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虎塚古墳を掘る 　虎塚古墳の最初の発掘調査は 1973（昭和 48）年８月 16 日から開始されまし
た。発掘調査の目的は，当時進められていた市史編纂事業の一環として，市域の古墳時代後期の様
相を明らかにすることでした。加えて，調査前年の 1972（昭和 47）年に，奈良県明日香村で高松
塚古墳の壁画が発見され，その壁画の保存にいかなる条件を必要とするのかを検討していた東京国
立文化財研究所が，虎塚古墳を対象として，未開口石室の温度や湿度，空気組成などのデータを得
ることも目的でした。墳丘の測量調査が終了し，埋葬施設の場所を探す作業がはじまります。すると，
後円部南側のトレンチ調査で横穴式石室の入口付近が見つかりました。　　　　         （1973 年８月）
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資料紹介　ひたちなか市内出土弥生時代の管玉（田中美零）

「私的茨城考古学外史－遺跡・人 出会いと別れ－」 第６回　発掘三昧への道　県内編３　（瓦吹　堅）

横穴墓を歩く㉘　大村横穴群　（手柴友美子）

ひたちなか市の古墳①改訂版　川子塚古墳と磯崎東古墳群

ワンケース・ミュージアム 55　ひたちなか市から出土した石塔 遺跡めぐり 小田城跡と極楽寺跡を歩く

ワンケース・ミュージアム 56　川子塚古墳の秘密 のぞき見、展示室④　半抉型勾玉

歴史の小窓㉘ 刺網のおもり 虎塚古墳花便り㉙　キバナアカギリ ほか



点
、
土
器
棺
墓
と
推
定
さ
れ
て
い
る
第
117
号
土
坑
の
土

器
底
面
か
ら
は
貝
輪
未
製
品
が
二
点
出
土
し
て
い
る
。

②

柳や
な
ぎ
さ
わ
じ
ゅ
う
に
し
ょ
い
せ
き

沢
十
二
所
遺
跡　
　

遺
跡
は
柳
が
丘
に
所
在

し
、
那
珂
川
の
支
流
で
あ
る
中
丸
川
右
岸
の
舌
状
台
地

先
端
に
位
置
す
る
。
こ
の
遺
跡
は
か
つ
て
柳
沢
遺
跡

と
呼
ば
れ
、
一
九
七
一
年
に
旧
那
珂
湊
市
教
育
委
員

会
に
よ
り
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
〔
井
上
ほ
か

一
九
七
二
〕。
遺
構
は
縄
文
時
代
晩
期
の
住
居
跡
1
基
と

貝
塚
、
弥
生
時
代
土
器
棺
墓
4
基
、
前
方
後
円
墳
（
寺て

ら

は
じ
め
に

筆
者
が
弥
生
時
代
の
管
玉
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、

二
〇
一
九
年
に
実
施
さ
れ
た
茨
城
県
常
陸
大
宮
市
の

宿し
ゅ
く
じ
り
い
せ
き

尻
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
参
加
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
あ
る
。
そ
の
調
査
で
は
、
土
坑
内
に
口
縁
部
を
中
心

に
向
け
て
略り

ゃ
く
ば
て
い
じ
ょ
う

馬
蹄
状
に
並
ん
だ
15
点
の
土
器
が
確
認
さ

れ
、
そ
の
中
央
に
破
砕
さ
れ
た
状
態
の
管
玉
が
18
点
出

土
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
報
告
書
に
茨
城
県
内
と

栃
木
県
佐
野
市
出い

ず
る
は
ら

流
原
遺い

せ
き跡

で
確
認
さ
れ
て
い
る
破
砕

管
玉
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
〔
田
中
二
〇
二
二
〕。

今
回
の
報
告
は
、
破
砕
さ
れ
る
管
玉
の
性
格
や
分
布

圏
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
た
め
、
市
内
お
よ
び
周
辺

の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
管
玉
を
集
成
し
破
砕
行
為
や
時

期
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

１

管
玉
が
出
土
す
る
遺
跡
の
概
要

①

差さ

し

ぶ

い

せ

き

渋
遺
跡　
　

遺
跡
は
部へ

た

の
田
野
字
差
渋
地
内
に

所
在
し
、
那
珂
川
の
支
流
で
あ
る
本
郷
川
左
岸
の
標
高

約
二
六
ｍ
の
台
地
北
端
に
位
置
す
る
。
一
九
九
三
年
十

月
か
ら
一
九
九
四
年
三
月
に
か
け
て
茨
城
県
教
育
財
団

に
よ
っ
て
発
掘
調
査
さ
れ
、
住
居
跡
3
基
・
土
坑
墓
群
・

土
器
棺
墓
2
基
・
土
坑
38
基
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る

〔
樫
村
一
九
九
五
〕。
土
坑
墓
は
、
土
坑
墓
の
可
能
性
が

あ
る
土
坑
1
基
を
含
め
る
と
、33
基
確
認
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で
管
玉
は
第
42
号
土
坑
墓
か
ら
一
点
出
土
し
て

い
る
。
そ
の
他
、
第
88
号
土
坑
墓
か
ら
は
、
勾
玉
が
二

資料紹介

ひたちなか市内出土弥生時代の管
くだたま

玉

　東日本の弥生時代中期頃に築かれた墓には，

土坑墓・土器棺墓・再葬墓などがあり，それら

の遺構を調査すると管玉が出土することがあり

ます。ひたちなか市も例外ではなく，管玉が出

土する遺跡がありますが，あまり知られていま

せん。今回の報告では，市内から出土する管玉

を集成し，その性格について触れてみたいと思

います。

柳沢十二所（柳沢）遺跡第３号土器棺出土管玉

田中美零

図 1　ひたちなか市内の弥生時代管玉出土遺跡
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前ま
え

古
墳
）
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
管

玉
は
、
第
3
号
土
器
棺
墓
の
土
器
内
か
ら

出
土
し
て
い
る
。
こ
の
土
器
棺
は
上
半
分

を
欠
損
す
る
土
器
の
内
部
に
、
底
部
を
同

一
方
向
に
し
て
、
別
個
体
の
土
器
が
出
土

し
て
い
る
。
管
玉
は
内
部
の
土
器
を
取
り

除
い
た
下
か
ら
出
土
し
た
よ
う
だ
。
そ
の

他
、
調
査
区
の
ト
レ
ン
チ
か
ら
一
点
の
管

玉
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点
の
管

玉
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
現
在
所
在

が
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
柳
沢
十
二
所
遺
跡
に
は
多
く
の

縄
文
時
代
後
・
晩
期
の
遺
物
が
確
認
さ
れ

て
い
る
大だ

い
た
ぼ
う
か
い
づ
か

田
房
貝
塚
が
重
な
っ
て
所
在
し

て
い
る
。
一
九
七
一
年
に
藤

ふ
じ
も
と
た
け
し

本
武
氏
に
よ

る
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

報
告
が
藤ふ

じ
も
と
や
じ
ょ
う

本
弥
城
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
〔
藤
本
一
九
七
七
〕。
報
告
に
よ
れ
ば
、

調
査
区
内
で
の
表
採
資
料
に
管
玉
が
一
点

あ
り
、
形
状
や
石
材
か
ら
弥
生
時
代
の
も

の
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

③

新に
い
づ
つ
み
い
せ
き

堤
遺
跡　
　

遺
跡
は
新
堤
地

内
に
所
在
し
、
中
丸
川
に
臨
む
標
高
約

二
五
ｍ
の
台
地
縁
辺
部
に
位
置
す
る
。

一
九
五
〇
年
に
藤
本
武
氏
が
発
掘
調
査
を

実
施
し
、
藤
本
弥
城
氏
に
よ
り
ま
と
め

ら
れ
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
藤
本
一
九
八
三
〕。

遺
構
は
土
坑
墓
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
頸
部
か
ら
上
を

欠
損
し
た
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
報
告
に
は
平
面
図

等
は
な
い
が
、
出
土
状
況
が
記
さ
れ
て
お
り
、
直
径
約

五
〇
㎝
、
深
さ
約
六
〇
㎝
の
小
土
坑
に
逆
位
の
状
態
で

埋
設
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
出
土
状
況
か
ら
土
坑
墓
と

い
う
よ
り
は
、
土
器
棺
墓
と
想
定
し
た
方
が
良
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
管
玉
は
こ
の
土
器
の
近
く
か
ら
一
点
出

土
し
て
い
る
。

④

一い
っ
ぽ
ん
ま
つ
い
せ
き

本
松
遺
跡　
　

市
内
の
遺
跡
で
は
な
い
の
だ

が
、
セ
ン
タ
ー
の
寄
贈
品
に
大
洗
町
の
一
本
松
遺
跡
で

表
採
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
述
べ
て
お
く
。
管
玉

は
二
点
あ
り
、
藤
本
武
氏
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
。
一
本

松
遺
跡
は
、
磯
浜
町
に
所
在
し
、
涸ひ

ぬ
ま
が
わ

沼
川
西
側
の
大
洗

台
地
と
大
貫
台
地
の
間
、標
高
約
一
二
ｍ
に
位
置
す
る
。

一
九
九
九
年
に
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、
弥
生
後

期
の
住
居
跡
が
82
基
と
弥
生
中
期
土
器
棺
墓
１
基
な
ど

が
確
認
さ
れ
て
い
る
〔
井
上
二
〇
〇
一
〕。

２

管
玉
の
観
察
か
ら
み
る
破
砕
に
つ
い
て

こ
こ
で
、
管
玉
一
つ
一
つ
の
観
察
結
果
を
ま
と
め
、

破
砕
の
痕
跡
が
な
い
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
図
２

に
は
、
原
寸
サ
イ
ズ
の
写
真
と
実
測
図
を
掲
載
し
た
。

詳
細
な
計
測
値
に
つ
い
て
は
、
表
１
に
ま
と
め
た
の
で

参
照
し
て
ほ
し
い
。

差
渋
遺
跡
の
管
玉
は
、
直
径
七
・
五
㎜
に
対
し
て
長

さ
が
一
二
・
一
㎜
と
短
い
。
他
の
管
玉
は
、
直
径
が
五

図２　ひたちなか市および周辺遺跡から出土・採集した管玉

４ 柳沢十二所（柳沢大田房）

５ 新堤 ６ 一本松

７ 一本松

※写真・実測図は原寸

２・３ 柳沢十二所（柳沢）

２ ３
１ 差渋
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形
の
管
玉
で
あ
る
。
直
径
が
五
・
七
㎜
、
長
さ
二
一
・
八

