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第20回企画展　古代集落の姿−ひたちなか市の奈良・平安時代を中心に−

公開講座「ひたちなか市の考古学」第16回　古代の集落と開発
調査報告　ひたちなか海浜古墳群出土の人骨（２）　（梶ケ山眞里）

「私的茨城考古学外史−遺跡・人 出会いと別れ−」　第９回　発掘三昧への道　県外編４　（瓦吹  堅）

特集　ひたちなか市埋蔵文化財調査センター開館 30 周年 ・記念ポスター展
横穴墓を歩く㉛　高井田横穴群　（安村俊史） ひたちなか市内の発掘調査 2023

のぞき見、展示室⑦   土製円盤 歴史の小窓㉚　引っ越しの神祀り ほか

十五郎穴横穴群が国指定史跡に！　　2023 年 10 月 20 日，十五郎穴横穴群が国指定史跡にな
る答申が出ました。答申が出るのを待って，特別展「祝！十五郎穴が国指定史跡に」や市の広報誌「市
報」の特集記事の準備などを行いました。市報では，特集記事のほかに，表紙も十五郎穴にしたい
とのうれしい申し出があり，表紙撮影の現場に立ち会ったのが，今回の写真です。当初はカメラを
片手に持つ古墳女子をイメージしていましたが，雨のため急遽傘をさすポーズとなりました。雨の
おかげで薄暗い背景となり，十五郎穴がより神秘的に見えて，素敵な表紙となりました。

（2023.10.15）
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今
回
の
展
示
は
、
ひ
た
ち
な
か
市
に
お
け
る
奈
良
・

平
安
時
代
の
集
落
遺
跡
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
、
令
和

六
年
二
月
九
日
（
金
）
か
ら
五
月
八
日
（
水
）
に
か
け

て
開
催
し
ま
し
た
。展
示
は
、１
．竪
穴
住
居
の
つ
く
り
、

２
．
集
落
と
水
田
、
３
．
移
住
の
様
相
と
し
て
、
ひ
た

ち
な
か
市
を
中
心
と
し
た
事
例
を
紹
介
し
ま
し
た
。
　

　
竪
穴
住
居
の
つ
く
り
　
　
遺
跡
に
残
さ
れ
た
竪
穴
住

居
の
痕
跡
か
ら
、
住
居
構
造
全
体
の
詳
細
を
復
元
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
す
が
、『
埋
文
だ
よ
り
』
五
九
で
は

復
元
へ
の
一
歩
と
し
て
、
住
居
跡
の
分
類
と
消
長
を
整

理
し
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
の
つ
く
り
に
関
す
る
展
示
は

そ
の
成
果
を
中
心
と
し
ま
し
た
が
、
珍
し
い
遺
物
と
し

て
、
火
事
に
あ
っ
た
原
前
遺
跡
第
三
号
住
居
跡
の
床
面

か
ら
出
土
し
た
、
炭
化
し
た
敷
物
を
展
示
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、シ
ノ
ダ
ケ
？
を
密
に
並
べ
た
敷
物
の
上
に
、

ワ
ラ
で
作
っ
た
コ
モ
状
の
敷
物
が
敷
か
れ
て
い
る
炭
化

材
で
す
。
崩
壊
し
た
垂
木
材
が
上
に
乗
っ
て
い
た
こ
と

で
、
か
ろ
う
じ
て
焼
け
残
っ
た
コ
モ
状
の
敷
物
は
、
紐

で
編
み
こ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
シ
ノ
ダ
ケ
状
炭
化
物
は

下
の
図
の
赤
色
の
部
分
の
床
面
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す

の
で
、
こ
う
し
た
敷
物
が
住
居
跡
床
面
の
や
わ
ら
か
い

部
分
に
敷
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
集
落
と
水
田
　
　
那
珂
川
と
久
慈
川
の
下
流
域
で

は
、
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
ま
で
続
く
遺
跡

は
平
野
部
に
集
中
し
、
山
間
部
に
は
奈
良
・
平
安
時
代

か
ら
始
ま
る
遺
跡
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
ひ
た
ち
な
か

市
は
那
珂
川
下
流
域
の
平
野
部
に
位
置
し
て
い
ま
す
の

で
、
古
墳
時
代
か
ら
続
く
集
落
遺
跡
が
数
多
く
存
在
し

　　　　　　　　第 20回企画展

　　古代集落の姿
　　　　 ひたちなか市の奈良・平安時代を中心に
　　　　2024 年 2月 9日（金）～ 5月 8日（水）

原前遺跡第３号住居跡床面に敷かれていた敷物

焼け残った敷物　①

　原前遺跡第３号住居跡では，床面上に敷物が焼け残っていました。床の上から出土した

シノダケ状の炭化材の上から，垂木材が出土しました。床に敷かれたシノダケ状の敷物の

上に，火事で焼け崩れてきた屋根材がのっている状況と考えられます。

垂木材か

シノダケ状の炭化材

焼け残った敷物　②

　①の写真の垂木をはずした直後の写真です。垂木がのっていた部分に，ワラ状の炭化物

が焼け残った状態で出土しました。ワラ状炭化物は，シノダケ状炭化物の上に接して出土

しています。シノダケでつくられた敷物の上に，ワラでつくられた敷物がのっている状況と

思われます。竪穴住居の寝間に敷かれていた敷物の様子がわかる，とても貴重な出土例

です。

ワラ状炭化物

焼け残った敷物　③

　写真②のワラ状炭化物を注意してみると，紐（ひも）で編みこまれています。ワラを

編んで作った敷物としては，厚手に作ったムシロや，薄手に作ったコモなどが考えら

れますが，出土したワラ状炭化物は薄手に見えますので，コモのような敷物が，シノ

ダケの敷物の上に敷かれていたのではないかと考えられます。コモを敷くことで，シ

ノダケのごつごつとした感触や，床の冷たさを減らしたのでしょう。

シノダケ状炭化材の上に垂
木材がのって出土しまし
た。その垂木材をはずした
ところ…

その下にワラ状の炭化物が
燃え残っていました。シノ
ダケ状炭化物の上にワラで
つくった敷物が敷かれてい
たことがわかったのです。

しかもワラ状炭化物をよく
見ると紐で編みこまれてい
ますので，コモのような敷
物であったようです。

て
い
ま
す
。

　
遺
跡
分
布
図
で
Ａ
・
Ｂ
と
示
し
た
あ
た
り
は
、
中
丸

川
下
流
に
広
い
低
地
が
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
水
田
適

地
と
し
て
早
く
か
ら
開
発
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
那
珂
川
低
地
の
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
付
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近
は
、黄
緑
色
で
示
し
た
微
高
地
の
お
か
げ
で
、

洪
水
の
被
害
が
少
な
か
っ
た
場
所
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
も
水
田
が
つ
く
り
や
す

い
土
地
で
し
た
。
そ
う
し
た
低
地
を
望
む
台
地

縁
辺
に
は
、
集
落
遺
跡
が
す
き
間
な
く
並
ん
で

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　ひ
た
ち
な
か
市
の
奈
良
・
平
安
時
代
の
住
居
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近
は
、黄
緑
色
で
示
し
た
微
高
地
の
お
か
げ
で
、

洪
水
の
被
害
が
少
な
か
っ
た
場
所
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
も
水
田
が
つ
く
り
や
す

い
土
地
で
し
た
。
そ
う
し
た
低
地
を
望
む
台
地

縁
辺
に
は
、
集
落
遺
跡
が
す
き
間
な
く
並
ん
で

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　ひ
た
ち
な
か
市
の
奈
良
・
平
安
時
代
の
住
居
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武田西塙遺跡　7世紀第4四半期～8世紀第1四半期
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0 20m

46㎡

71㎡

31㎡

18㎡

32㎡

32㎡

19㎡

13㎡

中型住居跡

小型住居跡

新たに出現する建物

大型住居跡

前の時期の遺構

西塙遺跡７世紀第４四半期から８世紀第１四半期頃の集落

三反田下高井遺跡　8世紀第4四半期～9世紀第1四半期

220
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90
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5
17㎡

197
22㎡

182

223
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16㎡

（12㎡）

113B
8㎡

2

208
22㎡

6
9㎡

0 20m

84B
8㎡

東竈

東竈

東竈

105
27㎡

213

190
25㎡

中型住居跡

小型住居跡

新たに出現する建物

溝跡

前の時期の遺構

A

B

下高井遺跡 8世紀第４四半期から
9世紀第１四半期頃の集落

跡
数
は
九
世
紀
第
２
四
半
期
を
ピ
ー
ク
と
し
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
点
か
ら
み
ま
す
と
、
大
規

模
な
水
田
開
発
は
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
九
世
紀

前
半
頃
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
移
住
の
様
相
　
　
水
田
経
営
の
た
め
に
移
住

し
て
く
る
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
集
落
に

入
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
集
落

に
新
た
に
移
住
し
て
く
る
人
々
の
建
物
の
ま
と

ま
り
に
注
目
し
て
み
ま
す
。

　
西
塙
遺
跡
で
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初

め
の
時
期
に
、
大
型
住
居
の
ま
わ
り
に
中
型
住

居
を
有
す
る
三
つ
の
住
居
群
が
形
成
さ
れ
ま

す
。
大
型
住
居
の
二
三
五
号
住
居
は
、
前
の
時

期
の
大
型
住
居
で
あ
る
二
五
九
Ｂ
号
住
居
を
引

き
継
ぐ
住
居
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
期
に
新
た

に
出
現
す
る
三
つ
の
中
型
住
居
は
、
い
ず
れ
も

小
型
住
居
を
伴
っ
て
い
ま
す
。他
の
遺
跡
で
も
、

中
型
と
小
型
の
住
居
が
組
み
合
う
住
居
群
が
多
く
み
ら

れ
ま
す
の
で
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
八
世
紀
頃
の
一
般

的
な
住
居
群
の
構
成
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
西
塙
遺
跡

に
出
現
し
た
三
つ
の
住
居
群
は
、
西
塙
遺
跡
直
下
の
那

珂
川
低
地
に
水
田
が
班
給
さ
れ
た
人
々
の
「
家
」
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
下
高
井
遺
跡
で
は
、
平
安
時
代
初
め
ご
ろ
、
前
時
期

か
ら
続
く
住
居
群
で
あ
る
Ａ
群
の
南
西
側
に
、
中
型
住

居
を
中
心
と
す
る
Ｂ
群
が
出
現
し
ま
す
。
水
田
が
近
く

に
班
給
さ
れ
た
こ
と
で
移
住
し
て
き
た
「
家
」
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
集
落
の
南
側
に
位
置
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
水
田
は
南
側
の
那
珂
川
低
地
に
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　
西
塙
遺
跡
で
は
、
八
世
紀
中
頃
に
住
居
数
が
急
に
減

少
し
た
後
、
中
型
住
居
の
北
側
に
、
中
型
住
居
１
基
と

小
型
住
居
７
基
が
ま
と
ま
っ
て
出
現
し
ま
す
。
こ
う
し

た
小
型
の
住
居
が
集
住
す
る
姿
は
、
前
述
の
「
家
」
の

姿
と
は
異
な
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
耕
作
者

が
減
っ
て
荒
れ
た
水
田
を
再
開
発
す

る
た
め
に
集
め
ら
れ
た
人
々
の
住
居

群
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
家
ご

と
の
口
分
田
経
営
か
ら
、
有
力
者
に

よ
る
私
営
田
経
営
へ
と
、
水
田
経
営

の
あ
り
方
が
変
化
し
た
可
能
性
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
。

　八・
九
世
紀
に
は
、
水
田
の
開
発

を
重
要
な
職
務
と
す
る
郡
領
に
集
中

し
た
権
力
を
背
景
に
、
条
里
水
田
に展示のようす

今回の企画展の開催に際
し，下記の方々・機関から
ご協力をいただきました。
（50 音順，敬称略）

杉浦果奈，矢野徳也，
常陸大宮市教育委員会
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0 20m

16㎡

19㎡

8㎡

12㎡

11㎡

28㎡

12㎡

16㎡

東竈

東竈

中型住居跡

小型住居跡
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溝跡，土坑

前の時期の遺構

西塙遺跡 8世紀第 3四半期から第 4四半期頃の集落

0 20m

船窪・ぼんぼり山遺跡　10世紀第4四半期～11世紀第1四半期

船窪遺跡

ぼんぼり山遺跡

47A

小型住居跡

新たに出現する建物

船窪遺跡 10 世紀第４四半期から
11 世紀第１四半期頃の集落

代
表
さ
れ
る
大
規
模
水
田
の
造
成
と
経
営
を
進
め
る
た

め
、
広
く
平
坦
な
台
地
上
に
大
集
落
が
形
成
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
が
九
世
紀
後
半
頃
か
ら
郡
領
の
権
力
が
解
体

し
て
く
る
と
、
台
地
上
の
大
集
落
は
減
少
し
、
一
〇
世

紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
め
の
船
窪
遺
跡
や
、
一
一
世
紀

の
下
高
井
遺
跡
や
石
高
遺
跡
の
よ
う
に
、
小
型
住
居
が

分
散
し
て
居
住
す
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
住
居
は
次
の
時
期
に
は
継
続
し
な

い
、
当
期
の
み
営
ま
れ
た
住
居
で
す
。
こ
の
よ
う
に
継

続
性
に
欠
け
る
点
は
、
台
地
上
に
分
散
居
住
す
る
小
住

居
の
事
例
に
共
通
す
る
特
徴
で
す
。
移
動
が
頻
繁
に
行

わ
れ
た
畠
作
地
と
と
も
に
移
住
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
時
々
は
有
力
者
の
水
田
に
出
向
い
て
、
労
働
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
想
像
し
て
し

ま
い
ま
す
。

　
全
国
で
は
数
多
く
の
集
落
遺
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
奈
良
・
平
安
時
代
の

集
落
研
究
は
本
格
的
な
研
究
へ
と
踏
み
込
め
て
い
な
い

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
つ
一
つ
の
集
落
遺
跡

を
時
期
ご
と
に
丁
寧
に
分
析
し
、
そ
の
よ
う
に
分
析
し

た
多
数
の
集
落
構
造
を
比
較
す
る
と
い
う
、
何
年
も
か

か
る
地
道
な
作
業
が
壁
に
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で

し
ょ
う
。
将
来
、
全
国
で
そ
う
し
た
壁
を
乗
り
越
え
る

集
落
遺
跡
研
究
が
出
て
き
た
と
き
、
き
っ
と
こ
れ
ま
で

見
え
て
こ
な
か
っ
た
古
代
集
落
の
姿
が
、
私
た
ち
の
目

の
前
に
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

（
佐
々
木
義
則
）
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し，下記の方々・機関から
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公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
」
第
一
六
回

古
代
の
集
落
と
開
発

　
二
〇
二
四
年
二
月
十
七
日
か
ら
三
月
九
日
の
毎
週
土

曜
日
に
、
公
開
講
座
「
ひ
た
ち
な
か
市
の
考
古
学
　
第

一
六
回
　
古
代
の
集
落
と
開
発
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

三
名
の
研
究
者
を
お
招
き
し
、
古
代
東
日
本
の
集
落
と

開
発
に
関
す
る
御
研
究
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。
講
座
は
、
地
域
の
開
発
と
経
営
に
い
そ
し
む
古

代
人
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
内
容
で
し
た
。
な
お
、
今

回
の
講
座
は
、後
日
、記
録
集
を
刊
行
す
る
予
定
で
す
。

月 /日 演　　題 講　　師
2/17（土）古代陸奥南部の集落と開発 福島県文化財センター白河館

菅原　祥夫　氏
2/24（土）古代下総国の集落と開発 市立市川考古・歴史博物館

加藤　貴之　氏
3/2   （土） 一望千里　四角い村と四角い田

―発掘でわかる古代の国土開発―

埼玉県立自然の博物館

岩田　明広　氏

3/9   （土） ひたちなか市の古代集落の姿 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

佐々木　義則

歴
史
の
小
窓
　
そ
の
三
○　

火
事
に
あ
っ
た
西
塙
遺
跡
三
一
〇
号

住
居
跡
の
カ
マ
ド
右
脇
の
棚
上
に
置
か

れ
た
状
態
で
、
二
つ
の
杯
が
出
土
し
ま

し
た
。
杯
１
（
写
真
）
を
よ
く
見
る
と

口
縁
部
に
油
煙
が
つ
い
て
い
ま
す
の

で
、
灯
明
具
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
も
う

ひ
と
つ
の
杯
２
に
は
神
へ
の
捧
げ
も
の

が
入
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

引
っ
越
し
の
神
祀
り

ま
た
棚
の
前
の
床
か
ら
は
、
須
恵
器
の
壷
が
横
倒
し
で

出
土
し
ま
し
た
。
杯
と
と
も
に
棚
の
上
に
供
え
ら
れ
て

い
た
も
の
が
、
火
事
の
際
に
棚
か
ら
転
落
し
た
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。
酒
が
入
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
住
居
跡
か
ら
は
、
使
え
る
状
態
の
煮
炊
き
具
が

出
土
し
て
い
ま
せ
ん
。
カ
マ
ド
は
壊
さ
れ
て
い
ま
し
た

の
で
、
使
え
る
材
料
を
持
ち
出
し
た
後
の
状
況
の
よ
う

で
す
。
つ
ま
り
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
引
っ
越

し
作
業
を
ほ
ぼ
終
え
、
最
後
に
灯
明
を
と
も
し
、
神
饌

を
盛
っ
た
杯
と
酒
を
入
れ
た
長
頸
瓶
を
お
供
え
し
、
住

み
慣
れ
た
家
と
の
お
別
れ
に
際
し
て
、
神
に
祈
り
を
捧

げ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
の
で
す
。

　
も
し
か
す
る
と
灯
明
の
火
が
屋
根
の
裾
に
燃
え
移
り
、

火
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
棚
付

近
の
炭
化
材
が
よ
く
焼
け
て
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
、

火
元
を
示
し
て
い
る
気
が
す
る
の
で
す
。
　（
佐
々
木
義
則
）

「八世紀後葉以降に集落が拡大しま
す。もともと河川の下流域に集落が
あるところでは，上流域にも集落が
形成されます。特に印旛沼西岸地域
では，急に建物が増える集落がいく
つも見つかっていますので，かなり
規模の大きな開発が行われて，それ
に伴う集落が形成されています。」

「開発のピークに伴って変化する，
集落・寺院・墓・流通などは，背後
に国府や郡衙の関与がありました。
それらは，これまで個別に評価され
る傾向がありましたが，「地域開発」
というキーワードのもとに，一体的
に評価するとわかりやすいのかな，
と思います。」

