 55 20.9 素材 25 L? *25 *49 2.0 研磨

3 L 51 61 20.8 素材 ‐ R 60 71 39.2 素材 26 L *39 *69 5.5 研磨

4 L 50 57 22.3 素材 ‐ R 60 70 32.6 素材 27 L *46 71 13.7 研磨

5 R 51 59 21.7 素材 ‐ R 54 67 27.8 素材 28 R *47 *40 9.8 研磨

6 R 55 61 29.2 素材 ‐ R 52 60 16.0 素材 29 R *49 *49 6.7 研磨

7 R 61 69 41.9 素材 ‐ R 51 60 9.1 素材 30 R *50 *41 6.5 研磨

8 R 69 77 46.1 素材 ‐ R 41 50 6.4 素材 31 R *36 *41 2.8 研磨

9 L *38 *44 5.8 素材? ‐ L 42 *49 8.6 素材 32 R? *29 *31 2.5 研磨

10 R 56 62 24.3 素材 ‐ L *42 *48 10.3 素材 33 R *45 *30 4.6 研磨

11 R *52 67 19.6 敲打 ‐ L *44 *39 7.8 素材 34 R *52 *30 4.2 研磨

12 L *40 *56 11.4 敲打 ‐ L *30 *43 7.1 素材 35 L *40 *18 2.2 研磨

13 L *34 *46 8.5 敲打 ‐ L *27 *31 3.2 素材 36 L *30 *30 1.0 研磨

14 R *48 *45 10.5 研磨? 18 L 62 77 33.2 敲打 37 R? *22 *37 2.2 研磨

15 L *39 66 6.5 研磨 19 R 50 65 16.3 敲打 38 L *15 *28 0.9 研磨

16 L *43 *25 1.8 研磨 20 L *45 *72 8.0 敲打 39 ― *9 *30 1.6 研磨

17 L *9 *44 1.7 研磨 21 L *39 *50 9.5 敲打? 40 L *15 *27 1.1 研磨

‐ L 56 65 23.5 素材 22 L *35 *25 3.9 敲打 41 R? *11 *28 1.0 研磨

‐ L 54 64 34.3 素材 23 R *28 *38 3.0 敲打

･「長さ」は殻高方向の計測値，｢幅｣は殻長方向の計測値，｢＊｣付数値は残存長。｢段階」は製作段階。

1
2

4

5

10

7
86

11 12 13

14 15 16
17

18

19 20 21 22

23
24

25 26 27 28

29 30
31

32

33

34

35
36

37 38 39 40 41

1～17:大貫落神貝塚

18～41:三反田蜆塚貝塚

3

9

0 　5㎝
（縮尺1/3）

0 　5㎝
（縮尺1/3）

(1～3,5～17:北貝塚，4:南貝塚）
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報
告
と
は
逆
転
す
る
。
一
方
の
報
告
の
み
で
は
貝
輪
の

偏
在
と
も
捉
え
か
ね
な
い
が
、
両
方
の
報
告
を
併
せ
れ

ば
、
北
・
南
貝
塚
に
大
き
な
異
な
り
は
見
ら
れ
な
い
。

資
料
調
査
で
は
、
貝
層
サ
ン
プ
ル
中
に
も
貝
輪
素
材
の

混
在
を
想
定
し
て
、
観
察
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

放
射
肋
の
数
か
ら
サ
ル
ボ
ウ
ガ
イ
（
図
一
―
10
・
11
）、
貝
殻

の
薄
さ
か
ら
ア
カ
ガ
イ
（
９
）
と
推
定
さ
れ
る
破
片
を
わ

ず
か
に
含
む
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
が
サ
ト
ウ
ガ
イ
と
判

断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
貝
殻
に
は
摩
滅
の
痕

跡
が
著
し
く
、
腹
縁
の
一
部
が
摩
り
減
っ
て
変
形
し
た

も
の
（
５
・
６
な
ど
）
が
あ
り
、
ゴ
カ
イ
類
の
よ
う
な
海
棲

生
物
の
生
痕
に
よ
る
損
壊
（
１
）
も
観
察
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
は
、
生
体
が
捕
獲
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
水
摩
さ
れ

海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
死
殻
が
採
集
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
に
つ
い
て
も
同
じ
く
観
察
さ