㎜
と
所
蔵
資
料
の
中
で
は
一
番
小
型
で
あ
る
。
穿
孔
に

目
立
っ
た
食
い
違
い
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
心
に
少
し

出
っ
張
り
が
存
在
す
る
。
お
そ
ら
く
両
側
か
ら
の
穿
孔

と
考
え
ら
れ
る
。
図
2-7
の
方
は
、
直
径
が
五
・
〇
㎜
、

長
さ
二
七
・
二
㎜
と
６
よ
り
は
長
い
が
、
か
な
り
細
型

の
管
玉
で
あ
る
。
端
面
に
欠
け
た
部
分
が
あ
る
が
、
摩

滅
し
て
い
る
。
も
う
一
端
も
斜
め
に
大
き
く
欠
け
て
い

る
が
こ
ち
ら
も
摩
滅
し
て
い
る
た
め
、
破
損
後
も
大
事

に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
穿
孔
は
内

部
を
の
ぞ
く
と
、か
な
り
食
い
違
い
が
み
ら
れ
る
た
め
、

両
側
か
ら
穿
孔
し
た
も
の
考
え
ら
れ
る
。細
型
の
た
め
、

穿
孔
に
苦
労
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

３

管
玉
の
時
期

各
遺
跡
で
確
認
さ
れ
る
土
器
か
ら
、
管
玉
の
時
期
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

差
渋
遺
跡
の
第
42
号
土
坑
墓
か
ら
は
、
少
量
で
は
あ

る
が
、
弥
生
土
器
片
が
出
土
し
て
い
る
。
時
期
を
特
定

す
る
も
の
と
し
て
、
器
面
に
渦
状
に
一
本
の
沈
線
が
ひ

か
れ
た
土
器
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
足

あ
し
あ
ら
い洗

Ⅰ
式
の
特
徴
で

あ
り
、
中
期
後
葉
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

柳
沢
十
二
所
遺
跡
の
管
玉
が
出
土
し
て
い
る
土
器
棺

は
、
上
面
に
あ
っ
た
土
器
に
、
無
節
の
斜
縄
文
が
施
さ

れ
、
下
部
に
埋
設
さ
れ
て
い
た
土
器
に
は
、
単
節
斜
縄

文
が
施
さ
れ
て
い
る(

図
３
左
）。
ま
た
、
土
器
底
部
は

布
目
痕
が
あ
り
、
焼
成
後
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち

㎜
を
超
え
る
と
長
さ
は
二
〇
㎜
は
あ
る
。
管
玉
の
端
面

は
き
れ
い
に
研
磨
さ
れ
て
い
る
が
一
方
に
は
か
け
た
部

分
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
研
磨
が
そ
の
部
分
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
、
割
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
再

研
磨
し
て
使
用
し
た
た
め
に
、
長
さ
が
短
く
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
破
損
部
分
の
な
い
完
形

の
管
玉
で
あ
る
。

柳
沢
十
二
所
遺
跡
の
所
在
不
明
の
二
点
の
管
玉
に
つ

い
て
は
、
観
察
が
で
き
な
い
が
報
告
書
に
故
意
か
自
然

に
よ
る
も
の
か
不
明
な
破
損
部
が
あ
る
と
い
う
。
実
測

図
に
は
、
土
器
棺
墓
か
ら
出
土
し
た
管
玉
に
は
、
一

方
か
ら
破
損
し
た
痕
跡
、
ト
レ
ン
チ
の
表
採
資
料
で

は
、
両
側
か
ら
の
二
か
所
に
破
損
部
分
が
み
ら
れ
る
。

大
田
房
貝
塚
調
査
の
管
玉
は
、
直
径
九
・
六
㎜
、
長
さ

三
三
・
〇
㎜
と
市
内
で
出
土
し
た
管
玉
で
は
、
最
も
大

き
い
。
穿
孔
は
内
部
に
食
い
違
い
が
み
ら
れ
る
た
め
、

両
側
穿
孔
で
あ
る
。３
分
の
１
程
度
が
破
損
し
て
お
り
、

少
な
く
と
も
三
方
向
か
ら
割
れ
て
い
る
。
表
採
資
料
の

た
め
、
故
意
に
破
砕
し
た
も
の
な
の
か
、
後
世
で
畑
の

耕
作
中
に
割
れ
た
も
の
な
の
か
は
、
判
断
が
難
し
い
。

新
堤
遺
跡
の
管
玉
は
、
一
部
欠
け
た
部
分
が
見
ら
れ

る
が
、
ほ
ぼ
完
形
の
も
の
で
あ
る
。
欠
け
た
部
分
は
摩

滅
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
も
使
用
し
て
い
た
思

わ
れ
る
。
側
面
に
は
製
作
時
に
角
柱
か
ら
成
形
し
き
れ

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
陵
が
う
っ
す
ら
と
残
っ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
管
玉
も
内
部
に
食
い
違
い
が
あ
る
た

め
、
両
側
か
ら
穿
孔
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
本
松
遺
跡
の
図
2-6
は
、
表
面
に
傷
が
あ
る
が
、
完

表１　管玉の計測および観察表

遺跡 図番号 出土位置
直径
(mm)

孔径
(mm)

長さ
(mm)

幅     
(mm)

重量
(g)

石材 状態 旧遺跡名

 差渋 1 第４２号土坑墓 7.5 2.5 12.1 8.0 1.4 珪質頁岩 破損部を研磨

 柳沢十二所 2 第３号土器棺 7.0   　 1.6 20.0 7.0 － 碧玉 一部欠損 柳沢

〃 3 A 地区トレンチ 6.0 1.5 20.0 6.0 － 碧玉 一部欠損 〃

〃 4 第Ⅲ地点表採 9.6 2.5 33.0 10.2 4.6 碧玉 縦方向に一部欠損
柳沢大田房

貝塚

 新堤 5 土器棺墓付近 6.7 2.0 23.2 6.9 2.0
珪化緑色
凝灰岩

ほぼ完形

 一本松 6 表採 5.7 2.5 21.8 5.7 1.3 碧玉 完形

〃 7 表採 5.0 2.7 27.2 5.4 1.2 碧玉 一部欠損

＊現物がない柳沢十二所２・３は報告書の実測図から数値をだし，石材についても報告書記載のものである。
＊石材は，差渋・柳沢十二所４・一本松については茨城大学名誉教授の田切美智雄氏，新堤は筑波山地域ジオパーク推進協議会教育学
術部会員の矢野徳也氏の鑑定によるものである。
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ら
も
特
徴
的
な
文
様
帯
が
描
か
れ
る
胴
部
よ
り
上
が
残

存
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
詳
し
い
時
期
は
特
定
で
き

な
い
が
、
土
器
棺
の
出
土
状
態
と
底
部
の
穿
孔
か
ら
、

足
洗
式
の
時
期
の
土
器
棺
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い

る
。
ト
レ
ン
チ
か
ら
は
、
二
本
同
時
施
文
具
に
よ
る
平

行
し
た
沈
線
文
が
渦
状
に
描
か
れ
た
土
器
が
出
土
し
て

い
る
た
め
、
足
洗
式
の
弥
生
中
期
後
葉
の
時
期
に
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。、
ま
た
、
か
つ
て
の
柳

沢
大
田
房
貝
塚
か
ら
表
採
さ
れ
た
管
玉
も
、
遺
跡
が
重

な
っ
て
い
る
た
め
、
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

新
堤
遺
跡
の
管
玉
が
近
く
か
ら
出
土
し
た
土
坑
に
埋

設
さ
れ
て
い
た
土
器
は
、
底
部
か
ら
胴
部
が
残
存
し
て

お
り
、
胴
部
の
４
分
の
３
ほ
ど
は
、
無
段
の
反
撚
り
縄

文
と
思
わ
れ
る
原
体
で
施
文
さ
れ
て
い
る
（
図
３
右
）。

ま
た
、
上
位
に
は
、
工こ

う
じ
も
ん

字
文
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の

中
を
偽ぎ

じ
ょ
う
も
ん

縄
文
で
充じ

ゅ
う
て
ん填

し
て
い
る
。
偽
縄
文
を
使
用
す
る

土
器
が
出
土
す
る
遺
跡
と
し
て
、
同
報
告
書
の
中
で

部へ
た
の
む
じ
な
さ
ん
い
せ
き

田
野
狢
Ⅲ
遺
跡
が
あ
る
。
破
片
資
料
で
は
あ
る
が
、

八
点
出
土
し
て
お
り
、
沈

線
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の

が
一
点
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
遺
跡
は
、
弥
生
中
期

中
葉
の
狢
式
の
指
標
と
な

る
遺
跡
で
あ
り
、
偽
縄
文

も
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
新
堤
遺

跡
の
土
器
棺
と
管
玉
も
同

時
期
の
も
の
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

一
本
松
遺
跡
に
つ
い
て

は
、
報
告
書
に
土
器
棺
墓

が
確
認
さ
れ
た
と
の
記
載

は
あ
る
が
、
整
理
さ
れ
て

お
ら
ず
、
実
測
図
当
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
。
遺
跡

全
体
に
、
弥
生
時
代
後
期

の
住
居
跡
が
広
が
り
、
十

じ
ゅ
う

王お
う

台だ
い

式
の
土
器
が
主
に
出
土
し
て
い
る
が
、
一
部
に
足

洗
式
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
管
玉
が
表
採
資
料
の

た
め
、
時
期
の
断
定
は
難
し
い
が
、
弥
生
時
代
中
期
後

葉
か
ら
後
期
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
内
で
出
土
し
て
い
る
管
玉
に

つ
い
て
は
、出
土
位
置
が
明
確
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、

出
土
資
料
か
ら
弥
生
中
期
中
葉
か
ら
後
葉
に
属
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

市
内
か
ら
出
土
す
る
管
玉
を
集
成
し
観
察
し
た
結

果
、
目
的
と
し
て
い
た
破
砕
行
為
に
つ
い
て
は
、
表
採

資
料
が
多
く
、
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

全
国
的
に
、
管
玉
の
破
砕
が
行
わ
れ
る
の
は
、
弥
生
時

代
中
期
中
葉
か
ら
で
あ
り
、
市
内
の
管
玉
の
時
期
と
は

合
致
す
る
。
ま
た
、
管
玉
は
土
坑
墓
や
土
器
棺
墓
の
墓

か
ら
出
土
す
る
も
の
、
墓
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
遺
跡

か
ら
出
土
し
て
お
り
、
副
葬
品
と
し
て
収
め
ら
れ
た
も

の
と
捉
え
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
柳
沢
十
二
所
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
管
玉

