
　
令
和
三
年
十
月
二
日
（
土
）
か
ら
十
一
月

二
十
三
日
（
火
・
祝
）
ま
で
の
四
十
五
日
間
、
屋

外
展
示「
千
葉
の
民
俗
芸
能
」を
開
催
し
ま
し
た
。

例
年
、
展
示
会
は
風
土
記
の
丘
資
料
館
で
開
催
し

て
い
ま
す
が
、
昨
年
の
農
家
を
中
心
と
し
た
屋
外

展
示
に
引
き
続
き
、
今
年
は
商
家
町
並
み
の
小
間

物
の
店
を
主
会
場
と
し
て
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

近
年
、
外
国
の
方
の
来
館
が
多
く
な
っ
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
昨
年
度
の
「
千
葉
の
ま
つ
り
」
と
併

せ
て
、
多
く
の
方
に
千
葉
の
文
化
を
広
く
知
っ
て

い
た
だ
く
機
会
と
な
る
予
定
で
し
た
。「
千
葉
の

民
俗
芸
能
」
で
は
、
県
内
に
多
く
あ
る
民
俗
芸
能

の
中
か
ら
、
囃は
や
し子
・
獅し
し
ま
い
子
舞
・
神か
ぐ
ら楽
に
焦
点
を
当

て
、
展
示
と
実
演
で
紹
介
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま

し
た
。し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

予
定
さ
れ
て
い
た
県
内
各
地
の
多
く
の
民
俗
芸
能

が
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
多
く
の
民
俗
芸
能
団
体
の
活
動
自
体
が
で

き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
、
千
葉
市
の
「
登の
ぶ
と戸

の
神
楽
囃
子
」
を

継
承
し
て
い
る
「
登と
わ
た
り渡

神
社
登
戸
囃
子
連
」、
東

金
市
の
「
北き
た
の
こ
う
や

之
幸
谷
の
獅
子
舞
」
を
継
承
し
て

い
る
「
北
之
幸
谷
獅
子
連
」、
市
原
市
の
「
鶴つ
る
み
ね峯

八は
ち
ま
ん幡

の
神
楽
」
を
継
承
し
て
い
る
「
鶴
峯
八
幡
宮

十
二
座
神
楽
保
存
会
」
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
芸
能
で
使
用
し
て
い
る
装
束
や
用
具
を
展
示

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
上
演
の
映
像
や

囃
子
を
録
音
し
た
も
の
も
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
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Vol.68 大
　  木
　　戸

の
で
、
総
屋
で
は
記
録
映
像
を
、
主
会
場
一
階
で

は
「
囃
子
」
を
流
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
民
俗
芸
能
の
動
き
や
音
な
ど
も
感
じ

て
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
会
期
前

の
九
月
三
十
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
、

感
染
状
況
も
落
ち
着
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
十

月
三
十
一
日
（
日
）
に
「
鶴
峯
八
幡
の
神
楽
」
を
、

十
一
月
十
四
日
（
日
）
に
「
登
戸
の
神
楽
囃
子
」

を
上
演
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　「
鶴
峯
八
幡
の
神
楽
」
は
毎
年
十
月
の
第
三
日

曜
日
に
鶴
峯
八
幡
宮
で
行
わ
れ
る
秋
季
例
大
祭
で

奉
納
さ
れ
る
神
楽
で
す
。
十
二
の
演
目
で
構
成
さ

れ
、約
五
時
間
か
け
て
奉
納
さ
れ
ま
す
。
今
回
は
、

そ
の
演
目
の
中
か
ら
「
湯ゆ
だ
て立
の
舞
」
と
「
八
幡
様

の
舞
」
を
上
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　   「登戸の神楽囃子」
11 月 14 日の上演の様子

