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雪を纏った虎塚古墳　　ここ数年は雪が降っても積もることはほとんどなかったので，今年も雪は積
もらないのかなと思っていた正月休み明け，久しぶりに本格的に雪が降り，写真のように雪を纏ったき
れいな虎塚古墳を見ることができました。虎塚古墳に雪が積もるといつも思い出すのが，虎塚古墳の
発掘調査とその後の保存に永くご尽力いただいた明治大学の小林三郎先生です。昔，虎塚古墳に雪が
積もった翌日，市の担当者に「石室が心配だから，石室の上の雪を除去して欲しい」と電話があった
そうです。小林先生がいつも虎塚古墳を気にかけていたことを物語るエピソードです。このような古墳
に対する愛と努力が，現在の虎塚古墳の保存状態につながっています。� （2022.1.7）
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第18回企画展　海、古墳－海洋民の痕跡を探る－

公開講座「ひたちなか市の考古学」第14 回　古墳時代の交流

「私的茨城考古学外史－遺跡・人 出会いと別れ－」　第５回　発掘三昧への道　県内編２　（瓦吹　堅）

資料紹介　ひたちなか市出土石製紡錘車の形態分類と石材　（佐々木義則・矢野徳也）

横穴墓を歩く�　権現山横穴墓群　（川口武彦） ひたちなか市内の発掘調査 2021

ひたちなか市の遺跡⑨改訂版　大島・田彦中学区編 のぞき見、展示室③　武田石高遺跡のトロトロ石器

ワンケース・ミュージアム 54　ひたちなか市の石製紡錘車 歴史の小窓㉗　ふるさとの名を記す ほか



墳
で
す
。
古
墳
群
が
水
上
交
通
の
要
衝
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
那
珂
川
河
口
域
の
海
の
古
墳
の
は
じ
ま
り
が
磯
浜

古
墳
群
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

磯
浜
古
墳
群
が
終
焉
を
迎
え
る
頃
、
ひ
た
ち
な
か
市

の
海
岸
部
で
古
墳
の
築
造
が
始
ま
り
ま
す
。
三み
つ
づ
か

ツ
塚
第

三
古
墳
群
で
す
。
最
初
に
築
造
さ
れ
る
の
は
、
約
七
〇

ｍ
の
帆
立
貝
形
古
墳
の
第
13
号
墳
と
約
五
〇
ｍ
の
大
型

円
墳
の
第
12
号
墳
で
す
。
注
目
さ
れ
る
遺
物
と
し
て
、

第
12
号
墳
か
ら
出
土
し
た
壺
形
埴
輪
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
こ
の
埴
輪
は
磯
浜
古
墳
群
の
日
下
ヶ
塚
古
墳
や
車
く
る
ま

塚づ
か

古
墳
か
ら
出
土
し
た
壺
形
埴
輪
の
影
響
が
み
ら
れ
る

も
の
で
、
特
異
な
形
を
呈
し
て
い
ま
す
。
こ
の
類
似
か

ら
、
磯
浜
古
墳
群
と
の
関
連
を
も
っ
て
、
三
ツ
塚
第
三

古
墳
群
が
成
立
し
て
く
る
と
考
え
ま
す
。

ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群　
　

市
内
の
太
平
洋
を
望
む

台
地
縁
辺
部
に
は
、
北
か
ら
五
世
紀
後
半
の
市
域
最
大

規
模
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
川か
ご
づ
か

子
塚
古
墳
や
磯
い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
古

墳
群
、
磯い
そ
あ
い合
古
墳
群
、
入
に
ゅ
う
ど
う道
古
墳
群
、
三
ツ
塚
古
墳
群
、

新し
ん
ど
う道
古
墳
群
な
ど
が
あ
り
、
直
線
で
約
三
㎞
に
わ
た
っ

て
一
〇
〇
基
以
上
の
古
墳
が
連
な
る
よ
う
に
存
在
し
て

ひ
た
ち
な
か
市
の
海
岸
部
に
は
、
一
〇
〇
基
を
超
え

る
古
墳
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
狭
い
範
囲

に
古
墳
が
密
集
す
る
例
は
、
茨
城
県
内
で
も
数
少
な
い

事
例
で
す
。
二
〇
一
一
年
以
降
、
海
岸
部
の
古
墳
の
調

査
例
が
増
え
、
海
と
関
わ
り
の
あ
る
古
墳
群
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
、こ
の「
海
の
古
墳
」

が
、
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
虎と

ら
づ
か塚

古
墳
や
十じ
ゅ
う
ご
ろ
う

五
郎

穴あ
な

横
穴
墓
群
の
築
造
の
背
景
に
も
、
海
を
通
じ
た
交
流

が
あ
る
こ
と
も
判
っ
て
き
ま
し
た
。

展
示
で
は
、「
海
の
古
墳
」
に
注
目
し
、
出
土
遺
物

を
通
し
て
古
墳
時
代
に
お
け
る
海
を
介
し
た
活
動
や
交

流
を
検
討
し
ま
し
た
。

海
の
古
墳
、
出
現　
　

ひ
た
ち
な
か
市
で
は
古
墳
時
代

の
前
期
に
造
ら
れ
た
古
墳
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。＊

し
か
し
、
那
珂
川
対
岸
の
大
洗
町
で
は
、
前
期
の
初
め

か
ら
中
期
に
入
る
ま
で
古
墳
が
継
続
す
る
場
所
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
磯い
そ
は
ま浜
古
墳
群
で
す
。
古
墳
群
は
鹿
島
臨

海
鉄
道
大
洗
鹿
島
線
の
大
洗
駅
の
東
側
、
太
平
洋
に
面

す
る
鹿
島
台
地
の
北
端
部
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
東
は

太
平
洋
、
西
は
涸ひ
ぬ
ま沼
・
涸
沼
川
、
北
は
那
珂
川
で
、
南

は
台
地
が
切
れ
、
ま
る
で
島
状
の
台
地
に
古
墳
が
展
開

し
て
い
ま
す
。
こ
の
立
地
か
ら
水
上
交
通
の
要
衝
で

あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
古
墳
は
、
前

方
後
円
墳
二
基
、
前
方
後
方
墳
一
基
、
大
型
円
墳
一

基
、
墳
形
不
明
二
基
の
総
数
六
基
で
群
を
構
成
し
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
全
長
一
〇
一
ｍ
の
日ひ
さ
げ
づ
か

下
ヶ
塚
（
常ひ
た
ち陸

鏡か
が
み
づ
か
塚
）
古
墳
は
、
当
時
こ
の
地
域
最
大
級
の
前
方
後
円

三ツ塚 12 号墳の壺形埴輪

海､古墳
第 18回企画展

日時：令和４年２月11日（金・祝）から５月８日（日）

休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）　　　入場無料

場所：ひたちなか市埋蔵文化財調査センター
〒312-0011　茨城県ひたちなか市中根３４９９

電話：０２９－２７６－８３１１

午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）

（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

－海洋民の痕跡を探る－

第 18回企画展

海、古墳
2022 年２月 11 日（金・祝） ～５月８日（日）

－海洋民の痕跡を探る－

場所：ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

2022 年２月 11 日（金・祝） ～５月８日（日）
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＊市内柳沢にある寺前古墳が前期の古墳の可能性があります。
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　磯崎東古墳群の石棺墓

　入道古墳群の石棺墓

　三ツ塚古墳群の石棺墓

2020-2・3 号石棺墓

2020-5 号石棺墓

2020-4 号石棺墓

2020-7 号石棺墓

い
ま
す
。

群
を
構
成
す
る
古
墳
は
直
径
一
五
ｍ
前
後
の
円
墳
が

主
体
で
、
そ
の
ほ
か
に
約
八
一
ｍ
の
前
方
後
円
墳
の
川

子
塚
古
墳
、
磯
崎
東
33
号
墳
や
三
ツ
塚
第
三
︲
13
号
墳

の
帆
立
貝
形
古
墳
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
三
ツ
塚
第
三

︲
２
号
墳
の
よ
う
に
墳
丘
の
高
さ
が
一
ｍ
と
低
い
も
の

や
、
墳
丘
を
も
た
な
い
石
棺
墓
も
存
在
し
ま
す
。
埋
葬

施
設
に
は
、
石
棺
や
竪
穴
式
石
室
、
横
穴
式
石
室
が
あ

り
、
石
材
に
は
海
岸
の
石
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
墳
丘
の
上
に
石
を
敷
き
詰
め
る
「
葺ふ
き
い
し石
」
の
み

ら
れ
る
古
墳
が
多
く
、
葺
石
の
あ
る
古
墳
は
市
内
で
唯

一
こ
こ
だ
け
で
す
。

出
土
遺
物
に
は
、
珠し
ゅ
も
ん
き
ょ
う

文
鏡
や
大た

ち刀
、
鉄て
つ
ぞ
く鏃
、
骨こ
つ
ぞ
く鏃
、

鹿ろ
っ
か
く
そ
う
と
う
す

角
装
刀
子
、
埴
輪
、
須す

え

き
恵
器
、
土は

じ

き
師
器
、
ガ
ラ
ス
小

玉
、
石
製
模
造
品
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

時
期
は
、
出
土
遺
物
か
ら
五
世
紀
前
葉
か
ら
七
世
紀

中
葉
ま
で
の
間
、
ほ
ぼ
継
続
し
て
古
墳
が
造
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
市
内
の
他
の
地
域
が

六
世
紀
以
降
に
古
墳
の
築
造
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
対

照
的
で
す
。
ま
た
、
臨
海
部
で
は
そ
の
周
辺
も
含
め
て

集
落
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
臨

海
部
の
地
域
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
墓
域
で
あ
っ
た
こ

と
も
窺
え
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
臨
海
部
の
古
墳
に
は
市
内
で
こ
の

地
域
の
み
に
限
定
さ
れ
る
特
徴
が
あ
り
、
地
理
的
に
も

古
墳
が
連
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
古
墳
を
ま
と
め
て
「
ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
」

と
称
し
て
い
ま
す
。

ひたちなか海浜古墳群とひたちなか市の石棺墓
展示のナビゲーターの虎塚ちゃん

（ヨスミナミさん作画）
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鏃
す
べ
て
と
、
イ
モ
貝
装
馬
具
を
展
示
し
ま
し
た
。

骨
鏃
は
、
鉄
で
は
な
く
鹿
の
足
の
骨
な
ど
で
つ
く
っ

た
ヤ
ジ
リ
状
の
も
の
で
す
。
ひ
た
ち
な
か
市
で
は
磯
崎

東
古
墳
群
第
24
号
墳
か
ら
一
二
点
、
第
34
号
墳
付
近
の

古
墳
か
ら
一
点
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
県
内

で
は
、
日
立
市
千せ
ん
ぷ
く
じ
し
た

福
寺
下
34
・
40
号
横
穴
墓
、
同
市

泉い
ず
み
は
ら原

遺
跡
内
古
墳
、
東
海
村
白
方
７
号
墳
、
か
す
み

が
う
ら
市
大お
お
つ
か塚

５
号
墳
の
合
計
五
遺
跡
か
ら
出
土
し
て

も
確
認
で
き
ま
す
。
石
棺
墓
に
伴
う
希
少
な
遺
物
と
し

て
、
三
ツ
塚
第
二
︲
３
号
墓
や
白
方
古
墳
群
、
河
原
子

古
墳
群
の
石
棺
墓
か
ら
共
通
し
て
刀
子
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
は
注
目
で
す
。

