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炭
は
、
一
般
家
庭
に
電
気
や
ガ
ス
が
普
及
す

る
昭
和
三
十
年
代
中
頃
ま
で
、
家
庭
燃
料
の
主

力
で
あ
り
、
生
活
必
需
品
で
し
た
。
炭
を
焼
く

煙
が
山
か
ら
立
ち
上
る
風
景
は
ど
こ
で
も
見
ら

れ
る
も
の
で
し
た
し
、
ど
の
家
庭
で
も
炭
俵
に

入
っ
た
炭
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。

千
葉
県
で
は
、
全
国
的
に
有
名
な
「
佐
倉

炭
」
「
久
留
里
炭
」
を
は
じ
め
、
古
く
か
ら
多

く
の
炭
が
焼
か
れ
て
き
ま
し
た
。
今
年
度
の
企

画
展
で
は
、
江
戸
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の

県
内
の
木
炭
生
産
を
テ
ー
マ
に
、
佐
倉
炭
と
久

留
里
炭
の
生
産
と
発
展
の
歴
史
、
ま
た
、
そ
の

生
産
に
関
わ
っ
た
人
々
に
つ
い
て
、
今
日
に
残

る
資
料
と
技
術
を
も
と
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
、
炭
焼
き
技

術
の
向
上
を
目
指
し
て
研
究
を
重
ね
た
人
々
に

つ
い
て
も
、
合
わ
せ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

企
画
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
多
く
の
方
の
ご

協
力
を
頂
き
、
現
在
県
内
で
炭
を
焼
い
て
い
る

方
、
昔
焼
い
て
い
た
方
な
ど
か
ら
、
貴
重
な
お

話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
関
係
者
の
皆

様
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
企
画
展
の

中
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
君
津
市
で
の
久

留
里
炭
調
査
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

君
津
は
山
が
ち
な
土
地
が
多
く
、
特
に
山

間
部
の
地
域
で
は
、
昭
和
三
十
三
年
頃
ま
で
、

多
く
の
人
が
山
で
炭
を
焼
き
な
が
ら
暮
ら
し

て
い
ま
し
た
。
生
産
者
は
、
山
林
保
有
者
や

官
有
林
な
ど
か
ら
木
を
伐
る
権
利
を
購
入
し
、

山
中
に
窯
を
造
っ
て
炭
を
焼
き
ま
す
。
窯
が

家
か
ら
遠
い
場
合
に
は
、
寝
泊
り
す
る
小
屋

を
作
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が

無
く
な
る
と
、
ま
た
次
の
場
所
の
権
利
を
購

入
し
、
移
動
し
て
窯
を
造
り
、
炭
を
焼
く
の

で
す
。
そ
の
た
め
君
津
市
内
の
山
中
に
は
、
今

も
数
多
く
の
炭
窯
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
君

津
の
炭
窯
は
主
に
、
天
井
を
土
で
造
る
「
土
窯

（
ほ
う
ろ
く
窯
）
」
、
鉄
板
で
天
井
を
造
る

「
鉄
板
窯
」
、
山
の
斜
面
に
穴
を
掘
っ
て
造
る

「
ム
ジ
ナ
窯
」
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

地
形
や
地
質
な
ど
に
よ
っ
て
造
れ
る
窯
が
異
な

り
ま
す
が
、
鉄
板
窯
は
鉄
板
を
買
う
元
手
が
、

土
窯
は
平
地
と
窯
造
り
の
技
術
が
必
要
で
あ
っ

た
た
め
、
硬
め
の
地
質
の
多
い
久
留
里
で
は
、

ム
ジ
ナ
窯
が
盛
ん
に
造
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

久留里城址資料館の裏山には、ムジナ窯跡が数多く残さ
れている。

大人が立つことのできる程、大きなムジナ窯。しゃがんで
作業をする大きさの窯が一般的であり、この規模は珍しい。

平
成
28
年
度
企
画
展

「
炭
と
暮
ら
す
」

会
場…

風
土
記
の
丘
資
料
館
２
階

会
期…

平
成
28
年
10
月
8
日
（日
）

～
11
月
27
日
（日
）

ど
が
ま
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六
月
某
日
、
君
津
市
久
留
里
在
住
の
炭
焼
き

