
　

里
山
と
は
、
燃
料
や
堆
肥
、
木
材
や
食
糧
な

ど
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資
源
を
、
安
定
的
に

常
時
収
集
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
す
。
そ
れ

は
昔
か
ら
、
人
々
の
生
活
や
収
入
と
も
密
接
に
つ

な
が
っ
て
お
り
、
定
期
的
な
伐
採
と
落
ち
葉
拾
い

な
ど
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

千
葉
県
は
、
日
本
で
唯
一
海
抜
五
〇
〇
ｍ
以
上

の
山
地
が
な
い
都
道
府
県
で
す
。
現
在
の
主
要
産

業
と
し
て
は
、
農
業
・
水
産
業
・
工
業
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
が
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
中
期
に
か

け
て
は
、
主
に
江
戸
（
東
京
）
へ
の
薪し
ん
た
ん炭
供
給
地

と
し
て
、
林
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

特
に
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
や
藩
の
主
導
で
計
画

上
手
く
利
用
し
て
お
り
、
煙
突
は
斜
面
の
途
中
に

作
ら
れ
ま
す
。
耐
火
温
度
が
高
く
、
硬
く
良
い
炭

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
天
候
等
に
左
右

さ
れ
や
す
い
と
い
う
欠
点
を
も
っ
て
お
り
、
造
る

地
質
や
場
所
に
制
限
が
あ
る
こ
と
、
製
作
に
労
を

要
す
る
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
あ
ま
り
多
く
は
造

ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

萱
野
氏
は
、
昭
和
二
〇
年
代
に
作
ら
れ
た
ム
ジ

ナ
窯
を
利
用
し
て
松
炭
な
ど
を
生
産
し
て
い
ま

す
。
松
炭
は
、
火
が
点
き
や
す
く
、
ふ
い
ご
（
空

気
を
送
り
込
む
道
具
）
を
使
っ
て
火
力
調
整
が
容

易
に
で
き
る
こ
と
か
ら
、
昔
か
ら
製
鉄
や
鍛
冶
の

炭
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
当
館
で
も
萱
野
氏

の
炭
を
一
部
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

本
展
覧
会
で
は
、
こ
の
窯
な
ら
で
は
の
利
点
や

苦
労
話
、
ま
た
、
出
来
上
が
っ
た
炭
な
ど
を
中
心

に
、
ム
ジ
ナ
窯
で
の
炭
焼
き
の
様
子
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。
会
期
は
六
月
十
二
日
（
日
）
ま
で
。
是

非
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

（
農
家
グ
ル
ー
プ　

萩
原
）
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 大
　  木
　　戸 

的
な
伐
採
と
植
林
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

県
南
の
山
間
部
で
は
、
松
や
杉
が
積
極
的
に
植
林

さ
れ
、
君
津
市
の
小こ
い
と
が
わ

糸
川
・
小お
び
つ
が
わ

櫃
川
上
流
域
か
ら

は
、
大
量
の
薪
が
生
産
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、炭
の
中
で
は「
佐
倉
炭
」と「
久く

る

り
留
里
炭
」

が
特
に
有
名
で
、
こ
ち
ら
も
藩
の
計
画
に
よ
っ
て

植
林
さ
れ
た
松
や
ク
ヌ
ギ
が
、
炭
と
し
て
江
戸
に

送
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

薪
炭
は
、
各
藩
の
財
政
、
ま
た
人
々
に
と
っ
て

の
重
要
な
資
金
源
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
炭

焼
き
の
盛
ん
だ
っ
た
久
留
里
周
辺
で
は
、
昭
和

二
〇
〜
三
〇
年
代
ま
で
多
く
の
人
が
炭
を
焼
き
、

稲
作
と
の
兼
業
生
活
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
現
在
も
君
津
市
で
は
数
名
の
方
が
炭
焼
き
を