福
島
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館

　   

　
菅す
が
わ
ら原

　祥さ
ち
お夫

　
氏

市
立
市
川
考
古
・
歴
史
博
物
館

   

　
　
加か
と
う藤

　貴た
か
ゆ
き之

　
氏

埼
玉
県
立
自
然
の
博
物
館

   

　
　岩い

わ
た田

　明あ
き
ひ
ろ広

　
氏

「八世紀になると，広域の国土計画
に共通する条里型地割が施工されて
きます。集落の再編成を伴いながら，
大規模用水等の整備を先行させて，
農地管理者の条里型集落が条里のな
かに形成されます。中世以後になる
と，方格地割の意味がだんだんと失
われていく時代がきます。」

6

大阪府柏原市

高井田横穴群

安村　俊史

（柏原市立歴史資料館）

　
奈
良
盆
地
の
水
を
集
め
た
大
和
川
が
大
阪
平
野
へ
流
れ

出
る
、
そ
の
右
岸
の
丘
陵
に
高
井
田
横
穴
群
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
一
六
二
基
の
横
穴
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
二
〇
〇
基
を
超
え
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
一
部
が
国
史
跡
に

指
定
さ
れ
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
に
史
跡
の
追
加
指

定
を
経
て
、
現
在
は
史
跡
高
井
田
横
穴
公
園
と
し
て
整
備
、

公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
凝
灰
岩
の
岩
盤
に
掘
ら
れ
た
横
穴
は
、
墓
道
か
ら
狭
い

羨せ
ん
ど
う道

を
抜
け
て
玄げ
ん
し
つ室

に
至
る
構
造
で
す
。
玄
室
床
面
は
方

形
も
し
く
は
縦
長
の
長
方
形
が
多
く
、
壁
面
は
垂
直
に
立

ち
上
が
り
ド
ー
ム
状
の
天
井
と
な
り
ま
す
。
非
常
に
美
し

く
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
横
穴
と
し
て
は
他
に
例
を
み
な

い
美
し
さ
で
す
。

　
こ
の
う
ち
、
二
七
基
の
横
穴
に
線
刻
壁
画
が
み
ら
れ
ま

す
。
中
で
も
有
名
な
の
は
、
第
三
支
群
五
号
横
穴
の
壁
画

で
、
船
に
乗
る
人
物
な
ど
三
体
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
他
界
へ
と
旅
立
つ
姿
を
描
い
た
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
外
に
も
騎
馬
人
物
、
馬
、
船
、
家
、
鳥
、
蓮
華
、

樹
木
、
葉
の
ほ
か
幾
何
学
的
な
文
様
が
多
数
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
後
世
に
刻
ま
れ
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
よ
う

で
す
。

　
副
葬
品
は
、
耳じ

か
ん環
、
碧
へ
き
ぎ
ょ
く
せ
い
く
だ
た
ま

玉
製
管
玉
、
琥こ
は
く
せ
い
な
つ
め
だ
ま

珀
製
棗
玉
、
ガ

ラ
ス
玉
、
土
玉
な
ど
装
身
具
が
多
く
、
ほ
か
に
は
武
器
、

馬
具
が
少
数
出
土
し
て
い
る
の
み
で
す
。
須
恵
器
・
土
師

器
は
ほ
と
ん
ど
の
横
穴
か
ら
出
土
し
て
お
り
、こ
れ
に
よ
っ

て
横
穴
が
六
世
紀
中
頃
か
ら
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
営
ま

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
渡
来
系
集
団
と
の
関

係
が
想
定
さ
れ
る
ミ
ニ
チ
ュ
ア
炊
飯
具
が
二
基
か
ら
出
土

し
て
い
ま
す
。

　
棺
は
ほ
と
ん
ど
木
棺
と
考
え
ら
れ
、
板
材
を
打
ち
付
け

た
釘
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、

造
り
付
け
の
石
棺
が
一
七
基
の
横
穴
で
見
ら
れ
ま
す
。
棺

配
置
は
、
奥
壁
に
沿
っ
て
一
棺
、
そ
の
手
前
に
縦
に
二
棺

の
三
棺
を
納
め
る
も
の
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
コ
の
字
形
の

棺
配
置
を
と
り
ま
す
。

　
横
穴
の
形
態
や
棺
配
置
か
ら
考
え
る
と
、
九
州
、
中
で

も
肥
後
地
域
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
横
穴
の
美
し
さ
か
ら
、
肥
後
か
ら
移
っ
て
き
た

石
工
集
団
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
史
跡
高
井
田
横
穴
公
園
に
隣
接
し
て
柏
原
市
立
歴
史
資

料
館
が
あ
り
、
横
穴
か
ら
の
出
土
品
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
大
和
路
線
高
井
田
駅
を
降
り
る
と
目
の
前
が
史
跡
公

園
で
す
。

たかいだ

写真２　第２支群３〜５号横穴 写真１　「船に乗る人物」線刻壁画

（第３支群５号横穴）
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物
な
ど
三
体
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
他
界
へ
と
旅
立
つ
姿
を
描
い
た
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
外
に
も
騎
馬
人
物
、
馬
、
船
、
家
、
鳥
、
蓮
華
、

樹
木
、
葉
の
ほ
か
幾
何
学
的
な
文
様
が
多
数
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
後
世
に
刻
ま
れ
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
よ
う

で
す
。

　
副
葬
品
は
、
耳じ

か
ん環
、
碧
へ
き
ぎ
ょ
く
せ
い
く
だ
た
ま

玉
製
管
玉
、
琥こ
は
く
せ
い
な
つ
め
だ
ま

珀
製
棗
玉
、
ガ

ラ
ス
玉
、
土
玉
な
ど
装
身
具
が
多
く
、
ほ
か
に
は
武
器
、

馬
具
が
少
数
出
土
し
て
い
る
の
み
で
す
。
須
恵
器
・
土
師

器
は
ほ
と
ん
ど
の
横
穴
か
ら
出
土
し
て
お
り
、こ
れ
に
よ
っ

て
横
穴
が
六
世
紀
中
頃
か
ら
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
営
ま

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
渡
来
系
集
団
と
の
関

係
が
想
定
さ
れ
る
ミ
ニ
チ
ュ
ア
炊
飯
具
が
二
基
か
ら
出
土

し
て
い
ま
す
。

　
棺
は
ほ
と
ん
ど
木
棺
と
考
え
ら
れ
、
板
材
を
打
ち
付
け

た
釘
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、

造
り
付
け
の
石
棺
が
一
七
基
の
横
穴
で
見
ら
れ
ま
す
。
棺

配
置
は
、
奥
壁
に
沿
っ
て
一
棺
、
そ
の
手
前
に
縦
に
二
棺

の
三
棺
を
納
め
る
も
の
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
コ
の
字
形
の

棺
配
置
を
と
り
ま
す
。

　
横
穴
の
形
態
や
棺
配
置
か
ら
考
え
る
と
、
九
州
、
中
で

も
肥
後
地
域
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
横
穴
の
美
し
さ
か
ら
、
肥
後
か
ら
移
っ
て
き
た

石
工
集
団
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
史
跡
高
井
田
横
穴
公
園
に
隣
接
し
て
柏
原
市
立
歴
史
資

料
館
が
あ
り
、
横
穴
か
ら
の
出
土
品
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
大
和
路
線
高
井
田
駅
を
降
り
る
と
目
の
前
が
史
跡
公

園
で
す
。

たかいだ

写真２　第２支群３〜５号横穴 写真１　「船に乗る人物」線刻壁画

（第３支群５号横穴）
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2023（令和 5）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 金
かねあげむかいやま

上向山遺
いせき

跡 4 次 金上 試掘 4月
住居跡 6基 ( 奈良・平安 )，土坑 2基，溝跡 1条，ピット 1基を確認。縄文土器，土師器，須
恵器が出土。

2 三
みたん だ こ ふ ん ぐ ん

反田古墳群 7 次 三反田 試掘 5月 溝跡 1条を確認。須恵器が出土。

3 高
こ う や ふ じ や ま

野冨士山遺
いせき

跡 20 次 高野 試掘 5月 住居跡 1基 ( 古墳 )，溝跡 1条を確認。土師器，鉄滓が出土。

4 東
ひがしなかねしみず

中根清水遺
いせき

跡 7 次 中根 試掘 5月 なし。弥生土器，土師器，須恵器，近世土器，近世陶器の破片が少量出土。

5 田
たびここふんぐん

彦古墳群 2 次 田彦 試掘 6月 溝跡 2条，ピット 4基，土坑 1基を確認。縄文土器，土師器が出土。

6 市
いちのやま

ノ山遺
いせ き

跡 1 次 長砂 試掘 6月 土坑 1基を確認。出土遺物なし。

7 柳
やなぎさわじゅうにしょ

沢十二所遺
いせき

跡 2 次 柳沢 試掘 6月 土坑 1基を確認。縄文土器が出土。

8 大
おおぼうち

房地遺
いせ き

跡 22 次 勝倉 本調査 7月
住居跡 1基（縄文），土坑 10 基（縄文 7，奈良 1，艦砲砲弾着弾跡 1，不明 1），ピット 8基を確認。
縄文土器，土師器，須恵器，陶器，石器，埴輪片，艦砲砲弾片が出土。

9 北
きたねえー

根 A遺
いせ き

跡 1 次 足崎 試掘 7月 なし。

10 平
ひらいそみやうえ

磯宮上遺
いせき

跡 2 次 平磯 試掘 7月 溝跡 2条を確認。出土遺物なし。

11 金
かねあげむかいやま

上向山遺
いせき

跡 4 次 金上 試掘 7月 住居跡 13基（奈良・平安），溝跡 7条，土坑 3基，ピット 7基を確認。土師器，須恵器，陶器が出土。

12 高
こ う や ふ じ や ま

野冨士山遺
いせき

跡 21 次 高野 試掘 7月 なし。

13 二
ふたつもりこふんぐん

ッ森古墳群 2 次 稲田 試掘 8月 土坑 1基（不明）を確認。出土遺物なし。

14 二
ふたつもりこふんぐん

ッ森古墳群 3 次 稲田 試掘 8月 なし。

15 柴
しばた

田遺
いせ き

跡 10 次 中根 試掘 8月 なし。

16 下
しもたかい

高井遺
いせ き

跡 8 次 三反田 試掘 8月
住居跡 8基（古墳 2，平安 1，時期不明 5），土坑 4基（時期不明）を確認。土師器，須恵器，陶
器が出土。

17 蜆
しいづかにしかいづか

塚西貝塚 2 次 三反田 試掘 9月 溝跡 1条，土坑 1基を確認。縄文土器，土師器が出土。

18 原
はらのてら

の寺遺
いせ き

跡 2 次 足崎 試掘 9月 なし。

19 地
じ ぞ う ね

蔵根遺
いせき

跡 9 次 勝倉 試掘 9月 土坑 1基，ピット 2基を確認。出土遺物なし。

20 筑
つくばだい

波台遺
いせ き

跡 5 次 市毛 試掘 9月
住居跡 1基（時期不明），土坑 6基（古墳 2，時期不明 4），焼土遺構 1基，ピット 2基を確認。
弥生土器，土師器，須恵器，中世土器，かわらけ，陶器，瓦，焼石，鉄製品が出土。

21
金
かねあげはなわ

上塙遺
いせ き

跡

金
かねあげこふんぐん

上古墳群
12 次
1 次 金上 試掘 10 月

住居跡 16 基（縄文 2，平安 3，時期不明 11），土坑 10 基，溝跡 2条，ピット 20 基を確認。
尖頭器，縄文土器，土師器，須恵器，砥石が出土。

22 磯
いそあいこふんぐん

合古墳群 9 次 磯崎 試掘 10 月 古墳 1基（主体部，周溝 1条 )，ピット 1基を確認。出土遺物なし。

23 勝
かつくらわかみや

倉若宮遺
いせき

跡 7 次 勝倉 試掘 10 月
住居跡 6基（奈良 1，平安 2，時期不明 3），土坑 1基（平安），溝跡 1条を確認。弥生土器，土師器，
須恵器，陶器が出土。

24 下
しもたかい

高井遺
いせ き

跡 9 次 三反田 本調査 12 月
住居跡 7基（古墳 2，奈良・平安 5），ピット 3基を確認。縄文土器，土師器，須恵器，近世陶器・
磁器，銅製丸鞆，平瓦片，勾玉形石製模造品が出土。

25 市
いちげしもつぼ

毛下坪遺
いせき

跡 25 次 市毛 試掘 12 月 住居跡 10 基（奈良・平安），溝跡 1条，ピット 1基を確認。土師器，須恵器が出土。

26 磯
いそあいこふんぐん

合古墳群 10 次 磯崎 試掘 12 月 溝跡 1条（古墳の周溝か）を確認。出土遺物なし。

27 塙
はなわつぼ

坪遺
いせ き

跡 1 次 西大島 試掘 12 月 土坑４基（時期不明），ピット 25 基を確認。出土遺物なし。

28 津
つだわ か み や

田若宮遺
いせき

跡 16 次 津田 試掘 1月 住居跡 1基（古墳），溝跡 1条，ピット１基を確認。縄文土器，弥生土器，土師器が出土。

29 二
ふたつもりこふんぐん

ッ森古墳群 4 次 稲田 試掘 1月 なし。

30 向
むかいのいー

野 E 遺
いせ き

跡 3 次 馬渡 試掘 1月 ピット１基を確認。出土遺物なし。

31 市
いちげかみつぼ

毛上坪遺
いせき

跡 37 次 市毛 試掘 1月
住居跡 11 基（古墳 8，時期不明 3），土坑 4基，溝跡 2条を確認。縄文土器，弥生土器，土師器，
須恵器，瓦が出土。

32 田
たびここふんぐん

彦古墳群 3 次 田彦 試掘 2月 土坑 1基，溝跡 3条，ピット 6基を確認。出土遺物なし。

33 田
たみやはらいち

宮原Ⅰ遺
いせき

跡 2 次 田宮原 試掘 3月 住居跡１基（古墳），ピット１基を確認。土師器が出土。

ひたちなか市内の発掘調査 2023ひたちなか市内の発掘調査 2023 ひたちなか市内の発掘調査 2023ひたちなか市内の発掘調査 2023

0 3000m

磯合古墳群磯合古墳群大房地遺跡大房地遺跡

北根A遺跡北根A遺跡

地蔵根遺跡地蔵根遺跡

柴田遺跡柴田遺跡

下高井遺跡下高井遺跡

東中根清水遺跡東中根清水遺跡

市ノ山遺跡市ノ山遺跡

筑波台遺跡筑波台遺跡

原の寺遺跡原の寺遺跡
田彦古墳群田彦古墳群

高野冨士山遺跡高野冨士山遺跡

田宮原Ⅰ遺跡田宮原Ⅰ遺跡

二ッ森古墳群二ッ森古墳群

金上向山遺跡金上向山遺跡

柳沢十二所遺跡柳沢十二所遺跡

金上塙遺跡
金上古墳群
金上塙遺跡
金上古墳群 蜆塚西貝塚蜆塚西貝塚

三反田古墳群三反田古墳群

勝倉若宮遺跡勝倉若宮遺跡

市毛下坪遺跡市毛下坪遺跡

塙坪遺跡塙坪遺跡
津田若宮遺跡津田若宮遺跡

市毛上坪遺跡市毛上坪遺跡 向野E遺跡向野E遺跡

平磯宮上遺跡平磯宮上遺跡

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
　
二
〇
二
三
年
度
の
市
内
遺
跡
は
、
試
掘
調
査
31
件
、

本
調
査
2
件
の
、
あ
わ
せ
て
33
件
の
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

　
大お
お
ぼ
う
ち

房
地
遺
跡
第
22
次
調
査
で
は
、
住
居
跡
１
基
、
土

坑
10
基
、
ピ
ッ
ト
8
基
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
住
居
跡

は
加か

そ

り
曽
利
E
１
式
期
の
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
時
期

は
縄
文
時
代
中
期
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。土
坑
は
、

七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
前
半
の
井
戸
跡
が
１
基
、
時
期

不
明
の
井
戸
跡
が
1
基
、
砲
弾
片
が
出
土
し
た
こ
と
か

ら
艦
砲
射
撃
に
よ
る
砲
弾
着
弾
跡
の
可
能
性
が
あ
る
も

の
が
1
基
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
は
、
縄
文
時
代

中
期
後
半
頃
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
た
め
、
住
居
跡

と
同
時
期
頃
に
形
成
さ
れ
た
土
坑
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
下し
も
た
か
い

高
井
遺
跡
第
9
次
調
査
で
は
、
住
居
跡
7
基
、
ピ

ッ
ト
3
基
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ゴ
ボ
ウ
の
耕
作
に

よ
る
攪か

く

乱ら
ん

が
あ
り
ま
し
た
が
、
住
居
跡
床
面
近
く
の

遺
存
状
態
は
比
較
的
よ
く
、
竈
か
ま
ど

の
袖そ

で
い
し石

や
支し

き
ゃ
く脚

が
残

り
、
多
く
の
土は

師じ

器き

や
須す

恵え

器き

が
出
土
し
ま
し
た
。
特

に
第
5
号
住
居
跡
か
ら
は
、
銅
製
丸ま
る
と
も鞆
・
平
ひ
ら
が
わ
ら瓦
片
・

勾ま
が
た
ま
が
た
せ
き
せ
い
も
ぞ
う
ひ
ん

玉
形
石
製
模
造
品
と
貴
重
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
出
土
遺
物
か
ら
住
居
跡
の
時
期
は
、
古
墳
時
代
2

基
、
奈
良
・
平
安
時
代
が
5
基
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
試
掘
調
査
で
は
、
金
か
ね
あ
げ
は
な
わ

