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暮らしのマネー情報
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私たちの明日が見つかる「千葉のエコ」（市原市）

育てる 味わう 楽しむ  ベジタブルライフ
第3回「ミニダイコン」

表紙写真：久留里城
久留里城は築城後に不思議と雨が
続いたという伝説があり「雨城」の別名
を持つ。中世には里見氏、近世には
大須賀、土屋、黒田氏といった数々の
城主の居城となった城だ。明治5年に廃
城となり城の建物は解体されたが、昭和
53年、地元をはじめ多くの人々が望むな
かで、本丸跡地に天守閣が再建され、
翌年には二の丸跡地に資料館が完成
した。久留里城は君津市の次世代に
伝えたい20世紀遺産に指定されている
と共に、千葉眺望百景にも登録されて
いる。

久留里城の天守閣からの眺め　久留里城の天守閣は、標高145メートルの急峻な丘の上にある。
天守閣の最上階からは、雄大な山並や城下町、田畑のパノラマが望める。

02



きずな特集君津市君津市
好きだからここにいる。千葉がふるさと好きだからここにいる。千葉がふるさと

千年の時を超えゆく
森をつくる。

千年の時を超えゆく
森をつくる。

ちば千年の森をつくる会ちば千年の森をつくる会



「
鍵
の
か
か
る
島
」と
呼
ぶ
人
が
い
る
場

所
。房
総
半
島
の
ほ
ぼ
中
央
部
、小
糸
川

の
源
流
部
の
豊
英
湖
に
浮
か
ぶ
豊
英
島

だ
。江
戸
中
期
の
新
田
開
発
を
目
的
と

し
た
川
廻
し
に
よ
っ
て
、島
の
周
囲
は
水

田
と
な
っ
て
い
た
が
、昭
和
44
年
に
豊
英

ダ
ム
の
完
成
に
よ
っ
て
現
在
の
姿
と

な
っ
た
。島
へ
渡
る
吊
り
橋
に
は
鍵
が
か

け
ら
れ
、ふ
だ
ん
は
人
が
立
ち
入
れ
な

い
。そ
の
環
境
の
お
か
げ
で
、昔
の
貴
重

な
自
然
の
姿
が
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。多
種
多
様
な
樹
木
に
加
え
て
、林

床
に
は
四
季
折
々
の
草
花
も
豊
富
だ
。

県
内
で
も
こ
こ
で
し
か
見
ら
れ
な
い
珍

し
い
動
植
物
が
少
な
く
な
い
。島
の
希
少

な
自
然
の
研
究
と
保
全
に
取
り
組
ん
で

い
る
の
が「
ち
ば
千
年
の
森
を
つ
く
る

会
」。２
０
０
３
年
の
第
54
回
全
国
植
樹

祭
の
関
連
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た「
多
様

な
森
づ
く
り
を
目
指
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」の
参
加
者
が
中
心
と
な
っ
て
発
足
し

た
集
ま
り
だ
。生
物
多
様
性
を
保
全
し
、

超
長
期
の
森
づ
く
り
を
実
践
す
る
た
め

に
、毎
月
１
回
集
ま
っ
て
は
、植
物
、動

物
、野
鳥
、野
生
キ
ノ
コ
な
ど
の
調
査
を

実
施
す
る
。千
年
の
時
を
超
え
て
森
を

守
る
挑
戦
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

「
鍵
の
か
か
る
島
」と
呼
ぶ
人
が
い
る
場

所
。房
総
半
島
の
ほ
ぼ
中
央
部
、小
糸
川

の
源
流
部
の
豊
英
湖
に
浮
か
ぶ
豊
英
島

だ
。江
戸
中
期
の
新
田
開
発
を
目
的
と

し
た
川
廻
し
に
よ
っ
て
、島
の
周
囲
は
水

田
と
な
っ
て
い
た
が
、昭
和
44
年
に
豊
英

ダ
ム
の
完
成
に
よ
っ
て
現
在
の
姿
と

な
っ
た
。島
へ
渡
る
吊
り
橋
に
は
鍵
が
か

け
ら
れ
、ふ
だ
ん
は
人
が
立
ち
入
れ
な

い
。そ
の
環
境
の
お
か
げ
で
、昔
の
貴
重

な
自
然
の
姿
が
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。多
種
多
様
な
樹
木
に
加
え
て
、林

床
に
は
四
季
折
々
の
草
花
も
豊
富
だ
。

県
内
で
も
こ
こ
で
し
か
見
ら
れ
な
い
珍

し
い
動
植
物
が
少
な
く
な
い
。島
の
希
少

な
自
然
の
研
究
と
保
全
に
取
り
組
ん
で

い
る
の
が「
ち
ば
千
年
の
森
を
つ
く
る

会
」。２
０
０
３
年
の
第
54
回
全
国
植
樹

祭
の
関
連
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た「
多
様

な
森
づ
く
り
を
目
指
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」の
参
加
者
が
中
心
と
な
っ
て
発
足
し

た
集
ま
り
だ
。生
物
多
様
性
を
保
全
し
、

超
長
期
の
森
づ
く
り
を
実
践
す
る
た
め

に
、毎
月
１
回
集
ま
っ
て
は
、植
物
、動

物
、野
鳥
、野
生
キ
ノ
コ
な
ど
の
調
査
を

実
施
す
る
。千
年
の
時
を
超
え
て
森
を

守
る
挑
戦
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

きずな特集 君津市きずな特集

と
よ
ふ
さ
じ
ま

と
よ
ふ
さ 

こ

か
わ
ま
わ



ここにしかない森を守るのは
自然と仲間を愛する気持ち。



　

豊
英
島
は
東
京
ド
ー
ム
２
個
分
の
広
さ
が

あ
り
、周
囲
を
一
回
り
す
る
と
１
時
間
ほ
ど

か
か
る
。「
島
全
体
に
竹
が
び
っ
し
り
と
繁
茂

し
て
い
た
の
で
、そ
の
竹
を
伐
採
す
る
作
業
か

ら
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。手
入
れ
を
行
っ

た
結
果
、少
し
ず
つ
本
来
の
森
が
姿
を
現
し

て
き
ま
し
た
」。会
の
事
務
局
長
・
伊
藤
道
男

さ
ん
は
そ
う
語
る
。千
葉
県
職
員
と
し
て
森

林
関
連
業
務
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
か
ら
、

豊
英
島
の
自
然
の
希
少
性
に
気
づ
い
た
。「
森

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
み
ん
な
で
手
入
れ

を
し
た
ら
、ど
の
よ
う
な
山
に
な
る
か
実
験

を
し
て
み
ま
し
た
」。豊
英
島
は
海
抜
２
０
０

m
ほ
ど
で
周
囲
を
ダ
ム
湖
に
囲
ま
れ
て
い
る

た
め
、気
候
は
冷
涼
だ
。そ
の
影
響
で
千
葉
県

の
南
と
北
の
植
物
が
共
存
し
て
、多
様
な

生
態
系
を
形
作
っ
て
い
る
。貴
重
な
環
境
を

研
究
対
象
と
し
て
、班
に
わ
か
れ
て
植
物
調

査
や
野
鳥
観
察
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

「
こ
の
会
の
特
徴
は
、県
内
各
地
か
ら
参
加
す

る
人
た
ち
が
、森
の
整
備
や
、動
植
物
調
べ
に

熱
心
な
人
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
。そ
れ

に
加
え
て
、工
作
作
業
を
得
意
と
す
る
人
た

ち
も
揃
っ
て
い
る
こ
と
で
、竹
な
ど
の
伐
採

や
、テ
ン
ト
や
ト
イ
レ
な
ど
の
製
作
も
し
て
い

ま
す
。両
者
が
協
力
す
る
こ
と
で
、森
が
保
た

れ
て
い
る
の
で
す
」と
い
う
の
は
前
代
表
の

真
鍋
昌
義
さ
ん
だ
。貴
重
な
自
然
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
、活
動
は
慎
重
の
上
に
慎
重
を

