
　

鉄
は
、
自
動
車
や
橋
、
繊
維
製
品
を
作
る
機
械

な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
直
接
的
・
間
接
的

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
も

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

房
総
に
は
、
古
墳
時
代
か
ら
鍛
冶
が
存
在
し
、

七
世
紀
頃
か
ら
は
県
内
で
取
れ
る
砂
鉄
を
利
用
し

た
製
鉄
が
始
ま
り
、
多
く
の
製
鉄
遺
跡
や
集
落
内

の
鍛
冶
遺
構
が
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

鍛
冶
屋
は
、
古
墳
時
代
か
ら
現
在
ま
で
連
綿
と

続
く
職
業
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
も
農
林
漁
業
、

商
工
業
者
、
武
家
な
ど
の
注
文
に
応
じ
て
様
々
な

製
品
を
作
り
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
鍛
冶
の
中
で
も
、
鎌
鍛
冶
と
鋏
鍛
冶
の

か
ら
探
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
流
通
経
済
の
進
展

と
と
も
に
、
多
く
の
地
域
で
鎌
の
産
地
が
発
展
し

ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
君
津
の
久
留
里
周
辺
で
作

ら
れ
た
久
留
里
鎌
が
あ
り
、
全
国
的
に
も
名
が
知

れ
て
い
ま
し
た
。そ
う
し
た
久
留
里
鎌
の
歴
史
や
、

明
治
中
期
か
ら
始
ま
る
飛
雀
印
の
房
州
鎌
や
佐
原

鎌
な
ど
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。

　

鋏
に
つ
い
て
は
、
海
岸
に
流
れ
着
い
た
鋏
か

ら
、
初
め
て
西
洋
鋏
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
る
、
市

原
の
立
野
平
左
衛
門
の
話
や
、
江
戸
で
花
開
い
た

ラ
シ
ャ
切
り
鋏
の
職
人
と
千
葉
と
の
か
か
わ
り
な

ど
を
紹
介
し
ま
す
。

　

鋏
の
展
示
品
は
、和
製
ラ
シ
ャ
切
り
鋏
の
元
祖
、

吉
田
弥
吉
の
明
治
二
十
年
代
の
鋏
や
、
弟
子
た
ち

の
鋏
な
ど
、
歴
代
の
腕
利
き
の
職
人
た
ち
の
製
品

瓦　版 Kawaraban OKIDO体験博物館
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 大
　  木
　　戸 

展
示
概
要
に
つ
い
て

職
人
を
取
り
上
げ
、
つ
い
最
近
ま
で
人
々
の
暮
ら

し
の
な
か
で
、
最
も
身
近
な
道
具
で
あ
っ
た
鎌
と

鋏
の
歴
史
を
紐
解
き
ま
す
。

　

古
代
か
ら
中
世
の
鍛
冶
に
つ
い
て
は
、
謎
が

い
っ
ぱ
い
で
す
。
そ
こ
で
、考
古
学
の
力
を
借
り
、

県
内
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
か
ら
鍛
冶
の
歴

史
を
探
り
ま
す
。　
　

　

ま
ず
古
墳
時
代
か
ら
出
土
し
て
い
る
鍛
冶
用
の

カ
ナ
ハ
シ
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。
驚
く
こ
と
に
今

の
カ
ナ
ハ
シ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
で
し
た
。ま
た
、

奈
良
・
平
安
時
代
に
多
く
出
土
す
る
鎌
を
展
示
し
、

大
き
さ
や
形
の
違
い
な
ど
を
見
比
べ
て
い
ま
す
。

　

中
世
か
ら
は
、
鍛
冶
屋
と
い
う
言
葉
と
建
築
や

仏
教
と
か
か
わ
っ
た
職
人
た
ち
を
棟
札
や
古
文
書

展
示
内
容
に
つ
い
て
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天
然
素
材
を
染
料
と
し
て
、
糸
や
布
を
染
め
る

方
法
を
「
植
物
染
め
」
や
「
花
び
ら
染
め
」
な
ど

と
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、
房
総
の
む
ら
で
は
、「
草

木
染
（
く
さ
き
ぞ
め
）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

い
ま
す
。

　
「
草
木
染
」
は
、
国
語
辞
典
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
一
般
的
に
耳
に
す
る
言
葉
で
す
が
、

