
　
今
回
の
企
画
展
は
風
土
記
の
丘
資
料
館
で
行
っ

て
き
た
龍
角
寺
古
墳
群
の
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の

成
果
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
群
中
、
最
大
の
前

方
後
円
墳 

浅
間
山
古
墳
に
残
さ
れ
た
金
銅
製
（
銅

板
に
金
メ
ッ
キ
）
の
馬
具
や
武
器
・
武
具
、
ま
た

銀
製
や
金
銅
製
の
冠
飾
り
な
ど
、
豊
富
な
副
葬
品

に
焦
点
を
あ
て
、
普
段
は
県
立
中
央
博
物
館
で
常

設
展
示
さ
れ
て
い
る
副
葬
品
を
企
画
展
に
あ
わ
せ

て
里
帰
り
さ
せ
、
皆
様
に
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　
展
示
で
は
、
古
墳
時
代
の
終
わ
り
六
世
紀
末
葉

か
ら
、
奈
良
時
代
の
は
じ
ま
り
、
七
世
紀
初
頭
に

か
け
て
の
ご
く
限
ら
れ
た
「
印い
ん
ば波
」
の
歴
史
を
、

浅
間
山
古
墳
を
通
し
て
見
て
い
き
、
な
ぜ
こ
の
地

に
日
本
最
大
級
の
方
墳「
岩
屋
古
墳
」が
築
か
れ
、
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 大
　  木
　　戸 

龍
角
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物

が
こ
の
地
を
治
め
、
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ

た
の
か
、
探
っ
て
い
き
ま
す
。

　
第
一
章
「
最
後
の
前
方
後
円
墳
」
で
は
、
六
世

紀
後
半
に
造
ら
れ
た
木
更
津
市
の
金
鈴
塚
古
墳
や

群
馬
県
高
崎
市
に
あ
る
観
音
塚
古
墳
の
副
葬
品
を

取
り
上
げ
、
浅
間
山
古
墳
の
副
葬
品
と
比
較
し
、

展
示
し
ま
す
。
金
鈴
塚
古
墳
で
は
多
数
の
飾
り
大

刀
や
冠
飾
り
が
見
つ
か
り
、
大た

刀ち

や
冠
飾
り
は
古

い
技
法
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
こ
の
時
期
、鉄
に
金
銅
（
銅
板
に
金
メ
ッ
キ
）

の
板
を
貼
り
付
け
、
装
飾
す
る
鉄て
つ
地じ
こ
ん
ど
う
は
り
ぎ
ほ
う

金
銅
張
技
法

が
流
行
し
ま
し
た
。

　
第
二
章「
副
葬
品
か
ら
み
た
飛
鳥
時
代
」で
は
、

浅
間
山
古
墳
か
ら
見
つ
か
っ
た
毛
彫
り
馬
具
に
注

目
し
、
全
国
的
な
系
譜
を
見
て
い
き
ま
す
。
浅
間

山
古
墳
で
は
金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
銅
板
に
猪い
の

目め

紋
・
光こ
う
ぼ
う芒

紋
・
芝し

草そ
う

紋
・
蓮
華
紋
の
紋
様
を
毛

彫
り
し
た
馬
具
が
約
三
十
点
以
上
見
つ
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
群
馬
県
高
崎
市
に
あ
っ
た
道み
ち
う
え上
古

墳
か
ら
見
つ
か
っ
た
資
料
が
典
型
的
な
例
だ
っ
た

こ
と
か
ら
「
道
上
型
馬
具
」
と
命
名
さ
れ
、
北
は

青
森
県
か
ら
、
南
は
鹿
児
島
県
ま
で
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

　

浅
間
山
古
墳
で
見
つ
か
っ
た
毛
彫
り
馬
具
は
、

有
名
な
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
を
製
作
し
た
「
鞍
く
ら
つ
く
り作

止の
と
り利
」
に
代
表
さ
れ
る
「
止
利
派
」
と
呼
ば
れ
る
、

馬
の
鞍
を
作
る
職
人
と
仏
師
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
製
作
工
房
の
関
与
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
三
章
「
大
型
方
墳
・
円
墳
の
建
立
」
で
は
六