   　「鶴峯八幡の神楽」
10 月 31 日の上演の様子

　
今
回
上
演
が
叶
わ
な
か
っ
た
「
北
之
幸
谷
の
獅

子
舞
」
で
す
が
、
毎
年
二
月
、
十
月
、
十
一
月
に

北
之
幸
谷
地
区
内
の
稲
荷
神
社
を
中
心
に
奉
納
さ

れ
ま
す
。
十
月
の
秋
祭
に
は
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
の

梯
子
を
登
り
な
が
ら
舞
う
「
梯
子
の
ぼ
り
」
が
演

じ
ら
れ
ま
す
。

　「
登
戸
の
神
楽
囃
子
」
は
登
渡
神
社
の
例
祭
な

ど
で
奉
納
さ
れ
る
囃
子
や
神
楽
で
す
。
大お
お
ど
う胴
（
大

太
鼓
）
一
人
、附つ

け
（
締
太
鼓
）
二
人
、笛
一
人
、

鉦
一
人
の
五
人
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大
囃

子
（
屋
台
・
切
囃
子
）・
昇
殿
・
鎌
倉
・
四
丁
目
・

大
囃
子
」
の
五
曲
の
組
曲
か
ら
な
る
「
五
囃
子
」

を
は
じ
め
と
し
た
囃
子
や
神
楽
を
上
演
い
た
だ
き

ま
し
た
。

令
和
三
年
度
屋
外
展
示

会
場
：
小
間
物
の
店
・
総
屋

会
期 

：
令
和
3
年
10
月
2
日
（
土
）
～

                 

令
和
3
年
11
月
23
日
（
火
・
祝
）

「
千
葉
の
民
俗
芸
能
」
を
終
え
て



 

　
祭
り
や
民
俗
芸
能
は
祭
日
な
ど
定
期
の
実
施
に

よ
っ
て
継
承
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。
準
備
や
練
習
、
担
当
者
の
入
れ
替
わ
り

等
一
連
の
流
れ
が
継
承
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
し
始
め
て
か

ら
約
二
年
が
経
ち
、
そ
の
間
、
祭
り
は
中
止
ま
た

は
神
事
の
み
に
縮
小
さ
れ
、
民
俗
芸
能
は
ほ
と
ん

ど
が
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
展
示
に
伴
う

調
査
の
際
に
も
、
現
在
休
止
し
て
、
そ
の
後
も
活

動
を
続
け
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
民
俗
芸

能
の
団
体
も
あ
り
ま
し
た
。
今
後
は
こ
の
よ
う
な

変
化
の
様
子
も
捉
え
な
が
ら
も
、
開
館
以
来
続
い

て
い
る
県
内
の
民
俗
芸
能
の
上
演
を
引
き
続
き
行

い
、
よ
り
多
く
の
方
に
そ
の
伝
承
の
姿
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
家
グ
ル
ー
プ
　
髙
原
）

農
家　「

ど
ん
ど
焼
き
」

餅を焼いている様子

商
家
　
川
魚
の
店

　「
な
ま
ず
料
理
」

　
な
ま
ず
と
聞
く
と
、
ぬ
る
ぬ
る
と
し
た
イ
メ
ー

ジ
や
地
震
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま

す
。

　
な
ま
ず
と
地
震
を
結
び
付
け
て
広
く
世
に
伝
え

た
の
は
、
江
戸
時
代
の
鹿
島
神
宮
の
神
人
だ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。安
政
の
大
地
震（
一
八
五
五

年
）
が
起
こ
っ
た
際
に
は
、
現
在
「
鯰
な
ま
ず

絵
」
と
呼

ば
れ
る
摺す
り
物
も
流
行
し
ま
し
た
。

　　
房
総
の
む
ら
で
は
、
毎
年
正
月
の
十
五
日
前
後

に
「
ど
ん
ど
焼
き
」
と
い
う
演
目
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　「
ど
ん
ど
焼
き
」
と
は
、各
家
庭
で
正
月
に
飾
っ

た
注し
め
な
わ

連
縄
や
松
飾
り
な
ど
を
持
ち
寄
り
燃
や
し
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
火
は
神
聖
視
さ
れ
、
特
別
な
力

が
宿
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
注
連
縄
や
松
飾
り
等
を
燃
や
し
た
際
に
出
た
灰

で
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、「
ど
ん
ど
焼
き
」
と
は
何
か
、

人
々
が
ど
の
よ
う
な
願
い
を
込
め
て
行
っ
て
い
た

の
か
、
こ
の
二
点
に
焦
点
を
当
て
紹
介
し
ま
す
。 

　
元
は
宮
中
行
事
で
す
が
、
江
戸
時
代
後
期
の

『
北ほ
く
え
つ
せ
っ
ぷ

越
雪
譜
』
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江

戸
時
代
に
は
、
一
般
民
衆
の
中
で
も
年
中
行
事
の

一
つ
で
し
た
。

燃えさかる櫓
やぐら

　
正
月
十
五
日
前
後
を
小こ
し
ょ
う
が
つ

正
月
と
呼
ぶ
地
域
が
多

く
、
門
松
や
注
連
飾
り
を
燃
や
す
火
祭
り
が
小
正

月
の
日
に
全
国
各
地
で
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
「
ど
ん
ど
焼
き
」
で
す
が
、
千
葉
県
内
で