上
塙
遺
跡
第
12
次
・
金か
ね
あ
げ上

古
墳

大房地遺跡第 22 次調査区

下高井遺跡第 9次調査　第 4・5号住居跡遺物出土状況

調査された遺跡の位置

群
第
1
次
調
査
で
尖せ
ん
と
う
き

頭
器
、

田た
び
こ彦
古
墳
群
第
2
次
調
査
で

縄
文
時
代
草
創
期
の
隆り
ゅ
う
き
せ
ん

起
線

文も
ん

土
器
が
出
土
。
磯い
そ

合あ
い

古
墳

群
第
９
次
調
査
で
は
、
古
墳

の
主
体
部
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。 

　
　
　（
田
中
美
零
）

下高井遺跡第 9次調査
第 5号住居跡出土銅製丸鞆

そ
の
７

さ
は
２
㎝
〜
６
㎝
く
ら
い
で
、
側
面
に
擦
痕
が
み
ら
れ
る
も

さ
は
２
㎝
〜
６
㎝
く
ら
い
で
、
側
面
に
擦
痕
が
み
ら
れ
る
も

の
が
多
く
出
土
し
ま
す
。
ま
た
、
中
心
に
孔
を
あ
け
た
も
の

の
が
多
く
出
土
し
ま
す
。
ま
た
、
中
心
に
孔
を
あ
け
た
も
の

も
あ
り
、
「

も
あ
り
、
「
有有ゆ

う
こ
う

ゆ
う
こ
う孔孔

土
製
円
盤
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

土
製
円
盤
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
遺
物
は
、
東
日
本
の
縄
文
時
代
全
時
期
に
み
ら

　こ
れ
ら
の
遺
物
は
、
東
日
本
の
縄
文
時
代
全
時
期
に
み
ら

れ
ま
す
が
、
特
に
中
期
の
遺
跡
か
ら
多
く
出
土
す
る
傾
向
が

れ
ま
す
が
、
特
に
中
期
の
遺
跡
か
ら
多
く
出
土
す
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
遺
跡
か
ら
多
量
に
出
土
す
る
こ
と
も
あ
る
土
製

あ
り
ま
す
。
遺
跡
か
ら
多
量
に
出
土
す
る
こ
と
も
あ
る
土
製

円
盤
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
明

円
盤
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
明

確
に
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
道
具
や

確
に
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
道
具
や

筒
状
の
容
器
の
蓋
や
栓
、
数
を
表
す
た
め
の
換
算
具
、
木
製

筒
状
の
容
器
の
蓋
や
栓
、
数
を
表
す
た
め
の
換
算
具
、
木
製

品
の
仕
上
げ
に
使
用
し
た
研
磨
道
具
で
あ
る
と
い
っ
た
考
察

品
の
仕
上
げ
に
使
用
し
た
研
磨
道
具
で
あ
る
と
い
っ
た
考
察

が
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

が
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　市
内
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
の
加
曽
利

　市
内
で
は
、
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2023（令和 5）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 金
かねあげむかいやま

上向山遺
いせき

跡 4 次 金上 試掘 4月
住居跡 6基 ( 奈良・平安 )，土坑 2基，溝跡 1条，ピット 1基を確認。縄文土器，土師器，須
恵器が出土。

2 三
みたん だ こ ふ ん ぐ ん

反田古墳群 7 次 三反田 試掘 5月 溝跡 1条を確認。須恵器が出土。

3 高
こ う や ふ じ や ま

野冨士山遺
いせき

跡 20 次 高野 試掘 5月 住居跡 1基 ( 古墳 )，溝跡 1条を確認。土師器，鉄滓が出土。

4 東
ひがしなかねしみず

中根清水遺
いせき

跡 7 次 中根 試掘 5月 なし。弥生土器，土師器，須恵器，近世土器，近世陶器の破片が少量出土。

5 田
たびここふんぐん

彦古墳群 2 次 田彦 試掘 6月 溝跡 2条，ピット 4基，土坑 1基を確認。縄文土器，土師器が出土。

6 市
いちのやま

ノ山遺
いせ き

跡 1 次 長砂 試掘 6月 土坑 1基を確認。出土遺物なし。

7 柳
やなぎさわじゅうにしょ

沢十二所遺
いせき

跡 2 次 柳沢 試掘 6月 土坑 1基を確認。縄文土器が出土。

8 大
おおぼうち

房地遺
いせ き

跡 22 次 勝倉 本調査 7月
住居跡 1基（縄文），土坑 10 基（縄文 7，奈良 1，艦砲砲弾着弾跡 1，不明 1），ピット 8基を確認。
縄文土器，土師器，須恵器，陶器，石器，埴輪片，艦砲砲弾片が出土。

9 北
きたねえー

根 A遺
いせ き

跡 1 次 足崎 試掘 7月 なし。

10 平
ひらいそみやうえ

磯宮上遺
いせき

跡 2 次 平磯 試掘 7月 溝跡 2条を確認。出土遺物なし。

11 金
かねあげむかいやま

上向山遺
いせき

跡 4 次 金上 試掘 7月 住居跡 13基（奈良・平安），溝跡 7条，土坑 3基，ピット 7基を確認。土師器，須恵器，陶器が出土。

12 高
こ う や ふ じ や ま

野冨士山遺
いせき

跡 21 次 高野 試掘 7月 なし。

13 二
ふたつもりこふんぐん

ッ森古墳群 2 次 稲田 試掘 8月 土坑 1基（不明）を確認。出土遺物なし。

14 二
ふたつもりこふんぐん

ッ森古墳群 3 次 稲田 試掘 8月 なし。

15 柴
しばた

田遺
いせ き

跡 10 次 中根 試掘 8月 なし。

16 下
しもたかい

高井遺
いせ き

跡 8 次 三反田 試掘 8月
住居跡 8基（古墳 2，平安 1，時期不明 5），土坑 4基（時期不明）を確認。土師器，須恵器，陶
器が出土。

17 蜆
しいづかにしかいづか

塚西貝塚 2 次 三反田 試掘 9月 溝跡 1条，土坑 1基を確認。縄文土器，土師器が出土。

18 原
はらのてら

の寺遺
いせ き

跡 2 次 足崎 試掘 9月 なし。

19 地
じ ぞ う ね

蔵根遺
いせき

跡 9 次 勝倉 試掘 9月 土坑 1基，ピット 2基を確認。出土遺物なし。

20 筑
つくばだい

波台遺
いせ き

跡 5 次 市毛 試掘 9月
住居跡 1基（時期不明），土坑 6基（古墳 2，時期不明 4），焼土遺構 1基，ピット 2基を確認。
弥生土器，土師器，須恵器，中世土器，かわらけ，陶器，瓦，焼石，鉄製品が出土。

21
金
かねあげはなわ

上塙遺
いせ き

跡

金
かねあげこふんぐん

上古墳群
12 次
1 次 金上 試掘 10 月

住居跡 16 基（縄文 2，平安 3，時期不明 11），土坑 10 基，溝跡 2条，ピット 20 基を確認。
尖頭器，縄文土器，土師器，須恵器，砥石が出土。

22 磯
いそあいこふんぐん

合古墳群 9 次 磯崎 試掘 10 月 古墳 1基（主体部，周溝 1条 )，ピット 1基を確認。出土遺物なし。

23 勝
かつくらわかみや

倉若宮遺
いせき

跡 7 次 勝倉 試掘 10 月
住居跡 6基（奈良 1，平安 2，時期不明 3），土坑 1基（平安），溝跡 1条を確認。弥生土器，土師器，
須恵器，陶器が出土。

24 下
しもたかい

高井遺
いせ き

跡 9 次 三反田 本調査 12 月
住居跡 7基（古墳 2，奈良・平安 5），ピット 3基を確認。縄文土器，土師器，須恵器，近世陶器・
磁器，銅製丸鞆，平瓦片，勾玉形石製模造品が出土。

25 市
いちげしもつぼ

毛下坪遺
いせき

跡 25 次 市毛 試掘 12 月 住居跡 10 基（奈良・平安），溝跡 1条，ピット 1基を確認。土師器，須恵器が出土。

26 磯
いそあいこふんぐん

合古墳群 10 次 磯崎 試掘 12 月 溝跡 1条（古墳の周溝か）を確認。出土遺物なし。

27 塙
はなわつぼ

坪遺
いせ き

跡 1 次 西大島 試掘 12 月 土坑４基（時期不明），ピット 25 基を確認。出土遺物なし。

28 津
つだわ か み や

田若宮遺
いせき

跡 16 次 津田 試掘 1月 住居跡 1基（古墳），溝跡 1条，ピット１基を確認。縄文土器，弥生土器，土師器が出土。

29 二
ふたつもりこふんぐん

ッ森古墳群 4 次 稲田 試掘 1月 なし。

30 向
むかいのいー

野 E 遺
いせ き

跡 3 次 馬渡 試掘 1月 ピット１基を確認。出土遺物なし。

31 市
いちげかみつぼ

毛上坪遺
いせき

跡 37 次 市毛 試掘 1月
住居跡 11 基（古墳 8，時期不明 3），土坑 4基，溝跡 2条を確認。縄文土器，弥生土器，土師器，
須恵器，瓦が出土。

32 田
たびここふんぐん

彦古墳群 3 次 田彦 試掘 2月 土坑 1基，溝跡 3条，ピット 6基を確認。出土遺物なし。

33 田
たみやはらいち

宮原Ⅰ遺
いせき

跡 2 次 田宮原 試掘 3月 住居跡１基（古墳），ピット１基を確認。土師器が出土。

ひたちなか市内の発掘調査 2023ひたちなか市内の発掘調査 2023
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ひたちなか市埋蔵文化財調査センター
開館　３０周年！！！

　埋文センターは，1993（平成 5）年に開館してから，2023 年 12 月 3 日で 30 周年を迎

えました。これまでに，企画展や体験講座などの行事，学校の団体見学や博物館実習

で多くの方に利用していただきました。30 周年を迎えることができたのも，来館して

いただいた方々のおかげです。2013（平成 25）年で 20 周年を迎えた際に，当センターの

歩みをまとめ埋文だよりに掲載しました（埋文だより第 41 号）。今回は，センターが実

施している事業について，紹介していきたいと思います。（田中 美零）

　開館 30周年を迎えたことを記念して，企画展のポスターを展示して
振り返る特別展を開催しました。
　企画展は，2007（平成 19）年度から開催しており，公開講座「ひたち
なか市の考古学」と内容を連動した展示や，これまでの調査研究の成果
などを，市内の出土資料や他機関から借用してきた資料を利用して実
施してきました。これまでに，縄文時代を５回，弥生時代を３回，古
墳時代を５回，奈良・平安時代を５回と，過去に発行していた年報の
フィールドノートについての企画展を行い，2023 年度で第 20回とな
ります。センターでは企画展の他に，展示ケース 1つを使いミニ展示
を行うワンケースミュージアムも 2006（平成 18）年度から年に３回程

ポスター展　企画展の歩みポスター展　企画展の歩み

大学では，学芸員の資格を取るためのカ

リキュラムとして，博物館に行って実務を行う博物館

実習があります。その実習をセンターでは，1995（平成 7）年度

から実施しています。展示資料の取り扱い方として展示ケースの清掃

や，調査研究のための資料製作の手伝いなどを内容として行っています。

また，実習生たちで企画から展示方法までを考えて行う，大型資料収蔵庫

での展示を毎年実施しています。中学生の職場体験は 1994（平成 6年度か

ら受け入れています。出土した土器の洗浄や遺物の注記など，センター

の仕事の手伝いをしながら，どんな仕事をしているのかを体験して

もらっています。普段は触ることができない本物の土器に触

れ合えるということもあり，みんな眼を輝かせて

体験をしています。

公開講座は，市民の方々に埋蔵文化財

や郷土の歴史について理解を深めていただくために，

1994（平成 6）年度から開催しています。最初は，「やさしい埋

蔵文化財講座」と題して，講師 4人の方に講座をお願いしていまし

た。その後，2007（平成 19）年度に「ひたちなか市の考古学」に名称を変更

し，2023 年度で第 16 回となります。この公開講座は，内容を文字起こしし，

記録集として刊行しています。遺跡めぐりは，遺跡のバスツアーを実施し

てほしいという多数の意見があり，1996（平成8）年度から実施しています。

この遺跡めぐりでは，県内の遺跡のほか，隣接する他県にも訪れる

ことがあります。自分ではなかなか訪れることがない遺跡を，

解説付きでめぐることができるので，毎年多くの

方に応募していただいています。

公開講座・遺跡めぐり公開講座・遺跡めぐり

センターでは開館当初から，「夏休み親

子歴史教室」で遺跡を歩き遺物を採集したり，土器の

拓本をとるなどの事業を行っていました。そして，2006（平成

18）年度からは，「ふるさと考古学−遺跡と人のワークショップ−」が

始まり，小学 4年生〜中学 3年生対象の講座を実施しています。ふるさ

と考古学は，遺跡やものを通して生活と文化を学ぶ講座です。土器や石，

ガラス，骨，貝など様々な分野の専門家と一緒に，実際に見て触れて，作

って使ってと，自分たちで考えて学んでいく内容となっています。8月

〜 12 月の間で年に 12 回程の講座を行っており，これまでに 138 回

の講座を開催しました。かつてふるさと考古学を受講した子供

たちが，大人になり考古学に携わる仕事をしてい

るという嬉しい報告もあります。

ふるさと考古学ふるさと考古学

実施しており，第 59回までを今年度実施しました。ポスターは，企画者が展示内容と合わせて展示
資料をのせてデザインし，製作したものです。企画展が終了すると日の目を見ないポスターですが，
30周年という節目に，全てのポスターを展示し，企画展の内容解説をする展示にしました。

市内には，現在周知されているもので，

約 300 の遺跡があります。遺跡の範囲に指定されてい

る場所の開発を行う時には，必ず調査が必要になります。まず，

開発場所に遺構がどのように広がっているのかを，試掘調査で確認し

ます。そして，確認された遺構が，開発により壊されてしまう場合には

本調査を実施し，遺跡の記録を行います。センターではこれらの発掘調査と，

出土した遺物の整理，報告，保管を主な業務として行っています。センタ

ーを開館してからの調査は，約 150 遺跡に対して，600 件近くも実施し

ており，最近では年間に約 30 件の調査を行っています。収蔵庫に

は現在，これまで調査してきた遺跡から出土した遺物が，縦

590 ㎜×横 380 ㎜の灰色のテン箱に入り，約 7000

箱収蔵されています。

遺跡の発掘調査遺跡の発掘調査

博物館実習・職場体験博物館実習・職場体験
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実習があります。その実習をセンターでは，1995（平成 7）年度

から実施しています。展示資料の取り扱い方として展示ケースの清掃

や，調査研究のための資料製作の手伝いなどを内容として行っています。
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ら受け入れています。出土した土器の洗浄や遺物の注記など，センター

の仕事の手伝いをしながら，どんな仕事をしているのかを体験して

もらっています。普段は触ることができない本物の土器に触

れ合えるということもあり，みんな眼を輝かせて

体験をしています。
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と考古学は，遺跡やものを通して生活と文化を学ぶ講座です。土器や石，

ガラス，骨，貝など様々な分野の専門家と一緒に，実際に見て触れて，作

って使ってと，自分たちで考えて学んでいく内容となっています。8月

〜 12 月の間で年に 12 回程の講座を行っており，これまでに 138 回

の講座を開催しました。かつてふるさと考古学を受講した子供

たちが，大人になり考古学に携わる仕事をしてい

るという嬉しい報告もあります。

ふるさと考古学ふるさと考古学

実施しており，第 59回までを今年度実施しました。ポスターは，企画者が展示内容と合わせて展示
資料をのせてデザインし，製作したものです。企画展が終了すると日の目を見ないポスターですが，
30周年という節目に，全てのポスターを展示し，企画展の内容解説をする展示にしました。

市内には，現在周知されているもので，

約 300 の遺跡があります。遺跡の範囲に指定されてい

る場所の開発を行う時には，必ず調査が必要になります。まず，

開発場所に遺構がどのように広がっているのかを，試掘調査で確認し

ます。そして，確認された遺構が，開発により壊されてしまう場合には

本調査を実施し，遺跡の記録を行います。センターではこれらの発掘調査と，

出土した遺物の整理，報告，保管を主な業務として行っています。センタ

ーを開館してからの調査は，約 150 遺跡に対して，600 件近くも実施し

ており，最近では年間に約 30 件の調査を行っています。収蔵庫に

は現在，これまで調査してきた遺跡から出土した遺物が，縦

590 ㎜×横 380 ㎜の灰色のテン箱に入り，約 7000

箱収蔵されています。

遺跡の発掘調査遺跡の発掘調査

博物館実習・職場体験博物館実習・職場体験
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磐
線
南
柏
駅
ま
で
の
一
か
月
定
期
券
を
購
入
。
私
は
そ
の

定
期
券
で
時
々
南
柏
へ
通
っ
た
。
南
柏
駅
か
ら
は
光
ケ
丘

経
由
の
バ
ス
で
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
施
設
へ
行

き
、
そ
の
一
室
で
実
測
な
ど
の
作
業
を
し
、
時
に
は
宿
泊

も
し
た
。
施
設
の
入
口
右
側
に
は
管
理
員
室
が
あ
り
、
施

設
管
理
を
委
託
さ
れ
た
ご
夫
婦
が
お
ら
れ
た
。
管
理
人
さ

ん
に
事
前
に
宿
泊
を
伝
え
る
と
、
大
き
な
風
呂
を
沸
か
し

て
お
い
て
く
れ
、
料
理
好
き
な
ご
主
人
に
招
か
れ
、
夕
食

も
何
度
か
ビ
ー
ル
付
き
で
ご
馳
走
に
な
っ
た
。
奥
さ
ん
は

大
柄
の
人
だ
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
話
す
内
に
あ
の
ド
リ
フ

タ
ー
ズ
メ
ン
バ
ー
高
木
ブ
ー
氏
の
お
姉
さ
ん
だ
と
知
っ
た
。

調
査
や
整
理
で
指
導
を
受
け
た
古
宮
隆
信
先
生
は
、
平
成

二
三
年
一
月
一
七
日
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
茨
城
県
内
の
調
査
に
多
く
参
加
（
別
号
に
後
述
）

