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撮影者の手帖から ： 君ケ浜は、犬吠埼
に隣接した約1キロの海岸線で、白砂
青松と豪快な太平洋が眺望できる場所
だ。平成8年7月に「日本の渚・百選」に
選ばれている。ここからは犬吠埼の突端
にそそり立つ白亜の塔、犬吠埼灯台も
よく見える。犬吠埼灯台は1874（明治
7）年、英国人ブラントンの設計により
造られたもので、日本で24番目に点灯
された灯台である。
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きずな特集
勇壮なはね太鼓を、世界に広める。
銚子市

いわしの旨味を丸ごと食す
銚子の「つみれ汁」

千葉 物語の散歩道
手賀沼の風景に魅せられて

「白樺派」が集った文学の道
HOUSING　住宅
家の中に温度差をつくらない工夫で、住む人も住まいも健康に。
危ないヒートショックも嫌な結露も室温と湿度のコントロールで解決

いきいきヘルシーアップ
大人も子どもも一緒に楽しめる
新しいスポーツ「スカイクロス」 

健康度チェック＆チェック
第5回「疲労度チェック」 

暮らしのマネー情報
一時払い終身保険

無理なく楽々できる！  HAPPY ECO LIFE
省エネで環境にもやさしい　エコ掃除を意識しよう 

育てる 味わう 楽しむ ハーバルライフ
第5回「タイム」
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銚子はね太鼓保存会銚子はね太鼓保存会

きずな特集銚子市
好きだからここにいる。千葉がふるさと

勇壮なはね太鼓を、世界に広める。勇壮なはね太鼓を、世界に広める。



　
九
十
九
里
の
漁
師
た
ち
が
祝
い
事

で
ま
と
う
万
祝
半
纏
に
、き
り
り
と

結
ん
だ
鉢
巻
が
凛
々
し
い
。赤
い
着
物

姿
の
女
の
子
た
ち
が
華
を
添
え
る
。

渾
身
の
力
で
繰
り
出
さ
れ
る
、体
を

突
き
上
げ
る
よ
う
な
音
と
、勇
壮
な

踊
り
が
特
徴
の「
銚
子
は
ね
太
鼓
」。

銚
子
の
川
口
神
社
で
催
さ
れ
る「
大
潮

祭
り
」や
町
内
の
祭
り
で
、神
輿
を
先

導
す
る
お
囃
子
と
し
て
地
元
の
人
々

に
親
し
ま
れ
続
け
て
い
る
。

　
始
ま
り
は
江
戸
末
期
の
元
治
元
年

（
1
8
6
4
年
）。イ
ワ
シ
の
豊
漁
に
沸

き
返
っ
た
銚
子
の
町
で
は
、こ
れ
を
祝

い
、海
神
へ
の
感
謝
を
表
す
祭
り
の
た

め
に
勇
壮
な
太
鼓
踊
り
を
生
み
出
し

た
。2
人
の
打
ち
手
が
太
鼓
を
首
と

あ
ば
ら
で
支
え
、打
っ
て
は
跳
ね
、跳

ね
て
は
回
り
、太
鼓
も
ろ
と
も
宙
に
舞

う
。銚
子
と
い
う
骨
太
な
町
の
活
気

が
、は
ね
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
凝
縮
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。こ
の
は
ね
太
鼓
の
響
き

を
保
存
し
、日
本
中
に
、そ
し
て
世
界

に
広
め
よ
う
と
活
動
し
て
い
る
の
が
、

銚
子
は
ね
太
鼓
保
存
会
だ
。
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、
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子
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ね
太
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保
存
会
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。

銚子市きずな特集

ま
い
わ
い
は
ん
て
ん

み
こ
し

は
や
し



心
に
直
接
響
く

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

地
域
を
越
え
て

人
々
を
結
び
つ
け
る
。



　