行
っ
て
お
り
、
今
回
は
そ
の
う
ち
の
一
人
、
山

の
斜
面
に
横

穴
を
掘
っ
て

造
っ
た
「
ム

ジ
ナ
窯
」
を

使
用
し
て
炭

焼
き
を
行
っ

て
い
る
、
萱

野
氏
の
炭
焼

き
を
記
録
さ

せ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

横
穴
式
の

「
ム
ジ
ナ
窯
」

は
、
斜
面
を

 

 

「下総の佐倉炭」『諸国名産図会』昭和 29年刊行

ムジナ窯での炭焼きの様子（君津市）

ト
ピ
ッ
ク
ス
展

「
里
山
と
林
業
―
千
葉
の
炭
焼
き
―
」
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上
総
・
下
総
・
安
房
の
農
家
で
は
平
成
二
十
八

年
度
演
目
と
し
て
、
新
た
な
演
目
の
他
に
、
体
験

内
容
等
を
変
更
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
ら
を
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　

　　

房
総
の
む
ら
の
林
は
、
松
や
杉
な
ど
の
針
葉
樹

の
他
に
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
落
葉
樹
で
構
成

さ
れ
、そ
れ
ら
に
伴
っ
て
様
々
な
動
物
や
キ
ノ
コ
、

草
花
な
ど
が
共
存
し
、
豊
か
な
自
然
環
境
を
生
み

出
し
、
い
わ
ゆ
る
里
山
景
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
松
の
木
は
、
松
く
い
虫
に
よ
る
立
ち

枯
れ
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
、
昨
年
三
月
に
は
生
ま

れ
て
二
年
・
三
年
の
松
百
七
十
本
を
館
内
に
移
植

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
年
沢
山
の
ど
ん
ぐ
り
を
付
け
る
落
葉

樹
も
大
き
く
伸
び
て
い
ま
す
が
、
林
の
中
に
陽
射

し
が
あ
た
ら
ず
、
実
生
の
木
々
も
思
う
よ
う
に
は

育
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
「
緑
の
里
親
」
と
は
、
生
ま
れ
た
て
の
ど
ん
ぐ

り
の
木
（
コ
ナ
ラ
）
を
半
年
ほ
ど
自
宅
で
管
理
・

観
察
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
房
総
の
む
ら
に
移
植

し
て
も
ら
お
う
と
い
う
試
み
で
す
。

皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

第
一
回
目
（
ど
ん
ぐ
り
を
持
ち
帰
る
日
）

四
月
十
二
・
十
九
日

第
二
回
目
（
房
総
の
む
ら
内
に
移
植
す
る
日
）

十
一
月
十
六
日

上
総
・
下
総
・
安
房
の
農
家

二
十
八
年
度 

農
家
の
新
規
演
目

　

拓
本
は
、
千
年
以
上
前
か
ら
中
国
で
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
日
本
に
は
鎌
倉
時
代
頃
に
伝
わ
っ
た

と
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
、
書
道
の
手
本
と
す
る

た
め
、
様
々
な
石
碑
の
拓
本
が
採
ら
れ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
あ
る
拓
本
で
す
が
、
現

在
で
も
歴
史
資
料
、
特
に
考
古
資
料
の
優
れ
た
記

録
方
法
と
し
て
大
い
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
資
料
館
で
は
、
こ
の
優
れ
た
技
「
拓
本
」
を

多
く
の
方
々
に
知
っ
て
頂
く
た
め
、昨
年
度
よ
り
、

ま
ず
「
基
礎
編
」
と
し
て
基
本
的
知
識
と
手
法
を

収
蔵
資
料
を
用
い
て
習
得
す
る
た
め
の
教
室
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

拓
本
に
は
「
湿
拓
」
と
「
乾
拓
」
が
あ
り
ま
す

が
、
歴
史
資
料
な
ど
の
記
録
に
用
い
ら
れ
る
方
法

は
、
湿
拓
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

主
な
使
用
道
具
は
、
紙
・
墨
・
タ
ン
ポ
で
す
。

紙
は
、
中
国
で
作
ら
れ
た
「
画
仙
紙
」
が
良
く
使

わ
れ
ま
す
。
墨
は
、
ヒ
マ
シ
油
に
松
煙
を
混
ぜ
た

油
墨
が
一
般
的
で
す
。
タ
ン
ポ
は
墨
を
打
ち
込
む

と
き
に
使
う
道
具
で
、
綿
を
丸
め
て
絹
な
ど
の
布

で
包
み
込
ん
だ
モ
ノ
を
使
い
ま
す
。

　
　