重
ね
て
い
る
。県
内
に
80
本
し
か
な
い
絶
滅

危
惧
種
の
ヒ
メ
コ
マ
ツ
を
、こ
の
島
に
植
樹

し
た
際
に
は
、そ
の
是
非
に
つ
い
て
メ
ン
バ
ー

同
士
で
激
論
が
交
さ
れ
た
。保
全
活
動
に

対
す
る
姿
勢
は
真
剣
そ
の
も
の
だ
。

　

こ
の
日
行
わ
れ
た
の
は
キ
ノ
コ
の
観
察

会
。講
師
は
県
立
中
央
博
物
館
で
キ
ノ
コ
研

究
を
行
う
吹
春
俊
光
さ
ん
だ
。「
キ
ノ
コ
研

究
は
し
っ
か
り
と
し
た
森
が
な
い
と
で
き
ま

せ
ん
。そ
の
点
で
も
こ
の
森
は
非
常
に
貴
重

な
存
在
で
す
」。参
加
者
た
ち
が
島
内
各
所

で
キ
ノ
コ
を
採
取
。集
ま
っ
た
46
種
類
の
キ

ノ
コ
に
つ
い
て
の
吹
春
さ
ん
の
解
説
に
熱
心

に
耳
を
傾
け
、メ
モ
を
取
る
。「
地
元
の
人
し

か
知
ら
な
い
よ
う
な

キ
ノ
コ
も
あ
り
、と
て

も
興
味
深
い
で
す
ね
。

こ
れ
が
千
葉
県
の
も

と
も
と
の
自
然
か
と

思
う
と
ワ
ク
ワ
ク
し

ま
す
」と
千
葉
市
の

公
務
員
の
降
幡
治
幸

さ
ん
。ア
ウ
ト
ド
ア
や

植
物
な
ど
の
趣
味
を

通
し
て
、幅
広
い
年
齢

や
職
業
の
人
と
話
す

こ
と
を
楽
し
ん
で
い

る
。同
じ
く
会
の
活

動
を
通
じ
て
仲
間
が

で
き
た
と
い
う
の
は
、

市
原
か
ら
参
加
し
て

い
る
山
口
衛
さ
ん
だ
。

「
木
の
伐
採
な
ど
日
ご
ろ
体
験
で
き
な
い
こ

と
に
も
挑
戦
で
き
ま
す
。こ
の
会
は
学
術
的

に
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
知
的
好
奇
心
も

刺
激
さ
れ
ま
す
」と
楽
し
そ
う
に
語
る
。実

際
に
こ
の
島
で
研
究
を
行
い
、学
術
論
文
と

し
て
発
表
し
た
人
も
い
る
。東
京
大
学
大
学

院
の
ミ・ル
イ
ン
さ
ん
は
、３
年
が
か
り
で
ク

ロ
ム
ヨ
ウ
ラ
ン
と
い
う
植
物
が
菌
類
と
共
生

す
る
関
係
を
研
究
し
、修
士
論
文
に
ま
と
め

た
。「
ク
ロ
ム
ヨ
ウ
ラ
ン
の
生
育
に
最
適
な
素

晴
ら
し
い
環
境
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。い
き

い
き
と
活
動
す
る
会
員
の
皆
さ
ん
の
協
力

が
あ
っ
て
こ
そ
、研
究
が
で
き
た
と
感
謝
し

て
い
ま
す
」。

　
一
般
参
加
し
た
加
藤
恵
美
子
さ
ん
は「
数

百
年
の
時
間
を
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
き
た

よ
う
な
森
」と
表
現
す
る
。自
然
に
関
す
る

ブ
ロ
グ
を
運
営
す
る
加
藤
さ
ん
は
、生
き
物

と
樹
木
、菌
類
な
ど
が
密
接
に
関
わ
り
な
が

ら
共
存
す
る
こ
の
島
に
、強
い
魅
力
を
感
じ

る
と
い
う
。「
こ
こ
に
し
か
な
い
よ
う
な
動
植

物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。こ
れ
を
守
る
た

め
に
会
の
活
動
に
は
期
待
し
て
い
ま
す
」。

　

こ
う
し
た
会
の
活
動
を
縁
の
下
の
力
持

ち
と
し
て
支
え
る
の
が
、３
代
目
の
代
表
を

務
め
る
久
我
哲
也
さ
ん
だ
。こ
の
地
で
シ
イ

タ
ケ
や
ナ
ラ
タ
ケ
の
栽
培
に
挑
戦
し
て
い

る
。素
人
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、技
術
が
向

上
し
た
。「
四
季
の
移
り
変
わ
り
が
美
し
く
、

自
然
と
笑
顔
が
出
る
素
晴
ら
し
い
環
境
の

な
か
で
、仲
間
作
り
や
研
究
な
ど
、み
ん
な

が
和
気
あ
い
あ
い
と
楽
し
ん
で
欲
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」。千
年
の
長
き
に
わ
た
り
森

