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虎塚古墳の石室の調査へむけて　　測量調査が終了した 1973 年 8 月 22 日から埋葬施設の確認
作業がはじまり，後円部南側のトレンチ調査で横穴式石室の存在を確認しました。入口となる羨道
部には，人頭大くらいの石が閉塞のために積まれた状態でした。８月 31 日，石室の扉を開ける前に，
東京文化財研究所が石室内の環境調査を実施しました

＊
。調査の結果は，外気温が約 32 度あるのに

対し，石室内は 15 度，湿度は 90%，炭酸ガス濃度も外気の 50 倍という成果を得ました。この時点で，
石室に壁画があることはわかっていません。環境調査は，あくまでも奈良県の高松塚古墳の壁画の
保存のためのものでした。そして，扉石が開かれ，予想もしなかった壁画が現れます。　  （1973 年８月）
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第19回企画展　弥生時代中期の祈り－墓から出土する管玉－

公開講座「ひたちなか市の考古学」第15回　弥生時代の玉

「私的茨城考古学外史－遺跡・人 出会いと別れ－」　第 7 回　発掘三昧への道　県内編 4　（瓦吹  堅）

大塚初重先生追悼特集　馬渡埴輪製作遺跡調査と大塚先生（阿久津久）・虎塚古墳調査と大塚先生（宮内良隆）

横穴墓を歩く㉙　鍋田横穴墓群　（佐治健一） ひたちなか市内の発掘調査 2022

資料紹介　虎塚古墳出土の土器　（稲田健一） のぞき見、展示室⑤　独鈷石

ワンケース・ミュージアム 57　虎塚古墳、再考！ 歴史の小窓㉙　十五郎穴と正倉院の大刀 ほか

＊実際には石室閉塞石前の空間でした



弥生時代中期の祈り

ー墓から出土する管玉ー

ー

第１９回企画展

令和５年　２月１１日 (土 ・祝 )

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　

入場
　無料

弥生時代中期の祈り

墓 から出土する管玉 ー

～　令和　５年　５月７日 (日 )

日時

第19回企画展

2023年２月11日(土)～5月7日(日)

開催

福島県と北関東周辺の弥生時代中期の管玉出土遺跡
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１
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１．茨城県東茨城郡大洗町　一本松遺跡

２．茨城県ひたちなか市　新堤遺跡

３．茨城県ひたちなか市　柳沢十二所遺跡

４．茨城県ひたちなか市　差渋遺跡

５．茨城県水戸市　軍民坂遺跡

６．茨城県日立市　十王堂遺跡

７．茨城県常陸大宮市　泉坂下遺跡

８．茨城県常陸大宮市　宿尻遺跡

９．茨城県筑西市　女方遺跡

１０．栃木県宇都宮市　野沢遺跡

１１．栃木県壬生町　本学谷東遺跡

１２．栃木県鹿沼市　高原遺跡

１３．栃木県鹿沼市　戸木内遺跡

１４．栃木県佐野市　出流原遺跡

１５．栃木県野木町　清六Ⅲ遺跡

１６．群馬県みなかみ町　八束脛洞窟遺跡

１７．埼玉県熊谷市　飯塚南遺跡

１８．埼玉県熊谷市　上敷免遺跡

１９．埼玉県深谷市　横間栗遺跡

２０．千葉県多古町　塙台遺跡
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１２

１５

１．只見町　窪田遺跡

２．金山町　宮崎遺跡

３．会津坂下町　経塚遺跡

４．会津美里町　油田遺跡

５．会津美里町　五本松遺跡

６．会津若松市　墓料遺跡

７．会津若松市　南御山遺跡

８．会津若松市　一ノ堰B遺跡

９．下郷町　五百地遺跡

１０．本宮市　陣場遺跡

１１．郡山市　柏山遺跡

１２．須賀川市　大久保A遺跡

１３．鏡石町　笹池上遺跡

１４．石川町　鳥内遺跡

１５．石川町　上森屋段遺跡

１６．白河市　滝ノ森遺跡

１７．棚倉町　崖ノ上遺跡

１８．楢葉町　天神原遺跡

１９．いわき市　平窪諸荷遺跡

２０．いわき市　上ノ内遺跡
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福島県弥生時代中期で管玉が確認された遺跡の分布

　

弥
生
時
代
中
期
の
墓
に
は
、
一
度
土
葬
に
し
て
白

骨
化
し
た
頃
に
掘
り
返
し
、
遺
骨
を
土
器
に
入
れ
て

埋
葬
す
る
「
再さ

い
そ
う
ぼ

葬
墓
」
、
土ど

き

か

ん

器
棺
に
入
れ
て
埋
葬
す
る

「
土ど

き

か

ん

ぼ

器
棺
墓
」
、
土
坑
を
掘
り
そ
こ
へ
直
接
埋
葬
す
る

「
土ど

こ

う

ぼ

坑
墓
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
様
々
な
埋
葬
形

態
の
墓
か
ら
出
土
し
た
土
器
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
遺

跡
の
性
格
や
地
域
で
の
交
流
が
検
討
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
一
方
で
墓
か
ら
は
、
主
に
副
葬
品
と
し
て
碧

へ
き
ぎ
ょ
く

玉
や

緑り
ょ
く
し
ょ
く
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

色
凝
灰
岩
な
ど
、
緑
色
の
石
材
を
使
用
し
た
管く

だ
た
ま玉

な
ど
の
玉
類
が
多
く
出
土
し
ま
す
。
今
回
の
展
示
で
は
、

墓
か
ら
出
土
す
る
「
土
器
」
で
は
な
く
「
管
玉
」
を
含

む
玉
類
に
注
目
し
、
北
関
東
か
ら
南
東
北
の
地
域
で
、

管
玉
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
出
土
し
て
い
る
の
か
を
検

討
し
、
紹
介
す
る
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
管
玉
以
外
に

も
、
共
伴
す
る
土
器
か
ら
、
時
期
や
共
通
点
な
ど
を
検

討
す
る
た
め
様
々
な
形
式
の
土
器
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

墓
か
ら
出
土
す
る
管
玉

　
南
東
北
か
ら
北
関
東
の
、
弥
生
時
代
中
期
の
墓
で

管
玉
が
出
土
す
る
遺
跡
は
、
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、

福
島
県
で
二
〇
遺
跡
、
茨
城
県
で
九
遺
跡
、
栃
木
県
で

六
遺
跡
、
群
馬
県
で
一
遺
跡
、
埼
玉
県
で
三
遺
跡
、
千

葉
県
で
一
遺
跡
と
な
り
、
圧
倒
的
に
福
島
県
が
多
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

弥
生
時
代
に
管
玉
を
墓
へ
副
葬
し
始
め
る
の
は
、
中

期
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
中
期
前
葉
の
遺
跡
で
は
、
主

に
滑か

っ
せ
き石

と
よ
ば
れ
る
灰

か
い
し
ょ
く

色
の
小こ

だ

ま玉
が
出
土
し
ま
す
が
、

そ
の
中
に
僅
か
に
碧
玉
製
の
管
玉
の
出
土
例
が
み
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
中
期
中
葉
に
な
る
と
再
葬
墓
や
土
坑
墓
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様々な出土状態の管玉

福島県いわき市上
うえのうち
ノ内遺跡第８号土器棺墓出土の

連なったような管玉
栃木県野木町清

せいろくさん
六Ⅲ遺跡 SK-304 の管玉出土状況

破
はさい
砕された管玉の出土状況

茨城県常陸大宮市宿
しゅくじり
尻遺跡第 1号土坑管玉出土状況 茨城県日立市十

じゅうおうどう
王堂遺跡第 365 号土坑管玉出土状況

か
ら
多
く
の
点
数
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

碧
玉
製
の
管
玉
は
、
も
と
も
と
日
本
に
は
な
か
っ
た

形
の
玉
類
で
す
。
弥
生
時
代
初
頭
に
韓か

ん
は
ん
と
う

半
島
か
ら
北
部

九
州
へ
碧
玉
製
の
管
玉
が
伝
わ
り
、
前
期
に
日
本
で
管

玉
の
生
産
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
中
期
に
は
生
産
技
法
が

普
及
し
、
中
期
前
葉
か
ら
中
葉
に
な
る
と
、
管
玉
の
石

材
で
あ
る
良
質
な
碧
玉
や
緑
色
凝
灰
岩
が
産
出
す
る
、

北
陸
か
ら
山
陰
地
方
で
大
量
の
管
玉
が
生
産
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
全
国
に
管
玉
が
流
通
す
る
の
は
、
生

産
が
盛
ん
に
な
る
中
期
中
葉
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た
管
玉
が
墓
に
多
く
副
葬
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
中
期
前
葉
か
ら
中
葉
で
は
北
陸
西
部
と
呼
ば

れ
る
、
石
川
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で
大
規
模
な
生
産

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
中
期
中
葉
後
半
か
ら
後
葉
に

か
け
て
は
、
北
陸
東
部
と
呼
ば
れ
る
、
新
潟
県
を
中
心

と
し
た
地
域
で
も
盛
ん
に
管
玉
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。こ
の
新
潟
県
で
管
玉
が
作
ら
れ
る
時
期
に
、

福
島
県
で
も
土
坑
墓
か
ら
管
玉
が
多
く
見
つ
か
っ
て
お

り
、
隣
接
す
る
新
潟
県
か
ら
管
玉
を
流
入
し
て
い
た
た

め
、
福
島
県
で
の
管
玉
出
土
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
可

能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
福
島
県
や
北
関
東
で

確
認
さ
れ
て
い
る
管
玉
の
多
く
は
、
石
材
の
産
地
か
ら
、

北
陸
西
部
で
生
産
さ
れ
た
管
玉
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
管
玉
が
広

が
っ
て
い
っ
た
の
か
は
、
ま
だ
ま
だ
研
究
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
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端面

側
面

凸部

窪み

宿尻遺跡出土の破砕された管玉と翡翠玉

十王堂遺跡遺跡出土の破砕された管玉

１ ２

３
４

５

６

翡翠玉

１

２

３

４ ５

６ ７
８

※写真は原寸

１～４ 碧玉，５・６ 流紋岩

※写真は原寸

１～５ 　碧玉

６・７ 　流紋岩

８　変成岩

十王堂遺跡出土流紋岩製管玉の
ドーナツ状の穿孔痕

宿尻遺跡出土流紋岩製管玉の
ドーナツ状の穿孔痕

一部で横スジ状の穿孔痕が消える管玉ドーナツ状の穿孔痕の模式図

　

様
々
な
出
土
状
態
の
管
玉

　
管
玉
の
出
土
の
仕
方
は
、
遺
跡
や
時
期
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。

再
葬
墓
の
土
器
の
中
や
土
坑
墓
に
一
～
四
個
程
度
の
少
な
い
管

玉
を
副
葬
す
る
も
の
や
、
首
飾
り
と
し
て
連
な
っ
た
状
態
（
上

ノ
内
遺
跡
第
８
号
土
器
棺
出
土
管
玉
）
で
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弥
生
時
代
中
期
中
葉
頃
に
多
く

み
ら
れ
る
、
人
の
手
に
よ
っ
て
故
意
に
破は

さ

い砕
さ
れ
る
管
玉
で
す
。

破
砕
さ
れ
た
管
玉
（
以
下
、
破
砕
管
玉
）
が
出
土
す
る
の
は
、
再

葬
墓
の
性
格
を
も
つ
遺
跡
が
多
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
茨
城
県

内
に
は
常
陸
大
宮
市
小お

の

て

ん

じ

ん

ま

え

野
天
神
前
遺
跡
・
泉

い
ず
み
さ
か
し
た

坂
下
遺
跡
、
那
珂
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　今回の企画展の開催及び本誌へ

の資料掲載にあたっては，下記の

機関及び関係者からご指導とご協

力をいただきました。

（50 音順，敬称略）

いわき市教育委員会，いわき市考古資料
館，茨城県教育財団，鹿沼市教育委員会，
多古町教育委員会，栃木県教育委員会，
栃木県立博物館，とちぎ未来づくり財団
埋蔵文化財センター，常陸大宮市教育委
員会，日立市郷土博物館，荒木麻衣，猪
狩俊哉，石川優水，稲田均，大賀克彦，
亀田幸久，河村好光，木幡成雄，斎藤あや，
佐久間正明，佐藤有紗，澁川駿，島田佐
智夫，下濱貴子，鈴木素行，戸村勝司朗，
中林香澄，中村岳彦，中山真理，永岡弘
章，本名隆二，齊藤啓太，馬籠和哉，宮
田明，渡邉歩，渡邊真悠