茨
城
県
外
の
地
域
で
は
、
神
奈
川
県
三
浦
市
勝か

っ
ち
ゃ谷
砂

丘
遺
跡
や
鎌
倉
市
長は
せ
こ
う
じ

谷
小
路
周
辺
遺
跡
、
和
歌
山
県
白

浜
町
脇わ
き
の
た
に

ノ
谷
古
墳
、
福
岡
県
行
橋
市
稲い
な
ど
う堂

古
墳
群
な
ど

の
埋
葬
施
設
と
の
類
似
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も

三
浦
半
島
に
位
置
す
る
勝
谷
砂
丘
遺
跡
周
辺
で
は
、
墳

丘
を
持
つ
古
墳
（
前
方
後
円
墳
・
円
墳
）
の
雨あ
め
さ
き崎
古
墳

群
や
横
穴
墓
の
雨
崎
横
穴
墓
群
、
洞
穴
の
雨
崎
洞
穴

と
、
半
径
五
〇
ｍ
の
範
囲
に
多
様
な
墓
が
集
中
し
て
い

ま
す
。
三
ツ
塚
古
墳
群
で
も
半
径
五
〇
〇
ｍ
の
範
囲
に

墳
丘
を
伴
う
古
墳
・
石
棺
墓
・
横
穴
墓
と
い
っ
た
様
々

な
墓
が
存
在
し
て
お
り
、
範
囲
が
少
し
広
く
洞
穴
は
な

い
と
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
三
浦
半
島
と
の
類
似

性
が
み
ら
れ
ま
す
。

三
浦
半
島
と
ひ
た
ち
な
か
市
と
の
共
通
性
に
関
し
て

は
、
神
奈
川
県
の
西
川
修
一
さ
ん
は
、
三
浦
半
島
は
南

の
海
の
出
入
口
、
ひ
た
ち
な
か
市
は
北
の
海
の
出
入
口

と
し
て
、
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
を
理
由
の
一

つ
と
し
て
あ
げ
て
い
ま
す
［
西
川
二
〇
一
六
］。

海
の
古
墳
と
遺
物　
　

石
棺
墓
が
海
岸
部
を
主
体
と
し

て
、
茨
城
県
か
ら
九
州
ま
で
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
に

点
々
と
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、

石
棺
墓
と
同
じ
よ
う
に
海
岸
部
の
墳
墓
か
ら
出
土
す
る

遺
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
骨
鏃
と
イ
モ
貝
装
馬
具
で

す
。
今
回
の
展
示
で
は
、
茨
城
県
内
か
ら
出
土
し
た
骨

ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
の
特
徴
の
一
つ
に
、
海

を
強
く
意
識
し
た
墓
制
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
海
を

臨
む
斜
面
部
に
つ
く
ら
れ
た
石
棺
墓
で
す
。
斜
面
部
に

あ
る
石
棺
墓
は
、
磯
崎
東
古
墳
群
、
入
道
古
墳
群
、
三

ツ
塚
第
二
古
墳
群
で
確
認
し
て
お
り
、
ひ
た
ち
な
か
海

浜
古
墳
群
中
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
き

ま
し
た
。
市
内
で
記
録
に
残
る
最
初
の
例
は
一
九
六
〇

年
に
入
道
古
墳
群
で
一
基
を
確
認
し
た
も
の
で
、
そ

の
後
一
九
六
八
年
に
三
ツ
塚
第
二
古
墳
群
で
八
基
、

一
九
七
四
年
に
入
道
古
墳
群
で
二
基
、
二
〇
一
一
年

か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
磯
崎
東
古
墳
群
で
九
基
、

二
〇
二
〇
年
に
入
道
古
墳
群
で
六
基
の
合
計
二
六
基
の

石
棺
墓
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

石
棺
墓
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
海
が
目

の
前
に
広
が
る
斜
面
部
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
石
棺

は
磯
の
石
を
利
用
し
、
基
本
的
に
は
短
軸
方
向
に
一
つ

ず
つ
、
長
軸
方
向
に
四
つ
ず
つ
の
石
で
石
棺
を
構
成
し

て
い
る
こ
と
、
床
面
に
は
石
材
は
な
く
海
砂
が
敷
か
れ

て
い
る
こ
と
、
分
布
状
況
は
斜
面
の
中
段
か
ら
上
段
に

か
け
て
二
段
も
し
く
は
三
段
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
ま
る
で
横
穴
墓
の
配
置
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
、

石
棺
墓
の
上
の
台
地
平
坦
面
に
は
墳
丘
を
有
す
る
古
墳

が
存
在
す
る
こ
と
、
出
土
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
人
骨

の
み
が
出
土
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
で
確
認
し
た
石
棺
墓
は
、

類
似
す
る
も
の
が
茨
城
県
で
は
東
海
村
白し
ら
か
た方

古
墳
群
や

日
立
市
河か
わ
ら
ご

原
子
古
墳
群
、
北
茨
城
市
神か
み
お
か
か
み

岡
上
古
墳
群
で

茨城県内の骨鏃

大塚５号墳

白方７号墳

千福寺下 34・40 号墓

泉原遺跡

二本松古墳出土のイモ貝装馬具

現生のイモ貝
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幡山 26 号墳

参
考
文
献

白
石
真
理
二
〇
〇
三
「
古
墳
を
歩
く
３
三
ツ
塚
古
墳
群
」『
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー

ト
』
15

ひ
た
ち
な
か
市
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社
／
中
村
友
昭
二
◯
一
四
「
琉
球
列
島

産
貝
製
品
か
ら
み
た
地
域
間
交
流
」『
古
墳
時
代
の
地
域
間
交
流
二

第
一
七
回
九
州
前
方

後
円
墳
研
究
会
大
分
大
会
』
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
／
西
川
修
一
二
◯
一
六
「
相
模
湾

沿
岸
部
に
お
け
る
古
墳
時
代
の
臨
海
性
墓
制
に
つ
い
て
」『
長
谷
小
路
周
辺
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
』
株
式
会
社
斉
藤
建
設

い
ま
す
。
県
外
で
は
い
わ
き
市
で
も
出
土
例
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
墳
墓
の
時
期
は
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
前

半
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
時
期
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
立
地
は
海
岸
沿
い
や
久
慈
川
河
口

域
、
恋
瀬
川
が
霞
ヶ
浦
に
注
ぐ
場
所
と
、
水
上
交
通
の

要
所
と
思
わ
れ
る
場
所
か
ら
出
土
し
て
い
る
と
い
う
点

で
共
通
性
が
見
出
せ
ま
す
。
全
国
的
に
は
、
九
州
南
部

と
関
東
、
東
北
の
太
平
洋
岸
に
集
中
し
て
お
り
、
横
穴

墓
や
地
下
式
横
穴
墓
か
ら
の
出
土
が
多
い
特
徴
も
み
ら

れ
ま
す
。

イ
モ
貝
装
馬
具
は
、
南
海
産
の
イ
モ
ガ
イ
の
頭
の
部

分
を
使
用
し
た
、
装
飾
を
施
し
た
馬
具
で
す
。
こ
の
イ

モ
貝
装
馬
具
は
笠か
さ
や谷

６
号
墳
を
含
め
て
県
内
で
は
東
海

村
二に
ほ
ん
ま
つ

本
松
古
墳
、
鉾
田
市
天て
ん
じ
ん
や
ま

神
山
４
号
墳
、
常
総
市

七な
な
つ
か塚
１
号
墳
の
四
例
し
か
な
く
、
時
期
も
み
な
七
世
紀

前
半
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
他
に
、
常
陸
太
田
市
幡は
た
や
ま山

26

号
墳
か
ら
出
土
し
た
馬
具
も
イ
モ
貝
は
付
い
て
い
ま
せ

ん
が
、
二
本
松
古
墳
の
馬
具
に
形
状
が
似
て
い
る
こ
と

か
ら
イ
モ
貝
装
馬
具
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
近
隣
で

は
、
福
島
県
い
わ
き
市
で
も
中な
か
だ田

横
穴
墓
な
ど
四
遺

跡
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
イ
モ
貝
装
馬
具
を
出
土
し
た

古
墳
の
立
地
を
見
る
と
、
常
総
市
七
塚
１
号
墳
以
外
は

海
岸
沿
い
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
全
国
的
に
は
、
九

州
、
特
に
福
岡
県
に
多
く
分
布
し
、
次
い
で
遠
州
灘
沿

岸
か
ら
福
島
県
い
わ
き
市
域
の
太
平
洋
側
に
集
中
し
て

分
布
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
［
中
村

二
〇
一
四
］。

ご
紹
介
し
ま
し
た
海
岸
部
の
石
棺
墓
や
骨
鏃
、
イ
モ

貝
装
馬
具
の
ほ
か
に
も
、
虎
塚
古
墳
の
よ
う
な
装
飾
古

墳
、
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
の
よ
う
な
横
穴
墓
も
九
州
と

の
関
係
が
あ
る
墳
墓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ひ
た
ち
な
か

市
の
古
墳
に
は
九
州
を
含
め
た
海
を
臨
む
地
域
と
の
さ

ま
ざ
ま
な
交
流
が
想
定
で
き
ま
す
。

海
、
古
墳　
　

で
は
、
海
を
介
し
た
交
流
に
は
、
ど
の

よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け

の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
北
関
東
の

海
運
が
参
考
と
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
、
東
北
地
方
の

米
な
ど
の
物
資
を
江
戸
へ
運
ぶ
場
合
、
太
平
洋
を
南
下

し
て
き
た
船
は
那
珂
川
河
口
の
ひ
た
ち
な
か
市
那
珂
湊

を
中
継
地
と
し
て
、
外
洋
か
ら
那
珂
川
・
涸
沼
川
へ
入

り
、
一
部
陸
送
し
て
巴
川
か
ら
北
浦
そ
し
て
利
根
川
を

さ
か
の
ぼ
り
、
千
葉
県
野
田
市
の
関
宿
か
ら
江
戸
川
を

通
し
て
江
戸
へ
到
達
す
る
経
路
が
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
経
路
の
活
用
で
那
珂
湊
は
大
い
に
栄
え
ま
し

た
。
千
葉
県
の
銚
子
沖
は
海
流
の
影
響
で
現
在
も
海
の

難
所
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
を
避
け
て

安
全
に
東
京
湾
へ
た
ど
り
着
く
経
路
と
し

て
、
那
珂
湊
か
ら
の
内
水
面
ル
ー
ト
が
活

用
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
古
墳
時
代

に
ま
っ
た
く
同
じ
経
路
は
存
在
し
ま
せ
ん

が
、
海
流
の
影
響
に
よ
り
那
珂
川
河
口
域

が
海
と
内
水
面
と
を
つ
な
ぐ
要
所
で
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
っ
て
海
と
内
水
面
と
を
つ
な
ぐ
要
所

と
し
て
那
珂
川
河
口
域
に
は
人
や
モ
ノ
が

集
中
し
、
そ
の
結
果
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て

き
た
水
上
交
通
と
関
係
す
る
古
墳
や
遺
物
が
こ
の
地
域

に
存
在
す
る
も
の
と
推
測
し
ま
す
。
そ
し
て
、
遺
物
か

ら
は
ヤ
マ
ト
王
権
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

資
料
が
あ
る
反
面
、
そ
の
な
か
に
畿
内
に
分
布
の
中
心

を
も
た
な
い
遺
物
が
あ
る
こ
と
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
主
導

で
は
な
い
、
地
域
を
主
体
と
す
る
地
域
間
交
流
が
展
開

さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
交
流
に
は
「
海
洋
民
」
の
活
躍
が
あ
っ
た
と
考
え
ま

す
。
そ
の
海
洋
民
の
墓
が
ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
で

あ
り
、
交
流
の
一
つ
と
し
て
九
州
と
の
つ
な
が
り
を
示

す
墓
が
虎
塚
古
墳
と
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
稲
田
健
一
）

★今回の企画展の開催及び本誌への記事の掲載にあたっては、以下の機関及び関係者からご指導とご協力をいただきました。

　かすみがうら市・北茨城市・東海村・常陸太田市・鉾田市の各教育委員会・日立市郷土博物館

　猪狩俊哉・大内みなみ・大久保隆史・大塲靖之・大渕淳志・片平雅俊・斉藤新・蓼沼香未由・早川麗司・林 恵子・矢野徳也・山口憲一　（50 音順・敬称略）

海でつながる墳墓や遺物の分布
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公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第
十
四
回

古
墳
時
代
の
交
流

令
和
四
年
二
月
一
九
日
か
ら
三
月
一
二
日
に
、
公
開

講
座「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学

古
墳
時
代
の
交
流
」

を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
古
墳
時
代
の
研
究
者

を
お
招
き
し
て
、
最
新
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
古
墳

時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
に
つ
い
て
ご
講
演
を
頂
き
ま

し
た
。

な
お
、
今
回
の
講
座
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
日
、

記
録
集
を
刊
行
す
る
予
定
で
す
。

歴
史
の
小
窓

そ
の
二
七

ふ
る
さ
と
の
名
を
記
す

「
歴
史
の
小
窓

そ
の

二
」
で
は
、
神
に
捧さ

さ

げ
も

の
を
し
た
人
の
名
を
書

い
た
墨ぼ

く
し
ょ
ど
き

書
土
器
を
取
り

上
げ
ま
し
た
が
、
今
回
は

地
名
が
書
か
れ
た
土
器

に
つ
い
て
で
す
。

こ
の
土
器
は
底
部
の

内
外
面
に
、「
高
月
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ

の
「
高
月
」
を
久く

じ
ぐ
ん
た
か
つ
き
ご
う

慈
郡
高
月
郷
出
身
の
人
が
ふ
る
さ
と

の
名
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ま
し
た
。
出
土
し
た
の
は

奈
良
時
代
終
わ
り
ご
ろ
の
武た

け
だ
に
し
は
な
わ

田
西
塙
遺
跡
第
二
五
五
号

住
居
跡
で
す
。
武
田
西
塙
遺
跡
は
那な

か
ぐ
ん
た
け
だ
ご
う

賀
郡
武
田
郷
に
比

定
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
住
居
に
住
ん
で
い
た
人
は
久
慈

郡
か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
土

器
に
自
分
の
出
身
地
を
記
す
こ
と
で
、「
こ
の
賄

ま
か
な
いを
捧

げ
た
の
は
久
慈
郡
高
月
郷
か
ら
き
た
私
で
す
よ
。」
と
、

冥め
い
か
い界
か
ら
や
っ
て
く
る
鬼
や
神
に
伝
え
、
災
い
か
ら
逃

れ
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
地
名
墨
書
土
器
は
、
古
代
の
移
住
を
考

