
ト
ピ
ッ
ク
ス
展

「
房
総
の
牧
」

牧士の野羽織

（富里市教育委員会所蔵）

小間子牧野馬捕込跡

（八街市郷土資料館提供）

令
和
７
年
２
月
22
日
（
土
）か
ら

４
月
20
日
（
日
）ま
で

と
名
称
を
変
え
ま
し
た
。
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
牧

羊
場
で
生
産
さ
れ
た
綿
で
作
ら
れ
た
洋
服
を
展
示

し
ま
し
た
。

　

古
代
か
ら
近
代
に
わ
た
っ
て
馬
・
牛
・
羊
の
生

産
を
行
っ
て
い
た
房
総
地
域
で
す
が
現
在
は
開
発

が
進
み
、
野
馬
土
手
等
の
大
規
模
な
牧
を
形
成
し

て
い
た
遺
構
は
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
第
四
章
の
「
現
在
の
牧
」で
は
、
そ
う
い
っ

た
野
馬
土
手
等
の
う
ち
、
現
在
で
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
牧
の
遺
構
の
写
真
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

現
在
で
も
、
観
光
施
設
と
し
て
の
牧
場
や
競
走

馬
の
生
産
牧
場
な
ど
が
あ
り
、
馬
や
牛
、
羊
の
飼

育
頭
数
も
比
較
的
多
い
千
葉
県
で
は
あ
り
ま
す

が
、
か
つ
て
存
在
し
た
大
規
模
な
馬
牧
や
、
酪
農
・

牧
羊
な
ど
が
県
内
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ

て
い
る
人
は
少
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今

回
の
展
示
が
、
地
域
に
残
る
牧
の
遺
構
や
歴
史
な

ど
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で

す
。 

 
 
 

（
商
家
グ
ル
ー
プ　

山
本
）

力
な
農
民
か
ら
選
ば
れ
た
人
々
が
牧も

く

士し

と
な
り
、

馬
や
牧
の
管
理
に
あ
た
り
ま
し
た
。
牧
士
は
、
年

に
一
度
行
わ
れ
た
、
牧
内
の
馬
を
す
べ
て
集
め
る

「
野
馬
捕
り
」
と
い
う
行
事
の
差
配
も
担
っ
て
お

り
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
そ
の
際
使
用
さ
れ
た
焼

印
な
ど
の
道
具
や
、
そ
の
時
の
様
子
を
描
い
た
絵

図
等
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

馬
の
育
成
を
主
に
行
っ
て
い
た
房
総
地
域
の
牧

で
す
が
、
享
保
期
に
は
嶺
岡
牧
に
お
い
て
白
牛
（
乳

牛
）
の
飼
育
が
は
じ
ま
り
、
明
治
期
に
な
る
と
有

志
の
人
々
に
よ
っ
て
畜
産
会
社
が
設
立
さ
れ
、
酪

農
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
嶺
岡
牧

で
の
酪
農
は
、
管
理
者
や
形
態
を
変
え
な
が
ら
、

大
正
期
に
は
最
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　

一
方
、
北
総
地
域
の
小
金
牧
と
佐
倉
牧
は
明
治

期
に
入
る
と
、
明
治
政
府
の
方
針
に
よ
り
開
墾
さ

れ
、
佐
倉
牧
の
一
部
に
は
下
総
牧
羊
場
や
牛
馬
の

品
種
改
良
の
場
で
あ
る
取
香
種
畜
場
が
開
設
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
後
に
合
併
し
、
宮
内
省
へ
そ

の
所
管
を
移
し
た
こ
と
に
よ
り
下
総
御
料
牧
場
へ

　

房
総
地
域
で
は
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
馬
の

生
産
牧
場
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
近
世
の
中
ご
ろ

か
ら
は
酪
農
が
、
明
治
期
に
な
る
と
牧
羊
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
そ
の
姿
や
役
割
を
変
化

さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
近
世

か
ら
近
代
に
み
ら
れ
た
大
規
模
な
牧
場
は
残
っ
て

お
ら
ず
、
野
馬
土
手
な
ど
の
遺
構
や
、
絵
図
・
写

真
と
し
て
そ
の
姿
を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 
本
展
覧
会
で
は
、
そ
の
よ
う
な
牧
の
移
り
変
わ