世
紀
後
半
こ
ろ
、
下
総
・
上
総
地
域
で
主
要
な
国

造
（
地
方
を
治
め
た
官
僚
や
在
地
の
有
力
者
）
の

拠
点
で
大
型
の
前
方
後
円
墳
と
方
墳
を
連
続
し
て

作
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
印
旛
沼
を
拠
点
と
し
た

印
波
国
造
は
、
龍
角
寺
古
墳
群
を
形
成
し
、
浅
間

山
古
墳
（
全
長
七
十
八
ｍ
）
を
造
り
、
次
い
で
日

本
最
大
の
方
墳
で
一
辺
七
十
八
ｍ
、
高
さ
十
三
ｍ

の
岩
屋
古
墳
が
造
ら
れ
ま
す
。
先
述
し
た
金
鈴
塚

古
墳
（
全
長
百
ｍ
）
の
次
に
一
辺
が
四
十
四
ｍ
の

方
墳
で
あ
る
松
面
古
墳
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
各
地

で
前
方
後
円
墳
か
ら
、
大
型
の
方
墳
や
円
墳
へ
主

流
が
移
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
龍
角
寺
古
墳
群
は

古
墳
の
規
模
や
数
、
副
葬
品
を
み
て
も
桁
違
い
で

す
。

　
そ
の
後
、
印
波
国
造
は
権
威
の
象
徴
と
い
え
る

岩屋古墳の航空写真
 （南からみた様子）

龍角寺仏頭

特
集
・
令
和
元
年
度
企
画
展

会
場
：
風
土
記
の
丘
資
料
館
第
二
展
示
室

会
期
：
令
和
元
年
10
月
12
日
(
土
)
～

                  　

12
月
8
日
(
日
)

「
龍
角
寺
古
墳
群
と
そ
の
時
代
」



 

立
て
た
ヤ
グ
ラ
に
向
か
い
ま
す
。
着
く
と
火
を
つ

け
虫
を
送
る
と
言
う
行
事
で
す
。

　
な
お
、
集
落
が
近
接
し
て
い
る
場
所
は
、
ヤ
グ

ラ
が
他
の
集
落
に
燃
や
さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視
を

す
る
こ
と
も
子
ど
も
の
役
目
で
、
一
晩
明
か
す
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
現
在
は
、
殺
虫
剤
の
進
歩
と
と
も
に
虫
送
り
を

や
め
た
地
区
が
ほ
と
ん
ど
で
、
山
武
市
殿
台
も
昭

和
の
時
代
ま
で
で
終
了
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
最

近
で
は
近
隣
の
町
で
子
ど
も
会
と
の
協
力
に
よ
る

イ
ベ
ン
ト
的
な
虫
送
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
で
は
、
農
業
機
械
の
発
達
に
よ
り
麦
わ
ら
や
稲

わ
ら
な
ど
材
料
の
確
保
が
難
し
く
な
り
、
行
事
と

し
て
虫
送
り
を
復
活
す
る
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
家
グ
ル
ー
プ　
平
山
）

　
　
　
　
　
　

虫
送
り
の
歌

 　
　
　
　

な
ー
る
虫
（
む
し
ょ
）

　
　
　
　
　
　

送
る
よ

　
　
　
　

稲
た
て
虫
（
む
ー
し
）　
　
　
　

　
　
　
　

先
に
た
た
せ
て

 　
　
　
　

お
ー
が
虫
（
む
し
ょ
）

　
　
　
　
　
　

送
る
―
よ

　　
　
（
こ
れ
の
繰
り
返
し
）

　
注･

な
る
（
実
が
な
る
・
湧
い
て
出
て
く
る
）

　
　
　
稲
た
つ
（
稲
に
つ
く
）

　
　
　
お
が
虫
（
臭
い
カ
メ
ム
シ
）

　
※
こ
の
囃
し
唄
は
、
千
葉
県
山
武
市
殿
台
地
区

で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
　
　

上
総
の
農
家

　

「
上
総
地
域
の
虫
送
り
」

　
　
　
　
　
　
　