を
守
る
の
は
、自
然
や
仲
間
を
愛
す
る
心
だ

と
、こ
の
島
は
教
え
て
く
れ
る
。

ふ
き
は
る

ふ
る
は
た

と
よ
ふ
さ
じ
ま

楽
し
み
な
が
ら
の
活
動
で

学
術
的
な
研
究
を
支
え
る

熱
意
あ
る
保
全
活
動
で

本
来
の
森
が
姿
を
現
し
た

君津市きずな特集
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豊
富
な
名
水
を

す
べ
て
の
工
程
で

吉
崎
酒
造
の
酒
を
つ
く
る
の
は
、
毎
年
秋
の

終
わ
り
に
岩
手
か
ら
や
っ
て
く
る
南
部
杜
氏
。

大
吟
醸
の
「
月
華
」
は
酒
造
好
適
米
の
代
表

格
で
あ
る
山
田
錦
を
40
％
ま
で
精
米
す
る
こ

と
で
、
雑
味
を
廃
し
た
味
わ
い
を
醸
し
出
し

て
い
る
。
酒
造
り
で
は
米
を
洗
い
水
に
浸
け
て

か
ら
蒸
し
、
櫂
入
れ
な
ど
の
昔
な
が
ら
の
作

業
を
行
い
な
が
ら
仕
込
ん
で
瓶
に
詰
め
る
ま

で
、
す
べ
て
同
じ
水
で
行
う
の
が
鉄
則
。
そ

れ
だ
け
に
味
だ
け
で
は
な
く
水
量
に
も
恵
ま

れ
た
久
留
里
の
水
は
、
ま
さ
に
名
水
の
名
に

値
す
る
。
吉
崎
酒
造
で
は
こ
の
ほ
か
、
千
葉

県
産
の
酒
造
好
適
米
を
使
っ
た
純
米
吟
醸
酒

も
造
っ
て
い
る
。
そ
の
年
の
仕
込
み
の
前
に
は
、

神
主
を
呼
ん
で
蔵
で
の
祈
祷
を
欠
か
さ
な
い

と
い
う
。

君
津
市
久
留
里
地
区
の
清
酒

吉崎酒造
〒292-0421 千葉県君津市久留里市場102
TEL 0439-27-2013
http://kichiju-gekka.com/

君津市きずな特集

「
平
成
の
名
水
百
選
」の
一つ
で
あ
る「
久
留
里

の
水
」は
、そ
の
美
味
さ
と
と
も
に
、有
用
な

成
分
を
含
む
水
質
の
良
さ
か
ら「
久
留
里
の

生
き
た
水
」と
も
称
さ
れ
る
。君
津
市
内
に

あ
る
三
石
山
系
に
降
る
雨
が
、長
い
年
月
を

か
け
て
ろ
過
さ
れ
て
地
下
水
脈
を
通
り
、上

総
掘
り（
※
）と
い
う
方
法
で
掘
ら
れ
た
井
戸
か

ら
豊
富
に
噴
出
す
る
。町
の
至
る
と
こ
ろ
に

あ
る
井
戸
に
は
、遠
方
か
ら
水
を
汲
み
に
来

る
人
が
後
を
絶
た
な
い
。久
留
里
の
町
周
辺

に
は
5
軒
の
酒
蔵
が
あ
り
、こ
の
水
を
使
っ
て

酒
を
造
る
蔵
の
ひ
と
つ
が
、県
下
で
も
最
古

の
蔵
で
あ
る
吉
崎
酒
造
で
、「
吉
壽
」の
銘
柄

で
親
し
ま
れ
て
い
る
。創
業
は
１
６
２
４
年

と
い
う
か
ら
間

も
な
く
４
０
０

年
に
も
及
ぶ
。

酒
蔵
は
明
治
の

後
半
に
建
て
ら

ま
れ
た
大
吟
醸「
月
華
」は
、す
っ
き
り
と
し

た
飲
み
口
だ
が
、し
っ
か
り
と
し
た
旨
み
と

華
や
か
な
吟
醸
香
が
口
の
中
に
広
が
る
。

　

吉
崎
さ
ん
は
蔵
を
継
ぐ
と
決
め
て
か
ら
、

そ
れ
ま
で
造
っ
て
い
な
か
っ
た
大
吟
醸
や
純

米
酒
づ
く
り
に
挑
戦
し
て
き
た
。昔
な
が
ら

の
酒
造
り
を
守
り
な
が
ら
も
、付
加
価
値
の

あ
る
新
た
な
試
み
を
し
な
け
れ
ば
、生
き
残

れ
な
い
と
の
危
機
感
か
ら
だ
っ
た
。君
津
市

で
は
昨
年
10
月
に「
君
津
の
地
酒
で
乾
杯
を

推
進
す
る
条
例
」が
施
行
さ
れ
た
が
、そ
れ
を

き
っ
か
け
に
吉
崎
さ
ん
は
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
て
、乾
杯
に
も
使
え
る
、発
泡
す
る
日

本
酒
を
つ
く
り
上
げ
た
。挑
戦
を
後
押
し
す

る
の
は「
少
し
で
も
日
本
酒
に
親
し
む
人
を

増
や
し
た
い
」と
の
思
い
だ
。名
水
の
町
を
盛

り
上
げ
る
た
め
に
、毎
年
10
月
の「
久
留
里

城
ま
つ
り
」で
は
、蔵
の
敷
地
を
琴
の
演
奏
や

お
茶
の
野
点
な
ど
の
会
場
に
提
供
す
る
。久

留
里
の
水
と
酒
を
守
り
、後
世
に
残
し
て
い

く
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
。吉
崎
さ
ん
は

模
索
し
続
け
て
い
る
。

れ
た
も
の
が
今
も
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。

「
同
じ
久
留
里
の
な
か
で
も
井
戸
に
よ
っ
て

深
さ
が
違
う
た
め
、湧
き
出
す
水
の
成
分
も

変
わ
り
ま
す
。５
軒
の
蔵
の
水
も
そ
れ
ぞ
れ

味
わ
い
が
異
な
る
ん
で
す
」と
教
え
て
く
れ

た
の
は
、35
歳
で
17
代
目
当
主
と
な
っ
た

吉
崎
明
夫
さ
ん
。吉
崎
酒
造
の
水
は
地
下

５
０
０
メ
ー
ト
ル
か
ら
噴
き
出
し
、や
さ
し

く
や
わ
ら
か
な
味
わ
い
だ
。そ
の
水
で
仕
込

５
軒
の
蔵
ご
と
に
異
な
る

水
の
味
が
酒
の
個
性
に
な
る

久
留
里
の
生
き
た
水
で
仕
込
む

県
下
最
古
の
蔵
の
大
吟
醸
酒

当主の吉崎明夫さん（写真中央）

※上総堀りは「きずな」 7号でも紹介しております。
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文
字
数
で
は
源
氏
物
語
の
２
倍
に
も
な

る
と
い
う
南
総
里
見
八
犬
伝
。長
大
な
物
語

の
最
初
の
大
き
な
山
場
は
、自
害
し
た
伏
姫

の
数
珠
か
ら
８
つ
の
玉
が
飛
び
去
っ
て
行
く

場
面
で
し
ょ
う
。そ
の
伏
姫
が
籠
も
って
い
た

と
さ
れ
る
洞
窟
が
あ
る
富
山（
※
原
作
で
は

と
や
ま
）か
ら
、今
回
の
旅
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
ょ
う
。富
山
は
北
峰
と
南
峰
の
二
つ
の

山
頂
を
持
ち
、ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
も

知
ら
れ
る
山
。伏
姫
籠
窟
へ
の
入
口
と
な
る

山
門
ま
で
は
車
で
も
行
け
ま
す
が
、そ
こ
か

ら
先
は
徒
歩
。山
門
を
く
ぐ
る
と
ま
ず
見
つ

か
る
の
が
、八
房
を
祀
っ
た
と
さ
れ
る
犬
塚
で

す
。八
犬
伝
は
も
ち
ろ
ん
馬
琴
の
想
像
力
の

産
物
で
、物
語
と
史
実
の
間
に
は
多
く
の
違

義
実
の
居
城
と
さ
れ
て
い
ま
す
。麓
の
駐
車

場
か
ら
城
址
へ
と
続
く
山
道
は
細
く
、鬱
蒼

と
し
た
林
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。標
高
こ
そ

高
く
は
な
い
も
の
の
、敵
を
拒
む
道
は
起
伏

が
あ
り
決
し
て
歩
き
や
す
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
後
の
急
な
階
段
を
上
る
と
そ
こ
に
小