も
そ
の
呼
称
は
様
々
で
す
。「
ど
ん
ど
焼
き
」
の

他
に
、
富
津
市・東
金
市
な
ど
の
「
ド
ン
ド
ン
ビ・

ド
ン
ド
ッ
ピ
」、
安
房
郡
三
芳
村
山
名
（
現
南
房

総
市
山
名
）
な
ど
の
「
大
火
焚
き
」、
市
原
市
菊

間
な
ど
の
「
お
飾
り
焚
き
」、
銚
子
市
名
洗
な
ど

の
「
上
り
正
月
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
、
規
模
、
手
順
、
燃
や
す
も
の
が
少
し
ず
つ

異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
燃
や
し
た
際
に
出
た
灰
を

家
の
周
り
に
撒
く
と
火か
な
ん難
除
け
に
な
る
と
い
う
風

習
は
東
金
市
、
富
津
市
、
市
原
市
の
事
例
で
は
存

在
し
ま
す
が
、
無む
び
ょ
う
そ
く
さ
い

病
息
災
・
家か
な
い
あ
ん
ぜ
ん

内
安
全
、「
こ
の

一
年
が
病
気
な
く
元
気
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
」
と

祈
る
思
い
は
ど
こ
も
一
様
に
同
じ
で
す
。
ま
た
、

餅
を
焼
く
風
習
は
、「
焼
い
て
食
べ
る
と
風
邪
を

ひ
か
な
い
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
房
総
の
む
ら
で
も
無
病
息
災
の
願
い
を
込
め
て

毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。
来
年
度
の
「
ど
ん
ど
焼

き
」
に
ぜ
ひ
参
加
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
家
グ
ル
ー
プ
　
鈴
木
）

なまず

　北之幸谷の獅子舞
（北之幸谷獅子連提供）



 

岩屋古墳石室３次元モデル（石室奥から）

完成したひっこがし汁

　
骨
が
と
れ
た
ら
ア
ク
を
と
り
、
大
根
や
ね
ぎ
な

ど
の
野
菜
を
入
れ
、
味
噌
で
味
を
つ
け
て
完
成
で

す
。
寒
さ
が
堪
え
る
季
節
な
だ
け
に
、
一
口
、
ま

た
一
口
と
す
す
る
ご
と
に
染
み
る
温
か
さ
は
格
別

で
し
た
。

　
岩
屋
古
墳
は
、
東
西
七
十
八
メ
ー
ト
ル
、
南
北

七
十
六
メ
ー
ト
ル
の
墳
丘
を
も
つ
古
墳
で
、
七
世

紀
で
は
日
本
最
大
の
方
墳
で
す
。
実
際
に
近
寄
っ

て
み
る
と
、
大
き
す
ぎ
て
全
体
像
が
見
え
な
い
の

で
、
つ
い
登
っ
て
み
た
く
な
る
の
で
す
が
、
国
の

史
跡
と
し
て
形
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
守
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
高
さ
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
墳
丘
に
登
る
の
は
体
力
的
に
難
し
い
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
資
料
館
内
に
岩
屋
古
墳
の
全
体
像
が

一
目
で
分
か
る
立
体
模
型
を
展
示
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
模
型
は
、
実
寸
の
百
分
の
一
の
大
き
さ

で
作
り
ま
す
。
墳
丘
の
南
側
に
は
二
つ
の
石
室
が

あ
り
ま
す
が
、
東
側
の
石
室
は
内
部
が
崩
れ
て
密

閉
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
側
の
石
室
も
地
震
の
影
響

な
ど
で
石
積
み
の
一
部
が
傾
い
て
危
険
な
状
態
に

あ
り
ま
す
。
動
画
で
は
、
西
石
室
の
内
部
の
様
子

を
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
風
土
記
グ
ル
ー
プ
　
白
井
）

　
風
土
記
の
丘
資
料
館
は
、
令
和
二
年
九
月
か
ら

建
物
の
大
規
模
改
修
工
事
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
一
月
末
に
工
事
が
終
わ
り
ま
し
た
。
築