（
東
上
総
地
区
）

ん
で
火
に
い
る
夏
の
虫
」
で
す
。
か
つ
て
は
行
わ

れ
て
い
た
こ
の
虫
を
燃
や
す
行
事
は
、
江
戸
時
代

か
ら
行
わ
れ
た
農
事
暦
の
一
つ
で
す
。

　
夏
を
む
か
え
て
稲
の
生
育
と
共
に
虫
も
多
数
発

生
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
虫
は
稲
の
穂
や
葉
を
食
べ

て
し
ま
う
の
で
、
イ
ナ
ゴ
な
ど
を
退
治
す
る
こ
と

で
稲
の
被
害
を
防
ぐ
の
は
集
落
の
一
大
行
事
で
し

た
。
こ
れ
が
虫
送
り
で
す
。

　
山
武
市
殿と
の

台だ
い

地
区
（
旧
成
東
町
）
の
虫
送
り
行

事
を
モ
デ
ル
と
し
た
演
目
を
上
総
の
農
家
で
毎
年

実
演
し
て
い
ま
す
。

　
殿
台
地
区
で
行
わ
れ
て
い
た
虫
送
り
は
、
毎
年

七
月
の
土
用
（
下
旬
頃
）
の
夜
に
な
る
と
、
村
の

外
れ
の
川
沿
い
に
竹
と
麦
わ
ら
や
稲
わ
ら
を
使

い
、
五
ｍ
（
四
～
五
段
）
を
超
え
る
高
さ
の
ヤ
グ

ラ
を
前
日
ま
で
に
作
り
ま
す
。
ヤ
グ
ラ
は
子
ど
も

た
ち
が
中
心
に
集
落
の
大
人
が
指
導
し
て
作
り
ま

す
。

　
当
日
は
、
松
明
（
た
い
ま
つ
）
を
手
に
し
た
子

ど
も
た
ち
が
太
鼓
の
拍
子
に
あ
わ
せ
て
、
虫
送
り

の
歌
を
歌
い
つ
つ
、
集
落
の
中
心
を
回
り
な
が
ら

　
「
ゴ
ォ
ー
」
と
鳴
り
響
く
夏
の
夜
、
各
集
落
の

境
に
面
し
た
川
の
ほ
と
り
で
、
燃
え
上
が
る
ヤ
グ

ラ
が
闇
夜
に
光
を
発
し
、
そ
の
光
に
誘
わ
れ
る
よ

う
に
群
が
っ
て
く
る
虫
た
ち
が
、
パ
チ
パ
チ
と
音

を
立
て
炎
の
中
に
消
え
て
い
き
ま
す
。ま
さ
に「
飛

　浅間山古墳から
出土した毛彫り馬具

　　房総のむらで再現された
　虫送りの様子（上総の農家）

房
総
で
は
初
の
瓦
葺
仏
教
寺
院
、
龍
角
寺
を
建
立

し
ま
す
。古
墳
か
ら
寺
院
へ
権
力
の
象
徴
が
移
り
、

こ
こ
か
ら
仏
教
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
龍
角
寺
か
ら
は
地
名
を
記
し

た
瓦
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
文
字
瓦
と
い

い
、
時
期
は
様
々
で
す
が
、
印
波
地
域
を
指
す

「
朝あ

布そ
う

」・
香
取
地
域
を
指
す
「
加か

刀と

利り

」
の
文
字

が
書
か
れ
て
、
印
波
国
造
の
領
域
で
製
作
を
負
担

さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　
第
四
章
「
古
墳
時
代
か
ら
律
令
制
の
時
代
へ
Ⅰ

埴
生
郡
の
成
立
と
「
印
波
国
造
」
の
そ
の
後
Ⅰ
」

で
は
印
波
国
造
の
本
拠
地
は
印
旛
沼
を
中
心
と
し

た
現
在
の
成
田
市
赤
坂
辺
り
を
中
心
と
し
た
公

津
原
古
墳
群
（
百
二
十
八
基
の
古
墳
で
構
成
さ
れ

る
）
と
龍
角
寺
古
墳
群
の
形
成
さ
れ
た
地
域
で
し

た
。
浅
間
山
古
墳
か
ら
約
百
ｍ
の
と
こ
ろ
か
ら
は

埴
生
郡ぐ
ん

衙が

跡
（
役
所
の
跡
）
で
あ
る
大
畑
Ⅰ
遺
跡

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
掘
立
柱
建
物

が
六
十
一
棟
見
つ
か
り
、
住
居
跡
が
五
十
三
軒
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
畿
や
東
北
で
作
ら

れ
た
土
器
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
七
百
ｍ
ほ
ど

北
の
所
に
龍
角
寺
が
あ
り
、
当
初
、
印
波
の
中
心

は
公
津
原
に
あ
っ
た
も
の
が
、
七
世
紀
初
め
に
は

拠
点
が
龍
角
寺
古
墳
群
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
最
後
に
、
浅
間
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
銀
製
の

冠
と
金
銅
製
の
冠
飾
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
同
様
の
冠
は
近
畿
地
方
で
は
類