昭
和
初
期
に
故
・
山
崎
斌
氏
が
化
学
染
料
と
区
別

す
る
た
め
に
命
名
し
た
言
葉
で
あ
り
、
数
多
く
の

実
技
書
や
古
代
の
染
色
に
関
す
る
研
究
書
を
残
し

た
御
子
息
の
山
崎
青
樹
氏
（
や
ま
ざ
き　

せ
い

を
並
べ
ま
す
。　

　

ま
た
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
鍛
冶
屋
の
教
育
面

や
鍛
冶
屋
の
年
中
行
事
で
あ
る
﹁
ふ
い
ご
祭
﹂
の

紹
介
な
ど
鍛
冶
屋
の
日
常
生
活
も
垣
間
見
ま
す
。

　

そ
の
他
、
こ
れ
ま
で
房
総
の
む
ら
で
鍛
冶
の
技

術
を
披
露
し
て
く
れ
た
職
人
た
ち
の
紹
介
、
千
葉

の
砂
鉄
と
触
れ
合
う
体
験
や
鉄
を
鏡
の
よ
う
に
磨

く
体
験
展
示
な
ど
も
あ
り
ま
す
。　

　

さ
ら
に
信
州
鎌
の
産
地
で
あ
る
長
野
県
信
濃
町

か
ら
、
全
国
へ
出
荷
し
て
い
る
鎌
を
多
数
借
り
ま

し
た
。
一
言
で
鎌
と
い
っ
て
も
そ
の
種
類
の
多
さ

や
、大
き
さ
の
違
い
に
驚
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

熱
い
鉄
に
槌
を
振
る
っ
て
、
１
点
１
点
丁
寧
に

作
っ
た
道
具
に
は
、
職
人
た
ち
の
心
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。　

同
じ
鎌
や
鋏
で
も
比
べ
て
み
る
と
、

微
妙
な
違
い
が
あ
る
の
に
気
付
き
ま
す
。
そ
れ
は

職
人
の
癖
や
流
派
の
違
い
の
他
に
も
、
使
う
人
の

意
図
を
酌
み
取
り
な
が
ら
作
っ
て
い
る
、
鍛
冶
屋

な
ら
で
は
の
心
遣
い
が
あ
る
の
で
す
。

じ
ゅ　

1923

〜2010

）
に
よ
り
、
再
興
・
普
及

し
ま
し
た
。
房
総
の
む
ら
で
は
、
青
樹
氏
の
も
と

で
経
験
を
積
ま
れ
た
千
葉
県
在
住
の
染
色
家
・
安

井
永
子
先
生
の
指
導
を
受
け
、
様
々
な
演
目
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

参
加
者
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
丁
寧
な
指
導
に

リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
く
、
ま
た
、
広
大
な
敷
地
と
豊

か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
房
総
の
む
ら
の
環
境
が
、

演
目
の
内
容
を
よ
り
魅
力
的
な
も 

の
に
し
て
い

ま
す
。
明
治
以
降
、
手
軽
で
鮮
や
か
に
染
ま
る
化

学
染
料
が
普
及
す
る
と
と
も
に
、
草
木
染
は
影
を

ひ
そ
め
ま
し
た
が
、
自
然
素
材
の
見
直
し
や
、
世

界
に
二
つ
と
な
い
一
点
物
へ
の
憧
れ
も
手
伝
い
、

草
木
染
は
近
年
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
実

施
し
て
い
る
「
草
木
染
講
習
会　

全
五
回
」（
今

年
度
は
「
上
級
者
の
草
木
染
」
に
改
名
）
で
は
、

館
内
の
樹
木
を
伐
採
し
、
鉈
で
細
か
く
チ
ッ
プ
に

呉
服
の
店

﹁
草
木
染
﹂
新
規
演
目
に
つ
い
て

し
、
大
き
な
鍋
で
染
料
を
煮
出
す
こ
と
か
ら
始
め

ま
す
が
、
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
が
で
る
ほ
ど
人
気
の

演
目
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
房
総
の
む
ら
で
は
、
実
技
を
主
と

し
た
演
目
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
が
、今
年
度
は
、

草
木
染
に
関
す
る
知
識
を
学
ぶ
こ
と
を
重
視
し
た

「
草
木
染
学　

全
三
回
」
を
新
設
し
ま
し
た
。
季

節
の
草
木
を
採
集
し
、
布
や
媒
染
を
変
え
、
色
の

変
化
を
学
び
ま
す
。
ま
た
新
た
に
、「
初
心
者
の

草
木
染
」
を
〈
春
〉
と
〈
冬
〉
の
年
二
回
開
催
し

ま
す
。

　