し
た
が
、
昭
和
四
七
年
一
○
月
一
日
か
ら
一
二
月
九
日
に

は
住
宅
団
地
造
成
に
伴
う
我
孫
子
市
久く

じ

け
寺
家
遺
跡
の
調
査

に
参
加
し
、
下
津
谷
団
長
の
下
で
現
場
を
指
揮
し
た
。
遺

跡
は
布
施
弁
天
入
口
の
バ
ス
停
か
ら
東
に
か
な
り
離
れ
た

林
の
中
の
畑
で
、
宿
舎
は
現
場
脇
に
建
て
ら
れ
た
造
成
業

者
の
プ
レ
ハ
ブ
。
調
査
参
加
者
に
は
食
事
が
提
供
さ
れ
、

夕
食
時
に
は
手
頃
な
焼
酎
「
白
波
」
を
よ
く
飲
ん
だ
記
憶

が
あ
る
。
発
掘
に
は
田た
み
や
か
ず
の
り

宮
一
典
・
北
き
た
む
ら
ま
こ
と

村
誠
・
竹た
け
ざ
き
さ
な
お

崎
真
夫
・

藤ふ
じ
え
だ
ま
さ
ゆ
き

枝
政
幸
・
藤ふ
じ
い
ゆ
き
え

井
裕
紀
枝
・
辻つ
じ
か
ず
な
り

和
成
君
等
が
参
加
し
、
こ

の
遺
跡
が
終
了
す
る
と
す
ぐ
に
流
山
市
下し
も
は
な
わ

花
輪
第
２
遺
跡

の
調
査
に
移
動
し
た
。
こ
の
遺
跡
は
野
田
線
初
石
駅
か
ら

徒
歩
一
○
分
ほ
ど
の
畑
地
で
、
遺
跡
内
に
は
プ
レ
ハ
ブ
の

事
務
所
が
建
て
ら
れ
、
昼
食
は
雇
わ
れ
た
お
ば
ち
ゃ
ん
の

料
理
だ
っ
た
。
こ
の
遺
跡
は
昭
和
四
八
年
三
月
ま
で
三
次

に
渡
っ
て
調
査
が
実
施
さ
れ
、
参
加
者
は
久
寺
家
遺
跡
か

ら
移
動
し
て
き
た
学
生
が
多
か
っ
た
が
、
新
た
に
国
士
舘

大
学
か
ら
新あ

ら
い
か
ず
ゆ
き

井
和
之
君
や
水み
ず
の
よ
り
と
し

野
順
敏
・
松ま
つ
だ
ま
さ
き

田
政
基
・
鈴す
ず
き木

美よ
し
は
る治
君
等
が
参
加
し
、
彼
ら
と
は
現
在
で
も
交
流
が
続
い

て
い
る
。
昭
和
四
三
年
に
桶
川
市
西
小
遺
跡
の
見
学
に
来

た
時
は
中
学
生
だ
っ
た
新
井
君
は
大
学
生
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
遺
跡
で
私
は
初
め
て
地
下
式
坑
の
調
査
を
体
験
し
た

が
、
そ
の
後
茨
城
県
内
で
も
調
査
例
が
増
加
し
た
。
我
々

は
時
々
「
頑
張
ろ
う
宴
会
」
を
開
催
し
た
。
こ
の
宴
に
は

某
女
子
大
生
の
新
井
君
の
姉
上
を
招
待
し
て
開
催
し
、
楽

し
い
一
時
を
過
ご
し
た
。
私
の
茨
城
県
外
で
の
発
掘
参
加

は
、
昭
和
五
○
年
以
降
一
四
遺
跡
に
及
ん
だ
が
、
こ
の
遺

跡
で
幕
を
閉
じ
た
。

2023.10.21

樋口先生の色紙

愛称：らんたろう

　
自
分
の
発
掘
歴
の
中
で
発
掘
漬
け
の
昭
和
四
三
年
は
、

発
掘
参
加
約
百
日
で
、
発
掘
遺
跡
は
一
三
遺
跡
に
及
ん
だ
。

こ
れ
で
は
大
学
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
暮
の
一
二

月
一
三
日
か
ら
二
○
日
ま
で
、
流
山
市
東ひ
が
し
ふ
か
い

深
井
古
墳
群
の

調
査
に
参
加
し
た
。
野
田
市
立
博
物
館
下し
も
つ
や

津
谷
館
長
が
団

長
で
、
川
か
わ
い
し
ょ
う
い
ち

井
正
一
氏
や
立
正
大
学
の
野の
じ
り
つ
よ
し

尻
侃
・
河か
わ
ち
と
し
ゆ
き

地
俊
幸
・

福ふ
く
ま
げ
ん
間
元
・
渋し
ぶ
や
こ
う
へ
い

谷
興
平
君
等
が
参
加
（
毎
回
タ
イ
ト
ル
下
の

筆
者
写
真
は
こ
の
古
墳
調
査
の
時
の
も
の
）。
調
査
し
た
古

墳
か
ら
は
人
物
埴
輪
等
が
出
土
し
、
現
在
流
山
市
立
博
物

館
に
収
蔵
・
展
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
古
墳
群
は
、

古
墳
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
発
掘
期
間
中
に
当
時
テ
レ
ビ
講
座
で
有

名
だ
っ
た
樋ひ
ぐ
ち
き
よ
ゆ
き

口
清
之
先
生
が
視
察
に
来
訪
さ
れ
た
。
そ
の

後
の
昭
和
五
二
年
に
私
の
結
婚
が
決
ま
り
、
樋
口
研
究
室

（
考
古
学
第
一
研
究
室
）
へ
挨
拶
に
伺
う
と
、
樋
口
先
生
か

ら
お
祝
い
と
色
紙
二
枚
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
一
枚
の
色

紙
に
は
「
林
中
不
売
薪
」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
家
庭
で
は

考
古
学
の
話
ば
か
り
し
な
い
よ
う
に
」
と
諭
さ
れ
た
。

　
年
が
明
け
た
昭
和
四
四
年
一
月
一
八
日
、
全
共
闘
を
主

体
と
す
る
学
生
が
、
大
学
運
営
の
民
主
化
等
を
求
め
て
東

大
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
安
田
講
堂
を
占
拠
す
る
事
件
が
起

き
た
。
講
堂
を
占
拠
し
て
い
た
学
生
達
か
ら
機
動
隊
に
向

け
て
火
炎
瓶
が
投
げ
ら
れ
、
こ
の
騒
動
の
テ
レ
ビ
中
継
を

私
は
食
い
入
る
よ
う
に
見
た
。
こ
の
騒
動
で
は
火
炎
瓶
の

ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
投
石
と
し
て
使
用
さ
れ
た
よ
う

だ
。
騒
動
が
終
結
し
て
暫
く
た
つ
と
、
神
田
あ
た
り
の
骨

董
屋
の
店
先
に
東
大
所
蔵
の
考
古
資
料
が
並
ん
で
い
た
と

大
学
関
係
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
三
月
下
旬
の
旧
八
郷
町
瓦か

わ
ら
づ
か塚
瓦
窯
跡
調
査
（『
埋
文
だ

よ
り
』
58
号
）
の
後
、
三
月
二
八
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で

柏
市
中な
か
ば
ば
馬
場
遺
跡
の
調
査
に
参
加
し
た
。

　
遺
跡
は
手
賀
沼
の
北
側
台
地
上
に
あ
り
、
北
柏
駅
新
設

に
関
わ
る
調
査
だ
っ
た
。
こ
の
期
間
何
日
か
は
用
事
で
現

場
を
離
れ
た
が
、
検
出
遺
構
も
多
く
、
特
に
当
時
弥
生
時

代
後
期
で
楕
円
形
状
の
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
弥
生
土
器

が
注
目
さ
れ
た
。
時
々
指
導
の
た
め
武
蔵
野
手
打
ち
う
ど

ん
博
士
で
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
の
加か
と
う
ゆ
う
じ

藤
有
次
先
生

も
参
加
さ
れ
た
。
参
加
学
生
は
高た
か
は
し
か
ず
お

橋
一
夫
・
日く
さ
か
お
さ
む

下
治
氏
等

先
輩
と
、
舘た
て
の
た
か
し

野
孝
・
山や
ま
し
た
ふ
さ
こ

下
房
子
・
横よ
こ
お
や
す
こ

尾
康
子
君
達
後
輩
。

宿
舎
は
柏
駅
南
の
旧
水
戸
街
道
沿
い
に
あ
る
水
戸
屋
旅
館
。

こ
の
頃
、
若
木
考
古
学
会
の
学
会
旗
を
新
調
し
た
が
、
そ

の
学
会
旗
を
持
ち
出
し
、
中
馬
場
遺
跡
で
発
掘
し
て
い
た

我
々
学
生
の
前
で
「
行
政
発
掘
反
対
！
緊
急
発
掘
反
対
！
」

な
ど
と
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
し
た
先
輩
も
い
た
が
、
こ
の

頃
他
の
大
学
で
も
緊
急
発
掘
反
対
の
学
生
運
動
が
起
こ
っ

て
い
た
。
こ
の
調
査
の
時
、
誰
か
が
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
を

被
っ
て
調
査
に
参
加
し
た
。
調
査
担
当
の
古こ
み
や
た
か
の
ぶ

宮
隆
信
先
生

が
そ
れ
を
気
に
入
り
、
発
掘
の
主
要
メ
ン
バ
ー
分
を
購
入

し
て
配
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
頃
我
々
の
現
場
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
は
、ヤ
ッ
ケ
に
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
と
キ
ャ
ラ
バ
ン
シ
ュ
ー

ズ
で
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
は
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
を
被
っ

て
発
掘
し
て
い
た
。
こ
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
私
が
離

脱
し
て
か
ら
も
細
々
と
続
い
て
い
た
よ
う
だ
が
、
初
冬
の

頃
古
宮
先
生
か
ら
呼
び
出
し
が
掛
か
り
「
何
日
で
も
良
い

の
で
、
中
馬
場
の
整
理
を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
わ
れ
た
。

古
宮
先
生
は
私
の
住
む
西
武
池
袋
線
の
中
村
橋
駅
か
ら
常

私的茨城考古学外史―遺跡・人　出会いと別れ―
第９回　発掘三昧への道　県外編４

瓦吹　堅

東京都・和歌山県・静岡県・千葉県
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国
士
舘

大
学
か
ら
新あ

ら
い
か
ず
ゆ
き

井
和
之
君
や
水み
ず
の
よ
り
と
し

野
順
敏
・
松ま
つ
だ
ま
さ
き

田
政
基
・
鈴す
ず
き木

美よ
し
は
る治
君
等
が
参
加
し
、
彼
ら
と
は
現
在
で
も
交
流
が
続
い

て
い
る
。
昭
和
四
三
年
に
桶
川
市
西
小
遺
跡
の
見
学
に
来

た
時
は
中
学
生
だ
っ
た
新
井
君
は
大
学
生
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
遺
跡
で
私
は
初
め
て
地
下
式
坑
の
調
査
を
体
験
し
た

が
、
そ
の
後
茨
城
県
内
で
も
調
査
例
が
増
加
し
た
。
我
々

は
時
々
「
頑
張
ろ
う
宴
会
」
を
開
催
し
た
。
こ
の
宴
に
は

某
女
子
大
生
の
新
井
君
の
姉
上
を
招
待
し
て
開
催
し
、
楽

し
い
一
時
を
過
ご
し
た
。
私
の
茨
城
県
外
で
の
発
掘
参
加

は
、
昭
和
五
○
年
以
降
一
四
遺
跡
に
及
ん
だ
が
、
こ
の
遺

跡
で
幕
を
閉
じ
た
。

2023.10.21

樋口先生の色紙

愛称：らんたろう
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る
が
、
踵
骨
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
性
別
は
男
性
、
年
齢
は

壮
年
期
と
判
断
す
る
。

　
個
体
③
は
、N

O
.5

の
右
大
腿
骨
に
代
表
さ
れ
、
最
大

長
は
40
㎝
で
、
そ
の
形
態
は
個
体
②
のN

o.6 

と
類
似
し

て
い
る
。
性
別
は
男
性
の
可
能
性
が
高
い
。
年
齢
は
、
歯

の
保
存
も
成
人
三
体
と
も
類
似
し
た
咬
耗
程
度
で
あ
る
こ

と
か
ら
壮
年
期
で
あ
る
。

　
個
体
④
は
、
小
児
個
体
で
六
才
～
一
○
才
程
度
の
未
成

年
と
推
測
さ
れ
る
。

　
な
お
、
個
体
②
の
大
腿
骨
遠
位
端
の
後
面
に
は
若
い
頃

の
骨
折
治
癒
痕
が
確
認
で
き
る
。

【2011-

１
号
石
棺
墓
】　
こ
の
石
棺
に
埋
葬
さ
れ
た
被
葬

者
は
、
熟
年
女
性
と
推
定
さ
れ
る
。

　
頭
蓋
骨
は
、
前
頭
骨
お
よ
び
顔
面
頭
蓋
が
保
存
さ
れ
て

い
る
。
冠
状
縫
合
は
外
板
で
は
癒
合
が
進
ん
で
い
る
。
内

面
観
は
消
失
し
て
痕
跡
は
な
い
。
側
頭
骨
の
乳
様
突
起
は

や
や
大
き
く
、
外
耳
孔
は
縦
長
楕
円
形
で
あ
る
。
眉
間
や

眉
弓
の
隆
起
は
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
鼻

根
部
は
平
坦
で
あ
る
。
鼻
背
の
隆
起
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

い
。
眼
窩
形
は
隅
丸
方
形
で
、
眼
窩
上
孔
は
左
右
に
開
存

し
、
前
頭
骨
頬
骨
突
起
は
や
や
下
に
垂
れ
て
い
る
。
顔
面

骨
格
は
低
く
幅
が
狭
い
。
右
頬
骨
弓
幅
は
お
お
よ
そ127

㎜
で
狭
い
。
そ
れ
は
中
顔
幅101

㎜
か
ら
も
推
測
で
き
、

（
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
上
顔
示
数64.4

）
低
顔
に
属
す
る
。
鼻

根
部
は
広
く
、
平
坦
で
あ
る
。
梨
状
口
は
幅
広
く
、
鼻
示

数
は
過
広
型
で
あ
る
。
梨
状
口
の
下
縁
は
鋭
角
。
上
顎
体

の
前
面
は
、
特
に
左
眼
窩
下
孔
直
下
部
に
深
い
陥
没
が
み

ら
れ
、
左
上
顎
犬
歯
窩
に
は
多
孔
質
状
の
変
形
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
菌
の
繁
殖
に
よ
り
歯
槽
骨
が
崩
壊
し
凹
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。
右
側
に
は
な
い
。
し
か
し
、
右
下
顎
骨
の

対
応
す
る
歯
槽
骨
に
は
歯
槽
膿
漏
包
の
痕
跡
を
確
認
で
き

る
。
口
腔
内
環
境
が
非
常
に
悪
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
。
頬
上
顎
結
節
は
な
く
、
上
顎
骨
の
頬
骨
下
縁
は
緩
や

か
に
湾
曲
し
頬
骨
へ
続
く
。
上
顎
骨
は
左
右
と
も
大
臼
歯

が
生
前
に
脱
落
し
、歯
槽
の
退
縮
が
著
し
い
。
下
顎
骨
は
、

左
下
顎
体
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
。
左
下
顎
角
は
外
反

せ
ず
、
下
顎
枝
幅
は
（33.5

）
中
程
度
で
あ
る
。
な
お
、

下
顎
左
右
に
下
顎
隆
起
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
歯
の
保

存
状
態
は
以
下
の
歯
式
の
通
り
で
あ
る
。
保
存
さ
れ
て
い

る
歯
の
咬
耗
程
度
は
、
象
牙
質
が
面
状
に
擦
り
減
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
年
齢
は
熟
年
で
あ
る
。

　
躯
幹
骨
で
は
、
椎
骨
、
肋
骨
、
胸
骨
が
保
存
さ
れ
て
い

る
。
椎
骨
の
な
か
の
、
腰
椎
の
椎
体
辺
縁
に
は
骨
棘
が
形

成
さ
れ
、
加
齢
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
左
鎖
骨
の
骨
体
は
細
く
、
全
体
的
に
華
奢
で
あ
る
。
寛

骨
は
左
恥
骨
部
分
が
保
存
さ
れ
て
、輪
郭
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
自
由
四
肢
骨
で
は
、
左
右
大
腿
骨
、
左
右
脛
骨
が
保
存

さ
れ
て
い
る
。
大
腿
骨
骨
体
は
そ
れ
ほ
ど
太
く
な
く
（
周

80
㎜
）、
後
面
粗
線
の
発
達
も
弱
く
、
大
腿
骨
下
間
窩
は

狭
く
、
女
性
の
特
徴
で
あ
る
。
脛
骨
は
骨
間
縁
の
発
達
は

弱
く
、骨
体
断
面
の
扁
平
性
は
な
い
。
骨
体
も
太
く
な
い
。

【2015

‐
２
号
石
棺
墓
】　
石
棺
内
に
二
体
の
被
葬
者

が
、
お
お
む
ね
解
剖
学
的
配
列
を
保
っ
た
ま
ま
、
頭
部
を

北
側
に
、
上
下
に
重
な
り
検
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
上

の
人
骨
を
個
体
①
、
下
の
人
骨
を
個
体
②
と
し
て
記
載
す

る
。
個
体
①
は
壮
年
男
性
、
個
体
②
は
青
年
男
性
と
推
測

さ
れ
る
。

　
個
体
①
頭
蓋
：
頭
蓋
骨
は
ほ
ぼ
完
形
で
あ
る
。
頭
蓋
の

上
面
観
は
類
五
角
形
で
あ
る
。
縫
合
の
走
向
は
や
や
複
雑

で
、
外
板
で
は
縫
合
の
癒
合
消
失
は
な
い
。
後
面
観
は
、

中
央
部
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
後
頭
骨
の
外
後
頭
隆
起

の
発
達
や
筋
付
着
面
の
隆
起
な
ど
は
な
い
。側
面
観
で
は
、

側
頭
線
、
乳
突
上
稜
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。

側
頭
骨
乳
様
突
起
は
大
き
く
下
垂
し
て
い
る
。
顔
面
頭
蓋

は
、
眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
。
眼

窩
上
縁
は
直
線
的
で
、眼
窩
口
は
や
や
長
方
形
を
呈
す
る
。

右
眼
窩
に
滑
車
靭
帯
の
痕
跡
が
あ
り
、
左
眼
窩
に
も
わ
ず

か
に
認
め
る
。
眉
間
か
ら
鼻
根
部
へ
の
湾
入
は
強
く
、
そ

し
て
鼻
背
は
強
く
外
反
す
る
。
鼻
筋
の
通
っ
た
顔
面
で
あ

る
。
梨
状
口
は
狭
く
、
下
縁
は
直
線
的
で
は
な
い
。
鼻
弓

郭
が
右
に
湾
曲
し
て
い
る
。
前
鼻
棘
は
明
瞭
で
あ
る
。
左

犬
歯
か
ら
右
犬
歯
の
上
顎
歯
槽
部
は
板
を
当
て
た
か
の
よ

う
に
平
坦
で
、
や
や
突
顎
気
味
の
形
態
で
あ
る
。
下
顎
骨

体
は
高
く
、下
顎
枝
も
頑
丈
で
あ
る
。
歯
の
咬
耗
は
弱
い
。

第
３
大
臼
歯
は
歯
槽
中
に
埋
伏
し
、
未
萌
出
で
あ
る
。

　
四
肢
骨
：
四
肢
骨
の
保
存
状
態
は
お
お
む
ね
良
好
で
あ

る
。
左
右
鎖
骨
は
保
存
状
態
が
良
好
で
、
太
く
短
い
。
骨

体
下
縁
の
稜
が
尖
っ
て
お
り
、
非
常
に
筋
肉
質
な
個
体
で

あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
左
右
上
腕
骨
の
三
角
筋

粗
面
の
発
達
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
骨
体
は
直
線
的
で

あ
る
。
大
腿
骨
は
左
右
と
も
両
端
の
骨
端
が
保
存
さ
れ
、

最
大
長
（420

㎜
）
は
古
墳
時
代
人
男
性
と
し
て
平
均
的

で
あ
る
。
骨
頭
窩
は
骨
増
殖
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
辺
縁

に
骨
棘
の
形
成
は
な
い
。
左
脛
骨
下
端
に
は
蹲
そ
ん
き
ょ踞
面
の
形

成
が
確
認
で
き
、
対
応
す
る
左
距
骨
に
も
圧
痕
が
確
認
で

き
る
。

　
寛
骨
は
左
右
と
も
お
お
む
ね
保
存
状
態
は
良
好
で
あ

調査報告

ひたちなか海浜古墳群出土の人骨（２）
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二
回
目
は
、
磯