　
　

　

道
具
が
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ
い
よ
拓
本

を
始
め
ま
す
。
手
始
め
は
、
手
頃
な
資
料
と
し
て

縄
文
式
土
器
片
を
使
い
ま
す
。
器
面
に
は
縄
文
や

沈
線
に
よ
る
幾
何
学
模
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
水

を
し
め
ら
し
た
画
仙
紙
を
丁
寧
に
当
て
て
い
く
と

器
面
の
凸
凹
に
紙
が
入
り
込
み
、
紙
面
上
に
凸
凹

が
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
紙
面
が
完
全
に
乾
く
前

に
手
早
く
タ
ン
ポ
で
墨
を
打
ち
ま
す
。
す
る
と

真
っ
白
な
紙
面
が
黒
白
で
器
面
の
複
雑
な
文
様
を

描
写
し
ま
す
。
水
墨
画
と
は
言
い
過
ぎ
で
す
が
、

白
と
黒
で
表
現
さ
れ
た
文
様
が
現
れ
る
と
参
加
者

の
皆
さ
ん
は
少
な
か
ら
ず
驚
か
れ
ま
す
。
デ
ジ
タ

ル
時
代
の
今
、
ア
ナ
ロ
グ
な
描
写
が
新
鮮
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
後
は
、
皆
さ
ん
気
に
入
っ

た
資
料
を
次
々
と
取
り
出
し
、
中
に
は
複
雑
な
文

様
の
鏡
に
挑
戦
し
た
方
も
お
り
、
時
間
の
許
す
限

り
拓
本
を
採
っ
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
八
年
度
は
、(

初
級)

・(

中
級)

と

分
け
て
教
室
を
開
催
し
ま
す
。
是
非
、
興
味
の
あ

る
方
の
参
加
を
お
持
ち
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
風
土
記
の
丘
資
料
館　

野
口
）

風
土
記
の
丘
資
料
館

歴
史
教
室「
拓
本
教
室（
基
礎
編
）」

　
　

　　

機
織
り
で
は
、
子
ど
も
で
も
二
十
分
程
で
織
る

こ
と
の
で
き
る
コ
ー
ス
タ
ー
の
他
、
テ
ー
ブ
ル
セ

ン
タ
ー
や
ス
ト
ー
ル
な
ど
丸
一
日
か
か
る
も
の
ま

で
様
々
な
織
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

草
木
染
ス
ト
ー
ル
に
は
四
十
セ
ン
チ
幅
の
織
り

機
を
設
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
花
瓶
敷
き
で
は
綾

織
り
「
星
ガ
ス
リ
」
文
様
や
網
代
織
り
も
加
え
る

他
、実
演
で
は
「
絹
織
」
も
予
定
す
る
な
ど
ち
ょ
っ

ぴ
り
で
す
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

（
農
家
グ
ル
ー
プ　

藤
﨑
）

 
発芽したコナラ２（７月 25日撮影：高さ約
８ｃｍ）

 発芽したコナラ１（3月 20日 撮影：高さ約 2㎝）

拓本と主な道具 (画仙紙・墨・タンポ )

三角縁神獣鏡 (複製 )　の拓本に挑戦！

緑
の
里
親
〜
ど
ん
ぐ
り
を
育
て
よ
う
〜

機
織
り
製
品

ち
ょ
っ
と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
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篠
笛
は
、
寒
中
に
伐
採
し
た
女め
だ
け竹(