り
の
様
子
や
管
理
に
関
わ
っ
た
人
々
に
焦
点
を
当

て
、
当
時
の
資
料
や
道
具
・
写
真
を
用
い
て
、
「
房

総
の
牧
」
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

展
示
は
時
代
ご
と
に
章
が
分
か
れ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
「
第
１
章　

古
代
の
牧
」
「
第
２
章　

近

世
の
牧
」
「
第
３
章　

近
代
の
牧
」
「
第
４
章　

現

在
の
牧
」
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　

日
本
に
お
け
る
馬
の
飼
養
は
４
～
５
世
紀
ご
ろ

か
ら
始
ま
り
、
奈
良
時
代
に
は
全
国
の
主
要
官
道

の
駅
に
配
置
す
る
駅
馬
を
育
て
る
た
め
の
牧
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
房
総
地
域
に
も
７
つ
の
馬
牧
が

設
置
さ
れ
、
下
総
国
に
設
置
さ
れ
た
牧
で
は
、
伊

勢
神
宮
の
祭
祀
に
供
す
る
馬
の
飼
養
も
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
近
隣
の
龍
角
寺

古
墳
群
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
馬
形
埴
輪
を
展
示

し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
幕
府
は
、
馬
の
安
定
的
な

確
保
の
た
め
、
千
葉
県
内
に
幕
府
直
轄
の
牧
と
し

て
小
金
牧
、
佐
倉
牧
、
嶺
岡
牧
の
三
つ
の
牧
を
設

置
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
牧
で
は
、
地
元
の
有
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写真② 写真①

薬研体験桂皮（シナモン）

密
閉
状
態
に
す
る
、
止
め
窯
を
行
い
ま
し
た
。
本

来
で
あ
れ
ば
四
日
ほ
ど
で
窯
が
冷
め
る
と
こ
ろ
、

今
回
は
一
週
間
以
上
熱
い
ま
ま
で
し
た
。
こ
れ
は

止
め
窯
が
甘
く
、
中
に
空
気
が
入
り
燃
え
続
け
て

い
た
か
ら
で
す
。
案
の
定
、
窯
を
開
け
る
と
炭
は

二
割
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
い
状
況
で
し
た
。
肝

心
の
天
井
は
、
全
体
的
に
塊
の
下
四
か
ら
三
分
の

一
部
分
が
落
ち
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

粘
土
と
砂
を
混
ぜ
る
際
に
、
砂
の
成
分
が
多
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
天

井
自
体
に
大
き
な
亀
裂
は
な
く
、
ま
た
穴
が
あ
く

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
天
井
部
が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

四
回
炭
焼
き
を
行
い
ま
し
た
が
問
題
な
く
炭
が
で

き
て
い
ま
す
。
木
曽
野
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
形
の

炭
窯
の
天
井
は
、
も
と
も
と
長
く
使
用
す
る
も
の

で
は
な
い
と
の
こ
と
な
の
で
、
今
後
は
定
期
的
に

作
り
直
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

際
に
は
、
ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。　
　
　
　

（
農
家
グ
ル
ー
プ　

髙
原
）

ま
す
。

　

社
会
人
類
学
者　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー

は
、
著
書
『
金
枝
篇
』
で
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
呪

術
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
分
類
し
ま
し
た
。

　

そ
の
一
つ
が
「
感
染
呪
術
」
で
す
。

　

触
っ
た
り
、
持
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
モ
ノ
か

ら
モ
ノ
へ
呪
い
や
力
を
伝
染
さ
せ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。

　

生
薬
を
選
択
す
る
人
の
中
に
は
、
た
だ
病
気
を

治
し
た
い
だ
け
で
な
く
、
自
然
が
持
つ
力
に
あ
や

か
り
た
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
い
る
人
は
少
な

く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

気
軽
に
漢
方
に
触
れ
る
機
会
と
し
て
、
ぜ
ひ
一

度
、
薬
の
実
演
日
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

（
商
家
グ
ル
ー
プ　

大
角
）

　

前
号
炭
焼
き
窯
の
修
繕
①
で
は
、
炭
焼
き
窯
の

天
井
に
つ
い
て
、
粘
土
の
固
ま
り
を
乗
せ
る
と
こ

ろ
ま
で
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
続
き

か
ら
紹
介
し
ま
す
。

　

