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袖ケ浦海浜公園から金田漁港まで、海
沿いに進んでいく。進行方向右手には、
アクアラインが望め、天候が良く空気が
澄んでいれば富士山も見える場所だが、
この日は霞がかっていて写すことはでき
なかった。陽が傾いてくる頃、アクアラ
インの手前、船溜りの付近に車を停め、
夕陽を追って撮影した。

袖ケ浦公園の上池から袖ケ浦市郷土博物館の裏手にある上総掘りの施設を望む
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きずな特集
伝統の井戸掘り技術を、未来へ受け継ぐ。
袖ケ浦市

内房ならではの上品な味わい
朝獲れの「こち」のお造り

千葉 物語の散歩道
自然と歴史の魅力あふれる

「菜の花ラインに乗りかえて」の舞台
HOUSING　住宅
日常のちょっとした心がけで火災を防ぐ住まいへ。
あらゆる出火原因に対策を立て、類焼も失火も未然に防ぐ

いきいきヘルシーアップ
スポーツが苦手な人も高齢者も
一緒に楽しめる「カローリング」 

健康度チェック＆チェック
第7回首の筋肉の異常により起こる「首コリ病チェック」 

暮らしのマネー情報
NISA（少額投資非課税制度）

エコスマートなまちに学ぼう
私たちの明日が見つかる「千葉のエコ」（銚子市）

育てる 味わう 楽しむ ハーバルライフ
第7回「コモンセージ」
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袖ケ浦市

千葉市

袖ケ浦市 きずな特集
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

伝
統
の
井
戸
掘
り
技
術
を
、

未
来
へ
受
け
継
ぐ
。上

総
掘
り
技
術
伝
承
研
究
会

上
総
掘
り
技
術
伝
承
研
究
会



　

江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
、現
在
の
君
津
市
に
あ

た
る
一
帯
の
中
で
、小
糸
地
区
、小
櫃
地
区
は
農
業

用
水
や
飲
料
水
の
確
保
が
困
難
な
地
域
だ
っ
た
。従

来
の
井
戸
の
掘
り
方
で
は
、水
が
出
る
層
ま
で
到
達

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
ら
の
悩
み
を
解
決

し
た
の
が
、明
治
初
期
に
大
村
安
之
助
、池
田
久
吉
、

池
田
徳
蔵
な
ど
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た「
上
総
掘

り
」と
い
う
掘
削
方
法
。深
い
も
の
で
は
1,
０
0
０

メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
井
戸
を
、わ
ず
か
２
、３
人
で

掘
れ
る
画
期
的
な
上
総
掘
り
は
す
ぐ
に
全
国
へ
と

広
が
り
、温
泉
や
石
油
を
掘
る
の
に
も
使
わ
れ
た
。

や
が
て
機
械
掘
削
の
普
及
で
上
総
掘
り
は
昭
和
40

年
代
に
は
廃
れ
、こ
れ
を
生
業
に
し
て
い
た
人
々
も

転
業
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
。そ
の
技
が
い
ま
見

直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。自
ら
の
手
で
井
戸
を
掘
る
体
験

に
魅
せ
ら
れ
た
人
々
、水
不
足
に
苦
し
む
発
展
途
上

国
で
、費
用
が
か
さ
む
機
械
掘
り
の
代
わ
り
に
上
総

掘
り
を
広
め
る
活
動
。放
っ
て
お
け
ば
消
え
て
し

ま
う
貴
重
な
技
を
受
け
継
ご
う
と
励
む
の
が
、上
総

掘
り
技
術
伝
承
研
究
会
だ
。

袖ケ浦市きずな特集

お 

び
つ



先
人
の
知
恵
が
積
み
重
な
っ
て

完
成
し
た
技
を
、

途
絶
え
さ
せ
な
い
た
め
に
。



「
朝
、田
ん
ぼ
に
行
っ
て
み
る
と
、前
日
に

掘
っ
た
井
戸
か
ら
噴
き
出
し
た
水
で
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
て
い
る
。そ
れ
を
見
た
時
は
、何
と

も
い
え
ず
う
れ
し
か
っ
た
で
す
よ
」。そ
う
眼

を
細
め
る
の
は
、「
上
総
掘
り
技
術
伝
承
研

究
会
」の
代
表
で
あ
る
鶴
岡
正
幸
さ
ん
だ
。

家
は
三
代
に
わ
た
る
上
総
掘
り
職
人
。戦
後

に
な
っ
て
干
ば
つ
や
農
地
解
放
で
井
戸
の
需

要
が
増
え
、鶴
岡
さ
ん
た
ち
は
千
葉
県
内
各

地
で
井
戸
を
掘
っ
て
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
数
、約
２
０
０
本
。木
と
竹
で
足
場
を

組
み
、一
本
の
井
戸
を
１
週
間
か
ら
10
日

か
け
て
掘
る
。移
動
が
多
い
の
で
機
動
性
を

重
視
し
、い
か
に
軽
い
設
備
に
す
る
か
考
え

抜
か
れ
て
い
る
。

「
同
じ
上
総
掘
り
と
い
っ
て
も
、地
域
や

親
方
に
よ
っ
て
設
備
や
道
具
の
使
い
方
、掘

り
方
に
も
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
ス
タ
イ
ル
が

あ
る
ん
で
す
。そ
の
技
術
を
継
承
す
る
職
人

も
、現
在
で
は
３
〜
４
人
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
」。

　