篠し
の

竹だ
け

）
を

何
年
も
陰
干
し
に
し
て
、
水
分
を
抜
い
て
作
っ
た

も
の
で
す
。
房
総
の
む
ら
で
は
、
笛
を
作
る
体

験
（
十
月
）
と
笛
を
吹
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

講
習
会
（
三
月
）
と
に
分
け
て
体
験
の
場
を
設
け

て
い
ま
す
。
現
在
は
、
い
ず
れ
も
佐さ
わ
ら
ば
や
し

原
囃
子
の

下げ
ざ
れ
ん

座
連
に
所
属
し
、
山
車
に
も
乗
っ
て
活
躍
さ
れ

て
い
る
赤
坂
明
氏
の
指
導
に
よ
る
も
の
で
す
。
祭

り
囃
子
や
神
楽
で
は
、
指ゆ
び
あ
な孔
が
七し
ち
こ
う孔
も
し
く
は
六

孔
の
篠
笛
が
使
わ
れ
、
調
子(

音
の
高
低)

は
、

四
本
調
子
か
ら
六
本
調
子
程
度
の
も
の
が
多
く
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
数
字
が
大
き
く
な
る
ほ

ど
調
子
は
高
く
な
り
ま
す
が
、
佐
原
囃
子
の
場
合

は
、
音
孔
は
七
孔
で
、
四
本
調
子
か
ら
七
本
調
子

の
篠
笛
が
使
わ
れ
、囃
子
連(

グ
ル
ー
プ)

に
よ
っ

て
調ち
ょ
う
し子

が
異
な
り
ま
す
。

　

十
月
の
「
篠
笛
作
り
」
は
、
節
間
の
長
い
篠
竹

（
約
四
十
八
㎝
程
）

に
音
孔
と
唄う
た

口く
ち

と

呼
ば
れ
る
吹ふ
き
あ
な孔

を

楕
円
状
に
削
っ
て

完
成
さ
せ
る
も
の

で
、
作
り
終
え
た

後
に
佐
原
囃
子
で

吹
き
方
の
練
習
を

し
ま
す
。

　

三
月
の
「
篠
笛

講
習
会
」
で
は
、

吹
き
方
に
つ
い

て
、
初
心
者
コ
ー

ス
と
上
級
者
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
の
練
習
が
二
回

あ
り
ま
す
。

　

最
近
は
、
ギ
タ
ー
や
ピ
ア
ノ
を
ひ
け
る
人
は
よ

く
み
か
け
ま
す
が
、
篠
笛
を
吹
け
る
人
と
い
う
の

は
、
貴
重
な
存
在
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
古
来
の

楽
器
で
あ
る
篠
笛
を
自
作
し
て
、
吹
け
る
よ
う
に

な
れ
た
ら
格
好
い
い
で
す
よ
ね
。
本
格
的
な
祭
り

囃
子
の
グ
ル
ー
プ
へ
参
加
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な

楽
曲
に
挑
戦
し
た
り
す
る
の
も
楽
し
い
も
の
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
祭
り
な
ど
で
吹
か
れ

て
い
る
お
囃
子
の
味
わ
い
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
す

し
、
祭
り
の
楽
し
み
方
そ
の
も
の
が
一
層
楽
し
い

も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
い
音
色
が
出
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
時
間
が

か
か
り
ま
す
が
、「
我
慢
し
て
続
け
て
い
け
ば
必

ず
吹
け
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
の
が
、
講
師
赤

坂
氏
の
持
論
で
す
。

　

手
始
め
に
房
総
の
む
ら
で
、「
篠
笛
づ
く
り
」「
篠

笛
講
習
会
」
の
佐
原
囃
子
に
親
し
ん
で
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
商
家
グ
ル
ー
プ
　
福
田
）

商
家

「
篠
笛
作
り
・
篠
笛
講
習
会
」

　

瀬
戸
物
の
店
に
は
、
栃
木
県
の
名
産
品
で
あ
る

益
子
焼
の
窯
を
モ
デ
ル
に
し
た
登
り
窯
が
あ
り
ま

す
。
千
葉
県
で
は
産
業
と
な
る
だ
け
の
窯
元
は
育

た
な
か
っ
た
と
み
え
、
県
内
で
も
、
登
り
窯
（
連

房
式
）
が
あ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
す
。

　