銚
子
市
内
で
は
現
在
は
ね
太
鼓
を
受
け

継
ぐ
25
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
い
う
。町
内
ご

と
に
リ
ズ
ム
や
節
回
し
に
微
妙
な
違
い
が
あ

り
、な
か
に
は
町
内
か
ら
外
に
は
出
さ
な
い
秘

曲
を
継
承
す
る
地
域
も
あ
る
。そ
れ
が
銚
子

は
ね
太
鼓
の
層
の
厚
さ
を
生
み
出
し
て
い

る
。青
果
店
を
営
む
宮
崎
会
長
が
は
ね
太
鼓

を
始
め
た
の
は
25
歳
の
と
き
。以
来
は
ね
太

鼓
の
響
き
の
と
り
こ
に
な
っ
た
。

「
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
太
鼓
を
、銚
子
に
埋
も

れ
さ
せ
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
。世
界
中

に
も
っ
と
広
め
た
い
」。同
じ
夢
を
抱
い
て
い

た
長
谷
川
勇
さ
ん
と
の
出
会
い
が
あ
り
、結

成
し
た
の
が「
銚
子
は
ね
太
鼓
保
存
会
」だ
。

折
り
し
も
堀
江
謙
一
氏
が
ヨ
ッ
ト
で
太
平
洋

を
単
独
横
断
に
成
功
し
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ゲ
ー
ト
ブ
リ
ッ
ジ
を
く
ぐ
り

抜
け
た
年
。そ
の
快
挙
に
感
動
し
た
宮
崎
さ

ん
た
ち
は
、将
来
か
の
地
で
は
ね
太
鼓
を
叩

こ
う
と
誓
い
合
っ
た
と
い
う
。

「
太
鼓
は
1
張
が
1
台
数
十
万
円
す
る
高
価

な
も
の
。最
初
は
借
金
を
し
て
買
っ
た
2
張

の
太
鼓
で
始
め
て
、全
国
各
地
の
祭
り
で
太

鼓
を
打
つ
機
会
を
も
ら
い
な
が
ら
、は
ね
太

鼓
の
普
及
に
努
め
て
き
た
の
で
す
」。そ
う
語

る
の
は
相
棒
の
長
谷
川
さ
ん
だ
。

　

宮
崎
さ
ん
た
ち
の
は
ね
太
鼓
は
原
型
を
崩

さ
な
い
正
調
の
演
奏
を
受
け
継
い
で
い
る
。し

か
し
、公
演
で
何
曲
も
演
奏
す
る
際
に
は
、そ

れ
だ
け
で
は
若
い
層
の
注
目
を
集
め
る
の
が

難
し
い
。そ
こ
で
約
15
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の

中
に
は
、「
見
せ
る
太
鼓
」と
し
て
速
い
テ
ン
ポ

で
見
せ
場
を
演
出
し
た
曲
も
あ
る
。二
人
一
組

で
大
き
な
太
鼓
を
支
え
、柔
道
の
技
の
よ
う

に
倒
し
た
相
手
の
体
の
上
で
叩
く
。他
の
ペ
ア

と
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
叩
く
。あ
た
か
も
格

闘
技
の
よ
う
な
激
し
い
動
き
で
、宮
崎
さ
ん

は
稽
古
中
に
あ
ば
ら
骨
を
3
回
折
り
、ア
キ

レ
ス
腱
を
1
回
断
裂
し
た
と
い
う
。

　

や
が
て
テ
レ
ビ
な
ど
か
ら
も
声
が
か
か
り

は
じ
め
、あ
る
番
組
で
は
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｐ
に
太
鼓

を
指
導
。１
９
８
８
年
、マ
イ
ケ
ル･

ジ
ャ
ク
ソ

ン
来
日
公
演
の
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
、太
鼓

を
披
露
し
、マ
イ
ケ
ル
か
ら
ア
ン
コ
ー
ル
を
も

ら
っ
た
。海
外
公
演
の
数
は
数
え
切
れ
な
い
。

女
性
歌
手
の
デ
ィ
オ
ン
ヌ・ワ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
と

も
競
演
し
た
ア
メ
リ
カ･

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州

の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
、大
ト
リ
を
務
め
て

ア
メ
リ
カ
の
観
客
を
大
い
に
沸
か
せ
た
。欧

米
、ア
ジ
ア
、ア
フ
リ
カ…

。メ
ン
バ
ー
の
中
に

は
海
外
公
演
参
加
で
、パ
ス
ポ
ー
ト
が
最
後

の
ペ
ー
ジ
ま
で
ス
タ
ン
プ
で
埋
ま
っ
た
と
い
う

人
も
い
る
。太
鼓
で
世
界
と
交
流
す
る
。そ
の

活
動
に
共
鳴
す
る
人
た
ち
が
加
わ
っ
て
、現

在
は
会
員
が
約
30
名
に
増
え
た
。銚
子
市
の

外
か
ら
参
加
す
る
人
も
多
い
。「
囃
子
の
粋
な

楽
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
、親
子
で
参
加
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と
い
う
石
橋
秀
隆
さ