は
、
破
損
部
分
が
あ
る
た
め
、
墓
へ
埋
葬
し
た
時
の
何

ら
か
の
儀
式
で
、
破
砕
さ
れ
た
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
可
能
性
の
あ
る
資
料
と
し
て
今
回
は
捉
え
て

お
き
た
い
。

那
珂
川
下
流
の
地
域
で
は
、
弥
生
時
代
の
墓
制
に
つ

い
て
検
討
で
き
る
出
土
資
料
が
、
ま
だ
少
な
い
。
今
後

行
わ
れ
る
調
査
に
期
待
し
た
い
。

図３　柳沢十二所遺跡出土の土器棺（左）と新堤遺跡土坑出土の土器（右）

０ １００ １０

０ １０

5



図４　水戸市の軍民坂周辺で採集された管玉（原寸）

番
外
編

最
近
当
セ
ン
タ
ー
に
、
管
玉
が
寄
託
さ
れ
た
の
で
こ

こ
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
管
玉
は
、
水
戸
市
上

国
井
町
の
軍ぐ

ん
み
ん
さ
か

民
坂
と
い
う
坂
の
周
辺
で
か
つ
て
表
採
し

た
も
の
と
の
こ
と
だ
（
図
４
）。
こ
の
周
辺
は
軍
民
坂

遺
跡
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
主
に
縄
文
時
代
中
期

か
ら
後
期
に
か
け
て
の
遺
物
が
市
の
調
査
に
よ
り
出
土

し
て
い
る
。

管
玉
の
計
測
値
は
、
直
径
一
七
・
五
㎜
、
孔
径
三
・

〇
㎜
、
長
さ
五
三
・
六
㎜
、
幅
一
七
・
九
㎜
、
重
さ
は

二
〇
・
二
ｇ
で
か
な
り
大
型
の
も
の
に
な
る
。
石
材
は

淡
青
緑
色
の
碧
玉
で
、
一
部
変
成
し
き
れ
な
か
っ
た
部

分
が
茶
褐
色
に
な
っ
て
い
る
。
穿
孔
内
部
に
は
、
孔
の

食
い
違
い
が
み
ら
れ
、
両
側
か
ら
穿
孔
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
表
面
は
か
な
り
破
損
し
て
お
り
、
縦
方

向
に
割
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
一
方
の
端
面
に
は

敲
い
た
よ
う
な
痕
跡
が
あ
り
、
人
為
的
に
破
砕
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
表
採
資
料
の
た
め
、
断
定
は
で
き

な
い
。
軍
民
坂
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
の
遺
物
が
出
土

す
る
と
前
述
し
た
が
、
一
九
八
二
年
に
茨
城
大
学
考
古

学
研
究
会
が
表
採
し
た
資
料
に
つ
い
て
報
告
し
て
お

り
、
そ
の
中
に
は
弥
生
時
代
の
土
器
が
含
ま
れ
て
い
る

〔
川
村
浩
司
ほ
か
一
九
八
二
〕。
縄
文
時
代
に
は
、
ツ
ノ
ガ

イ
や
獣
骨
を
使
用
し
た
管
玉
や
中
心
が
膨
ら
む
エ
ン
タ

シ
ス
形
の
石
製
管
玉
は
あ
る
が
、
碧
玉
を
使
用
し
、
き

れ
い
な
円
柱
状
の
精
巧
に
製
作
さ
れ
た
管
玉
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
表
採
資
料
に
も
あ
る
よ

う
に
弥
生
時
代
に
伴
う
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

参
考
文
献

井
上
義
安
ほ
か
一
九
七
二
『
柳
沢
遺
跡
調
査
報
告
』
那
珂
湊
市
埋
蔵

文
化
財
調
査
報
告
Ⅰ
那
珂
湊
市
教
育
委
員
会
、
井
上
義
安
二
〇
〇
一

『
一
本
松
遺
跡
』
茨
城
県
大
洗
町
一
本
松
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

会
、
樫
村
宣
行
一
九
九
五
『
一
般
国
道
６
号
東
水
戸
道
路
改
築
工

事
地
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
Ⅲ

差
渋
遺
跡
』
茨
城
県
教
育
財

団
文
化
財
調
査
報
告
第
103
集
茨
城
県
教
育
財
団
、
川
村
浩
司
ほ
か

一
九
八
二
『
さ
ら
し
い
』
第
Ⅴ
号
茨
城
大
学
考
古
学
研
究
会
、
田

中
美
零
二
〇
二
二「
２

宿
尻
遺
跡
第
１
号
土
坑
の
管
玉
に
つ
い
て
」

『
宿
尻
遺
跡
―
久
慈
川
・
那
珂
川
流
域
の
再
葬
墓
I
Ⅰ
』
常
陸
大
宮
市

埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
37
集
常
陸
大
宮
市
教
育
委
員
会
、
藤
本

弥
城
一
九
七
七
『
那
珂
川
下
流
の
石
器
時
代
研
究
Ⅰ
』、
藤
本
弥
城

一
九
八
三
『
常
陸
那
珂
川
下
流
の
弥
生
土
器
Ⅲ
』

の
ぞ
き
見展

示
室そ

の
４

勾
玉
と
聞
く
と
、
タ
イ

ト
ル
の
イ
ラ
ス
ト
に
あ
る

よ
う
な
、
逆
Ｃ
の
字
の
形

を
想
像
す
る
方
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
回
紹
介
す
る
の
は
、

半は
ん
け
つ
が
た
ま
が
た
ま

抉
型
勾
玉
で
す
。
セ
ン
タ
ー
に
は
、
差さ

し

ぶ

い

せ

き

渋
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
２
点
と
山や

ま
ざ
き
い
せ
き

崎
遺
跡
で
出
土
し
た
１
点
、
藤
本
武
氏
か
ら

寄
贈
さ
れ
た
大
洗
町
の
一い

っ
ぽ
ん
ま
つ
い
せ
き

本
松
遺
跡
で
表
採
さ
れ
た
６
点
を

展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
形
の
勾
玉
は
、
弥
生
時
代
中
期
中

葉
か
ら
北
陸
地
方
で
多
く
生
産
さ
れ
ま
す
。
荒
く
割
っ
て
楕

円
形
の
よ
う
に
整
え
た
あ
と
、
く
び
れ
部
分
の
抉え

ぐ

り
を
入
れ

て
、
そ
の
後
孔
を
空
け
て
、
最
後
に
研
磨
す
る
と
い
う
方
法

で
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
材
に
は
滑か

っ
せ
き石

・
翡ひ

す

い翠
・
碧

へ
き
ぎ
ょ
く

玉
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

勾
玉
は
時
代
に
よ
っ
て
、
形
や
使
わ
れ
る
材
料
が
違
い
ま

す
。
展
示
室
に
は
、
お
馴
染
み
の
形
の
勾
玉
以
外
に
も
、
土

製
の
も
の
や
勾
玉
の
子
供
が
付
い
た
よ
う
に
見
え
る
子
持
勾

玉
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
時
代
ご
と
に
比
べ
な
が
ら
観
察

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
田
中
美
零
）
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熊本県人吉市城本町

大村横穴群

手柴　友美子

（人吉市教育委員会）

大
村
横
穴
群
の
所
在
す
る
人
吉
市
は
、
熊
本
県
の
南
県

境
に
あ
る
人
吉
盆
地
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
人
吉
盆
地
に

は
約
九
万
年
前
、
阿
蘇
山
か
ら
の
火
砕
流
が
堆
積
し
、
そ

れ
が
球く

ま磨
川
等
に
よ
っ
て
長
い
年
月
を
か
け
て
浸
食
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
取
り
残
さ
れ
た
、
標
高
一
五
◯
ｍ

の
独
立
丘
「
村
山
台
地
」
の
南
縁
断
崖
に
大
村
横
穴
群
は

構
築
さ
れ
、
大
正
一
◯
年
三
月
三
日
、
国
の
史
跡
第
一
号

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

大
村
横
穴
群
は
東
西
約
八
◯
◯
ｍ
の
崖
面
に
、
二
群
に

分
か
れ
て
現
在
二
六
基
の
横
穴
が
確
認
で
き
、
横
一
列
に

並
ん
で
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
こ
の
う
ち
八
基
に
は
、
三

角
文
や
円
文
の
ほ
か
、
武
具
類
と
い
っ
た
装
飾
文
様
が

玄げ
ん
も
ん門
（
入
口
）
部
分
に
確
認
で
き
ま
す
。

中
で
も
七
号
横
穴
の
文
様
は
、
複
数
の
馬
が
写
実
的
な

表
現
で
浮
彫
さ
れ
て
お
り
、
鞍く
ら

を
装
着
し
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
親
子
と
み
ら
れ
る
馬
と
そ
の
他
の
成
馬
の

間
に
区
画
を
設
け
て
お
り
、
こ
れ
が
「
牧ま
き

」
を
表
現
し
て

い
る
と
の
見
方
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
一
五
ｂ
号
横
穴
は
大
変
丁
寧
な
造
り
で
、
唯

一
玄
室
内
部
に
も
装
飾
文
を
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
様

は
円
を
横
一
列
に
配
置
し
た
も
の
で
、
熊
本
県
下
の
初
期

装
飾
古
墳
に
み
ら
れ
る
、
鏡
を
吊
る
し
並
べ
た
様
子
を
表

し
た
と
さ
れ
る
円
文
に
類
似
し
て
い
ま
す
。
大
村
横
穴
群

の
造
営
時
期
は
、
横
穴
墓
の
構
造
や
装
飾
の
様
子
か
ら
六

世
紀
後
半
以
降
が
中
心
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
村
横
穴
群
の
副
葬
品
は
早
い
時
期
に
失
わ
れ
、
現
存

す
る
も
の
は
わ
ず
か
で
す
が
、
関
連
す
る
遺
物
と
し
て
知

ら
れ
る
「
蕨わ

ら
び
て
と
う

手
刀
」
は
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
明
治
四
◯
年
頃
に
横
穴
群
の
前
面
で
行
わ
れ
た

鉄
道
工
事
中
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
原
位
置
は
不
明
で

す
が
、
も
と
は
大
村
横
穴
群
に
葬
ら
れ
た
被
葬
者
の
副
葬

品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
製
作
時
期
が
八
世

紀
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
全
国
で
も
限
ら
れ
た
地
域
に
出

おおむら

写真３　７号横穴浮彫文様

写真１　大村横穴群東群遠景

ま
し
た
。
し
か
し
当
地
で
は
少
な
く
と
も
五
～
六
世
紀
頃

か
ら
多
様
な
古
墳
が
形
成
さ
れ
、
遺
物
も
大
村
横
穴
群
の

蕨
手
刀
の
ほ
か
、
あ
さ
ぎ
り
町
才さ

い
ぞ
ん園
古
墳
か
ら
は
稀
少
な

金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
鏡
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
人