例
が
な
く
、
北
九
州
や
常
陸
（
現
在
の
茨
城
県
）

に
見
い
だ
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
印
波
国
造

が
北
九
州
や
常
陸
の
勢
力
と
関
係
を
結
ん
で
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
歴
史
あ
る
龍
角
寺
古
墳

群
は
多
く
の
謎
を
秘
め
た
地
で
あ
り
、
ま
た
古
墳

時
代
の
終
わ
り
か
ら
、
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
古

墳
か
ら
寺
院
へ
と
展
開
し
て
い
く
様
子
が
良
い
環

境
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
の
企
画
展
以
降
も
、

皆
さ
ん
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

　
　
　
　
　
　
（
風
土
記
の
丘
グ
ル
ー
プ　
白
井
）

冠飾り復元品



 

　
夏
、
浴
衣
と
一
緒
に
履
く
こ
と
が
多
い
下
駄
で

す
が
、み
な
さ
ん
は
履
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

靴
と
は
違
い
素
肌
を
出
し
て
歩
く
の
は
風
を
感
じ

る
さ
わ
や
か
さ
が
あ
り
ま
す
。

　
平
安
時
代
に
ア
シ
ダ(

足
駄)
と
い
う
下
駄
の

名
前
が
清
少
納
言
の
枕
草
子
に
出
て
き
ま
す
。
当

時
は
、
身
分
の
高
い
人
が
履
く
ク
ツ(

沓)
に
対

し
て
、
ア
シ
ダ(

足
駄)

は
一
般
に
生
活
し
て
い

る
人
が
身
に
着
け
、「
は
き
も
の
」
に
身
分
の
差

が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

　

次
に
、
下
駄
の
材
料
と
構
造
を
見
て
み
ま
す
。

材
料
は
下
駄
の
部
分
に
よ
り
使
い
分
け
が
さ
れ
て

い
ま
す
。
構
造
は
足
を
乗
せ
る
台
と
台
を
支
え
る

歯
、
足
を
台
に
固
定
す
る
鼻
緒
か
ら
で
き
て
い
ま

す
。
台
部
の
材
料
は
桐(

き
り)

、
杉(

す
ぎ)

、

檜(

ひ
の
き)

な
ど
、
差
し
歯
の
材
料
は
樫(

か

し)

、
欅(

け
や
き)

、
朴(

ほ
う)

な
ど
の
木
材

を
使
い
、
鼻
緒
の
材
料
は
麻
な
ど
を
布
で
覆
い
か

ぶ
せ
て
作
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
下
駄
の
作
り
方
は
、
材
料
か
ら
木
取
り
で
下
駄

と
し
て
使
う
部
分
を
切
り
出
し
、
い
ろ
い
ろ
な
工

具
で
歯
の
位
置
を
決
め
て
削
り
ま
す
。
鼻
緒
を
す

げ
る
穴
を
台
に
開
け
た
ら
、
シ
ダ
科
の
植
物
で
あ

る
ト
ク
サ(

木
賊)

で
全
体
を
磨
き
ま
す
。
全
体

に
と
の
粉
を
塗
り
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
と
の
粉
は
石

を
細
か
く
砕
い
た
も
の
で
、
木
の
表
面
を
滑
ら
か

に
し
ま
す
。
今
度
は
イ
ボ
タ
ロ
ウ(

伊
保
田
蝋)

を
塗
り
付
け
、
ウ
ヅ
ク
リ(

浮
造
り)

で
磨
き
ま

す
。
ウ
ヅ
ク
リ
は
植
物
の
萱
の
根
を
集
め
て
縛
っ

た
道
具
で
す
。
台
に
は
３
か
所
の
穴
が
開
い
て
い

る
の
で
、
歯
の
あ
る
裏
面
で
鼻
緒
の
結
び
目
を
固

定
し
て
い
き
ま
す
。
結
び
目
は
台
の
裏
に
特
別
な

結
び
方
で
ほ
ど
け
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
最
後
は

下
駄
の
前
に
あ
た
る
一
つ
の
穴
の
結
び
目
に
前
金

を
と
り
つ
け
て
完
成
さ
せ
ま
す
。

　
房
総
の
む
ら
で
下
駄
の
鼻
緒
す
げ
を
行
い
、
カ

ラ
ン
コ
ロ
ン
と
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

商
家
グ
ル
ー
プ　
伊
藤)

ら
大
人
ま
で
気
軽
に
参
加
で
き
る
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
今
年
度
第
一
回
は
、
五
月
十
八
日
に
子
ど
も
忍