九
月
か
ら
は
じ
ま
る
「
登
り
窯
に
よ
る
や
き
も

の
作
り
」
の
体
験
は
毎
年
好
評
で
、
最
近
は
問
い

合
わ
せ
や
、
窯
の
見
学
を
希
望
す
る
人
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
ま
た
リ
ピ
ー
タ
ー
も
増
え
て
き
て
い

ま
す
。

　

窯
は
、
平
成
二
十
一
年
に
益
子
の
職
人
に
よ
る

指
導
の
も
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
中
心
に
三
年
か

け
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
東
日
本
大
震
災

の
被
害
を
乗
り
越
え
、
今
年
も
無
事
、
窯
焚
き
を

終
え
、
五
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

活
動
は
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
を
除
く
毎
月
第

二
土
曜
日
と
第
四
水
曜
日
に
行
い
、周
辺
の
整
備
、

薪
つ
く
り
、
窯
道
具
の
手
入
れ
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
総
数
九
名
で
、
緑
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
重
複
し
て
登
録
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

方
二
名
も
含
ん
で
い
ま
す
。
少
数
で
す
が
精
鋭
ぞ

ろ
い
で
す
。
特
に
、
窯
に
火
が
入
る
窯
焚
き
の
際

は
、
薪
く
べ
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
窯

に
作
品
が
入
っ
て
い
る
部
屋
の
温
度
を
上
げ
る
時

は
、「
横
く
べ
」
と
呼
ぶ
作
業
を
し
ま
す
。
作
品

に
当
て
な
い
よ
う
、
薪
を
く
べ
る
た
め
、
技
術
が

必
要
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
も
毎
年
、
窯

焚
き
の
際
や
合
間
に
練
習
し
、
上
達
し
ま
し
た
。

　

メ
ン
バ
ー
は
生
涯
大
学
を
卒
業
し
た
方
、
元
教

員
を
し
て
い
た
方
な
ど
、
こ
ち
ら
が
教
え
ら
れ
る

こ
と
も
多
く
、
ま
た
、
私
た
ち
で
は
気
づ
か
ず
、

目
の
行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
を
助
け
ら
れ
て
い
ま

す
。昨
年
度
の
登
り
窯
も
無
事
に
終
了
し
ま
し
た
。

こ
の
場
を
か
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
商
家
グ
ル
ー
プ　

石
毛
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
記

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
報
告

窯周辺の整備

焼成時の窯焚き

164mm

佐原囃子連中の笛の四本調子
（歌口） （第七指穴）（第一指穴）

195
224

261
277

303
325.5

415

指導のもと実際に音を出して練習
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日
中
の
日
射
し
が
す
っ
か
り
暖
か
く

な
り
、春
の
訪
れ
を
祝
う
か
の
よ
う
に
、

む
ら
の
各
所
で
は
小
鳥
達
が
賑
や
か
に

さ
え
ず
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
で
房
総
の
む
ら
は
三
十
周
年
を

迎
え
ま
す
。
そ
の
軌
跡
を
写
真
で
辿
る

「
写
真
で
見
る
む
ら
の
三
十
年
」
を
六

月
十
二
日
（
日
）
か
ら
開
催
し
ま
す
。

房
総
の
む
ら
の
歴
史
を
綴
る
企
画
を
楽

し
み
に
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
（
広
報
普
及
グ
ル
ー
プ　

蒲
生
）

ま
つ
り
開
催
時
の
注
意
事
項

◇
編
集
後
記
◇

　

四
月
二
日
（
土
）・
三
日
（
日
）
に
「
さ
く
ら

ま
つ
り
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
館
内
に
は
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
を
は
じ
め
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
シ
ダ
レ
ザ

ク
ラ
な
ど
約
三
百
本
の
桜
が
あ
り
、
ま
つ
り
当
日

は
ち
ょ
う
ど
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
見
頃
を
迎
え
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

