
　
先
日
、
仕
事
中
に
偶
然
、
明
野
地
区
で

遺
跡
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
知

り
ま
し
た
。
道
路
な
ど
の
建
設
時
に
は
、

行
政
調
査
と
し
て
発
掘
が
行
わ
れ
ま
す

が
、
こ
の
調
査
は
「
筑
西
つ
く
ば
線
バ
イ

パ
ス
」
の
造
成
工
事
に
伴
い
昨
年
８
月
に

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
調
査
を
行

う（
公
財
）茨
城
県
教
育
財
団
で
埋
蔵
文
化

財
指
導
員
の
樫か

し
む
ら村

宣の
り
ゆ
き行

さ
ん
に
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。

鮮
や
か
に
蘇
る
古
代
の
生
活

鮮
や
か
に
蘇
る
古
代
の
生
活

調
査
範
囲
は
サ
ッ
カ
ー
コ
ー
ト
ほ
ど
の

地域のテーマを市民の目線で

市 民 記 者市 民 記 者  の ペ ー ジの ペ ー ジ

島
しまだ
田　敏

さとる
さん（海老ヶ島）

市内にある遺跡や史跡を、みな
さんに知ってもらえる機会が増
えるといいなと思いました。

　
中
世
の
も
の
に
は
陶
磁
器
、
人
骨
、
馬

骨
、
火
葬
施
設
、
墓
な
ど
の
遺
構
が
多
数

発
見
さ
れ
て
お
り
、
区
画
さ
れ
て
い
て
井

戸
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
墓
又
は
お
墓
と

お
寺
が
一
体
に
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
樫
村
さ
ん
は
出
土
し
た
も
の

に
つ
い
て
「
奈
良
時
代
の
大
き
な
住
居
跡

か
ら
銅
地
金
張
の
帯
金
具
が
出
て
い
ま

す
。
位
の
高
い
役
人
が
住
ん
で
い
た
か
、

当
時
の
役
所
が
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。常
陸
国
新
治
郡
の
下
に
は
、

12
の
郷ご

う

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
場
所
は

そ
の
う
ち
の
一
つ
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
」

と
、
現
在
も
調
査
中

の
た
め
断
言
は
で
き

な
い
と
し
な
が
ら
も

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

発
掘
体
験
・
見
学
は
大
歓
迎

発
掘
体
験
・
見
学
は
大
歓
迎

　
現
在
、令
和
４
年
度
の
調
査
は
終
了
し
、

今
年
の
４
月
以
降
に
発
掘
の
再
開
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
財
団
で
は
、
事
前
申
込
制
で
発
掘
体

験
や
見
学
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
お

り
、樫
村
さ
ん
は
「
貴
重
な
機
会
な
の
で
、

学
校
の
歴
史
の
授
業
や
有
志
の
グ
ル
ー
プ

で
ぜ
ひ
見
学
や
体
験
に
来
て
ほ
し
い
で

す
。
発
掘
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
人
が

増
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
」と
話
し
ま
す
。

取
材
を
終
え
て

取
材
を
終
え
て

　
実
際
の
発
掘
現
場
を
見
て
、
先
人
の
暮

ら
し
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
が
興
味
深
く

と
て
も
わ
く
わ
く
し
ま
し
た
。
調
査
完
了

後
は
、
道
路
と
な
り
遺
跡
は
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
資
料
は
保
存
さ
れ
、
遺

跡
の
説
明
会
も
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
ぜ
ひ
今
年
の
春
の
調
査
再
開
を
楽
し

み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。

広
さ
で
、
竪
穴
式
住
居
や
柱
の
跡
が
数
多

く
広
が
り
、
須す

え

き
恵
器
や
土は

じ

き
師
器
な
ど
の
破

片
が
地
面
か
ら
露
出
し
て
い
ま
し
た
。

　
見
つ
か
っ
た
も
の
か
ら
推
測
で
き
る
時

代
を
樫
村
さ
ん
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
遺
跡

は
主
に
、
縄
文
、
古
墳
、
奈
良
、
平
安
、

中
世
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
縄
文
時
代
の
も
の
に
は
、
狩
猟
を
目
的

と
し
た
深
さ
約
１
ｍ
の
落
と
し
穴
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。住
居
の
跡
は
な
い
の
で
、

少
し
離
れ
た
場
所
に
集
落
が
あ
り
、
狩
り

の
た
め
に
こ
こ
に
来
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
古
墳
時
代
の
も
の
に
は
、
普
通

の
集
落
で
は
発
見
さ
れ
な
い
銅ど

う
じ
き
ん
ば
り

地
金
張
の

耳
飾
り
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近

く
に
古
墳
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

そ
う
で
す
。
奈
良
・
平
安
時
代
の
も
の
に

は
竪
穴
式
住
居
跡
が
あ
り
、
人
が
た
く
さ

ん
住
ん
で
い
た
痕
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

古
代
ロ
マ
ン
に
触
れ
る

古
代
ロ
マ
ン
に
触
れ
る

倉
西
遺
跡

倉
西
遺
跡

石石

埋蔵文化財指導員　樫村さん

耳飾り

帯金具が発見された古代の建物跡

詳しい調査結果
（発掘情報いばらき）

帯金具

発
掘
現
場
の
見
学
・
体
験
に
つ
い
て

【
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育
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あけの元気館