さ
な
展
望
台
が
建
ち
、か
た
わ
ら
に
八
房
の

背
に
乗
っ
た
伏
姫
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。さ
ら
に
進
む
と
、山
の
上
に
建
て

ら
れ
た
鉄
塔
の
か
た
わ
ら
に
は
、滝
田
城
址

と
い
う
標
識
が
立
ち
、も
は
や
城
の
姿
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

物
語
で
は
里
見
義
実
の
家
臣
と
し
て
、出

家
し
て
ゝ
大
法
師
と
な
っ
た
金
碗
大
輔
が
、

住
職
に
納
ま
っ
た
と
さ
れ
る
寺
が
延
命
寺
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
境
内
の一角
に
は
、

里
見
家
の
墓
が
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。そ
の
里
見
氏
が
安
房
の
国
を
支
配
す

る
拠
点
と
な
っ
た
の
は
稲
村
城
で
す
。里
山

の
上
に
は
城
の
姿
は
な
く
、わ
ず
か
に
石
組

み
や
井
戸
な
ど
が
残
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。

　

歴
史
の
跡
を
求
め
て
車
を
走
ら
せ
る
と
、

気
づ
か
さ
れ
る
の
が
千
葉
の
豊
か
な
自
然
で

す
。南
房
総
に
は
地
元
の
特
産

品
を
活
か
し
た
、個
性
的
な
道
の

駅
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。千

葉
県
初
の
道
の
駅
と
し
て
オ
ー

プ
ン
し
た
の
が「
枇
杷
倶
楽
部
」。

花
畑
を
眺
め
な
が
ら
く
つ
ろ
げ
る

オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
カ
フェや
貸
ギ
ャ

ラ
リ
ー
な
ど
が
あ
り
、び
わ
狩
り

や
い
ち
ご
狩
り
な
ど
も
楽
し
め

ま
す
。「
鄙
の
里
」は
自
社
工
場

と
し
て
、八
犬
伝
の
版
本
や
名
場
面
の
錦
絵
、

登
場
人
物
が
描
か
れ
た
凧
絵
、八
犬
伝
の
名

場
面
の
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
資
料

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。天
守
閣
を
見
た
後

に
、坂
道
を
下
り
て
立
ち
寄
っ
て
み
た
い
の

が
、城
山
公
園
内
に
あ
る
館
山
市
立
博
物

館
本
館
。里
見
氏
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

展
示
や
、安
房
地
方
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介

す
る
、歴
史
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
見
ご
た
え
の

あ
る
博
物
館
で
す
。

　

毎
年
10
月
に
館
山
市
で
開
催
さ
れ
る
の

が
、「
南
総
里
見
ま
つ
り
」。全
国
か
ら
募
っ
た

八
犬
士
が
参
加
す
る
戦
国
武
者
行
列
の
ほ

か
、市
内
か
ら
集
ま
っ
た
山
車
や
神
輿
が
練

り
歩
き
、ま
さ
に
八
犬
伝
の
舞
台
を
彩
る
に

ふ
さ
わ
し
い一大
イ
ベン
ト
で
す
。フ
ィ
ナ
ー
レ

は
花
火
大
会
。鏡
ヶ
浦
と
も
呼
ば
れ
る
館
山

湾
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
は
消
え
る
花
火
を
、

祭
り
が
行
わ
れ
る
北
条
海
岸
か
ら
眺
め
る

と
、里
見
氏
の
栄
枯
盛
衰
を
物
語
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

い
も
あ
り
ま
す
。八
房
も
架
空
の
存
在
で
す

が
、犬
塚
や
伏
姫
籠
窟
が
残
さ
れ
て
い
る
の

は
、物
語
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
い
た
と
い
う
証

で
し
ょ
う
。伏
姫
籠
窟
ま
で
は
２
０
０
段
ほ

ど
の
階
段
を
上
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
北
峰
、南
峰
に
続
く
山
道
は
ア
ッ
プ

ダ
ウ
ン
が
激
し
く
、健
脚
の
人
に
も
少
し
き
つ

い
コ
ー
ス
。人
を
寄
せ
付
け
ま
い
と
す
る
伏
姫

の
思
い
が
伝
わ
って
く
る
よ
う
で
す
。富
山
に

は
、八
犬
士
が
余
生
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
、

「
南
総
里
見
八
犬
士
終
焉
の
地
」も
あ
り
ま

す
。

　

南
房
総
や
館
山
に
は
、里
見
氏
ゆ
か
り
の

地
が
数
多
く
点
在
し
ま
す
。犬
掛
古
戦
場

は
里
見
氏
が
骨
肉
の
争
い
を
演
じ
た
場
所
。

今
は
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
り「
兵
ど

も
が
夢
の
あ
と
」と
い
う
句
を
思
い
起
こ
さ

せ
ま
す
。八
房
が
敵
将
の
首
を
獲
っ
て
き
た

舞
台
と
な
っ
た
滝
田
城
は
、物
語
で
は
里
見

館
山
市
・
南
房
総
市

 ふせ  ひめ  ろう  くつ  さん  もん

伏姫籠窟山門
籠窟へと続く道の入口につくられた山門は
風情に満ちています。

館山城からみた鏡ヶ浦
天守閣からは館山市街と、鏡ヶ浦と呼ば
れる館山湾が広がり、しばし時を忘れます。

物
語
と
里
見
氏
の
歴
史
が
交
錯
す
る

「
南
総
里
見
八
犬
伝
」の
舞
台
。

で
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
乳
製
品
や
、地
元
・

三
芳
村
で
と
れ
た
新
鮮
野
菜
を
直
接
購
入

で
き
る
と
こ
ろ
が
特
色
。観
光
客
ば
か
り
で

は
な
く
、地
元
の
人
た
ち
が
よ
く
来
店
す
る

こ
と
か
ら
も
、そ
の
人
気
ぶ
り
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

館
山
の
街
を
見
下
ろ
す
城
山
公
園
の
丘

の
上
に
あ
る
の
が
、里
見
氏
の
居
城
の一つ
、館

山
城
。城
の
あ
る
山
が「
館
山
」の
地
名
の
由

来
と
な
って
い
ま
す
。現
在
の
天
守
閣
は
１
９

８
２
年
に
福
井
の
丸
岡
城
を
模
し
て
造
ら
れ

た
も
の
で
、そ
の
堂
々
と
し
た
姿
は
や
は
り

壮
観
で
す
。館
山
城
の
中
は
八
犬
伝
博
物
館

南
総
里
見
八
犬
伝
は
曲
亭
馬
琴
が
48
歳
か
ら
28
年
の
歳
月
を
か
け
て
書
き
上
げ
た
、

全
１
０
６
冊
に
も
お
よ
ぶ
江
戸
後
期
の
戯
作
文
学
の
大
傑
作
で
す
。

勧
善
懲
悪
が
テ
ー
マ
の
波
瀾
に
富
ん
だ
歴
史
ロ
マ
ン
は
庶
民
に
大
き
な
人
気
を
博
し
、

現
在
も
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
マ
ン
ガ
な
ど
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
八
犬
伝
の
中
心
的
な
舞
台
と
な
っ
た
南
房
総
で
、
物
語
の
世
界
を
訪
ね
ま
す
。