れ
て
お
り
、
採
集
地
と
し
て
は
、
直
近
の
鹿
島
灘
沿
岸

が
想
定
さ
れ
よ
う
。
現
在
の
鹿
島
灘
の
海
岸
で
は
、
ベ

ン
ケ
イ
ガ
イ
と
と
も
に
サ
ト
ウ
ガ
イ
の
貝
殻
が
打
ち
上

げ
ら
れ
る
こ
と
を
実
際
に
確
認
し
て
い
る
。
サ
ト
ウ
ガ

イ
は
、
サ
ル
ボ
ウ
ガ
イ
と
比
べ
て
平
均
的
に
大
き
く
、

ア
カ
ガ
イ
と
比
べ
て
貝
殻
が
厚
い
こ
と
も
、
貝
輪
製
作

の
素
材
と
し
て
優
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
素
材
段
階

（
１
～
10
）、
穿
孔
か
ら
孔
の
拡
大
ま
で
の
敲
打
段
階
（
11
～

13
）、
研
磨
段
階

註
四

（
14
～
17
）
ま
で
の
全
工
程
が
、
大
貫
落

神
貝
塚
に
は
認
め
ら
れ
、
特
に
素
材
段
階
が
敲
打
・
研

磨
段
階
を
数
量
で
上
回
る
。
こ
れ
に
対
し
て
市
内
の
三み

反た
ん

田だ

蜆し
い

塚づ
か

貝
塚
は
、
敲
打
段
階
（
18
～
23
）、
研
磨
段
階

（
24
～
41
）
の
み
で
、
素
材
段
階
の
資
料
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
の
貝
輪
製
作
の
痕
跡
と

共
通
し
て
お
り
、
や
は
り
大
貫
落
神
貝
塚
か
ら
三
反
田

蜆
塚
貝
塚
へ
と
、
穿
孔
さ
れ
た
未
成
品
の
状
態
（
18
・
19
）

で
サ
ト
ウ
ガ
イ
が
供
給
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
。

　

久
慈
川
下
流
域
に
お
い
て
は
、
河
口
部
の
日
立
市
南み

な
み

高こ
う

野や

貝
塚
か
ら
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
と
ア
カ
ガ
イ
属
の
貝
輪

が
採
集
さ
れ
て
い
る
（
図
二
）。
南
高
野
貝
塚
で
は
オ
オ

ツ
タ
ノ
ハ
の
貝
輪
一
二
点
が
既
に
報
告
さ
れ
て
い
る（
今

橋
一
九
八
〇
）
が
、
こ
の
よ
う
な
遠
隔
地
か
ら
の
搬
入
品
と

と
と
も
に
、
近
在
の
素
材
で
製
作
さ
れ
た
貝
輪
も
あ
っ

た
。
穿
孔
さ
れ
た
未
成
品（
３
）ま
で
は
確
認
で
き
る
が
、

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
の
よ
う
な
製
作
工

程
を
示
す
の
か
、
大
貫
落
神
貝
塚
の
よ
う
に
素
材
も
残

さ
れ
て
い
る
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

４　

貝
輪
製
作
の
消
長

　

貝
塚
を
形
成
し
た
遺
跡
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
も
の

の
、
那
珂
川
下
流
域
に
お
い
て
は
、
縄
文
時
代
前
期
か

ら
弥
生
時
代
中
期
ま
で
の
貝
輪
が
検
出
さ
れ
て
い
る（
図

三
）。
縄
文
時
代
の
中
期
と
後
期
前
葉
の
吉よ
し

田だ

・
上う
え

の
内う
ち

・

0 　5㎝
（縮尺1/3）

図２ 南高野貝塚の貝輪　　

1 2

　　　　　　　　　
　　　　