い
そ
ざ
き
ひ
が
し

崎
東
古
墳
群
の
う
ち

29
号
墳
（
一
九
九
〇
年
調
査
）
と
臨
海
部

の
崖
面
の
五
基
の
石
棺
墓
（
二
〇
一
一

年
・
二
〇
一
五
年
・
二
〇
一
六
年
調
査
）

計
六
地
点
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
人
骨

に
つ
い
て
報
告
す
る
。
最
後
に
、
前
回
の

入に
ゅ
う
ど
う道

古
墳
群
出
土
人
骨
に
つ
い
て
要
約

し
た
。（
紙
面
制
限
の
為
簡
易
な
も
の
に

な
っ
た
。）

【
29
号
墳
】　
29
号
墳
か
ら
検
出
さ
れ
た
人

骨
は
、
成
人
の
左
踵し
ょ
う
こ
つ骨
三
点
と
小
児
の

左
踵
骨
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
四
体
の
被
葬
者
が
埋
葬
さ
れ

て
い
る
。

　
頭
蓋
骨
：
二
点
あ
る
頭
蓋
の
う
ち
の
一

つ
（N

o.48

）
個
体
①
は
、
頭
蓋
形
が
楕

円
形
に
近
く
、長
幅
示
数
は
長
頭
（70.1

）

に
属
す
る
。
頭
蓋
三
主
縫
合
の
走
向
は
単

純
で
、
一
部
で
癒ゆ
ご
う合

が
始
ま
っ
て
い
る
。

後
面
の
外
後
頭
隆
起
の
突
出
は
強
く
な

い
。
側
面
観
で
は
側
頭
線
の
前
半
部
分
は

顕
著
で
あ
る
も
の
の
、
連
続
す
る
乳
突
上

稜
の
発
達
は
強
く
な
い
。
外
耳
孔
は
大
き

な
楕
円
形
で
あ
る
。乳に
ゅ
う
よ
う
と
っ
き

様
突
起
は
大
き
く
、

先
端
は
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
前
面
観
で

は
、
眼が
ん
か窩
上
縁
は
直
線
的
で
、
前
頭
骨
頬

骨
突
起
は
太
い
。
眉み
け
ん間
や
眉び
き
ゅ
う弓
は
や
や
隆

起
す
る
が
顕
著
な
も
の
で
は
な
い
。
鼻
根

で
も
骨
体
は
古
墳
時
代
女
性
と
し
て
は
太
い
。
骨
端
の

下か
か
ん
か

間
窩
も
女
性
と
し
て
も
大
き
い
。
脛
骨
お
よ
び
腓
骨
の

最
大
長
は340

㎜
で
、
そ
こ
か
ら
算
定
さ
れ
る
推
定
身
長

は152.7

㎝
で
あ
る
。
古
墳
時
代
女
性
平
均151

㎝
を
や

や
上
回
る
。

　
個
体
②
は
、N

o.17

とN
o.6

の
大
腿
骨
、N

o.8

、

N
o.9

の
左
右
脛
骨
、N

o.41

尺
骨
に
代
表
さ
れ
る
非
常

に
強
壮
な
個
体
で
あ
る
。
大
腿
骨
最
大
長
は
不
明
で
あ
る

が
、
右
尺
骨
最
大
長
か
ら
算
定
さ
れ
る
推
定
身
長
は160

㎝
で
あ
る
。
左
右
脛
骨
の
骨
体
断
面
は
骨
間
縁
の
強
い
発

達
に
よ
り
、
三
角
形
を
呈
す
る
。
Ｂ
個
体
の
踵
骨
が
四
個

部
へ
の
湾
入
は
弱
く
平
坦
で
あ
る
。
鼻
背
は
外
反
し
て
い

な
い
。
梨り
じ
ょ
う
こ
う

状
口
の
全
形
は
不
明
で
あ
る
。
保
存
さ
れ
て
い

る
部
分
か
ら
、
鼻
幅
は
広
い
（32.0

）。
同
一
個
体
の
属

す
る
下
顎
骨
（N

o.49

）
は
、
左
下
顎
枝
以
外
良
好
な
保

存
状
態
で
あ
る
。
下か
が
く
た
い

顎
体
は
高
く
頑
丈
で
あ
る
。
歯
の
脱

落
は
な
く
、
歯
槽
退
縮
、
歯
槽
膿
漏
、
齲う

し歯
も
確
認
で
き

な
い
。
歯
の
咬
耗
程
度
は
、
大
臼
歯
で
は
象
牙
質
が
露
出

し
、
壮
年
期
と
思
わ
れ
る
。

　
四
肢
骨
：
上
肢
骨
で
は
、
上
腕
骨
、
尺
骨
、
橈と
う
こ
つ骨

が
確

認
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
は
表
に
示
す
通
り
で
あ
る

が
、
四
体
分
の
部
位
す
べ
て
明
確
に
判
分
類
で
き
る
ほ
ど

残
っ
て
い
な
い
。
個
体
①
に
属
す
る
下
腿
の
骨
は
、寛
骨
、

大
腿
骨
、脛
骨
、腓
骨
、足
根
骨
が
保
存
さ
れ
る
。
寛
骨
は
、

腸
骨
お
よ
び
恥
骨
部
分
の
一
部
が
破
損
し
、
大
坐
骨
切
痕

の
湾
入
は
鈍
で
大
き
い
。女
性
個
体
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、

寛
骨
臼
が
大
き
い
。
対
応
す
る
大
腿
骨
骨
頭
も
大
き
い
。

妊
娠
出
産
に
関
連
す
る
と
い
わ
れ
る
耳
状
面
前
溝
が
大
き

表１　磯崎東古墳群出土人骨一覧表

★ 保存状態 A：良好  B: やや良好         ★保存部位  ◎完形のものあり  〇完全ではないが部位は保存

遺構名   /  個体名 個体数 残存状態 性別 年齢
残存部位

埋葬状態 備考 推定身長 
（㎝）頭 四肢骨 その他

1990-29 号墳

①

4

A 女性 壮年 〇 ◎ 〇

出土状態不明

妊娠出産痕明瞭、大柄、大
腿骨体太い 152.7

②
（A）

男性？ 壮年
◎ ◎ 〇

No.6，No.17 に代表される
強壮個体 160 前後

③ 男性 壮年 No.5 に代表される強壮個体 160 前後
④ C 不明 小児 〇 〇 〇 歯、下肢骨、足根骨

2011-1 号石棺墓 1 B 女性 熟年 〇 〇 〇 伸展葬　頭位北

2015-2 号石
棺墓

①
2

A 男性 壮年（初期） ◎ ◎ 〇 並列伸展葬 2 個体の頭骨はベンガラに
より赤く染まる上層人の胸
骨、石棺外にベンガラ付着

158.6

② A 男性 青年 ◎ ◎ 〇 頭位北 161.1

2016-1 号石棺墓 1 C 女性 壮年 ◎ 〇 〇 伸展葬　頭位北

2016-3 号石棺墓 2
A 女性 壮年（初期） ◎ ◎ 〇 伸展葬　頭位北 150.6
B 不明 幼児 〇 〇 〇 集骨？ ３～４才幼児個体

2016-6 号石棺墓 1 A 女性 熟年 〇 ◎ 〇 伸展葬　頭位北 大腿骨　骨体超扁平 148.4

写真１　磯崎東古墳群出土人骨（頭蓋）

く
明
瞭
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
個
体
は
女
性

と
判
断
で
き
る
。
耳
状

面
は
隆
起
が
顕
著
で
あ

り
、
辺
縁
に
は
骨こ
つ
き
ょ
く棘の

形
成
が
認
め
ら
れ
る
。

恥
骨
結
合
面
は
破
損
し

て
い
る
。
壮
年
半
ば
と

推
定
さ
れ
る
。
大
腿
骨

の
骨
体
中
央
部
は
傷
み

が
強
く
骨
体
周
は
計
測

不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ

体
の
中
で
最
も
大

き
い
（N

o.12

）。

寛
骨
の
保
存
状
態

が
不
良
で
あ
る
た

め
年
齢
や
性
別
の

詳
細
は
困
難
で
あ

＊坂上・梶ケ山報告文献：Human skeletal remains of the Kofun period excavated from the Hitachinaka seaside tumulus cluster, Ibaraki Prefecture 

　　　　　　　　　　　　
（Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. D, 48, pp. 11.28, December 23, 2022）
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る
が
、
踵
骨
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
性
別
は
男
性
、
年
齢
は

壮
年
期
と
判
断
す
る
。

　
個
体
③
は
、N

O
.5

の
右
大
腿
骨
に
代
表
さ
れ
、
最
大

長
は
40
㎝
で
、
そ
の
形
態
は
個
体
②
のN

o.6 

と
類
似
し

て
い
る
。
性
別
は
男
性
の
可
能
性
が
高
い
。
年
齢
は
、
歯

の
保
存
も
成
人
三
体
と
も
類
似
し
た
咬
耗
程
度
で
あ
る
こ

と
か
ら
壮
年
期
で
あ
る
。

　
個
体
④
は
、
小
児
個
体
で
六
才
～
一
○
才
程
度
の
未
成

年
と
推
測
さ
れ
る
。

　
な
お
、
個
体
②
の
大
腿
骨
遠
位
端
の
後
面
に
は
若
い
頃

の
骨
折
治
癒
痕
が
確
認
で
き
る
。

【2011-

１
号
石
棺
墓
】　
こ
の
石
棺
に
埋
葬
さ
れ
た
被
葬

者
は
、
熟
年
女
性
と
推
定
さ
れ
る
。

　
頭
蓋
骨
は
、
前
頭
骨
お
よ
び
顔
面
頭
蓋
が
保
存
さ
れ
て

い
る
。
冠
状
縫
合
は
外
板
で
は
癒
合
が
進
ん
で
い
る
。
内

面
観
は
消
失
し
て
痕
跡
は
な
い
。
側
頭
骨
の
乳
様
突
起
は

や
や
大
き
く
、
外
耳
孔
は
縦
長
楕
円
形
で
あ
る
。
眉
間
や

眉
弓
の
隆
起
は
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
鼻

根
部
は
平
坦
で
あ
る
。
鼻
背
の
隆
起
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

い
。
眼
窩
形
は
隅
丸
方
形
で
、
眼
窩
上
孔
は
左
右
に
開
存

し
、
前
頭
骨
頬
骨
突
起
は
や
や
下
に
垂
れ
て
い
る
。
顔
面

骨
格
は
低
く
幅
が
狭
い
。
右
頬
骨
弓
幅
は
お
お
よ
そ127

㎜
で
狭
い
。
そ
れ
は
中
顔
幅101

㎜
か
ら
も
推
測
で
き
、

（
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
上
顔
示
数64.4

）
低
顔
に
属
す
る
。
鼻

根
部
は
広
く
、
平
坦
で
あ
る
。
梨
状
口
は
幅
広
く
、
鼻
示

数
は
過
広
型
で
あ
る
。
梨
状
口
の
下
縁
は
鋭
角
。
上
顎
体

の
前
面
は
、
特
に
左
眼
窩
下
孔
直
下
部
に
深
い
陥
没
が
み

ら
れ
、
左
上
顎
犬
歯
窩
に
は
多
孔
質
状
の
変
形
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
菌
の
繁
殖
に
よ
り
歯
槽
骨
が
崩
壊
し
凹
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。
右
側
に
は
な
い
。
し
か
し
、
右
下
顎
骨
の

対
応
す
る
歯
槽
骨
に
は
歯
槽
膿
漏
包
の
痕
跡
を
確
認
で
き

る
。
口
腔
内
環
境
が
非
常
に
悪
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
。
頬
上
顎
結
節
は
な
く
、
上
顎
骨
の
頬
骨
下
縁
は
緩
や

か
に
湾
曲
し
頬
骨
へ
続
く
。
上
顎
骨
は
左
右
と
も
大
臼
歯

が
生
前
に
脱
落
し
、歯
槽
の
退
縮
が
著
し
い
。
下
顎
骨
は
、

左
下
顎
体
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
。
左
下
顎
角
は
外
反

せ
ず
、
下
顎
枝
幅
は
（33.5

）
中
程
度
で
あ
る
。
な
お
、

下
顎
左
右
に
下
顎
隆
起
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
歯
の
保

存
状
態
は
以
下
の
歯
式
の
通
り
で
あ
る
。
保
存
さ
れ
て
い

る
歯
の
咬
耗
程
度
は
、
象
牙
質
が
面
状
に
擦
り
減
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
年
齢
は
熟
年
で
あ
る
。

　
躯
幹
骨
で
は
、
椎
骨
、
肋
骨
、
胸
骨
が
保
存
さ
れ
て
い

る
。
椎
骨
の
な
か
の
、
腰
椎
の
椎
体
辺
縁
に
は
骨
棘
が
形

成
さ
れ
、
加
齢
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
左
鎖
骨
の
骨
体
は
細
く
、
全
体
的
に
華
奢
で
あ
る
。
寛

骨
は
左
恥
骨
部
分
が
保
存
さ
れ
て
、輪
郭
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
自
由
四
肢
骨
で
は
、
左
右
大
腿
骨
、
左
右
脛
骨
が
保
存

さ
れ
て
い
る
。
大
腿
骨
骨
体
は
そ
れ
ほ
ど
太
く
な
く
（
周

80
㎜
）、
後
面
粗
線
の
発
達
も
弱
く
、
大
腿
骨
下
間
窩
は

狭
く
、
女
性
の
特
徴
で
あ
る
。
脛
骨
は
骨
間
縁
の
発
達
は

弱
く
、骨
体
断
面
の
扁
平
性
は
な
い
。
骨
体
も
太
く
な
い
。

【2015

‐
２
号
石
棺
墓
】　
石
棺
内
に
二
体
の
被
葬
者

が
、
お
お
む
ね
解
剖
学
的
配
列
を
保
っ
た
ま
ま
、
頭
部
を

北
側
に
、
上
下
に
重
な
り
検
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
上

の
人
骨
を
個
体
①
、
下
の
人
骨
を
個
体
②
と
し
て
記
載
す

る
。
個
体
①
は
壮
年
男
性
、
個
体
②
は
青
年
男
性
と
推
測

さ
れ
る
。

　
個
体
①
頭
蓋
：
頭
蓋
骨
は
ほ
ぼ
完
形
で
あ
る
。
頭
蓋
の

上
面
観
は
類
五
角
形
で
あ
る
。
縫
合
の
走
向
は
や
や
複
雑

で
、
外
板
で
は
縫
合
の
癒
合
消
失
は
な
い
。
後
面
観
は
、

中
央
部
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
後
頭
骨
の
外
後
頭
隆
起

の
発
達
や
筋
付
着
面
の
隆
起
な
ど
は
な
い
。側
面
観
で
は
、

側
頭
線
、
乳
突
上
稜
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。

側
頭
骨
乳
様
突
起
は
大
き
く
下
垂
し
て
い
る
。
顔
面
頭
蓋

は
、
眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
。
眼

窩
上
縁
は
直
線
的
で
、眼
窩
口
は
や
や
長
方
形
を
呈
す
る
。

右
眼
窩
に
滑
車
靭
帯
の
痕
跡
が
あ
り
、
左
眼
窩
に
も
わ
ず

か
に
認
め
る
。
眉
間
か
ら
鼻
根
部
へ
の
湾
入
は
強
く
、
そ

し
て
鼻
背
は
強
く
外
反
す
る
。
鼻
筋
の
通
っ
た
顔
面
で
あ

る
。
梨
状
口
は
狭
く
、
下
縁
は
直
線
的
で
は
な
い
。
鼻
弓

郭
が
右
に
湾
曲
し
て
い
る
。
前
鼻
棘
は
明
瞭
で
あ
る
。
左

犬
歯
か
ら
右
犬
歯
の
上
顎
歯
槽
部
は
板
を
当
て
た
か
の
よ

う
に
平
坦
で
、
や
や
突
顎
気
味
の
形
態
で
あ
る
。
下
顎
骨

体
は
高
く
、下
顎
枝
も
頑
丈
で
あ
る
。
歯
の
咬
耗
は
弱
い
。

第
３
大
臼
歯
は
歯
槽
中
に
埋
伏
し
、
未
萌
出
で
あ
る
。

　
四
肢
骨
：
四
肢
骨
の
保
存
状
態
は
お
お
む
ね
良
好
で
あ

る
。
左
右
鎖
骨
は
保
存
状
態
が
良
好
で
、
太
く
短
い
。
骨

体
下
縁
の
稜
が
尖
っ
て
お
り
、
非
常
に
筋
肉
質
な
個
体
で

あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
左
右
上
腕
骨
の
三
角
筋

粗
面
の
発
達
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
骨
体
は
直
線
的
で

あ
る
。
大
腿
骨
は
左
右
と
も
両
端
の
骨
端
が
保
存
さ
れ
、

最
大
長
（420

㎜
）
は
古
墳
時
代
人
男
性
と
し
て
平
均
的

で
あ
る
。
骨
頭
窩
は
骨
増
殖
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
辺
縁

に
骨
棘
の
形
成
は
な
い
。
左
脛
骨
下
端
に
は
蹲
そ
ん
き
ょ踞
面
の
形

成
が
確
認
で
き
、
対
応
す
る
左
距
骨
に
も
圧
痕
が
確
認
で

き
る
。

　
寛
骨
は
左
右
と
も
お
お
む
ね
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
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る
。
前
頭
骨
の
立
ち
上
が
り
は
垂
直
で
あ
り
、
左
右
と
も

