
　
当
館
に
ご
来
館
さ
れ
た
方
は
、
水
車
小
屋
脇
に

丸
太
で
組
ま
れ
た
大
き
な
構
造
物
を
ご
覧
い
た
だ

け
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
上
総
掘
り
の
掘く
っ

削さ
く

用
の
足
場
で
す
。

　
今
回
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
展
は
、
西
上
総
地
方
で
生

ま
れ
た
井
戸
掘
り
技
術
「
上
総
掘
り
」
に
焦
点
を

当
て
、
実
際
に
園
内
で
ホ
リ
ヌ
キ
井
戸
を
掘
る
と

い
う
の
が
目
的
で
す
。会
期
は
、七
月
十
六
日(

土)
か
ら
十
一
月
二
十
三
日
（
水
・
祝
）
ま
で
で
す
。

　
上
総
掘
り
の
技
術
の
特
色
と
は

　
上
総
掘
り
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
上
総
地
方
に

伝
わ
っ
た
鉄
棒
式
突つ
き
掘ぼ
り
法
を
工
夫
・
改
良
し
て
明

治
時
代
中
期
ご
ろ
に
西
上
総
地
方
で
考
案
さ
れ
た

井
戸
掘
り
技
術
で
す
。
鉄
棒
式
突
掘
法
は
、
鉄
棒

を
接
ぎ
足
し
な
が
ら
掘
削
す
る
た
め
、
接
ぎ
足
し

た
鉄
棒
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
重
労
働
で
し
た
。
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Vol.69

掘
削
深
度
も
三
十
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
程
度
で

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
総
掘
り
は
、
鉄
棒
を
鉄

管
に
替
え
、
中
空
の
鉄
管
内
部
に
弁べ
ん

を
付
け
、
先

端
に
ノ
ミ
を
装
着
し
て
掘
り
屑く
ず

な
ど
を
管
内
に
取

り
込
み
な
が
ら
掘
り
進
み
ま
す
。
掘
削
深
度
を
増

す
た
め
に
、
竹
ヒ
ゴ
を
採
用
し
、
こ
れ
を
接
ぎ
足

す
こ
と
で
、
軽
量
化
に
成
功
し
ま
す
。
ま
た
、
重

い
ホ
リ
テ
ッ
カ
ン
（
掘
り
鉄
管
）
を
引
き
上
げ
る

た
め
に
、竹
の
弾
力
を
生
か
し
た
ハ
ネ
ギ
（
弾
木
）

を
用
い
、
粘
土
水
を
注
入
す
る
こ
と
で
井
戸
穴
を

保
護
し
な
が
ら
掘
り
進
む
こ
と
が
で
き
、
百
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
深
井
戸
が
掘
削
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
ヒ
ゴ
を
巻
き
取
る
ヒ
ゴ
グ
ル

マ
や
井
戸
穴
の
掘
り
屑
を
取
り
除
く
ス
イ
コ
（
吸

子
）、
な
ど
一
連
の
用
具
が
整
い
、
上
総
掘
り
の

技
術
が
成
立
し
ま
す
。

　
房
総
の
地
層
は
、
九
十
九
里
方
面
か
ら
東
京
湾

に
向
け
て
傾
斜
し
て
お
り
、
よ
り
圧
力
の
か
か
っ

た
帯た
い

水す
い

層
（
水
を
多
く
含
む
砂
層
）
が
西
上
総
地

方
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
形
的
な
特
徴
を
利
用
し

て
多
く
の
ホ
リ
ヌ
キ
井
戸
（
掘
り
抜
き
井
戸
）
が

上
総
掘
り
の
技
術
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
、
自じ

噴ふ
ん
井せ
ん
と

し
て
灌か
ん

漑が
い

用
水
、生
活
用
水
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

や
が
て
こ
の
技
術
は
全
国
に
普
及
し
ま
し
た
。

　
プ
レ
企
画

①
講
演
会
（
六
月
十
九
日
）
聴
講
者　
二
十
五
人

　
当
館
職
員
地
引
主
席
研
究
員
が
「
上
総
掘
り
の

歴
史
と
そ
の
諸
相
」
と
題
し
て
講
演
し
ま
し
た
。

②
講
習
会
（
六
月
二
十
五
日
・
二
十
六
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
験
者
各
八
名