 とみ  さん

富山からの眺め
北峰（349ｍ）と南峰（342ｍ）の二つの山
頂をもつ富山。頂上からは東京湾が見下ろ
せます。登る場合にはしっかりとしたトレッキ
ングシューズなどを着用しましょう。

伏姫八房像

室
町
時
代
後
期
、安
房

国
の
領
主・里
見
義
実
が
愛
犬
の
八
房
に

「
敵
将
の
首
を
獲
っ
て
き
た
ら
娘
の
伏
姫

を
与
え
る
」と
戯
れ
に
告
げ
た
こ
と
か
ら
、

伏
姫
と
八
房
は
夫
婦
と
し
て
富
山
の
洞
窟

に
籠
っ
て
し
ま
い
ま
す
。自
害
す
る
運
命

と
な
っ
た
伏
姫
が
持
つ
数
珠
か
ら
、８
つ
の

玉
が
宙
に
飛
び
去
り
ま
す
。家
臣
の
金
碗

大
輔
は
玉
を
捜
す
た
め
に
出
家
し
て
全

国
を
行
脚
し
、玉
を
持
つ
８
人
の
剣
士
と

の
運
命
的
な
出
会
い
を
果
た
し
ま
す
。集

結
し
た
八
犬
士
は
一
致
団
結
し
て
、里
見

家
の
危
機
を
救
う
と
い
う
物
語
で
す
。

あ
ら
す
じ

写真提供：館山市

写真提供：南房総市
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館
山
バ
イ
パ
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富
津
館
山

道
路

J
R
内
房
線

富浦駅

那古船形駅

館山駅

安房勝山駅

岩井駅
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重
駅
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道の駅
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文
字
数
で
は
源
氏
物
語
の
２
倍
に
も
な

る
と
い
う
南
総
里
見
八
犬
伝
。長
大
な
物
語

の
最
初
の
大
き
な
山
場
は
、自
害
し
た
伏
姫

の
数
珠
か
ら
８
つ
の
玉
が
飛
び
去
っ
て
行
く

場
面
で
し
ょ
う
。そ
の
伏
姫
が
籠
も
って
い
た

と
さ
れ
る
洞
窟
が
あ
る
富
山（
※
原
作
で
は

と
や
ま
）か
ら
、今
回
の
旅
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
ょ
う
。富
山
は
北
峰
と
南
峰
の
二
つ
の

山
頂
を
持
ち
、ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
も

知
ら
れ
る
山
。伏
姫
籠
窟
へ
の
入
口
と
な
る

山
門
ま
で
は
車
で
も
行
け
ま
す
が
、そ
こ
か

ら
先
は
徒
歩
。山
門
を
く
ぐ
る
と
ま
ず
見
つ

か
る
の
が
、八
房
を
祀
っ
た
と
さ
れ
る
犬
塚
で

す
。八
犬
伝
は
も
ち
ろ
ん
馬
琴
の
想
像
力
の

産
物
で
、物
語
と
史
実
の
間
に
は
多
く
の
違

義
実
の
居
城
と
さ
れ
て
い
ま
す
。麓
の
駐
車

場
か
ら
城
址
へ
と
続
く
山
道
は
細
く
、鬱
蒼

と
し
た
林
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。標
高
こ
そ

高
く
は
な
い
も
の
の
、敵
を
拒
む
道
は
起
伏

が
あ
り
決
し
て
歩
き
や
す
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
後
の
急
な
階
段
を
上
る
と
そ
こ
に
小

さ
な
展
望
台
が
建
ち
、か
た
わ
ら
に
八
房
の

背
に
乗
っ
た
伏
姫
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。さ
ら
に
進
む
と
、山
の
上
に
建
て

ら
れ
た
鉄
塔
の
か
た
わ
ら
に
は
、滝
田
城
址

と
い
う
標
識
が
立
ち
、も
は
や
城
の
姿
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

物
語
で
は
里
見
義
実
の
家
臣
と
し
て
、出

家
し
て
ゝ
大
法
師
と
な
っ
た
金
碗
大
輔
が
、

住
職
に
納
ま
っ
た
と
さ
れ
る
寺
が
延
命
寺
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
境
内
の一角
に
は
、

里
見
家
の
墓
が
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。そ
の
里
見
氏
が
安
房
の
国
を
支
配
す

る
拠
点
と
な
っ
た
の
は
稲
村
城
で
す
。里
山

の
上
に
は
城
の
姿
は
な
く
、わ
ず
か
に
石
組

み
や
井
戸
な
ど
が
残
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。

　

歴
史
の
跡
を
求
め
て
車
を
走
ら
せ
る
と
、

気
づ
か
さ
れ
る
の
が
千
葉
の
豊
か
な
自
然
で

す
。南
房
総
に
は
地
元
の
特
産

品
を
活
か
し
た
、個
性
的
な
道
の

駅
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。千

葉
県
初
の
道
の
駅
と
し
て
オ
ー

プ
ン
し
た
の
が「
枇
杷
倶
楽
部
」。

花
畑
を
眺
め
な
が
ら
く
つ
ろ
げ
る

オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
カ
フェや
貸
ギ
ャ

ラ
リ
ー
な
ど
が
あ
り
、び
わ
狩
り

や
い
ち
ご
狩
り
な
ど
も
楽
し
め

ま
す
。「
鄙
の
里
」は
自
社
工
場

と
し
て
、八
犬
伝
の
版
本
や
名
場
面
の
錦
絵
、

登
場
人
物
が
描
か
れ
た
凧
絵
、八
犬
伝
の
名

場
面
の
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
資
料

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。天
守
閣
を
見
た
後

に
、坂
道
を
下
り
て
立
ち
寄
っ
て
み
た
い
の

が
、城
山
公
園
内
に
あ
る
館
山
市
立
博
物

館
本
館
。里
見
氏
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

展
示
や
、安
房
地
方
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介

す
る
、歴
史
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
見
ご
た
え
の

あ
る
博
物
館
で
す
。

　

毎
年
10
月
に
館
山
市
で
開
催
さ
れ
る
の

が
、「
南
総
里
見
ま
つ
り
」。全
国
か
ら
募
っ
た

八
犬
士
が
参
加
す
る
戦
国
武
者
行
列
の
ほ

か
、市
内
か
ら
集
ま
っ
た
山
車
や
神
輿
が
練

り
歩
き
、ま
さ
に
八
犬
伝
の
舞
台
を
彩
る
に

ふ
さ
わ
し
い一大
イ
ベン
ト
で
す
。フ
ィ
ナ
ー
レ

は
花
火
大
会
。鏡
ヶ
浦
と
も
呼
ば
れ
る
館
山

湾
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
は
消
え
る
花
火
を
、

祭
り
が
行
わ
れ
る
北
条
海
岸
か
ら
眺
め
る

と
、里
見
氏
の
栄
枯
盛
衰
を
物
語
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

い
も
あ
り
ま
す
。八
房
も
架
空
の
存
在
で
す

が
、犬
塚
や
伏
姫
籠
窟
が
残
さ
れ
て
い
る
の

は
、物
語
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
い
た
と
い
う
証

で
し
ょ
う
。伏
姫
籠
窟
ま
で
は
２
０
０
段
ほ

ど
の
階
段
を
上
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
北
峰
、南
峰
に
続
く
山
道
は
ア
ッ
プ

