
　
み
な
さ
ん
は
、
下
館
駅
の
北
口
と
南
口

を
結
ぶ
歩
道
橋
の
上
に
あ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
を
ご
存
知
で
す
か
。
こ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
は
、
市
内
女お

ざ
か
た方

に
あ
る
女
方
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
た
弥
生
時
代
の
人じ

ん
め
ん
つ
き
つ
ぼ
が
た

面
付
壷
形
土

器
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
平
成
３
年
に

同
友
ク
ラ
ブ
が
創
設
30
周
年
を
記
念
し
て

和
わ だ

田  恵
けいこ

子さん（榎生）

地域のテーマを市民の目線で

市 民 記 者 の ペ ー ジ

身近なところで貴重な土器が発見
されたことを知りました。文化財で
市が活性化できるとうれしいです。

鬼
怒
川
東
岸
の
台
地
に
あ
る
女
方
遺
跡
。

こ
こ
で
弥
生
時
代
に
関
す
る
歴
史
的
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

太
古
の
生
活
に
思
い
を
馳
せ
て
〜

世
紀
の
発
見「
人
面
付
壷
形
土
器
」

設
置
し
ま
し
た
。
実
物
は
東
京
国
立
博
物

館
に
所
蔵
さ
れ
、
昨
年
７
月
か
ら
９
月
ま

で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
縄
文
１
万
年
の

美
の
鼓
動
」
で
も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
私
も
こ
の
特
別
展
で
実
物
を
見
る
こ
と

が
で
き
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
今
回

は
、
歴
史
的
に
と
て
も
貴
重
な
人
面
付
壷

形
土
器
に
つ
い
て
、
市
の
文
化
課
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

女
方
は
古
墳
密
集
地
域
だ
っ
た

　
女
方
地
区
一
帯
か
ら
は
、
縄
文
時
代
・

弥
生
時
代
の
土
器
や
石
器
な
ど
が
見
つ

か
っ
て
お
り
、
古
墳
時
代
に
は
多
く
の
古

墳
が
造
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
現
在
で
は
、
神し

ん
め
い
づ
か

明
塚
、
猫ね

こ
づ
か塚

、
弁べ

ん
て
ん
づ
か

天
塚

の
３
基
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
以
前

は
日に

ち
げ
つ
づ
か

月
塚
、十じ

ゅ
う
に
て
ん
づ
か

二
天
塚
、八は

ち
ま
ん
づ
か

幡
塚
な
ど
「
女

方
六
十
六
塚
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
古
墳
が

密
集
し
て
い
ま
し
た
。

人
面
付
壷
形
土
器
は
骨
壷
？

　
人
面
付
壷
形
土
器
は
、
医
学
博
士
田た

な
か中

國く
に
お男

氏
に
よ
っ
て
、
昭
和
14
年
か
ら
３
年

間
か
け
て
行
わ
れ
た
女
方
遺
跡
の
発
掘
調

査
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
土
器
は
、
弥
生
時
代
中
期
（
約

２
３
０
０
年
前
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。壺
の
高
さ
は
69・５
セ
ン
チ
、目
、

鼻
、
口
、
顎あ

ご
が
粘
土
で
表
現
さ
れ
、
目
と

口
の
周
囲
に
は
線
で
隈く

ま
ど取
り
が
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
隈
取
り
の
一
部
は
、
赤
色
の

顔
料
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弥
生

人
の
入い

れ
ず
み墨

を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
土
器

の
内
部
に
は
、
装
飾
品
の
管く

だ
た
ま玉

３
個
が

入
っ
て
い
ま
し
た
。

　
人
面
付
壷
は
今
で
い
う
骨
壷
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
女

方
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
土
器
も
、
こ
の

よ
う
な
用
途
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

歴
史
の
ロ
マ
ン
を
胸
に

　
私
は
考
古
学
に
詳
し
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
よ

う
な
貴
重
な
土
器
が
、
筑
西
市
で
発
見
さ

れ
た
こ
と
を
と
て
も
誇
り
に
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
女
方
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
土
器

と
同
様
の
も
の
が
、
県
内
や
栃
木
県
の
遺

跡
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

の
文
化
財
を
地
域
お
こ
し
な
ど
に
活
用
し

て
い
る
事
例
も
あ
り
、
筑
西
市
で
も
土
器

の
愛
称
を
募
集
し
て
P
R
し
た
り
、
土

器
の
形
の
お
菓
子
を
販
売
し
た
り
し
て
、

土
器
を
利
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
れ

ば
う
れ
し
い
で
す
。
尽
き
な
い
歴
史
へ
の

思
い
と
ロ
マ
ン
を
胸
に
、
筑
西
市
で
、
ま

た
新
た
な
発
見
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

下館駅前歩道橋にある人面付壷形
土器モニュメント

人面付壷形土器を発見した田中國
男氏。３年間かけて女方遺跡の発
掘調査を行った（『縄文式弥生式
接触文化の研究』より）。

発掘調査が行われた当時の女方遺跡（赤囲み）周辺
地形図。南側に鬼怒川にかかる榮橋が確認できま
す（『縄文式弥生式接触文化の研究』より）。

女方遺跡で出土した人面付壷
形土器（東京国立博文館所蔵）

人面付壷形土器の頭部。非常
に精密に顔面が表現されてい
ます（筑西市所蔵の複製品）。
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