　
上
総
掘
り
職
人
の
田
中
伸
一
氏
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

理
事
長
の
仲
井
克
己
氏
を
講
師
に
む
か
え
、「
上

総
掘
り
の
技
術
の
概
要
と
竹
割
り
」「
竹
ヒ
ゴ
作

り
」
の
講
習
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
足
場
の
組
み
立
て

　
六
月
二
十
九
日
・
三
十
日
の
両
日
を
使
い
、
足

場
を
組
み
立
て
ま
し
た
。上
総
掘
り
の
足
場
と
は
、

丸
太
を
縦
横
に
組
み
合
わ
せ
、
筋す
じ

交か

い
と
支
え
木

で
固
定
し
た
も
の
で
す
。
当
館
の
足
場
は
、
西
上

総
地
方
の
も
の
を
モ
デ
ル
に
製
作
し
ま
し
た
が
、

そ
の
組
み
立
て
方
法
や
構
造
に
は
、
職
人
の
経
験

が
反
映
さ
れ
ま
す
。
足
場
の
高
さ
、
柱
の
位
置
、

足
場
板
周
り
の
道
具
の
配
置
な
ど
掘
削
に
支
障
が

起
き
な
い
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　足場の組み立て作業

大
　  木
　　 戸

　完成した足場

会
場
：
水
車
小
屋
前

会
期
：
令
和
４
年
７
月
16
日
（
土
）
～

                  

11
月
23
日
（
水
・
祝
）

令
和
四
年
度
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
展

「
上
総
掘
り
で
ホ
リ
ヌ
キ
井
戸
を
掘
る
」



　　  七夕馬（上総の農家）

の
を
染
め
、
赤
や
緑
色
の
飾
り
を
作
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、「
カ
ヤ
カ
ヤ
馬
」
は
華
や
か
で
美
し
く
、

他
地
区
か
ら
の
引
き
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。
農
家

の
副
業
と
し
て
「
カ
ヤ
カ
ヤ
馬
」
を
製
作
し
、
六

斎
市
な
ど
で
売
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
で

は
、
七
夕
行
事
の
衰
退
な
ど
様
々
な
理
由
に
よ
っ

て
、
技
術
を
伝
承
す
る
担
い
手
も
減
少
し
て
い
る

状
況
で
す
。

　

な
お
、
令
和
四
年
に
大
芝
地
区
の
「
七
夕
馬
」

の
製
作
技
術
は
、
文
化
庁
の
「
記
録
作
成
等
の
措

置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
と
し
て
選

択
さ
れ
ま
し
た
。

　
下
総
・
安
房
の
農
家
で
も
「
七
夕
馬
」
を
土
間

や
玄
関
に
展
示
し
て
い
ま
す
。ご
来
館
の
際
に
は
、

こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
技
術
で
製
作
さ
れ
た
「
七
夕

馬
」
の
形
の
違
い
等
を
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
家
グ
ル
ー
プ　
下
村
）

　
上
総
の
農
家

　
　

「
七
夕
馬
」　　
　
　
　
　

　
「
七
夕
馬
」
は
畑
や
田
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
牛

馬
を
労
う
た
め
に
行
う
他
、
七
夕
は
盆
の
初
め
の

行
事
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
先
祖
を
迎
え
る

た
め
の
乗
り
物
と
し
て
作
り
ま
し
た
。

　
上
総
地
方
で
は
、
七
夕
行
事
の
際
に
子
供
た
ち

が
マ
コ
モ
、ガ
マ
と
い
っ
た
植
物
を
刈
り
に
行
き
、

馬
と
牛
を
作
り
、
玄
関
や
床
の
間
で
短
冊
と
共
に

飾
り
、
団
子
や
饅
頭
、
赤
飯
を
お
供
え
し
ま
す
。

製
作
し
た
馬
と
牛
は
、
翌
日
に
家
の
屋
根
に
上
げ

る
他
、
屋
敷
神
の
祠
に
お
供
え
し
ま
し
た
。

　
上
総
の
農
家
で
製
作
し
て
い
る「
七
夕
馬
」は
、

茂
原
市
大お
お

芝し
ば

地
区
で
作
ら
れ
て
い
た
も
の
を
再
現

し
て
い
ま
す
。
伝
承
に
よ
る
と
、大
芝
地
区
で「
七

夕
馬
」
を
作
り
始
め
た
の
は
文
化
・
文
政
期
の
頃

で
あ
り
、
旅
の
僧
が
マ
コ
モ
ば
か
り
で
米
の
と
れ

な
い
土
地
で
苦
し
む
村
人
の
様
子
を
見
て
、
作
り

方
を
伝
授
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　
大
芝
地
区
で
は
、
こ
の
「
七
夕
馬
」
を
「
カ
ヤ