吉
球
磨
地
域
よ
り
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い
て
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墳
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ら
れ
ず
、
当
地

域
が
そ
の
前
線
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
当
地
が
大
和
王

権
と
直
接
的
或
い
は
間
接
的
に
提
携
し
、
対
南
域
勢
力
の

拠
点
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
村
横
穴
群
を
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じ
め
と
す
る
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古
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に
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さ
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人
々
と
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に
、
当
時
の
日
本
の
国
境
線
を
担
う
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
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す
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が

当
地
で
確
認
さ
れ

た
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大
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も
の
が
あ
り
ま
す
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人
吉
球
磨
地
域

は
、
鹿
児
島
県
や

宮
崎
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と
接
し
て

お
り
、
古
く
か
ら

い
わ
ゆ
る
「
熊く
ま
そ襲
」

と
呼
ば
れ
る
在
地

勢
力
の
拠
点
地
域

と
考
え
ら
れ
て
き

写真２　７号横穴

図１　15ｂ号横穴実測図図２　蕨手刀実測図

写真４　蕨手刀

出典　図１：『熊本県装飾古墳総合調査報告書』より転載／図２：『ひとよし歴史研究』第 12 号より転載
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１ 川子塚古墳と磯崎東古墳群

ミニ知識

　市内にあります国指定史跡の馬渡埴輪製作遺跡の窯で

最初に焼かれた埴輪は， 川子塚古墳に立てるための埴

輪と考えられています。

＊川子塚古墳は，市の指定史跡として説明板などが整備されており，自由に見学することが可能です。

＊磯崎東古墳群は，説明板などは設置されていませんが，酒列磯前神社やホテルニュー白亜紀周辺のものを道

　路から見ることはできます。一部，立入が禁止されている場所もあります。

＊古墳から出土した遺物の一部は，ひたちなか市埋蔵文化財調査センターの標本陳列室に展示してます。

ひたちなか市の古墳 改訂版

第 33 号墳

第 30 号墳

見学ガイド

か         ご       つか いそ    ざき     ひがし

磯崎東古墳群の分布と調査した墳墓

川子塚古墳平面図 海を臨む斜面部に分布する石棺墓2012 年に旧磯崎小学校の校庭で調査した石室と出土した勾玉

＊古墳の場所や市内の古墳の概要については，『埋文だより』第 37 号をご覧下さい。

川子塚古墳の墳丘 ( 手前が前方部）

川子塚古墳は，阿字ヶ浦海水浴場の南側の台地上に位置しています。古墳の形は前方後円墳で，

規模は全長約 81ｍ，高さ約９ｍを測ります。この規模は，市内最大となります。発掘調査は実施さ

れていませんが，墳丘にはたくさんの石が敷かれており，人物埴輪や円筒埴輪が見つかっています。

それらの遺物から，古墳の時期は５世紀後半と推定しています。

磯崎東古墳群は，川子塚古墳の東，酒列磯前神社から旧磯崎小学校の周辺に位置しています。

古墳の数は，消滅したものも多く正確な数は判りませんが，1950 年の調査では 54 基の古墳が確認

されています。群を構成する古墳は，直径約 20ｍの円墳が主体で，第 33 号墳のみが全長 40ｍの帆

立貝形古墳です。この古墳は，川子塚古墳と同じく墳丘上に石が敷かれていました。1989 年に調査

された第 30 号墳では，３つの石室が並んだ状態で検出され，その中からは，鏡や大刀，鉄鏃，刀子な

どのたくさんの遺物が出土しました。

2011年から2016年にかけて，海岸を臨む斜面の法面対策工事や震災関連に伴う調査を実施しました。

2012年には，旧磯崎小学校の校庭を調査し，直径約 15ｍの円墳と小型の横穴式石室４基を確認し

ました。円墳の埋葬施設は横穴式石室で，天井石は失われていましたが，入口が閉塞されている状態

を確認することができました。石室内からは，人骨や大刀片，メノウ製の勾玉，ガラス小玉などが出

土しています。2011 年，2015 年，2016 年には，海を臨む斜面部で墳丘のない石棺墓９基を調

査しました。石棺墓は海岸の石を石棺状に並べて造った墓で，床面に石はなく，海砂が薄く敷いてあ

りました。石棺内から遺物は見つかりませんが，人骨が非常にきれいな状況で出土しました。人骨の

調査では，男性や女性，幼児，青年，成人，老人などさまざまな被葬者がいることが判っています。

　古墳の時期は，出土遺物から５世紀後半から７世紀中頃まで継続していたことが判っており，市内

でもっとも長い期間，古墳が造られていた古墳群と考えます。
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海岸の石第１号石室

第２号石室

第１号墳石室

第１号墳石室出土勾玉
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へいそく

100m0
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33

29

1
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＊川子塚古墳は，市の指定史跡として説明板などが整備されており，自由に見学することが可能です。

＊磯崎東古墳群は，説明板などは設置されていませんが，酒列磯前神社やホテルニュー白亜紀周辺のものを道

　路から見ることはできます。一部，立入が禁止されている場所もあります。

＊古墳から出土した遺物の一部は，ひたちなか市埋蔵文化財調査センターの標本陳列室に展示してます。

ひたちなか市の古墳 改訂版

第 33 号墳

第 30 号墳

見学ガイド

か         ご       つか いそ    ざき     ひがし

磯崎東古墳群の分布と調査した墳墓

川子塚古墳平面図 海を臨む斜面部に分布する石棺墓2012 年に旧磯崎小学校の校庭で調査した石室と出土した勾玉

＊古墳の場所や市内の古墳の概要については，『埋文だより』第 37 号をご覧下さい。

川子塚古墳の墳丘 ( 手前が前方部）

川子塚古墳は，阿字ヶ浦海水浴場の南側の台地上に位置しています。古墳の形は前方後円墳で，

規模は全長約 81ｍ，高さ約９ｍを測ります。この規模は，市内最大となります。発掘調査は実施さ

れていませんが，墳丘にはたくさんの石が敷かれており，人物埴輪や円筒埴輪が見つかっています。

それらの遺物から，古墳の時期は５世紀後半と推定しています。

磯崎東古墳群は，川子塚古墳の東，酒列磯前神社から旧磯崎小学校の周辺に位置しています。

古墳の数は，消滅したものも多く正確な数は判りませんが，1950 年の調査では 54 基の古墳が確認

されています。群を構成する古墳は，直径約 20ｍの円墳が主体で，第 33 号墳のみが全長 40ｍの帆

立貝形古墳です。この古墳は，川子塚古墳と同じく墳丘上に石が敷かれていました。1989 年に調査

された第 30 号墳では，３つの石室が並んだ状態で検出され，その中からは，鏡や大刀，鉄鏃，刀子な

どのたくさんの遺物が出土しました。

2011年から2016年にかけて，海岸を臨む斜面の法面対策工事や震災関連に伴う調査を実施しました。

2012年には，旧磯崎小学校の校庭を調査し，直径約 15ｍの円墳と小型の横穴式石室４基を確認し

ました。円墳の埋葬施設は横穴式石室で，天井石は失われていましたが，入口が閉塞されている状態

を確認することができました。石室内からは，人骨や大刀片，メノウ製の勾玉，ガラス小玉などが出

土しています。2011 年，2015 年，2016 年には，海を臨む斜面部で墳丘のない石棺墓９基を調

査しました。石棺墓は海岸の石を石棺状に並べて造った墓で，床面に石はなく，海砂が薄く敷いてあ

りました。石棺内から遺物は見つかりませんが，人骨が非常にきれいな状況で出土しました。人骨の

調査では，男性や女性，幼児，青年，成人，老人などさまざまな被葬者がいることが判っています。

　古墳の時期は，出土遺物から５世紀後半から７世紀中頃まで継続していたことが判っており，市内
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一
九
六
八
年
、
杉
並
区
高
井
戸
か
ら
大
田
区
上
池
上
へ

転
居
し
た
。
滝た

き
だ
い台

遺
跡
調
査
の
時
だ
っ
た
と
思
う
。
新
居

を
建
て
て
転
居
し
た
立
正
大
学
教
授
丸ま

る
こ
わ
た
る

子
亘
先
生
か
ら「
私

の
元
の
家
に
住
ま
な
い
か
」
と
誘
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
家
は
池
上
線
長
原
駅
か
ら
徒
歩
一
◯
分
ほ
ど
に
あ
る

二
階
建
で
、
居
住
ス
ペ
ー
ス
的
に
は
、
一
階
が
八
坪
ほ
ど

で
台
所
や
風
呂
・
ト
イ
レ
が
あ
り
、
二
階
は
一
二
畳
ほ
ど

の
畳
部
屋
だ
っ
た
。
既
に
立
正
大
学
四
年
の
原は
ら
だ田
氏
が
住

ん
で
お
り
、
二
階
は
原
田
氏
、
一
階
の
洋
間
は
私
が
主
に

使
用
し
て
台
所
や
風
呂
は
共
用
ス
ペ
ー
ス
と
し
た
。
高
井

戸
か
ら
は
運
送
屋
を
頼
ん
で
引
越
し
た
が
、
そ
の
日
付
は

覚
え
て
い
な
い
。

そ
の
夏
の
八
月
三
日
ま
で
日
立
市
上う
え
の
台だ
い

古
墳
の
調
査

に
参
加
し
（『
埋
文
だ
よ
り
』
56
号
掲
載
）、
盆
は
自
宅
で

過
ご
し
た
。
そ
の
後
、
大
場
研
究
室
が
土
浦
市
内
で
古
墳

の
調
査
を
す
る
の
で
、
県
内
出
身
者
は
参
加
す
る
よ
う
に

と
の
声
が
か
か
り
、
八
月
二
八
日
か
ら
九
月
二
◯
日
ま
で

参
加
し
た
（
一
次
）。
発
掘
は
筑
波
学
園
都
市
建
設
に
伴
っ

て
、
土
浦
と
学
園
都
市
を
結
ぶ
道
路
建
設
予
定
地
内
に
所

在
し
た
宍し
し
づ
か塚
古
墳
群
の
一
部
が
、
地
元
の
土
取
り
業
者
に

よ
っ
て
削
平
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
が
原
因
で
実
施
さ
れ
、