五
十
年
を
経
て
、
様
々
な
所
が
痛
ん
で
い
た
様
子

を
覚
え
て
い
る
方
は
、
壁
や
床
が
ピ
カ
ピ
カ
に

な
っ
た
資
料
館
を
見
て
、
ほ
っ
と
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？

　
二
月
か
ら
は
、
建
物
内
部
に
置
く
展
示
台
・
展

示
ケ
ー
ス
な
ど
の
修
復
や
模
型
な
ど
の
展
示
物
の

製
作
に
入
り
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、
龍
角
寺

古
墳
群
を
代
表
す
る
岩
屋
古
墳
の
立
体
模
型
と
動

画
の
製
作
が
あ
り
ま
す
。

　
模
型
の
基
に
な
る
三
次
元
デ
ー
タ
の
計
測
と
空

中
写
真
撮
影
を
昨
年
末
に
行
い
ま
し
た
。
岩
屋
古

墳
全
体
の
形
状
と
動
画
の
画
像
は
、
ド
ロ
ー
ン
を

使
っ
て
撮
影
し
ま
し
た
。

　「
な
ま
ず
の
フ
ラ
イ
」
は
、
七
輪
の
火
で
揚
げ

ま
し
た
。
温
度
調
整
が
難
し
い
中
、
カ
リ
カ
リ
に

仕
上
が
っ
た
フ
ラ
イ
は
、
と
て
も
好
評
で
し
た
。

な
ま
ず
と
聞
い
て
恐
る
恐
る
食
さ
れ
た
来
館
者
の

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
食
べ
て
み
た
ら

美
味
し
か
っ
た
と
い
う
声
を
多
く
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
本
演
目
は
、
来
年
度
に
も
実
施
予
定
で
す
。
ご

興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

な
ま
ず
の
印
象
が
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
家
グ
ル
ー
プ
　
箕
輪
）

 

風
土
記
の
丘
資
料
館

  「
岩
屋
古
墳
の
立
体
模
型
と

　
　
　
　
　 

　 

　 

動
画
製
作
」

岩屋古墳全体像の３次元モデル

　
料
理
と
し
て
は
、
愛
知
県
や
埼
玉
県
で
有
名
な

蒲
焼
、
な
ま
ず
が
最
古
の
材
料
だ
っ
た
と
も
い
わ

れ
る
蒲
鉾
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
な
ま
ず
料

理
に
は
汁
物
も
あ
る
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。

　
令
和
四
年
二
月
五
日
（
土
）、
六
日
（
日
）
の

二
日
間
、
房
総
の
む
ら
の
川
魚
の
店
で
は
、
な
ま

ず
を
食
す
こ
と
が
で
き
る
体
験
、「
な
ま
ず
料
理
」

を
行
い
ま
し
た
。
年
に
二
日
間
の
み
実
施
す
る
こ

の
体
験
で
は
、
印
旛
沼
や
利
根
川
流
域
な
ど
に
伝

わ
る
「
ひ
っ
こ
が
し
汁
」
や
「
な
ま
ず
の
フ
ラ
イ
」

を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「
ひ
っ
こ
が
し
汁
」
は
、
ま
ず
活
な
ま
ず
を
丸

ご
と
鍋
で
煮
ま
す
。う
ね
る
な
ま
ず
を
鍋
に
入
れ
、

静
ま
る
ま
で
鍋
蓋
で
押
さ
え
る
調
理
法
は
、
な
か

な
か
衝
撃
的
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
よ
く
煮
え

た
ら
頭
を
持
っ
て
ぶ
ら
下
げ
る
よ
う
に
し
、
胴
の

肉
を
箸
で
は
さ
ん
で
こ
き
落
と
し
ま
す
。
こ
の
こ

と
を
「
ひ
っ
こ
が
し
」
と
い
い
ま
す
。

煮たなまずをひっこがす様子



 

　　
令
和
四
年
一
月
十
五
日
（
土
）
に
伝
統
文
化
入

門
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
年
度
、
実
施
予
定
の
全

四
回
の
う
ち
、
今
回
は
三
回
目
と
な
り
ま
す
。
毎

回
、
異
な
る
内
容
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
今

回
は
深
山
真
純
氏
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、「
い

け
ば
な
入
門
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
「
池
坊
い
け
ば
な
」
の
歴
史
の
解