経
験
者
（
大
正
十
五
年
生
）
と
、
久
留
里
城
址

資
料
館
裏
の
山
を
散
策
し
ま
し
た
。
彼
は
昭
和

二
十
～
二
十
一
年
に
こ
の
山
の
木
を
焼
い
た
経

験
が
あ
り
、
窯
は
、
伐
り
出
し
た
木
を
集
め
易

く
、
焼
い
た
炭
を
運
び
出
し
易
い
場
所
に
造
っ

た
そ
う
で
す
。
山
中
は
思
っ
た
以
上
に
起
伏
が

激
し
く
、
重
い
炭
俵
を
背
負
っ
て
運
ぶ
こ
と
は
、

想
像
を
絶
す
る
重
労
働
で
す
。
残
念
な
が
ら
、

彼
の
炭
窯
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
後
に
調
査
を
行
っ
た
際
に
は
、
ほ

ほ
ん
の
数
百
メ
ー
ト
ル
の
間
に
二
つ
の
ム
ジ
ナ

窯
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
久
留

里
山
中
を
歩
く
と
、
炭
焼
き
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
た
昭
和
初
期
の
風
景
が
目
に
浮
か
ん
で
く

る
よ
う
で
す
。

今
回
の
企
画
展
で
は
、
普
段
目
に
す
る
機
会

の
少
な
い
炭
窯
を
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も

ら
お
う
と
、
会
場
に
炭
窯
模
型
を
作
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
一
般
的
な
土
窯
を
模
し
て
造
っ
た
炭

窯
で
、
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
通
り
抜

け
る
と
、
炭
焼
き
の
様
子
が
少
し
だ
け
分
か
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
秋
は
、
房
総
の
む
ら
企
画
展
「
炭
と
暮

ら
す
」
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
炭
焼
き
の
世
界

に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
萩
原
）

今
年
は
、
十
二
月
か
ら
翌
二
月
に
か
け
て
、

安
房
の
農
家
の
ダ
イ
ド
コ
ロ
で
屋
根
の
葺
き
替

え
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

屋
根
の
材
料
に
は
、
茅
な
ど
の
「
草
」
、
檜
皮

や
板
な
ど
の
「
樹
木
」
、
さ
ら
に
「
土
」
や

「
瓦
」
な
ど
、
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
も
草
葺
き
の
屋
根
は
、
原
始
・
古
代

の
竪
穴
住
居
跡
を
思
い
起
こ
す
よ
う
に
最
も
古

い
形
の
屋
根
の
一
つ
で
す
。

「
茅
」
と
は
、
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
「
屋
根
を

葺
く
の
に
用
い
る
草
本
の
総
称
。
チ
ガ
ヤ
・
ス

ゲ
・
ス
ス
キ
な
ど
」
と
あ
り
ま
す
。

今
か
ら
三
年
前
の
平
成
二
十
五
年
二
・
三
月

に
安
房
の
農
家
馬
小
屋
の
屋
根
修
理
を
行
っ
た

際
に
屋
根
職
人
で
あ
る
佐
藤
さ
ん
か
ら
お
聞
き

し
た
話
を
交
え
て
、
手
順
を
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
既
存
の
茅
屋
根
を
撤
去
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
次
に
、
屋
根
の
骨
組
み
の
上
に

稲
藁
を
敷
き
、
そ
の
上
に
長
さ
や
太
さ
、
色
（
赤

み
や
白
み
を
帯
び
た
も
の
）
の
異
な
る
茅
を
軒
か

ら
棟
に
か
け
て
下
か
ら
四
層
・
九
段
に
葺
き
上
げ
、

仕
上
げ
に
は
「
蓑
茅
」
（
軟
ら
か
い
茅
）
を
葺
き
、

完
成
し
ま
し
た
。
棟
は
、
「
竹
簀
み
ね
切
富
造

り
」
と
呼
ば
れ
る
造
り
で
す
。

屋
根
の
内
部
に
は
「
押
し
矛
」
「
裏
矛
」
な
ど

と
呼
ば
れ
る
青
竹
で
骨
組
み
と
茅
が
荒
縄
を
用
い

て
固
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
押
し
矛
で
は
強
く
縛
ら

れ
る
際
に
上
側
の
茅
が
沈
み
込
ま
な
い
よ
う
に

「
の
べ
」
と
呼
ば
れ
る
短
い
茅
が
挟
み
込
ま
れ
て

い
た
り
、
縄
の
結
び
方
一
つ
で
も
、
様
々
な
技
が

隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

茅
葺
き
屋
根
職
人
さ
ん
の
腕
の
見
せ
所
は
、
軒

下
の
化
粧
、
屋
根
の
角
部
分
、
棟
の
作
り
な
ど
だ

そ
う
で
す
。

茅
葺
き
屋
根
の
家
は
、
昭
和
四
十
年
代
以
降
、

ト
タ
ン
葺
き
や
瓦
葺
き
な
ど
の
家
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。
現
在
、
重
要
文
化
財
な
ど
で
指
定
・
保
存