カ
ヤ
馬
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
本
体
は
マ
コ
モ
だ

け
で
な
く
ア
オ
ギ
リ
な
ど
、
六
種
類
の
草
木
を
使

用
す
る
他
、
マ
ダ
ケ
を
叩
い
て
繊
維
状
に
し
た
も

　
房
総
の
む
ら
で
は
、
毎
年
七
月
初
旬
か
ら
下
旬

に
か
け
て
、「
七
夕
馬
作
り
」
の
実
演
と
体
験
を

行
っ
て
い
ま
す
。
マ
コ
モ
と
い
う
植
物
や
稲
ワ
ラ

を
使
用
し
、
馬
と
牛
を
製
作
し
ま
す
。
房
総
の
む

ら
で
は
、
下
総
・
上
総
・
安
房
の
各
地
域
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
技
法
を
再
現
し
て
い
ま
す
が
、
今
回

は
上
総
の
農
家
で
製
作
し
て
い
る
「
七
夕
馬
」
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

  　掘削作業の様子

　房総のむらで実演している
　七夕馬製作風景（上総の農家）

　
〇
足
場
の
構
造　
足
場
丸
太
は
、
ヒ
ノ
キ
を
使

用
し
ま
し
た
。
足
場
の
向
き
は
東
向
き
（
掘
削
位

置
か
ら
見
た
方
角
）
と
し
、
柱
を
四
本
、
横
丸
太

を
六
本
、
側
面
に
筋
交
い
四
本
、
前
後
方
向
に
支

え
木
四
本
、
柱
の
固
定
に
横
木
を
二
本
の
計
二
十

本
で
組
み
立
て
ま
し
た
。

　
〇
足
場
の
組
み
立
て　
井
戸
穴
を
基
準
に
、
柱

の
位
置
が
決
め
ら
れ
ま
す
。

    

以
下
は
、
足
場
組
立
の
主
な
手
順
で
す
。

　

 

① 

柱
立
て　
ハ
ネ
ギ
を
取
り
付
け
る
シ
ュ
バ

シ
ラ
（
主
柱
）
と
マ
エ
バ
シ
ラ (

前
柱)
を
立
て

る
。 

② 

横
丸
太
の
取
り
付
け　
足
場
板
を
渡
す

位
置
に
シ
タ
ヨ
コ
マ
ル
タ
を
、
ヒ
ゴ
グ
ル
マ
の
芯

棒
の
位
置
に
ウ
エ
ヨ
コ
マ
ル
タ
を
そ
れ
ぞ
れ
番
線

で
結
ぶ
。
③ 

筋
交
い　

補
強
用
に
柱
と
柱
の
間

に
斜
め
に
取
り
付
け
る
。
④ 

ハ
ネ
ギ
の
取
り
付

け　
孟
宗
竹
を
二
本
、
弓
状
に
結
わ
え
て
両
シ
ュ

バ
シ
ラ
の
外
側
上
部
に
取
り
付
け
る
。
⑤ 

ヒ
ゴ

グ
ル
マ
の
取
り
付
け　
十
二
枚
の
ヌ
キ
イ
タ
（
貫

板
）
の
中
心
に
あ
る
穴
に
芯
棒
を
通
し
、
ウ
エ
ヨ

コ
マ
ル
タ
に
乗
せ
、
内
側
か
ら
順
に
開
き
な
が
ら

ヌ
キ
イ
タ
の
ほ
ぞ
穴
に
ヨ
コ
ザ
ン
を
差
し
込
む
。

ヨ
コ
ザ
ン
と
ヨ
コ
ザ
ン
の
間
に
は
踏
板
を
打
ち
付

け
、
円
形
状
の
ク
ル
マ
と
す
る
。
⑥ 

ネ
バ
ミ
ズ

ダ
メ
（
ド
ウ
ア
ナ
）
の
設
置　
井
戸
穴
を
中
心
に

ド
ラ
ム
缶
の
大
き
さ
の
穴
を
掘
り
、
そ
の
中
心
部

分
を
掘
り
く
ぼ
め
る
。
ま
た
、
前
方
に
掘
り
屑
の

混
じ
っ
た
ネ
バ
ミ
ズ
の
は
き
出
し
穴
を
掘
る
。
⑦ 

足
場
板
の
設
置　
シ
ュ
バ
シ
ラ
を
囲
む
よ
う
に
足

場
板
を
シ
タ
ヨ
コ
マ
ル
タ
の
上
に
敷
く
。

    