説
や
い
け
方
の
説
明
と
い
け
ば
な
の
体
験
で
す
。

「
池
坊
い
け
ば
な
」
に
は
、
立
花
、
生
花
、
自
由

花
の
三
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
ま
す
が
、今
回
は
、

戦
後
の
自
由
思
想
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
約
束

事
を
持
た
な
い
自
由
花
の
ス
タ
イ
ル
で
体
験
を
実

施
し
ま
し
た
。

体験の様子

　
花
材
に
は
、
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
黄
・
紫
・
白
）、

カ
ス
ミ
ソ
ウ
、
ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
の
三
種
類
に
加

え
、
ガ
ー
ベ
ラ
ま
た
は
バ
ラ
を
選
択
し
、
全
四
種

類
を
使
用
し
ま
し
た
。同
じ
花
材
を
使
用
し
て
も
、

体
験
者
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
印
象
が
異
な
る
作

品
に
な
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
生
か
さ
れ
た「
い

け
ば
な
」
が
完
成
し
ま
し
た
。
完
成
し
た
後
は
、

講
師
に
よ
る
手
直
し
を
行
い
、
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ

が
記
念
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。体
験
者
の
大
半
は
、

初
心
者
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
最
初
は
緊
張
す
る

様
子
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
体
験
を
進
め
て
い
く

う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と
慣
れ
て
き
て
、
楽
し
ん
で

体
験
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
体
験
で
は
、
完
成
し
た
作
品
を
体
験
者

同
士
で
鑑
賞
す
る
こ
と
も
で
き
、「
い
け
ば
な
」

に
触
れ
る
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
内
容
は

異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
伝
統
文
化
入
門
は

来
年
度
も
実
施
す
る
予
定
で
す
。
機
会
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

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

完成した「いけばな」

　　
そ
の
場
所
は
、
栄
町
龍
角
寺
と
酒さ
か
な
お直
両
地
区
の

境
界
と
な
る
辻
の
一
画
（
写
真
①
　
下
側
の
藪や
ぶ

）

に
あ
り
ま
す
。
藪
は
ボ
サ
と
呼
ば
れ
、
触
る
と
バ

チ
が
当
た
る
（
病
気
や
死
に
至
る
）
と
い
い
、
今

で
も
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
写
真
②
は
ボ
サ
の
中

に
あ
る
二
基
の
石
塔
で
す
。
さ
わ
れ
な
い
土
地
で

石
塔
の
入
口
と
石
の
周
囲
は
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
。
酒
直
に
引
っ
越
し
て
こ
ら
れ
た
方
が
清
掃
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
石
塔
は
、
左
が
天
和

三
年
（
一
六
八
三
）
の
大だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来
を
彫
っ
た
十
九

夜
待
龍
角
寺
女
人
講
の
石
碑
、
右
は
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
の
青し
ょ
う
め
ん
こ
ん
ご
う

面
金
剛
の
庚
申
塔
で
す
。
こ

の
ボ
サ
の
対
面
に
「
北
向
き
の
道
祖
神
」
と
呼
ば

れ
る
森
が
あ
り
ま
す
。

 
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ

  「
伝
統
文
化
入
門

　
　
　
　 『
い
け
ば
な
入
門
』」

 

調
査
報
告

  「
龍
角
寺
地
区
の
タ
ブ
ー

　
～
タ
ブ
ー
か
ら
見
え
る
も
の
～
」

　
周
辺
に
は
次
の
よ
う
な
伝
承
（
伝
説
）
が
あ
り

ま
す
。（
一
）
両
村
に
や
っ
て
き
た
母
と
赤
子
が

世
話
を
さ
れ
ず
行
き
倒
れ
に
な
っ
た
話
。（
二
）

両
村
が
一
つ
の
ム
ラ
で
あ
っ
た
頃
、
白
馬
に
乗
っ

た
名
主
が
突
然
落
命
し
、
そ
の
た
ど
っ
た
道
が
境

と
な
っ
た
話
。（
三
）
印
旛
沼
か
ら
台
地
に
上
が

る
木
挽
坂
は
難
所
で
あ
り
、
ボ
サ
は
息
絶
え
た
馬

の
埋
葬
地
ら
し
い
話
な
ど
で
す
。

　
母
子
の
死
は
大
日
如
来
の
石
碑
（
十
九
夜
待
の

女
人
講
）
と
の
関
連
が
う
か
が
え
ま
す
。
タ
ブ
ー

の
エ
リ
ア
か
ら
は
、
両
地
区
が
同
じ
ム
ラ
で
あ
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
禁
忌
は
新
住
民
に
は
及
ば