さ
れ
て
い
る
茅
葺
き
の
建
物
を
維
持
し
、
永
く
後

世
に
伝
え
て
い
く
に
は
、
茅
葺
き
の
技
は
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
技
術
の
一
つ
で
す
。

修
理
中
「
茅
葺
き
体
験
」
を
考
え
て
い
ま
す
。
詳

細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
藤
﨑
）

安房の農家馬小屋－軒の仕上げ－

安
房
の
農
家

ダ
イ
ド
コ
ロ
の
屋
根
修
理ひ

わ
だ

み
の
が
や

た

け

ず

き
り
と
み

ぼ
こ

う
ら
ぼ
こ

展示会場で一際目を引く炭窯模型。本物の約２倍の高さが
あり、窯の中からは子どもたちの賑やかな声が聞こえてくる。

関連イベント
・ミニ炭俵作り

１１月６日（日）当日申込み

無料 ①１０：３０ ②１３：３０

・炭火で「焼きおにぎり」作り

１１月２３日（祝水）当日申込み

無料 １１：００～なくなり次第終了

・炭焼き窯を使った「炭焼き」体

験（３日間コース）

１１月２６（土）・２７日（日）、１２月

１１日（日）事前予約制。定員５名

に達し次第受付終了。８００円

期間中に行う「炭」を使った体験

・煎餅焼き（菓子の店）

１１月１・２・４～６・８～１３日

・ほうじ茶作り（お茶の店）

１１月１６・１７・２０・２２～２７日

・鉄の小物作り（鍛冶屋）

１１月１０・１１日
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風
土
記
の
丘
資
料
館
で
は
、
原
始･

古
代
の
体
験

用
と
し
て
二
十
程
の
演
目
を
現
在
実
施
し
て
い
ま

す
。
演
目
内
容
は
、
「
道
具
と
技
」
と
し
て
、
土

器
づ
く
り
や
火
起
こ
し
、｢
飾
り｣

と
し
て
、
勾
玉
を

始
め
と
し
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
、｢

食｣

と
し
て
、

塩
づ
く
り
、
縄
文
料
理
、
そ
し
て
「
歴
史
教
室
」

と
し
て
、
考
古
学
講
座
・
拓
本
教
室
、｢
歴
史
ガ
イ

ド｣

で
は
、
古
墳
め
ぐ
り
・
復
元
竪
穴
住
居
や
資
料

館
展
示
の
説
明
会
等
を
行
い
、
当
時
の
人
々
の
生
活

を
よ
り
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
体
験
内
容
を
見
直
す
と
、

一
般
的
に
も
言
わ
れ
る
人
々
の
生
活
の
基
本

｢

衣･

食･

住｣

の
、
「
衣
」
に
係
わ
る
も
の
が
展

示
資
料
に
ほ
と
ん
ど
無
く
、
体
験
演
目
に
お
い

て
も
「
衣｣

に
関
わ
る
も
の
は
皆
無
で
あ
り
、

わ
ず
か
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
ア
ク
セ
サ
リ

ー
作
り
が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
す
。

し
た
も
の
を
目
に
す
る
こ
と
は
意
外
に
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
来
館
者
か
ら
も
古
代
の

人
々
の
服
装
に
つ
い
て
の
質
問
を
受
け
る
こ
と

が
良
く
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
当
資
料
館
で
は
、
主
テ
ー

マ
で
も
あ
る
「
古
墳
時
代
」
の
衣
裳
を
い
ろ
い
ろ

な
資
料
を
基
に
大
人
用
・
子
供
用
、
女
子
用
・
男

子
用
を
昨
年
度
よ
り
少
し
ず
つ
製
作
し
て
い
ま
す
。

太
巻
き
は
、
古
く
か
ら
冠
婚
葬
祭
や
集
ま
り
ご

と
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
ふ
る
ま
わ
れ
、
千
葉
を
代

表
す
る
郷
土
料
理
の
一
つ
で
す
。
商
家
め
し
屋
で

は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
郷
土
料
理
を
楽
し
ん
で

も
ら
う
た
め
に
親
子
太
巻
き
寿
司
教
室
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
八
月
二
十
七
日
・
二
十
八