ん
は
、匝
瑳
市
か
ら
稽
古
に
顔
を
出
す
。

「
公
演
で
は
客
席
に
飛
び
出
し
て
お
客
さ
ん

に
叩
い
て
も
ら
う
こ
と
も
。場
の
流
れ
に
応

じ
て
変
幻
自
在
な
の
が
祭
り
の
太
鼓
で
す
。

演
奏
の
た
び
に
作
曲
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
。

だ
か
ら
お
客
さ
ん
も
2
度
、３
度
と
見
に
来

て
く
れ
る
ん
で
す
」。そ
う
語
る
越
川
昭
一
さ

ん
は
銚
子
市
の
職
員
だ
。他
に
も
内
装
業
、板

金
業
、食
品
会
社
、Ｉ
Ｔ
機
器
会
社
な
ど
職

種
は
幅
広
い
。銚
子
の
千
葉
科
学
大
学
で
職

員
と
し
て
勤
め
る
菊
地
彩
夏
さ
ん
は
、4
月

に
同
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
。こ
の
日
は
母

校
に
文
化
交
流
で
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
と
ブ
ラ

ジ
ル
の
学
生
が
帰
国
す
る
こ
と
に
な
り
、そ
の

送
別
会
で
公
演
を
行
っ
た
。海
外
か
ら
の
学

生
た
ち
が
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
る
中
で

は
ね
太
鼓
を
披
露
。会
場
は
大
い
に
盛
り

上
が
っ
た
。

「
人
を
楽
し
ま
せ
て
笑
顔
に
す
る
の
が
好
き
。

銚
子
の
町
と
大
学
を
元
気
に
し
た
い
」。菊
地

さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
る
。は
ね
太
鼓
に
は

人
を
力
づ
け
る
パ
ワ
ー
が
あ
る
。大
震
災
後

に
は
、津
波
の
被
害
を
受
け
た
旭
市
の
仮
設

住
宅
で「
復
興
太
鼓
」と
し
て
演
奏
。郷
土
に

根
ざ
し
た
響
き
が
被
災
し
た
人
々
を
元
気

づ
け
る
の
に
一
役
買
っ
た
。銚
子
に
生
ま
れ
た

は
ね
太
鼓
の
シ
ン
プ
ル
で
直
接
心
を
打
つ

響
き
が
、世
代
や
地
域
を
越
え
て
、人
々
の

心
を
結
び
付
け
始
め
て
い
る
。

千葉科学大学で国際交流の一環で行われた留学生の送別会にも参加。
留学生も太鼓に挑戦した

アメリカ･ウィスコンシン州でのフェスティバルに出演

銚子市の飯沼観音の傍に
はね太鼓を記念して作られた碑が
2009年6月に設置された

は
ね
太
鼓
の
力
強
い
響
き
で

多
く
の
人
々
を
力
づ
け
た
い

身
体
を
張
っ
た
太
鼓
で

銚
子
か
ら
世
界
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

銚子市きずな特集
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い
わ
し
に
は
年
に
二
度
の
旬
が
あ
る
。