市
海か

い

ご後
遺
跡
、
稲
敷
市
殿と

の
う
ち内

遺
跡
な
ど
九
遺
跡
で
再
葬

墓
が
確
認
さ
れ
て
お
り
，
そ
の
う
ち
宿
尻
遺
跡
と
人
面

付
土
器
が
出
土
し
て
い
る
筑
西
市
女お

ざ
か
た方

遺
跡
で
破
砕
管

玉
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
立
市
十
王
堂
遺

跡
で
は
、
土
坑
墓
で
管
玉
の
破
砕
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

破
砕
管
玉
は
、
再
葬
墓
の
土
坑
内
に
ひ
と
ま
と
ま

り
に
な
っ
て
出
土
す
る
場
合
と
、
割
れ
た
土
器
の
内

側
に
乗
っ
た
状
態
で
出
土
す
る
場
合
（
清
六
Ⅲ
遺
跡
SK-

三
〇
四
出
土
管
玉
）
が
あ
り
ま
す
。
前
者
は
、
土
坑
を
形

成
し
、
土
器
を
並
べ
た
状
態
で
そ
の
場
で
管
玉
を
破
砕
、

も
し
く
は
破
砕
し
た
管
玉
を
撒
い
た
、
後
者
は
、
破
砕

し
た
管
玉
を
土
器
の
中
に
入
れ
て
か
ら
埋
葬
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
管
玉
は
横
置
き
で
打
撃
を
う
け

て
破
砕
さ
れ
る
も
の
と
、
縦
置
き
で
破
砕
さ
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
破
砕
管
玉
の
観
察
か
ら
、
福
島
県
と
茨

城
県
北
部
の
管
玉
は
主
に
横
置
き
で
、
茨
城
県
南
部
か

ら
栃
木
県
で
は
主
に
縦
置
き
で
破
砕
し
て
い
る
傾
向
が

見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
一
度
だ
け
敲た

た

く
の
で
は
な
く
、

何
回
か
打
撃
を
与
え
て
お
り
、
非
常
に
細
か
く
な
っ
て

検
出
さ
れ
ま
す
。

　

破
砕
管
玉
は
、
福
島
県
で
最
も
多
く
確
認
さ
れ
て
お

り
、
金
山
町
宮み

や
ざ
き崎

遺
跡
、
会
津
若
松
市
南み

な
み
お
や
ま

御
山
遺
跡
・

墓ぼ
り
ょ
う料

遺
跡
、
石
川
町
鳥と

り
う
ち内

遺
跡
な
ど
再
葬
墓
と
考
え
ら

れ
て
い
る
七
遺
跡
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
破
砕
行

為
が
よ
く
わ
か
る
資
料
が
宮
崎
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お

り
、
土
器
を
埋
設
し
た
土
坑
の
脇
か
ら
破
砕
さ
れ
た
管

玉
・
独ど

っ
こ
い
し

鈷
石
が
出
土
し
、
さ
ら
に
破
砕
の
と
き
に
使
用

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
敲

た
た
き
い
し

石
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
管
玉
を
破
砕
す
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
玉

類
に
は
魂
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
の
魂
を
破
砕
す
る
こ
と

で
解
放
す
る
と
い
う
説
が
あ
り
、
埋
葬
時
に
故
人
を
送

る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

破
砕
管
玉
か
ら
得
ら
れ
る
情
報

　

普
通
、
完
形
品
の
管
玉
で
は
、
穿せ

ん
こ
う
こ
ん

孔
痕
な
ど
内
側
の

観
察
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
破
砕
管
玉
で
は
そ
れ
が
可
能

で
す
。
管
玉
の
穿
孔
は
、
石
製
の
錐き

り

を
回
転
さ
せ
て
孔

を
あ
け
ま
す
が
、
そ
の
際
に
生
じ
た
回
転
の
横
ス
ジ
が

孔
内
に
残
り
ま
す
。
そ
れ
が
宿
尻
遺
跡
の
破
砕
管
玉
で

は
明
瞭
に
観
察
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
穿
孔
痕
が
途

中
か
ら
消
え
て
い
る
個
体
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
管

玉
に
紐
を
通
し
て
首
飾
り
と
し
て
使
用
し
て
い
た
と
き

に
、
紐
と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
、
横
ス
ジ
が
消
え
て
し
ま
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
宿
尻
遺
跡
の
流

り
ゅ
う
も
ん
が
ん

紋
岩
製
の
管
玉
（
写
真
掲

載
６
）
に
は
、
穿
孔
時
に
う
ま
く
貫
通
で
き
ず
残
っ
て

し
ま
っ
た
部
分
で
、
ド
ー
ナ
ツ
状
の
窪
み
と
、
中
心
に

凸
部
が
観
察
で
き
ま
し
た
。
普
通
は
、
打
製
や
磨
製
の

石せ
き
す
い錐

を
使
用
し
孔
を
あ
け
る
と
こ
ろ
を
、
中
が
管
状
に

な
っ
て
い
る
穿
孔
具
で
あ
け
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

ド
ー
ナ
ツ
状
の
痕
跡
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、
中
が
中
空
に
な
っ
て
い
る
植
物
の
茎く

き

が
あ

げ
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
ど
の
よ
う
な
工
具
を
使
用
し
た

か
は
不
明
で
す
。
こ
の
特
徴
は
、
十
王
堂
遺
跡
の
流
紋

岩
製
管
玉
で
も
観
察
で
き
、写
真
で
掲
載
し
て
い
る
６
・

７
の
管
玉
に
ド
ー
ナ
ツ
状
の
痕
跡
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

特
に
６
に
は
、
両
側
に
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

流
紋
岩
製
の
管
玉
は
、
全
国
的
に
出
土
例
が
碧
玉
製

の
管
玉
と
比
べ
る
と
少
な
く
、
そ
の
流
紋
岩
製
管
玉
に
、

ド
ー
ナ
ツ
状
の
穿
孔
痕
が
残
る
こ
と
が
、
面
白
い
特
徴

と
言
え
ま
す
。
ま
だ
、
見
つ
か
っ
て
い
な
い
流
紋
岩
製

の
管
玉
を
生
産
し
て
い
る
よ
う
な
遺
跡
が
、
ど
こ
か
に

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　

展示風景

　

参
考
文
献　

大
賀
克
彦 

二
〇
〇
一
「
弥
生
時
代
に
お
け
る
管
玉
の
流
通
」
『
考

古
学
雑
誌
』
第
八
六
巻 

第
四
号 

三
二
一
―
三
二
六
頁
、
河
村
好
光 

二
〇
一
〇
『
倭

の
玉
器 

玉
つ
く
り
と
倭
国
の
時
代
』 

青
木
書
店
、
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
―
』 

常
陸
大
宮
市
教
育
委
員
会　
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歴
史
の
小
窓　

そ
の
二
九

十
五
郎
穴
と
正
倉
院
の
大
刀

　

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
で
は
、
昭
和

二
五
年
に
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
館た

て
だ
し出

支
群
I

区
第
三
二
号
墓
か
ら
出
土
し
た
、
奈
良
時
代

前
半
頃
の
方ほ

う
と
う
の
た
ち

頭
大
刀
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

奈
良
時
代
に
大
刀
は
国
ご
と
に
生
産
さ
れ
、

軍
団
の
武
器
と
し
て
備
蓄
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
刀
を
、
稲
な
ど
の
代
価
を
払
い
配

給
を
受
け
佩は

い
よ
う用

し
た
人
物
が
葬
ら
れ
た
の

が
、
三
二
号
墓
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

正
倉
院
に
は
、
こ
の
刀
に
よ
く
似
た
大
刀

（
中
倉
第
一
五
号
）
が
あ
り
ま
す
。
延
喜
式

の
規
定
に
よ
る
と
、
常
陸
国
で
は
毎
年
二
十

口
の
横
刀
の
生
産
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
一
振
り
は
見
本
と
し

て
中
央
に
貢
進
さ
れ
兵
庫
に
納
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
常
陸
国
か
ら
貢
進
さ
れ
た

刀
の
一
部
が
、
な
ん
ら
か
の
機
会
に
正
倉
院

に
移
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
十
五
郎
穴
と
正
倉
院
の
大
刀
が

そ
っ
く
り
な
の
は
、
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。（
佐
々
木
義
則
）

　

参
考
文
献　
　

津
野
仁
二
〇
一
一
『
日
本
古
代
の
武
器
・
武
具
と
軍
事
』
吉

川
弘
文
館
、中
村
光
一
一
九
九
五「
令
制
下
に
お
け
る
武
器
生
産
に
つ
い
て
」『
律

令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
下
向
井
龍
彦
二
〇
〇
一
「
日
本
律
令
国

家
の
軍
制
」『
季
刊
考
古
学
』
第
七
六
号
、
雄
山
閣
出
版

　
令
和
五
年
二
月
一
八
日
か
ら
三
月
一
一
日
に
、
公

開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
　
弥
生
時
代
の

玉
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
弥
生
時
代
の

玉
製
品
や
副
葬
品
の
研
究
者
を
お
招
き
し
て
、
玉
製

品
の
石
材
や
共
伴
遺
物
、
出
土
状
況
な
ど
か
ら
、
地

域
間
の
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
。
　

弥
生
時
代
の
玉

月／日 演　　題 講　　師

２／ 18（土） 弥生ビーズの世界
石川考古学研究会　副会長
河村　好光　氏

２／ 25（土） 碧玉製管玉について
奈良女子大学　特任講師
大賀　克彦　氏

３／４（土） 弥生中期の墓から出土する玉製品
（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
田中　美零

３／ 11（土） 縄文のち弥生，ときどきサメ歯
常陸大宮市史編さん委員会　考古部長
鈴木　素行　氏

 宿尻遺跡の管玉は，細いものはありません
で，比較的真ん中あたりと直径1.2㎝を超え
るような極太のものが中心になっているんで
すね。それ以外のもの（北関東の遺跡など）は，
中太あたりからですね，長身で極太のものが
中心になっているわけですね。明らかに青森
の出かたとは違いますよね。青森の出かた
は，直径3㎜未満の極細が多くて，こちら（太
型）はあるんですけど少ない。ところがです
ね，茨城の再葬墓をみると，基本的に太い方
に集中しているんですね。ですから，極太型
を含む太身の管玉を集めているという。これ
は，非常に強い地域性ということなんですね。

石
川
考
古
学
研
究
会

     

河か
わ
む
ら村　

好よ
し
み
つ光 

氏

奈
良
女
子
大
学
特
任
講
師

     

大お

お

が賀　

克か
つ
ひ
こ彦 

氏

常
陸
大
宮
市
史
編
さ
ん
委
員
会

     

鈴す

ず

き木 

素も
と
ゆ
き行  

氏

公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第
十
五
回
　

　この管玉（領域 Fの太形品）が流入し
ていく流れのことなんですが，猿八産のも
のが入ってはいるけども，すごく少ないと
いうことを考えますと，これまでの研究で
は、関東に入ってくるルートとして距離的な
ことも含めて新潟くらいまで日本海で進ん
で，そこから南下してくるルートを考える傾
向がありまして，それにしては関東周辺か
ら出てくる領域 Fの管玉は，女代神社南 B 
群製の比率が高すぎると思うわけです。少なく
とも，新潟県を通ってこの辺りでの交易や持ち
手の変更が起こった後に，関東に南下したと考
えるのは，現状では難しいと判断しております。

 宿尻遺跡第1号土坑から，1つだけサメ歯
が出てきたんです。これ私が自分で掘った
んですね。まぁびっくりしました。それで
弥生時代のサメ歯を調べ始めることになり
ます。かなり小さな歯なんです。写真を大
きく伸ばすと，メガロドンみたいに見える
んですけど。見ていただくと分かるように，
先端が丸まっていて，歯の縁にある鋸歯も
消えかかっているということで，捕まえた
サメから引っこ抜いたというような歯でな
いのは確かです。
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熊本県山鹿市

鍋田横穴群

佐治　健一

（山鹿市教育委員会）

　

山
鹿
市
は
熊
本
県
北
部
の
内
陸
部
に
あ
り
、
国
指
定
史

跡
・
鍋
田
横
穴
群
は
市
西
部
、
菊
池
川
と
支
流
・
岩
野

川
の
合
流
点
近
く
の
阿あ
そ
よ
う
け
つ
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

蘇
溶
結
凝
灰
岩
の
崖
面
に
三
〇
〇

ｍ
に
わ
た
っ
て
築
か
れ
て
い
ま
す
。
岩
野
川
沿
い
の
崖
面

に
は
鍋
田
横
穴
群
の
ほ
か
熊
本
県
指
定
史
跡
の
付つ
け
じ
ろ城
横
穴

群
、
城じ
ょ
う横
穴
群
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
横
穴
群
で
も
装
飾
を