天
然
素
材
を
最
大
限
に
生
か
す
た
め
に
は
、
自

然
を
愛
で
、
学
ぶ
必
要
が
あ
る
よ
う
で
す
。「
上

級
者
の
草
木
染
」
と
「
初
心
者
の
草
木
染
〈
冬
〉」

に
つ
い
て
は
、
現
在
参
加
者
を
募
集
中
で
す
。
皆

様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（

中
村　

愛
）

企画展「千葉の鍛冶」関連イベント
①講演会 「和鉄のはなし」
　明治時代を境に日本の刃物（鉄製品）の素材は、たたら製
鉄法による和鉄（玉鋼・包丁鉄）から輸入鋼（東郷ハガネなど）
に変わった。改めて和鉄を再評価してみたい。
　講　師：東京農業大学　星野欣也
　日　時：平成 27年 11 月 21 日（土）　13：30 ～ 15：00
　場　所：房総のむら内 風土記の丘資料館集会室

②展示解説会
　日　時：平成 27年 10 月 12 日（月・祝）、10 月 17 日（土）、
　　　　10月 24 日（土）、11 月 15 日（日）
　　　　13：30 ～ 14：30

③ワークショップ
Ⅰ「農具作りの実演」（商家町並み　鍛冶屋）
　　実演者…高梨欣也（館山市）
　　日　時…平成 27年 11 月 22 日（日）、23 日（月・祝）
　　　　　　10：00 ～ 12：00、13：30 ～ 15：30

Ⅱ「ラシャ切り鋏製作の実演」（商家町並み 鍛冶屋）
　　実演者…北島和男（松戸市）
　　日　時…平成 27年 11 月 3日（火・祝）
　　　　　　10：00 ～ 12：00、13：30 ～ 15：30

Ⅲ「ラシャ切り鋏を使った裁断の実演と体験会」（総屋）
　　実演者…中丸敏朗（我孫子市）
　　日　時…平成 27年 11 月 8日（日）13：30 ～ 15：30

④鍛冶の体験会
　鉄の小物が作れます。（事前申込不要）
　日　時…平成 27年 10 月 18 日（日）、11 月 1日（日）
　　　　　　① 10：00 ～　② 13：30 ～
　料　金…無料（ただし、房総のむら入場料が必要です）
　場　所…風土記の丘資料館

　

そ
ん
な
心
を
展
示
を
通
し
て
感
じ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

︵
芝
崎　

浩
平
︶
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ひ
と
昔
前
ま
で
、
炭
焼
小
屋
か
ら
も
く
も
く
と

煙
が
立
ち
上
る
風
景
は
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で

は
な
く
、
木
炭
は
、
薪
と
並
び
日
本
人
の
生
活
に

と
っ
て
最
も
大
切
な
燃
料
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
特

に
千
葉
県
は
、
江
戸
時
代
に
は
、
佐
倉
炭
、
久
留

里
炭
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
炭
の
生
産
地
と
し
て
、

全
国
に
名
を
馳
せ
て
い
ま
し
た
。

　

房
総
の
む
ら
の
農
家
に
は
炭
焼
き
窯
が
あ
り
、

三
日
間
か
け
て
本
格
的
な
「
炭
焼
き
」
を
体
験
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
日
は
、
体
験
の
様
子
を

ほ
ん
の
少
し
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う

　

秋
も
深
ま
る
十
一
月
、
房
総
の
む
ら
の
炭
焼
き

が
始
ま
り
ま
す
。
ま
ず
は
じ
め
の
二
日
間
は
、
薪

　

土
器
作
り
体
験
は
、「
土
器
作
り
」、「
ミ
ニ
チ
ュ

ア
土
器
作
り
」、「
土
偶
・
埴
輪
作
り
」
の
三
体
験

を
年
１
回
づ
つ
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
土
器
作
り
体
験
は
、
粘
土
を
捏
ね

て
形
作
る
作
業
と
、
十
分
に
乾
燥
さ
せ
た
後
に
焼

き
上
げ
る
作
業
の
二
回
の
体
験
か
ら
成
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
に
は
、
半
日
ほ
ど
の
時
間

を
費
や
し
ま
す
。

　

