
　

今
回
は
、
地
域
の
文
化
財
の
魅
力
を
再
発
見

す
る
「
坂
戸
市
埋
蔵
文
化
財
出
土
品
展
」
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
出
土
品
展
は
、

近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
紹
介
す
る
年
に
一

度
の
展
示
企
画
で
、
毎
年
多
く
の
方
か
ら
ご
好

評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
発
掘
調
査
成
果

を
ま
と
め
た
冊
子
『
埋
文
さ
か
ど
年
報
』
を

毎
年
刊
行
し
て
い
ま
す
。
出
土
品
展
で
は
、

年
報
で
紹
介
し
た
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
本
物

の
土
器
な
ど
を
展
示
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
後
の

研
究
成
果
な
ど
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

最
新
の
研
究
成
果
を
お
届
け
す
る
た
め
、

近
年
は
特
定
の
遺
跡
や
時
代
を
テ
ー
マ
に
し

た
展
示
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
夏

に
開
催
し
た
第
二
六
回
出
土
品
展
で
は
「
大

古
墳
展
」
と
題
し
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
盛
ん

に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
入に

っ
さ

い西

・
大お

お

や家

地
域
の
古
墳
時
代
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

し
た
。

　
　

展
示
の
目
玉
と
な
っ
た
坂
戸
市
指
定
文
化

財
「
入に

っ
さ
い
い
し
づ
か

西
石
塚
古

墳

出

土

遺

物

一

式
」
は
、
サ
ビ
や

割
れ
に
よ
る
劣
化

を
少
し
で
も
防
ぐ

た
め
、
普
段
は
資

料
館
内
の
保
管
庫

で
厳
重
に
保
管
さ

れ
て
い
ま
す
。
常

設
で
展
示
す
る
こ

と
が
難
し
い
貴
重

　

出
土
品
展
の
会
期
は
、
例
年
一
週
間
程
度
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
「
開
催
期
間
を
も
っ
と
長
く
し

て
ほ
し
い
」
と
い
う
ご
意
見
も
た
く
さ
ん
頂
い
て

い
ま
す
。
会
場
確
保
な
ど
の
課
題
か
ら
現
状
で
は

会
期
を
延
長
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
よ
り

多
く
の
方
に
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
、
現

在
は
開
催
時
期
や
広
報
活
動
と
い
っ
た
点
か
ら
、

工
夫
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

次
の
出
土
品
展
の
準
備
は
、
も
う
す
で
に
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
来
年
度
は
、
坂さ

か

ど戸

・
勝す

ぐ

ろ呂

・

三み

よ

し

の

芳
野
地
区
の
古
墳
文
化
に
せ
ま
る
テ
ー
マ
展
示

「
大
古
墳
展
２
」
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
続
報
に

ご
期
待
下
さ
い
！

な
文
化
財
を
、
会
場
で
じ
っ
く
り
と
ご
覧
い
た

だ
け
る
の
も
、
出
土
品
展
な
ら
で
は
の
楽
し
み

で
す
。

　

年
報
だ
け
で
は
伝
え
き
れ
な
い
、
実
物
の

文
化
財
が
持
つ
魅
力
や
学
術
的
な
価
値
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
学
芸
員
全
員
で
一
丸
と

な
っ
て
展
示
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

普段は展示していない、 坂戸市指定文化財 「入西石塚古墳出土遺物一式」 をゆっくりと鑑賞する来場者の皆さん。

さかどの至宝さかどの至宝、、ずらり！ずらり！

実
物
の
魅
力
を
間
近
で

よ
り
多
く
の
人
に
届
け
た
い

【
特
集
記
事
】  

埋
蔵
文
化
財
出
土
品
展
へ
よ
う
こ
そ



　

資
料
館
に
寄
贈
さ
れ
た
鍛
冶
道
具
を
一
挙
公

開
！
入に

っ
さ
い西

の
小こ

や

ま山
地
区
で
営
業
し
て
い
た
鍛
冶
屋

の
仕
事
道
具
の
ほ
か
、
江
戸
時
代
～
戦
前
の
絵

図
や
、
近
隣
の
発
掘
調
査
成
果
か
ら
、
少
し
昔

の
地
域
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

資
料
館
一
階
ホ
ー
ル
で
、
令
和
六
年
一
月

一
五
日(

月)

か
ら
四
月
一
九
日(

金)

ま
で
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
※
入
場
無
料

　

入に
っ
さ
い西

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
で
、
長な

が
お
か岡

遺
跡(

長

岡
地
区)

の
発
掘
調
査
成
果
を
紹
介
す
る
出
張

展
示
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
古
代
集
落
か
ら
出

土
し
た
赤
い
土
器
「
土は

じ

き

師
器
」
と
、
灰
色
の
土

器
「
須す

え

き

恵
器
」
に
つ
い
て
、

特
徴
や
作
り
方
の
違
い

を
や
さ
し
く
解
説
し
て
い

ま
す
。

　

展
示
は
令
和
六
年
九

月
九
日(

月)