え
る
資
料
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
移
住
者
は
新

た
な
土
地
で
周
り
の
人
々
と
新
た
な
関
係
を
取
り
結
び

な
が
ら
も
、
自
分
の
故
郷
と
は
特
別
な
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
今
の
私
た
ち
と
あ
ま
り
変

わ
ら
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

（
佐
々
木
義
則
）

月 / 日 演　　題 講　　師

２/19（土）石製模造品からみた交流
福島県郡山市大安場史跡公園
佐久間　正明　氏

２/27（日）ガラス小玉からみた交流
東京都大田区立郷土博物館
斎藤　あや　氏

３/ ５（土）臨海部の古墳からみた交流
（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
稲田　健一

３/12（土）古墳と海洋民
神奈川県立旭高校
西川　修一　氏

福
島
県
郡
山
市
大
安
場
史
跡
公
園

　
　
佐さ

く

ま
久
間

正ま
さ
あ
き明

氏

東
京
都
大
田
区
立
郷
土
博
物
館

　
　
斎さ
い
と
う藤

あ
や
氏

神
奈
川
県
立
旭
高
校

　
　
西に

し
か
わ川

修し
ゅ
う
い
ち一

氏

「石製模造品の全国的な展開を考

える際，大洗町の日下ヶ塚古墳が

重要な位置にあることは言うまで

もありません。それは，奈良県奈

良市の富雄丸山古墳との関係にと

どまらず，関東各地の古墳にも影

響を及ぼした可能性が指摘できる

からです。」

「ガラス小玉は点数が多く，種類

も変化するため，交流や流通を捉

えるのに適しています。後期前半

までは，ガラスの入手が制限され，

王権との関わりがあると考えられま

すが，後期後半から終末期にはそ

こを介さない流通が増えたことで，

ガラス小玉や玉類の組成に地域差

が生まれたと推定されます。」

「海洋民文化には，海洋民そのものを示す

考古遺物があります。また，海洋民の関与

が濃厚な海洋民系文化といえるものがあり

ます。そして，古墳文化の中に海洋民文

化の影響を受けているものがあります。で

すので，海洋民文化を理解するためには，

文化要素を重層的に切り分けて考えていく

ことが重要だと思います。また未来の人た

ちに批判されない様に，過去から受け継い

だ文化遺産の価値を考えましょう。」
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0 5cm

番号
前庭部規模 玄室規模

出 土 遺 物 壁　画全長×最大（最小）
幅

全長×最大（最小）幅×
高さ

１号 2.3 × 1.9（0.9） 2.2 × 1.8（1.5）× 1.35 須恵器提瓶１,土師器杯１
玄室両壁（馬具の
一部）

２号 1.4 × 1.3（0.8） 2.3 × 1.8（1.5）× 1.5 玄室両壁（甲・鏃）

３号 1.3 × 1.2（0.7） 2.4 × 1.5（1.1）× 1.45 ガラス製小玉２

４号 2.8 × 2.2（0.85） 2.2 × 1.7（1.4）× 1.25

人骨（歯）, 鉄鏃１，
水晶製切子玉８,
ガラス製丸玉４,
耳環２

表１　権現山横穴墓群　横穴墓一覧

写真３　１・４号横穴墓出土遺物

図１　４号横穴墓出
土鉄鏃（調査報告よ
りトレース）

写真１　横穴墓玄室内の現況

写真２　権現山横穴墓群遠景（平成６年３月撮影）

茨城県水戸市

権現山横穴墓群

 川口　武彦

（水戸市埋蔵文化財センター）

ごんげんやま

権
現
山
横
穴
墓
群
は
、
茨
城
県
水
戸
市
下
国
井
町
字

権
現
山
下
二
二
三
七
番
地
一
帯
に
展
開
す
る
横
穴
墓
群

で
、
現
在
は
水
戸
市
七
ツ
洞
公
園
内
に
あ
る
サ
ー
ペ
ン
タ

イ
ン
と
呼
ば
れ
る
池
の
底
に
沈
ん
で
い
ま
す
。
権
現
山
横

穴
墓
群
は
江
戸
時
代
に
中な
か
や
ま
の
ぶ
な

山
信
名
が
編へ
ん
さ
ん纂
し
た
『
新
編
常

陸
国
誌
』
に
も
記
載
が
あ
り
、
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年

に
は
既
に
露
出
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
本
格
的
な
調
査
は

一
七
五
年
後
の
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
三
月
か
ら
四

月
に
か
け
て
『
水
戸
市
史
』
の
編
纂
に
伴
い
行
わ
れ
た
発

掘
調
査
で
、四
基
の
横
穴
墓
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
（
表
１
）。

確
認
さ
れ
た
四
基
の
横
穴
墓
の
う
ち
、
副
葬
品
か
ら
年
代

が
分
か
る
の
は
一
号
横
穴
墓
と
四
号
横
穴
墓
で
す
。

一
号
横
穴
墓
は
、
出
土
し
た
土は

じ

き
師
器
の
杯つ
き

と
須す

え

き
恵
器
の

提て
い
へ
い瓶
（
写
真
３
）
の
形
態
的
特
徴
か
ら
七
世
紀
前
葉
頃
に

被
葬
者
が
埋
葬
さ
れ
る
際
に
副
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
四
号
横
穴
墓
は
出
土
し
た
鉄て
つ
ぞ
く鏃
（
図
１
）
が

無む
け
い
わ
た
ぐ
り

茎
腸
抉
類
五
角
形
鏃
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
一
号
横
穴
墓
と
同
様
に
七
世
紀
前
葉
に
被
葬
者
が

埋
葬
さ
れ
る
際
に
副
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

他
方
、
二
号
横
穴
墓
は
玄げ

ん
し
つ室
左
右
の
両
壁
に
甲
か
ぶ
とと
鏃
や
じ
りを

描
い
た
線
刻
壁
画
が
残
さ
れ
て
い
る
点
で
他
の
横
穴
墓
と

は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
号
・
四
号
横
穴
墓
と
同
様
に

七
世
紀
代
の
年
代
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

四
基
の
横
穴
墓
は
普
段
は
池
の
底
に
沈
ん
で
い
ま
す
が
、

浚し
ゅ
ん
せ
つ渫

時
に
池
の
水
が
引
い
て
姿
を
現
す
事
が
あ
り
ま
す

（
写
真
１
）。
横
穴
墓
は
十
数
基
が
群
集
し
て
造
営
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
た
め
、
四
基
と
い
う
数
は
少
な
過
ぎ
る
印
象

が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
六
年
三
月
に
撮
影
さ
れ
た
権
現
山

横
穴
墓
群
の
遠
景
（
写
真
２
）
を
見
る
と
、
一
〜
四
号
横

穴
墓
の
北
側
（
写
真
右
側
）
に
横
穴
墓
ら
し
き
空
洞
が
四

箇
所
（
矢
印
部

分
）
で
確
認
さ

れ
る
の
で
、
未

調
査
の
横
穴
墓

が
こ
の
斜
面
の

地
下
に
数
多
く

眠
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま

す
。
本
横
穴
墓

群
の
全
容
解
明

に
向
け
た
学
術

調
査
の
実
施
が

俟
た
れ
ま
す
。
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0 3000m

飯塚前遺跡
岡田遺跡

高野冨士山遺跡

勝倉古墳群・
勝倉富士山遺跡
勝倉古墳群・
勝倉富士山遺跡

三反田遺跡

市毛本郷坪遺跡

向野A遺跡上馬場遺跡

磯崎東遺跡

市毛上坪遺跡

西中根遺跡

大成町遺跡・殿塚古墳群

勝倉若宮遺跡

大平C遺跡堀口遺跡市毛下坪遺跡

松原遺跡

部田野狢Ⅰ遺跡

平井遺跡 磯合古墳群
大房地遺跡

市毛遺跡

本郷東遺跡

畠ノ原遺跡

地蔵根遺跡・勝倉台館跡地蔵根遺跡・勝倉台館跡

大平A遺跡

新川

那珂川

中丸川

大川

本郷川

東海村

ひたちなか市

水戸市

那珂市

み
な
さ
ん
は
、
ト
ロ
ト

ロ
と
聞
く
と
ど
の
よ
う
な

状
態
の
も
の
を
想
像
す
る

で
し
ょ
う
か
。
今
回
ご
紹

介
す
る
の
は
、
武
田
石
高

遺
跡
で
出
土
し
た
ト
ロ
ト
ロ
石
器
で
す
。

ト
ロ
ト
ロ
石
器
は
そ
の
名
の
通
り
、
表
面
が
溶
け
ツ
ル
ッ
と

し
た
見
た
目
の
石
器
で
す
。「
異
形
局
部
磨
製
石
器
」
な
ど
と
も

呼
ば
れ
て
お
り
、
先
端
は
尖
ら
ず
に
表
面
が
と
て
も
な
め
ら
か

で
、
石
器
を
作
っ
た
と
き
の
剝
離
の
痕
跡
や
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
表

面
が
み
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で
す
。
そ
の
た
め
、
石
器
と
し
て

実
用
は
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
態
が
分
か
ら

な
い
こ
と
と
、
溶
け
た
よ
う
な
な
め
ら
か
な
表
面
か
ら
ト
ロ
ト

ロ
石
器
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

武
田
石
高
遺
跡
の
ト
ロ
ト
ロ
石
器
は
、
一
九
八
八
年
の
発
掘

調
査
で
出
土
し
、
周
辺
に
分
布
す
る
土
器
が
田
戸
下
層
式
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
縄
文
時
代
早
期
頃
の
遺
物
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
石
材
に
は
灰
色
の
メ
ノ
ウ
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
展
示
室
に
は
、
ト
ロ
ト
ロ
石
の
石
鏃
や
ト
ロ
ト
ロ

石
の
原
石
を
展
示
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　

（
田
中
美
零
）

ひたちなか市内の発掘調査 2021

No. 遺跡名 次数 所在地 種別 時期 遺構・遺物

36 畠
はたのはらいせき

ノ原遺跡 4 次 金上 試掘 2 月 住居跡 5 基，土坑跡 2 基，溝跡 2 条，ピット 24 基を確認。土師器，須恵器が出土。

37 高
こ う や ふ じ や ま い せ き

野冨士山遺跡 18 次 高野 本調査 2 月 住居跡２基（古墳１，時期不明１），土坑１基，ピット 16 基を確認。土師器 , 炭化材が出土。

38 高
こ う や ふ じ や ま い せ き

野冨士山遺跡 19 次 高野 本調査 2 月 住居跡２基，ピット７基を確認。土師器，須恵器，炭化材が出土。

39 磯
いそあいこふんぐん

合古墳群 7 次 磯崎 試掘 ２月 古墳２基を確認。遺物なし。

40 内
うちで い せ き

手遺跡 ４次 三反田 試掘 ３月 住居跡３基（平安１，時期不明２），土坑１基，溝跡３条，ピット８基を確認。土師器，須恵器が出土。

41 大
おおぼうちいせき

房地遺跡 20 次 勝倉 試掘 ３月 溝跡２条（時期不明）を確認。縄文土器，弥生土器，煙管が出土。

向
むかいのえーいせき

野Ａ遺跡 ９次 馬渡 本調査 10 月 溝跡４条を確認（８次調査の中世溝跡 1 条，時期不明３条。縄文土器，須恵器が出土。）

二
〇
二
一
年
度
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
に
お
い
て
市
内
遺
跡
調
査
と
し
て
三
三
件

の
試
掘
調
査
と
八
件
の
本
調
査
を
実
施
し
た
ほ
か
、
向
野
遺
跡
群
の
本
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。

本
郷
東
遺
跡
第
八
次
調
査
で
は
、
約
二
・
四
×
一
・
八
ｍ
の
小
さ
な
住
居
跡
か
ら
、

明
か
り
を
灯
す
器
に
使
用
さ
れ
た
灯
と
う
み
ょ
う
ざ
ら

明
皿
が
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
大
平
C
遺
跡

第
九
次
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
る
竈
か
ま
ど

が
良
好
に
残
っ
た
住
居
跡
が

確
認
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
杯
や
お
米
を
蒸
か
す
の
に
使
用
さ
れ
た
甑
こ
し
き

な
ど
が
、
ほ
ぼ

完
形
の
状
態
で  

二
三
点
出
土
し
ま
し
た
。

向
野
遺
跡
群
第
九
次
調
査
で
は
、
昨
年
度
の
八
次
調
査
で
確
認
さ
れ
た
溝
跡
の
続

き
が
確
認
さ
れ
、
第
三
号
溝
跡
が
途
中
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し