最
初
は
梅
雨
ど
き
の「
入
梅
い
わ
し
」。こ
の

時
期
、銚
子
で
は「
入
梅
い
わ
し
ま
つ
り
」が

催
さ
れ
て
、時
分
の
味
を
存
分
に
堪
能
で
き

る
。10
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
の
秋
の
い
わ

し
も
、旨
さ
で
は
ま
っ
た
く
引
け
を
と
ら
な

い
。美
味
し
い
い
わ
し
を
見
分
け
る
に
は
目

の
澄
み
具
合
と
身
の
厚
み
を
見
る
こ
と
だ
。

　
い
わ
し
の
旨
味
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
味

わ
う
料
理
と
し
て
、銚
子
の
人
々
が
愛
す
る

の
が
つ
み
れ
汁
。焼
い
た
り
煮
た
り
し
た
の

で
は
、せ
っ
か
く
の
脂
を
外
に
逃
が
し
て
し

ま
う
。汁
物
な
ら
ば
溶
け
出
し
た
旨
味
ま
で

す
べ
て
残
さ
ず
い
た
だ
け
る
。旨
味
を
た
た

え
て
黄
金
色
に
光
る
だ
し
汁
は
そ
れ
だ
け
で

御
馳
走
だ
。手
開
き
に
し
て
骨
と
皮
を
は
ず

し
た
い
わ
し
は
、粗
く
刻
ん
だ
後
で
、薬
味

と
合
わ
せ
て
な
め
ろ
う
の
よ
う
に
包
丁
で

叩
く
。食
感
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
か
ら
、す
り

「
新
鮮
な
魚
は
目
が
充
血
し
て
お
ら
ず
澄

ん
だ
目
を
し
て
い
ま
す
。身
の
厚
い
の
は

し
っ
か
り
と
脂
が
乗
っ
て
旨
味
が
つ
ま
っ
て

い
る
証
拠
。料
理
す
る
と
ジ
ュ
ー
シ
ー
で

ふ
っ
く
ら
し
た
味
わ
い
が
最
高
で
す
」。そ

う
教
え
て
く
れ
る
の
は「
銚
子
さ
か
な
料
理  

か
み
ち
」の
上
地
真
弘
さ
ん
だ
。獲
れ
た
て

の
い
わ
し
を
刺
身
に
仕
立
て
、地
元
名
産
の

醤
油
に
軽
く
浸
せ
ば
、漆
黒
の
闇
に
脂
が

ふ
わ
り
と
花
火
の
よ
う
に
咲
く
。口
に
運
べ

ば
ま
っ
た
り
と
濃
厚
な
旨
味
が
広
が
る
。

鉢
は
使
わ
ず
に
身
の
歯
応
え
を
少
し
ば
か

り
残
す
の
が
、か
み
ち
流
だ
。そ
の
名
の
通
り

い
わ
し
を
つ
み
入
れ
る
の
に
、手
が
汚
れ
る

こ
と
な
ど
案
じ
て
は
な
ら
な
い
。

「
脂
が
乗
っ
た
時
期
の
つ
み
れ
は
口
の
中
で

ほ
ど
け
る
よ
う
な
舌
触
り
に
。冬
場
に
は

し
っ
か
り
と
歯
ご
た
え
が
あ
る
よ
う
に
練

る
。季
節
ご
と
の
変
化
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

い
て
い
ま
す
」と
い
う
の
は
料
理
長
の
石
橋

豊
さ
ん
だ
。銚
子
駅
前
で
店
を
開
い
て
45
年

に
な
る
か
み
ち
は
、も
と
も
と
鮮
魚
店
と

し
て
銚
子
漁
港
の
入
札
権
を
も
つ
店
。今

も
揚
が
っ
た
魚
を
直
接
買
い
付
け
て
そ
の

日
の
う
ち
に
客
に
出
す
。銚
子
の
前
浜
で
獲

れ
た
鮮
度
の
い
い
魚
が
な
け
れ
ば
、た
と
え

観
光
シ
ー
ズ
ン
で
も
刺
身
は
出
さ
な
い
。

港
町
な
ら
で
は
の
心
意
気
が
あ
れ
ば
こ
そ

出
せ
る
味
が
、そ
こ
に
あ
る
。

※大根と人参は薄いいちょう切りに
して下茹でしておく。

銚
子
の
つ
み
れ
汁

銚子さかな料理 かみち
銚子市西芝町13-6　TEL0479-22-5520
http://www12.ocn.ne.jp/~kamichi/

【材料】４人分
真いわし（大羽のもの） …… 5尾
長ねぎ（みじん切り）……… 1/2本
しょうが（みじん切り） ……… 50ｇ
味噌 ……………………… 30ｇ
片栗粉 …………………… 少々
大根 ……………………… 150ｇ
人参 ……………………… 100ｇ
長ねぎ（小口切り）……… 1/2本
だし………………………… 適量

い
わ
し
の
旨
味
を
丸
ご
と
食
す

銚
子
の「
つ
み
れ
汁
」

歯
ざ
わ
り
の
違
い
ま
で
楽
し
む

銚
子
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
味

いわしは頭を落とし、
はらわたを取り除く。

水で洗ってペーパータオ
ルなどで水気をふき取
り、手開きにして腹骨を
すき取って皮をむく。

1

いわしをざく切りにし
て、長ねぎ、しょうが、

味噌、片栗粉を加えて
粘りが出るまで包丁で
細かく叩く。

2

鍋にだし汁を入れて
薄口醤油、塩で薄

味をつける。沸騰したら
　を食べやすい大きさに
丸めて入れる。火が通っ
て浮いてきたらザルに上
げる。

3

　の汁をペーパー
タオルなどで漉して、

塩で好みの味に調えた
ら、大根、人参、つみれを
入れて温める。

4

　を椀に盛って小
口切りにした長ねぎ

を天盛りにして添える。
5

銚子市きずな特集

2

3

4

お
　 

い
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物語の散歩道
千葉

10

明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
志
賀
直
哉
や
武
者
小
路
実
篤
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
な
ど
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
小
説
家
や
陶
芸
家
、
画
家
な
ど
が
参
加
し
、