持
つ
横
穴
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
崖
の
上
の
台

地
に
は
装
飾
古
墳
と
し
て
知
ら
れ
る
国
指
定
史
跡
チ
ブ
サ

ン
古
墳
、
オ
ブ
サ
ン
古
墳
が
立
地
し
、
岩
野
川
沿
い
は
装

飾
古
墳
、
横
穴
の
密
集
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

鍋
田
横
穴
群
は
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
チ
ブ
サ

ン
古
墳
と
と
も
に
国
指
定
史
跡
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
に

六
十
一
基
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
横
穴
群
は
十
群
ほ
ど

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
十
六
基
で
装
飾
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。横
穴
の
構
造
は
複
室
の
一
基
を
除
い
て
単
室
で
、

「
コ
」
の
字
形
屍し
し
ょ
う床

を
持
つ
も
の
と
平
坦
屍
床
を
持
つ
も

の
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
横
穴
の
多
く
が
方
形
の
羨せ
ん
も
ん門

と

飾
り
縁
を
持
ち
、
玄
室
天
井
が
寄よ

せ
む
ね棟
、
家
形
を
し
て
い
ま

す
が
、
羨
門
や
飾
り
縁
が
ア
ー
チ
形
、
玄
室
天
井
が
カ
マ

ボ
コ
形
や
ド
ー
ム
形
の
も
の
も
散
見
さ
れ
ま
す
。

　

装
飾
を
持
つ
横
穴
は
群
全
体
に
分
布
し
て
お
り
、
装
飾

の
位
置
は
外
壁
と
玄
室
内
壁
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
装
飾
に
は
線
刻
と
浮
彫
が
あ
り
、
赤
色
顔
料
が
残
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

装
飾
を
持
つ
横
穴
で
最
も
有
名
な
も
の
は
二
十
七
号

横
穴
で
、
玄
室
平
面
形
は
横
長
の
方
形
、
幅
約
二・五
ｍ
、

奥
行
き
約
二・〇
ｍ
、
高
さ
約
一・五
ｍ
を
測
り
ま
す
。
右

壁
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
在
、
装
飾
が
残
る
の
は

左
外
壁
お
よ
び
奥
壁
で
、
左
外
壁
に
は
両
腕
を
横
に
伸
ば

し
、
足
を
大
き
く
開
い
た
人
物
。
人
物
の
腕
の
左
に
弓
、

弓
の
左
に
鏃や
じ
りを
収
め
た
靫ゆ
き

が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

他
、
鞆と
も

、
刀
子
、
盾
、
馬
と
考
え
ら
れ
る
動
物
等
が
浮
彫

さ
れ
て
お
り
、
赤
色
顔
料
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
な

なべた

写真１　鍋田横穴群 が
見
ら
れ
ま
す
が
、
後
世
、
住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
た
際

の
ス
ス
が
原
因
で
不
鮮
明
で
す
。

　

鍋
田
横
穴
群
は
い
ず
れ
も
古
く
か
ら
開
口
し
て
お
り
、

遺
物
は
表
採
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ
る
た
め
正
確
な
築

造
年
代
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
お
む
ね
六
世
紀
後
半

か
ら
七
世
紀
前
半
ご
ろ
の
築
造
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
、
現
在
は
見
る

こ
と
が
で
き
な
い

右
壁
の
装
飾
に
つ

い
て
は
嘉か

え
い永
二
年

（
一
八
四
九
）
久

留
米
藩
士
の
矢や

の野

一か
ず
さ
だ貞

が
残
し
た
ス

ケ
ッ
チ
が
「
筑ち
く
ご後

将し
ょ
う
し
ぐ
ん
だ
ん

士
軍
談
」
に
掲

載
さ
れ
て
い
ま

す
。
奥
壁
に
は
連

続
三
角
文
の
線
刻

写真２　27号横穴

図１　27号横穴実測図
『熊本県装飾古墳総合調査報告書』より転載
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ひたちなか市内の発掘調査 2022

0 3000m

磯合古墳群磯合古墳群
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二
〇
二
二
年
度
の
市
内
遺
跡
は
、
試
掘
調
査
28
件
、

本
調
査
２
件
の
、
あ
わ
せ
て
30
件
の
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

　

市
毛
遺
跡
第
6
次
調
査
で
は
、
市
内
で
は
類
例
の
少

な
い
平
安
時
代
の
土
坑
群
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
大
き

さ
や
深
さ
か
ら
墓
坑
と
み
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
た
め
、

畠
作
物
を
保
存
す
る
た
め
の
土
坑
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
各
地
に
類
例
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
全
体
的

な
様
相
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
の
研

究
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

津
田
若
宮
遺
跡
で
は
四
件
の
試
掘
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
三
件
の
調
査
で
縄
文
時
代
と
思
わ

れ
る
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
津
田
若
宮

遺
跡
の
南
側
に
は
縄
文
時
代
の
集
落
が
広
が
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

遠
原
遺
跡
で
は
、
中
丸
川
の
低
位
の
段
丘
上
で
試
掘

調
査
が
行
わ
れ
、
八
基
の
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
住
居
跡
の
時
代
は
、
弥
生
時
代
中
期
が
一
基
、
古

墳
時
代
前
期
が
五
基
、
時
期
不
明
が
一
基
で
あ
り
、
古

墳
時
代
前
期
の
住
居
跡
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二
〇
一
八
年
に
実
施
さ
れ
た
隣
接
地
で
の
試
掘
調
査
で

も
、
古
墳
時
代
前
期
の
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
低
位
段
丘
上
に
は
古
墳
時
代
前
期
の
集
落
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

中
丸
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
田
彦
に
松
原
遺
跡
が

あ
り
、
そ
こ
も
古
墳
時
代
前
期
の
集
落
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
丸
川
に
沿
っ
て
古
墳
時
代
前
期

の
集
落
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
開
発
ル
ー

ト
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
成
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
（
佐
々
木
義
則
）

市毛遺跡第 6次調査区

市毛遺跡第 6次調査区 2号土坑（写真左），3号土坑（写真右）

調査された遺跡の位置

のの
ぞ
き
見

ぞ
き
見

そ
の
５

　

第
五
回
で
紹
介
す
る
の

は
、
不
思
議
な
形
を
し
た

石
器
の
独ど

っ
こ
い
し

鈷
石
で
す
。

　

独
鈷
石
の
名
は
、
密
教

で
煩
悩
を
打
ち
砕
く
と

い
う
意
味
が
あ
る
仏
具
の
「
独ど

っ
こ
し
ょ

鈷
杵
」
に
形
状
が
似
て
い
る

こ
と
が
由
来
で
す
。
縄
文
時
代
の
後
・
晩
期
に
か
け
て
東
日

本
の
遺
跡
に
多
く
出
土
し
ま
す
。
左
右
対
称
の
両
端
を
研
磨

す
る
も
の
や
、
丸
み
を
も
つ
も
の
な
ど
様
々
な
形
が
あ
り
ま

す
が
、
共
通
し
て
中
央
に
隆
起
し
た
節
や
抉え

ぐ

り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
央
部
分
に
柄
を
付
け
て
石
斧
と
し
て
使
用
し
た
説
や
、

実
用
的
な
形
で
な
い
こ
と
か
ら
、
祭
祀
道
具
と
し
て
使
用
し

た
な
ど
の
説
が
あ
り
、
実
際
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た

か
不
明
な
石
器
で
す
。

　

市
内
で
は
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
）
に
柳
沢
に
あ
る

大だ
い
た
ぼ
う
か
い
づ
か

田
房
貝
塚
の
発
掘
調
査
で
、
２
点
の
独
鈷
石
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
今
回
イ
ラ
ス
ト
に
し
た
も
の
は
、
片
方
が
欠
け
た

も
の
で
、
中
央
に
や
や
三
角
状
の
突
起
が
あ
り
、
良
く
研
磨

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。　
　
　
　
　
　

（
田
中
美
零
）

展
示
室

展
示
室
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2022（令和 4）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 柴
し ば た い せ き

田遺跡 6 次 中根 試掘 4月 住居跡１基（縄文中期），土坑１基を確認。縄文土器が出土。

2 市
い ち げ い せ き

毛遺跡 6 次 市毛 本調査 4月
住居跡２基（奈良，時期不明），土坑５基を確認。縄文土器，弥生土器，土師器，須恵器，
鉄製品が出土。

3 市
い ち げ い せ き

毛遺跡 7 次 市毛 本調査 4月 住居跡１基（古墳後期）を確認。土師器，須恵器が出土。

4 小
こ や が ね い せ き

谷金遺跡 1 次 小谷金 試掘 5月 なし

5 向
むかいつぼいせき

坪遺跡 7 次 堀口 試掘 5月 住居跡 7基（古墳，奈良），溝跡１条，ピット１基を確認。弥生土器，土師器，須恵器が出土。

6 東
ひ が し な か ね し み ず い せ き

中根清水遺跡 6 次 中根 試掘 5月 なし

7 磯
いそあいこふんぐん

合古墳群 8 次 磯崎町 試掘 5月 溝跡２条を確認。出土遺物なし。

8 柴
し ば た い せ き

田遺跡 7 次 中根 試掘 6月 なし

9 柴
し ば た い せ き

田遺跡 8 次 中根 試掘 6月 ピット 1基を確認。出土遺物なし。

10 君
き み が だ い い せ き

ヶ台遺跡 15 次 中根 試掘 7月 遺構なし。縄文土器，石器が出土。

11 市
い ち げ い せ き

毛遺跡 8 次 市毛 試掘 7月
土坑２基，焼土遺構１基，ピット１基を確認。土師器，須恵器，近世土器，磁器，銅銭，銅製品，
石硯が出土。

12 柴
し ば た い せ き

田遺跡 9 次 中根 試掘 7月 なし

13
雷
い か づ ち え ー い せ き

土 A 遺跡

外
そ と の か い た く こ ふ ん ぐ ん

野開拓古墳群
1 次
1 次 東石川 試掘 7月 土坑１基を確認。縄文土器が出土。

14 堀
ほ り ぐ ち い せ き

口遺跡 39 次 堀口 試掘 8月
住居跡４基（古墳，時期不明），土坑３基，ピット 13 基を確認。弥生土器，土師器，須恵器，
陶器が出土。

15 津
つ だ わ か み や い せ き

田若宮遺跡 12 次 津田 試掘 8月 住居跡 4基（弥生以前，古墳，時期不明）を確認。縄文土器，弥生土器，土師器が出土。

16 津
つ だ わ か み や い せ き

田若宮遺跡 13 次 津田 試掘 8月 住居跡２基（時期不明），溝跡１条，ピット 1基を確認。出土遺物なし。

17 市
い ち げ い せ き

毛遺跡 9 次 市毛 試掘 8月 住居跡１基（時期不明），土坑 1基を確認。土師器，須恵器が出土。

18 上
か み ば ば い せ き

馬場遺跡 8 次 津田 試掘 9月 住居跡２基（古墳，奈良）を確認。土師器，須恵器が出土。

19 地
じ そ う ね い せ き

蔵根遺跡 8 次 勝倉 試掘 10 月 溝跡 1条を確認。出土遺物なし。

20
老
お い の づ か い せ き

ノ塚遺跡

老
お い の づ か こ ふ ん ぐ ん

ノ塚古墳群
3 次
3 次 稲田 試掘 10 月 なし

21 津
つ だ わ か み や い せ き

田若宮遺跡 14 次 津田 試掘 11 月 住居跡 1基（縄文），溝跡１条，ピット 13 基を確認。縄文土器，土師器，石器が出土。

22 津
つ だ わ か み や い せ き

田若宮遺跡 15 次 津田 試掘 11 月 住居跡 1基（縄文），溝跡１条を確認。縄文土器，土師器が出土。

23
遠
と お ば ら い せ き

原遺跡

遠
とおばらかいづか

原貝塚
6 次
6 次 金上 試掘 12 月 住居跡 8基（弥生，古墳，時期不明）を確認。縄文土器，弥生土器，土師器が出土。

24 浅
あ さ い な い い せ き

井内遺跡 5 次 浅井内 試掘 12 月 溝跡 2条を確認。出土遺物なし。

25 市
い ち げ い せ き

毛遺跡 10 次 市毛 試掘 1月
住居跡 12 基（古墳～平安），土坑 10 基，ピット 23 基を確認。土師器，須恵器，石製模造品，
近世陶器が出土。

26 市
い ち げ し も つ ぼ い せ き

毛下坪遺跡 23 次 市毛 試掘 2月
住居跡５基（奈良・平安），溝跡１条，土坑６基，ピット２基を確認。土師器，須恵器，
近世陶器が出土。

27 市
い ち げ し も つ ぼ い せ き

毛下坪遺跡 24 次 市毛 試掘 2月 住居跡４基（奈良・平安），溝跡２条，土坑２基，ピット３基を確認。土師器，須恵器が出土。

28 大
お お ぼ う ち い せ き

房地遺跡 21 次 勝倉 試掘 2月 住居跡２基（縄文），溝跡２条，土坑５基，ピット４基を確認。縄文土器，須恵器，砲弾破片が出土。

29 大
お お わ だ い せ き

和田遺跡 6 次 中根 試掘 3月 なし

30 三
み た ん だ し い づ か い せ き

反田蜆塚遺跡 ８次 三反田 試掘 3月 土坑３基，ピット２基を確認。縄文土器が出土。

ひたちなか市内の発掘調査 2022
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令
和
四
年
七
月
二
十
一
日
、
大
塚
初
重
先
生
が
亡
く