ダ
ウ
ン
が
激
し
く
、健
脚
の
人
に
も
少
し
き
つ

い
コ
ー
ス
。人
を
寄
せ
付
け
ま
い
と
す
る
伏
姫

の
思
い
が
伝
わ
って
く
る
よ
う
で
す
。富
山
に

は
、八
犬
士
が
余
生
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
、

「
南
総
里
見
八
犬
士
終
焉
の
地
」も
あ
り
ま

す
。

　

南
房
総
や
館
山
に
は
、里
見
氏
ゆ
か
り
の

地
が
数
多
く
点
在
し
ま
す
。犬
掛
古
戦
場

は
里
見
氏
が
骨
肉
の
争
い
を
演
じ
た
場
所
。

今
は
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
り「
兵
ど

も
が
夢
の
あ
と
」と
い
う
句
を
思
い
起
こ
さ

せ
ま
す
。八
房
が
敵
将
の
首
を
獲
っ
て
き
た

舞
台
と
な
っ
た
滝
田
城
は
、物
語
で
は
里
見

 い ぬ か け

犬掛古戦場
八犬伝は里見家の内紛を予見した八犬士が、忽然と姿を消して
終わります。その血族同士が戦う舞台となったのが犬掛古戦場。
近くには里見義通・義豊の墓や八房の像などがあります。

 ふせ  ひめ  ろう  くつ

伏姫籠窟
伏姫と八房が暮らしたとされる洞窟。
内部には8つの玉が飾られています。

滝田城址
物語の序章の舞台となった滝田城は、遠見山という山の
上にありました。上りきったところには展望台がありますが、
現在は立ち入りができません。
●南房総市上滝田

で
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
乳
製
品
や
、地
元
・

三
芳
村
で
と
れ
た
新
鮮
野
菜
を
直
接
購
入

で
き
る
と
こ
ろ
が
特
色
。観
光
客
ば
か
り
で

は
な
く
、地
元
の
人
た
ち
が
よ
く
来
店
す
る

こ
と
か
ら
も
、そ
の
人
気
ぶ
り
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

館
山
の
街
を
見
下
ろ
す
城
山
公
園
の
丘

の
上
に
あ
る
の
が
、里
見
氏
の
居
城
の一つ
、館

山
城
。城
の
あ
る
山
が「
館
山
」の
地
名
の
由

来
と
な
って
い
ま
す
。現
在
の
天
守
閣
は
１
９

８
２
年
に
福
井
の
丸
岡
城
を
模
し
て
造
ら
れ

た
も
の
で
、そ
の
堂
々
と
し
た
姿
は
や
は
り

壮
観
で
す
。館
山
城
の
中
は
八
犬
伝
博
物
館

な
ん
そ
う
さ
と 

み 

は
ち
け
ん 

し 

し
ゅ
う
え
ん

の
ど
か
な
田
園
地
帯
に
残
る

兵
ど
も
が
夢
の
あ
と
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２
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８
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さ
れ
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ち
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て
も
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れ
る
山
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姫
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山
門
ま
で
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車
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け
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は
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歩
。山
門
を
く
ぐ
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と
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つ

か
る
の
が
、八
房
を
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っ
た
と
さ
れ
る
犬
塚
で

す
。八
犬
伝
は
も
ち
ろ
ん
馬
琴
の
想
像
力
の

産
物
で
、物
語
と
史
実
の
間
に
は
多
く
の
違

義
実
の
居
城
と
さ
れ
て
い
ま
す
。麓
の
駐
車

場
か
ら
城
址
へ
と
続
く
山
道
は
細
く
、鬱
蒼

と
し
た
林
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。標
高
こ
そ

高
く
は
な
い
も
の
の
、敵
を
拒
む
道
は
起
伏

が
あ
り
決
し
て
歩
き
や
す
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
後
の
急
な
階
段
を
上
る
と
そ
こ
に
小

さ
な
展
望
台
が
建
ち
、か
た
わ
ら
に
八
房
の

背
に
乗
っ
た
伏
姫
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。さ
ら
に
進
む
と
、山
の
上
に
建
て

ら
れ
た
鉄
塔
の
か
た
わ
ら
に
は
、滝
田
城
址

と
い
う
標
識
が
立
ち
、も
は
や
城
の
姿
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

物
語
で
は
里
見
義
実
の
家
臣
と
し
て
、出

家
し
て
ゝ
大
法
師
と
な
っ
た
金
碗
大
輔
が
、

住
職
に
納
ま
っ
た
と
さ
れ
る
寺
が
延
命
寺
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
境
内
の一角
に
は
、

里
見
家
の
墓
が
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。そ
の
里
見
氏
が
安
房
の
国
を
支
配
す

る
拠
点
と
な
っ
た
の
は
稲
村
城
で
す
。里
山

の
上
に
は
城
の
姿
は
な
く
、わ
ず
か
に
石
組

み
や
井
戸
な
ど
が
残
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。

　

歴
史
の
跡
を
求
め
て
車
を
走
ら
せ
る
と
、

気
づ
か
さ
れ
る
の
が
千
葉
の
豊
か
な
自
然
で

す
。南
房
総
に
は
地
元
の
特
産

品
を
活
か
し
た
、個
性
的
な
道
の

駅
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。千

葉
県
初
の
道
の
駅
と
し
て
オ
ー

プ
ン
し
た
の
が「
枇
杷
倶
楽
部
」。

花
畑
を
眺
め
な
が
ら
く
つ
ろ
げ
る

オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
カ
フェや
貸
ギ
ャ

ラ
リ
ー
な
ど
が
あ
り
、び
わ
狩
り

や
い
ち
ご
狩
り
な
ど
も
楽
し
め

ま
す
。「
鄙
の
里
」は
自
社
工
場

と
し
て
、八
犬
伝
の
版
本
や
名
場
面
の
錦
絵
、

登
場
人
物
が
描
か
れ
た
凧
絵
、八
犬
伝
の
名

場
面
の
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
資
料

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。天
守
閣
を
見
た
後

に
、坂
道
を
下
り
て
立
ち
寄
っ
て
み
た
い
の

が
、城
山
公
園
内
に
あ
る
館
山
市
立
博
物

館
本
館
。里
見
氏
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

展
示
や
、安
房
地
方
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介

す
る
、歴
史
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
見
ご
た
え
の

あ
る
博
物
館
で
す
。

　