ま
で
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
※
入
場

無
料

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は

入に
っ
さ

い
い
し
づ
か
こ
ふ
ん

西
石
塚
古
墳
出
土
の

鉄て
つ
ぞ
く鏃

で
す
。
令
和
五
年

度
の
埋
蔵
文
化
財
出
土

品
展
に
も
展
示
さ
れ
た

遺
物
で
す
。
矢
じ
り
（
鏃
）

は
材
料
を
変
え
、
狩

し
ゅ
り
ょ
う猟

や
戦
争
の
道
具
と
し
て
、
旧き

ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
か
ら
現
代
に
い
た

る
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
主
な
進
化
の
方
向
と
し
て
、

黒こ
く
よ
う
せ
き

耀
石
な
ど
の
硬
質
な
石
を
打
ち
欠
い
て
作
っ
た
石せ

き
ぞ
く鏃

か

ら
、
青
銅
を
鋳

ち
ゅ
う
ぞ
う造

し
て
作
っ
た
銅ど

う
ぞ
く鏃

、
そ
し
て
鉄
を
鍛た

ん
ぞ
う造

し
て
作
っ
た
鉄
鏃
と
い
う
流
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

入
西
石
塚
古
墳
の
作
ら
れ
た
古
墳
時
代
中
期
後
葉
の
鉄

鏃
は
、
細
長
い
部
分
を
持
っ
た
長ち

ょ
う
け
い
ぞ
く

頸
鏃
や
短た

ん
け
い
ぞ
く

頸
鏃
と
、
大

型
で
扁へ

ん
ぺ
い平

な
平ひ

ら
ね
け
い
て
つ
ぞ
く

根
系
鉄
鏃
と
呼
ば
れ
る
鏃
に
大
別
で
き
ま

す
。
そ
し
て
長
頸
鏃
を
多
数
と
平
根
系
鉄
鏃
を
少
数
副

葬
す
る
組
合
せ
が
全
国
的
に
主
流
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

入
西
石
塚
古
墳
出
土
の
鉄
鏃
で
も
こ
の
組
み
合
わ
せ
が

見
ら
れ
、
坂
戸
市
周
辺
も
全
国
的
な
潮

ち
ょ
う
り
ゅ
う

流
の
な
か
に
あ
っ

た
と
分
か
り
ま
す
。
（
山
下
）

　

今
回
は
、
勝す

ぐ

ろ呂
消
防
組
第
一
部
の
火ひ

の
み
や
ぐ
ら

見
櫓
跡

（
石い

し

い井
地
区
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
近
代
的
な
消
防
組
織
が
整
備
さ

れ
て
以
降
、
火
災
を
い
ち
は
や
く
察
知
し
地
域
に

危
険
を
知
ら
せ
る
た
め
の
鉄
製
火
見
櫓
が
各
地

で
多
く
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

勝
呂
駐
在
所
の
隣
に
建
っ
て
い
た
勝
呂
消
防
組

第
一
部
の
火
見
櫓
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
か
つ
て
の

様
子
を
撮
影
し
た
古
写
真
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。　

役
割
を
果
た
し
、
出
火

・
鎮
火
な
ど
に
よ
っ
て

合
図
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
ち
な
か
に
高
く

そ
び
え
る
火
見
櫓
は
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
、

競
う
よ
う
に
し
て
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
の
櫓
が
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
資
料
館
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
坂

戸
の
宿

し
ゅ
く
ど
お通

り(

仲
な
か
ち
ょ
う町

地
区)

や
坂
戸
小
学
校
の

脇(

薬や
く
し
ち
ょ
う

師
町
地
区)

な
ど
に
建
っ
て
い
た
火
見
櫓

の
写
真
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

長
年
ま
ち
を
見
守
っ
て
き
た
市
内
各
所
の
火
見

櫓
は
、
老
朽
化
の
た
め
近
年
撤
去
が
進
ん
で
い
ま

す
。
か
つ
て
坂
戸
市
内
に
は
三
〇
基
以
上
の
火

見
櫓
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
森も

り

ど戸
地

区
に
一
基
が
残
る
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回

紹
介
し
た
火
見
櫓
も
平
成
二
五
年
に
撤
去
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
記
録
さ
れ
た
姿
は
消
防
活
動
に

尽じ
ん
り
ょ
く

力
し
た
地
域
の
人
々
の
熱
意
と
誇
り
を
い
ま
に

伝
え
て
い
ま
す
。

→ 右が大正～昭和初期の火見櫓の様子。 左は現在の同じ場所の様子。

　

三
脚
の
櫓
に
は
六
角
形
の
見
張
り
台
が
つ
き
、

手
す
り
と
屋
根
に
は
鉄
線
を
く
る
り
と
丸
め
た

飾
り
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
櫓
の
中
に
下
が
っ
て

い
る
半

は
ん
し
ょ
う鐘

は
、
現
在
の
防
災
無
線
の
よ
う
な

入西石塚古墳出土　平根系鉄鏃

入
西
石
塚
古
墳
出
土　

長
頸
鏃

展
示
中

出
張
展
示
「
長
岡
遺
跡
に
も
た
ら
さ
れ
た
土
器
」

予
告

 

下
半
期
企
画
展
示　
「
村
の
鍛
冶
屋
さ
ん
」