粘
土
の
固
ま
り
を
並
べ
て
、
亀
の
甲
羅
の
よ
う

な
形
を
し
た
天
井
部
分
の
表
面
を
伸
ば
し
な
が
ら

塊
同
士
を
く
っ
つ
け
ま
す
。
す
る
と
表
面
が
つ
る

つ
る
と
し
た
ド
ー
ム
状
に
な
り
ま
す
。
（
写
真
①
）

十
分
乾
燥
す
る
前
に
詰
め
た
木
に
火
を
付
け
る
と
、

天
井
が
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
木
の

棒
で
ひ
た
す
ら
叩
き
締
め
な
が
ら
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
中
の
水
分
が
表
面
に
出
て
、

粘
土
同
士
が
く
っ
つ
き
ま
す
。
指
導
い
た
だ
い
た

木
曽
野
氏
か
ら
も
、
こ
の
工
程
が
一
番
大
事
と
の

こ
と
で
、
職
員
が
交
代
で
毎
日
叩
き
締
め
ま
し
た
。

叩
い
て
い
る
と
、
ひ
び
が
出
た
り
、
粘
土
が
よ
っ

た
り
す
る
の
で
、
都
度
修
正
を
行
い
ま
し
た
。

　

二
週
間
後
、
表
面
が
固
く
な
り
、
叩
く
と
金
属

を
叩
い
た
時
の
よ
う
な
音
が
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
そ
う
す
る
と
焚
き
込
み
と
い
う
工
程
と
な
り

ま
す
。
天
井
部
を
形
作
る
た
め
に
窯
の
内
部
へ
入

れ
て
い
た
木
に
火
を
付
け
、
天
井
を
焼
き
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
炭
焼
き
と
同
じ
工
程
を
た
ど
り
ま

す
。
し
か
し
普
段
の
炭
焼
き
と
異
な
る
点
は
天
井

の
上
に
炭
を
並
べ
て
、
そ
の
炭
に
も
火
を
付
け
る

と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
中
と
外
と
の
温
度
変
化
が

大
き
く
な
る
と
、
収
縮
に
差
が
出
て
亀
裂
が
で
き

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

こ
う
し
て
午
前
九
時
か
ら
翌
日
の
お
昼
ご
ろ
ま

で
、
夜
通
し
火
の
管
理
を
行
い
な
が
ら
焚
き
続
け

ま
す
。
（
写
真
②
）
そ
し
て
窯
口
と
煙
口
を
ふ
さ
ぎ

　

薬
の
店
で
は
年
に
八
回
、
漢
方
に
造
詣
の
深
い

薬
剤
師
の
方
を
お
招
き
し
て
、
店
先
で
漢
方
に
つ

い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

漢
方
医
学
の
考
え
方
は
、
六
世
紀
頃
に
中
国
か

ら
伝
来
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
独
自
の
漢
方

医
学
が
発
達
し
、
中
国
の
も
の
と
区
別
す
る
た
め

に
「
和
漢
方
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

中
国
の
漢
方
は
中
医
学
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

漢
方
の
特
徴
と
し
て
、
「
生

し
ょ
う
や
く薬

」
を
使
う
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
生
薬
と
は
、
植
物
、
鉱
物
な

ど
自
然
由
来
の
も
の
に
乾
燥
な
ど
簡
単
な
処
理
を

行
い
薬
用
と
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
西
洋
医
学
を
基
に
し
て
い
る
現
代
の
医

療
と
の
決
定
的
な
違
い
で
も
あ
り
ま
す
。
現
代
医

療
で
は
、
人
工
的
に
作
っ
た
成
分
を
薬
と
し
ま
す
。

症
状
に
対
し
て
す
ぐ
に
効
く
と
い
う
利
点
が
あ
り

ま
す
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
体
に
無
理
を
さ
せ
て

い
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
人
に
よ
っ
て
は
ひ
ど
い
副
作
用
が

出
た
り
、
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
出
た
り
し
ま
す
。

　

一
方
、
生
薬
は
自
然
由
来
の
も
の
で
で
き
て
い

る
の
で
、
す
ぐ
に
病
気
を
治
す
こ
と
は
目
的
と
し

て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
、
個
人
に
合
っ
た
も

の
を
調
合
す
る
の
で
、
体
に
と
っ
て
や
さ
し
い
薬

と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
場
し
の
ぎ
で
は
な
く
、
体
を
元
か
ら
元
気