茨
城
県
教
育
委
員
会
か
ら
の
依
頼
と
い
う
。
こ
の
道
路
が

現
在
の
学
園
東
大
通
り
で
、
七・八
号
墳
が
削
平
さ
れ
、
道

路
予
定
地
北
側
の
五・
六
号
墳
、
南
側
の
一
号
墳
が
調
査

対
象
と
な
っ
た
。
調
査
団
長
は
大お
お
ば
い
わ
お

場
磐
雄
先
生
、
現
場
の

指
揮
は
助
手
椙す

ぎ
や
ま
し
げ
つ
ぐ

山
林
継
先
生
、
参
加
学
生
に
は
大
学
院
生

小こ
や
ま
し
ゅ
う
ぞ
う

山
修
三
さ
ん
、
学
部
生
川か
わ
い
し
ょ
う
い
ち

井
正
一
・
佐さ
と
う
ま
さ
の
り

藤
政
則
・
佐さ
と
う藤

正ま
さ
よ
し好
、
鈴す
ず
き
み
き
お

木
幹
男
君
達
と
瓦
吹
、
そ
の
ほ
か
大
学
O
B
の

上か
み
か
わ
な
あ
き
ら

川
名
昭
さ
ん
も
参
加
し
た
。

発
掘
地
は
土
浦
市
街
地
西
の
宍
塚
地
区
に
あ
り
、
我
々

は
土
浦
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
宍
塚
小
学
校
前
で
下
車
し

て
現
地
に
向
か
っ
た
。
宍
塚
小
学
校
近
く
に
は
、
平
た
い
ら
の
ま
さ
か
ど

将
門

次
女
の
安あ
ん
じ
ゅ
ひ
め

寿
姫
の
建
立
と
伝
え
ら
れ
る
般は
ん
に
ゃ
じ

若
寺
が
あ
り
、

結け
っ
か
い
せ
き

界
石
や
国
指
定
の
建け
ん
じ治
元
（
一
二
七
五
）
年
銘
銅
鐘
が

著
名
で
あ
る
。

椙
山
先
生
達
は
地
主
で
も
あ
る
砂す
な
だ田
家
に
泊
ま
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
小
山
さ
ん
は
じ
め
我
々
学
生
は
地
区
の
集

会
所
が
宿
舎
に
充
て
ら
れ
た
。
風
呂
が
な
か
っ
た
の
で
土

浦
市
教
育
委
員
会
の
職
員
の
方
々
が
、
集
会
所
脇
に
野
趣

に
富
ん
だ
ド
ラ
ム
缶
風
呂
を
葦よ
し
ず簀
で
囲
っ
て
作
っ
て
く
れ

た
。
ま
た
毎
日
の
食
事
は
醸
造
業
も
営
ん
で
い
た
砂
田
家

の
大
き
な
土
間
に
テ
ー
ブ
ル
を
並
べ
た
食
卓
で
食
べ
た
。

砂
田
家
は
東
京
農
大
を
卒
業
さ
れ
た
長
男
元は
じ
めさ
ん
が
継

が
れ
、
男
の
子
が
誕
生
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
と
記
憶
し
て

い
る
。
奥
さ
ん
は
元
気
な
方
で
、
小
柄
で
上
品
な
お
母
さ

ん
の
ほ
か
、
元
さ
ん
の
妹
さ
ん
が
同
居
し
て
い
た
。
ま
た
、

砂
田
家
に
は
数
多
く
の
刀
剣
や
水
墨
画
な
ど
美
術
品
が
収

蔵
さ
れ
て
お
り
、
刀
剣
を
手
入
れ
し
、
軸
も
見
た
記
憶
が

あ
る
。

砂
田
家
の
西
に
接
す
る
丘
陵
部
に
位
置
す
る
五・六
号
墳

が
調
査
対
象
。
五
号
墳
は
南
西
部
が
土
取
り
さ
れ
て
い
た

が
、
直
径
23
ｍ
、
高
さ
４
ｍ
ほ
ど
の
埴
輪
を
持
つ
円
墳
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
六
号
墳
は
円
墳
と
想
定
さ
れ
た
が
、

調
査
の
結
果
前
方
後
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
人
物

埴
輪
や
馬
形
埴
輪
片
な
ど
が
出
土
し
た
。

こ
の
調
査
中
の
九
月
八
日
、
大
学
か
ら
大
場
磐
雄
先
生

私的茨城考古学外史―遺跡・人　出会いと別れ―
第６回　発掘三昧への道　県内編３

瓦吹　堅
宍塚古墳の報告書
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が
指
導
の
た
め
現
地
に
入
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
茨
城
県
内

在
住
の
諸
先
輩
（
院
友
）
諸
氏
が
、
先
生
の
歓
迎
と
我
々

調
査
参
加
者
の
慰
労
を
兼
ね
、
土
浦
駅
近
く
の
料
亭
で
歓

迎
会
を
開
い
て
く
れ
、
参
集
さ
れ
た
院
友
は
三
◯
名
ほ
ど

お
ら
れ
た
。
大
場
先
生
は
芸
妓
さ
ん
の
三
味
線
で
「
都
々

逸
」。
我
々
学
生
達
は
小
山
さ
ん
の
リ
ー
ド
で
宴
会
場
を

「
ノ
ー
エ
節
」
を
唄
い
な
が
ら
踊
り
回
る
と
、
諸
先
輩
方
か

ら
大
受
け
。

調
査
中
何
度
か
土
浦
の
繁
華
街
へ
足
を
運
ん
だ
が
、
そ

れ
は
地
元
教
育
委
員
会
の
Ｔ
さ
ん
の
先
導
だ
っ
た
。
駅
前

の
バ
ー
や
ス
ナ
ッ
ク
が
並
ぶ
繁
華
街
に
、
関
取
の
よ
う
に

大
き
な
マ
マ
の
い
た
「
Ｌ
」
と
い
う
バ
ー
や
当
時
流
行
っ

た
歌
「
小
さ
な
ス
ナ
ッ
ク
」
の
歌
詞
に
あ
る
よ
う
な
「
白

い
扉
の
小
さ
な
ス
ナ
ッ
ク
」へ
入
っ
た
り
し
て
鋭
気
を
養
っ

た
が
、
川
井
さ
ん
は
何
故
か
V
S
O
P
し
か
飲
ま
な
か
っ

た
。翌

年
二
月
二
一
日
か
ら
三
月
一
二
日
ま
で
道
路
南
側
に

あ
っ
た
一
号
墳
の
調
査
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
二
次

調
査
。
一
号
墳
は
前
方
部
を
南
西
に
向
け
た
全
長
56
ｍ
ほ

ど
の
前
方
後
円
墳
で
、
前
方
部
幅
28
ｍ
、
後
円
部
径
40
ｍ

の
規
模
を
有
し
て
い
た
。
調
査
は
主
軸
に
沿
っ
て
ト
レ
ン

チ
を
入
れ
、
主
体
部
探
査
の
た
め
東
括く

び
れ
部
に
調
査
区
を

設
定
し
て
進
め
ら
れ
た
が
、
主
体
部
は
箱
式
石
棺
が
取
り

去
ら
れ
た
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
主
軸
ト
レ
ン
チ
掘
り
は
旧

表
土
ま
で
４
ｍ
近
く
あ
り
、
掘
り
上
げ
た
土
を
投
げ
る
の

は
か
な
り
辛
か
っ
た
。
旧
表
土
下
か
ら
弥
生
後
期
の
土
器

も
出
土
し
、
住
居
跡
の
痕
跡
は
八
軒
に
も
及
ん
だ
。
出
土

土
器
は
、
当
時
ま
だ
明
確
に
型
式
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
土
器
群
で
、
そ
れ
か
ら
約
二
◯
年
後
、
土
浦
市
原は

ら
だ田

遺

跡
群
か
ら
出
土
し
て
上

か
み
い
な
よ
し
し
き

稲
吉
式
土
器
と
型
式
設
定
さ
れ
た
。

こ
の
二
次
調
査
に
は
、
一
次
調
査
に
も
参
加
し
た
小
山
・

佐
藤
政
則
・
佐
藤
正
好
・
瓦
吹
の
ほ
か
同
期
の
飯い
い
づ
か
た
く
じ

塚
卓
二
・

今い
ま
い
ず
み
や
す
ゆ
き

泉
泰
之
・
宮み
や
ざ
き
い
ち
ろ
う

崎
一
郎
、
一
学
年
下
の
高
た
か
ば
や
し
ひ
と
し

林
均
・
斉さ
い
と
う藤

和か
ず
こ子

が
参
加
し
た
。
こ
の
調
査
期
間
中
に
大
雪
が
二
度
ほ

ど
降
っ
て
発
掘
が
で
き
ず
、
そ
の
雪
の
多
さ
に
驚
い
た
こ

と
を
記
憶
し
て
い
る
。
発
掘
が
終
了
し
て
夕
食
も
済
む
と
、

桜
川
沿
い
に
あ
っ
た
ボ
ー
リ
ン
グ
場
に
出
か
け
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
椙
山
さ
ん
は
結
婚
直
前
で
、
と
き
ど

き
砂
田
家
に
は
婚
約
者
の
田
島
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
調
査
が
終
了
す
る
と
、
私
と
今
泉
君
が
終
了
写

真
の
撮
影
と
残
務
整
理
、
さ
ら
に
出
土
遺
物
を
大
学
ま
で

輸
送
す
る
た
め
現
地
に
二
日
ほ
ど
残
り
、最
終
的
に
ト
ラ
ッ

ク
で
出
土
遺
物
を
大
学
へ
搬
入
し
た
。

二
次
調
査
の
折
も
大
場
先
生
が
現
地
へ
来
ら
れ
る
の
に

合
わ
せ
、
茨
城
県
社
会
教
育
課
の
大お
お
も
り
の
ぶ
ひ
で

森
信
英
・
西に

し
み
や
か
ず
お

宮
一
男
・

高た
か
ね
の
ぶ
か
ず

根
信
和
氏
ら
の
担
当
者
が
現
地
を
訪
問
。
大
森
・
高
根

先
生
と
は
御ご
し
ょ
う
ち
所
内
遺
跡
（『
埋
文
だ
よ
り
』
55
号
掲
載
）
な

ど
で
ご
一
緒
し
た
が
、
西
宮
先
生
と
は
初
対
面
だ
っ
た
。

こ
の
時
、
西
宮
先
生
か
ら
八
郷
町
（
現
石
岡
市
）
で
三
月

末
に
実
施
さ
れ
る
瓦
窯
跡
の
調
査
に
誘
わ
れ
た
。

大
場
先
生
の
助
手
椙
山
さ
ん
を
我
々
は
、
研
究
室
や
発

掘
で
は
「
ス
ギ
ヤ
マ
サ
ン
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
の
後

馴
れ
も
あ
っ
て
「
リ
ン
ケ
イ
サ
ン
」
と
親
し
み
を
込
め
て

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
今
で
も
そ
の
呼
び
方
は
続
い
て
い
る
。

そ
の
後
も
林
継
さ
ん
と
は
町
田
市
や
和
歌
山
県
那
智
で
調

査
を
ご
一
緒
し
た
。

2021 年度 ひたちなかユネスコ絵画コンテスト

「絵で伝えよう！私の町のたからもの」　受賞作品

長堀小学校５年 高信月心さん 田彦小学校５年 深作奏羽さん
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ワンケース・ミュージアム 55

5 月 29 日 [ 土 ] ▼ 7 月 4 日 [ 日 ]
日時　令和４年

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

開館時間　午前 9時－午後 5時（入館は午後 4時 30 分まで）

入場無料

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

　　　                     ☎ 029‐276‐8311

１ ＣＡＳＥ ＭＵＳＥＵＭ Vol.55

　  遺跡巡り
    参　考　展　示

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

石塔

　　　                     ☎ 029‐276‐8311

１ ＣＡＳＥ ＭＵＳＥＵＭ Vol.