た
。
ま
た
、
過
去
に
樹
木
が
倒
れ
た
風
倒
木
痕
と
考
え
ら
れ
る
場
所
か
ら
は
、
大
量

の
縄
文
土
器
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
向
野
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
は
、
二
〇
二
二
年

度
が
最
後
に
な
り
、
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。

（
田
中
美
零
）

竈
で
確
認
さ
れ
た
遺
物

　
　

（
大
平
C
遺
跡
第
九
次
調
査
）

→

そ
の
３

展
示
室

の
ぞ
き
見
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ひたちなか市内の発掘調査 2021

2021（令和 3）年度市内遺跡調査一覧表
No. 遺跡名 次数 所在地 種別 時期 遺構・遺物

1 市
いちげしもつぼいせき

毛下坪遺跡 21 次 市毛 試掘 4 月 住居跡 5 基（奈良１，平安１，時期不明３），溝跡 2 条，土坑 2 基，ピット 15 基を確認。土師器，
須恵器が出土。

2
勝
かつくらこふんぐん

倉古墳群

勝
かつくらふじやまいせき

倉富士山遺跡
3 次
3 次 勝倉 試掘 4 月 住居跡 2 基（弥生），土坑 1 基を確認。弥生土器，土師器，須恵器が出土。

3 堀
ほりぐちいせき

口遺跡 37 次 堀口 試掘 4 月 住居跡 3 基（奈良・平安２，時期不明１），土坑 10 基，ピット 5 基を確認。土師器，須恵器，
瓦質土器，陶磁器，砥石が出土。

4 市
いちげほんごうつぼいせき

毛本郷坪遺跡 10 次 市毛 試掘 5 月 住居跡 4 基（古墳１・時期不明３），土坑 5 基，ピット 3 基を確認。土師器，須恵器が出土。

5 平
ひらい い せ き

井遺跡 8 次 金上 試掘 5 月 なし

6 市
いちげかみつぼいせき

毛上坪遺跡 34 次 市毛 本調査 5 月 住居跡 3 基（古墳時代）を確認。弥生土器，土師器，石器，砥石，石製品，鉄製品が出土。

7 市
いちげしもつぼいせき

毛下坪遺跡 22 次 市毛 試掘 6 月 遺構なし。土師器，須恵器が出土。

8 本
ほんごうひがしいせき

郷東遺跡 7 次 馬渡 試掘 7 月 溝跡１条，土坑 1 基，ピット 3 基を確認。縄文土器，近代陶器，石器が出土。

9 大
たいせいちょういせき

成町遺跡

殿
とのづかこふんぐん

塚古墳群

1 次
5 次 大成町 試掘 7 月 溝跡１条，土坑 1 基，古墳の周溝 1 条を確認。出土遺物なし。

10 勝
かつくらわかみやいせき

倉若宮遺跡 6 次 勝倉 試掘 7 月 なし

11 上
か み ば ば い せ き

馬場遺跡 7 次 津田 試掘 7 月 土坑 1 基を確認。遺物なし。

12 西
にしなかねいせき

中根遺跡 6 次 中根 試掘 7 月 なし

13 堀
ほりぐちいせき

口遺跡 38 次 堀口 試掘 8 月 なし

14
市
いちげ い せ き

毛遺跡
市
いちげかみつぼいせき

毛上坪遺跡
5 次

35 次 市毛 試掘 8 月 住居跡 2 基（奈良１，時期不明１），溝跡 2 条を確認。縄文土器，土師器，須恵器，磁器が出土。

15 部
へたのむじないちいせき

田野狢Ⅰ遺跡 1 次 部田野 試掘 8 月 なし

16
大
おおだいらしーいせき

平 C遺跡

殿
とのづかこふんぐん

塚古墳群
7 次
6 次 大成町 試掘 9 月 住居跡 2 基（弥生，古墳）を確認。縄文土器，弥生土器，土師器，石製模造品が出土。

17 市
いちげかみつぼいせき

毛上坪遺跡 36 次 市毛 試掘 9 月 住居跡 4 基（古墳 1，時期不明 3 基），溝跡１条，ピット２基を確認。土師器，須恵器，陶器が出土。

18 本
ほんごうひがしいせき

郷東遺跡 8 次 馬渡 本調査 9 月 住居跡 1 基（奈良）を確認。土師器，須恵器，石錘が出土。

19
大
おおだいらしーいせき

平 C遺跡

殿
とのづかこふんぐん

塚古墳群
8 次
7 次 大成町 試掘 9 月 住居跡２基（時期不明）を確認。遺物なし。

20
大
おおだいらしーいせき

平 C遺跡

殿
とのづかこふんぐん

塚古墳群
9 次
8 次 大成町 本調査 10 月 住居跡１基（古墳）を確認。縄文土器，土師器が出土。

21
地
じ ぞ う ね い せ き

蔵根遺跡

勝
かつくらだいやかたあと

倉台館跡
5 次
2 次 勝倉 試掘 10 月 住居跡５基（古墳１，平安１，時期不明３），溝跡１条を確認。弥生土器，土師器，須恵器が出土。

22 大
おおぼうちいせき

房地遺跡 18 次 金上 試掘 10 月 住居跡２基（時期不明），溝跡４条（中世２，時期不明２）を確認。縄文土器，弥生土器，土師器，
瓦が出土。

23
三
み た ん だ い せ き

反田遺跡

三
みたん だ こ ふ ん ぐ ん

反田古墳群
9 次 三反田 試掘 10 月 なし

24 地
じ ぞ う ね い せ き

蔵根遺跡 6 次 勝倉 試掘 11 月 井戸跡１基（近世）を確認。土師器，須恵器，近世土器，陶磁器，砥石が出土。

25 市
いちげほんごうつぼいせき

毛本郷坪遺跡 11 次 市毛 本調査 11 月
住居跡 4 基（奈良・平安１，時期不明 3），土坑跡 8 基（古墳 3，中世 1，近世 1，時期不明 3），
溝跡１条（中世）を確認。弥生土器，土師器，須恵器，内耳土器，中世土器，陶磁器，紡錘車，砥石，
石器，鉄製品が出土。

26 磯
いそざきひがしいせき

崎東遺跡 1 次 磯崎 試掘 11 月 住居跡 11 基（奈良・平安 4，時期不明７），溝跡 5 条，土坑 19 基，ピット 36 基を確認。土師器，
須恵器，石器が出土。

27 大
おおぼうちいせき

房地遺跡 19 次 金上 本調査 12 月 住居跡 1 基，土坑跡 1 基，溝跡 2 条（奈良 1，時期不明 1）を確認。縄文土器，弥生土器，土師器，
須恵器，石器，鉄製品が出土。

28 高
こ う や ふ じ や ま い せ き

野冨士山遺跡 15 次 高野 試掘 12 月 住居跡 2 基（奈良・平安 1，時期不明 1），溝跡１条を確認。土師器，須恵器が出土。

29 高
こ う や ふ じ や ま い せ き

野冨士山遺跡 16 次 高野 試掘 12 月 住居跡 4 基，溝跡１条を確認。土師器，須恵器が出土。

30 高
こ う や ふ じ や ま い せ き

野冨士山遺跡 17 次 高野 試掘 12 月 溝跡１条を確認。土師器，須恵器が出土。

31 飯
いいづかまえいせき

塚前遺跡 4 次 三反田 試掘 12 月 なし

32 地
じ ぞ う ね い せ き

蔵根遺跡 7 次 勝倉 本調査 1 月 住居跡 1 基，溝跡 1 条，ピット 2 基を確認。土師器，須恵器，かわらけが出土。

33 松
まつばらいせき

原遺跡 9 次 田彦 試掘 1 月 住居跡 4 基（弥生 1，古墳 1）を確認。縄文土器，弥生土器，土師器が出土。

34 岡
おかだ い せ き

田遺跡 39 次 三反田 試掘 1 月 住居跡 6 基 , 土坑跡 3 基を確認。弥生土器，土師器，須恵器，陶磁器が出土。

35 大
おおだいらえーいせき

平 A遺跡 7 次 大平 試掘 1 月 なし
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大
川

勝
田

日
工
前

金
上

特別支援学校

文
勝田一中

文
東石川小

茨城高専

文

長堀小

文
勝倉小

文

文
勝田工高

市役所

吉田神社
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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９（大島・田彦中学区編）改訂版

2020 年までに発掘調査された遺跡 （地図上の●印）

大島中地区 ： 東石川遺跡， 東石川新堀遺跡， 東石川内後遺跡， 向山遺跡， 外野遺跡，

　　　　　　　　　屋敷内遺跡， 東石川十文字遺跡

田彦中地区 ： 松原遺跡， 根崎 A遺跡， 根崎 B 遺跡， 雷土 B遺跡， 雷遺跡， 田彦古墳群，

　　　　　　　　　田彦西原遺跡， 堂端遺跡， 寄居新田遺跡， 寄居新田古墳群， 中曽根遺跡

2020 年までに発掘調査された住居跡の数

大島中地区 ： １基　　田彦中地区： 14 基　

合　　　計 ： 15 基　

　大島中学区には 10 の遺

跡が，田彦中学区には 16

の遺跡がみつかっています。

主な遺跡には，縄文時代の東

石川新堀遺跡や東石川十文字

遺跡，古墳時代の松原遺跡や

根崎 A 遺跡，田彦古墳群な

どがあります。

　遺跡の発掘調査は 1980

年代から行われており，202０

年までに 44 回実施されてい

ます。縄文時代の東石川新堀

遺跡では，縄文時代の最も古

い草創期の土器が出土しまし

た。土器は口縁部や胴の上部

に粘土帯を巡らす「隆起線文

土器」と呼ばれるもので，土

器の始まりを知る上で貴重な

ものです。東石川十文字遺跡

では，縄文時代早期の「田戸

下層式土器」が出土していま

す。松原遺跡や根崎 A 遺跡

では，古墳時代前期のムラの

跡が見つかっています。田彦

古墳群では本格的な調査が実

施されていませんが，前方後

円墳から武人の埴輪が出土し

ています。

東石川新堀遺跡の土器には，粘土の紐を貼り付け

たような文様が見られるだけで，これは「隆起線

文土器」と呼ばれています。14000 ～ 15000

年前に男体山から噴出した今市・七本桜テフラが

堆積する土層の上部で検出されました。

松原遺跡では，古墳時代前期の住居跡

が５基確認されています。そこからは，

壺や器台といった土器が出土しました。

中丸川を那珂市へ少し遡っ

たところに，弥生時代後期

「東中根式」を出土した京塚

遺跡があります。

東石川十文字遺跡からは，「田戸下層式」という

縄文時代早期の土器が多量に出土しました。全て

破片ですが，おおよその文様構成を復元できるも

のもあります。底部が尖り「尖底土器」と呼ばれ

る土器の１つです。

0 10cm

田彦古墳群は，前方後円墳１基と円墳 21 基から

なる古墳群ですが，現在は数基が残るのみです。

写真の埴輪は，前方後円墳から出土したものと思

われます。埴輪は武人埴輪で，頭には冑を被り，

顔や体には青色の顔料が見られます。

（原寸大）

外野遺跡は，縄文時代中期の小規模な集落跡です。住居跡から

注口土器が出土しました。

0 10cm
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では，縄文時代早期の「田戸
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施されていませんが，前方後
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堆積する土層の上部で検出されました。
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壺や器台といった土器が出土しました。

中丸川を那珂市へ少し遡っ

たところに，弥生時代後期

「東中根式」を出土した京塚

遺跡があります。

東石川十文字遺跡からは，「田戸下層式」という

縄文時代早期の土器が多量に出土しました。全て

破片ですが，おおよその文様構成を復元できるも

のもあります。底部が尖り「尖底土器」と呼ばれ

る土器の１つです。
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外野遺跡は，縄文時代中期の小規模な集落跡です。住居跡から

注口土器が出土しました。
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一
九
六
八
年
、
茨
城
県
内
で
大
規
模
開
発
に
伴
う
未
熟

な
発
掘
を
体
験
し
（『
埋
文
だ
よ
り
』
55
掲
載
）、
七
月
は

千
葉
県
滝
台
遺
跡
の
調
査
に
参
加
（『
埋
文
だ
よ
り
』
54
掲

載
）。
二
◯
日
過
ぎ
に
帰
省
し
、
二
三
日
か
ら
東
海
村
平ひ
ば
ら原

貝
塚
の
調
査
に
参
加
し
た
。

平
原
貝
塚
は
、
一
九
五
五
年
大
森
信
英
先
生
に
よ
っ
て

纏
め
ら
れ
た
『
常
陸
国
村
松
村
の
古
代
遺
蹟
』
に
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
縄
文
時
代
中
後
期
の
貝
塚
で
、
旧
真
崎
浦
に