日
本
の
文
芸
・
芸
術
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
一
大
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
白
樺
派
で
す
。

そ
の
同
人
の
多
く
が
住
居
や
別
荘
を
構
え
て
い
た
の
が
、
実
は
我
孫
子
市
の
手
賀
沼
周
辺
。

今
回
は
芸
術
家
た
ち
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
続
け
た
風
景
を
訪
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

白
樺
派
は
明
治
43
年
、学
習
院
の
同
窓

の
作
家
た
ち
が
、同
人
誌「
白
樺
」を
創
刊

し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
文
芸
運

動
で
す
。大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る

モ
ダ
ン
で
自
由
を
謳
歌
し
た
時
代
。白
樺

派
の
作
家
た
ち
は
理
想
主
義
や
個
人
主
義

と
いっ
た
旗
印
を
掲
げ
な
が
ら
、「
暗
夜
行

路
」、「
お
目
出
た
き
人
」「
或
る
女
」な
ど

の
傑
作
を
続
々
と
生
み
出
し
て
い
き
ま
す
。

小
説
家
の
み
な
ら
ず
陶
芸
家
、画
家
も
参

加
し
、白
樺
派
は
ま
さ
に
総
合
芸
術
の一
大

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。こ
の
白

樺
派
を
代
表
す
る
作
家
た
ち
が
移
り
住
ん

で
き
た
の
が
、我
孫
子
の
地
。彼
ら
は
手
賀

沼
の
ほ
と
り
に
住
居
を
構
え
て
い
わ
ば
芸

術
家
村
の
よ
う
な
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
を
つ
く
り
、

親
睦
を
深
め
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
創
作
活

動
に
励
ん
で
い
た
の
で
す
。当
時
上
野
か
ら

我
孫
子
ま
で
は
列
車
で
約
１
時
間
。同
じ

我
孫
子
市

我孫子市ゆかりの文化人の碑
駅前ロータリーには白樺派の碑が建てられ
ています。写真は後列の左3人目から武者
小路実篤、柳宗悦、志賀直哉。

アビシルベ
我孫子市の観光情報満載のインフォメー
ションセンター。
●開館時間　9:00～18:00
●休館日 年末年始（12月29日～1月3日）
●我孫子市本町2-2-6
●TEL04-7100-0014

山一林組製糸工場跡
駅を出てすぐ左手の大型商業施設が建つ
場所は1906年に創業された製糸工場の
跡地で、最盛期には300人を超える女工た
ちが働いていました。

手
賀
沼
の
風
景
に
魅
せ
ら
れ
て

　

「
白
樺
派
」が
集
っ
た
文
学
の
道

安井家
我孫子のお土産といえばこの店。ほろ苦さ
が後を引く「ざっこのつくだ煮」や「我孫子
市ふるさと産品」に選ばれた「うなぎの
大和煮」が人気。
●営業時間　9：00～19:00
●定休日　水曜日　
●我孫子市本町3-5-1
●TEL0120-353-698

杉村楚人冠記念館
和洋折衷式の建物のほか、楚人冠が
自ら作った井戸や池、さまざまな木々が
残されている庭園など見ごたえあり。
●開館時間　9：00～16：30（入館は
　16：00まで）
●休館日　月曜休（祝日の場合は翌日
　休）、12月29日～1月3日
●入館料　大人300円、大学生・高校
　生200円、小・中学生100円
●我孫子市緑2-5-5
●TEL04-7182-8578

手
賀
沼
に
芸
術
家
が
集
結
し
た

き
っ
か
け
は
柔
道
家・嘉
納
治
五
郎
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く
芸
術
家
た
ち
が
集
ま
り
住
ん
で
い
た
鎌

倉
に
な
ぞ
ら
え
て
、我
孫
子
の
地
は
後
年

「
北
の
鎌
倉
」と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

我
孫
子
に
白
樺
派
の
人
々
が
集
結
し
た

き
っ
か
け
は
、講
道
館
を
創
設
し
た
柔
道
家

で
教
育
者
で
も
あ
っ
た
嘉
納
治
五
郎
が
、

我
孫
子
に
別
荘
を
構
え
た
こ
と
で
し
た
。

実
は
嘉
納
は
白
樺
派
の
中
心
的
人
物
の

一
人
で
あ
る
柳
宗
悦
と
、叔
父・甥
の
関
係
。

嘉
納
が
柳
を
呼
び
寄
せ
た
の
を
機
に
、次
々

と
白
樺
派
の
メ
ン
バ
ー
が
こ
の
地
に
移
り

住
ん
で
き
た
の
で
す
。

　