　  遺跡巡り　  遺跡巡り
    参　考　展　示    参　考　展　示

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

ひたちなか市から出土した

展示資料 展示状況

今
回
の
ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
出
土
し

た
石
塔
の
造
立
背
景
に
つ
い
て
、
近
年
の
研
究
を
参
考

に
考
え
て
み
ま
し
た
。
ま
た
、
使
用
さ
れ
て
い
る
石
材

を
調
べ
る
こ
と
で
、
産
地
と
流
通
の
様
相
の
一
端
を
う

か
が
い
ま
し
た
。

沢
田
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
五ご

り
ん
と
う

輪
塔
・
宝ほ

う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
は
、

特
徴
か
ら
中
世
後
期
の
一
五
～
一
六
世
紀
の
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
沢
田
遺
跡
は
中
世
か
ら
近
世
の
揚あ

げ
は
ま
し
き

浜
式
製

塩
の
遺
跡
と
し
て
有
名
で
す
が
，
調
査
区
内
の「
青
塚
」

の
周
囲
か
ら
は
、
多
数
の
人
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
そ

の
付
近
に
中
世
の
墓
地
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
石
塔
も

「
青
塚
」の
周
辺
か
ら
部
材
が
散
在
し
て
出
土
し
て
い
ま

す
。
製
塩
作
業
に
関
わ
り
の
あ
っ
た
有
力
百
姓
層
の
墓

に
石
塔
が
造
立
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
武
田
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た
中
世
の
五
輪
塔

は
、
特
徴
か
ら
中
世
後
期
の
一
五
～
一
六
世
紀
の
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
石
塔
は
中
世
前
期
ま
で
武
士
階
級
を

中
心
に
墓
塔
や
供
養
塔
と
し
て
立
て
ら
れ
ま
し
た
が
、

中
世
後
期
に
な
る
と
有
力
な
百
姓
層
に
も
拡
大
し
ま

す
。
中
世
後
期
に
は
、
屋
敷
地
を
開
発
し
た
当
主
の
墓

を
屋
敷
地
内
や
隣
接
地
に
つ
く
り
ま
し
た
。
家
の
永
続

を
願
い
氏
神
と
し
て
祀
る
際
に
石
塔
を
造
立
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
屋
敷
が
移
転
す
る
際
に
は
石
塔

も
運
び
出
さ
れ
、
不
要
と
な
っ
た
一
部
の
部
材
が
残
さ

れ
た
り
捨
て
ら
れ
た
り
し
た
よ
う
で
す
。
中
世
後
期
の

集
落
跡
・
墓
跡
で
あ
る
武
田
遺
跡
群
か
ら
石
塔
の
部
材

が
出
土
す
る
の
は
、こ
う
し
た
背
景
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
出
土
し
た
石
塔
の
石
材
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

砂さ
が
ん岩

、
凝ぎ

ょ
う
か
い
が
ん

灰
岩
、
花か

こ
う
が
ん

崗
岩
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

砂
岩
製
石
塔
は
3
点
出
土
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
岩

質
は
似
て
い
ま
す
。
ひ
た
ち
な
か
市
平ひ

ら
い
そ磯

で
は
平ひ

ら
い
そ
い
し

磯
石

と
呼
ば
れ
る
同
様
な
砂
岩
が
産
出
し
ま
す
の
で
、
平
磯

の
砂
岩
を
切
り
出
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

凝
灰
岩
製
石
塔
は
2
点
あ
り
、
泥で

い
し
つ質

の
も
の
と
砂
質

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ひ
た
ち
な
か
市
阿
字
ヶ
浦
か
ら

東
海
村
村
松
に
か
け
て
所
在
す
る
凝
灰
岩
層
に
同
様
な

岩
質
の
部
分
が
み
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
凝
灰
岩
を
利

用
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

花
崗
岩
製
石
塔
は
2
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
銀
色
に
輝
く
白し

ろ
う
ん
も

雲
母
を
含
む
特
徴
的
な
石
材
な
の

で
、
産
地
は
筑
波
山
塊
南
東
部
産（
新に

い
は
り治

地
区
）と
推
定

で
き
ま
す
。
花
崗
岩
の
小
型
五
輪
塔
を
、
遠
く
筑
波
山

付
近
か
ら
武
田
遺
跡
群
に
運
び
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）

　
　
　
　
※
石
塔
の
時
期
に
つ
い
て
は
比
毛
君
男
氏
、
石
材
鑑
定
に
つ

　
　
　
　
　
　
い
て
は
矢
野
徳
也
氏
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
考
文
献

：

桃
崎
祐
輔
一
九
九
九「
元
島
遺
跡
出
土
の
中
世
石
塔
部
材
」

『
元
島
遺
跡
Ⅰ（
遺
物
・
考
察
編
１
―
中
世
―
）』静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所

12



歴
史
の
小
窓

そ
の
二
八

刺さ
し
あ
み網

の
お
も
り

遺跡めぐり

丸
い
粘
土
玉
を

つ
く
り
、
ま
ん
な

か
に
割
り
箸ば

し

の
よ

う
な
木
の
棒
を
差

し
込
ん
で
、ぐ
る
っ

と
回
転
さ
せ
る
と

で
き
あ
が
り
。
そ

れ
を
竈か

ま
どの

灰
の
中

に
放
り
込
ん
で
お
け
ば
球き

ゅ
う
じ
ょ
う
ど
す
い

状
土
錘
が
焼
き
あ
が
り
ま
す
。

写
真
は
那
珂
川
河
口
近
く
の
遺
跡
で
あ
る
、
ひ
た
ち
な

か
市
半
分
山
遺
跡
第
五
五
号
住
居
跡
（
八
世
紀
）
か
ら
出

土
し
た
球
状
土
錘
で
す
。
径
二
～
三
㎝
、
重
さ
二
〇
ｇ
ほ

ど
の
大
き
さ
で
す
。
球
状
土
錘
と
は
、
魚
を
と
る
刺さ

し
あ
み網

に

つ
け
た
お
も
り
の
こ
と
。
古
代
人
は
那
珂
川
河
口
や
涸
沼

な
ど
の
流
れ
が
な
い
淀よ

ど

み
に
、
球
状
土
錘
を
た
く
さ
ん
つ

け
た
小
さ
な
刺
網
を
仕
掛
け
て
お
い
て
、
魚
が
か
か
る
の

を
待
つ
漁
を
し
て
い
ま
し
た
。
仕
掛
け
た
網
が
揺
れ
て
、

お
も
り
同
士
が
ぶ
つ
か
っ
た
際
に
割
れ
な
い
よ
う
、
お
も

り
を
玉
の
よ
う
な
丸
い
形
に
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ひ
た
ち
な
か
市
石い

し
だ
か高

遺
跡
第
一
四
号
住
居
跡
（
七
世
紀
）

の
竈
の
灰
の
中
か
ら
は
、
マ
イ
ワ
シ
の
脊せ

き
つ
い
こ
つ

椎
骨
が
出
土
し

て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
魚
も
か
か
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
義
則
）

参
考
文
献　
　

白
石
真
理
一
九
九
九
『
武
田
石
高
遺
跡
古
墳
時
代
編
』，佐
々
木
義
則
二
〇
一
六
「
茨

城
県
に
お
け
る
奈
良
・
平
安
時
代
漁
網
錘
の
分
類
と
そ
の
用
途
」『
婆
良
岐
考
古
』
第
三
八
号

二
〇
二
二
年
度
の
ひ
た
ち
な
か
市
埋
蔵
文
化
財
調
査

セ
ン
タ
ー
遺
跡
め
ぐ
り
は
、「
小お
だ
じ
ょ
う
あ
と

田
城
跡
と
極
楽
寺
跡

を
歩
く
」
と
題
し
、
初
夏
の
五
月
に
つ
く
ば
市
を
訪
れ

ま
し
た
。

一
〇
時
半
ご
ろ
小
田
城
跡
歴
史
ひ
ろ
ば
案
内
所
に

バ
ス
が
到
着
。
小
田
城
跡
の
発
掘
成
果
が
よ
く
ま

と
ま
っ
て
い
る
ビ
デ
オ
を
見
て
、
案
内
所

の
方
の
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
聞
き

ま
し
た
。
な
ん
と
な
く
知
識
が
つ

い
た
と
こ
ろ
で
、
歩
い
て
長
久

寺
に
出
発
！

小
田
の
集
落
内
の
細
い
路

地
を
通
り
、
た
ど
り
着
い
た

長
久
寺
に
は
、
鎌
倉
時
代
の

美
し
い
石
灯
籠
が
待
っ
て
い

ま
し
た
。
控
え
め
で
緊
張
感

の
あ
る
石
灯
籠
の
美
し
さ
を

堪
能
し
て
い
た
だ
い
た
後
は
、

ま
た
路
地
を
通
っ
て
小
田
城

跡
本
丸
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

小
田
城
跡
で
お
昼
で
す
。
ご
は

ん
は
小
田
城
跡
と
旧
小
田
小
学
校

に
わ
か
れ
て
と
り
ま
し
た
。

ご
は
ん
の
後

は
、
バ
ス
に

乗
っ
て
小
田

駐
車
場
へ
向

か
い
ま
す
。

駐
車

場
か
ら
歩
い
て
三
村
山
極
楽
寺
跡
へ
、

て
く
て
く
歩
き
が
続
き
ま
し
た
。

暑
い
な
か
頑
張
っ
て
石
造
地
蔵

菩
薩
立
像
に
到
着
で
す
。
お

地
蔵
さ
ま
の
と
こ
ろ
か
ら

は
、
鎌
倉
時
代
に
建
て
ら

れ
て
い
た
極
楽
寺
の
遺
跡

を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
三
村
山
石
造
地

蔵
菩
薩
立
像
も
鎌
倉
時
代

の
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

石せ
き
が
ん龕
と
呼
ば
れ
る
石
の
囲

い
の
中
に
あ
る
た
め
、
お
姿

が
と
て
も
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
田
ん
ぼ
の

な
か
の
道
を
歩
い
て
極
楽
寺
跡
に
到

着
で
す
。
そ
し
て
林
の
中
の
大
き
な
五
輪

塔
ま
で
、
ゆ
る
い
坂
を
登
っ
て
い
き
ま
し
た
。
や

っ
と
た
ど
り
着
い
た
林
の
中
に
た
た
ず
む
美
し
い
五

輪
塔
を
拝
見
し
、
帰
路
に
着
き
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
、
暑
い
な
か
、
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。
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ワンケース・ミュージアム 56