毎
年
10
月
に
館
山
市
で
開
催
さ
れ
る
の

が
、「
南
総
里
見
ま
つ
り
」。全
国
か
ら
募
っ
た

八
犬
士
が
参
加
す
る
戦
国
武
者
行
列
の
ほ

か
、市
内
か
ら
集
ま
っ
た
山
車
や
神
輿
が
練

り
歩
き
、ま
さ
に
八
犬
伝
の
舞
台
を
彩
る
に

ふ
さ
わ
し
い一大
イ
ベン
ト
で
す
。フ
ィ
ナ
ー
レ

は
花
火
大
会
。鏡
ヶ
浦
と
も
呼
ば
れ
る
館
山

湾
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
は
消
え
る
花
火
を
、

祭
り
が
行
わ
れ
る
北
条
海
岸
か
ら
眺
め
る

と
、里
見
氏
の
栄
枯
盛
衰
を
物
語
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

い
も
あ
り
ま
す
。八
房
も
架
空
の
存
在
で
す

が
、犬
塚
や
伏
姫
籠
窟
が
残
さ
れ
て
い
る
の

は
、物
語
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
い
た
と
い
う
証

で
し
ょ
う
。伏
姫
籠
窟
ま
で
は
２
０
０
段
ほ

ど
の
階
段
を
上
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
北
峰
、南
峰
に
続
く
山
道
は
ア
ッ
プ

ダ
ウ
ン
が
激
し
く
、健
脚
の
人
に
も
少
し
き
つ

い
コ
ー
ス
。人
を
寄
せ
付
け
ま
い
と
す
る
伏
姫

の
思
い
が
伝
わ
って
く
る
よ
う
で
す
。富
山
に

は
、八
犬
士
が
余
生
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
、

「
南
総
里
見
八
犬
士
終
焉
の
地
」も
あ
り
ま

す
。

　

南
房
総
や
館
山
に
は
、里
見
氏
ゆ
か
り
の

地
が
数
多
く
点
在
し
ま
す
。犬
掛
古
戦
場

は
里
見
氏
が
骨
肉
の
争
い
を
演
じ
た
場
所
。

今
は
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
り「
兵
ど

も
が
夢
の
あ
と
」と
い
う
句
を
思
い
起
こ
さ

せ
ま
す
。八
房
が
敵
将
の
首
を
獲
っ
て
き
た

舞
台
と
な
っ
た
滝
田
城
は
、物
語
で
は
里
見

「完熟びわゼリー」
富浦で250年ほど前から栽培され
てきた特産の枇杷を使った「完熟び
わゼリー」は枇杷のさわやかな香り
が口いっぱいに広がります。

延命寺
この寺ではベストセラーとなった絵
本「絵本地獄」のもととなった市
指定文化財「地獄・極楽絵図」を
所蔵。毎年8月の公開日には多く
の見学者が訪れます。
●南房総市本織2014-1
●0470-36-2166

農村レストラン　カントリーマム
「鄙の里」内にある、三芳地区の有機栽培農園で採れた
野菜を使った料理の店。朝獲れ野菜を使った「野菜かき
揚げ丼」が大人気。
●営業時間　11：00～17：00
●定休日　不定休
●南房総市川田82-1
　（道の駅「三芳村」鄙の里内）
●0470-36-4436

館山城・館山市立博物館本館（城山公園）
館山城は1591年に里見氏の本拠となりましたが、江戸時代初期に廃城となりました。館内に
はＮＨＫで放映された人形ドラマ「新八犬伝」の貴重なビデオが放映されています。博物館では、
170年にわたって安房国を治めた戦国武将の里見氏と、安房の歴史や民俗が紹介されてい
ます。日曜・祝日には甲冑の着用体験も行われます。
●開館時間　9：00～16：45　入館は16：30まで　
●定休日　月曜（祝日の場合は開館し、翌平日は休館）、年末年始
●観覧料　一般300円（250円）　小学生～高校生150円（100円）　
　※館山城と館山市立博物館本館は共通入場券　※カッコ内は20名以上の団体料金　
　※特別展開催中は別料金
●館山市館山351-2　城山公園内　●0470-23-5212

で
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
乳
製
品
や
、地
元
・

三
芳
村
で
と
れ
た
新
鮮
野
菜
を
直
接
購
入

で
き
る
と
こ
ろ
が
特
色
。観
光
客
ば
か
り
で

は
な
く
、地
元
の
人
た
ち
が
よ
く
来
店
す
る

こ
と
か
ら
も
、そ
の
人
気
ぶ
り
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

館
山
の
街
を
見
下
ろ
す
城
山
公
園
の
丘

の
上
に
あ
る
の
が
、里
見
氏
の
居
城
の一つ
、館

山
城
。城
の
あ
る
山
が「
館
山
」の
地
名
の
由

来
と
な
って
い
ま
す
。現
在
の
天
守
閣
は
１
９

８
２
年
に
福
井
の
丸
岡
城
を
模
し
て
造
ら
れ

た
も
の
で
、そ
の
堂
々
と
し
た
姿
は
や
は
り

壮
観
で
す
。館
山
城
の
中
は
八
犬
伝
博
物
館

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  び 　 わ 　 く 　 ら 　 ぶ

道の駅とみうら 枇杷倶楽部
2000年に全国道の駅グランプリで最優秀賞を受賞し
た枇杷倶楽部。地元名産の「房州びわ」を使った「完熟
びわゼリー」をはじめとするスイーツやデザートなど、オリジ
ナル商品が好評です。
●営業時間　10：00～18：00
●定休日　年中無休
　（レストラン等が一部お休みの場合が数日あり）
●南房総市富浦町青木123-1　
●0470-33-4611

三芳地区の酪農家から仕入れる
生乳を使ったソフトクリームや、搾り
たての牛乳を使った乳製品が自慢。
●営業時間　9：00～17：00
　（3月～9月は17：30まで）
●定休日　不定休
●南房総市川田82-2
●0470-36-4116

道の駅「三芳村」
 ひ な 　

鄙の里

ち
ゅ 

だ
い

ふ
も
と

う
っ
そ
う

か
な
ま
り

び
　
わ
　
く
　
ら
　
ぶ

ひ
な
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文
字
数
で
は
源
氏
物
語
の
２
倍
に
も
な

る
と
い
う
南
総
里
見
八
犬
伝
。長
大
な
物
語

の
最
初
の
大
き
な
山
場
は
、自
害
し
た
伏
姫

の
数
珠
か
ら
８
つ
の
玉
が
飛
び
去
っ
て
行
く

場
面
で
し
ょ
う
。そ
の
伏
姫
が
籠
も
って
い
た

と
さ
れ
る
洞
窟
が
あ
る
富
山（
※
原
作
で
は

と
や
ま
）か
ら
、今
回
の
旅
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
ょ
う
。富
山
は
北
峰
と
南
峰
の
二
つ
の

山
頂
を
持
ち
、ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
も

知
ら
れ
る
山
。伏
姫
籠
窟
へ
の
入
口
と
な
る

山
門
ま
で
は
車
で
も
行
け
ま
す
が
、そ
こ
か

ら
先
は
徒
歩
。山
門
を
く
ぐ
る
と
ま
ず
見
つ

か
る
の
が
、八
房
を
祀
っ
た
と
さ
れ
る
犬
塚
で

す
。八
犬
伝
は
も
ち
ろ
ん
馬
琴
の
想
像
力
の

産
物
で
、物
語
と
史
実
の
間
に
は
多
く
の
違

義
実
の
居
城
と
さ
れ
て
い
ま
す
。麓
の
駐
車

場
か
ら
城
址
へ
と
続
く
山
道
は
細
く
、鬱
蒼

と
し
た
林
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。標
高
こ
そ

高
く
は
な
い
も
の
の
、敵
を
拒
む
道
は
起
伏

が
あ
り
決
し
て
歩
き
や
す
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
後
の
急
な
階
段
を
上
る
と
そ
こ
に
小