な
い
こ
と
。
道
祖
神
の
「
北
向
き
」
は
こ
の
ボ
サ

を
指
す
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
。
伝
承
だ
け
で
本

質
に
は
迫
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
タ
ブ
ー
か
ら
「
忘

れ
去
ら
れ
た
土
地
の
記
憶
」
が
垣
間
見
え
る
よ
う

で
す
。

　
　
　
　
　
　（
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ
　
地
引
）

　道祖神

　北

至木挽坂

写真①

写真②



 

　

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
し
始
め

て
二
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、
依
然
と
し
て

収
束
の
兆
し
が
見
ら
れ
な
い
状
況
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、
房

総
の
む
ら
で
は
安
心
し
て
ご
見
学
い
た
だ

け
る
よ
う
、
感
染
予
防
対
策
を
行
っ
て
参

り
ま
す
。
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
商
家
グ
ル
ー
プ
　
髙
原
）

ご
来
館
の
際
の
注
意
事
項

◇
編
集
後
記
◇

　　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
指
の
消
毒
、
検
温
、
入

館
確
認
票
の
記
入
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
定
員
な
ど
を
縮
小
し
て
体
験
を
実
施

し
て
お
り
、
早
め
に
受
付
が
終
了
す
る
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
な
お
、混
雑
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、

入
場
者
の
分
散
化
や
入
場
制
限
を
行
う
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●春のまつり
　5 月 3 日（火・祝）〜 5 日（木・祝）
●伝統文化入門①
　6 月 19 日（日）
●教員のための博物館利用研修会
　7 月 29 日（金）
●むらの縁日・夕涼み
　8 月 6 日（土）・7 日（日）
●伝統文化入門②
　8 月 20 日（土）
●北総江戸巡り
　9 月 19 日（月・祝）

※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 4 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。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　予告なく中止・変更する場合がございます。

　令和４年度 上半期の主なイベント　

　
千
葉
県
・
茨
城
県
の
利
根
川
沿
い
や
手
賀
沼
・

印
旛
沼
周
辺
で
は
、
夏
祭
に
木
製
の
大
き
な
太
刀

を
担
い
だ
り
、
縄
で
引
き
な
が
ら
集
落
を
回
り
、

地
域
の
安
全
や
五
穀
豊
穣
、
疫
病
退
散
な
ど
を
祈

願
す
る
「
オ
ダ
（
タ
）
チ
」
と
い
う
行
事
が
、
広

く
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
別

名
「
雨
降
山
（
あ
ふ
り
や
ま
）」
と
呼
ば
れ
農
耕

神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
大
山
詣
り
が
盛
ん
で

し
た
。
こ
の
た
め
、「
オ
ダ
チ
」
は
大
山
阿
夫
利

神
社
（
石
尊
様
）
の
願
い
事
を
書
い
た
木
太
刀
を

納
め
る
「
納
め
太
刀
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
こ
の
行
事
が
行
わ
れ
て

い
る
の
は
、
栄
町
木き
づ
か塚
地
区
や
印
西
市
古
新
田
な

ど
一
部
の
地
域
だ
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
調
査
の

中
で
、
木
塚
と
栄
町
酒
直
地
区
の
方
か
ら
、「
山

に
赤
い
の
は
ス
ス
キ
に
椿
よ
、
咲
い
て
絡
ま
る
藤

の
花
」
と
い
う
不
思
議
な
唄
を
聞
き
ま
し
た
。
唄

の
意
味
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
行
事
の
と
ら
え
方

を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。
今
後
、

事
例
を
積
み
重
ね
る
中
で
手
が
か
り
が
掴
め
た
ら

と
思
い
ま
す
。

 
調
査
報
告

  「
オ
ダ
チ
に
関
す
る
調
査
（
一
）」

　
栄
町
安
食
に
あ
る
駒
形
神
社
に
は
、
大
中
小
三

本
の
木
太
刀
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
う
ち
、

大
型
の
太
刀
に
は
「
文
政
九
戌
年
」
の
文
字
が
刻

ま
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
か
ら
行
事
が
続
い
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
家
グ
ル
ー
プ
　
宮
内
）

栄町布
ふ か ま

鎌中
な か や

谷地区のオダチ

　　駒形神社の大太刀に
刻まれている「石」の文字