に
す
る
効
果
を
期
待
し
て
、
最
近
で
は
生
薬
が
再

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
生
薬
は
日
本
人
が
原
始
か
ら
受
け
継

ぐ
呪
術
的
な
効
果
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ 

商
家　

薬
の
店

農
家
・
上
総
の
農
家

「
炭
焼
き
窯
の
修
繕
②
」

「
薬
の
実
演
」



職員による解説の様子 寝釈迦

ち
」
を
発
見
す
る
ほ
か
、
通
り
が
か
っ
た
神
社
を

訪
れ
た
り
と
徒
歩
だ
か
ら
こ
そ
の
出
会
い
も
あ
り

ま
し
た
。　

　

寝
釈
迦
や
落
下
ぼ
っ
ち
、
柳
沢
牧
野
馬
土
手
な

ど
日
常
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
魅
力
を
多
く
知

る
こ
と
が
で
き
、
職
員
と
し
て
も
大
変
実
り
の
あ

る
一
日
を
過
ご
せ
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
北
総
江
戸
め
ぐ
り
へ
参
加
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
皆
様
と
八
街
市
郷
土
資
料
館
の
皆
様

へ
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
八
街

市
の
魅
力
を
参
加
者
の
皆
様
へ
お
伝
え
で
き
て
い

れ
ば
幸
い
で
す
。

（
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ　

岩
瀬)

ん
に
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。
焼
き
あ
が
っ
た
土
器

は
か
な
り
の
高
温
に
な
る
た
め
、
火
か
ら
取
り
出

し
た
後
に
や
け
ど
を
し
な
い
温
度
に
ま
で
下
が
っ

た
と
こ
ろ
で
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
焼
い

て
い
る
最
中
に
、
把
手
な
ど
の
凝
っ
た
つ
く
り
の

部
分
が
と
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
し
い
光
景
も
、

や
は
り
毎
回
見
ら
れ
る
お
馴
染
み
の
も
の
で
す
。

（
風
土
記
グ
ル
ー
プ　

萩
原
）

　

縄
文
時
代
の
開
始
と
ほ
ぼ
同
時
に
土
器
が
作
ら

れ
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
の
人
た
ち
も
粘
土

が
熱
を
受
け
る
と
化
学
変
化
を
起
こ
し
て
堅
く
な

る
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
気
づ
い
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
焼
き
物
に
し
て

調
理
用
の
器
や
貯
蔵
用
の
器
に
し
よ
う
と
考
え
た

人
が
１
万
年
以
上
前
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
、
こ
れ
は
こ
れ
で
す
ご
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

そ
の
土
器
を
自
分
た
ち
で
作
り
、
野
焼
き
と
い

う
原
始
的
な
焼
き
方
で
焼
き
上
げ
る
と
こ
ろ
ま
で

体
験
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
、
風
土
記
の
丘
資

料
館
で
実
施
し
て
い
る
「
土
器
作
り
」
と
い
う
体

験
演
目
で
す
。
材
料
に
な
る
粘
土
は
千
葉
県
内
で

採
れ
る
普
通
の
粘
土
で
、
土
器
作
り
に
使
い
や
す

い
状
態
に
ま
で
当
館
の
技
術
員
さ
ん
た
ち
が
粘
土

を
調
整
し
、
当
日
は
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
こ
の
粘

土
を
使
っ
て
縄
文
土
器
の
写
真
集
な
ど
を
参
考
に

し
て
思
い
思
い
の
土
器
を
作
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

中
々
思
い
通
り
の
形
に
な
ら
ず
、
か
な
り
の
と
こ

ろ
ま
で
で
き
て
い
た
の
に
気
に
入
ら
ず
に
壊
し
て

最
初
か
ら
作
り
直
す
、
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
毎
回
見

ら
れ
る
お
馴
染
み
の
光
景
で
す
。
時
に
は
時
間
内

で
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
家
に
持
ち
帰
っ
て

焼
き
上
げ
の
日
に
持
参
す
る
方
も
い
ま
す
。

　