な
っ
た
と
の
報
を
受
け
、
走
馬
灯
の
ご
と
く
、
在
学
時
代
、

歴
史
館
時
代
に
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
。

　

昭
和
三
十
八
年
四
月
、
明
治
大
学
史
学
地
理
学
科
考

古
学
専
攻
に
入
学
し
た
と
き
は
、
考
古
学
と
言
う
学
問

を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
助
か
っ
た
の
は
、
主
任
教

授
の
杉す
ぎ
は
ら
そ
う
す
け

原
荘
介
先
生
の
方
針
が
、
一
年
生
は
ま
ず
考
古
学

の
基
礎
を
習
得
す
る
た
め
に
、
遺
跡
の
測
量
実
習
や
、
土

器
の
実
測
図
の
作
成
、
拓
本
の
採
り
方
な
ど
の
基
本
を
身

に
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
一
年
生
の
と
き
の
測
量
実
習
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
一

月
二
十
四
、二
十
五
日
、
石
岡
市
舟ふ
な
づ
か塚

山や
ま

古
墳
が
三
、四
年

生
の
測
量
実
習
地
と
し
て
選
ば
れ
、
一
年
生
の
私
が
加
え

ら
れ
て
い
た
。こ
の
実
習
で
先
輩
達
の
洗
礼
を
受
け
た
が
、

古
墳
測
量
を
習
得
し
た
と
き
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
特
別

な
印
象
と
し
て
は
、
早
朝
上
野
駅
に
集
合
し
た
と
き
、
ア

メ
リ
カ
大
統
領
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
暗
殺
さ
れ
た

と
ラ
ジ
オ
が
伝
え
、
夜
に
は
、
旅
館
で
、
初
め
て
の
衛
星

電
波
に
よ
る
暗
殺
影
像
を
み
た
こ
と
で
あ
る
。

　

二
年
生
に
な
る
と
、
測
量
実
習
の
ほ
か
に
、
研
究
室
の

調
査
で
、
立た
ち
き木
貝
塚
、
日
本
考
古
学
協
会
の
加か

そ

り
曾
利
貝

塚
な
ど
縄
文
遺
跡
を
主
に
調
査
し
て
い
た
。

　

昭
和
四
十
年
一
月
一
日
に
勝
田
三
中
の
生
徒
か
ら
年
賀

状
が
届
き
、
そ
れ
に
は
、
動
物
埴
輪
の
耳
の
部
分
の
イ
ラ

ス
ト
画
が
あ
り
、
古
墳
が
な
い
の
に
埴
輪
が
散
乱
し
て
い

る
と
書
か
れ
て
い
た
。
す
ぐ
に
、
大
学
の
先
輩
で
、
勝
田

市
に
住
ん
で
い
る
川か

わ
さ
き
す
み
の
り

崎
純
徳
さ
ん
に
連
絡
し
、
二
日
、
勝

田
駅
で
合
流
し
、
中
学
生
の
案
内
で
、
現
地
を
調
査
し
た
。

　

現
場
は
、
浅
い
支
谷
が
入
り
込
み
、
水
田
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
面
す
る
と
こ
ろ
は
、
平
坦
な
台
地
が
広
が
っ

て
い
る
。
そ
の
平
坦
な
台
地
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
穴
が
開

い
て
お
り
、
埴
輪
の
破
片
や
焼
土
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
状

況
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
埴
輪
を
焼
い
た
窯
跡
で
は
な

い
か
と
川
崎
さ
ん
と
意
見
が
一
致
し
、
正
月
明
け
、
研
究

室
で
大
塚
先
生
に
状
況
を
説
明
し
た
。

　

調
査
は
、
昭
和
四
十
年
八
月
五
日
か
ら
昭
和
四
十
三
年

九
月
二
日
ま
で
に
平
均
三
週
間
の
調
査
を
第
七
次
ま
で
お

こ
な
っ
て
い
る
が
、私
が
参
加
し
た
の
は
第
一
次（
Ａ
地
区
）、

第
二
次
（
Ｂ
地
区
）、
第
四
次
（
Ｃ
地
区
）
調
査
で
あ
る
。

　

先
生
を
含
め
、
調
査
す
る
生
徒
の
誰
も
が
埴
輪
窯
の
調

査
は
初
め
て
で
、
あ
る
意
味
で
は
手
探
り
の
状
態
で
あ
っ

た
。
大
塚
先
生
は
、
各
方
面
に
声
を
か
け
、
現
地
指
導

を
お
願
い
し
て
い
る
。
そ
れ
に
答
え
て
、
斉
さ
い
と
う
た
だ
し

藤
忠
先
生
、

高た
か
い
て
い
ざ
ぶ
ろ
う

井
悌
三
郎
先
生
、
渡わ
た
な
べ
な
お
み
ち

辺
直
径
先
生
、
大
お
お
か
わ
き
よ
し

川
清
先
生
な

ど
現
地
に
こ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
貴
重
な
教
示
を
い
た
だ

い
た
。
特
に
、
大
川
清
先
生
は
、
常
陸
太
田
市
の
太
田
山

埴
輪
窯
跡
の
調
査
を
し
て
お
り
、
窯
の
掘
り
方
に
つ
い
て

よ
り
厳
し
く
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

大
塚
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
面
子
に
と
ら
わ
れ
な

い
で
、
遺
跡
を
生
か
す
た
め
に
は
、
最
善
の
調
査
を
お
こ

な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
、
歴
史
館
が
で
き
た
こ

と
で
茨
城
県
に
戻
っ
た
私
に
、
大
塚
先
生
か
ら
虎
塚
古
墳

の
調
査
を
手
伝
っ
て
く
れ
と
依
頼
が
あ
り
参
加
し
た
と
き

も
、
石
室
内
の
科
学
的
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
に
東
京
国
立

文
化
財
研
究
所
に
依
頼
し
、
装
飾
壁
画
の
撮
影
に
は
教
え

子
の
写
真
家
に
依
頼
し
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
な
く
遺
跡

を
生
か
す
最
善
の
手
段
を
と
っ
て
い
る
姿
を
見
せ
ら
れ
た
。

　

晩
年
は
、
な
か
な
か
お
会
い
す
る
こ
と
も
な
く
、
令

和
二
年
一
月
二
十
六
日
の
明
治
大
学
考
古
学
専
攻
七
十
周

年
記
念
同
窓
会
が
最
後
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
合
掌

大
お お つ か

塚初
は つ し げ

重先生 追悼特集

馬
渡
埴
輪
製
作
遺
跡
調
査
と
大
塚
先
生
　
　
阿あ

く

つ

久
津 

久ひ
さ
し

大塚初重先生　1926 年東京生まれ。明治大学名誉教授。
ひたちなか市では，馬渡埴輪製作遺跡や虎塚古墳，十五郎穴
横穴墓群などを調査され，ひたちなか市史跡保存対策委員会
委員長などを務められた。2022年逝去 （享年95歳）。　
＊ 11頁の写真は2007年撮影　小笠原文惠氏提供

馬渡第２次調査のときの写真。中央が大塚先生。（阿久津）
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虎
塚
古
墳
は
全
長
五
六
ｍ
の
中
型
の
前
方
後
円
墳

で
、
均
整
が
と
れ
自
然
崩
壊
や
盗
掘
跡
も
な
く
よ
く
保

存
さ
れ
た
古
墳
で
あ
る
。
明
治
大
学
考
古
学
研
究
室
で

は
、
市
史
編
纂
事
業
の
一
環
と
し
て
、
勝
田
市
の
代
表

的
な
古
墳
を
発
掘
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
地
主
の
西に
し

野の

茂し
げ

信の
ぶ

さ
ん
は
「
明
治
大
学
の
大
塚
先
生
な
ら
ぜ
ひ
発
掘

し
て
ほ
し
い
。」
と
発
掘
調
査
を
快
諾
さ
れ
た
と
い
う
。

　

わ
た
し
は
地
元
大
学
生
と
し
て
、
夏
季
休
暇
の
あ
い

だ
虎
塚
古
墳
の
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
発
掘
前
の
墳
丘
測
量
か
ら
参
加
し
た
の
で
、
古
墳

を
じ
っ
く
り
観
察
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

　

第
一
次
発
掘
調
査
は
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
八

月
一
六
日
、
墳
丘
の
伐
採
か
ら
始
ま
っ
た
。
八
月
二
二

日
か
ら
い
よ
い
よ
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
て
、
発
掘
調
査

に
取
り
掛
か
っ
た
。
二
八
日
に
は
ト
レ
ン
チ
内
に
墓
道

と
石
室
の
閉
塞
を
確
認
し
た
。
実
は
今
回
の
石
室
調
査

に
あ
た
っ
て
前
年
一
九
七
二
年
に
発
見
さ
れ
た
高
松
塚

古
墳
の
石
室
壁
画
の
保
存
資
料
と
し
て
、
未
開
口
石
室

の
内
部
空
気
の
採
取
を
目
的
に
し
て
い
た
。

　

八
月
三
◯
日
、
夏
季
休
暇
が
終
了
す
る
た
め
こ
の
日

が
わ
た
し
の
虎
塚
古
墳
発
掘
の
最
終
日
だ
っ
た
の
で
、

大
塚
・
小こ

ば
や
し
さ
ぶ
ろ
う

林
三
郎
先
生
が
配
慮
し
て
、
石
室
入
口
の
清

掃
発
掘
に
参
加
さ
せ
て
く
れ
た
。
丁
寧
に
閉
塞
石
に
堆

積
し
た
土
を
は
が
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ぽ
っ
か
り
と
穴

が
あ
き
、
先
生
方
が
あ
わ
て
て
土ど
の
う嚢

で
そ
の
穴
を
ふ
さ

い
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も

こ
の
出
来
事
が
紹
介
さ
れ
た
の
で
、
重
大
な
ミ
ス
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
開
い
た
穴
か
ら
パ

イ
プ
を
通
し
て
内
部
空
気
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
っ
た

と
後
に
聞
い
た
。
実
際
に
は
石
室
の
扉
石
と
そ
の
前
の

閉
塞
石
の
間
に
空
隙
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

九
月
一
二
日
が
石
室
開
口
の
日
だ
っ
た
。
私
は
九
月

か
ら
授
業
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
、
午
後
か
ら
見
学
す

る
予
定
だ
っ
た
。
駅
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
に
来
て
く
れ

た
鴨か
も

志し

田だ

篤と
く

二じ

氏
の
第
一
声
が
「
壁
画
が
で
た
ぞ
。」

で
あ
っ
た
。
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
現
場
に
到
着
す

る
と
、
見
学
者
、
報
道
、
調
査
の
交
通
整
理
で
大
混
雑

が
起
こ
っ
て
い
た
。
大
塚
・
小
林
両
先
生
は
調
査
を

オ
ー
プ
ン
な
も
の
と
し
て
石
室
開
口
を
一
般
公
開
し
て

い
た
の
で
、
混
雑
を
予
想
し
て
現
場
の
説
明
と
整
理
に

あ
た
っ
て
い
た
。

　

開
口
予
定
は
午
前
一
◯
時
だ
っ
た
が
扉
石
が
玄
門
部

に
き
っ
ち
り
と
は
め
込
ま
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
外

す
の
に
予
想
外
の
時
間
が
か
か
っ
た
。
現
場
で
は
よ
く

起
こ
り
え
る
事
態
だ
が
、
そ
の
と
き
茨
城
県
文
化
課
が

視
察
に
来
て
お
り
、
作
業
が
予
定
通
り
に
進
ま
な
い
こ

と
に
立
腹
し
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
を
後
で

聞
い
た
。
せ
っ
か
く
の
機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
不
幸

に
は
同
情
す
る
。
そ
の
後
、
新
聞
で
も
大
き
く
報
道
さ

れ
多
く
の
見
学
者
が
訪
れ
た
。
印
象
深
い
の
は
著
名
な

教
授
が
訪
れ
た
際
に
、「
五
◯
◯
年
前
の
ロ
ー
マ
の
壁

画
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
。」
と
語
っ
た
と
明
治
大
学

の
学
生
か
ら
聞
い
た
逸
話
で
あ
る
。
耳
を
疑
っ
た
が
、

そ
の
後
そ
の
話
は
再
び
聞
い
た
覚
え
が
な
い
の
で
、
伝

説
の
類
な
の
だ
ろ
う
。

　