さ
な
展
望
台
が
建
ち
、か
た
わ
ら
に
八
房
の

背
に
乗
っ
た
伏
姫
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。さ
ら
に
進
む
と
、山
の
上
に
建
て

ら
れ
た
鉄
塔
の
か
た
わ
ら
に
は
、滝
田
城
址

と
い
う
標
識
が
立
ち
、も
は
や
城
の
姿
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

物
語
で
は
里
見
義
実
の
家
臣
と
し
て
、出

家
し
て
ゝ
大
法
師
と
な
っ
た
金
碗
大
輔
が
、

住
職
に
納
ま
っ
た
と
さ
れ
る
寺
が
延
命
寺
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
境
内
の一角
に
は
、

里
見
家
の
墓
が
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。そ
の
里
見
氏
が
安
房
の
国
を
支
配
す

る
拠
点
と
な
っ
た
の
は
稲
村
城
で
す
。里
山

の
上
に
は
城
の
姿
は
な
く
、わ
ず
か
に
石
組

み
や
井
戸
な
ど
が
残
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。

　

歴
史
の
跡
を
求
め
て
車
を
走
ら
せ
る
と
、

気
づ
か
さ
れ
る
の
が
千
葉
の
豊
か
な
自
然
で

す
。南
房
総
に
は
地
元
の
特
産

品
を
活
か
し
た
、個
性
的
な
道
の

駅
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。千

葉
県
初
の
道
の
駅
と
し
て
オ
ー

プ
ン
し
た
の
が「
枇
杷
倶
楽
部
」。

花
畑
を
眺
め
な
が
ら
く
つ
ろ
げ
る

オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
カ
フェや
貸
ギ
ャ

ラ
リ
ー
な
ど
が
あ
り
、び
わ
狩
り

や
い
ち
ご
狩
り
な
ど
も
楽
し
め

ま
す
。「
鄙
の
里
」は
自
社
工
場

と
し
て
、八
犬
伝
の
版
本
や
名
場
面
の
錦
絵
、

登
場
人
物
が
描
か
れ
た
凧
絵
、八
犬
伝
の
名

場
面
の
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
資
料

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。天
守
閣
を
見
た
後

に
、坂
道
を
下
り
て
立
ち
寄
っ
て
み
た
い
の

が
、城
山
公
園
内
に
あ
る
館
山
市
立
博
物

館
本
館
。里
見
氏
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

展
示
や
、安
房
地
方
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介

す
る
、歴
史
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
見
ご
た
え
の

あ
る
博
物
館
で
す
。

　

毎
年
10
月
に
館
山
市
で
開
催
さ
れ
る
の

が
、「
南
総
里
見
ま
つ
り
」。全
国
か
ら
募
っ
た

八
犬
士
が
参
加
す
る
戦
国
武
者
行
列
の
ほ

か
、市
内
か
ら
集
ま
っ
た
山
車
や
神
輿
が
練

り
歩
き
、ま
さ
に
八
犬
伝
の
舞
台
を
彩
る
に

ふ
さ
わ
し
い一大
イ
ベン
ト
で
す
。フ
ィ
ナ
ー
レ

は
花
火
大
会
。鏡
ヶ
浦
と
も
呼
ば
れ
る
館
山

湾
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
は
消
え
る
花
火
を
、

祭
り
が
行
わ
れ
る
北
条
海
岸
か
ら
眺
め
る

と
、里
見
氏
の
栄
枯
盛
衰
を
物
語
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

い
も
あ
り
ま
す
。八
房
も
架
空
の
存
在
で
す

が
、犬
塚
や
伏
姫
籠
窟
が
残
さ
れ
て
い
る
の

は
、物
語
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
い
た
と
い
う
証

で
し
ょ
う
。伏
姫
籠
窟
ま
で
は
２
０
０
段
ほ

ど
の
階
段
を
上
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
北
峰
、南
峰
に
続
く
山
道
は
ア
ッ
プ

ダ
ウ
ン
が
激
し
く
、健
脚
の
人
に
も
少
し
き
つ

い
コ
ー
ス
。人
を
寄
せ
付
け
ま
い
と
す
る
伏
姫

の
思
い
が
伝
わ
って
く
る
よ
う
で
す
。富
山
に

は
、八
犬
士
が
余
生
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
、

「
南
総
里
見
八
犬
士
終
焉
の
地
」も
あ
り
ま

す
。

　

南
房
総
や
館
山
に
は
、里
見
氏
ゆ
か
り
の

地
が
数
多
く
点
在
し
ま
す
。犬
掛
古
戦
場

は
里
見
氏
が
骨
肉
の
争
い
を
演
じ
た
場
所
。

今
は
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
り「
兵
ど

も
が
夢
の
あ
と
」と
い
う
句
を
思
い
起
こ
さ

せ
ま
す
。八
房
が
敵
将
の
首
を
獲
っ
て
き
た

舞
台
と
な
っ
た
滝
田
城
は
、物
語
で
は
里
見

稲村城址
里見義通、義豊の居城だった稲村城。室町時代の遺物も各所
にのこり、歴史的にも貴重なスポットです。
●館山市稲

北条海岸
空気が澄んだ日には北条海岸からは富士山を眺めることができ
ます。夕暮れのその風景は日本の夕陽百景にも選ばれた絶景。

で
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
乳
製
品
や
、地
元
・

三
芳
村
で
と
れ
た
新
鮮
野
菜
を
直
接
購
入

で
き
る
と
こ
ろ
が
特
色
。観
光
客
ば
か
り
で

は
な
く
、地
元
の
人
た
ち
が
よ
く
来
店
す
る

こ
と
か
ら
も
、そ
の
人
気
ぶ
り
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

館
山
の
街
を
見
下
ろ
す
城
山
公
園
の
丘

の
上
に
あ
る
の
が
、里
見
氏
の
居
城
の一つ
、館

山
城
。城
の
あ
る
山
が「
館
山
」の
地
名
の
由

来
と
な
って
い
ま
す
。現
在
の
天
守
閣
は
１
９

８
２
年
に
福
井
の
丸
岡
城
を
模
し
て
造
ら
れ

た
も
の
で
、そ
の
堂
々
と
し
た
姿
は
や
は
り

壮
観
で
す
。館
山
城
の
中
は
八
犬
伝
博
物
館

南総里見まつり
約200人が参加する武者行列パレードの立ち
回りや、演舞、合戦などのパフォーマンスは迫力
満点。夜には山車や神輿に提灯が灯されて幻
想的な雰囲気に。
今年で34回目となる2015年は10月17日（土）
に開催。

写真提供：南房総市

写真提供：館山市

勇
壮
な
館
山
城
の
中
は

八
犬
伝
の
貴
重
な
資
料
が
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