頭
頂
結
節
が
顕
著
で
あ
る
。
外
後
頭
隆
起
は
確
認
で
き
な

い
。
顔
面
頭
蓋
で
は
、
眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
も
弱
く
、
鼻

根
部
の
陥
入
は
ほ
と
ん
ど
な
く
平
坦
で
あ
る
。
梨
状
口
は

や
や
広
い
。
下
縁
の
状
態
は
破
損
の
た
め
不
明
で
あ
る
。

右
頬
骨
は
そ
れ
ほ
ど
横
方
向
に
張
り
出
し
て
は
い
な
い
。

上
顎
中
切
歯
は
シ
ャ
ベ
ル
形
が
強
い
。
第
３
大
臼
歯
は
上

下
と
も
萌
出
し
て
い
る
も
の
の
、
咬
耗
程
度
は
そ
れ
ほ
ど

強
く
な
い
。
下
顎
右
第
１
大
臼
歯
の
歯
槽
部
に
は
歯
槽
膿

漏
の
痕
跡
が
あ
る
。

　
四
肢
骨
：
上
肢
骨
の
保
存
は
良
好
と
は
言
え
な
い
。
左

右
鎖
骨
の
近
位
端
の
癒
合
は
完
了
し
て
い
な
い
。
三
○
才

前
と
思
わ
れ
る
。
下
肢
骨
は
全
体
と
し
て
細
く
華
奢
で
あ

る
。大
腿
骨
の
後
面
粗
線
の
発
達
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
く
、

骨
体
上
部
は
扁
平
気
味
で
あ
る
。
大
腿
骨
骨
頭
窩
の
増
殖

は
な
く
、
辺
縁
部
の
骨
棘
形
成
も
な
く
、
経
年
変
化
は
見

ら
れ
な
い
。
脛
骨
の
骨
体
は
扁
平
気
味
で
あ
る
。
骨
体
下

端
の
距
骨
に
対
応
す
る
関
節
面
の
延
長
が
あ
り
、
軽
度
の

蹲
踞
面
が
確
認
で
き
る
。

　
寛
骨
は
、
左
右
と
も
腸
骨
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
他

は
坐
骨
、
恥
骨
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。
大
坐
骨
切
痕
の
湾

入
は
大
き
く
、
ま
た
、
耳
状
面
の
形
態
な
ど
か
ら
性
別
は

女
性
と
推
測
さ
れ
る
。
恥
骨
結
合
面
は
並
列
状
の
畝
が
明

瞭
で
、
ま
た
、
耳
状
面
の
辺
縁
に
は
骨
増
殖
は
な
い
。
耳

状
面
に
は
細
か
い
小
孔
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
妊
娠
出

産
に
関
連
す
る
と
い
わ
れ
る
耳
状
面
前
溝
が
確
認
さ
れ

る
。

　
推
定
身
長
：
大
腿
骨
の
最
大
長
か
ら
推
定
さ
れ
る
身
長

は150

㎝
を
超
え
、
古
墳
時
代
女
性
平
均
値
に
準
ず
る
。

　
年
齢
・
性
別
：
鎖
骨
骨
端
が
未
癒
合
で
あ
り
、
寛
骨
恥

骨
結
合
面
や
耳
状
面
、歯
の
萌
出
状
況
や
咬
耗
状
態
か
ら
、

二
○
才
代
か
ら
三
○
才
前
の
壮
年
前
半
と
思
わ
れ
る
。

　
個
体
②
は
、
明
ら
か
に
部
位
が
わ
か
る
も
の
は
頭
蓋
骨

の
頭
頂
部
付
近
と
側
頭
骨
左
右
錐
体
と
、
乳
歯
お
よ
び
右

鎖
骨
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
左
右
不
明
の
大
腿
骨
骨
間
と

椎
体
の
一
部
と
未
癒
合
の
椎
弓
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
下
顎
犬
歯
の
歯
冠
は
形
成
し
は
じ
め
、
第
１
大
臼
歯
の

歯
冠
は
形
成
途
中
で
あ
る
。
上
顎
中
切
歯
、
左
側
切
歯
の

歯
冠
も
形
成
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
個
体
の
年
齢
は
三
才
～
四
才

程
度
の
幼
児
個
体
で
あ
る
。
個
体
①
と
の
血
縁
関
係
が
興

味
深
い
。

【2016

‐
６
号
石
棺
墓
】　
頭
部
を
北
側
に
し
た
伸
展
葬

で
あ
る
。
保
存
状
態
は
図
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
個
体
の
性
別
は
女
性
で
、
寛
骨
の
恥
骨
結
合
の
状

態
か
ら
年
齢
は
熟
年
以
上
と
思
わ
れ
る
。

　
頭
蓋
骨
：
上
面
観
は
、
破
損
の
た
め
全
体
的
な
頭
蓋
形

は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
頭
頂
部
付
近
の
幅
が
広
く
、
類

五
角
形
に
近
い
。
冠
状
縫
合
や
矢
状
縫
合
が
、
外
板
お
よ

び
内
板
で
癒
合
し
消
失
し
て
い
る
。
内
板
の
静
脈
溝
の
圧

痕
は
強
い
。
右
側
頭
骨
の
乳
様
突
起
は
大
き
く
、
外
耳
孔

は
大
き
な
円
形
を
呈
す
る
。
乳
突
上
稜
は
隆
起
す
る
。
右

頬
骨
弓
は
頑
丈
で
あ
る
が
、
側
頭
筋
の
発
達
は
確
認
で
き

な
い
。
顔
面
で
は
、
眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
は
緩
や
か
に
認

め
ら
れ
る
。
眼
窩
は
隅
丸
方
形
で
あ
る
。
鼻
根
部
へ
の
湾

入
は
弱
く
、
鼻
根
部
か
ら
鼻
背
へ
の
隆
起
は
外
反
し
て
い

る
。
梨
状
口
は
広
く
、
下
縁
は
鈍
で
あ
る
。
前
鼻
棘
の
発

達
も
強
く
な
い
。
下
顎
骨
は
左
下
顎
体
の
一
部
と
下
顎
枝

部
分
が
破
損
し
て
い
る
。オ
ト
ガ
イ
部
分
の
隆
起
は
な
い
。

下
顎
体
は
全
体
的
に
頑
丈
で
あ
る
。
歯
の
咬
耗
は
、
象
牙

質
が
面
状
に
露
出
し
て
い
る
。
生
前
に
脱
落
し
歯
槽
が
閉

鎖
し
て
い
る
箇
所
は
部
分
的
で
あ
る
。
歯
槽
の
退
縮
は
な

い
。

　
四
肢
骨
：
上
腕
骨
は
非
常
に
華
奢
で
、
骨
壁
も
薄
い
。

三
角
筋
粗
面
は
ほ
と
ん
ど
隆
起
し
て
い
な
い
。
橈
骨
の
最

大
長
（210

）
は
短
く
。
骨
体
も
細
く
女
性
的
で
あ
る
。

大
腿
骨
は
古
墳
時
代
女
性
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
骨
体
の
断

面
は
前
後
に
つ
ぶ
れ
、
扁
平
気
味
で
あ
る
。
後
面
粗
線
の

発
達
が
弱
く
、
骨
壁
は
薄
い
。
大
腿
骨
骨
頭
窩
の
増
殖
は

弱
く
、
辺
縁
部
に
骨
棘
形
成
は
弱
い
。

　
寛
骨
は
、
大
坐
骨
切
痕
の
湾
入
は
普
通
で
あ
る
。
恥
骨

結
合
は
平
坦
で
、
上
方
に
は
増
殖
が
み
ら
れ
る
。
耳
状
面

は
大
部
分
が
破
損
し
て
い
る
。
辺
縁
部
に
は
骨
棘
の
形
成

が
確
認
で
き
る
。
軽
度
の
妊
娠
出
産
痕
を
認
め
る
。

　
躯
体
骨
：
肋
骨
は
、
右
三
点
、
左
七
点
が
保
存
さ
れ
、

第
５
腰
椎
は
椎
体
が
変
形
し
、
骨
棘
形
成
が
著
し
い
。
通

常
の
加
齢
に
よ
る
骨
棘
形
成
と
は
異
な
り
、
前
十
字
靭
帯

部
分
が
骨
増
殖
と
な
っ
て
い
る
。
対
応
す
る
第
４
腰
椎
に

も
骨
棘
の
形
成
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
前
に
圧
迫
骨
折
が

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
推
定
身
長：大
腿
骨
最
大
長
か
ら
算
定
さ
れ
る
身
長
は
、

148.4

㎝
で
あ
り
、
東
日
本
古
墳
時
代
人
の
女
性
平
均
値

に
準
ず
る
。

【
ま
と
め
】　
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
発
掘
調
査

さ
れ
た
磯
崎
東
古
墳
群
か
ら
一
一
体
の
人
骨
が
出
土
し

た
。
推
定
身
長
は
、
男
性
で159.9

㎝
、
女
性
で150.6

㎝
と
算
定
さ
れ
る
。2015

‐
２
号
石
棺
に
は
男
性
二
体

磯崎東古墳群第2016-6 号石棺墓写真 磯崎東古墳群第2016-3 号石棺墓写真

る
。
大た
い
ざ
こ
つ

坐
骨
切せ
っ
こ
ん痕
の
湾
入
は
鋭
角
で
あ
り
、
耳
状
面
の
形

態
は
男
性
で
あ
る
。
恥
骨
結
合
面
は
水
平
の
畝
が
顕
著
で

あ
る
も
の
の
、
上
部
腹
側
に
骨
増
殖
が
で
き
始
め
て
い
る
。

特
に
、
興
味
深
い
特
徴
と
し
て
、
仙
骨
の
関
節
突
起
お
よ
び

第
５
腰
椎
の
関
節
突
起
が
直
線
的
で
あ
る
。
腰
を
固
定
し

た
関
節
の
特
殊
な
動
作
・
作
業
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
推
定
身
長
：
大
腿
骨
の
最
大
長
か
ら
算
定
さ
れ
る
推
定

身
長
は158.6

㎝
で
あ
り
、
古
墳
時
代
男
性
平
均
値
を
や

や
下
回
る
。

　
年
齢
・
性
別
：
こ
の
個
体
の
年
齢
は
歯
の
咬
耗
程
度
は

弱
く
、
第
３
大
臼
歯
が
未
萌
出
だ
が
、
四
肢
骨
の
骨
端
の

癒
合
が
完
了
し
て
い
る
の
で
壮
年
初
め
と
推
定
し
、
性
別

は
男
性
で
あ
る
。

　
個
体
②
頭
蓋
：
最
大
長180

㎜
を
超
え
る
。
三
主
縫
合

は
冠
状
縫
合
、
矢
状
縫
合
と
ラ
ム
ダ
縫
合
の
一
部
が
保
存

さ
れ
、
内
板
お
よ
び
外
板
で
開
い
て
い
る
。
側
頭
骨
の
乳

様
突
起
は
大
き
い
。外
耳
孔
は
大
き
な
楕
円
形
を
呈
す
る
。

顔
面
頭
蓋
で
は
、眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
は
認
め
ら
れ
な
い
。

眼
窩
上
縁
は
や
や
曲
線
を
描
き
、
眼
窩
上
三
角
の
部
分
は

薄
い
。
眼
窩
口
は
隅
丸
の
長
方
形
を
呈
す
る
。
右
眼
窩
滑

車
靭
帯
の
痕
跡
が
あ
り
、
左
眼
窩
に
も
そ
の
痕
跡
を
認
め

る
。
鼻
根
部
へ
の
湾
入
は
弱
く
、
平
坦
気
味
で
あ
る
。
鼻

背
は
破
損
し
て
い
る
。
鼻
根
部
は
上
層
人
骨
よ
り
も
外
反

が
弱
く
、
幅
は
小
さ
い
。
鼻
弓
郭
が
個
体
①
同
様
に
右
に

湾
曲
し
て
い
る
。
梨
状
口
下
縁
は
鈍
で
前
鼻
棘
の
発
達
は

弱
い
。
個
体
①
同
様
に
梨
状
口
下
縁
か
ら
上
顎
骨
は
あ
た

か
も
板
を
当
て
た
よ
う
に
平
坦
で
あ
る
。
下
顎
骨
は
、
オ

ト
ガ
イ
隆
起
が
認
め
ら
れ
、
下
顎
体
は
高
く
、
下
顎
枝
幅

も
広
く
（
右39

）
頑
丈
な
下
顎
骨
で
あ
る
。
第
３
大
臼

歯
が
上
下
左
右
と
も
未
萌
出
で
あ
る
。
若
い
個
体
の
た
め

眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
は
弱
く
、
女
性
的
な
顔
面
の
印
象
で

あ
る
。
横
へ
の
張
り
出
し
が
弱
く
、顔
高
が
高
く
、ス
マ
ー

ト
な
顔
面
と
な
っ
て
い
る
。

　
四
肢
骨：残
存
す
る
上
腕
骨
、
橈
骨
、
大
腿
骨
、
脛
骨
、

腓
骨
は
骨
端
が
未
癒
合
で
あ
る
。
大
腿
骨
の
最
大
長
は
上

下
と
も
骨
端
と
と
も
に
計
測
し
た
。43
㎝
～
44
㎝
で
あ
り
、

東
日
本
古
墳
時
代
男
性
平
均
値
を
少
し
下
回
る
。
四
肢
骨

は
各
部
位
と
も
骨
体
は
そ
れ
ほ
ど
太
く
な
く
、
筋
付
着
面

は
明
瞭
で
は
な
い
。
大
腿
骨
の
後
面
骨
体
上
部
に
殿
筋
粗

面
の
窪
み
は
な
く
、
若
い
と
は
い
え
一
五
才
以
下
の
年
齢

で
は
な
い
。

　
寛
骨
は
恥
骨
が
癒
合
完
了
し
た
ば
か
り
で
癒
合
線
が
残

存
し
て
い
る
。
恥
骨
結
合
面
は
水
平
の
畝
が
明
瞭
に
確
認

さ
れ
る
。骨
棘
や
増
殖
は
な
い
。寛
骨
臼
は
大
き
く
深
い
。

大
坐
骨
切
痕
の
湾
入
は
中
程
度
で
あ
る
。

躯
幹
骨
：
脊
椎
骨
で
は
、
腰
椎
５
点
保
存
さ
れ
て
い
る
。

椎
体
の
関
節
面
は
癒
合
し
て
お
ら
ず
、
椎
体
の
辺
縁
は
未

癒
合
の
特
徴
で
あ
る
放
射
状
に
溝
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

頚
椎
、
胸
椎
は
保
存
が
悪
く
、
細
片
あ
る
い
は
粉
末
化
し

て
い
る
。

　
推
定
身
長
：
大
腿
骨
の
最
大
長
か
ら
算
定
さ
れ
る
推
定

身
長
は161.1

㎝
で
あ
り
、
古
墳
時
代
男
性
平
均
値
よ
り

わ
ず
か
に
低
い
。

　
年
齢
・
性
別
：
四
肢
骨
の
骨
端
が
未
癒
合
で
、
第
３
大

臼
歯
が
未
萌
出
で
あ
る
。
ま
た
、
恥
骨
結
合
面
が
若
い
段

階
の
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、年
齢
は
青
年
と
判
断
す
る
。

性
別
は
男
性
で
あ
る
。

　
な
お
、
個
体
①
、
個
体
②
の
各
頭
部
を
中
心
と
し
た
上

半
身
に
は
ベ
ン
ガ
ラ
で
染
ま
っ
た
箇
所
が
確
認
で
き
る
。

特
に
個
体
①
の
頭
蓋
は
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
範
囲
が
広

い
。
ま
た
、
石
棺
外
の
左
長
辺
の
石
の
上
に
は
ベ
ン
ガ
ラ

で
染
ま
っ
た
胸
骨
が
置
か
れ
て
い
た
。

【2016

‐
１
号
石
棺
墓
】　
頭
蓋
骨
：
顔
面
が
大
き
く
破

損
し
て
い
る
。
前
頭
骨
か
ら
頭
頂
骨
、
後
頭
骨
が
保
存
さ

れ
、
全
体
的
に
小
さ
く
、
側
頭
骨
乳
様
突
起
や
外
耳
孔
も

小
さ
い
。
側
頭
筋
付
着
部
や
後
頭
骨
項
平
面
は
な
め
ら
か

で
隆
起
が
な
い
。
縫
合
は
消
失
が
進
ん
で
い
る
。
下
顎
骨

は
左
右
下
顎
枝
と
下
顎
体
の
一
部
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

下
顎
枝
幅
は
狭
く
（
27
㎜
）、
下
顎
体
も
頑
丈
で
は
な
い
。

歯
の
咬
耗
は
、
下
顎
大
臼
歯
は
わ
ず
か
に
象
牙
質
の
露
出

が
あ
る
。

　
四
肢
骨
：
右
大
腿
骨
の
骨
間
部
が
長
さ
７
～
８
㎝
程
度

保
存
さ
れ
、
骨
体
は
細
く
華
奢
で
あ
る
。

　
躯
体
骨
：
頚
椎
が
三
点
保
存
さ
れ
て
い
る
。
小
さ
く
華

奢
で
あ
る
。
骨
棘
の
形
成
は
確
認
で
き
な
い
。

　
年
齢
・
性
別
：
頭
蓋
の
形
態
を
は
じ
め
と
し
て
、
全
体

的
に
華
奢
な
壮
年
女
性
個
体
で
あ
る
。

【2016

‐
３
号
石
棺
墓
】　
頭
部
を
北
に
向
け
た
伸
展
葬

の
成
人
個
体
①
と
、
そ
の
個
体
の
左
側
に
未
成
年
の
個
体

②
が
ま
と
ま
っ
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
成
人
個
体
①
の
保

存
部
位
は
図
１
の
通
り
で
あ
る
。

　
頭
蓋
骨
：
顔
面
の
左
頬
骨
の
一
部
が
破
損
す
る
。
上
面

観
は
、
前
方
が
や
や
す
ぼ
ま
っ
た
類
五
角
形
で
あ
る
。
頭

頂
結
節
は
明
瞭
で
あ
る
。
縫
合
の
走
向
は
ラ
ム
ダ
縫
合
で

は
複
雑
で
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
縫
合
骨
が
あ
る
。
癒
合
消
失