掘
削
の
開
始

   

七
月
三
十
日
（
土
）
か
ら
掘
削
作
業
が
始
ま
り

ま
し
た
。
作
業
は
土
日
に
実
施
し
、
雨
天
は
中
止

と
し
て
い
ま
す
。
八
月
二
十
八
日
現
在
で
、
地
表

か
ら
四
メ
ー
ト
ル
三
十
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深

さ
に
達
し
て
い
ま
す
。
一
日
の
平
均
掘
削
深
度
は

三
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
夏
の
じ
め
じ
め

と
し
た
暑
さ
と
蚊
な
ど
に
悩
ま
せ
ら
れ
な
が
ら
上

総
掘
り
技
術
体
験
者
（
公
募
）
は
、
上
総
掘
り
職

人
の
指
導
の
下
、着
実
に
技
術
を
高
め
て
い
ま
す
。

十
一
月
二
十
三
日
の
会
期
末
を
め
ど
に
帯
水
層
を

求
め
て
掘
り
進
め
ま
す
。

　
　
　
　
　

 　

(

広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ　
地
引)



　
呉
服
の
店
の
裏
に
は
藍
の
畑
が
あ
り
ま
す
。
春

に
種
を
播
き
、
そ
の
小
さ
な
芽
を
丁
寧
に
世
話
す

る
こ
と
で
、
夏
、
畑
は
藍
の
葉
で
広
が
り
ま
す
。

こ
の
葉
は
、
夏
の
時
期
の
み
で
し
か
体
験
で
き
な

い
『
藍
の
う
つ
し
染
体
験
』
や
『
藍
の
生
葉
染
体

験
』
で
使
わ
れ
ま
す
。

　
朝
の
摘
み
た
て
の
生
葉
を
使
う
『
藍
の
う
つ
し

染
体
験
』
は
、
手
軽
に
で
き
る
体
験
で
、
絹
生
地

の
コ
ー
ス
タ
ー
に
木
槌
で
た
た
い
て
生
葉
の
色
や

葉よ
う

脈み
ゃ
くな

ど
を
う
つ
し
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
時
に
木
槌
で
た
た
く
音
が
、
商
家
の
町
並
み
の

中
に
響
く
た
め
、
足
を
止
め
体
験
の
様
子
を
見
学

さ
れ
る
お
客
様
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

『
藍
の
生
葉
染
体
験
』
は
予
約
が
必
要
な
人
気
の

体
験
で
、
お
客
様
自
身
で
藍
の
葉
を
畑
に
摘
み
に

行
き
、
実
際
に
そ
の
葉
を
使
っ
て
染
め
液
を
作
っ

て
染
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
藍
の
生
葉
は
、
藍あ
い

甕が
め

を
使
っ
た
本ほ
ん

藍あ
い

の
藍
色
と

は
違
い
、
綺
麗
な
夏
の
空
の
よ
う
な
水
色
に
染
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
藍
の
色
は
そ
の

時
の
葉
の
状
態
で
も
変
わ
る
た
め
、
完
成
す
る
ま

で
染
ま
っ
た
色
が
わ
か
ら
な
い
の
も
楽
し
み
の
ひ

と
つ
で
す
。
こ
う
し
て
夏
に
活
躍
し
た
藍
は
夏
の

終
わ
り
頃
か
ら
花
が
咲
き
、
秋
に
種
を
収
穫
し
乾

燥
さ
せ
冬
を
越
し
、
次
の
春
を
待
ち
ま
す
。　

　
禁き
ん
色じ
き
が
存
在
し
て
い
た
江
戸
時
代
。
紫
色
や
赤

色
系
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
庶
民
が
使
え
る

色
は
鼠
色
や
茶
色
、
紺
色
な
ど
の
単
色
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
藍
染
は
広
く
普
及