粘
土
は
縄
文
人
と
同
様
に
関
東
ロ
ー
ム
層
中
か

ら
採
取
し
、
黒
土
な
ど
を
ブ
レ
ン
ド
し
て
当
時
の

粘
土
を
忠
実
に
再
現
し
て
い
ま
す
。
形
作
り
は
実

物
の
他
、
写
真
や
複
製
品
を
見
な
が
ら
の
作
業
で

す
が
、
で
き
あ
が
り
を
見
る
と
最
初
は
忠
実
に

作
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
最
終
的
に
は
作
者
の
創

造
力
が
か
き
立
て
ら
れ
る
の
か
、
個
性
豊
か
な
形

と
な
っ
て
出
来
上
が
り
ま
す
。
こ
れ
も
作
品
の
魅

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

の
入
っ
た
窯
に
火
を
入
れ
、
ひ
た
す
ら
団
扇
で
仰

ぎ
続
け
て
窯
の
温
度
を
上
げ
て
い
き
ま
す
。
顔
が

熱
く
な
り
、
腕
は
パ
ン
パ
ン
に
な
る
の
で
す
が
、

メ
ラ
メ
ラ
と
燃
え
る
炎
、
赤
く
光
る
薪
を
見
て
い

る
と
、
不
思
議
と
暖
か
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
、
合
間
を
見
な
が
ら
お
持
ち
帰
り

用
「
炭
俵
」
を
編
み
つ
つ
、
二
日
目
は
窯
の
蓋
を

ぴ
っ
た
り
と
閉
じ
て
帰
宅
し
ま
す
。

　

そ
の
ま
ま
じ
っ
と
待
つ
こ
と
二
週
間
…
三
日
目

（
最
終
日
）
に
再
度
集
ま
り
、
恐
る
恐
る
窯
の
蓋

を
開
け
て
み
ま
す
。
す
る
と
、
中
に
は
立
派
に
焼

き
あ
が
っ
た
「
黒
炭
」
が
！　

窯
か
ら
取
り
出
し
、

出
来
具
合
を
チ
ェ
ッ
ク
。
次
の
炭
焼
き
に
使
う
薪

を
窯
に
入
れ
、
お
一
人
約
四
キ
ロ
の
炭
を
お
持
ち

帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。
脱
臭
用
、
炭
火
焼
用
、
何

に
使
う
か
は
お
客
様
次
第
で
す
。
皆
様
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
萩
原　

衣
美
）

　

そ
し
て
、
縄
文
人
の
技
術
力
の
高
さ
を
皆
さ
ん

実
感
し
ま
す
。
特
に
、
土
器
作
り
工
程
で
多
く
の

方
が
驚
か
れ
る
の
が
、
文
様
の
付
け
方
や
使
用
す

る
道
具
類
で
す
。
縄
文
土
器
の
名
前
の
元
と
な
っ

て
い
る
縄
文
も
、
沢
山
の
種
類
が
あ
る
こ
と
、
縄

文
以
外
で
も
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
文
様
が
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
同
時
に
、
当
時

の
人
々
の
土
器
へ
の
思
い
が
、
い
か
に
深
い
も
の

で
あ
っ
た
か
が
強
く
感
じ
と
れ
ま
す
。

　

形
作
り
を
終
え
る
と
、一
月
以
上
乾
か
し
ま
す
。

完
全
に
乾
く
と
土
器
は
一
割
以
上
収
縮
し
ま
す
。

久
し
ぶ
る
に
見
て
、
ま
ず
、
大
き
さ
に
驚
き
ま
す
。

ま
た
、
ヒ
ビ
な
ど
が
無
い
と
ホ
ッ
と
し
ま
す
。

　

最
後
の
仕
上
げ
と
し
て
、
野
焼
き
に
よ
る
焼
き

上
げ
を
行
い
ま
す
。
勢
い
強
い
炎
に
包
ま
れ
た
土

器
は
、
鉄
の
よ
う
な
幻
想
的
な
真
っ
赤
に
燃
え
上

が
り
ま
す
。
縄
文
人
も
同
様
な
光
景
を
目
に
し
、

畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

 　

是
非
、
興
味
の
あ
る
方
の
参
加
を
お
持
ち
し

て
い
ま
す
。

（
野
口　

行
雄
）

炭焼小屋から、煙が立ち上ります。

燃え上がる炎の中に、赤く光る薪が幻想的

上
総
の
農
家

こ
の
秋
冬
オ
ス
ス
メ
！

本
格 
！
﹁
炭
焼
き
﹂体
験

風
土
記
の
丘
資
料
館

縄
文
人
体
験
﹁
土
器
作
り
﹂
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八
月
八
日
︵
土
︶・
九
日
︵
日
︶
は
、
夜
八
時