夕
方
に
な
り
、
一
般
見
学
が
終
了
し
て
説
明
に
追
わ

れ
て
い
た
大
塚
・
小
林
先
生
も
よ
う
や
く
ほ
っ
と
し
た

様
子
だ
っ
た
。
来
訪
者
も
絶
え
た
時
間
に
友
人
か
ら
借

用
し
た
カ
メ
ラ
で
壁
画
を
撮
影
す
る
許
可
を
お
願
い
し

た
際
に
、
両
先
生
か
ら
笑
顔
で
了
解
を
い
た
だ
い
た
こ

と
を
今
で
も
は
っ
き
り
と
想
い
出
す
。

虎
塚
古
墳
調
査
と
大
塚
先
生
　
　
宮み

や
う
ち内 

良よ
し
た
か隆
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一
九
六
九
年
三
月
、
弟
が
音
楽
大
学
受
験
の
た
め
上
京

し
て
予
備
校
へ
通
う
こ
と
に
な
り
、
両
親
か
ら
言
わ
れ
て

同
居
生
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
父
の
従
姉
の
紹
介
で
、

池
上
か
ら
練
馬
区
貫
井
町
に
引
越
し
た
。
二
階
の
部
屋
は

台
所
と
押
入
れ
が
付
い
た
西
陽
の
射
す
八
畳
間
で
、
目
白

通
り
に
近
か
っ
た
。
上
京
し
た
弟
は
、
毎
日
江
古
田
に
あ

る
大
学
の
レ
ッ
ス
ン
室
へ
通
い
、
寝
言
で
も
暗
譜
す
る
く

ら
い
ピ
ア
ノ
に
向
か
い
、
確
か
部
屋
代
は
月
六
千
円
だ
っ

た
と
記
憶
し
て
い
る
。
宍
塚
古
墳
群
の
調
査
か
ら
戻
り
、

あ
わ
て
て
荷
物
を
ま
と
め
て
引
越
し
た
た
め
、
本
は
池
上

の
丸
子
旧
邸
に
置
い
た
ま
ま
に
な
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

　

三
月
二
五
日
、
上
京
し
た
弟
を
残
し
て
瓦
か
わ
ら
づ
か塚
瓦
窯
跡
の

調
査
に
参
加
の
た
め
、
常
磐
線
で
石
岡
駅
に
下
車
し
、
バ

ス
で
八
郷
町
（
現
石
岡
市
）
柿
岡
へ
向
か
っ
た
。
瓦
塚
の

調
査
に
つ
い
て
は
宍
塚
古
墳
群
調
査
の
際
、
西に
し
み
や
か
ず
お

宮
一
男
先

生
よ
り
誘
わ
れ
て
お
り
、
瓦
塚
の
場
所
も
詳
し
く
知
ら
な

い
ま
ま
柿
岡
に
到
着
。

　

柿
岡
に
は
同
期
で
あ
る
佐さ
と
う
ま
さ
よ
し

藤
正
好
君
の
実
家
が
あ
り
、

以
前
に
二
度
ほ
ど
訪
問
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
理
的
に

は
あ
ま
り
不
安
は
な
か
っ
た
。
バ
ス
を
降
り
、
町
役
場
の

隣
に
あ
る
佐
藤
家
を
訪
問
。
佐
藤
家
に
は
彼
の
母
上
が
一

人
で
暮
ら
し
て
お
り
、
瓦
塚
の
発
掘
に
参
加
す
る
た
め
二

～
三
日
泊
め
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
た
。
お
母
さ
ん
に
は

承
諾
を
得
た
の
で
、
瓦
塚
の
だ
い
た
い
の
場
所
を
聞
き
、

自
転
車
を
借
り
て
向
か
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
舗
装
さ
れ
ず

に
砂
利
道
で
、
途
中
で
丸ま
る
や
ま山

古
墳
の
看
板
を
見
た
り
し
な

が
ら
瓦
谷
に
入
る
と
、
右
前
方
の
赤
茶
け
た
山
の
斜
面
に

人
が
動
い
て
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
こ
が
瓦
塚
瓦
窯
跡

だ
っ
た
。
土
地
所
有
者
が
南
傾
斜
面
の
雑
木
林
を
開
墾
し

た
と
こ
ろ
、
瓦
窯
跡
が
複
数
発
見
さ
れ
、
茨
城
県
教
育
委

員
会
が
茨
城
県
考
古
学
会
に
調
査
を
依
頼
。
調
査
は
県
立

八
郷
高
校
教
員
の
西
宮
一
男
先
生
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、

地
元
の
高
校
生
二
◯
名
ほ
ど
も
参
加
し
て
お
り
、
私
は

二
五
日
午
後
か
ら
調
査
に
加
わ
っ
た
。
翌
日
か
ら
は
町
役

場
が
用
意
し
た
送
迎
バ
ス
で
現
場
往
復
。
私
は
西
宮
先
生

や
太
田
二
高
の
関せ

き
ね
た
だ
く
に

根
忠
邦
先
生
の
指
示
で
、
調
査
区
の
全

体
測
量
図
を
作
成
し
た
。

　

私
の
調
査
メ
モ
な
ど
を
見
る
と
、
瓦
塚
の
調
査
は

一
九
六
九
年
三
月
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
旧
八
郷
町

や
石
岡
市
発
行
の
解
説
書
な
ど
に
は
「
昭
和
四
三

（
一
九
六
八
）
年
に
調
査
さ
れ
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

記
憶
違
い
か
と
思
っ
た
。
そ
の
旨
石
岡
市
教
育
委
員
会

の
谷や
な
か
と
し
お

仲
俊
雄
氏
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、
私
の
思
う
と
お

り
に
調
査
は
一
九
六
九
年
三
月
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、

石
岡
市
で
も
一
九
六
八
年
は
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
と
谷
仲
氏
か
ら
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

谷
仲
氏
が
旧
八
郷
町
の
調
査
関
係
書
類
を
探
索
し
た
結

果
、
当
時
の
記
録
写
真
が
出
て
き
た
と
の
こ
と
で
、
コ

ピ
ー
を
依
頼
し
て
掲
載
許
可
を
申
請
し
、
承
諾
い
た
だ

い
た
。
１
の
写
真
に
は
、
東
側
窯
跡
の
焚
き
口
部
調
査

が
進
む
中
、
西
宮
先
生
（
中
央
）
と
関
根
先
生
（
左
側
）

が
話
を
し
て
い
る
様
子
が
写
り
、
２
の
写
真
に
は
平
板

の
左
奥
に
ポ
ー
ル
を
持
ち
、
煙
草
を
く
わ
え
な
が
ら
西

側
瓦
窯
跡
の
測
点
を
指
示
し
て
平
板
に
戻
る
ヤ
ッ
ケ
姿

の
若
い
私
が
写
っ
て
い
た
。

　

調
査
の
目
鼻
が
付
い
た
二
七
日
、
夕
食
を
食
べ
て
い

私的茨城考古学外史―遺跡・人　出会いと別れ―
第７回　発掘三昧への道　県内編４

瓦塚瓦窯跡

瓦吹　堅2013年瓦塚瓦窯跡調査時の遺跡遠景
　＊稲田健一氏提供
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る
と
こ
ろ
へ
佐
藤
君
が
帰
省
。「
何
故
お
ま
え
が
居
る
ん

だ
」
と
か
な
り
驚
い
て
い
た
。
瓦
塚
の
発
掘
の
こ
と
を

説
明
し
、
そ
の
夜
は
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
な
が
ら
二
人

枕
を
並
べ
て
寝
た
。

　
次
の
日
、
帰
省
し
て
い
た
彼
の
従
兄
が
東
京
へ
戻
る
と

い
う
の
で
、彼
の
車
に
二
人
で
同
乗
し
て
東
京
に
向
か
う
。

私
は
千
葉
県
柏
市
中な
か
ば
ば
馬
場
遺
跡
の
調
査
に
参
加
す
る
た

め
、
国
道
六
号
線
の
我
孫
子
市
根
戸
で
車
を
降
り
て
調
査

に
参
加
し
た
。こ
の
調
査
に
つ
い
て
は
別
稿
で
後
述
す
る
。

　

二
◯
一
◯
年
頃
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
県
南
部
で
の
遺

跡
見
学
の
帰
路
、
瓦
塚
窯
跡
を
調
査
中
と
聞
い
て
、
約

四
十
年
ぶ
り
に

瓦
谷
街
道
を
北

に
向
か
っ
て
走

り
、
瓦
谷
に
入

る
。
し
か
し
瓦

塚
窯
跡
の
場
所

が
判
ら
な
い
。

一
九
六
九
年
の

調
査
参
加
の
時

は
、
開
墾
で
茶

色
に
な
っ
た
山

肌
を
す
ぐ
発
見

す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
長
い

時
間
が
経
っ
て

い
る
た
め
景
色

が
一
変
。
昔
の

記
憶
を
辿
り
な
が
ら
や
っ
と
窯
跡
に
着
く
と
、
教
育
委
員

会
の
小こ

す
ぎ
や
ま
だ
い
す
け

杉
山
大
輔
氏
が
、
国
史
跡
指
定
に
向
け
て
の
調
査

を
実
施
し
て
お
り
、
確
認
調
査
の
概
要
を
話
し
て
く
れ

た
。
瓦
塚
窯
跡
は
、
そ
の
後
数
回
の
確
認
調
査
を
経
て
二

◯
一
七
年
、
常
陸
国
府
や
国
分
寺
な
ど
へ
の
瓦
供
給
す
る

造
瓦
体
制
を
、
七
世
紀
か
ら
一
◯
世
紀
前
半
ま
で
継
続
し

た
瓦
窯
跡
と
し
て
国
の
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
そ
の

発
端
は
、
一
九
六
九
年
三
月
の
調
査
で
あ
り
、
今
は
亡
き

西
宮
一
男
先
生
や
関
根
忠
邦
先
生
、
そ
し
て
発
掘
に
参
加

し
た
方
々
、
さ
ら
に
国
指
定
に
向
け
て
尽
力
さ
れ
た
石
岡

市
教
育
委
員
会
の
皆
さ
ん
に
も
敬
意
を
表
し
た
い
。

虎塚古墳壁画発見 50 周年記念

第 16 回ふるさと考古学受講生 遠藤夏葵さんの作品

宣伝キャラクター

写真２　調査風景　＊写真１・２とも石岡市教育委員会提供

写真１　打ち合わせ中の西宮先生（中央）と関根先生（左）
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は
じ
め
に

　

虎
塚
古
墳
で
は
、
一
九
七
三
年
と
一
九
七
四
年
、

一
九
七
六
年
の
合
わ
せ
て
三
回
の
発
掘
調
査
を
実
施
し

て
い
る
。
土
器
は
、
主
に
集
石
遺
構
と
前
庭
部
、
前
方

部
墳
丘
上
か
ら
出
土
し
た
（
図
１
）
。
こ
こ
で
は
、
す
で

に
報
告
さ
れ
て
い
る
土
器
も
含
め
て
新
た
に
図
を
作
成

し
、
土
器
の
年
代
や
土
器
が
出
土
し
た
遺
構
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

一　

集
石
遺
構
と
前
庭
部
か
ら
出
土
し
た
土
器

①
集
石
遺
構
に
つ
い
て　
　

集
石
遺
構
は
、
石
室
西
側

の
墳
丘
く
び
れ
部
で
確
認
し
た
。
確
認
し
た
範
囲
は
、

南
北
約
７
ｍ
、
東
西
約
７
ｍ
に
広
が
っ
て
お
り
、
推
定

で
は
石
室
近
く
ま
で
広
が
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
集
石
遺
構
は
墳
丘
を
築
造
す
る
以

前
の
旧
地
表
面
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

集
石
遺
構
の
石
は
す
べ
て
凝
灰
岩
で
、
風
化
が
著
し

く
地
点
に
よ
っ
て
は
粉
状
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
遺
構

を
確
認
し
た
当
初
は
「
敷
石
遺
構
」と
し
て
い
た
が
、
調

査
が
進
む
に
つ
れ
て
礫
群
に
不
整
合
な
点
が
多
く
、
ま

た
レ
ベ
ル
も
不
統
一
な
面
が
あ
り
、
意
識
的
な
配
列
で

は
な
く
旧
地
表
面
も
し
く
は
そ
の
僅
か
に
上
面
に
無
雑

作
に
礫
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
集
石

遺
構
」
と
称
し
た
と
報
告
書
に
あ
る
。
集
石
遺
構
に
伴

う
遺
物
は
、
コ
バ
ル
ト
色
の
ガ
ラ
ス
小
玉
の
半
欠
が
一

点
出
土
し
た
の
み
で
あ
る
（
図
１
赤
丸
が
出
土
位
置
）
。
集

石
遺
構
の
直
上
に
は
、
土
師
器
と
灰
・
焼
土
・
木
炭
を

含
む
黒
褐
色
土
が
堆
積
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
こ
の
遺
構
が
石
室
構
築
と
か
か
わ
り
の
あ
る
一
種