し
、
藍
染
を
扱
う
染
め
物
の
店
で
あ
る
紺こ

う

屋や

が

多
く
誕
生
し
、
そ
の
中
で
、
淡
い
色
合
い
の
甕か
め

覗の
ぞ
き

色
や
浅あ
さ

葱ぎ

色
、
武
士
の
中
で
縁
起
が
良
い
と

好
ん
で
身
に
つ
け
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
濃

い
色
合
い
の
褐か
ち

色い
ろ

な
ど
、
様
々
な
名
前
を
持
っ
た

藍
の
色
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
人
々
が
藍
の
色
を
ど
の
よ
う
に
楽
し
ん
で
い
た

か
、
房
総
の
む
ら
で
、
藍
の
体
験
を
通
し
て
触
れ

て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   (

商
家
グ
ル
ー
プ　
牧)

    

前
回
の｢

大
木
戸｣

で
も
紹
介
し
ま
し
が
、
風

土
記
の
丘
資
料
館
は
、
建
物
の
大
規
模
改
修
工
事

が
終
わ
り
、
現
在
は
、
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の

た
め
閉
鎖
し
て
お
り
、
皆
様
に
大
変
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
て
い
る
次
第
で
す
。
オ
ー
プ
ン
ま
で
は
今

し
ば
ら
く
お
待
ち
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、こ
こ
で
、

チ
ョ
ッ
ト
だ
け
で
す
が
、
新
し
く
な
る
資
料
館
の

施
設
部
分
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
ず
、
外
見
で
す
が
、
す
で
に
ご
覧
に
な
っ
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
建
物
の
特

徴
で
も
あ
り
ま
す
レ
ン
ガ
の
外
壁
は
改
修
前
の
ま

ま
で
、
建
物
の
外
観
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
レ
ン
ガ
は
洗
浄

さ
れ
、
レ
ン
ガ
以
外
の
部
分
も
再
塗
装
さ
れ
、
き

れ
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
一
か
所
だ
け
大
き

く
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

 

風
土
記
の
丘
資
料
館

　
「
新
し
い
資
料
館
の
様
子
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
し
紹
介
し
ま
す
」

　うつし染と生葉染

リニューアル中の
　　　　　　　第１展示室

　  大理石風壁とエレベーター

　
商
家

　
　
「
藍あ

い

の
染
め
も
の
」

　
そ
れ
は
新
た
に
お
客
様
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設

置
さ
れ
、
そ
の
部
分
が
今
ま
で
の
外
観
に
追
加
さ

れ
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
入
口
を
入
っ
た
す
ぐ

脇
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
が
あ
り
、
そ
の
部
分

だ
け
は
、
大
理
石
風
の
壁
と
な
っ
て
お
り
、
ホ
テ

ル
を
思
わ
せ
る(

？)

仕
上
り
で
す
。
ま
た
、
館

内
に
ト
イ
レ
、
授
乳
室
が
新
た
に
設
置
さ
れ
、
利

用
し
や
す
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
展
示
室
は
、
第
一
展
示
室
・
第
二
展
示
室
・
回

廊･

第
三
展
示
室
と
以
前
と
間
取
り
は
ほ
ぼ
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
壁･

天
井･

床
が
新
し
く

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
照
明
も
全
て
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
替

え
、
大
変
明
る
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
展
示
も
見
や

す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
以
上
、新
し
く
な
っ
た
資
料
館
施
設
に
つ
い
て
、

話
し
て
き
ま
し
た
が
、
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に

つ
い
て
も
新
し
く
な
っ
た
施
設
に
見
劣
り
し
な
い

も
の
と
な
る
よ
う
励
ん
で
い
る
次
第
で
す
の
で
、

も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
風
土
記
グ
ル
ー
プ　
野
口
）

              藍の葉



　
今
年
は
夏
の
暑
さ
も
厳
し
く
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
暑
さ
も
少
し
和
ら
ぎ
、
夜
は
虫

の
音
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
稲
穂
も
た
わ
わ
に
実
り
、
む
ら
の
風
景

も
秋
色
に
変
わ
り
始
め
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
今
年
度
は
民
家
展
示
と
し
て
「
昔

の
く
ら
し
」
を
テ
ー
マ
に
展
覧
会
を
開
催
し

ま
す
。
昭
和
三
十
年
か
ら
四
十
年
代
の
衣
食

住
を
中
心
に
身
近
な
生
活
道
具
の
移
り
変
わ

り
な
ど
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆

様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
（
広
報
・
普
及
グ
ル
ー
プ　
水
島
）

◇
編
集
後
記
◇

　
コ
ロ
ナ
で
活
動
を
休
止
し
て
い
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
も
令
和
四
年
度
か
ら
本
格
的
に
活
動
を
再