石倉西遺跡
発掘調査区域

村田郵便局村田郵便局
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新
治
の
地
名
の
始
ま
り

新
治
の
地
名
の
始
ま
り

奈
良
時
代
に
編へ

ん
さ
ん纂

さ
れ
た
『
常
陸
国
風

土
記
』
の
中
に
は
「
新
治
」
の
地
名
の
由

来
に
つ
い
て
「
新
治
の
郡
を
治
め
る
国く

に
の
み
や
つ
こ造

の
祖
先
・
比ひ

な
ら
す
の
み
こ
と

奈
良
珠
命
を
新
治
に
遣つ

か
わ
し

ま
し
た
。
そ
の
命み

こ
と

が
新
治
の
国
に
お
出
で

に
な
っ
た
と
き
に
、
新
し
い
井
戸
を
掘
り

治
廃
寺
跡

治
廃
寺
跡

新新

【
問
】文
化
ス
ポ
ー
ツ
課（
本
庁
３
階
）☎
22
ー
０
１
８
３

ま
し
た
。
井
戸
か
ら
は
、
た
い
へ
ん
清
い

水
が
湧
き
流
れ
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
新
し

い
井
戸
を
治ほ

る
こ
と
に
由
来
し
て
、
郡

名
を
新
治
と
付
け
ま
し
た
」
と
書
か
れ
、

１
３
０
０
年
も
前
か
ら
新
治
と
い
う
地
名

が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
郡
の

位
置
や
地
名
の
由
来
も
書
か
れ
、
郡
の
中

心
地
に
は
、
役
所
や
大
寺
が
街
道
沿
い
に

置
か
れ
ま
し
た
。

新
治
廃
寺
跡
と
は

新
治
廃
寺
跡
と
は

新
治
廃
寺
跡
は
、
昭
和
14
年
に
、
茨
城

女
子
師
範
学
校
の
高
井
悌
三
郎
先
生
と
地

元
古
郡
の
藤
田
清
氏
ら
が
中
心
と
な
り
調

査
さ
れ
た
寺
院
跡
で
す
。
金
堂
を
は
さ
ん

で
、そ
の
東
西
に
そ
れ
ぞ
れ
東
塔
と
西
塔
、

金
堂
の
北
に
は
講
堂
、
食じ

き
ど
う堂
、
僧
房
が
一

直
線
に
並
ぶ
と
い
う
、
全
国
に
数
例
し
か

見
つ
か
っ
て
い
な
い
非
常
に
珍
し
い
伽が

ら
ん藍

配
置
を
も
っ
て
い
ま
す
。

新
治
郡
の
拠
点
だ
っ
た
場
所

新
治
郡
の
拠
点
だ
っ
た
場
所

東
塔
に
は
、
心し

ん
そ礎

と
呼
ば
れ
る
、
塔
の

中
心
と
な
る
礎
石
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

心
礎
に
は
、
心
柱
と
い
う
大
き
な
柱
を
支

え
る
役
割
が
あ
り
、
こ
の
心
礎
の
穴
の
大

き
さ
は
40
㎝
ほ
ど
で
、
規
模
が
小
さ
い
三

重
の
塔
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
金
堂
の
礎
石
は
、
堅
い
花
こ
う
岩
で

柱
座
を
造
り
出
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

特
色
は
、
地
方
寺
院

の
中
で
も
郡
（
常
陸

国
新
治
郡
）
の
中
心

的
な
大
寺
と
し
て
の

機
能
を
兼
ね
備
え
て

い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

出
土
遺
物
に
は
、
寺
院
の
屋
根
の
軒
先

を
飾
っ
た
多
く
の
瓦
と
と
も
に
、
文
字
が

書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
多
く

は
、
郡
内
の
各
郷
の
頭
文
字
が
書
か
れ
て

お
り
、
寺
院
建
設
を
郷
に
負
担
さ
せ
た
証

で
あ
る
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

筑
西
市
に
は
、
多
く
の
歴
史
や
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
化

財
は
、
郷
土
の
長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
今
日
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ

て
き
た
貴
重
な
市
民
の
財
産
で
す
。
今
回
は
、
協
和
地
区
の

国
指
定
史
跡
「
新
治
廃
寺
跡
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　茨城県はかつて常
ひたちのくに

陸国と
呼ばれ、国府（現在の県庁）
は、現在の石岡市に置かれ
ていました。常陸国はさら
に、新治郡や真壁郡、筑波
郡など 11 郡に別れ、それ
ぞれの郡の中心的な役所機
能のある場所は郡

ぐん
衙
が

や郡
ぐう

家
け

と呼ばれていました。

【申】【問】 広報広聴課（本庁４階）☎２４－２１７２

■募集人数
■対　　象

■申込方法

若干名
市内在住で、市民記者会議（月１回）に出席
できる人
２月８日（水）までに電話で
※後日面接などを行います。

　地域についてもっと知りたい人や、隠れた名ス
ポットを知っている人など、市民記者として活動し
てくださる人を募集します。

新治郡と周辺について

市民記者を募集します

令和４年度市民記者のみなさん

● �地域のニュースなどを発掘し、広報紙の「市民記者の
ページ」で紹介する

● �月１回開催する市民記者会議で、広報紙の内容などに
ついて話し合う　など

市民記者の主な活動内容

東塔跡の心礎

筑西市の文化財筑西市の文化財
未来へつなぐ

新治廃寺跡

私たちと一緒に
活動しませんか？
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