年
に
六
回
行
わ
れ
る
ま
つ
り
で
は
、
テ
ー
マ
に

合
わ
せ
て
特
別
イ
ベ
ン
ト
や
体
験
を
開
催
し
ま

す
。「
さ
く
ら
ま
つ
り
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
技

を
披
露
す
る
大
道
芸
や
、
情
緒
溢
れ
る
箏こ
と

の
演
奏

な
ど
が
、
お
花
見
を
一
層
盛
り
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
桜
の
花
を
か
た
ど
っ
た
か
ざ
ぐ
る
ま
作

り
や
、
桜
色
の
和
紙
の
葉
書
作
り
体
験
な
ど
、
桜

の
季
節
に
ち
な
ん
だ
演
目
の
ほ
か
、
気
軽
に
で
き

る
楽
し
い
演
目
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

さ
ら
に
、同
日
隣
接
の
「
ド
ラ
ム
の
里
」
で
も
、

　

ま
つ
り
当
日
は
駐
車
場
が
大
変
混
雑
い
た
し
ま

す
。

　

平
成
二
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
十
一
月
二
十
七

日
ま
で
の
土
・
日
・
祝
日
と
八
月
十
二
日
は
、
Ｊ

Ｒ
成
田
駅
西
口
４
番
乗
り
場
か
ら
、
九
時
四
十
五

分
と
十
時
十
分
に
房
総
の
む
ら
へ
の
臨
時
路
線

バ
ス
も
運
行
い
た
し
ま
す
の
で
、
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
。

 

さ
く
ら
ま
つ
り

第
十
五
回
「
栄
町
さ
く
ら
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ

ま
す
の
で
、
併
せ
て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

四
月
最
初
の
週
末
は
、
ご
家
族
や
友
人
と
一
緒

に
「
房
総
の
む
ら
」
で
過
ご
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　

五
月
三
日
（
火
・
祝
）
か
ら
五
日
（
木
・
祝
）

の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
は
「
春
の
ま
つ
り
」

を
開
催
し
ま
す
。
新
緑
に
彩
ら
れ
た
館
内
の
お
ま

つ
り
広
場
で
は
、
鯉
の
ぼ
り
が
勇
壮
に
空
を
泳
ぎ

ま
す
。

　

こ
の
ま
つ
り
の
テ
ー
マ
は
「
昔
の
遊
び
と
暮
ら

し
」。
竹
馬
、
ベ
ー
ゴ
マ
と
い
っ
た
昔
の
遊
び
体

験
や
、
時
代
劇
役
者
の
よ
う
な
気
分
に
な
れ
る

「
時
代
衣
裳
変
身
体
験
」、
民
俗
芸
能
「
登
戸
の
神

楽
囃
子
（
千
葉
市
）」
の
ほ
か
、
猿
回
し
、
手
品
、

曲
芸
や
軽
業
な
ど
、
春
の
む
ら
は
楽
し
い
イ
ベ
ン

ト
が
目
白
押
し
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ

い
。

（
広
報
普
及
グ
ル
ー
プ　

蒲
生
）

 

春
の
ま
つ
り

●春のまつり
　平成28年5月3日（火・祝）～5日（木・祝】
●トピックス展「里山と林業―千葉の炭焼き―」
　平成28年3月12日（土）～6月12日（日）

●房総座「柳家三
さんざ

三落語会」
　平成28年6月12日（日）

●むらの30周年企画「写真で見るむらの30年」
　平成28年6月18日（土）～7月10日（日）

●「成田ニュータウン遺跡展―公津原のむかし―」
　第1期
　平成28年7月16日（土）～9月25日（日）

●むらの縁日・夕涼み
　平成28年8月6日（土）・7日（日）

●稲穂まつり
　平成28年9月18日（日）・19日（月・祝）

平成28年度 上半期のイベント

館内入り口の桜が皆様をお出迎えします

人気の時代衣裳変身体験

平
成
二
十
八
年
度
春
期
ま
つ
り
情
報

五
感
を
通
し
て
楽
し
め
る 

む
ら
の
ま
つ
り