の
作
業
場
と
す
る
見
方
と
、
石
室
構
築
に
際
し
て
の
地

鎮
祭
的
な
性
格
の
古
墳
祭
祀
の
場
所
で
は
な
い
か
と
い

う
二
つ
の
見
方
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

集
石
遺
構
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
小
森

資料紹介

虎塚古墳出土の土器
稲田　健一

　虎塚古墳は、７世紀初め頃に築造された墳丘長56.5ｍ
の前方後円墳です。埋葬施設の横穴式石室の壁面には、
赤色顔料によって幾何学文や武器・武具類が描かれてい
ます。虎塚古墳の調査では、装飾のある石室の調査が注
目されがちですが、今回は石室以外の調査に注目し、虎
塚古墳の年代を知る上で大変重要な土器と、土器が出土
した遺構について考えます。

図１　主な土器出土位置（★印）と集石遺構実測図

Ⅰトレ

Ⅳトレ

Ⅷトレ

Ⅲトレ

Ⅱトレ

Ⅹトレ

Ⅶトレ
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哲
也
氏
が
指
摘
す
る
「
石
敷
遺
構
」
の
例
を
参
考
に
す
る

［
小
森
二
◯
一
五
］
。

　

島
根
県
松
江
市
向

む
こ
う
や
ま

山
一
号
墳
で
は
、
石
室
前
庭
部
か

ら
、
石
室
の
石
材
と
同
じ
凝
灰
岩
片
が
多
量
に
出
土
し

て
、
旧
地
表
面
上
か
ら
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

　

熊
本
県
氷
川
町
岩い

わ

立た
て

Ｃ
号
墳
で
は
、
石
室
築
造
時
に

火
が
焚
か
れ
た
状
況
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（
図
２
）
、
木

炭
と
一
緒
に
土
師
器
の
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。
虎
塚

古
墳
で
も
、
集
石
遺
構
の
直
上
か
ら
出
土
し
た
土
師
器

は
灰
・
焼
土
・
木
炭
を
含
む
土
層
か
ら
出
土
し
て
お
り
、

ま
た
墓
道
両
側
の
墳
丘
の
基
底
面
上
で
も
、
あ
た
か
も

対
称
的
な
位
置
で
火
を
焚
い
た
と
思
わ
れ
る
焼
土
塊
や

灰
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。

　

栃
木
県
下
野
市
山さ

ん
の
う
づ
か

王
塚
古
墳
で
は
、
古
墳
築
造
時
の

旧
地
表
面
か
ら
、
石
室
の
石
材
と
考
え
ら
れ
る
凝
灰
岩

の
細
片
が
石
室
を
中
心
と
し
て
広
い
範
囲
で
確
認
さ
れ

て
い
る
（
図
３
）
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
墳
丘
を
盛
る
前
に

当
時
の
整
地
面
に
敷
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
虎
塚
古
墳
と
類
似
す
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
向
山
一
号
墳
や
岩
立
Ｃ
号
墳
は
、
石

室
が
見
え
て
い
る
段
階
で
土
器
を
用
い
た
葬
送
儀
礼
を

行
っ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
あ
る
例
と
な
り
、
山
王
塚

古
墳
で
は
墳
丘
盛
土
前
に
凝
灰
岩
の
粉
を
旧
地
表
面
の

全
面
に
敷
き
詰
め
、
こ
れ
を
墳
丘
基
盤
上
の
儀
礼
で
は

な
い
か
と
し
て
い
る
例
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
参
考

に
し
て
、
虎
塚
古
墳
で
確
認
し
た
集
石
遺
構
の
性
格
は
、

石
室
構
築
時
の
儀
礼
の
場
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。

②
土
師
器
に
つ
い
て　
　

土
師
器
は
、
先
記
の
集
石
遺

構
以
外
に
、
石
室
前
庭
部
の
墓
道
両
側
の
墳
丘
基
底
面

上
か
ら
も
出
土
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
土
師
器
と
も
そ

の
出
土
位
置
か
ら
虎
塚
古
墳
築
造
時
期
を
示
す
資
料
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
地
点
か
ら
出
土
し

た
土
師
器
は
、
報
告
書
に
は
五
◯
◯
点
以
上
が
出
土
し

た
と
さ
れ
、
す
べ
て
破
片
資
料
で
あ
る
。
器
種
は
、
甕

形
土
器
と
杯
形
土
器
が
主
体
と
な
る
。
出
土
位
置
に
つ

い
て
、
前
庭
部
出
土
の
土
師
器
に
つ
い
て
は
図
に
★
を

付
し
た
。

　