3
4

5

6

図３ 貝輪を出土した久慈川・那珂川流域

の遺跡

太

平

洋

2

3

4
5

(三反田蜆塚）
（上の内）

(和田ノ上）

0 　5㎝
（縮尺1/3）

1

図４ アカニシ,カキ類の貝輪

1・2(大貫落神）

13



三
反
田
蜆
塚
・
吹ふ
き
あ
げ上
・
大
貫
落
神
貝
塚
に
は
ア
カ
ニ

シ
（
図
四
―
１
・
２
）、
前
期
か
ら
後
期
初
頭
ま
で
の
和わ

だ田
ノ

上う
え

・
上
の
内註

五

・
三
反
田
蜆
塚
・
吹
上
貝
塚
に
は
カ
キ
類

（
３
～
５
）
の
貝
輪
も
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
域

の
貝
輪
製
作
の
素
材
は
、
時
期
を
通
し
て
ベ
ン
ケ
イ
ガ

イ
と
、
サ
ト
ウ
ガ
イ
な
ど
ア
カ
ガ
イ
属
が
主
体
で
あ
っ

た註
六

（
図
五
）。
海
岸
か
ら
獲
得
さ
れ
た
素
材
が
沿
岸
域
の

遺
跡
で
加
工
さ
れ
、
多
く
は
穿
孔
さ
れ
た
未
成
品
と
し

て
、
上
流
方
向
の
遺
跡
へ
と
供
給
さ
れ
た
こ
と
が
、
大

貫
落
神
貝
塚
と
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
の
資
料
か
ら
は
想
い

描
け
る
。
但
し
こ
れ
は
、
後
期
の
事
例
で
あ
っ
て
、
当

該
時
期
に
は
土
製
模
造
品
が
製
作
さ
れ
る
な
ど
内
陸
部

の
遺
跡
に
も
需
要
の
高
ま
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
今

後
は
、
大
貫
落
神
貝
塚
を
前
後
す
る
時
期
の
貝
塚
に
つ

い
て
も
、
素
材
や
加
工
痕
跡
の
混
在
に
留
意
し
た
貝
層

の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

1

2

8

9

3

4

10

5

6

7 

11

12

13

(大串）

(大串）

（遠原）

(吹上） (吹上）

(大貫落神） (大貫落神）

（宮前）

（辰ノ口）

（御船蔵） （御船蔵）

（大田房）

（差渋）0 　5㎝
（縮尺1/3）

縄
文
前
期
前
葉

縄
文
中
期―

後
期
初
頭

縄
文
後
期
前
葉―

後
葉

縄
文
晩
期

弥
生
中
期

図５　那珂川下流域におけるベンケイガイ,アカ

ガイ属の貝輪（8 は鈴木2014，9 は上川名編1972， 

13 は鈴木・色川2008より引用，その他は新たに実

測して掲載した）

ベンケイガイ アカガイ属

謝
辞　

大
近
平
遺
跡
の
遺
物
の
観
察
で
は
、
猪
狩
俊
哉
氏
・
綿
引
逸
雄
氏
（
日
立

市
郷
土
博
物
館
）
、
平
原
貝
塚
の
遺
物
の
観
察
で
は
、
林 

恵
子
氏
・
中
泉
雄

太
氏
・
川
又
清
明
氏
（
東
海
村
教
育
委
員
会
）
に
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
。

心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

註
一　

か
つ
て
は
「
ア
ナ
ダ
ラ
属
」
と
い
う
分
類
に
よ
る
呼
び
方
も
あ
っ
た
が
、

本
稿
の
分
類
は
奥
谷
編
二
〇
〇
〇
に
拠
る
。

註
二　

実
測
図
は
一
六
点
で
あ
る
が
、
写
真
図
版
に
一
七
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

註
三　

大
貫
落
神
貝
塚
の
ベ
ン
ケ
イ
ガ
イ
（
鈴
木
二
〇
一
九
の
図
六-

１
～
12
）

に
つ
い
て
は
、
六
点
が
北
貝
塚
、
二
点
が
南
貝
塚
、
四
点
が
不
明
で
あ
る
。

註
四　

製
作
の
工
具
と
し
て
は
、
南
貝
塚
に
報
告
さ
れ
た
「
有
溝
石
製
品
」
を
貝

輪
内
縁
の
研
磨
に
使
用
し
た
砥
石
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
。

註
五　

縄
文
時
代
中
期
後
葉
「
加
曽
利
Ｅ
式
」
に
伴
い
未
成
品
が
二
点
検
出
さ
れ

て
い
る
（
鈴
木
・
小
松
﨑
二
〇
〇
九
）
。

註
六　

縄
文
時
代
晩
期
は
、
日
立
市
大
近
平
遺
跡
（
大
賀
他

二
◯
一
五
）
で
も
ア

カ
ガ
イ
属
の
貝
輪
（p

h
.
3
5
5

「
サ
ル
ボ
ウ
」
）
が
出
土
し
て
お
り
、
ベ
ン
ケ
イ

ガ
イ
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
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／
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八
頁
／
鈴
木
素
行
・