日
に
か
に
の
絵
柄
の
太
巻
き
寿
司
を
作
り
ま
し
た
。

見
本
と
し
て
最
初
に
職
員
が
太
巻
き
を
巻
い
て

い
き
ま
す
。
ま
ず
、
か
に
の
爪
や
脚
の
パ
ー
ツ
を

作
り
ま
す
。
か
に
の
爪
に
は
チ
ー
ズ
か
ま
ぼ
こ
、

目
に
は
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
、
脚
に
は
か
ん
ぴ
ょ
う
を
使

い
、
そ
れ
ぞ
れ
を
海
苔
で
覆
い
ま
す
。
か
に
の
お

腹
は
、
ピ
ン
ク
色
に
染
め
た
ご
は
ん
を
海
苔
で
巻

い
て
作
り
ま
す
。

か
に
の
パ
ー
ツ
が
全
部
で
き
た
ら
、
こ
こ
か
ら

が
本
番
。
巻
き
簾
に
大
き
な
海
苔
を
１
枚
の
せ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ツ
を
順
番
に
重
ね
て
い
き
ま
す
。

胴
体
・
脚
・
爪
・
目
と
順
番
に
、
絵
柄
同
士
が
く

っ
つ
か
な
い
よ
う
、
間
に
ご
は
ん
を
挟
み
ま
す
。

は
「
え
ー
、
こ
れ
が
か
に
さ
ん
に
な
る
の
？
」

と
信
じ
ら
れ
な
い
様
子
。
太
巻
き
は
、
ど
ん
な

絵
柄
に
な
る
か
、
切
っ
て
み
て
か
ら
の
お
楽
し

み
で
す
。
初
め
て
包
丁
を
使
う
子
も
い
ま
し
た

が
、
み
ん
な
上
手
に
太
巻
き
を
切
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
切
る
と
同
時
に
「
わ
ー
、
か
わ
い

い
！
か
に
さ
ん
だ
！
」
と
歓
声
が
あ
が
り
、
そ

れ
ぞ
れ
個
性
的
で
元
気
な
か
に
が
出
来
上
が
り

ま
し
た
。
「
お
家
で
も
お
料
理
頑
張
る
！
」

「
楽
し
か
っ
た
、
ま
た
来
る
ね
！
」
と
、
子
ど

も
た
ち
は
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
ま
し
た
。

次
回
の
親
子
太
巻
き
寿
司
教
室
は
、
平
成
二

十
九
年
一
月
八
日
・
九
日
と
な
り
ま
す
（
予
約

開
始
日
は
十
二
月
一
日
よ
り
）
。
バ
ラ
の
絵
柄

の
太
巻
き
寿
司
を
作
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
家

族
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

（
水
島
）

そ
し
て
今
年
度
よ
り
、
お
ま
つ
り
な
ど
の

大
イ
ベ
ン
ト
時
に
試
行
的
に
来
館
者
に
試
着

体
験
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
九
月
に
行

わ
れ
た｢

稲
穂
ま
つ
り｣

で
は
、
子
ど
も
を
対

象
と
し
て
行
い
ま
し
た
が
、
多
く
の
方
々
に

喜
ば
れ
試
着
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

来
年
度
か
ら
本
格
的
に
実
施
す
る
に
は
、
ま
だ

多
く
の
課
題
を
処
理
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
是
非
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

皆
様
、
来
年
度
を
お
楽
し
み
に
し
て
下
さ
い
。

（
野
口
）

古代衣裳(大人用・子ども用)

古代衣裳体験風景

金太郎飴のように、ずっと
かにの絵柄が出てきます。

め
し
屋

親
子
太
巻
き
寿
司
教
室

新
規
予
定
演
目

古
代
衣
裳
体
験

当
時
の

衣
裳
に
つ

い
て
は
、

雑
誌
や
画

像
で
目
に

す
る
こ
と

は
あ
り
ま

す
が
、
実

際
に
復
元

最
後
に
白
い

ご
は
ん
で
蓋

を
し
、
全
体
を

巻
き
簾
で
ぎ
ゅ

っ
と
巻
け
ば
出

来
上
が
り
。

子
ど
も
た
ち

こんなに上手にできました！

す
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昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
に
開
館
し
た
千