甕
形
土
器
は
、
口
縁
部
付
近
と
底
部
付
近
を
図
化
し

た
。
口
縁
部
は
、
緩
く
開
く
も
の
、
く
の
字
状
に
開
く

も
の
、
頸
部
が
や
や
コ
の
字
形
で
大
き
く
開
く
も
の
、

ほ
ぼ
直
立
す
る
も
の
が
あ
る
。
口
縁
部
か
ら
続
く
胴
部

上
位
の
状
況
か
ら
、
胴
部
は
球
胴
形
よ
り
も
長
胴
形
を

呈
す
る
と
考
え
る
。
底
部
の
外
面
に
は
、
使
用
痕
跡
と

し
て
二
次
焼
成
を
う
け
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

杯
形
土
器
は
、
口
縁
部
と
体
部
の
境
に
な
に
も
有
さ

ず
に
内
湾
す
る
も
の
と
、
口
縁
部
と
体
部
の
境
に
外
稜

を
も
っ
て
内
湾
す
る
も
の
（
第
４
図
８
～
16
）
が
主
体
で
、

そ
の
他
に
口
縁
部
と
体
部
の
境
に
明
瞭
な
段
を
も
っ
て

内
湾
も
し
く
は
直
立
す
る
も
の
（
17
～
19
）
、
口
縁
部
と

体
部
の
境
に
外
稜
を
も
っ
て
直
立
す
る
も
の
（
20
～
23
）
、

口
縁
部
と
体
部
の
境
に
明
瞭
な
段
を
も
っ
て
外
反
も
し

く
は
大
き
く
外
反
す
る
も
の
（
24
～
26
）
が
あ
る
。
体
部

は
、
や
や
扁
平
な
半
球
状
を
呈
す
る
。
口
径
は
復
原
し

図３　山王塚古墳墳丘図と第２号トレンチ墳丘層位写真（図は [栃木県 1988] より転載，

　　写真は栃木県より提供，写真青囲み部分に凝灰岩の層がみえる）

図２　岩立Ｃ号墳石室周辺平面図（[金山・
　　瀬古 1998] より転載）
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1　台帳：01406A415　材質：土師器　器種：甕　残存：10％　法量：口径（19.0），器高（6.5）　色調：にぶい黄褐色　胎土：礫（茶微），砂（白多，透多，黒少），金雲母少　焼成：良好　技法等：
　外面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラナデ。　使用痕：なし　備考：Ⅳトレ（焼土面直上）
2　台帳：01406B613　材質：土師器　器種：甕　残存：口縁部 10％　法量：口径（20.8），器高（5.4）　色調：外面橙～にぶい橙～暗褐色，内面橙～黄橙～黒褐色　胎土：礫（透微），砂（白多，透多，
　黒多，赤微）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラナデ。　使用痕：口縁端部が摩滅している。　備考：報告書第 39 図 2，Ⅳトレ東拡張区
3　台帳：01406B518・B613　材質：土師器　器種：甕　残存：10％　法量：口径（20.4），器高（8.9）　色調：外面橙色，内面橙～にぶい褐色　胎土：礫（透少，黒微），砂（白少，透多，黒多）
　焼成：　良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，胴部ナデ。　使用痕：－　備考：報告書第 39 図 3，Ⅳトレ東拡張区
4　台帳：01406B516　材質：土師器　器種：甕　残存：10％　法量：口径（19.2），器高（9.0）　色調：外面にぶい橙褐色，内面橙褐色　胎土：小石（灰微），礫（石微），砂（白少，透多，黒少）　焼成：
良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，胴部ヘラナデ。　使用痕：－　備考：内面に若干の炭化物の付着がみられる。報告書第 39 図 4，Ⅳトレ東拡張区
5　台帳：01406B557・592　材質：土師器　器種：甕　残存：底部 50％　法量：器高（2.4），底径（4.0）　色調：外面橙～にぶい橙～暗褐色，内面黒褐色　胎土：砂（白少，透多，黒微）　焼成：
　良好　技法等：外面ヘラ削り。内面ヘラナデ。　使用痕：外面器面が二次焼成をうけている。　備考：Ⅳトレ（灰層中）
6　台帳：01406B556・613　材質：土師器　器種：甕　残存：底部 60％　法量：器高（3.0），底径 7.1　色調：外面にぶい黄橙～暗褐色，内面にぶい黄橙色　胎土：小石（白微，灰微），礫（灰微，
　茶微），砂（白多，透多，黒少），金雲母少　焼成：良好　技法等：外面ヘラ削り。内面ヘラナデ。　使用痕：外面器面が二次焼成をうけている。　備考：Ⅳトレ東拡張区
7　台帳：01406B519　材質：土師器　器種：甕　残存：底部 60％　法量：器高（3.7），底径 8.0　色調：外面赤橙～橙～褐色～暗褐色，内面橙～にぶい橙色　胎土：礫（白少），砂（白少，透多，黒少）
　焼成：良好　技法等：外面ヘラ削り。内面ヘラナデ。　使用痕：外面器面が二次焼成をうけている　備考：内面器面の一部が剥離している。報告書第 39 図 5，Ⅳトレ東拡張区
8　台帳：01406B618　材質：土師器　器種：杯　残存：20％　法量：口径（16.8），最大径（17.8），器高（4.5）　色調：にぶい橙～暗褐色～黒褐色　胎土：礫（白微），砂（白多，透多，黒少）　
　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り後ヘラミガキ。内面口縁～体部上位ヨコナデ，体部中～下位ヘラナデ後やや放射状にヘラミガキ。内外面とも黒色処理されている。　使
　用痕：口縁部端部がやや摩滅している。　備考：Ⅳトレ東拡張区
9　台帳：01406A404　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（16.8），器高（3.9）　色調：外面橙～黄褐～黒褐色，内面黄褐～黒褐色　胎土：礫（白微，透微），砂（白少，透多，黒
　少）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ・ヘラミガキ。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ・ヘラミガキ。内外面とも黒色処理されていた可能性あり。　使用痕：口縁端部
　が摩滅している。　備考：表採
10　台帳：01406B518　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（17.0），器高（3.8）　色調：暗褐～黒褐色　胎土：砂（白少，透多，黒微）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，
　体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ，一部ヘラミガキ。内外面とも黒色処理か。　使用痕：口縁端部が摩滅している。　備考：Ⅳトレ東拡張区
11　台帳：01406A64　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（15.4），器高（3.4）　色調：外面赤橙～橙褐色，内面黄褐～黒褐色　胎土：砂（白少，透多，黒多）　焼成：良好　技法等：
　外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ナデ？　内面黒色処理か？　使用痕：－　備考：外面器面が二次焼成を受けている。Ⅰトレ東拡張区
12　台帳：01406A128　材質：土師器　器種：杯　残存：20％　法量：口径（16.0），器高（4.4）　色調：黄褐～暗褐～黒褐色　胎土：礫（白微），砂（白多，透多，黒少）　焼成：良好　技法等：
　外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り。内面口縁部粗いヨコナデ，体部ヘラナデ，一部ヘラミガキ。　使用痕：－　備考：Ⅰトレ東拡張延長
13　台帳：01406B569　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（17.0）、器高（3.4）　色調：黒褐色　胎土：礫（白微），砂（白少，透多）　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削
　り後ヘラミガキ。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラミガキ。内外面とも黒色処理されている。　使用痕：－　備考：Ⅳトレ
14　台帳：01406A110　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（17.0），器高（2.8）　色調：にぶい橙～暗褐色　胎土：砂（白少，透多）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，
　体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ。　使用痕：－　備考：報告書第 39 図 11，Ⅰトレ東拡張延長
15　台帳：01406B613　材質：土師器　器種：杯　残存：20％　法量：口径（16.2），器高 4.7　色調：外面にぶい黄橙～暗褐色，内面黄橙～暗褐色　胎土：砂（白多，透多，黒多，赤少），金雲母
　少　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ。内面黒色処理か？　使用痕：口縁端部が摩滅している。　備考：報告書第 39 図 15，Ⅳトレ
　東拡張区
16　台帳：01406A77　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（12.8），器高（4.0）　色調：にぶい橙色　胎土：礫（透微），砂（白少，透多，黒微）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，
　体部ヘラ削り。内面ヨコナデ。　使用痕：－　備考：報告書第 37 図 4，Ⅰトレ東拡張延長
17　台帳：01406A6　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（22.0），器高（3.1）　色調：橙～にぶい橙色　胎土：砂（白少，透多，黒少，赤少）　焼成：良好　技法等：外面口　縁部ヨコナデ，
体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ヨコナデ後放射状にヘラミガキ。　使用痕：－　備考：報告書第 37 図 5，Ⅰトレ　
18　台帳：01406B583　材質：土師器　器種：杯　残存：30％　法量：口径（13.2），稜径（14.0），器高 4.2　色調：橙～暗橙～黒褐色　胎土：礫（透微），砂（透多，黒少），骨針微　焼成：良好　技法等：
　外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り後ヘラミガキ。内面ヨコナデ。内外面とも黒色処理されている。　使用痕：口縁端部が摩滅している。　備考：報告書第 39 図 8，Ⅳトレ石敷
19　台帳：01406A41　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（13.0），稜径（13.7），器高（3.7）　色調：外面黒色，内面灰色　胎土：礫（白微），砂（白少，透多），骨針微量　焼成：
　良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り。内面ヨコナデ。外面黒色処理されている。　使用痕：－　備考：報告書第 37 図 1，Ⅰトレ延長
20　台帳：01406A241　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（15.6），器高（3.5）　色調：橙～暗褐色　胎土：砂（白少，透多）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部
　ヘラ削り後ヘラミガキ。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ後ヘラミガキ。　使用痕：－　備考：報告書第 37 図 2 ？，周堀Ⅰ区
21　台帳：01406A106　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（19.0），器高（3.4）　色調：黄褐～暗褐～黒褐色　胎土：礫（白微），砂（白多，透多，黒少）骨針微量　技法等：外
　面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り後ヘラミガキ。内面口縁部ヨコナデ，体部ヨコナデ後一部ヘラミガキ。内外面とも黒色処理か。　使用痕：－　備考：内面器面の一部が剥離している。Ⅰトレ東
　拡張
22　台帳：01406B519　材質：土師器　器種：杯　残存：口径（17.8）、器高（4.1）　色調外面橙～にぶい橙～黄褐色　内面黄褐～黒褐色　胎土：礫（白少），砂（白多，透多）　焼成：良好　技法等：
　外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り後ヘラミガキ。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラミガキ。内面黒色処理か。　使用痕：口縁部の一部が欠損している。　備考：内外面とも器面の一部が剥離している。
　Ⅳトレ東拡張区
23　台帳：01406B566　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（15.8），器高（2.3）　色調：黒褐色　胎土：砂（白少，透多，黒少）　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り。
　内面口縁～体部上位ヨコナデ，体部下位ヘラナデ？内外面とも黒色処理されている。　使用痕：口縁願部が摩滅している。　備考：Ⅳトレ東拡張区
24　台帳：01406A18　材質：土師器　器種：杯　残存：10％未満　法量：口径（17.0），器高（2.7）　色調：にぶい黄褐～暗褐色　胎土：砂（白少，透多，黒微）　焼成：良好　技法等：外面口縁
　部ヨコナデ，体部ヘラ削り。内面ヨコナデ後ヘラミガキ。内外面とも黒色処理されている。　使用痕：－　備考：Ⅱトレ
25　台帳：01406A421　材質：土師器　器種：杯　残存：杯部 10％　法量：口径（15.6），器高（4.1）　色調：外面暗褐～黒褐色，内面黒褐色　胎土：礫（白微），砂（白少，透多）　焼成：良　好　技法等：
外面口縁部ヨコナデ，体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ヨコナデ後ヘラミガキ。内外面とも黒色処理されている。　使用痕：－　備考：Ⅳトレ
26　台帳：01406A161　材質：土師器　器種：杯　残存：10％　法量：口径（10.4），器高（2.3）　色調：橙色　胎土：砂（白少，透多），骨針含む　焼成：良好　技法等：外面口縁部ヨコナデ，　
　体部ヘラ削り。内面口縁部ヨコナデ，体部ヘラナデ，一部ヘラミガキ。　使用痕：－　備考：Ⅰトレ東拡張
27　台帳：01406A93　材質：須恵器　器種：ハソウ　残存：口縁部 10％　法量：器高（2.5）　色調：外面灰色，内面灰～灰白色　胎土：硬質　技法等：外面口縁部と体部の境に沈線 1 条。　使用
　痕：－　備考：Ⅰトレ東拡張延長
28　台帳：01406A196　材質：須恵器　器種：ハソウ　残存：口縁部 10％　法量：口縁部（12.6），器高（2.6）　色調：外面灰白色，内面灰色　胎土：砂（白微）　焼成：硬質　技法等：ロクロ成
　形　使用痕：－　備考：Ⅰトレ東拡張延長
29　台帳：01406A84　材質：須恵器　器種：不明　残存：10％　法量：最大径（11.2），器高（3.7）　色調：外面灰色，内面灰～灰白色　胎土：礫（白微），砂（透多）　焼成：硬質　技法等：ロクロ成形。
　外面下部一部ヘラ削り。外面沈線 1 条。　使用痕：－　備考：Ⅰトレ延長
30　台帳：01406B540　材質：土師質　種類：土玉　残存：100％　法量：長 3.5，最大径 3.4，孔径 0.5，重量 38.59g　備考：穿孔は四角の工具を使って一方方向へ。Ⅶトレ墳頂部　
31　台帳：01406B564　材質：土師質　種類：－　法量：長 6.5，径 3.0 ～ 3.1　技法等：ヘラナデ・ユビナデ。　備考：ⅩⅠトレ周堀部
32　台帳：01406A20　材質：土師質　種類：支脚　残存：下部欠損　法量：高（12.2），径 2.6 ～ 5.0　色調 : 橙～にぶい橙～黄橙～暗褐色　胎土：礫（白微），砂（白多，透多，黒少，赤少）　焼成：
　良好　技法等：ヘラナデ・指ナデ。　使用痕：二次焼成をうけて大変もろくなっている。　備考：Ⅱトレ
33　台帳：01406A376　材質：珪化流紋岩　種類：砥石　残存：－　法量：長 4.7，幅 1.4，最大厚 1.0，重量 12.41g　色調：灰白色，表面一部黒褐色　技法等：使用面 2 面　備考：Ⅲトレ延長
34　台帳：01406A375　材質：珪化流紋岩　種類：砥石　残存：－　法量：長 9.4，幅 0.8，最大厚 3.9，重量 47.08g　色調：灰白～黒褐色　技法等：使用面 1 面。　備考：Ⅲトレ延長
35　台帳：01406B512・521・529・532・554・560・624・640　材質：須恵器　器種：甕　残存：頸部～胴部上位 20％　法量：頸部径（17.8），胴部径（40.6），器高（16.9）　色調：灰～黄
　灰色　胎土：　礫（白少），砂（白少，透多）　焼成：硬質　技法等：外面カキ目。内面青海波文の上に若干のヘラナデ。　使用痕：－　備考：その他同一個体と思われる破片多数あり。報告書第
　38 図 1，Ⅷトレ墳丘部ほか
36　台帳：01406B600　材質：須恵器　器種：甕　残存：胴部片　法量：－　色調：灰白色　胎土：礫（白微），砂（白少）　焼成：硬質　技法等：外面格子目文叩き痕。内面青海波文。　使用痕：
　－　備考：Ⅹトレ周溝中央部
37　台帳：01406B646　材質：須恵器　器種：横瓶　残存：胴部片　法量：－　色調外面暗灰色，内面灰色　胎土：砂（白少，透多）　焼成：硬質　技法等：外面に縦走する巻き上げがみられる。
　自然釉がかかる。球胴形。　使用痕：－　備考：報告書第 38 図 7，Ⅷトレ

写真：集石遺構検出状況

集石遺構上および墓道周辺出土遺物観察表（単位：㎝）
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虎
塚
古
墳
の
特
徴
で
あ

る
壁
画
に
つ
い
て
の
研
究

は
、
発
見
当
時
か
ら
現
在

ま
で
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
以
外
の
調
査
成

果
に
つ
い
て
は
、
検
討
が

あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。

　
今
回
の
展
示
で
は
、
集

石
遺
構
や
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
器
、
墳
丘
上
か
ら
出

土
し
た
土
器
を
展
示
し
、
集
石
遺
構
や
掻
き
出
さ
れ
た

遺
物
の
謎
、
墳
丘
上
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
意
味
な
ど

を
再
考
し
ま
し
た
。
ま
た
、
展
示
で
は
、
地
元
中
根
小

学
校
五
年
の
小
石
修
也
さ
ん
が
製
作
し
て
く
れ
た
虎
塚

古
墳
の
墳
丘
模
型
も
展
示
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
展
示
は
、
二
◯
二
三
年
の
虎
塚
古
墳
壁
画
発

見
五
◯
周
年
の
プ
レ
企
画
展
示
で
あ
り
、
今
後
も
虎
塚

古
墳
関
連
の
展
示
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

１　CASE MUSEUM Vol.57
公益財団法人　ひたちなか市
生活・文化・スポーツ公社

虎塚古墳、再考！
虎塚古墳壁画発見50周年　プレ企画

令和４年

10/15　　 12/18
開館時間：午前９時－午後５時（入館は午後４時30分まで）

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

休館日：月曜日(祝日の場合は翌日）日時

場所

入場無料
ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

日土

サイコー

-謎は壁画だけじゃない-

＊新型コロナウイルス感染症対策により，展示の中止や会期が変更になる場合があります。

石室内から出された遺物？

石室周辺の石敷の遺構？

展示風景

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ワ
ン
ケ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
5757

★今回の展示と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。

　栃木県教育委員会・栃木県埋蔵文化財センター・明治大学博物館

　大内みなみ・忽那敬三・小石修也・小西竜世・小森哲也・篠原祐一・土生朗治・矢野徳也　（50 音順・敬称略）

た
数
値
で
16
㎝
前
後
を
基
本
と
し
、
12
㎝
前
後
と
19
㎝

以
上
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。
外
面
と
内
面
、
も
し
く
は

ど
ち
ら
か
に
黒
色
処
理
を
施
し
た
例
が
多
い
。

　

土
師
器
以
外
に
は
、
須
恵
器
の
𤭯

は
そ
う

と
考
え
る
破
片
二

点
と
器
種
不
明
の
一
点
が
前
庭
部
か
ら
、
土
玉
一
点
、

土
製
支
脚
一
点
、
棒
状
の
土
製
品
一
点
、
砥
石
二
点
が

前
庭
部
・
集
石
遺
構
以
外
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　

時
期
は
、
甕
形
土
器
が
長
胴
化
傾
向
で
あ
る
こ
と
、

杯
形
土
器
が
主
体
と
な
る
器
形
や
口
径
が
16
㎝
前
後
と

大
き
い
こ
と
、
内
面
調
整
の
ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
が
簡
素
化
し

て
い
る
こ
と
、
「
黒
色
の
土
器
」
の
多
さ
な
ど
を
、
市
内

の
集
落
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
編
年
と
比
較
す
る

と
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
頃
の
時
期
と
考
え
る
。

こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

時
期
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二　

前
方
部
墳
丘
出
土
の
土
器

　

前
方
部
の
発
掘
調
査
で
は
、
墳
頂
部
付
近
を
中
心
に

須
恵
器
の
大
甕
が
出
土
し
て
い
る
。
墳
頂
部
以
外
で
は
、

前
方
部
の
斜
面
部
か
ら
周
溝
中
で
も
出
土
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
墳
頂
部
か
ら
転
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

後
円
部
墳
頂
や
後
円
部
周
溝
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
前
方
部
墳
頂
部
に
限
定
し
て
須
恵
器
が
置

か
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
出
土
し
た
須
恵
器
は
全
て
破

片
で
、
大
甕
の
ほ
か
に
横
瓶
と
思
わ
れ
る
破
片
が
出
土

し
て
い
る
（
第
４
図
35
～
37
）
。

　

虎
塚
古
墳
の
よ
う
に
、
墳
頂
部
か
ら
須
恵
器
の
大
甕

が
出
土
す
る
例
は
多
く
、
筑
西
市
山や

ま

ノ
入い

り

二
号
墳
（
前

方
後
円
墳
・
全
長
約
25
ｍ
）
で
は
、
墳
丘
上
を
中
心
に

大
甕
が
一
四
個
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
栃
木

県
壬
生
町
の
車

く
る
ま
づ
か

塚
古
墳
（
円
墳
・
直
径
84
ｍ
）で
は
、
長

胴
の
須
恵
器
大
甕
が
墳
丘
と
周
堤
に
埴
輪
の
よ
う
に
並

べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
調
査
で
判
明
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
古
墳
は
、
埴
輪
の
樹
立
が
終
了
し
た
後
に