は
確
認
で
き
な
い
。
側
頭
骨
で
は
側
頭
線
は
確
認
で
き
な

い
。
側
頭
骨
乳
様
突
起
は
華
奢
で
、
女
性
的
な
特
徴
で
あ
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る
。
前
頭
骨
の
立
ち
上
が
り
は
垂
直
で
あ
り
、
左
右
と
も

頭
頂
結
節
が
顕
著
で
あ
る
。
外
後
頭
隆
起
は
確
認
で
き
な

い
。
顔
面
頭
蓋
で
は
、
眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
も
弱
く
、
鼻

根
部
の
陥
入
は
ほ
と
ん
ど
な
く
平
坦
で
あ
る
。
梨
状
口
は

や
や
広
い
。
下
縁
の
状
態
は
破
損
の
た
め
不
明
で
あ
る
。

右
頬
骨
は
そ
れ
ほ
ど
横
方
向
に
張
り
出
し
て
は
い
な
い
。

上
顎
中
切
歯
は
シ
ャ
ベ
ル
形
が
強
い
。
第
３
大
臼
歯
は
上

下
と
も
萌
出
し
て
い
る
も
の
の
、
咬
耗
程
度
は
そ
れ
ほ
ど

強
く
な
い
。
下
顎
右
第
１
大
臼
歯
の
歯
槽
部
に
は
歯
槽
膿

漏
の
痕
跡
が
あ
る
。

　
四
肢
骨
：
上
肢
骨
の
保
存
は
良
好
と
は
言
え
な
い
。
左

右
鎖
骨
の
近
位
端
の
癒
合
は
完
了
し
て
い
な
い
。
三
○
才

前
と
思
わ
れ
る
。
下
肢
骨
は
全
体
と
し
て
細
く
華
奢
で
あ

る
。大
腿
骨
の
後
面
粗
線
の
発
達
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
く
、

骨
体
上
部
は
扁
平
気
味
で
あ
る
。
大
腿
骨
骨
頭
窩
の
増
殖

は
な
く
、
辺
縁
部
の
骨
棘
形
成
も
な
く
、
経
年
変
化
は
見

ら
れ
な
い
。
脛
骨
の
骨
体
は
扁
平
気
味
で
あ
る
。
骨
体
下

端
の
距
骨
に
対
応
す
る
関
節
面
の
延
長
が
あ
り
、
軽
度
の

蹲
踞
面
が
確
認
で
き
る
。

　
寛
骨
は
、
左
右
と
も
腸
骨
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
他

は
坐
骨
、
恥
骨
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。
大
坐
骨
切
痕
の
湾

入
は
大
き
く
、
ま
た
、
耳
状
面
の
形
態
な
ど
か
ら
性
別
は

女
性
と
推
測
さ
れ
る
。
恥
骨
結
合
面
は
並
列
状
の
畝
が
明

瞭
で
、
ま
た
、
耳
状
面
の
辺
縁
に
は
骨
増
殖
は
な
い
。
耳

状
面
に
は
細
か
い
小
孔
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
妊
娠
出

産
に
関
連
す
る
と
い
わ
れ
る
耳
状
面
前
溝
が
確
認
さ
れ

る
。

　
推
定
身
長
：
大
腿
骨
の
最
大
長
か
ら
推
定
さ
れ
る
身
長

は150

㎝
を
超
え
、
古
墳
時
代
女
性
平
均
値
に
準
ず
る
。

　
年
齢
・
性
別
：
鎖
骨
骨
端
が
未
癒
合
で
あ
り
、
寛
骨
恥

骨
結
合
面
や
耳
状
面
、歯
の
萌
出
状
況
や
咬
耗
状
態
か
ら
、

二
○
才
代
か
ら
三
○
才
前
の
壮
年
前
半
と
思
わ
れ
る
。

　
個
体
②
は
、
明
ら
か
に
部
位
が
わ
か
る
も
の
は
頭
蓋
骨

の
頭
頂
部
付
近
と
側
頭
骨
左
右
錐
体
と
、
乳
歯
お
よ
び
右

鎖
骨
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
左
右
不
明
の
大
腿
骨
骨
間
と

椎
体
の
一
部
と
未
癒
合
の
椎
弓
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
下
顎
犬
歯
の
歯
冠
は
形
成
し
は
じ
め
、
第
１
大
臼
歯
の

歯
冠
は
形
成
途
中
で
あ
る
。
上
顎
中
切
歯
、
左
側
切
歯
の

歯
冠
も
形
成
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
個
体
の
年
齢
は
三
才
～
四
才

程
度
の
幼
児
個
体
で
あ
る
。
個
体
①
と
の
血
縁
関
係
が
興

味
深
い
。

【2016

‐
６
号
石
棺
墓
】　
頭
部
を
北
側
に
し
た
伸
展
葬

で
あ
る
。
保
存
状
態
は
図
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
個
体
の
性
別
は
女
性
で
、
寛
骨
の
恥
骨
結
合
の
状

態
か
ら
年
齢
は
熟
年
以
上
と
思
わ
れ
る
。

　
頭
蓋
骨
：
上
面
観
は
、
破
損
の
た
め
全
体
的
な
頭
蓋
形

は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
頭
頂
部
付
近
の
幅
が
広
く
、
類

五
角
形
に
近
い
。
冠
状
縫
合
や
矢
状
縫
合
が
、
外
板
お
よ

び
内
板
で
癒
合
し
消
失
し
て
い
る
。
内
板
の
静
脈
溝
の
圧

痕
は
強
い
。
右
側
頭
骨
の
乳
様
突
起
は
大
き
く
、
外
耳
孔

は
大
き
な
円
形
を
呈
す
る
。
乳
突
上
稜
は
隆
起
す
る
。
右

頬
骨
弓
は
頑
丈
で
あ
る
が
、
側
頭
筋
の
発
達
は
確
認
で
き

な
い
。
顔
面
で
は
、
眉
間
や
眉
弓
の
隆
起
は
緩
や
か
に
認

め
ら
れ
る
。
眼
窩
は
隅
丸
方
形
で
あ
る
。
鼻
根
部
へ
の
湾

入
は
弱
く
、
鼻
根
部
か
ら
鼻
背
へ
の
隆
起
は
外
反
し
て
い

る
。
梨
状
口
は
広
く
、
下
縁
は
鈍
で
あ
る
。
前
鼻
棘
の
発

達
も
強
く
な
い
。
下
顎
骨
は
左
下
顎
体
の
一
部
と
下
顎
枝

部
分
が
破
損
し
て
い
る
。オ
ト
ガ
イ
部
分
の
隆
起
は
な
い
。

下
顎
体
は
全
体
的
に
頑
丈
で
あ
る
。
歯
の
咬
耗
は
、
象
牙

質
が
面
状
に
露
出
し
て
い
る
。
生
前
に
脱
落
し
歯
槽
が
閉

鎖
し
て
い
る
箇
所
は
部
分
的
で
あ
る
。
歯
槽
の
退
縮
は
な

い
。

　
四
肢
骨
：
上
腕
骨
は
非
常
に
華
奢
で
、
骨
壁
も
薄
い
。

三
角
筋
粗
面
は
ほ
と
ん
ど
隆
起
し
て
い
な
い
。
橈
骨
の
最

大
長
（210

）
は
短
く
。
骨
体
も
細
く
女
性
的
で
あ
る
。

大
腿
骨
は
古
墳
時
代
女
性
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
骨
体
の
断

面
は
前
後
に
つ
ぶ
れ
、
扁
平
気
味
で
あ
る
。
後
面
粗
線
の

発
達
が
弱
く
、
骨
壁
は
薄
い
。
大
腿
骨
骨
頭
窩
の
増
殖
は

弱
く
、
辺
縁
部
に
骨
棘
形
成
は
弱
い
。

　
寛
骨
は
、
大
坐
骨
切
痕
の
湾
入
は
普
通
で
あ
る
。
恥
骨

結
合
は
平
坦
で
、
上
方
に
は
増
殖
が
み
ら
れ
る
。
耳
状
面

は
大
部
分
が
破
損
し
て
い
る
。
辺
縁
部
に
は
骨
棘
の
形
成

が
確
認
で
き
る
。
軽
度
の
妊
娠
出
産
痕
を
認
め
る
。

　
躯
体
骨
：
肋
骨
は
、
右
三
点
、
左
七
点
が
保
存
さ
れ
、

第
５
腰
椎
は
椎
体
が
変
形
し
、
骨
棘
形
成
が
著
し
い
。
通

常
の
加
齢
に
よ
る
骨
棘
形
成
と
は
異
な
り
、
前
十
字
靭
帯

部
分
が
骨
増
殖
と
な
っ
て
い
る
。
対
応
す
る
第
４
腰
椎
に

も
骨
棘
の
形
成
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
前
に
圧
迫
骨
折
が

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
推
定
身
長：大
腿
骨
最
大
長
か
ら
算
定
さ
れ
る
身
長
は
、

148.4

㎝
で
あ
り
、
東
日
本
古
墳
時
代
人
の
女
性
平
均
値

に
準
ず
る
。

【
ま
と
め
】　
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
発
掘
調
査

さ
れ
た
磯
崎
東
古
墳
群
か
ら
一
一
体
の
人
骨
が
出
土
し

た
。
推
定
身
長
は
、
男
性
で159.9

㎝
、
女
性
で150.6

㎝
と
算
定
さ
れ
る
。2015

‐
２
号
石
棺
に
は
男
性
二
体

磯崎東古墳群第2016-6 号石棺墓写真
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　シ
ロ
ツ
メ
ク
サ

　シ
ロ
ツ
メ
ク
サ

　
今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、よ
く
見
か
け
る
「
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
（
白
詰
草
）」

で
す
。
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
は
マ
メ
科
シ
ャ
ジ
ク
ソ
ウ
属
の
一
年
草
で
、
ほ
ぼ

全
国
に
生
育
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
物
で
、
最
初

は
江
戸
時
代
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ガ
ラ
ス
の
器
物
を
箱
に
入
れ
て
運
ぶ
際
に

こ
の
草
の
枯
れ
た
も
の
を
詰
め
物
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
牧
草
な
ど
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
が

定
着
・
分
布
拡
大
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
葉
は
、
た
ま
ご
形
が
三
つ
集

ま
っ
た
形
で
、
白
い
模
様
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
四
つ
集
ま
っ
た

形
の
も
の
は
お
馴
染
み
の
「
四
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

花
は
白
く
、
小
さ
い
花
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
、
一
つ
の
丸
い
花
に
見
え

ま
す
。
花
の
咲
く
時
期
は
五
月
か
ら
八
月
頃
で
す
。

　
今
回
は
と
っ
て
も
身
近
な
花
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
身
近
だ
か
ら
こ
そ

皆
さ
ん
が
見
か
け
た
と
き
に
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
　

（
稲
田
健
一
）

2022.6.23

10
月

11-

金
上
古
墳
群
・
金
上
塙
遺
跡
試
掘

調
査
開
始
／15

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑦

「
十
五
郎
穴
で
遺
跡
と
地
図
を
考
え
る
」

（
講
師
：
三
井
猛
氏
・
梅
田
由
子
氏
・

さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／17-24

磯
合
古

墳
群
試
掘
調
査
／19

市
生
涯
学
習
講

座
１
「
虎
塚
古
墳
と
十
五
郎
穴
」・
十
五
郎
穴

地
権
者
説
明
会

／22

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑧
「
遺
跡
を

守
る
２ 

虎
塚
古
墳
」（
講
師
：
鈴
木
康

二
氏
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／24-

勝

倉
若
宮
遺
跡
試
掘
調
査
開
始
／24

虎

塚
古
墳
石
室
点
検
／26

フ
ジ
テ
レ
ビ

「
世
界
の
何
だ
コ
レ
！
？
ミ
ス
テ
リ
ー
」

取
材

11
月

1

特
別
展
「
祝
！
十
五
郎
穴
が
国
指
定

史
跡
へ
」
開
始
・
金
上
古
墳
群
・
金
上

塙
遺
跡
試
掘
調
査
・
勝
倉
若
宮
遺
跡
試

掘
調
査
終
了
・
来
館
記
念
グ
ッ
ズ
販
売

開
始
・N

H
K

水
戸「
い
ば
６
」生
放
送

／2-5･9-12

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／

2･3･5･9

は
と
バ
ス
団
体
見
学

／3

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑨
「
み
ん
な
で

守
る
！
虎
塚
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（
講

師
：
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／6

勝
田
中

等
教
育
学
校
見
学
／9

埼
玉
県
立
博

物
館
友
の
会
・
大
み
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

団
体
見
学
／10

中
根
小
学
校
見
学
（
下

段
写
真
）・JW

AY

取
材
／11

ふ
る
さ

と
考
古
学
⑩
「
ア
ー
ト
と
考
古
学
」（
講

師
：
安
芸
早
穂
子
氏
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ

氏
）／12

ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
見
学
／

16

市
生
涯
学
習
講
座
２「
海
を
望
む
古
墳
群 

ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
」
／17

沢
田
遺
跡

解
説
パ
ネ
ル
貸
出
（
国
営
ひ
た
ち
海
浜
公
園
）

／21-26

博
物
館
実
習（
八
州
学
園
大
学
）

／21-

下
高
井
遺
跡
本
調
査
開
始
／

24-26

筑
波
大
学
大
学
院
鎌
田
涼
氏
資

料
調
査
【
磯
崎
東
古
墳
群
出
土
ガ
ラ
ス
小
玉
ほ

か
】／25

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑪「
フ
ィ
ー

ル
ド
探
検
」（
講
師
：
矢
野
徳
也
氏
・
さ

か
い
ひ
ろ
こ
氏
）

＊報告文の（１）は『埋文だより』第 59 号をご覧ください。

＊磯崎東古墳群については『埋文だより』第 46 号を，ひたちなか海浜古墳群については『埋文だより』第 56 号をご参照ください。

図１　磯崎東古墳群出土人骨保存部位

が
埋
葬
さ
れ
、
双
方
の
顔
面
に
眼
窩
滑
車
靭
帯
の
痕
跡
が

あ
る
。
両
者
に
血
縁
関
係
の
あ
る
被
葬
者
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
特
に
個
体
①
は
、
立
体
的
な
顔
立
ち
で
、
縄
文

的
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
仙
骨
と
第
５
腰
椎
の
特

徴
か
ら
、
座
っ
て
舟
を
漕
ぐ
よ
う
な
動
作
・
作
業
を
日
常

的
に
繰
り
返
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

【
ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
出
土
人
骨
の
特
徴
】　

　
入
道
古
墳
群
出
土
人
骨
と
合
わ
せ
て
一
九
体
の
被
葬
者

が
確
認
で
き
る
。
一
九
体
の
年
齢
は
幼
児
か
ら
熟
年
ま
で

検
出
さ
れ
、
性
別
判
断
が
可
能
な
男
女
の
比
は
７
：
９
と

や
や
女
性
が
多
い
。四
つ
の
石
棺
墓
は
単
体
埋
葬
で
あ
り
、

そ
の
被
葬
者
の
す
べ
て
が
女
性
で
あ
る
の
は
非
常
に
興
味

深
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
副
葬
品
が
ほ
と
ん
ど
な
い
な
か

で
、
鹿ろ
っ
か
く
そ
う
と
う
す

角
装
刀
子
と
鉄て
つ
ぞ
く鏃
が
検
出
し
て
い
る
入
道
古
墳
群

2020-

５
号
石
棺
墓
の
被
葬
者
も
女
性
で
あ
る
。
女
性
優

位
の
集
団
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
男
性
頭
蓋

三
個
体
、
女
性
頭
蓋
四
個
体
の
平
均
値
を
比
較
三
群
（
南

関
東
古
墳
時
代
人
・
縄
文
時
代
人
・
五
ご
し
ょ
う
ざ
ん
ど
う
く
つ

松
山
洞
窟
遺
跡
人
）

の
平
均
値
と
間
の
距
離
を
、
簡
便
な
多
変
量
解
析
法
の
一

種
で
あ
る
ペ
ン
ロ
ー
ズ
の
形
態
距
離
の
方
法
で
求
め
て
み

た
。
そ
の
結
果
を
、
表
２
～
５
に
示
し
た
。
全
体
と
し
て

男
女
と
も
縄
文
時
代
人
よ
り
も
明
ら
か
に
南
関
東
古
墳
時

代
人
に
近
い
。
た
だ
し
、
男
性
頭
蓋
は
南
関
東
地
方
古
墳

時
代
人
よ
り
も
、
東
北
地
方
宮
城
県
の
古
墳
時
代
人
で
あ

る
五
松
山
洞
窟
遺
跡
人
に
や
や
近
似
す
る
。
当
該
遺
跡
の

頭
蓋
に
は
海
洋
と
の
関
連
を
示
す
と
い
わ
れ
る
明
確
な
外

耳
道
骨
腫
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仙
骨
や

腰
椎
に
舟
漕
ぎ
動
作
を
想
定
さ
れ
る
形
態
の
特
徴
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。