葉
県
立
房
総
の
む
ら
は
、
今
年
で
三
十
年
を

迎
え
ま
し
た
。
六
月
に
開
催
し
た
写
真
展
で

は
、
こ
の
節
目
を
記
念
し
、
建
設
風
景
や
開

館
記
念
式
典
の
写
真
を
約
五
十
点
公
開
し
ま

し
た
。
な
か
で
も
、
か
つ
て
家
族
と
一
緒
に

昔
の
あ
そ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
、
現
在
二

十
七
人
の
登
録
が
あ
り
、
竹
馬
、
竹
の
ぽ
っ
く

り
を
は
じ
め
、
コ
マ
回
し
や
ベ
ー
ゴ
マ
、
お
手

玉
、
お
は
じ
き
あ
そ
び
の
指
導
、
紙
芝
居
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

主
に
土
日
に
、
下
総
の
農
家
で
竹
馬
乗
り
の

指
導
や
コ
マ
回
し
と
ベ
ー
ゴ
マ
を
教
え
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
か
、
小
学
校
の
団
体
体
験
で
の
昔

の
あ
そ
び
指
導
、
春
の
ま
つ
り
、
む
ら
の
縁

日
・
夕
涼
み
、
稲
穂
ま
つ
り
に
紙
芝
居
・
昔
語

り
の
上
演
を
行
い
、
来
館
者
か
ら
好
評
を
博
し

て
い
ま
す
。

今
年
は
外
部
イ
ベ
ン
ト
で
も
「
昔
の
あ
そ
び

体
験
」
を
行
い
、
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
的
確
な
指
導
の
お
か
げ
で
子
供
や
大
人
、

さ
ら
に
は
外
国
人
ま
で
日
本
の
昔
の
あ
そ
び
に

夢
中
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

普
段
接
し
て
い
る
身
近
な
人
以
外
と
話
す

む
ら
の
木
の
葉
が
色
づ
き
、
秋
の
気
配
が

深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

さ
て
、
十
一
月
三
日
（
祝
・
木
）
に
「
ふ

る
さ
と
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま
す
。
当
日
は

入
場
料
が
無
料
と
な
り
ま
す
。
毎
年
恒
例
の

「
も
ち
ま
き
大
会
」
も
行
い
ま
す
。
ま
た
、

同
時
に
「
ユ
ニ
セ
フ
・
ラ
ブ
ウ
ォ
ー
クi

n

房

総
の
む
ら
」
を
開
催
し
ま
す
。
お
申
込
み
は

千
葉
県
ユ
ニ
セ
フ
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
皆
様
の
ご
来
館
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

（
蒲
生
）

房
総
の
む
ら
に
遊
び
に
来
て
い
た
子
が
、
大

人
に
な
り
、
現
在
房
総
の
む
ら
の
職
員
と
し

て
働
い
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
「
世
代
を

超
え
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
博
物
館
を
目
指

し
て
」
と
題
し
た
コ
ー
ナ
ー
は
好
評
で
し
た
。

「
こ
ん
な
懐
か
し
い
写
真
あ
る
よ
」
と
情
報

提
供
し
て
く
れ
た
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

房
総
の
む
ら
は
、
十
年
先
、
二
十
年
先
を

見
据
え
、
博
物
館
と
し
て
の
使
命
を
は
た
す

と
と
も
に
、
誰
に
と
っ
て
も
居
心
地
の
よ
い

施
設
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
ま
す
。（

中
村
）

む
ら
の
三
十
周
年
企
画

「
写
真
で
見
る
む
ら
の

三
十
年
」
を
終
え
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
記

大
人
も
子
ど
も
も
夢
中
に

な
る
「
昔
の
あ
そ
び
」

写真：旧学習院初等科正堂前にて（左：現在 右：17年前）

◆
編
集
後
記
◆

大人も子どもも夢中です。

下半期の主な予定
企画展「炭と暮らす」

房総のむら写生コンクー
ル作品展

吉川久子フルートコンサ
ートin房総のむら

成田ニュータウンの遺跡
展（第２期）

写真展「レンズをとおし
た房総のむら」

むらのお正月

ビックりひなまつり

第４回考古学講座

房総座（柳家三三） 等

10月8日（土）～
11月２７日（日）

10月22日（土）～
11月20日（日）

11月27日（日）

12月10日（土）～
2月26日（日）

12月10日（土）～
2月26日（日）

平成29年
1月2・3日（月・火）

2月18日（土）～
3月５日（日）

２月19日（日）

2月26日（日）

き
っ
か
け
に
も

な
る
昔
の
あ
そ

び
。
土
日
は
む

ら
の
「
昔
の
あ

そ
び
の
達
人
」

に
会
い
に
来
て

く
だ
さ
い
。

（
蒲
生
）

・ ・ ・