色
川
順
子 

二
〇
〇
八
「
部
田
野
の
オ
オ
ツ
タ
ノ
ハ
」
『
ひ
た
ち
な
か
埋
文
だ
よ
り
』

第
二
八
号
、
八-

一
一
頁
／
鈴
木
素
行
・
小
松
﨑
恵
子 

二
〇
〇
九
「
大
貫
の
ア
カ

ニ
シ
」
『
ひ
た
ち
な
か
埋
文
だ
よ
り
』
第
三
〇
号
、
一
一-

一
四
頁
／
蓼
沼
香
未
由

他 

二
〇
〇
〇
『
大
貫
落
神
北
貝
塚
』
『
大
貫
落
神
南
貝
塚
』
大
貫
台
地
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
会
／
藤
本
弥
城 

一
九
八
〇
『
那
珂
川
下
流
の
石
器
時
代
研
究
Ⅱ
』（
私

家
版
）
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ヒ
ガ
ン
バ
ナ

　

ヒ
ガ
ン
バ
ナ

　
今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、
秋
の
訪
れ
を
告
げ
る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
（
彼

岸
花
）
で
す
。
別
名
マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
（
曼
珠
沙
華
）
と
言
い
ま
す
。

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
属
の
多
年
草
で
す
。
花

は
、
名
前
の
由
来
と
な
る
、
秋
の
彼
岸
前
後
の
時
期
に
咲
き
ま
す
。

花
披
は
六
枚
で
細
長
く
、
縁
は
縮
れ
、
外
側
に
強
く
反
り
返
り
、
雄

し
べ
と
雌
し
べ
は
外
へ
長
く
伸
び
ま
す
。
球
根
に
は
毒
性
が
あ
り
、

そ
の
植
生
か
ら
モ
グ
ラ
な
ど
の
害
獣
対
策
と
し
て
、
水
田
の
畦
な
ど

に
植
栽
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

秋
の
彼
岸
に
な
る
と
、
私
の
席
の
窓
越
し
に
こ
の
花
が
咲
く
こ
と

か
ら
、
必
ず
目
に
と
ま
り
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
蝉
の
声
か
ら
鈴
虫
の

音
色
に
変
わ
り
、
秋
の
訪
れ
を
感
じ
ま
す
。
と
同
時
に
、
虎
塚
古
墳

の
秋
の
壁
画
公
開
の
準
備
に
入
り
ま
す
。
た
だ
し
今
年
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
、
春
に
続
き
秋
の
公
開
も
中
止
と
な
り
ま
し

た
。
寂
し
い
秋
と
な
り
そ
う
で
す
。　
　
　

                    　

（
稲
田
健
一
）

2019.09.26

2020.03.18

１１　

コ
ゲ
ラ

　

コ
ゲ
ラ

　
虎
塚
古
墳
の
森
に
は
、
た
く
さ
ん
の
鳥
た
ち
も
棲
ん
で

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
姿
を
写
真
に
収
め
る
こ
と
は
私

の
技
量
で
は
難
し
く
、
な
か
な
か
ご
紹
介
で
き
る
機
会
に

恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
今
回
、
や
っ
と
そ
の
姿

を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
た
鳥
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
ご

紹
介
す
る
コ
ゲ
ラ
で
す
。
コ
ゲ
ラ
は
全
長
一
五
㎝
ほ
ど
の

大
き
さ
で
、
日
本
で
一
番
小
さ
な
キ
ツ
ツ
キ
と
さ
れ
ま

す
。
背
は
こ
げ
茶
色
に
白
い
点
模
様
が
た
く
さ
ん
み
ら
れ

ま
す
。

　

虎
塚
古
墳
の
森
を
歩
い
て
い
る
と
、
木
を
た
た
く
ド
ラ

ミ
ン
グ
が
聞
こ
え
ま
す
。
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
古
墳
を
散