川か

子ご

塚づ
か

古こ

墳ふ
ん

は
、
阿
字
ヶ
浦
海
岸
南
側
の
台
地
上
に

位
置
す
る
、
全
長
約
81
ｍ
、
高
さ
約
９
ｍ
の
前
方
後
円

墳
で
す
。
そ
の
大
き
さ
は
、市
内
に
あ
る
古
墳
の
中
で
、

最
大
と
な
り
ま
す
。『
水み

戸と

紀き

年ね
ん

』に
は
、
村
民
が
古
墳

を
掘
っ
た
と
き
に
、
石
棺
を
見
つ
け
副
葬
品
に
は
「
甲か

っ

冑ち
ゅ
う・

鏃ぞ
く

・
太た

刀ち

・
短た

ん

鋒ほ
う

・
陶
器
」
な
ど
が
あ
っ
た
と
記

述
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
川
子
塚
古
墳
は
発
掘
調

査
を
実
施
し
て
い
な
い
た
め
、
実
態
が
判
っ
て
い
ま
せ

ん
。
今
回
の
展
示
で
は
、
採
集
さ
れ
た
遺
物
や
、
こ
れ

ま
で
行
わ
れ
て
き
た
個
人
の
研
究
調
査
か
ら
、
川
子
塚

古
墳
の
秘
密
を
探
っ
て
い
く
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

川
子
塚
古
墳
の
埴は

に

輪わ

古
墳
の
周
辺
か
ら
は
、
馬う
ま

形が
た

埴
輪
・
人じ
ん

物ぶ
つ

埴
輪
・
家い
え

形が
た

埴
輪
・
円え
ん

筒と
う

埴
輪
が
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
円
筒
埴

輪
を
観
察
す
る
と
、
粘
土
で
筒
状
に
成
形
し
た
あ
と
、

刷は

け毛
を
使
用
し
て
器
面
を
縦
方
向
に
調
整
し
て
い
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
後
、
刷
毛
目
の
上
か
ら
突と

っ
た
い帯

を

付
け
て
、
最
後
に
そ
の
間
を
横
方
向
（
ヨ
コ
ハ
ケ
と
呼

ば
れ
る
）
に
刷
毛
で
調
整
を
し
て
い
ま
す
。
全
国
の
円

筒
埴
輪
の
器
面
の
ヨ
コ
ハ
ケ
調
整
は
A
～
C
で
分
類
さ

れ
て
い
ま
す
。
川
子
塚
古
墳
は
B
種
の
ヨ
コ
ハ
ケ
に
分

類
さ
れ
、
連
続
的
に
途
切
れ
な
が
ら
も
一
周
ヨ
コ
ハ
ケ

が
め
ぐ
り
、
波
う
つ
の
が
特
徴
で
す
。
他
の
特
徴
と
し

て
、
刷
毛
目
一
本
一
本
の
間
隔
が
広
い
こ
と
や
、
内
側

の
調
整
が
部
分
的
に
し
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
下
部
ま
で

処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
全
体
的
に
成
形
の
仕
方

や
調
整
の
処
理
が
丁
寧
で
は
な
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。

埴
輪
の
生
産
地

市
内
に
あ
る
馬ま
わ
た
り渡
埴
輪
製
作
遺
跡
は
、
発
掘
調
査
が

実
施
さ
れ
て
お
り
A
～
D
の
地
区
に
わ
か
れ
、
窯
跡
19

基
・
工
房
跡
12
基
・
粘
土
採
掘
坑
20
基
・
住
居
跡
２
基

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
埴
輪
の
製
作
か
ら
焼
成
ま
で

の
一
連
の
作
業
場
が
あ
り
、
古
墳
時
代
に
大
規
模
な
生

産
が
行
わ
れ
て
い
た
遺
跡
で
す
。

そ
の
中
の
、
C
地
区
か
ら
出
土
す
る
円
筒
埴
輪
の
表

面
の
調
整
痕
を
観
察
す
る
と
、
縦
方
向
に
刷
毛
で
調
整

し
た
後
、
突
帯
部
を
貼
り
付
け
て
、
突
帯
と
突
帯
の
間

を
横
方
向
に
調
整
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。ま
た
、

刷
毛
目
の
間
隔
が
広
い
と
い
う
特
徴
も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
川
子
塚
古
墳
の
埴
輪
に
み
ら
れ
る

特
徴
と
一
致
し
、
川
子
塚
古
墳
の
埴
輪
を
製
作
し
て
い

た
窯
跡
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
中
レ
ー
ダ
で
の
調
査

古
墳
の
実
態
を
探
る
た
め
、
地
中
レ
ー
ダ
探
査
機
を

使
用
し
た
個
人
で
の
調
査
が
一
九
九
五
年
に
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
地
中
レ
ー
ダ
は
、地
中
へ
電
波
を
放
射
し
、

埋
ま
っ
て
い
る
物
体
か
ら
の
反
射
波
を
ア
ン
テ
ナ
で
受

信
し
て
表
示
す
る
も
の
で
、
遺
跡
を
破
壊
せ
ず
調
査
を

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
受
信
し
た
電
波
は
反
射
率
が

高
い
順
に
白
・
赤
・
黄
・
緑
・
青
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

調
査
は
、
後
円
部
を
重
点
的
に
、
前
方
部
や
周
溝
付
近

で
計
33
ヶ
所
行
わ
れ
ま
し
た
。

後
円
部
墳
頂
の
調
査
で
は
、
一
部
白
で
強
く
反
応
し

た
場
所
が
あ
り
、
何
か
石
の
よ
う
な
固
い
物
質
が
埋
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
実
際
に
墳
頂
の
踏

査
で
１
ｍ
の
ピ
ン
を
地
面
に
刺
す
と
固
い
も
の
に
あ
た

る
よ
う
で
、
埋
葬
施
設
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

川
子
塚
古
墳
の
北
西
側
の
周
溝
と
考
え
ら
れ
て
い
る
低

地
の
部
分
を
調
査
す
る
と
、
地
中
に
さ
ら
に
溝
が
あ

り
、
古
墳
を
周
る
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
レ
ー
ダ
探
査
で
確
認
さ
れ
た
こ
の
溝
が
、
本
来

の
周
溝
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
レ
ー
ダ
ー
探
査
は
地
中
の
様
子
を
探
る
こ

と
は
で
き
ま
す
が
、
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
に
反
応
し

て
い
る
か
ま
で
知
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。

今
回
の
展
示
で
、
採
集

遺
物
や
レ
ー
ダ
ー
探
査
の

調
査
か
ら
川
子
塚
古
墳
の

実
態
を
探
る
こ
と
を
試
み

ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
秘

密
が
多
そ
う
で
す
。
こ
れ

か
ら
の
調
査
や
さ
ら
な
る

研
究
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
田
中
美
零
）

展示風景

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

日時 ： ２０２２年７月 16 日 ( 土 )▶9 月 11 日 ( 日 )

川子塚
古墳の

秘密

公益財団法人　ひたちなか市生活 ・文化 ・ スポーツ公社1 CASE  MUSEUM   Vol.5６

入場無料
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2022前期

29

キ
バ
ナ
ア
カ
ギ
リ

今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、
秋
に
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る
「
キ
バ
ナ
ア
カ

ギ
リ
（
黄
花
赤
桐
）
」
で
す
。
キ
バ
ナ
ア
カ
ギ
リ
は
シ
ソ
科
ア
カ
ギ
リ
属

の
植
物
で
す
。
本
州
・
四
国
・
九
州
に
生
育
し
、
や
や
湿
っ
た
林
内
に
生

え
る
多
年
草
で
す
。
名
前
の
由
来
は
、
秋
に
桐
に
似
た
淡
い
黄
色
の
花
が

咲
く
こ
と
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

茎
は
角
ば
り
、
高
さ
は
二
◯
㎝
か
ら
四
◯
㎝
に
な
り
ま
す
。
花
は
黄
色

く
約
三
㎝
の
唇
形
花
を
茎
の
先
に
穂
状
に
付
け
ま
す
。
葉
は
柄
が
あ
り
、

三
角
状
の
ほ
こ
形
で
、
縁
に
鋸
歯
が
見
ら
れ
ま
す
。
西
日
本
に
分
布
す
る

も
の
は
、
花
の
色
が
紫
色
で
、
形
と
と
も
に
桐
を
想
わ
せ
、
秋
口
に
咲
く

の
で
ア
キ
ギ
リ
と
い
い
ま
す
。

「
花
便
り
」
で
は
、
な
る
べ
く
発
行
月
に
近
い
時
期
の
花
を
紹
介
し
た

い
の
で
す
が
、
秋
は
い
つ
も
候
補
探
し
に
苦
労
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
久

し
ぶ
り
に
秋
の
花
を
紹
介
で
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
稲
田
健
一
）