面
し
た
傾
斜
面
に
数
か
所
の
貝
塚
が
点
在
し
て
い
る
が
、

今
回
は
平
原
Ｂ
貝
塚
の
南
端
部
。
こ
の
調
査
は
国
道
六
号

線
か
ら
原
子
力
機
構
ま
で
の
道
路
新
設
に
伴
う
も
の
で
、

七
月
二
三
日
か
ら
二
八
日
の
間
実
施
さ
れ
た
。
調
査
団
は

茨
城
考
古
学
会
の
井い
の
う
え
よ
し
や
す

上
義
安
氏
を
中
心
に
、
佐さ
と
う
つ
ぎ
お

藤
次
男
・

伊い
と
う
し
げ
と
し

東
重
敏
・
軍ぐ
ん
じ
な
が
こ

司
修
子
・
早は
や
か
わ
し
ょ
う
じ

川
章
次
・
谷や
じ
ま
せ
い
く
ん

島
静
訓
氏
等
会

員
が
参
加
し
、
國
學
院
大
學
生
河こ
う
の
み
の
る

野
実
・
伊い
と
う
み
ほ
こ

東
三
保
子
・

昼ひ
る
ま
こ
う
じ

間
孝
次
・
高
た
か
ば
や
し
ひ
と
し

林
均
・
周し
ゅ
う
と
う
ゆ
き
こ

東
由
貴
子
と
瓦
吹
も
参
加
し
た
。

そ
の
他
、
早
稲
田
大
学
の
金か
ね
こ
こ
う
し
ょ
う

子
浩
昌
先
生
や
い
わ
き
市
在

住
馬ま
の
め
じ
ゅ
ん
い
ち

目
順
一
氏
、
茨
城
大
学
生
久く
し
だ
き
い
ち

信
田
喜
一
・
野や
な
い
ま
さ
み

内
正
美

氏
、
日
立
一
高
生
、
太
田
一・二
高
生
、
そ
れ
に
勿
来
工
業

生
斉さ
い
と
う
た
か
し

藤
孝
君
も
参
加
し
た
。
調
査
を
指
揮
し
た
井
上
さ

ん
は
、
一
九
六
◯
年
代
か
ら
那
珂
川
流
域
の
貝
塚
の
調
査

研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
、
初
め
て
の
貝
塚
調
査
の
私
に
は

学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
調
査
と
な
っ
た
。

我
々
は
東
海
村
青
年
研
修
所
に
宿
泊
し
た
。
研
修
所
は

木
造
二
階
建
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
宿
舎
か
ら
平

原
貝
塚
ま
で
毎
日
ど
の
よ
う
に
通
っ
た
か
が
記
憶
に
な
い
。

記
憶
に
あ
る
の
は
、
坂
道
を
上
り
き
っ
た
道
脇
の
畑
か
ら
、

草
だ
ら
け
の
急
斜
面
を
下
り
た
場
所
が
発
掘
地
点
だ
っ
た

こ
と
。
そ
の
中
段
の
幅
一
◯
ｍ
ほ
ど
の
平
坦
部
に
幅
二
ｍ
、

長
さ
一
五
ｍ
の
ト
レ
ン
チ
が
設
定
さ
れ
、
掘
り
始
め
た
。

表
土
層
は
四
◯
㎝
ほ
ど
、
そ
の
下
に
厚
さ
三
◯
㎝
以
上
の

黒
褐
色
土
層
が
堆
積
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
黒
色
土
層

が
あ
り
、
こ
の
層
中
に
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
の
貝
層
が
見
ら
れ

た
。
貝
層
は
ス
コ
ッ
プ
で
は
歯
が
立
た
ず
、
横
に
矧は

ぎ
な

が
ら
掘
り
込
ん
だ
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
一
ト
レ

ン
チ
に
直
行
し
て
南
北
に
二・三・四
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
、

掘
り
進
め
た
結
果
、
小
貝
塚
が
三
地
点
、
人
骨
も
二
体
検

出
さ
れ
た
。
一
号
人
骨
は
頭
骨
以
外
の
保
存
が
悪
く
、
二

号
人
骨
は
頭
部
を
北
西
に
向
け
た
伸し
ん
て
ん
そ
う

展
葬
だ
っ
た
。
同
期

の
昼
間
君
が
こ
の
二
号
人
骨
と
並
ん
で
記
念
写
真
し
た
の

を
覚
え
て
い
る
。
夜
は
研
修
所
で
土
器
洗
い
、
そ
の
作
業

が
終
わ
る
と
卓
球
な
ど
を
楽
し
ん
だ
。

平
原
貝
塚
の
調
査
は
七
月
二
八
日
ま
で
実
施
さ
れ
た
が
、

私
は
二
六
日
か
ら
日
立
市
久
慈
町
上う
え
の
台だ
い

古
墳
の
調
査
に

参
加
す
る
た
め
途
中
離
脱
。
こ
の
古
墳
の
調
査
は
、
曲
ま
が
り
ま
つ松

遺
跡
や
金か
な
い
ど
井
戸
遺
跡
の
大
型
分
譲
地
開
発
地
に
隣
接
し
て

い
て
削
平
さ
れ
る
た
め
で
、
平
原
貝
塚
同
様
に
茨
城
考
古

学
会
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
。
調
査
団
長
は
太
田
二

高
関せ
き
ね
た
だ
く
に

根
忠
邦
先
生
、
調
査
員
に
太
田
一
高
高た
か
ね
の
ぶ
か
ず

根
信
和
先
生
、

会
員
の
安あ
じ
ま
し
ろ
う

島
志
郎
・
植う
え
だ
と
も
じ

田
友
次
さ
ん
、
そ
し
て
私
の
ほ
か

佐さ
と
う
ま
さ
の
り

藤
政
則
・
小こ
む
ろ
つ
と
む

室
勉
・
茅ち
の
ね
し
ゅ
う
じ

根
修
嗣
君
等
大
学
生
、
太
田
一
・

二
高
生
が
参
加
し
た
。
古
墳
は
裾
部
が
削
ら
れ
て
お
り
、

径
約
一
◯
ｍ
、
高
さ
約
二
ｍ
の
規
模
を
測
り
、
主
体
部
を

検
出
す
る
た
め
東
西
・
南
北
の
十
字
に
幅
二
ｍ
の
ト
レ
ン

チ
を
設
置
し
て
調
査
を
進
め
た
。
調
査
の
結
果
、
主
体
部

は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
周
溝
の
検
出
状
況
か
ら
、
本

私的茨城考古学外史―遺跡・人　出会いと別れ―
第５回　発掘三昧への道　県内編２

瓦吹　堅東海村平原貝塚調査参加者（1968年）

（後列中央：昼間・右：伊藤・左：周東）
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来
直
径
一
九
〜
二
◯
ｍ
の
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て

八
月
三
日
に
調
査
を
終
了
し
た
が
、
現
在
団
地
化
し
た
こ

の
住
宅
街
か
ら
、
あ
の
古
墳
の
あ
っ
た
位
置
を
探
す
の
は

不
可
能
だ
。

こ
の
調
査
時
の
宿
舎
は
久
慈
浜
の
旅
館
だ
っ
た
。
大
学

生
の
ほ
か
一
部
の
高
校
生
も
宿
泊
し
て
い
た
と
記
憶
し
て

い
る
。
朝
食
と
夕
食
は
旅
館
で
食
べ
、
昼
食
は
お
に
ぎ
り

だ
っ
た
。
そ
ん
な
時
高
根
先
生
が
味
噌
汁
を
作
ろ
う
と
太

田
一
高
か
ら
大
鍋
を
運
び
込
ん
だ
。
味
噌
汁
は
大
学
生
二

人
ほ
ど
が
当
番
で
作
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
高
根
先
生
当

番
の
あ
る
日
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
現
場
テ
ン
ト
の
近
く
に
鬱う
っ

そ
う
と
伸
び
た
ヨ
モ
ギ
。
水
洗
い
も
あ
ま
り
せ
ず
に
大
鍋

に
投
入
し
て
味
噌
汁
完
成
。
味
は
ど
う
か
と
口
に
す
る
と
、

苦
く
て
飲
め
ず
。
誰
も
手
を
出
さ
ず
に
捨
て
た
が
、
鍋
底

を
見
る
と
泥
が
た
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
ま
た
高
根
先
生
の

当
番
日
、
ト
マ
ト
の
味
噌
汁
が
出
て
き
た
。
食
べ
る
と
ド

ロ
ド
ロ
の
中
身
が
熱
く
て
口
の
中
が
火や
け
ど傷

し
そ
う
だ
っ
た
。

私
の
当
番
に
は
ナ
ス
の
ウ
サ
ギ
入
り
味
噌
汁
。
ナ
ス
を
半

分
に
し
て
リ
ン
ゴ
で
作
る
よ
う
に
両
耳
を
立
て
て
ウ
サ
ギ

を
作
っ
て
具
と
し
た
が
、
こ
れ
は
や
や
う
け
た
。
ま
た
、

暑
い
夏
の
日
照
り
の
中
、
テ
ン
ト
に
お
か
れ
た
ス
イ
カ
は

生
温
く
て
不ま

ず味
い
。
こ
の
時
期
の
見
学
者
達
か
ら
の
差
入

と
い
え
ば
ス
イ
カ
・
ト
マ
ト
な
ど
で
、
こ
の
調
査
参
加
以

来
、
ス
イ
カ
と
ト
マ
ト
が
不
得
意
に
な
っ
た
参
加
者
が
多

く
、
私
も
最
近
ま
で
双
方
に
は
手
を
出
さ
な
か
っ
た
。

平
原
貝
塚
・
上
の
台
古
墳
で
撮
影
し
た
私
個
人
の
フ
ィ

ル
ム
は
、
二
◯
一
一
年
の
地
震
以
来
探
せ
ず
に
い
る
が
、

平
原
貝
塚
は
昼
間
君
、
上
の
台
古
墳
は
佐
藤
君
か
ら
フ
ィ

ル
ム
を
借
用
し
た
。
し
か
し
、
人
骨
と
記
念
撮
影
し
た
昼

間
君
の
画
像
（
瓦
吹
撮
影
）
を
紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念

で
あ
る
。
こ
の
発
掘
の
前
年
頃
か
ら
、
学
生
達
の
間
に
は

反
戦
歌
が
静
か
に
流
行
し
て
い
た
。
フ
ォ
ー
ク
ル
（
ザ
・

フ
ォ
ー
ク
・
ク
ル
セ
ダ
ー
ズ
）
の
「
戦
争
は
知
ら
な
い
」

や
岡

お
か
ば
や
し
の
ぶ
や
す

林
信
康
の
「
友
よ
」
は
よ
く
聞
い
た
し
、歌
い
も
し
た
。

と
く
に
岡
林
の
「
友
よ
」
は
、
新
宿
駅
の
地
下
広
場
で
直

に
聞
い
た
鮮
明
な
思
い
出
が
あ
る
。

日立市上の台古墳（1968年）

ひたちなか市埋蔵文化財調査
センターの

ホームページができました！

https://hitachinaka-maibun.jp/
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資料紹介

ひたちなか市出土石製紡錘車の形態分類と石材
佐々木　義則・矢野　徳也

　古代の集落遺跡を調査すると，竪穴住居跡か
ら，紡

ぼうすいしゃ
錘車と呼ばれる，糸撚りに用いた紡

つ む
錘の

はずみ車が出土します。本稿では，古墳時代か
ら平安時代にかけてみられる，石製の紡錘車に
ついて，その石材と形態分類を再検討した結果
をご紹介したいと思います。

石製紡錘車の石材調査のようす

Ⅰ

石
製
紡
錘
車
の
形
態
分
類
に
つ
い
て

紡ぼ
う
す
い
し
ゃ

錘
車
と
は
大た

い
ま麻

や
苧ち

ょ
ま麻

の
繊
維
に
撚
り
を
か
け
て

糸
に
す
る
道
具
で
あ
る
「
紡つ

む錘
」
に
つ
け
ら
れ
た
は
ず

み
車
の
こ
と
で
あ
る[

東
村
純
子
二
〇
一
一]

（
図
一
）。

紡
錘
車
は
紡ぼ

う
り
ん輪

と
も
呼
ば
れ
る
。

紡
錘
上
端
の
鉤か

ぎ

に
繊
維
を
ひ
っ
か
け
て
回
し
、
撚
り

が
か
か
っ
た
ら
紡ぼ

う
け
い茎

に
巻
き
取
る
と
い
う
作
業
を
繰
り

返
し
、
糸
を
つ
く
っ
て
い
く
。
中
世
の
絵
巻
物
で
あ
る

石い
し
や
ま
で
ら
え
ん
ぎ
え
ま
き

山
寺
縁
起
絵
巻
に
は
、
紡
錘
を
つ
か
っ
て
糸
を
撚
る

女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
紡
錘
の
使
い
方
が
よ
く

わ
か
る
。
女
性
の
傍
ら
に
は
、
紡
錘
に
回
転
を
与
え
る

た
め
の
道
具
も
描
か
れ
て
い
る
。

ひ
た
ち
な
か
市
出
土
紡
錘
車
の
材
質
変
化

紡
錘
の

材
質
は
、
紡
茎
は
木
・
鉄
、
紡
錘
車
は
土
・
石
・
鉄
・

木
が
用
い
ら
れ
た
。
石
製
・
土
製
紡
錘
車
は
、
鉄
製
紡

茎
と
組
み
合
う
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
木
製
紡

茎
と
組
み
合
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る[

東
村
純
子

二
〇
一
一]