策
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
お
す
す
め
で
す
。  

（
稲
田
健
一
）

歴
史
の
小
窓　

そ
の
二
四

土
鍋
の
足

　

こ
れ
は
武
田
西
塙
遺
跡
の
一
〇
世
紀
後
半
の
住
居
跡

か
ら
出
土
し
た
土
鍋
の
足
で
す
。
先
が
少
し
曲
が
っ
て

い
て
、
先
端
外
側
に
く
ぼ
み
を
少
し
つ
け
る
こ
と
で
、

つ
ま
先
を
表
し
た
よ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
足
を
三
つ
ほ
ど
付
け
た
土
鍋
は
三さ
ん
そ
く
な
べ

足
鍋
と

呼
ば
れ
、
平
安
時
代
の
遺
跡
か
ら
時
々
出
土
し
ま
す
。

多
く
は
割
れ
て
い
て
足
だ
け
が
出
土
す
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、
出
土
量
が
少
な
く
、
一
般
的
な
煮に

炊た
き

具ぐ

で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

古
川
一
明
氏
は
「
湯ゆ
だ
て
し
ん
じ

立
神
事
」
で
用
い
る
「
湯
立
釜
」

に
類
似
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
ま
だ
体
験

し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
湯
立
神
事
で
は
、「
屋
外
で
湯

を
沸
か
し
、
煮
え
た
ぎ
っ
た
湯
を
笹
葉
な
ど
で
周
囲
に

振
り
掛
け
る
こ
と
で
斎
場
や
参
加
者
を
清
め
場
を
浄
化

す
る
と
い
う
所
作
が
お
こ
な
わ
れ
る
。」　

と
い
い
ま
す
。

武
田
西
塙
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
鍋
の
足
も
、
こ
う
し

た
神
事
が
古
代
の
村
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

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

参
考
文
献　

古
川
一
明
二
〇
一
四
「
古
代
東
北
地
方
に
お
け
る
特
殊
な
形
態
の
煮
炊
用
土
器

に
つ
い
て
」『
東
北
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
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編
集
後
記
の
　

虎
の
子

　
前
号
の
編
集
後
記
で
は
、
今
年
二
◯
二
◯
年
が

虎
塚
古
墳
壁
画
公
開
開
始
か
ら
四
◯
年
と
な
る
こ

と
と
、「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
講
座
を
一
四
年
間

続
け
て
き
た
成
果
を
ご
紹
介
し
た
。
そ
れ
か
ら
半

年
後
、
予
想
も
付
か
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
春
に
続

き
秋
の
壁
画
公
開
も
中
止
と
な
り
、
一
五
年
目
の

「
ふ
る
さ
と
考
古
学
」
も
事
実
上
中
止
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
状
況
を
悲
観
し
て
い
る
だ
け
で
は

前
に
進
め
な
い
。
前
向
き
に
捉
え
る
な
ら
、
壁
画

を
一
年
間
公
開
し
て
い
な
い
状
況
の
環
境
デ
ー
タ

を
得
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
公
開
し
た
時
と
の
比

較
が
出
来
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。
ま
た
「
ふ
る

さ
と
考
古
学
」
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
活
用
で
き
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
遠
距
離
の

講
師
を
招
く
こ
と
も
出
来
る
し
、
埋
文
セ
ン
タ
ー

に
来
る
こ
と
が
難
し
い
受
講
生
が
参
加
し
て
く
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
や
る
こ
と
、
出
来

る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
そ
う
だ
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
え
ば
、
虎
塚
古
墳
の
壁

画
を
も
と
に
擬
人
化
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
み
つ

け
た
。
こ
の
夏
、
偶
然
こ
の
作
者
と
の
出
会
い
が

あ
り
、
展
示
な
ど
で
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
使
用

し
た
い
こ
と
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
承
諾

い
た
だ
け
た
。
今
後
は

虎
塚
古
墳
を
応
援
す
る

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て

の
活
躍
を
考
え
て
い
る
。

今
年
生
ま
れ
た
新
し
い

展
開
で
あ
る
。
詳
細
は
次

号
に
。

ⓒヨスミナミ

４
月

2
-
5

虎
塚
古
墳
春
期
一
般
公
開
（
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
中
止
）