Ｊ
Ｒ
我
孫
子
駅
を
手
賀
沼
が
あ
る
南
口

方
面
に
降
り
立
ち
、別
荘
が
集
ま
っ
て
い
た

辺
り
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。ま
ず
訪
ね
て

み
た
い
の
が
杉
村
楚
人
冠
記
念
館
。楚
人

冠
は
東
京
朝
日
新
聞
で
健
筆
を
ふ
る
っ
た

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、こ
の
地
で
我
孫
子
の

人
々
と
風
景
を
生
き
生
き
と
描
い
た
随
筆

「
湖
畔
吟
」を
執
筆
し
ま
し
た
。昨
年
楚
人

冠
の
旧
邸
を
整
備
し
た
記
念
館
が
完
成
。

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
、文

人
の
住
ま
い
の
雰
囲
気
が
う
か
が
え
ま
す
。

天神坂
白樺派の文人たちが
行き来した天神坂。

嘉納治五郎別荘跡
木の生い茂る佇まいに当時の名残が
感じられます。この真向かいにある三
樹荘は個人宅のため非公開。
●開館時間　9:00～16:00
●定休日　火曜日
●我孫子市緑1-10

湖庵
契約農家から取寄せて自家
製粉した十割そばを目当て
に遠方からも客が訪れる店。
からりと揚がった天せいろ、
穴子せいろが大人気。
●営業時間　11:30～15:00
　17:30～20:00
●定休日　月曜休（祝日の
　場合は翌日休）
●我孫子市若松139-3　
　宝ビル101
●TEL04-7184-0041

こ
は
ん
ぎ
ん
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記
念
館
の
出
入
り
口
か
ら
左
に
曲
が
っ

て
住
宅
街
を
進
む
と
、木
が
生
い
茂
る
な
か

を
手
賀
沼
の
方
向
に
下
り
る
坂
に
た
ど
り

着
き
ま
す
。天
神
坂
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の

坂
の
入
口
に
向
か
っ
て
、左
が
嘉
納
治
五
郎

の
別
荘
跡
。そ
し
て
右
側
が「
三
樹
荘
」と

呼
ば
れ
た
柳
宗
悦
の
住
居
跡
で
す
。当
時
、

柳
は
声
楽
家
だ
っ
た
妻
の
兼
子
と
新
婚
生

活
を
始
め
た
ば
か
り
。新
居
か
ら
は
兼
子

の
歌
声
が
手
賀
沼
に
向
か
っ
て
響
き
渡
っ
た

と
言
い
ま
す
。白
樺
派
の
同
人
た
ち
に
銅

版
画
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス

人
・バ
ー
ナ
ー
ド
･
リ
ー
チ
は
、柳
宗
悦
の

影
響
で
三
樹
荘
内
に
窯
を
設
け
て
陶
芸
を

始
め
ま
し
た
。三
樹
荘
は
現
在
個
人
宅
で
内

部
は
非
公
開
で
す
が
、名
前
の
由
来
と
な
っ

た
3
本
の
椎
の
木
が
現
在
も
立
っ
て
い
ま

す
。嘉
納
治
五
郎
の
別
荘
跡
か
ら
は
遠
く
に

手
賀
沼
が
見
晴
ら
せ
ま
す
。

　

天
神
坂
を
下
り
る
と
そ
こ
は
ハ
ケ
の
道

と
呼
ば
れ
る
小
道
。古
く
か
ら
あ
る
煎
餅

店
の
方
に
お
話
を
う
か
が
う
と
、「
白
樺
派

の
方
々
が
住
ん
で
い
た
当
時
、手
賀
沼
の
水

面
は
こ
の
近
く
に
ま
で
迫
っ
て
い
ま
し
た
。

主
人
の
祖
母
は
こ
の
道
を
武
者
小
路
先
生

の
家
ま
で
行
か
れ
る
志
賀
先
生
と
、よ
く

茶
飲
み
話
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
」と
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。道
沿
い
に
あ
る
白
樺

文
学
館
に
は
、志
賀
直
哉
と
夏
目
漱
石
の

往
復
書
簡
の
ほ
か
、白
樺
派
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
資
料
、竹
久
夢
二
の
絵
画
、