。

ひ
た
ち
な
か
市
か
ら
出
土
し
た
古
墳
時
代
か
ら
平
安

時
代
の
紡
錘
車
か
ら
、
伴
出
す
る
土
器
に
よ
り
時
期
が

判
明
す
る
九
〇
点
ほ
ど
を
抜
き
出
し
、
そ
の
材
質
の
変

化
を
う
か
が
っ
て
み
た
（
表
一
、
図
二
）。

古
墳
時
代
前
期
は
土
製
が
主
体
で
あ
り
、
１
点
の
み

石
製
が
存
在
す
る
。
弥
生
時
代
後
期
は
全
て
土
製
な
の

で
、
古
墳
時
代
前
期
は
そ
う
し
た
様
相
を
継
続
し
て
い

る
と
い
え
る
。

古
墳
時
代
中
期
に
な
る
と
材
質
は
大
き
く
変
わ
り
、

石
製
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
。
こ
の
様
相
は
古
墳
時
代

後
期
を
経
て
奈
良
時
代
ま
で
続
く
。古
墳
時
代
後
期
は
、

中
期
よ
り
土
製
が
や
や
多
く
な
る
が
、
奈
良
時
代
に
な

る
と
な
ぜ
か
土
製
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
を

考
え
る
に
は
、
今
後
、
八
世
紀
に
お
け
る
土
製
紡
錘
車

の
様
相
を
も
う
少
し
広
い
地
域
で
検
討
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
八
世
紀

に
な
る
と
鉄
製
紡
錘
車
の
出
現

が
認
め
ら
れ
る
。
東
村
純
子
氏

は
、「
鉄
製
紡
錘
の
出
現
と
普

及
に
と
も
な
っ
て
（
膝
の
上
に

お
い
て
）
手
で
転
が
す
方
法
か

ら
、
手て

お
し
だ
い

押
台
と
手て

お
し
ぎ

押
木
を
用
い

る
方
法
へ
と
変
化
が
あ
っ
た
と

仮
定
し
た
い
。」[

東
村
純
子

二
〇
一
一]

と
述
べ
ら
れ
、
鉄

製
紡
錘
車
の
導
入
が
使
用
法
と

紡錘車（紡輪）

紡茎

鉤

紡錘
つむ

かぎ

ぼうけい

ぼうすいしゃ

ぼうりん

長野県森将軍塚古墳 2号土壙墓出土（鉄製紡茎，石製紡錘車）

（東村純子 2011『考古学からみた古代日本の紡織』より引用 , 加筆）

図 1　紡錘の部位名称と使用のようす
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水色：古墳時代前期

青色：古墳時代中期

緑色：古墳時代後期

黄色：8世紀

橙色：9世紀

赤色：10 世紀

A類
（扁平）

Ｂ類
（側面湾曲）

Ｃ1類
（台形，下面小）

Ｃ2類
（台形，下面やや大）

Ｃ3類
（台形，下面大）

0 5cm(1/3)

古墳前期　12.3g

原前 12 住 19

滑石岩

古墳中期　29.8g

下高井 168 住 11

滑石岩？

古墳中期　18.9g

原前 38B 住 57

滑石片岩

古墳中期　65.8g
山崎 3住 26

滑石岩

古墳中期　35.6g

下高井 135A 住 7

滑石透閃石岩

古墳中期　23.3g

下高井 165 住 27

滑石片岩

未製品

古墳中期　39.1g

西塙 232 住 35

滑石緑泥石片岩

古墳中期　38.4g

下高井 168 住 10

滑石岩？

古墳中期　41.3g

下高井 120A 住 9

含透閃石滑石片岩

古墳中期　36.5g

下高井 153A 住 13

緑泥石滑石岩

古墳後期　18.7g

石高 51 住 5

滑石片岩

古墳後期　39.6g

半分山 20 住 20

含緑泥石滑石岩
古墳後期　54.9g

下高井 88B 住 5

透閃石岩

古墳後期　39.7g

鷹ノ巣 48 住 17

滑石岩

古墳後期（7c 後）　52.5g

石高 123 住 20

千枚岩

古墳後期　51.2g

半分山 20 住 19

滑石岩？

古墳後期　44.0g

下高井 176 住 27

滑石岩？

古墳後期　27.2g

半分山 46 住 16

滑石岩？

古墳後期（7c 後）　54.0g

西塙 165 住 13

千枚岩

古墳中期　26.1g

原前 14 住 10

滑石岩？

古墳後期　25.2g

鷹ノ巣 64 住 23

含透閃石滑石片岩

古墳後期　21.0g

下高井 73 住 7

滑石片岩

8c 前半　63.1g

下高井 166A 住 7

千枚岩

8c2　48.7g

鷹ノ巣 32 住 71

千枚岩

8ｃ2　36.5g

船窪 22 住 14

滑石岩

8ｃ2

下高井 86A 住 7

緑泥石滑石岩

8ｃ4　56.9g

西塙 91 住 11

滑石岩

8ｃ4　49.1g

下高井 113B 住 4

千枚岩

8c4　54.3g

半分山 64 住 15

千枚岩

9c1　51.0g

石高 60 住 6

千枚岩

9ｃ2　41.3g

下高井 63A 住 8

含緑泥石滑石岩

9ｃ3　36.8g

西塙 66 住 19

滑石片岩

9ｃ3　51.6g

西塙 6住 34

珪化変質流紋岩

9ｃ4 ？　50.0g

下高井 142 住 16

滑石岩

9ｃ？　83.3g

金上塙 6次 1住 3

滑石岩（輝石かんらん岩を源岩）

10c4 ？　51.5g

石高 153 住 4

千枚岩

古墳後期　34.1g

岡田 2次 2住 6

滑石岩
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図 2　ひたちなか市の石製紡錘車
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鉄 ⽯ ⼟ ⼟器転⽤
古墳前期 0 1 6 0
古墳中期 0 10 2 0
古墳後期 0 13 10 0
8世紀 2 8 0 0
9世紀 5 7 16 2
10世紀 0 1 4 3

紡錘⾞の材質
表 1　ひたちなか市から出土した紡錘車の材質別出土数

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

古墳前期 古墳中期 古墳後期 8世紀 9世紀 10世紀

ひたちなか市出⼟紡錘⾞の材質の変化

鉄 ⽯ ⼟ ⼟器転⽤

図 3　ひたちなか市出土紡錘車の材質変化

関
わ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
た
だ
し
鉄
製
紡
錘
車
の
導

入
が
遅
れ
た
当
地
方
で
は
、
古
墳
時
代
後
期
に
畿
内
で

用
い
ら
れ
て
い
た
鉄
製
紡
錘
車
に
伴
う
手
押
台
・
手
押

木
の
み
が
先
に
導
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
倉
潤
氏
が
指
摘
さ
れ

た
石
製
紡
錘
車
表
面
の
痕
跡[

大
倉
潤
二
〇
〇
二]

に

つ
い
て
調
査
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

九
世
紀
に
な
る
と
石
製
は
減
少
し
、
そ
の
減
少
分
が

土
製
と
な
る
。
鉄
製
の
増
加
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
八

世
紀
以
後
に
導
入
さ
れ
た
鉄
製
を
使
用
で
き
る
階
層

は
、
集
落
の
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
多
数
の
人
々

は
土
製
を
用
い
て
い
た
。
そ
の
様
相
は
一
〇
世
紀
に
は

さ
ら
に
顕
著
と
な
り
、
土
器
転
用
品
の
増
加
も
目
立
つ

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

石
製
紡
錘
車
の
形
態
分
類
と
石
材

今
回
、

ひ
た
ち
な
か
市
出
土
石
製
紡
錘
車
の
形
態
分
類

と
そ
の
消
長
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
結
果
、

石
製
紡
錘
車
は
Ａ
類
、
Ｂ
類
、
Ｃ
１
類
、
Ｃ
２

類
、Ｃ
３
類
の
５
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

古
墳
時
代
前
期
に
出
現
す
る
Ａ
類
は
、
扁
平

な
形
状
を
呈
し
、古
墳
時
代
中
期
を
主
と
す
る
。

古
墳
時
代
中
期
に
現
れ
る
Ｂ
類
は
、
Ａ
類
よ

り
厚
み
の
あ
る
形
状
と
な
り
、
側
面
が
湾
曲
し

た
丁
寧
な
つ
く
り
を
特
徴
と
す
る
。
奈
良
時
代

前
半
ま
で
継
続
す
る
。

台
形
を
呈
す
る
Ｃ
類
は
、
下
面
の
大
き
さ
に

よ
り
３
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
下
面
が
小
さ
い
Ｃ

１
類
は
古
墳
時
代
中
期
に
出
現
し
、
古
墳
時
代

後
期
ま
で
継
続
す
る
よ
う
で
あ
る
。（
九
世
紀
の
17
は

他
と
時
期
が
離
れ
る
た
め
古
墳
時
代
後
期
以
前
の
遺
物

が
混
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。）
Ｃ
１
類
よ
り
下
面
が

や
や
大
き
く
な
る
Ｃ
２
類
は
、
古
墳
時
代
後
期
に
出
現

し
九
世
紀
ま
で
継
続
す
る
。
そ
し
て
Ｃ
２
類
よ
り
さ
ら

に
下
面
が
大
き
く
な
る
Ｃ
３
類
は
、
八
世
紀
に
出
現
し

一
〇
世
紀
ま
で
継
続
す
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｃ
類
は
、
Ｃ
１
類
→
Ｃ
２
類
→
Ｃ
３
類

の
よ
う
に
順
次
出
現
す
る
が
、
そ
の
形
態
変
化
は
側
面

削
り
出
し
の
省
力
化
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
想
像

に
な
る
が
古
墳
時
代
後
期
か
ら
手
押
木
・
手
押
台
の
よ

う
な
回
転
補
助
具
が
使
用
さ
れ
た
た
め
、
削
り
出
し
の

省
力
化
に
よ
る
回
転
の
不
安
定
化
を
考
慮
し
な
く
て
も

よ
か
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
削
り
出
し
を
省
力
化
す
る
こ
と
で
側
縁
部
の
角
度

が
大
き
く
な
り
、
側
縁
部
が
割
れ
に
く
く
な
る
効
果
も

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
形
態
と
石
材
の
関
係
を
み
る
と
、
古
墳
時
代
は

従
来
把
握
さ
れ
て
い
る
通
り
、
主
に
滑か

っ
せ
き石

を
用
い
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
古
墳
時
代
前
・
中
期
に
出
現

す
る
形
態
で
あ
る
Ａ
類
・
Ｂ
類
・
Ｃ
１
類
は
全
て
滑
石

を
用
い
て
い
た
。
古
墳
時
代
後
期
か
ら
出
現
す
る
Ｃ
２

類
は
、
滑
石
の
ほ
か
、
日
立
市
南
東
部
産
と
考
え
ら
れ

る
千せ

ん
ま
い
が
ん

枚
岩
製
の
紡
錘
車
が
七
世
紀
の
後
半
頃
か
ら
み
ら

れ
る
。
千
枚
岩
製
紡
錘
車
の
出
現
は
石
材
か
ら
み
た
大

き
な
変
化
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
滑
石
製
紡
錘
車
の
供

給
減
少
に
よ
っ
て
、
千
枚
岩
製
紡
錘
車
の
生
産
が
日
立

市
南
東
部
あ
た
り
で
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
八

世
紀
以
後
は
形
態
が
Ｃ
２
・
Ｃ
３
類
の
み
と
な
り
（
先

に
述
べ
た
よ
う
に
九
世
紀
に
み
ら
れ
る
Ｃ
１
類
17
は

古
墳
時
代
の
遺
物
が
混
入
し
た
可
能
性
を
考
え
て
い

る
。）、
千
枚
岩
製
の
ほ
か
滑
石
製
や
流

り
ゅ
う
も
ん
が
ん

紋
岩
製
が
存
在

す
る
。
滑
石
岩
製
の
35
は
八
世
紀
の
滑
石
岩
製
27
と
外

観
が
似
て
お
り
、
八
世
紀
以
後
の
滑
石
と
し
て
注
意
し

た
い
特
徴
的
な
石
材
で
あ
る
。
な
お
現
在
の
と
こ
ろ
、

ひ
た
ち
な
か
市
で
最
も
新
し
い
滑
石
製
の
紡
錘
車
は
九

世
紀
第
３
四
半
期
の
31
で
あ
る
。
ま
た
流
紋
岩
製
の
36

は
砥
石
に
用
い
ら
れ
る
石
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
わ

れ
な
く
な
っ
た
砥
石
を
削
り
、
紡
錘
車
に
転
用
し
た
も

の
だ
ろ
う
。
形
状
の
ゆ
が
み
は
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。

(

佐
々
木
義
則
）
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Ⅱ

ひ
た
ち
な
か
市
の
石
製
紡
錘
車
に

　
　
　
　
　
　
　
　
用
い
ら
れ
て
い
る
岩
石

黒
っ
ぽ
く
つ
や
や
か
な
紡
錘
車
は
蛇じ

ゃ
も
ん
が
ん

紋
岩
や
滑か

っ
せ
き
が
ん

石
岩

で
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
灰
色
の
日
立
地
域
の
細

粒
の
変
成
岩
や
、
白
色
の
流
紋
岩
質
の
砥
石
を
転
用
し

た
も
の
が
見
ら
れ
た
。
使
わ
れ
て
い
る
岩
石
の
種
類
は

限
ら
れ
て
い
る
。
蛇
紋
岩
は
緑
色
～
黒
色
で
重
み
が
あ

る
蛇
紋
石
を
主
と
す
る
岩
石
で
、
そ
れ
に
伴
い
滑
石
を

産
す
る
。
蛇
紋
石
は
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
・
鉄
を
、
滑
石
は

