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郷
土
か
み
の
か
わ
の
歴
史
・
文
化
財

上
三
川
の
地
域
と
歴
史　

西
汗

西
汗
は
、上
三
川
町
の
北
部
に

位
置
し
、宇
都
宮
市
と
そ
の
境
を

接
し
て
い
ま
す
。地
区
の
ほ
ぼ
中
央

を
南
北
に
流
れ
る
江
川
を
挟
ん

で
、東
部
の
鬼
怒
川
低
湿
地
帯
に

は
水
田
が
広
が
り
、西
部
の
台
地

上
に
は
本
郷
台
団
地
な
ど
の
住
宅

地
に
多
く
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い

ま
す
。集
落
の
中
に
は
、創
建
時
期

は
不
明
で
す
が
、高　

神
社
が
鎮

座
し
て
い
ま
す
。「
汗
」と
書
い
て

「
ふ
ざ
か
し
」と
読
む
地
名
は
、全

国
で
も
屈
指
の
難
読
漢
字
で
す
。

東
汗
の
満
願
寺
に
あ
る
秘
仏
・
薬

師
如
来
に
由
来
す
る
ほ
か
、鬼
怒

川
渡
船
場
の
札
貸
し
が
語
源
な
ど

と
い
わ
れ
て
お
り
、そ
の
由
来
に
は

諸
説
あ
り
、い
ま
で
も
定
説
は
あ

り
ま
せ
ん
。

西
汗
の
西
部
台
地
上
は
、先
に

述
べ
た
と
お
り
住
宅
地
と
な
っ
て

い
ま
す
。そ
の
宅
地
造
成
に
伴
い
、

昭
和
48
年
に
行
わ
れ
た
西
赤
堀
遺

跡
の
発
掘
調
査
で
は
、古
墳
時
代

か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
多
く

の
竪
穴
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。現
代
の
私
達
と
同
様
に
、古

代
の
人
々
に
と
っ
て
も
こ
の
地
は

住
み
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
、西
汗
に
は
古
墳
も
い
く
つ

か
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
う
ち

の
ひ
と
つ
、西
赤
堀
狐
塚
古
墳
は

全
長
約
40
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円

に
し
ふ
ざ
か
し

墳
で
す
。発
掘
調
査
の
結
果
、男
女

や
馬
・
盾
な
ど
を
模
し
た
埴
輪
が

多
数
見
つ
か
り
ま
し
た
。6
世
紀

後
半
、こ
の
地
を
治
め
て
い
た
で
あ

ろ
う
人
物
の
墳
墓
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

中
世
に
な
る
と
、上
三
川
町
域

は
宇
都
宮
氏
の
一
族
が
治
め
て
い

ま
し
た
。上
三
川
城
は
、こ
の
地
を

治
め
て
い
た
武
士
の
城
館
で
す
。上

三
川
城
を
守
護
す
る
よ
う
に
、鬼

怒
川
沿
岸
に
は
城
館
が
い
く
つ
か

配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。西
汗
に
も

高
島
館
と
い
う
城
館
が
、江
川
の

東
岸
、宇
都
宮
市
西
刑
部
町
と
の

境
界
付
近
に
あ
り
ま
し
た
。一
辺
が

約
2
0
0
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
区
画

か
ら
は
、有
力
家
臣
が
住
ん
で
い

た
館
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
、宇
都
宮
氏
改
易
後

は
宇
都
宮
藩
領
と
な
り
ま
す
。そ

し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、農
村
の

風
景
を
残
し
な
が
ら
も
、市
街
化

区
域
と
し
て
多
く
の
人
々
の
生
活

が
営
ま
れ
る
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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※上の写真の埴輪をはじめ、西赤堀狐塚古墳から出土し
た埴輪数点が、下記特別展にて展示されています。
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西赤堀狐塚古墳出土の人物埴輪（全長92cm）
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