参
加
者
の
皆
さ
ん
が
作
り
上
げ
た
土
器
は
、
ひ

び
割
れ
な
ど
が
で
き
な
い
よ
う
に
温
湿
度
の
管
理

を
し
な
が
ら
館
内
で
保
管
し
、
焼
き
上
げ
の
日
を

待
ち
ま
す
。
焼
き
上
げ
の
当
日
は
資
料
館
脇
の
通

称
「
縄
文
広
場
」
で
燃
料
の
薪
に
火
を
つ
け
て
土

器
を
そ
の
中
に
置
き
、
さ
ら
に
薪
を
足
し
て
一
気

に
焼
き
上
げ
る
「
野
焼
き
」
と
い
う
作
業
を
皆
さ

　

館
外
イ
ベ
ン
ト
「
北
総
江
戸
め
ぐ
り
」
が
昨
年

十
一
月
十
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
二
回
目
は
当
館
職
員
二
名
と
、
参
加
者

三
名
の
総
勢
五
名
で
八
街
市
を
巡
り
ま
し
た
。

　

八
街
駅
に
集
合
し
、
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
「
け
や

き
の
森
公
園
」
と
八
街
市
の
開
墾
者
の
子
孫
が
現

在
も
居
住
す
る
住
宅
の
外
観
を
視
察
し
た
後
、
八

街
市
郷
土
資
料
館
に
伺
い
ま
し
た
。

　

資
料
館
で
は
現
地
職
員
の
方
の
ご
厚
意
で
、
前

日
ま
で
展
示
を
行
っ
て
い
た
資
料
の
一
部
を
紹
介

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
職
員
の
方
に
質
問
を
す

る
な
ど
、
解
説
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
る
参
加
者
の

皆
様
の
様
子
が
印
象
的
で
し
た
。

　

午
後
に
は
ま
ず
、
昼
食
場
所
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
「
根ね

古ご

谷や

城
址
」
「
法
宣
寺
」
、

木
々
や
大
地
の
作
り
出
す
自
然
に
よ
っ
て
お
釈
迦

様
が
横
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
寝
釈
迦
」

が
み
ら
れ
る
根
古
谷
地
区
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

根
古
谷
地
区
は
か
つ
て
周
辺
地
区
と
合
わ
せ
て

塩し
お

古こ

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
景
色
は
「
塩
古
八

景
」
と
賞
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

法
宣
寺
を
視
察
後
、
根
古
谷
地
区
を
後
に
、「
柳

沢
牧
野
馬
土
手
」
「
榎
戸
新
田
梁
」
を
見
学
し
、

集
合
駅
で
あ
っ
た
八
街
駅
の
隣
、
榎
戸
駅
に
て
解

散
と
な
り
ま
し
た
。
柳
沢
牧
野
馬
土
手
は
現
在
、

小
学
校
の
敷
地
の
一
部
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

史
跡
一
つ
一
つ
が
離
れ
た
場
所
に
あ
る
た
め
、

一
日
か
け
て
長
時
間
の
徒
歩
移
動
と
な
り
ま
し
た

が
、
一
同
で
会
話
や
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
、
無

事
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

道
中
様
々
な
所
で
八
街
市
特
有
の
「
落
下
ぼ
っ

広
報
・
普
及

風
土
記
の
丘
資
料
館

「
土
器
作
り
」

「
北
総
江
戸
め
ぐ
り
」

完成 焼き上げ



合
わ
せ
て
作
っ
た
竹
垣
で
、
竹
垣
の
隙
間
に
四
つ

の
隙
間
が
で
き
る
こ
と
か
ら
「
四
ツ
目
垣
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
初
め
に
焼
い
た
柱
を
立
て
て
、

次
に
竹
を
交
互
に
立
て
ま
し
た
。
次
に
支
え
と
な

る
長
い
竹
を
横
に
つ
け
て
縛
り
ま
し
た
。

　
上
総
の
農
家
で
は
、
長
屋
門
に
「
建
仁
寺
垣
」

と
い
う
方
法
で
竹
垣
を
作
成
し
ま
し
た
。「
建
仁

寺
垣
」
は
京
都
市
の
古
刹
で
あ
る
建
仁
寺
で
、
初

め
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
建
仁
寺
垣
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
二
つ
に
割
っ
た
竹
を
縦
に
隙
間