開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
記
と
し
て
、
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

活
動
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
、
む
ら
の
館
内
及
び

無
料
エ
リ
ア
内
に
あ
る
竹
林
や
植
栽
を
中
心
に
む

ら
の
環
境
整
備
や
保
全
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
お
い
て
今
年
度
は
各

施
設
の
竹
垣
造
り
を
行
い
ま
し
た
。

　
房
総
の
む
ら
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代

初
期
に
か
け
て
の
商
家
の
町
並
み
や
農
家
、
武
家

屋
敷
な
ど
を
当
時
の
景
観
や
環
境
を
含
め
て
再
現

   
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
記
ー

　
　
　  「
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

 

　 

ま
つ
り
開
催
時
の
注
意
事
項

●秋のまつり
　　10 月 1 日（土）・2 日（日）
●民家展示「昔のくらし」
　　10 月 1 日（土）〜 11 月 13 日（日）
●歴史の里の音楽会
　　10 月 9 日（日）
●房総座
　　10 月 29 日（土）落語家：柳家三之助
●ふるさとまつり
　　11 月 3 日（木・祝）

 令和４年度 下半期のイベント　　

し
て
い
る
施
設
で
す
。
そ
の
様
な
景
観
の
再
現
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
の
一

つ
に
各
所
に
配
置
さ
れ
た
竹
垣
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
竹
垣
は
、
景
観
を
損
な
う
こ
と
な
く
各
施

設
の
裏
側
が
見
え
な
い
様
に
す
る
目
隠
し
と
し
て

機
能
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
に
入
り
製
作
さ
れ
た
竹
垣
と
し
て
は
、

木
工
所
と
鍛
冶
屋
の
間
に
あ
る
「
鉄て
っ

砲ぽ
う

垣
」
と
武

家
屋
敷
裏
の
「
建け
ん

仁に
ん

寺じ

垣
」、
茶
室
前
の
「
金き
ん

閣か
く

寺じ

垣
」
が
あ
り
ま
す
。「
鉄
砲
垣
」
は
見
た
目
が

鉄
砲
を
立
て
掛
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か

ら
そ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
そ
う
で
、
太
い
竹
を
そ

の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
の
で
、
重
量
感
が
あ
り
豪

華
な
印
象
を
受
け
ま
す
。「
建
仁
寺
垣
」
は
京
都

の
建
仁
寺
で
最
初
に
使
わ
れ
た
こ
と
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
割
っ
た
竹
を
隙
間
な
く

び
っ
し
り
と
並
べ
る
た
め
、
主
に
目
隠
し
や
庭
の

仕
切
り
と
し
て
用
い
ら
れ
る
竹
垣
で
す
。「
金
閣

寺
垣
」
は
金
閣
寺
に
あ
っ
た
竹
垣
を
も
と
に
作
ら

れ
た
た
め
こ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て

お
り
、
背
が
低
く
透
か
し
の
あ
る
竹
垣
な
た
め
、

装
飾
と
し
て
通
路
の
脇
な
ど
に
設
置
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
竹
垣
で
す
。
こ
れ
ら
の
竹
垣
の
内
、「
鉄

砲
垣
」
は
房
総
の
む
ら
で
採
取
さ
れ
た
竹
を
用
い

て
製
作
さ
れ
て
お
り
、
製
作
期
間
は
竹
の
伐
採
か

ら
竹
垣
の
組
上
が
り
ま
で
約
二
か
月
、
計
四
回
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
要
し
ま
し
た
。

　
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
こ
の
ほ
か
に
樹
木
の

手
入
れ
等
も
行
っ
て
お
り
、
む
ら
の
植
物
の
保
全

活
動
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ご
来

館
の
際
に
は
竹
垣
や
植
物
に
も
目
を
向
け
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
商
家
グ
ル
ー
プ　
山
本
）

　
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

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●ユニセフ・ラブウォーク in 房総のむら
        11 月 23 日（水・祝）
●日本遺産北総四都市デー
　　11 月 23 日（水・祝）
●伝統芸能入門
　　11 月 27 日（日）
●むらのお正月
　令和 5 年 1 月 3 日（火）・4 日（水）
●ビックリひなまつり
　令和 5 年 2 月 11 日（土・祝）〜 3 月 5 日（日）

　　　　鉄砲垣　　　　 　　　　金閣寺垣　　　　