白
樺
派
と
交
流
が
あ
っ
た
ロ
ダ
ン
の
彫
刻

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。文
学
館
を

出
て
さ
ら
に
進
む
と
す
ぐ
左
手
に
あ
る
の

が
志
賀
直
哉
の
住
居
跡
。も
と
も
と
は
木

立
の
中
に
一
軒
家
が
建
っ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
書
斎
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

志
賀
は
閑
静
な
佇
ま
い
の
中
で「
和
解
」や

「
城
の
崎
に
て
」な
ど
の
代
表
作
を
書
き
上

げ
ま
し
た
。ス
ポ
ー
ツ
万
能
で
学
生
時
代
に

は
ボ
ー
ト
競
技
で
も
活
躍
し
た
志
賀
は
、こ

の
場
所
か
ら
自
ら
小
船
を
漕
い
で
武
者
小

路
宅
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
雪
の
日　

我
孫
子
日
誌
」と
い
う
小
品
で
、

志
賀
は
当
時
の
手
賀
沼
の
風
景
を
こ
う

記
し
ま
す
。「
書
斎
か
ら
細
い
急
な
坂
を

お
り
て
、田
圃
路
に
出
る
。沼
の
方
は一帯
に

薄
墨
で
は
い
た
よ
う
に
な
っ
て
、何
時
も
見

え
て
い
る
対
岸
が
全
く
見
え
な
い
。沼
べ
り

の
枯
葭
が
穂
に
雪
を
頂
い
て
、そ
の
薄
墨
の

背
景
か
ら
ク
ッ
キ
リ
と
浮
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
葭
の
間
に
、雪
の
積
も
っ
た
細
長
い
沼

船
が
乗
捨
て
て
あ
る
。本
当
に
絵
の
よ
う

だ
」。嘉
納
の
誘
い
で
我
孫
子
に
や
っ
て
来
た

の
は
柳
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。嘉
納
が

校
長
を
勤
め
て
い
た
熊
本
第
五
高
等
中
学

校
の
学
生
だ
っ
た
村
川
堅
固
も
そ
の一
人
。

嘉
納
の
秘
書
を
経
て
村
川
は
東
京
帝
国
大

学
で
西
洋
史
専
攻
の
大
家
に
な
り
ま
す
。

村
川
が
大
正
6
年
に
設
け
た
別
荘
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。昭
和
3
年
に
建
て
ら
れ
た

新
館
で
は
、広
間
の
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
を

通
し
て
手
賀
沼
が一望
で
き
ま
し
た
。

白樺文学館
雑誌「白樺」の原本や作家たちの原稿のほか、
竹久夢二や武者小路実篤の絵画、バーナー
ド・リーチの花瓶等を展示。
●開館時間　9:30～16:30
●定休日　月曜休（祝日の場合は翌日休）、
　12月29日～1月3日、その他臨時休館日
●入館料　大人300円、大学生・高校生200円、
　小・中学生100円
●我孫子市緑2-11-8
●TEL04-7169-8468

大正煎餅 木川商店
店名に似つかわしく、レトロなガラス棚に煎餅を入れて販売する店
構えが郷愁をそそります。人気商品は5日がかりで作る揚げ煎餅。
●営業時間　9:00～18:30
●定休日　月曜日
●我孫子市緑1-10-11
●TEL04-7182-3223

子之神大黒天
境内には「金のわらじ」が奉納され、足腰
の病にご利益があるとされる大黒天。毎年
10月第4日曜には山伏が炎の道を歩く
「柴燈護摩火渡り」を開催。

志賀直哉邸跡
1915年から1923年まで暮らしていた当時の書斎が復元されています。
年末年始を除く土・日曜日の10:00～14:00には内部を公開中。

閑
静
な
木
立
の
中
に
建
つ
書
斎
で

傑
作
を
書
き
残
し
た
志
賀
直
哉

ね

た
ん
ぼ
み
ち

か
れ
よ
し

我孫子駅
JR常磐線

我孫子市ゆかりの
文化人の碑

大正煎餅 木川商店

天
神
坂

嘉納治五郎別荘跡

アビシルベ
山一林組 生糸工場跡
安井家

杉村楚人冠記念館

白樺文学館
湖庵

文学の広場

手賀沼
公園

志賀直哉邸跡

ハケの道 旧村川別荘
子之神大黒天

カスミ
我孫子市役所

手賀沼

市保存緑地

我孫子高校

鳥の博物館

水の館

手賀沼親水広場

消防本部前

我孫子市若松

駅入口

手賀沼公園前

泉

356
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大
正
7
年
、武
者
小
路
実
篤
は
自
ら
抱