　
現
在
、一
部
の
個
体
のD

N
A

分
析
を
進
め
て
い
る
が
、

同
一
石
棺
内
の
血
縁
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
隣
り
合
う
石

棺
、
周
辺
の
石
棺
か
ら
の
出
土
人
骨
、
さ
ら
に
は
横
穴
墓

な
ど
の
被
葬
者
に
つ
い
て
も
総
合
的
に
分
析
を
進
め
て
い

く
こ
と
が
急
が
れ
る
。 

計測項目

ひたちなか海浜古墳群 古墳・横穴墓 現代人 縄文人 標準偏差
2011- 1 号
石棺

2016-3 号
石棺 

2016-6 号
石棺

2020-2 号
石棺

2020-3 号
石棺②

平均値 女性 女性 女性 女性

女 女 女 女？ 女 平均値 N 平均値 平均値 平均値
1. 頭蓋最大長 170.0 171.0 168.0 101.8 174.4 20 173.14 176.3 7.14
5. 頭蓋基底長 92.0 90.0 107.0 96.0 91.0 95.2 97.5 20 95.78 96.9 4.77
8. 頭蓋最大幅 133.0 132.0 127.0 130.7 137.2 17 134.33 141.8 5.33
9. 最小前頭幅 96.0 82.5 91.5 94.0 88.0 90.4 90.8 18 89.86 95.6 4.27
17. バジオン・ブレグマ高 124.0 118.0 128.0 124.0 123.5 132.0 21 130.33 129.8 4.16
40. 顔長 91.8 86.0 89.0 87.0 88.5 94.9 10 94.50 95.6 5.19
45. 頬骨弓幅 127.0 122.0 122.0 121.5 123.1 131.8 9 125.50 132.9 5.63
46. 中顔幅 101.0 104.0 107.0 94.0 101.5 98.1 7 94.09 99.8 5.63
48. 上顔高 65.0 57.0 70.0 67.5 66.0 65.1 66.6 15 65.36 62.2 4.08
51. 眼窩幅 (mf) 41.0 37.0 40.0 41.0 38.0 39.4 41.1 20 39.26 41.7 1.96
52. 眼窩高 34.0 33.0 35.0 37.0 34.0 34.6 33.5 18 34.70 32.7 1.40
54. 鼻幅 29.0 28.0 29.5 29.0 25.0 28.1 26.7 15 24.87 25.5 1.66
55. 鼻高 46.0 48.0 51.0 53.5 48.0 49.3 48.5 15 49.48 45.0 3.20
57. 鼻骨最小幅 7.0 6.8 9.0 4.0 6.1 6.6 8.0 24 7.40 9.3 1.40
FC. 前頭骨弦長 (fmo-fmo) 97 89 95 101 95.6 95.5 93.5 11 92.60 97.6 3.51
FS. 前頭垂線 17.0 16.6 13.9 5.0 14.1 13.3 13.0 11 14.30 14.4 2.23
SC. 鼻骨弦長 ( 鼻骨最小幅） 7.0 6.8 9.8 4.5 6.0 6.8 8.0 24 7.40 9.3 1.40
SS. 鼻骨垂線長 1.3 0.82 2.01 1.1 1.79 1.4 1.8 23 2.20 3.2 0.77
ZMC. 頬上顎弦長（zm:a-zm:a) 99.0 99.5 101.0 94.5 98.5 96.3 5 93.60 101.0 5.01
ZMS. 頬上顎垂線長 20.3 17.5 19.8 19.5 19.3 18.9 12 22.30 21.8 2.28
8/1 頭蓋長幅示数 78.2 77.2 75.6 77.0 78.2 12 77.69 80.4 3.98
9/8 横前頭頭頂示数 62.0 71.2 69.3 67.5 66.2 12 66.96 67.0 3.62
17/1 頭蓋長高示数 69.4 74.9 73.8 72.7 75.1 16 75.39 73.4 3.78
48/45 上顔示数（コルマン） 51.2 57.4 55.3 54.3 54.6 52.3 5 52.04 48.0 3.36
48/46　上顔示数（ウィルヒョウ） 64.4 67.3 63.1 77.4 68.0 68.5 6 69.31 62.3 4.67
52/51 眼窩示数 82.9 89.2 87.5 90.2 89.5 87.9 81.8 18 88.05 78.1 4.14
54/55 鼻示数 63.0 58.3 57.8 54.2 52.1 57.1 55.0 14 50.42 56.1 4.21
FS/FC 　　前頭骨平坦示数 17.5 18.7 14.7 5.0 14.8 14.1 14.0 11 15.4 14.8 2.16
SS/SC 　　鼻骨平坦示数 18.8 12.1 20.5 23.6 29.9 21.0 22.2 23 30.6 33.6 10.14
ZMS/ZMC 　頬上顎骨平坦示数 20.5 17.6 19.6 20.6 19.6 19.6 5 23.8 21.6 2.41

計測項目

ひたちなか海浜古墳群 古墳・横穴墓 現代人 縄文人 標準偏差

29 号墳
2015-2 号石

棺①
2015-2 号石

棺②
2020-4 号石

棺①
平均値 男性 男性 男性 男性

男 男 男 男 平均値 N 平均値 平均値 平均値
1. 頭蓋最大長 189.0 188.0 185.0 178.0 184.0 182.7 33 181.12 184.2 6.03
5. 頭蓋基底長 106.0 102.0 94.8 100.9 101.7 23 101.48 103.1 4.81
8. 頭蓋最大幅 134.0 140.0 145.0 132.0 137.8 142.4 29 139.53 144.8 5.06
9. 最小前頭幅 93.0 96.5 97.0 92.0 94.6 94.4 29 91.14 97.3 4.30
17. バジオン・ブレグマ高 140.0 140.0 144.0 141.3 137.7 22 136.30 135.8 4.54
40. 顔長 96.5 103.0 87.0 95.5 99.7 11 97.51 102.6 5.07
45. 頬骨弓幅 137.0 136.0 131.0 134.7 141.4 14 133.40 141.3 5.84
46. 中顔幅 107.0 96.0 105.0 102.7 102.5 14 98.56 104.0 5.28
48. 上顔高 70.0 66.0 70.0 68.7 70.8 18 68.97 65.6 4.17
51. 眼窩幅 (mf) 47.5 40.0 39.0 40.0 41.6 43.0 25 40.22 43.0 2.04
52. 眼窩高 37.0 35.0 36.0 33.5 35.4 34.4 25 35.13 33.3 1.77
54. 鼻幅 32.0 28.0 24.5 25.5 27.5 27.2 24 25.66 26.6 2.46
55. 鼻高 52.0 45.0 50.0 49.0 51.2 23 52.02 48.3 3.07
57. 鼻骨最小幅 9.5 7.0 6.0 3.0 6.4 7.3 32 7.20 10.2 1.91
FC. 前頭骨弦長 (fmo-fmo) 102.2 97 98.5 94 97.9 98.6 16 97.80 99.6 4.29
FS. 前頭垂線 13.1 13.1 12.2 12.0 12.6 14.9 16 16.30 16.4 2.08
SC. 鼻骨弦長 ( 鼻骨最小幅） 9.5 7.0 6.0 3.0 6.4 7.3 32 7.20 10.2 1.91
SS. 鼻骨垂線長 1.6 2.8 1.2 0 1.4 2.3 31 2.70 4.6 0.97
ZMC. 頬上顎弦長（zm:a-zm:a) 104 97.5 104 101.8 99.9 12 97.90 102.8 5.19
ZMS. 頬上顎垂線長 24.5 22.0 23.6 23.4 20.1 12 23.60 22.6 2.89
8/1 頭蓋長幅示数 70.1 74.5 78.4 74.2 74.3 78.4 19 77.00 78.8 2.59
9/8 横前頭頭頂示数 69.4 68.9 97.0 80.9 79.1 66.5 21 67.43 67.0 2.73
17/1 頭蓋長高示数 74.2 75.5 85.7 78.5 75.4 16 75.46 73.3 2.42
48/45 上顔示数（コルマン） 51.1 48.5 53.2 50.9 50.8 11 51.89 47.0 2.77
48/46　上顔示数（ウィルヒョウ） 65.4 68.8 66.7 67.0 69.3 11 70.25 63.1 4.65
52/51 眼窩示数 77.9 87.5 92.3 83.8 85.4 80.1 25 87.39 77.3 4.45
54/55 鼻示数 53.8 54.4 51.0 53.0 53.4 22 49.05 54.8 4.39
FS/FC 　　前頭骨平坦示数 12.8 13.6 12.4 12.0 9.0 15.1 16 16.70 16.5 1.88
SS/SC 　　鼻骨平坦示数 16.4 40.0 20.8 0.0 33.2 30.9 31 38.70 45.5 12.78
ZMS/ZMC 　頬上顎骨平坦示数 23.6 22.6 22.7 22.9 20.1 12 24.10 22.2 2.99

表５　女性頭蓋計測値及び比較

表４　男性頭蓋計測値及び比較

表２　ペンローズ距離（男性）

表３　ペンローズ距離（女性）

写真２　磯崎東古墳群第 2015-2 号石棺墓人骨出土状況
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　シ
ロ
ツ
メ
ク
サ

　シ
ロ
ツ
メ
ク
サ

　
今
回
ご
紹
介
す
る
花
は
、よ
く
見
か
け
る
「
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
（
白
詰
草
）」

で
す
。
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
は
マ
メ
科
シ
ャ
ジ
ク
ソ
ウ
属
の
一
年
草
で
、
ほ
ぼ

全
国
に
生
育
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
物
で
、
最
初

は
江
戸
時
代
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ガ
ラ
ス
の
器
物
を
箱
に
入
れ
て
運
ぶ
際
に

こ
の
草
の
枯
れ
た
も
の
を
詰
め
物
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
牧
草
な
ど
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
が

定
着
・
分
布
拡
大
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
葉
は
、
た
ま
ご
形
が
三
つ
集

ま
っ
た
形
で
、
白
い
模
様
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
四
つ
集
ま
っ
た

形
の
も
の
は
お
馴
染
み
の
「
四
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

花
は
白
く
、
小
さ
い
花
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
、
一
つ
の
丸
い
花
に
見
え

ま
す
。
花
の
咲
く
時
期
は
五
月
か
ら
八
月
頃
で
す
。

　
今
回
は
と
っ
て
も
身
近
な
花
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
身
近
だ
か
ら
こ
そ

皆
さ
ん
が
見
か
け
た
と
き
に
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
　

（
稲
田
健
一
）

2022.6.23

10
月

11-

金
上
古
墳
群
・
金
上
塙
遺
跡
試
掘

調
査
開
始
／15

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑦

「
十
五
郎
穴
で
遺
跡
と
地
図
を
考
え
る
」

（
講
師
：
三
井
猛
氏
・
梅
田
由
子
氏
・

さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／17-24

磯
合
古

墳
群
試
掘
調
査
／19

市
生
涯
学
習
講

座
１
「
虎
塚
古
墳
と
十
五
郎
穴
」・
十
五
郎
穴

地
権
者
説
明
会

／22

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑧
「
遺
跡
を

守
る
２ 

虎
塚
古
墳
」（
講
師
：
鈴
木
康

二
氏
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／24-

勝

倉
若
宮
遺
跡
試
掘
調
査
開
始
／24

虎

塚
古
墳
石
室
点
検
／26

フ
ジ
テ
レ
ビ

「
世
界
の
何
だ
コ
レ
！
？
ミ
ス
テ
リ
ー
」

取
材

11
月

1

特
別
展
「
祝
！
十
五
郎
穴
が
国
指
定

史
跡
へ
」
開
始
・
金
上
古
墳
群
・
金
上

塙
遺
跡
試
掘
調
査
・
勝
倉
若
宮
遺
跡
試

掘
調
査
終
了
・
来
館
記
念
グ
ッ
ズ
販
売

開
始
・N

H
K

水
戸「
い
ば
６
」生
放
送

／2-5･9-12

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／

2･3･5･9
は
と
バ
ス
団
体
見
学

／3

ふ
る
さ
と
考
古
学
⑨
「
み
ん
な
で

守
る
！
虎
塚
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（
講

師
：
さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／6

勝
田
中

等
教
育
学
校
見
学
／9

埼
玉
県
立
博

物
館
友
の
会
・
大
み
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

団
体
見
学
／10

中
根
小
学
校
見
学
（
下

段
写
真
）・JW

AY

取
材
／11

ふ
る
さ

と
考
古
学
⑩
「
ア
ー
ト
と
考
古
学
」（
講

師
：
安
芸
早
穂
子
氏
・
さ
か
い
ひ
ろ
こ

氏
）／12

ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
見
学
／

16

市
生
涯
学
習
講
座
２「
海
を
望
む
古
墳
群 

ひ
た
ち
な
か
海
浜
古
墳
群
」
／17

沢
田
遺
跡

解
説
パ
ネ
ル
貸
出
（
国
営
ひ
た
ち
海
浜
公
園
）

／21-26

博
物
館
実
習（
八
州
学
園
大
学
）

／21-

下
高
井
遺
跡
本
調
査
開
始
／

24-26

筑
波
大
学
大
学
院
鎌
田
涼
氏
資

料
調
査
【
磯
崎
東
古
墳
群
出
土
ガ
ラ
ス
小
玉
ほ

か
】／25
ふ
る
さ
と
考
古
学
⑪「
フ
ィ
ー

ル
ド
探
検
」（
講
師
：
矢
野
徳
也
氏
・
さ

か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
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／28-

市
毛
下
坪
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

12
月

2

文
化
財
室
第
２
回
文
化
財
講
座
「
国
指

定
史
跡
に
迫
る 
虎
塚
古
墳
と
十
五
郎
穴
」

・
特
別
展「
ポ
ス
タ
ー
展
」開
始
／3

セ

ン
タ
ー
開
館
30
周
年
・
ふ
る
さ
と
考
古

学
⑫
「
楽
し
い
よ
！
考
古
学
」（
講
師
：

さ
か
い
ひ
ろ
こ
氏
）
／5-7

磯
合
古
墳

群
試
掘
調
査
／7

千
葉
県
神
崎
町
教

育
委
員
会
見
学
／13-20

塙
坪
遺
跡

試
掘
調
査
／-14

市
毛
下
坪
遺
跡
試
掘

調
査
終
了
／17

石
岡
市
教
育
委
員
会

資
料
調
査
【
縄
文
土
器
】
／21

市
生
涯
学

習
講
座
３
「
古
墳
時
代
の
は
じ
ま
り
」
／24

島
根
大
学
岩
本
崇
氏
資
料
調
査
【
磯
崎
東

古
墳
出
土
鏡
・
鉄
鏃
】
／27

水
戸
市
水
城

高
校
２
年
生
虎
塚
古
墳
・
十
五
郎
穴
の

取
材（
下
段
右
）

１
月

10-13

津
田
若
宮
遺
跡
試
掘
調
査
／

-16

下
高
井
遺
跡
本
調
査
終
了
／16-

23

二
ッ
森
古
墳
群
試
掘
調
査
／18

市

生
涯
学
習
講
座
４
「
弥
生
時
代
の
墓
か
ら
出

土
す
る
玉
製
品
」
／19JW

AY

十
五
郎
穴

の
取
材（
オ
ス
ペ
ン
ギ
ン
）

／23-24

向
野
Ｅ
遺
跡
試
掘
調
査
／

27

ふ
る
さ
と
考
古
学
補
講
（
案
内
看
板
づ

く
り
）
／-28

特
別
展
「
祝
！
十
五
郎
穴

が
国
指
定
史
跡
へ
」
終
了
／30-

市
毛

上
坪
遺
跡
試
掘
調
査
開
始

２
月

-8

市
毛
上
坪
遺
跡
試
掘
調
査
終
了
／8

田
彦
小
学
校
３
年
生
出
張
授
業
【
虎
塚
古

墳
に
つ
い
て
】
／10

市
立
佐
野
図
書
館
ふ

る
さ
と
講
座「
虎
塚
古
墳
と
十
五
郎
穴
横
穴
群
」

／14-28

田
彦
古
墳
群
試
掘
調
査
／

15

市
生
涯
学
習
講
座
５「
ひ
た
ち
な
か
市
の

生
産
遺
跡
・
原
の
寺
瓦
窯
跡
」
／17

ひ
た
ち
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月
開館

日数

個人 団体 計

（人） （団体） （人） （人）
10 月 26 249 2 (0) 38 (0) 287

11 月 26 2703 14 (2) 480 (177) 3183
12 月 23 184 5 (0) 113 (0) 297
1 月 23 157 2 (0) 17 (0) 174
2 月 25 217 3  (0) 115 (0) 332
3 月 27 1093 9 (0) 244 (0) 1337
合計 157 4603 35 (2) 1007 (177) 5610

な
か
市
の
考
古
学
第
16
回
①
「
古
代
陸

奥
南
部
の
集
落
と
開
発
」(

講
師
：
菅

原
祥
夫
氏)

／24

②「
古
代
下
総
国
の

集
落
と
開
発
」（
講
師
：
加
藤
貴
之
氏
）

／27

か
す
み
が
う
ら
市
歴
史
博
物
館

視
察

３
月

2

③
「
一
望
千
里
　
四
角
い
村
と
四
角
い

田
」（
講
師
：
岩
田
明
広
氏
）
／3

歴
史

探
訪
ウ
ォ
ー
ク
／5-15

田
宮
原
Ⅰ
遺

跡
試
掘
調
査
／9

④
「
ひ
た
ち
な
か
市

の
古
代
集
落
の
姿
」（
講
師
：
佐
々
木

義
則
）
／10

市
青
少
年
課
主
催
射
爆

場
跡
地
観
察
会
で
の
説
明
／20-24

・

29-31

虎
塚
古
墳
一
般
公
開
／23

裾
花

観
光
見
学
／30

ユ
ー
ラ
シ
ア
旅
行
社
・

ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
見
学
／31

北
区

飛
鳥
山
博
物
館
・
ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム

見
学
・『
埋
文
だ
よ
り
』第
60
号
刊
行

　編
集
後
記
の

　

　二
◯
二
四
年
二
月
二
一
日
、
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
が

正
式
に
国
指
定
史
跡
と
な
っ
た
。
茨
城
県
で
は
三
四
遺

跡
目
、
ひ
た
ち
な
か
市
で
は
、
一
九
六
九
年
の
馬
渡
埴

輪
製
作
遺
跡
、
一
九
七
四
年
の
虎
塚
古
墳
に
続
き
三
遺

跡
目
と
な
る
。
つ
ま
り
五
○
年
ぶ
り
に
ひ
た
ち
な
か
市

に
新
た
な
史
跡
が
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

　全
国
に
国
指
定
史
跡
の
「
横
穴
墓
群
」
が
い
く
つ
あ

る
の
か
調
べ
て
み
る
と
、二
一
遺
跡
あ
る
。
県
別
で
は
、

北
か
ら
宮
城
県
一
、福
島
県
四
、栃
木
県
一
、千
葉
県
一
、

埼
玉
県
一
、
静
岡
県
二
、
石
川
県
一
、
大
阪
府
一
、
福

岡
県
二
、
熊
本
県
四
、
大
分
県
一
、
宮
崎
県
一
と
な
る
。

指
定
に
な
っ
た
理
由
を
み
る
と
、
二
一
遺
跡
中
一
三
遺

跡
は
「
装
飾
が
あ
る
こ
と
」
が
重
要
視
さ
れ
た
横
穴
墓

で
、
横
穴
墓
群
自
体
の
重
要
性
で
史
跡
に
な
っ
て
い
る

の
は
七
遺
跡
し
か
な
い
。
十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
も
現
時

点
で
は
装
飾
は
な
い
の
で
、
横
穴
墓
群
と
し
て
の
重
要

性
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　こ
れ
ら
の
横
穴
墓
群
の
史
跡
名
称
は
「
横
穴
群
」
に

50th Anniversary 2023

統
一
さ
れ
て
い
て
、

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群

も
「
十
五
郎
穴
横
穴

群
」
と
な
る
。
学
術

名
称
と
史
跡
名
称
の

二
つ
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
今

後
は
丁
寧
な
説
明
が

必
要
と
な
る
。

＊表紙の写真は，ひたちなか市報 2023 年 10 月 25 日号撮影風景です。
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