者
教
室
を
行
い
ま
し
た
。
初
回
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
参
加
し
や
す
く
か
つ
短
時
間
で
体
験
で
き
る

内
容
と
な
り
ま
し
た
。
忍
者
に
な
り
き
っ
て
、
的

に
向
か
っ
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
手
裏
剣
を
投
げ
る

と
い
う
体
験
で
す
。
た
だ
手
裏
剣
を
投
げ
る
だ
け

で
す
が
、
子
ど
も
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
ま
で
夢
中

に
な
っ
て
投
げ
て
い
ま
し
た
。

　
第
二
回
は
、
六
月
十
五
日
に
皿
回
し
体
験
を
行

い
ま
し
た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
皿
を
棒
で
回
す
の

で
す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
回
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ

回
す
こ
と
の
で
き
る
人
も
い
れ
ば
、
な
か
な
か
回

す
こ
と
の
で
き
な
い
人
も
い
ま
す
。
団
体
で
来
ら

れ
た
方
な
ど
た
く
さ
ん
の
人
に
参
加
い
た
だ
け
ま

し
た
が
、
苦
労
し
な
が
ら
も
最
後
に
は
皆
さ
ん
回

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
第
三
回
は
、
八
月
二
十
五
日
に
和
太
鼓
入
門
を

行
い
ま
し
た
。
和
太
鼓
奏
者
の
講
師
の
も
と
、
紙

　
「
伝
統
芸
能
入
門
」 台の裏に鼻緒を固定する

　   小さい子も上手に
　回せるようになりました

和太鼓入門の様子

　
商
家

　
「
下
駄
の
鼻
緒
す
げ
」

と
箸
で
太
鼓
の
打
ち
方
を
練
習
し
、
そ
の
後
、
曲

に
合
わ
せ
て
実
際
に
締
太
鼓
を
打
ち
ま
し
た
。「
証

城
城
寺
の
狸
囃
子
」
と
「
パ
プ
リ
カ
」
の
二
曲
を

打
ち
ま
し
た
が
、「
パ
プ
リ
カ
」
で
は
子
ど
も
た

ち
の
歌
声
も
あ
り
、
大
変
賑
や
か
な
演
奏
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
外
国
の
方
に
も
多
く
参
加
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
、
日
本
文
化
の
一
端
に
触
れ
て
い

た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

次
回
、
第
四
回
は
、
来
年
の
一
月
十
三
日
に
、

紙
切
り
入
門
を
行
い
ま
す
。
一
枚
の
紙
か
ら
は
さ

み1

つ
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
生
ま
れ
て
い
き
ま

す
。
ぜ
ひ
皆
様
も
参
加
し
て
体
験
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
冬
の
寒
い
時
期
で
す
が
、
暖
房
の
効
い
た

暖
か
い
部
屋
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ　
髙
原
）

　
伝
統
芸
能
入
門
は
、
伝
統
的
な
芸
能
や
あ
そ
び

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
解
説
を
し
な
が
ら
体
験

す
る
こ
と
で
、
江
戸
庶
民
文
化
へ
の
理
解
を
深
め

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
今
年
度
よ
り
始

ま
っ
た
体
験
で
す
。
年
四
回
実
施
し
、
子
ど
も
か



　
夏
の
き
び
し
い
暑
さ
も
柔
ら
ぎ
、
次
第
に

秋
の
気
配
が
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
房
総
の

む
ら
の
金
木
犀
か
ら
も
甘
い
香
り
を
漂
わ
せ

て
い
ま
す
。
季
節
を
感
じ
ら
れ
る
素
敵
な
香

り
で
す
。

　
さ
て
、
今
年
度
の
企
画
展
は
房
総
の
む
ら

の
顔
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る「
龍
角
寺
古
墳
群
」

が
テ
ー
マ
の
企
画
展
で
す
。
出
土
品
、
関
連

資
料
、
と
も
に
充
実
し
た
見
ご
た
え
の
あ
る

企
画
展
に
な
り
ま
す
の
で
、
是
非
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　
　
　
　
（
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ　
根
本
）