い
て
い
た「
新
し
き
村
構
想
」を
実
現
す
る

た
め
、我
孫
子
か
ら
宮
崎
に
転
居
す
る
決

意
を
し
ま
す
。そ
の
送
別
会
の
日
に
眺
め
た

手
賀
沼
の
美
し
さ
を
武
者
小
路
は
小
説

『
或
る
男
』に
描
き
ま
し
た
。

「
殊
に
夕
日
は
美
し
か
っ
た
。夕
日
が
雲
に

反
射
し
て
、そ
れ
が
手
賀
沼
を
金
色
に
染

め
た
。あ
ん
な
静
か
な
、あ
ん
な
美
し
さ
は
、

彼
が
二
年
近
く
住
ん
で
い
て
も
、見
た
こ
と

が
な
い
程
で
あ
っ
た
。人
々
は
そ
の
美
に
お

ど
ろ
き
、又
興
奮
し
た
。彼
は
そ
の
珍
し
い

美
し
さ
を
そ
の
日
の
夕
、特
に
恵
ま
れ
た
の

を
感
謝
し
た
。彼
の
運
命
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
た
」

　

手
賀
沼
の
夕
日
の
美
し
さ
は
、時
代
が

変
わ
っ
て
も〝
美
し
い
も
の
に
動
か
さ
れ
る

心
は
変
わ
ら
な
い
〞こ
と
を
教
え
て
く
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。

　
ハ
ケ
の
道
を
抜
け
て
大
通
り
の
交
差
点

を
渡
る
と
、手
賀
沼
の
風
景
が
開
け
て
き

ま
す
。手
賀
沼
親
水
広
場
で
は
四
季
の
移

ろ
い
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
咲
き
、我

孫
子
市
の
鳥
で
あ
る
オ
オ
バ
ン（
水
鳥
）を

は
じ
め
多
種
多
様
な
鳥
た
ち
も
棲
息
。季

節
ご
と
に
趣
の
異
な
る
風
景
が
繰
り
広
げ

ら
れ
ま
す
。そ
ん
な
手
賀
沼
も
干
拓
事
業

に
よ
っ
て
8
割
も
の
沼
面
が
埋
め
立
て
ら

れ
、風
景
は
大
き
く
変
貌
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。一時
は
水
質
悪
化
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た

が
、現
在
で
は
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
が
開

催
さ
れ
る
ほ
ど
水
質
も
回
復
。ヨ
ッ
ト
や
カ

ヌ
ー
を
楽
し
む
人
た
ち
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。岸
辺
に
沿
っ
て
遊
歩
道
が
続
き
、近

隣
の
人
々
に
と
って
格
好
の
憩
い
の
場
と
な
っ

て
い
ま
す
。

水の館
手賀沼の魚を観察できる展示ホールやプラネタリ
ウムが人気。手賀沼や富士山を望む4階展望室
は「ちば眺望100景」の1つ。
●開館時間　9:00～16:30（6～8月は～17:00）
●休館日　月曜休（祝日の場合は翌日休）
●入館料　無料
●我孫子市高野山新田193
●TEL04-7184-0555

文学の広場
手賀沼にゆかりのある文人を紹
介したモニュメントや斎藤茂吉
の歌碑がある広場

鳥の博物館
鳥だけを扱う全国初の博物館。手
賀沼の自然を再現したジオラマや
標本が充実して見ごたえあり。
●開館時間　9:30～16:30
●休館日　月曜（祝日の場合は翌
　日休）・館内整理日休・年末年始
●大人300円、高校・大学生200
　円、小・中学生100円
●我孫子市高野山234-3
●TEL04-7185-2212

白樺派のカレー
大正時代にはハイカラな料理
だったカレー。柳宗悦の兼子夫
人が客人たちに振舞ったレシピ
を再現し、市内2軒のお店で提
供するほか、レトルトカレーも
販売されています。

旧村川別荘
市の指定文化財となっており、バーナード・
リーチが設計した三角椅子などが保管され
ています。市民ボランティアによるガイドあり。
●開館時間　9:00～16:00
●定休日　月曜休（祝日の場合は翌日休）
　12月29日～1月3日、その他臨時休館日
●入館料　無料
●千葉県我孫子市寿2-27-9

手賀沼公園
岸辺にはエサを求めてハクチョウなどが寄ってくることも。
波の静かな日には貸しボートを楽しむこともできます。

時
代
を
経
て
も
変
わ
ら
な
い

水
面
に
映
え
る
夕
日
に
感
動
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