／1
8
-

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
臨
時

休
館

５
月

1
2
-
1
9

堀
口
遺
跡
試
掘
調
査
／2

0
-
2
7

相
対
遺
跡
試
掘
調
査
／1

9
-

新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
を
実
施
し
開
館

６
月

2
-
5

高
野
冨
士
山
遺
跡
試
掘
調
査
／

9
-
1
6

市
毛
下
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／1

8

堀
口
遺
跡
本
調
査
開
始
／2
4

茨
城
大

学
遠
隔
授
業【
埋
文
セ
ン
タ
ー
の
活
動
】

／3
0
-

三
反
田
古
墳
群
試
掘
調
査
開
始

７
月

1

茨
城
大
学
遠
隔
授
業【
虎
塚
古
墳
に
つ
い
て
】

／7

堀
口
遺
跡
本
調
査
終
了
／7

-
1
6

2020 前期

月
開館

日数

個人 団体 計

（人） （団体） （人） （人）
４月 15 53 0 （0） 0 （0） 53
５月 12 40 0 （0） 0 （0） 40
６月 25 135 0 （0） 0 （0） 135
７月 27 134 0 （0） 0 （0） 134
８月 26 248 7 （0） 56 （0） 304
９月 26 137 1 （0） 16 （0） 153
合計 131 747 8 （0） 72 （0） 819

入 館 者 状 況（2020.4.1. ～ 2020.9.30）

（）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『市報
ひたちなか』及び下記のホームページでお知らせします。
http://hitachinaka-culturehall.jp/news-cat/kokuchi/

磯
崎
東
古
墳
群
試
掘
調
査
／15

三
反

田
古
墳
群
試
掘
調
査
終
了
／1

6-31

中

曽
根
遺
跡
試
掘
調
査
／1

7

日
立
市
金

沢
小
学
校
へ
資
料
貸
出
【
井
上
資
料
縄
文
土

器
ほ
か
】
／3

0
-

平
井
遺
跡
・
三
反
田
古

墳
群
試
掘
調
査
開
始

８
月

4
-
7

松
原
遺
跡
試
掘
調
査
／4-28

高

野
冨
士
山
遺
跡
本
調
査
／7

三
反
田
古

墳
群
試
掘
調
査
終
了
／1

3

平
井
遺
跡

試
掘
調
査
終
了
／1

8
-
2
5

岡
田
遺
跡
試

掘
調
査
／1

8
-
2
5

博
物
館
実
習
（
茨
城

大
学
・
国
士
舘
大
学
・
茨
城
キ
リ
ス
ト

教
大
学
）

／2
5
-
2
8

東
原
遺
跡
試
掘
調
査
／27

日
立
市
金
沢
小
学
校
よ
り
資
料
返
却

９
月

1
-
2
9

東
石
川
新
堀
遺
跡
試
掘
調
査
／

3

千
葉
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

埋
蔵
文
化
財
ロ
ビ
ー
巡
回
展
『
石
斧
展

―
生
産
・
流
通
・
保
有
・
消
費
―
』
へ

資
料
貸
出
【
半
分
山
遺
跡
石
斧
】
／8-16

堀

口
遺
跡
・
市
毛
上
坪
遺
跡
試
掘
調
査

／12-

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
51

「
い
つ
付
い
た
？
籠
目
痕
の
あ
る
遺
物

た
ち
」開
始
／13

ふ
る
さ
と
考
古
学
特

別
版
①
「
楽
し
い
考
古
学
」（
講
師
・
さ

か
い
ひ
ろ
こ
氏
・
矢
野
徳
也
氏
）

／15-29

平
井
遺
跡
試
掘
調
査
／15-

部
田
野
富
士
山
遺
跡
試
掘
調
査
開
始
／

27

木
所
睦
・
山
崎
颯
太
氏
（
茨
城
大
学
）
資

料
見
学【
松
原
遺
跡
土
師
器
ほ
か
】／29-

老
ノ

塚
古
墳
群
試
掘
調
査
開
始
／
茨
城
県
立

歴
史
館
特
別
展『JO

M
O

N
 Period

』へ

資
料
貸
出
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
土
偶
ほ
か
】
／
神

栖
市
歴
史
民
俗
資
料
館
資
料
調
査
【
後
野

遺
跡
石
器
ほ
か
】