2010.10.8

４
月

-
3

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
終
了
／1

2

虎

塚
古
墳
石
室
点
検
／1

2
-
1
3

柴
田
遺
跡

試
掘
調
査
／1

3
-

市
毛
遺
跡
本
調
査
開

始
／2

0

横
田
国
男
氏
資
料
寄
贈
【
水
戸

市
平
塚
遺
跡
出
土
土
器
・
石
斧
】

５
月

-
8

企
画
展
「
海
、
古
墳-

海
洋
民
の
痕

跡
を
探
る-

」
終
了
／1

0
-
1
9

向
坪
遺

跡
試
掘
調
査
／1

0

中
根
小
３
年
生
見

学／1
1

市
生
涯
学
習
課
歴
史
講
座
１
「
虎

塚
古
墳
と
十
五
郎
穴
」
／-
1
1

・1
2

市
毛

遺
跡
本
調
査
終
了
／1
2

水
戸
市
立
国

田
義
務
教
育
学
校
中
１
年
生
見
学
／

1
7
-
2
5

東
中
根
清
水
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
9

遺
跡
め
ぐ
り
「
小
田
城
と
三
村
山
極

楽
寺
跡
を
歩
く
」
実
施
／1

9
-
2
4

磯
合

古
墳
群
試
掘
調
査
／2

0
-

向
野
Ａ
遺
跡

本
調
査
開
始
／2

4
-
2
5

小
谷
金
遺
跡
試

掘
調
査
／2

9
-

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム5

5

「
ひ
た
ち
な
か
市
か
ら
出
土

し
た
石
塔
」開
始

６
月

1

神
栖
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
遺
物
貸

出【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
出
土
鯨
類
骨
な
ど
】

／4

國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
大
工

原
豊
氏
に
遺
物
貸
出
【
柴
田
遺
跡
出
土
石
鏃

ほ
か
】・
福
島
大
学
考
古
学
専
攻
生
見
学

／7
-
8

柴
田
遺
跡
試
掘
調
査
／8
市
生

涯
学
習
課
歴
史
講
座
２
「
海
を
臨
む
古
墳
群

ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
」
／1

0

南
海
国
際

旅
行
見
学
／-

1
4

向
野
Ａ
遺
跡
本
調
査

終
了
／1

7

菅
谷
西
小
６
年
生
見
学

／21-23

柴
田
遺
跡
試
掘
調
査
／22

茨
城
大
学
博
物
館
学
遠
隔
授
業
【
埋
文
セ

ン
タ
ー
の
活
動
】
／24

東
海
村
立
中
丸
小

６
年
生
見
学

／29

茨
城
大
学
博
物
館
学
遠
隔
授
業

【
虎
塚
古
墳
に
つ
い
て
】

７
月

1

北
茨
城
市
歴
史
民
俗
資
料
館
へ
遺
物

貸
出
【
三
反
田
下
高
井
遺
跡
出
土
土
錘
な
ど
】
／

2

筑
波
山
ジ
オ
パ
ー
ク
ス
タ
ッ
フ
見
学

／-3

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

55

「
ひ
た
ち
な
か
市
か
ら
出
土
し
た
石

塔
」
終
了
／5-8

君
ヶ
台
遺
跡
試
掘
調

査
／7

安
勝
司
氏
資
料
寄
贈
【
君
ヶ
台
遺

跡
出
土
土
器
・
石
器
】・7-

市
毛
遺
跡
本
調

査
開
始
／12-20

柴
田
遺
跡
試
掘
調
査

／13

市
生
涯
学
習
課
歴
史
講
座
３
「
ひ

た
ち
な
か
市
の
古
墳
の
は
じ
ま
り
」
／13

鉾
田

市
立
旭
北
小
６
年
生
見
学
／15

那
珂

湊
第
三
小
出
張
授
業
／16-
ワ
ン
ケ
ー

ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム56

「
川
子
塚
古
墳

の
秘
密
」開
始
／23

ふ
る
さ
と
考
古
学

15



イラストはさかいひろこさんからいただいた

編
集
後
記
の

虎
の
子

二
◯
二
二
年
七
月
二
一
日
、
虎
塚
古
墳
の
発
掘
調
査

を
担
当
さ
れ
た
明
治
大
学
名
誉
教
授
の
大
塚
初
重
先
生

が
逝
去
さ
れ
た
。
大
塚
先
生
は
、
私
が
小
学
生
の
時
に

初
め
て
覚
え
た
考
古
学
の
先
生
で
、
憧
れ
の
先
生
で
も

あ
っ
た
。
大
塚
先
生
が
憧
れ
の
先
生
と
記
し
た
が
、
そ

の
思
い
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
を
示
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
八
◯
年
秋
に
開
始
さ
れ

た
虎
塚
古
墳
壁
画
公
開
の
翌
年
、
一
九
八
一
年
四
月

一
一
日
に
市
役
所
で
開
催
さ
れ
た
大
塚
先
生
に
よ
る
公

開
記
念
講
演
会
で
あ
る
。
そ
の
日
は
小
学
校
で
行
事
が

あ
っ
た
た
め
、
学
校
を
休
ん
で
講
演
会
に
参
加
し
た
い

と
担
任
だ
け
で
な
く
校
長
先
生
に
も
直
談
判
し
た
の
だ

が
、
当
然
休
む
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
大
塚
先
生
と
の
初

対
面
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
会
え
な

か
っ
た
こ
と
で
、
先
生
へ
の
憧
れ
が
よ
り
強
く
な
っ
た

と
思
う
。

そ
れ
か
ら
数
年
後
の
大
学
生
の
時
、
大
塚
先
生
と
の

出
会
い
が
突
然
訪
れ
る
。
東
京
か
ら
帰
省
で
常
磐
線
の

普
通
電
車
で
勝
田
駅
に
向
か
っ
て
い
る
と
き
、
途
中
駅

か
ら
乗
車
し
、
私
の
隣
に
座
っ
た
人
物
が
大
塚
先
生

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
偶
然
な
出
会
い
と
緊

張
か
ら
、
先
生
に
お
声
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
そ
の
日
の
こ
と

は
今
も
覚
え
て
い
る
。

憧
れ
の
大
塚
先
生
か

ら
、
今
後
直
接
ご
指
導

を
い
た
だ
く
こ
と
は
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
先
生
の
残
し
て

く
れ
た
虎
塚
古
墳
の
研

究
を
続
け
る
こ
と
で
、

先
生
へ
の
恩
返
し
が
で

き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

①
「
楽
し
い
考
古
学
１
」（
講
師
：
さ
か

い
ひ
ろ
こ
氏
）／2

4

ふ
る
さ
と
考
古
学

②
「
楽
し
い
考
古
学
２
」（
講
師
：
さ
か

い
ひ
ろ
こ
氏
・
海
老
原
四
郎
氏
・
廣
水

一
眞
氏
）

／2
7
-
3
1

雷
土
Ａ
遺
跡
・
外
野
開
拓
古

墳
群
試
掘
調
査
／3

1

国
営
ひ
た
ち
海

浜
公
園
勾
玉
づ
く
り
出
張
講
座

８
月

2
-
6

堀
口
遺
跡
試
掘
調
査
／-

3

市
毛

遺
跡
本
調
査
終
了
／5

千
葉
県
立
関

宿
城
博
物
館
資
料
調
査
【
沢
田
遺
跡
出
土
製

塩
関
連
資
料
】
／7

大
洗
町
主
催
古
墳
ツ

ア
ー
解
説

／9

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
東
京
工
芸

大
学
・
茨
城
大
学
３
年
生
）／1

0

市
生

涯
学
習
課
歴
史
講
座
４
「
ひ
た
ち
な
か
市
の

生
産
遺
跡

瓦
」
／1

6
-
2
3

・1
6
-
2
4

津
田

若
宮
遺
跡
試
掘
調
査
／1

7
–
1
8

職
場
体

験（
勝
田
中
等
教
育
学
校
２
年
生
）

／1
9

上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の

広
場
資
料
調
査
【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
出
土
土

器
片
錘
な
ど
】
／2

0

ふ
る
さ
と
考
古
学
③

「
楽
し
い
考
古
学
３
」（
講
師
：
さ
か
い

ひ
ろ
こ
氏
）

／2
3
-
2
7

博
物
館
実
習
（
桜
美
林
大
４

年
生
）／2

4

美
浦
村
文
化
財
セ
ン
タ
ー

よ
り
資
料
返
却
／2

5

千
葉
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
に
資
料
貸
出【
遠
原

貝
塚
出
土
土
器
な
ど
】
／3

0
-

市
毛
遺
跡
試

掘
調
査
開
始

９
月

4

ふ
る
さ
と
考
古
学
④
「
虎
塚
古
墳
を

知
ろ
う
１
」（
講
師
：
さ
か
い
ひ
ろ
こ

氏
）・-

4

市
毛
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／

入 館 者 状 況（2022.4.1. ～ 2022.9.30）

（）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。
https://hitachinaka-maibun.jp

月 開館
日数

個人 団体 計
（人） （団体） （人） （人）

4 月 26 1367 0 （0） 0 （0） 1367
5 月 26 369 5 （2） 122 （69） 491
6 月 26 214 5 （3） 228（185） 442
7 月 27 233 5 （1） 83 （18） 316
8 月 26 458   9 （2） 66 （10） 524
9 月 26 214   3 （0） 64 （0） 278
合計 157 2855 27 （8） 563（282） 3418

7

國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
大
工
原

豊
氏
か
ら
遺
物
返
却
／11

ワ
ン
ケ
ー

ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム56

「
川
子
塚
古
墳

の
秘
密
」
終
了
／13

稲
田
均
氏
資
料

寄
託【
水
戸
市
軍
民
坂
遺
跡
・
管
玉
】／13-16

上
馬
場
遺
跡
試
掘
調
査
／14

市
生
涯

学
習
課
歴
史
講
座
５
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
生

産
遺
跡

埴
輪
」
／16

千
葉
県
立
関
宿
城

博
物
館
へ
遺
物
貸
出
【
沢
田
遺
跡
出
土
製
塩

関
連
資
料
】／21

茨
城
県
自
然
博
物
館
へ

遺
物
貸
出
【
鷹
ノ
巣
遺
跡
出
土
ベ
ン
ガ
ラ
資
料

な
ど
】・
北
茨
城
市
歴
史
民
俗
資
料
館
か

ら
遺
物
返
却
／25

ふ
る
さ
と
考
古
学

⑤
「
虎
塚
古
墳
を
知
ろ
う
２
」（
講
師
：

三
井
猛
氏
・
梅
田
由
子
氏
）
／27

神
栖

市
歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
遺
物
返
却
／

28

上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場

へ
遺
物
貸
出【
三
反
田
蜆
塚
貝
塚
出
土
土
器
な
ど
】

／29

か
さ
ま
環
境
を
考
え
る
会
見
学

16
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