造
ら
れ
た
所
謂
「
終
末
期
古
墳
」で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ

の
大
甕
か
ら
は
、
他
の
古
墳
と
同
様
に
虎
塚
古
墳
で
も

埴
輪
樹
立
終
了
後
の
大
甕
を
用
い
た
儀
礼
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
虎
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
土
器
と
、
土
器
が

出
土
し
た
場
所
か
ら
、
虎
塚
古
墳
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
。
結
果
と
し
て
、
墳
丘
と
石
室
築
造
時
に
儀
礼
を

行
っ
た
可
能
性
や
、
墳
丘
完
成
後
の
前
方
部
上
で
の
大

甕
を
使
っ
た
儀
礼
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
た
。
ま
た
、

虎
塚
古
墳
の
築
造
時
期
に
つ
い
て
は
、
土
師
器
の
検
討

か
ら
従
前
ど
お
り
七
世
紀
初
め
を
再
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
今
後
も
、
壁
画
も
含
め
総
合
的
に
虎
塚
古
墳

に
つ
い
て
の
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

〈
引
用
・
参
考
文
献
〉

大
塚
初
重
・
小
林
三
郎1978

『
勝
田
市
史
別
篇
Ⅰ　

虎
塚
壁
画
古
墳
』勝
田
市
史
編
さ
ん
委

員
会
／
金
山
正
樹
・
瀬
古
諒
子1998

『
向
山
古
墳
群
発
掘
調
査
報
告
書
』
松
江
市
文
化
財

調
査
報
告
書
77　

松
江
市
教
育
委
員
会
／
小
森
哲
也2015

『
東
国
に
お
け
る
古
墳
の
動
向

か
ら
み
た
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』六
一
書
房
／
栃
木
県
立
し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資

料
館1988

「
研
究
報
告　

国
分
寺
町
山
王
塚
古
墳
第
一
次
発
掘
調
査
報
告
」『
栃
木
県
立
し

も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
年
報
』
第
２
号　

栃
木
県
教
育
委
員
会
／
田
中
裕
ほ
か 2022 

『
壬
生
車
塚
古
墳
Ⅱ　

国
指
定
史
跡
保
存
活
用
計
画
作
成
に
伴
う
学
術
発
掘
調
査
』
壬
生
町

埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
34　

壬
生
町
教
育
委
員
会

18



後
期

3030　

ツ
ユ
ク
サ

　

ツ
ユ
ク
サ

　
今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、
羽
根
を
広
げ
た
よ
う
に
透
明
感
の
あ
る
青
い

二
枚
の
花
び
ら
を
ひ
ら
く
、
小
さ
な
夏
の
花
「
ツ
ユ
ク
サ
（
露
草
）
」
で

す
。
ツ
ユ
ク
サ
は
ツ
ユ
ク
サ
科
ツ
ユ
ク
サ
属
の
植
物
で
す
。
日
本
全
土
に

生
育
し
て
い
ま
す
。
名
前
の
由
来
は
、
「
朝
に
花
が
開
き
、
午
後
に
は
し

ぼ
ん
で
し
ま
う
」
と
い
う
性
質
か
ら
、「
朝
露
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
う
花
」

と
い
う
こ
と
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

葉
は
長
さ
五
～
八
㎝
の
先
端
が
尖
っ
た
形
状
を
し
て
い
ま
す
。
花
は
花

び
ら
が
三
枚
あ
り
、
羽
の
様
に
上
を
向
い
て
い
る
二
枚
は
大
き
く
青
色
、

下
の
一
枚
は
小
さ
く
白
色
で
目
立
ち
ま
せ
ん
。
黄
色
の
お
し
べ
が
一
本
、

め
し
べ
が
六
本
あ
り
、
花
び
ら
と
の
対
比
が
可
憐
で
鮮
や
か
で
す
。

　

こ
の
花
は
万
葉
集
に
登
場
し
、
「
月つ

き
く
さ草

」
な
ど
の
文
字
で
表
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
名
前
の
由
来
の
性
質
か
ら
、
儚

は
か
な

い
気
持
ち
を
詠よ

ん
だ
歌
が
多
く
、

小
さ
な
花
を
愛
で
る
日
本
人
の
美
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
花
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
稲
田
健
一
）

2022.6.23

10
月

2

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑥
「
と
も
に
か
ん

が
え
る
考
古
学
」（
講
師
：
堀
江
武
史

氏
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）／1

2

勝
田
中

等
教
育
学
校「
探
求
デ
イ
」ゲ
ス
ト
参
加

／1
5
-

ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

5
7

「
虎
塚
古
墳
、
再
考
！
―
謎
は
壁
画

だ
け
じ
ゃ
な
い
ー
」
開
始
／1

8
-
2
1

地

蔵
根
遺
跡
試
掘
調
査
／1

9

い
ば
キ
ラ

TV

取
材
／2

5
-

老
ノ
塚
遺
跡
・
老
ノ

塚
古
墳
群
試
掘
調
査
開
始
／2

6

中
根

小
学
校
１
年
生
ど
ん
ぐ
り
拾
い

／3
0

国
営
ひ
た
ち
海
浜
公
園
パ
ネ
ル

貸
出
【
沢
田
遺
跡
】
／3

1

『
埋
文
だ
よ
り
』

第
57
号
刊
行

11
月

1
-
2
3

第
２
回
キ
ッ
ズ
考
古
学
新
聞
コ

ン
ク
ー
ル2

0
2
2

全
国
巡
回
展

／-
1

老
ノ
塚
遺
跡
・
老
ノ
塚
古
墳
群

試
掘
調
査
終
了
／3

-
6

・1
0
-
13

虎
塚

古
墳
一
般
公
開
・
ひ
た
ち
な
か
ユ
ネ
ス

コ
協
会
公
開
支
援

／3

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑦
「
虎
塚
古
墳

を
知
ろ
う
３
」（
講
師
：
矢
島
國
雄
氏
・

さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／
３
ワ
ー
ル
ド
航

空
サ
ー
ビ
ス
団
体
見
学
／4

い
ち
ょ
う

広
場
団
体
見
学
／6

ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ

ズ
ム
団
体
見
学
／1

0

ワ
ー
ル
ド
航
空

サ
ー
ビ
ス
・
中
根
小
学
校
６
年
生
団
体

見
学

／11

勝
田
中
等
教
育
学
校
１
年
生
・

三
反
田
小
学
校
６
年
生
見
学

／16-18

津
田
若
宮
遺
跡
試
掘
調
査

／18

茨
城
大
学
４
年
生
菅
谷
こ
す
ず

氏
資
料
見
学【
武
田
石
高
遺
跡
土
師
器
】／26

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑧
「
フ
ィ
ー
ル
ド
探

検
」（
講
師
：
矢
野
徳
也
氏
）

2022

19



2023.1.15

　

編
集
後
記
の　

虎
の
子

　

年
末
の
頃
か
ら
、
職
場
の
車
の
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
鳥

の
フ
ン
が
た
く
さ
ん
付
く
状
態
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
自
然
豊
か
で
野
鳥
が
た
く
さ
ん
い
る
環
境
の

駐
車
場
な
の
で
、
最
初
は
い
つ
も
の
こ
と
と
気
に
し
て

い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
掃
除
し
て
も
す
ぐ
次
の
日
に
は

汚
れ
て
い
る
の
で
、
さ
す
が
に
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
な

と
思
い
始
め
た
。
そ
の
う
ち
、
自
分
の
車
も
被
害
に
遭

う
よ
う
に
な
り
、
犯
人
捜
し
を
し
た
結
果
が
、
掲
載
し

た
写
真
で
あ
る
。
犯
人
は
キ
セ
キ
レ
イ
だ
っ
た
。
キ
セ

キ
レ
イ
は
、
体
長
二
◯
㎝
ほ
ど
の
細
身
で
尾
が
長
く
、

お
腹
の
黄
色
が
と
て
も
き
れ
い
な
鳥
で
あ
る
。
九
州
以

北
の
ほ
ぼ
全
国
に
繁
殖
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
キ
セ
キ
レ
イ　

車
」
と
検
索

す
る
と
、
同
じ
よ
う
な
被
害
（
？
）
の
例
が
た
く
さ
ん

見
つ
か
っ
た
。縄
張
り
意
識
が
強
い
そ
う
で
、鏡
に
映
っ

た
自
分
を
敵
と
勘
違
い
し
て
の
行
動
ら
し
い
。
年
明
け

か
ら
、「
墳
（
フ
ン
）
活
」
だ
け
で
な
く
、「
フ
ン
掃
除
」

の
日
々
も
続
き
そ
う
だ
。

入館者状況（2022.10.1. ～ 2023.3.31）

（）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）

10月 26 214 1 （0） 21 （0） 235
11月 26 1388 9 （3） 298（194） 1686
12月 23 136 5 （0） 96 （0） 232
１月 23 153 1 （0） 7 （0） 160
２月 24 209  3 （0） 74 （0） 283
３月 27 747  4 （0） 99 （0） 846
合計 149 2847 23 （3） 595（194） 3442

50th Anniversary 2023

12
月

3
北
茨
城
市
歴
史
民
俗
資
料
館
ふ
る
さ

と
子
供
考
古
学
教
室
見
学
／4

ふ
る
さ

と
考
古
学
⑨「
虎
塚
古
墳
を
知
ろ
う
４
」

（
講
師
：
鈴
木
康
二
氏
・
さ
か
い
ひ
ろ

こ
氏
）

／6
-
8

遠
原
遺
跡
・
遠
原
貝
塚
試
掘
調

査
／7

千
葉
県
立
関
宿
博
物
館
資
料
返

却
【
沢
田
遺
跡
製
塩
関
連
資
料
】
／1

4
-
1
6

浅

井
内
遺
跡
試
掘
調
査
／1

8

ふ
る
さ
と

考
古
学
⑩「
と
っ
て
も
楽
し
い
考
古
学
」

（
講
師
：
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）

・
ワ
ン
ケ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム5

7

「
虎

塚
古
墳
、
再
考
！
―
謎
は
壁
画
だ
け

じ
ゃ
な
い
ー
」終
了
／2

1

東
京
都
大
田

区
立
博
物
館
資
料
返
却
【
半
分
山
遺
跡
出
土

勾
玉
ほ
か
】

　
　１

月

7

東
海
村
歴
史
と
未
来
の
交
流
館 

ま
る

博
講
座
「
海
の
古
墳
の
被
葬
者
に
せ
ま

る
」を
報
告
／1

8

十
五
郎
横
穴
墓
群
指

渋
支
群
・
館
出
支
群
近
接
地
試
掘
調
査

／2
8

茨
城
県
考
古
学
協
会
瓦
研
究
実

行
委
員
会
資
料
調
査【
原
の
寺
瓦
窯
跡
な
ど
】

／3
1
-

市
毛
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

２
月

7

茨
城
県
立
自
然
博
物
館
よ
り
遺
物
返

却
／7

-
1
0

企
画
展
に
伴
う
展
示
物
の

入
替
作
業
／-

7

市
毛
遺
跡
試
掘
調
査

終
了
／1

1

第
19
回
企
画
展「
弥
生
時
代

中
期
の
祈
り-

墓
か
ら
出
土
す
る
管
玉

-

」
開
始
・
茨
城
大
学
人
文
社
会
科
学
部

地
域
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
虎
塚
古
墳

と
臨
海
部
の
古
墳
群
に
つ
い
て
の
報
告

／1
4
-
2
1

市
毛
下
坪
遺
跡
試
掘
調
査
／

1
8

ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
第
15
回

①
「
弥
生
ビ
ー
ズ
の
世
界
」(

講
師
・
河

村
好
光
氏)

／25

②
「
碧
玉
製
管
玉
に

つ
い
て
」(

講
師
・
大
賀
克
彦
氏)

／

2
8
-

大
房
地
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

３
月

1

祝
・
入
館
者
数
二
◯
万
人
達
成

／-3

大
房
地
遺
跡
試
掘
調
査
終
了

／4

③
「
弥
生
中
期
の
墓
か
ら
出
土
す

る
玉
製
品
」(

講
師
・
田
中
美
零)

／

7-11

大
和
田
遺
跡
試
掘
調
査
／9

千

葉
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
よ
り

遺
物
返
却
／11

④
「
縄
文
の
ち
弥
生
、

と
き
ど
き
サ
メ
歯
」(

講
師
・
鈴
木
素

行
氏)

／12

市
青
少
年
課
主
催
射
爆

場
跡
地
観
察
会
で
の
説
明
／14-16

三

反
田
蜆
塚
遺
跡
試
掘
調
査
／23-26

・

30-

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／31

『
埋
文

だ
よ
り
』第
58
号
刊
行

＊入館者 20 万人目は，ひたちなか市立勝倉小学校 2年生の古賀涼馬さんです。
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