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
含
み
、
と
も
に
水
と
珪
酸
を
含
む
鉱

物
で
あ
る
。
日
本
国
内
で
は
、
滑
石
類
は
蛇
紋
岩
に
伴

っ
て
産
出
し
て
い
る
。

蛇
紋
岩
は
、
か
ん
ら
ん
岩
（
か
ん
ら
ん
石
や
輝き

せ
き石

を

主
成
分
と
す
る
深
成
岩
）
を
原
岩
と
し
、
地
下
深
部
で

水
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
蛇
紋
石
を
主
と
す
る
岩
石
に

変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
地
球
は
中
心
か
ら
、
鉄
・
ニ

ッ
ケ
ル
の
金
属
を
主
と
す
る
核
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
と
珪

酸
を
成
分
と
す
る
か
ん
ら
ん
石
を
主
と
す
る
マ
ン
ト

ル
、
表
面
を
薄
皮
の
よ
う
に
覆
う
岩
石
が
作
る
地
殻
か

ら
な
る
。
か
ん
ら
ん
岩
は
マ
ン
ト
ル
を
作
っ
て
い
る
主

な
岩
石
で
あ
る
。
地
殻
は
い
く
つ
か
の
プ
レ
ー
ト
と
呼

ば
れ
る
大
き
な
岩
盤
に
分
か
れ
て
い
て
、
プ
レ
ー
ト

が
湧
き
だ
す
海
嶺
か
ら
プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
む
海
溝
に

向
っ
て
移
動
す
る
。
海
溝
か
ら
は
さ
ら
に
マ
ン
ト
ル
に

沈
み
込
ん
で
い
く
。
プ
レ
ー
ト
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
は

玄
武
岩
質
の
岩
石
だ
が
、
海
洋
底
を
移
動
す
る
間
に
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
の
死
骸
や
大
陸
か
ら
な
だ
れ
落
ち
て
く
る

砂
や
泥
な
ど
の
堆た

い
せ
き
ぶ
つ

積
物
と
水
分
を
乗
せ
て
い

き
、
海
溝
か
ら
沈
み
込
む
時
に
は
ぎ
と
ら
れ

て
大
陸
の
下
縁
に
擦
り
付
け
ら
れ
て
張
り
付

い
て
い
く
。
こ
れ
が
付ふ

か
た
い

加
体
と
呼
ば
れ
る
地

質
体
で
、
日
本
列
島
は
ジ
ュ
ラ
紀
の
付
加
体

が
屋や

た
い
ぼ
ね

台
骨
を
作
っ
て
い
る
。

さ
て
、
沈
み
込
ん
だ
プ
レ
ー
ト
は
、
乗
せ

た
物
質
を
す
べ
て
は
ぎ
と
ら
れ
て
し
ま
う
わ

け
で
な
い
。
一
部
は
プ
レ
ー
ト
と
一
緒
に
大

陸
の
地
下
深
く
へ
持
ち
込
ま
れ
て
い
く
。
次

第
に
圧
力
が
高
ま
る
と
プ
レ
ー
ト
と
堆
積
物

は
変
成
岩
に
な
り
、
水
が
絞
り
出
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
一
部
は
地
殻
の
融
点
を
下
げ
て
、

マ
グ
マ
を
発
生
さ
せ
る
。
ま
た
、
マ
ン
ト
ル

物
質
の
か
ん
ら
ん
岩
と
反
応
し
蛇
紋
岩
と
な

り
、
水
を
含
ん
で
体
積
が
軽
く
な
っ
た
蛇
紋

岩
は
地
殻
上
部
へ
変
成
岩
と
共
に
移
動
し
て

ゆ
く
。
時
に
、
蛇
紋
岩
の
中
に
ヒ
ス
イ
輝
石

な
ど
の
高
圧
で
生
じ
た
鉱
物
を
含
む
岩
石
塊

が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
蛇
紋
岩
の
起
源

は
地
下
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
地
表
に
絞
り

出
さ
れ
た
マ
ン
ト
ル
の
か
け
ら
が
蛇
紋
岩
と

言
え
る
。

日
本
列
島
で
の
蛇
紋
岩
の
分
布
は
広

く
な
い
（
図
４
）。
主
に
、
高
い
圧
力
で

作
ら
れ
た
結
晶
片
岩
を
主
と
す
る
広
域
変

成
岩
（
三さ

ん
ば
が
わ

波
川
変へ

ん
せ
い
た
い

成
帯
、
三さ

ん
ぐ
ん郡

変
成
帯
、

神か
む
い
こ
た
ん

居
古
潭
変
成
帯
な
ど
）
や
地
質
帯
の
間
に

図 4　日本の蛇紋岩の分布（シームレス日本地質図を参考に作成）
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日
時

令
和
３
年

１
０
月
３
０
日[

土]

　
▼
　
１
２
月
１
７
日[

金]

休
館
日
：
月
曜
日
（
月
曜
日
休
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）

開
館
時
間
：
午
前
９
時―

午
後
５
時
（
入
館
は
午
後
４
時
３
０
分
ま
で
）

入
場
無
料

場
所

ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

〒
３
１
２
０
０
１
１
　
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
中
根
３
４
９
９

℡
０
２
９―

２
７
６―

８
３
１
１
　

い
ち
ど
集
ま
っ
て
み
っ
ぺ

ひ
た
ち
な
か
市
の
石
製
紡
錘
車

金]

ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

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.54

あ
る
大
規
模
な
断
層
で
あ
る
構
造
帯
に
蛇
紋
岩
体
が
挟

み
込
ま
れ
て
い
る
。
関
東
地
方
周
辺
で
は
蛇
紋
岩
の
分

布
は
小
規
模
で
、
長
瀞
の
岩
畳
で
知
ら
れ
る
関
東
山
地

の
埼
玉
～
群
馬
に
ま
た
が
る
三
波
川
変
成
帯
に
伴
う
も

の
、
阿
武
隈
山
地
の
西
側
に
散
在
す
る
も
の
、
谷
川
岳

～
尾
瀬
付
近
の
上
越
帯
に
伴
う
も
の
、
ヒ
ス
イ
で
知
ら

れ
る
糸い

と
い
が
わ

魚
川
周
辺
の
飛ひ

だ
が
い
え
ん

騨
外
縁
帯た

い

、
神
奈
川
県
か
ら
山

梨
県
の
四し

ま
ん
と
そ
う
ぐ
ん

万
十
層
群
、
房
総
半
島
か
ら
三
浦
半
島
の

嶺み
ね
お
か岡

層
群
・
葉は

や
ま山

層
群
に
伴
う
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
礫れ

き

と
し
て
移
動
す
る
と
、
磨
滅
が
早
く
、
大
き

な
礫
が
遠
方
に
運
ば
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
四
万
十
層

群
や
嶺
岡
層
群
・
葉
山
層
群
に
伴
わ
れ
る
蛇
紋
岩
が
、

古
第
三
紀
（
六
六
〇
〇
～
二
三
〇
〇
万
年
前
）
～
中
新

世
（
一
六
〇
〇
万
年
前
）
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
ジ

ュ
ラ
紀
（
二
・
一
三
～
一
・
四
五
億
年
前
）
以
前
の
地
質

帯
に
産
し
て
い
る
。

蛇
紋
岩
に
は
薄
く
割
れ
や
す
い
片
状
の
も
の
と
、
割

れ
に
く
い
塊
状
の
も
の
が
あ
り
、
紡
錘
車
は
塊
状
の
も

の
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
で
従
来
蛇
紋
岩
と

さ
れ
て
い
た
も
の
も
、
精
査
す
る
と
蛇
紋
石
を
主
と
し

た
蛇
紋
岩
だ
け
で
な
く
、
滑
石
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
多

く
含
む
角か

く
せ
ん
せ
き

閃
石
で
あ
る
透と

う
か
く
せ
ん
せ
き

角
閃
石
～
透と

う
り
ょ
く
せ
ん
せ
き

緑
閃
石
、
マ
グ

ネ
シ
ウ
ム
と
鉄
を
含
む
緑り

ょ
く
で
い
せ
き

泥
石
を
そ
れ
ぞ
れ
主
と
す
る

岩
石
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
炭
酸
塩
鉱
物
が
含
ま
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
蛇
紋
岩
と
そ
れ
に
伴

う
岩
石
は
外
観
も
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
。
も
と
と
な

る
マ
ン
ト
ル
物
質
の
か
ん
ら
ん
岩
類
の
成
分
が
比
較
的

差
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
外
観
だ
け
に
よ
る
判
別
は
難

し
く
、含
有
鉱
物
の
成
分
に
よ
る
分
別
も
容
易
で
な
い
。

ま
た
、
良
質
な
も
の
は
遠
方
に
由
来
す
る
も
の
の
可
能

性
も
あ
る
。

阿
武
隈
山
地
南
部
西
縁
の
蛇
紋
岩
に
伴
い
、
緑
泥
石

を
主
と
す
る
岩
石
が
あ
り
、
磁じ

て
っ
こ
う

鉄
鉱
が
含
ま
れ
る
。
ま

た
、ひ
た
ち
な
か
市
出
土
の
も
の
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、

嶺
岡
層
群
に
伴
う
蛇
紋
岩
に
は
原
岩
に
輝
石
を
多
量
に

含
む
も
の
が
あ
り
、
分
解
せ
ず
に
残
っ
た
輝
石
が
特
徴

的
な
金
色
の
反
射
光
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
特
徴
的
な
外
観
の
蛇
紋
岩
類
は
少
な
く
、
産
地
の
特

定
を
困
難
に
し
て
い
る
。

滑
石
も
細
粒
緻
密
の
も
の
は
、
引
っ
掻
い
た
時
の
硬

度
は
小
さ
い
が
、
組
織
の
堅
牢
さ
が
あ
り
、
強
度
に
優

れ
る
。
関
東
地
方
で
は
緻
密
堅
牢
な
滑
石
の
産
出
は
少

な
く
、
美
し
い
外
観
の
も
の
は
、
遠
方
の
由
来
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
た
だ
回
す
だ
け
な
ら
す
ぐ
に
手
に
入

る
も
の
で
も
良
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
材
質

に
こ
だ
わ
っ
て
紡
錘
車
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
用

途
へ
の
興
味
を
感
じ
る
。

（
矢
野
徳
也
筑
波
山
地
域
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
教
育
学
術
部
会
員
、

日
本
地
質
学
会
会
員
）

参
考
文
献　
　
佐
々
木
義
則
二
〇
一
〇
「
ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
54

ひ

た
ち
な
か
市
の
紡
錘
車
」『
ひ
た
ち
な
か
埋
文
だ
よ
り
』
第
三
十
二
号

ひ
た
ち
な

か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
、
東
村
純
子
二
〇
一
一
『
考
古
学
か
ら
み
た
古

代
日
本
の
紡
織
』
六
一
書
房
、
大
倉
潤
二
〇
〇
二
「
石
製
紡
錘
車
表
面
の
擦
痕
・

剥
離
痕
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
々
の
考
古
学
』（
東
海
大
学
考
古
学
教
室
開
設
二
〇
周

年
記
念
論
文
集
）、産
総
研
地
質
調
査
総
合
セ
ン
タ
ー
「
日
本
シ
ー
ム
レ
ス
地
質
図
」

二
〇
二
一
年
秋
に
実
施
し
た
ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
は
、
埋
文
だ
よ
り
で
今
回
報
告
し
た
内
容
を
も
と