ま
で
延
長
開
館
し
、﹁
む
ら
の
縁
日
夕
涼
み
﹂
を

開
催
し
ま
し
た
。
毎
年
、
夜
の
打
ち
上
げ
花
火
や

夏
な
ら
で
は
の
大
道
芸
を
目
当
て
に
、
多
く
の
お

客
様
に
ご
来
館
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
今
年
は

職
員
の
切
実
な
願
い
が
通
じ
た
の
か
、
前
日
ま
で

続
い
た
猛
暑
が
落
ち
着
き
、
一
日
当
た
り
六
千
人

を
超
え
る
親
子
連
れ
の
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

三
月
に
発
行
し
た
﹃
大
木
戸
五
十
四
号
﹄
で
は
、

む
ら
の
自
然
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
々
の
活

動
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
の
﹁
縁
日
夕
涼
み
﹂

で
も
、
自
然
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
に
臨
時

案
内
所
に
お
け
る
会
場
案
内
や
、
水
鉄
砲
づ
く
り

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。﹁
縁
日

夕
涼
み
﹂
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
は
、

今
回
が
初
め
て
の
試
み
で
し
た
が
、
職
員
だ
け
で

は
行
き
届
か
な
い
気
配
り
や
心
配
り
に
助
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
か
ら
こ
そ
気
付
く
、

問
題
点
や
課
題
は
、﹁
な
る
ほ
ど
﹂
と
思
わ
せ
る

こ
と
ば
か
り
で
、
反
省
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
し
き
り

で
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
深
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

︵
中
村　

愛
︶

○
十
一
月
三
日
︵
文
化
の
日
︶
に
開
催
す
る

﹁
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
﹂

○
十
一
月
二
十
三
日
︵
勤
労
感
謝
の
日
︶
に
開
催

す
る
﹁
地
域
感
謝
の
日
﹂

　
﹁
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
﹂は
、房
総
の
む
ら
友
の
会
、

房
総
の
む
ら
、
栄
町
が
協
働
で
行
う
賑
や
か
な
お

ま
つ
り
で
す
。
地
域
芸
能
の
披
露
や
恒
例
の
も
ち

ま
き
大
会
な
ど
を
行
い
ま
す
。
当
日
は
ど
な
た
で

も
入
場
無
料
で
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　

爽
や
か
な
風
が
吹
き
、
む
ら
の
風
景

は
徐
々
に
秋
色
に
染
ま
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

九
月
二
十
日
・
二
十
一
日
に
行
わ
れ

た
﹁
稲
穂
ま
つ
り
﹂
を
皮
切
り
に
、
ま

つ
り
、
企
画
展
、
音
楽
会
、
写
生
コ
ン

ク
ー
ル
作
品
展
、
落
語
会
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
催
し
が
目
白
押
し
で
す
。
五
感
を

通
し
て
楽
し
め
る
、
む
ら
の
イ
ベ
ン
ト

に
、
ぜ
ひ
お
越
し
下
さ
い
。

︵
蒲
生　

真
奈
美
︶

ボランティアさんのサポートで的に命中

地
域
と
つ
な
が
る
「
秋
の
ま
つ
り
」

◇
編
集
後
記
◇

会場案内もお手のもの

お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

　
﹁
地
域
感
謝
の
日
﹂
は
、
地
元
住
民
へ
の
感
謝

の
意
を
込
め
、
鹿か
し
ま
し
ん
で
ん
じ
き
し
ん
か
げ
り
ゅ
う
け
ん
ど
う

島
神
伝
直
心
陰
流
剣
道
の
演
武

や
箏
の
演
奏
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
・
実
演
販

売
な
ど
が
催
さ
れ
ま
す
。
千
葉
県
在
住
の
方
と
在

勤
の
方
の
入
場
料
は
無
料
で
す
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
開
催
一
个
月
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知

ら
せ
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、﹁
ユ
ニ
セ
フ
・
ラ
ブ
ウ
ォ
ー
ク
in
房
総

の
む
ら
﹂
が
同
時
開
催
と
な
り
ま
す
︵
千
葉
県
ユ

ニ
セ
フ
協
会
に
て
要
事
前
申
込
。
参
加
者
は
む
ら

の
入
場
無
料
︶。
参
加
費
は
大
人
︵
中
学
生
以
上
︶

五
百
円
、子
ど
も︵
四
歳
～
小
学
生
︶二
百
円
で
す
。

　

皆
様
の
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。