が
な
い
よ
う
に
並
べ
、
横
に
支
え
と
な
る
太
い
竹

を
付
け
て
作
成
す
る
竹
垣
で
す
。
縦
に
隙
間
な
く

並
べ
る
こ
と
で
、
見
た
目
も
き
れ
い
で
す
が
、
外

か
ら
の
目
隠
し
や
庭
の
仕
切
り
な
ど
に
も
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
下
総
の
農
家
の
生
垣
の
剪
定
や
上
総
の

農
家
の
梅
林
の
剪
定
、武
家
屋
敷
の
植
栽
の
整
備
、

水
車
小
屋
の
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
の
剪
定
な
ど
を
行

い
ま
し
た
。

　
令
和
七
年
度
も
館
内
の
竹
垣
や
生
垣
、
植
栽
の

整
備
な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
躍
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
商
家
グ
ル
ー
プ
　
下
村
）

　
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
館
内
及
び
無
料
エ
リ

ア
内
に
あ
る
竹
林
や
植
栽
を
中
心
に
環
境
整
備
や

保
全
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
各
施
設

の
植
栽
の
整
備
や
竹
垣
作
り
、
生
垣
の
剪
定
を
行

い
ま
し
た
。

　
館
内
の
有
料
エ
リ
ア
に
は
、
江
戸
時
代
末
期
か

ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
の
商
家
の
街
並
み
、

武
家
屋
敷
、
農
家
の
建
物
と
景
観
が
再
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
エ
リ
ア
で
、
江
戸
時
代
末
期

か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
の
景
観
を
再
現
す

る
上
で
、
生
垣
や
竹
垣
な
ど
も
重
要
な
物
の
一
つ

で
す
。

　
今
年
度
、
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
、
竹
垣
の

整
備
を
総
屋
前
、
上
総
の
農
家
の
長
屋
門
で
行
い

ま
し
た
。
植
栽
の
整
備
を
下
総
の
農
家
、
上
総
の

農
家
、
武
家
屋
敷
な
ど
で
行
い
ま
し
た
。

　
総
屋
前
の
竹
垣
は
元
々
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製

の
竹
垣
で
し
た
が
、
今
年
は
実
際
の
竹
を
使
用
し

て
、「
四
ツ
目
垣
」
と
い
う
種
類
の
竹
垣
を
作
り

ま
し
た
。
四
ツ
目
垣
と
は
、
竹
を
縦
と
横
で
組
み

　

ま
つ
り
当
日
は
駐
車
場
が
大
変
混
雑
い
た
し
ま

す
。
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
館
内
は
テ
ン
ト
類
の
設
営
、
ボ
ー
ル
等

の
遊
具
の
持
ち
込
み
は
禁
止
で
す
。
ま
つ
り
開
催

期
間
中
は
、
コ
ス
プ
レ
で
の
撮
影
の
予
約
は
お
受

け
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
編
集
後
記
◇

　
こ
の
冬
は
、
冬
型
の
気

圧
配
置
が
中
々
崩
れ
ず
、

房
総
の
む
ら
の
あ
る
北

総
地
域
で
も
例
年
に
な

く
風
が
強
く
寒
い
日
が

続
い
て
お
り
ま
し
た
。

　
た
だ
、
三
月
の
声
を

聞
く
と
、
急
速
に
気
温
が
上
が
り
春
ら
し
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
天
候
が
安
定
し
気
温
が
あ
が
れ
ば
、
む
ら

の
木
々
も
一
斉
に
芽
吹
き
、
す
て
き
な
景

観
が
ひ
ろ
が
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
あ
と

ち
ょ
っ
と
だ
け
、
首
を
長
ー
く
し
て
お
待
ち

く
だ
さ
い
。（

広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ
　
谷
鹿
）

商
家

「
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
」四ツ目垣

建仁寺垣

令和７年上半期のイベント

ま
つ
り
開
催
時
の
注
意
事
項

※	上記以外に多くの実演・体験をご用意しており

ます。詳細は令和7年度体験のしおり、または

当館ホームページをご覧ください。

●春のまつり

　　5月2日（金）～6日（火）

●伝統文化入門

	 5月25日（日）・9月27日（土）

●町並み探検隊（館外）

	 6月22日（日）市川市

●房総座

　　6月29日（日）

●縁日・夕涼み

　　8月2日（土）・3日（日）

●展覧会「地中からのメッセージ」

　　9月6日（土）～10月26日（日）