◇
編
集
後
記
◇

　
日
中
の
暑
さ
は
ま
だ
続
き
ま
す
が
、
朝
夕
は
だ

ん
だ
ん
と
秋
の
気
配
を
感
じ
る
季
節
と
な
り
ま
し

た
。
房
総
の
む
ら
で
は
、
一
年
を
通
し
て
季
節
ご

と
の
お
ま
つ
り
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
例
年
九
月

に
開
催
し
、
皆
さ
ま
に
親
し
ま
れ
て
い
た
﹃
稲
穂

ま
つ
り
﹄
で
す
が
、昨
年
度
よ
り
﹃
秋
の
ま
つ
り
﹄

と
名
を
改
め
て
十
月
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
江

戸
情
緒
た
っ
ぷ
り
の
房
総
の
む
ら
で
、
深
ま
る
秋

を
ご
堪
能
い
た
だ
け
る
様
々
な
企
画
を
ご
用
意
し

て
い
ま
す
。

　
第
二
回
目
を
迎
え
る
本
年
度
は
〝
実
り
の
秋
に

感
謝
〟
が
テ
ー
マ
で
す
。
実
り
の
季
節
で
あ
る
秋

に
は
、
全
国
各
地
で
収
穫
へ
の
感
謝
や
祝
い
、
翌

年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
。
房

総
の
む
ら
の
﹃
秋
の
ま
つ
り
﹄
で
は
、
大
漁
を
祝

う
民
俗
芸
能
と
し
て
愛
宕
跳
ね
太
鼓
・
銚
子
大
漁

節
を
上
演
す
る
ほ
か
、
お
め
で
た
い
大
道
芸
が
町

並
み
を
に
ぎ
や
か
に
盛
り
上
げ
ま
す
。

令
和
元
年
度　
秋
の
ま
つ
り
開
催
間
近
！

ま
つ
り
開
催
時
の
注
意
事
項

●秋のまつり
　　10 月 5 日（土）・6 日（日）
●企画展「龍角寺古墳群とその時代」
　　10 月 12 日（土）～ 12 月 8 日（日）
●歴史の里の音楽会
　　10 月 14 日（月・祝）
●房総座
　　10 月 27 日（日）落語家：柳家三之助
●ふるさとまつり
　　11 月 3 日（日・祝）

令和元年度 下半期のイベント

　
特
別
演
目
と
し
て
は
、
中
島
流
炮
術
千
葉
城
鉄

炮
隊
に
よ
る
演
武
を
上
演
し
ま
す
。
中
島
流
炮
術

は
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
に
所
属
し
、
流
派
の
伝

承
を
通
じ
て
古
流
炮
術
の
研
究
・
保
存
に
努
め
て

い
ま
す
。
普
段
は
中
々
目
に
す
る
機
会
が
な
い
、

迫
力
の
あ
る
貴
重
な
演
武
は
必
見
で
す
。

　
お
米
に
ち
な
ん
だ
実
り
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
も

﹃
秋
の
ま
つ
り
﹄
な
ら
で
は
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

む
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
に
よ
る
昔
の
農
具

体
験
は
、
解
説
を
聞
き
な
が
ら
懐
か
し
い
道
具
を

用
い
て
実
際
に
脱
穀
や
籾
摺
り
を
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
小
さ
な
お
友
達
は
、
学
校
の
お
勉

強
と
し
て
も
ぴ
っ
た
り
の
演
目
で
す
。
茅
葺
屋
根

の
農
家
で
、
昔
の
く
ら
し
に
触
れ
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財 

木
積
の
藤
箕
製
作
技
術
な
ど
、
伝
統
技
術
を
持
っ

た
職
人
に
よ
る
実
演
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
忍
者
か
ら
お
姫
様
や
お
殿
様
、

新
撰
組
に
鹿
鳴
館
ド
レ
ス
な
ど
、
身
も
心
も
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
で
き
る
人
気
の
「
時
代
衣
裳
変
身
体

験
」
も
実
施
し
ま
す
。
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ロ
ケ
地

と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
房
総
の
む
ら
で
、
時
代
劇

の
主
人
公
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
が

盛
り
だ
く
さ
ん
な
﹃
秋
の
ま
つ
り
﹄
は
、
十
月
五

日
（
土
）・
六
日
（
日
）
の
開
催
で
す
。
ご
家
族

ご
友
人
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ま
で

ご
来
館
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ　
古
山
）

　
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
。
ご
協
力
の
程

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　　　　体験者の皆さん
楽しそうにポーズを決めています。

●ユニセフ・ラブウォーク in 房総のむら
　　11 月 23 日（土・祝）
●むらのお正月
　　1 月 2 日（木）・3 日（金）
●写真展「レンズをとおした房総のむら」
　　12 月 7 日（土）～ 2020 年 2 月 24 日（月・祝）
●伝統芸能入門
　　令和 2 年 1 月 13 日（月・祝）