に
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
出
土
の
石
製
紡
錘
車
を
集
め
た

展
示
を
行
い
ま
し
た
。
展
示
し
た
資
料
の
中
に
は
、
文

様
を
刻
ん
だ
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
右
の
写

真
の
下し

も
た
か
い

高
井
遺
跡
出
土
紡
錘
車
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

上
面
に
間
隔
を
あ
け
て
大
小
の
点
を
穿
っ
て
お
り
、
私

に
は
ま
る
で
星
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し

た
。
こ
れ
は
北
斗
七
星
？
な
ど
と
想
像
は
膨
ら
む
い
っ

ぽ
う
で
す
。
ど
う
か
御
教
示
く
だ
さ
い
。（
佐
々
木
義
則
）
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28

ナ
ノ
ハ
ナ

今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、
春
に
黄
色
い
花
畑
と
し
て
目
に
付
く
「
ナ
ノ

ハ
ナ
（
菜
の
花
）
」
で
す
。
ナ
ノ
ハ
ナ
は
ア
ブ
ラ
ナ
科
ア
ブ
ラ
ナ
属
の
植

物
で
す
。
ナ
ノ
ハ
ナ
と
表
記
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
ア
ブ
ラ
ナ
属
の
花

は
ど
れ
も
黄
色
で
似
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
呼
ば
れ
て
い
る
総
称
な
の

で
、
実
際
は
「
ア
ブ
ラ
ナ
（
油
菜
）
」
と
し
た
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
さ
は
五
〇
㎝
か
ら
一
ｍ
程
で
、
葉
の
形
は
細
長
い
三
角
形
を
し
て
い

ま
す
。
花
は
黄
色
で
、
十
字
形
に
四
枚
の
花
び
ら
が
あ
り
、
中
心
に
は
雄

し
べ
が
六
本
と
雌
し
べ
が
一
本
あ
り
ま
す
。
三
～
五
月
頃
に
咲
き
ま
す
。

今
回
掲
載
し
た
写
真
の
撮
影
日
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
ヶ
月

ち
ょ
っ
と
し
か
経
過
し
て
い
な
い
日
で
し
た
。
ま
だ
気
持
ち
が
沈
ん
で
い

る
と
き
で
、
鮮
や
か
な
黄
色
の
花
を
目
に
し
て
、
元
気
を
も
ら
っ
た
風
景

だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
十
一
年
後
の
二
〇
二
二
年
も
、
ま
た
こ

の
花
に
元
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

（
稲
田
健
一
）2011.04.28

2021後期

か
い
ひ
ろ
こ
氏
・
三
井
猛
氏
・
梅
田
由

子
氏
）

／2
7

茨
城
県
立
勝
田
中
等
教
育
学
校

１
年
生
見
学

／2
7
-
2
8

三
反
田
遺
跡
・
三
反
田
古
墳

群
試
掘
調
査
／2

8

中
根
小
１
年
生
ど

ん
ぐ
り
拾
い
／2

9

虎
塚
古
墳
一
般
公

開(

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り
中
止)

／3
0

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム5

4

「
ひ
た
ち
な
か
市
の
石
製
紡

錘
車
」
開
始
／3

1

『
埋
文
だ
よ
り
』
第
55

号
刊
行

11
月

2

大
平
Ｃ
遺
跡
・
殿
塚
古
墳
群
本
調

査
終
了
／4-10

地
蔵
根
遺
跡
試
掘
調

査
／4

ユ
ー
ラ
シ
ア
旅
行
社
見
学
／

6

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
会
見
学
／10-2

6

磯
崎
東
遺
跡
試
掘
調
査
／10

市
毛
本

郷
坪
遺
跡
本
調
査
開
始
／11

西
遊
旅

行
見
学
・
ひ
た
ち
海
浜
公
園
よ
り
貸

出
パ
ネ
ル
返
却
【
沢
田
遺
跡
解
説
パ
ネ
ル
】
／

12

常
陸
太
田
市
幸
久
公
民
館
見
学
／

24-26

渡
邊
朋
和
氏
資
料
調
査
【
鷹
ノ
巣

遺
跡
弥
生
土
器
ほ
か
】／27

ふ
る
さ
と
考
古

学
②
「
フ
ィ
ー
ル
ド
探
検
」（
講
師
：
さ

か
い
ひ
ろ
こ
氏
・
矢
野
徳
也
氏
）

12
月

1

前
原
豊
氏
資
料
調
査
【
武
田
遺
跡
群
高
杯

ほ
か
】
／2-14
大
房
地
遺
跡
本
調
査
／

3

市
毛
本
郷
坪
遺
跡
本
調
査
終
了
／7

水
戸
市
立
博
物
館
よ
り
資
料
返
却【
ヤ
ン

サ
マ
チ
使
用
馬
具
】
／7-15
高
野
冨
士
山

遺
跡
試
掘
調
査
／10

向
野
Ａ
遺
跡
本

調
査
終
了
／14-16

飯
塚
前
遺
跡
試
掘

調
査
／17

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ

10
月

1

渡
邉
明
氏
資
料
寄
贈
【
三
反
田
・
弥
生
土

器
】
／1

ｰ

向
野
Ａ
遺
跡
本
調
査
開
始
／

5

大
平
Ｃ
遺
跡
・
殿
塚
古
墳
群
本
調
査

開
始
／7

西
遊
旅
行
見
学
／1

2

ひ
た

ち
な
か
ま
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
会
見
学
／

1
2
-
1
9

地
蔵
根
遺
跡
・
勝
倉
台
館
跡
試

掘
調
査
／1

5

鈴
木
素
行
氏
資
料
寄
贈

【
水
戸
市
小
田
倉
遺
跡
石
器
ほ
か
県
内
海
外
遺
跡

採
集
遺
物
】／1

7

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム5

3

「
モ
ノ
を
測
る-

考
古
学
最
新

測
量
事
情-

」
終
了
／1

9

虎
塚
古
墳
石

室
点
検

／1
9
-
2
6

大
房
地
遺
跡
試
掘
調
査
／

2
0

山
田
孝
子
氏
資
料
寄
贈【
写
真
・
地
図
・

絵
】
／2
3

中
根
と
き
わ
会
虎
塚
古
墳
除

草
作
業
／2

4

ふ
る
さ
と
考
古
学
①「
虎

塚
古
墳
の
謎
を
と
け
！
２
」（
講
師
：
さ

19



編
集
後
記
の

虎
の
子

お
隣
の
大
洗
町
で
は
、
令
和
二
年
に
磯
浜
古
墳
群
が

国
指
定
史
跡
に
な
り
、
那
珂
川
を
挟
ん
で
、
二
つ
の
国

指
定
史
跡
の
古
墳
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

機
会
に
、
ひ
た
ち
な
か
市
と
大
洗
町
で
連
携
し
、
両
古

墳
を
巡
る
企
画
な
ど
が
実
施
で
き
な
い
か
検
討
中
だ
。

そ
の
プ
レ
企
画
と
し
て
、
令
和
三
年
七
月
一
五
日
～

八
月
三
一
日
に
か
け
て
大
洗
町
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展

「
弥
生
島
と
古
墳
島
」
と
の
コ
ラ
ボ
企
画
を
実
施
し
た
。

企
画
展
で
は
、「
古
墳
グ
ッ
ズ
100
」
と
題
し
て
、
古
墳

関
連
の
グ
ッ
ズ
約
一
〇
〇
ア
イ
テ
ム
の
販
売
が
実
施
さ

れ
た
。そ
こ
で
、ひ
た
ち
な
か
市
で
も
同
じ
期
間
中
、「
虎

塚
古
墳
彩
色
壁
画
手
ぬ
ぐ
い
」
の
販
売
を
実
施
し
た
。

こ
の
手
ぬ
ぐ
い
は
、
大
洗
町
の
グ
ッ
ズ
販
売
に
参
加
し

て
い
る
「
藍
寧
舎
」
さ
ん
と
、
地
元
企
業
の
「
三
井
考

測
」
さ
ん
が
共
同
で
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は

プ
レ
企
画
と
い
う
こ
と
で
、
販
売
数
も
五
◯
枚
限
定
と

し
た
が
、
古
墳
関
連
グ
ッ
ズ
を
通
し
て
、
両
史
跡
の
周

遊
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
な
行
政

の
枠
を
超
え
た
イ

ベ
ン
ト
や
交
流
を
今

後
も
増
や
し
て
い
き
、

二
◯
二
三
年
の
虎
塚

古
墳
壁
画
発
見
五
◯

周
年
な
ど
を
盛
り
上

げ
て
い
き
た
い
。

大洗町での「虎塚手ぬぐい」販売の掲示風景

ア
ム5

4

「
ひ
た
ち
な
か
市
の
石
製
紡
錘

車
」終
了
／1

8

新
垣
清
貴
氏
資
料
調
査

【
原
の
寺
瓦
窯
跡
瓦
】
／1

9

ふ
る
さ
と
考
古

学
③
「
虎
塚
古
墳
の
謎
を
と
け
！
３
」

（
講
師
：
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）

／2
1

美
浦
村
文
化
財
セ
ン
タ
ー
へ
資

料
貸
出
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
出
土
縄
文
土
器
】
／

2
2

千
葉
県
立
関
宿
城
博
物
館
資
料
調

査【
沢
田
遺
跡
製
塩
関
係
】・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
Ｊ
Ｗ
Ａ
Ｙ
取
材

１
月

5
-
7

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
東
北
芸
術

工
科
大
学
３
年
生
）／6

-
1
2

地
蔵
根
遺

跡
本
調
査
／1

2
-
2
5

松
原
遺
跡
試
掘
調

査
／1

3

水
戸
市
新
庄
市
民
セ
ン
タ
ー

見
学
／1

5

橋
本
勝
雄
氏
資
料
調
査
【
遠

原
貝
塚
石
器
】
／1

8

岡
田
遺
跡
試
掘
調
査

開
始
／2

3

ふ
る
さ
と
考
古
学
④「
虎
塚

古
墳
の
謎
を
と
け
！
１
」（
講
師
：
及
川

昭
文
氏･

さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）

／2
5
-
2
9

大
平
Ａ
遺
跡
試
掘
調
査
／

2
7

水
戸
市
立
博
物
館
資
料
貸
出【
三
反
田

蜆
塚
貝
塚
出
土
オ
ジ
ロ
ワ
シ
骨
格
ほ
か
】

２
月

1

岡
田
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／1

-
9

畠

ノ
原
遺
跡
試
掘
調
査
／8

-

高
野
冨
士

山
遺
跡
本
調
査
／1

1

第
18
回
企
画
展

「
海
、古
墳-

海
洋
民
の
痕
跡
を
探
る-

」

開
始
／1

5
-
2
7

磯
合
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
6

小
林
崇
嵩
氏
資
料
調
査
【
傾
斜
窪
遺
跡

石
器
ほ
か
】／1

9

ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古

学
第
14
回
①
「
石
製
模
造
品
か
ら
み
た

交
流
」（
講
師
・
佐
久
間
正
明
氏
）／27

②
「
ガ
ラ
ス
小
玉
か
ら
み
た
交
流
」（
講

師
・
斎
藤
あ
や
氏
）

３
月

1

高
野
冨
士
山
遺
跡
本
調
査
終
了
／

3-15

内
手
遺
跡
試
掘
調
査
／5

③
「
臨

海
部
の
古
墳
か
ら
み
た
交
流
」（
講
師
・

稲
田
健
一
）／12

④「
古
墳
と
海
洋
民
」

（
講
師
・
西
川
修
一
氏
）
／15-19

大

房
地
遺
跡
試
掘
調
査
／16

芹
澤
清
八

氏
資
料
調
査
【
柴
田
遺
跡
出
土
遺
物
】

／17

大
田
区
立
郷
土
博
物
館
資
料
貸

出
【
半
分
山
遺
跡
出
土
勾
玉
ほ
か
】
／

24-27

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／27

ふ

る
さ
と
考
古
学
⑤
「
笠
谷
古
墳
群
の
謎

を
と
け
！
」（
講
師
：
さ
か
い
ひ
ろ
こ

氏
・
矢
野
徳
也
氏
）
／31-

虎
塚
古
墳

一
般
公
開
・
『
埋
文
だ
よ
り
』第
56
号
刊

行

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。
https://hitachinaka-maibun.jp

月
開館

日数

個人 団体 計

（人） （団体） （人） （人）
10 月 27 297 4 (1) 110 (86) 407

11 月 25 253 5 (0) 103 (0) 356
12 月 23 157 3 (0) 29 (0) 186
1 月 23 178 2 (0) 28 (0) 206
2 月 24 210   2 (0) 67 (0) 277
3 月 27 1034 6 (0) 112 (0) 1146
合計 149 2129 22 (1) 449 (86) 2578

入館者状況（2021.10.1. ～ 2022.3.31）

（）内は学校数

20
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