30
歳
を
過
ぎ
て
廃
業
し
、公
務
員
と
な

り
定
年
ま
で
勤
め
た
が
、袖
ケ
浦
市
で
上
総

掘
り
を
保
存
す
る
動
き
が
あ
り
、そ
の
指
導

者
と
し
て
鶴
岡
さ
ん
に
白
羽
の
矢
が
立
っ

た
。別
名「
鶴
岡
塾
」。現
在
、会
員
数
は

20
人
ほ
ど
で
年
齢
も
職
業
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。

袖
ケ
浦
市
郷
土
博
物
館
の
敷
地
内
に
設
置

さ
れ
た
上
総
掘
り
井
戸
に
は
、毎
週
土
曜
日

に
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
各
地
か
ら
会

員
が
集
ま
っ
て
く
る
。県
外
か
ら
参
加
す
る

メ
ン
バ
ー
も
い
る
。朝
か
ら
掘
削
の
準
備
を

し
、設
備
の
組
み
立
て
や
道
具
作
り
、作
業

の
や
り
方
な
ど
を
実
地
で
学
ん
で
い
く
。

完
成
度
の
高
い
技
術
だ
が
危
険
も
伴
い
、

気
の
緩
み
は
足
場
か
ら
の
転
落
な
ど
の

事
故
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。気
を
抜
い
て

鉄
管
の
先
端
を
井
戸
の
底
に
着
け
た
ま
ま

に
す
る
と
、泥
に
埋
ま
っ
て
抜
け
な
く
な
る
。

事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
鶴
岡
さ
ん
は

常
に
目
を
光
ら
せ
る
。注
意
力
を
要
す
る

力
仕
事
だ
が
、井
戸
掘
り
を
学
ぶ
会
員
た
ち

の
表
情
は
楽
し
げ
だ
。土
と
水
と
い
う
自
然

相
手
の
作
業
だ
か
ら
こ
そ
だ
ろ
う
。

　

自
分
で
掘
っ
た
井
戸
の
水
を
畑
に
使
っ
て

み
た
い
と
夫
婦
で
参
加
す
る
人
。人
力
の
み

で
掘
る
合
理
的
な
技
術
に
興
味
を
持
っ
た

人
。参
加
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。

「
完
成
度
の
高
い
技
術
を
、自
然
の
中
で
体

得
で
き
る
の
は
と
て
も
新
鮮
な
体
験
で
し

た
」と
い
う
の
は
藤
代
か
お
る
さ
ん
。海
外
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
上

総
掘
り
の
存
在
を
知
り
、そ
の
虜
に
な
っ
た
。

「
こ
の
会
に
は
以
前
ギ
ニ
ア
出
身
の
ジ
ャ
ロ

さ
ん
と
い
う
人
物
が
、内
戦
と
水
不
足
に
苦

し
む
母
国
の
人
々
の
た
め
に
、上
総
掘
り
を

習
得
し
よ
う
と
参
加
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ

で
発
足
し
た
の
が
”ジ
ャ
ロ
さ
ん
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
“。
平
成
19
年
か
ら
こ
れ
ま
で
２
度
に

わ
た
り
、２
人
の
会
員
が
ジ
ャ
ロ
さ
ん
と
共

に
ギ
ニ
ア
に
渡
航
し
、２
本
の
井
戸
を
掘
り

上
げ
ま
し
た
」。現
在
は
３
度
目
の
渡
航
に

向
け
て
準
備
中
だ
が
、資
金
難
や
現
地
の

政
情
不
安
で
簡
単
に
は
前
進
し
な
い
と

藤
代
さ
ん
は
言
う
。さ
ら
に
、上
総
掘
り
を

世
界
に
広
め
る
に
は
情
報
発
信
も
不
可
欠

だ
。取
材
を
し
た
こ
の
日
、東
京
在
住
の

学
生
が
入
会
し
、得
意
の
英
語
を
活
か
し
て

海
外
向
け
の
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー
ジ
作
り
に
取
り

掛
か
る
手
は
ず
と
な
っ
た
。

　

会
員
の
吉
田
秀
男
さ
ん
も
実
家
が
上
総

掘
り
職
人
だ
っ
た
一
人
。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

フ
ィ
リ
ピ
ン
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
に
赴
き
、

技
術
指
導
を
し
た
経
験
が
あ
る
。

「
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
が
自
力
で
井
戸
を
掘

れ
る
上
総
掘
り
の
技
術
を
、何
と
か
発
展
途

上
国
で
も
活
か
し
て
ほ
し
い
。海
外
だ
け
で
は

な
く
日
本
で
も
、自
分
で
水
を
確
保
す
る
大

変
さ
を
体
験
す
れ
ば
、水
の
大
切
さ
も
あ
ら

た
め
て
感
じ
ら
れ
る
は
ず
。そ
の
た
め
に
も
上

総
掘
り
を
次
世
代
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
ま
す
」。平
成
18
年
、上
総
掘
り
の
技
術

は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
。そ
の
貴
重
な
技
を
必
要
と
す
る
地
域

の
人
々
に
少
し
で
も
早
く
伝
え
よ
う
と
、

彼
ら
は
日
々
、技
術
の
習
得
に
励
ん
で
い
る
。

孟宗竹を割って作った「竹ひご」をつなぎ合わせてロープ状にし、その先に
「ホリテッカン」という鉄の掘削器具を取り付けます。これを地中に下ろして底
を突くように上下に動かし、直径15センチほどの井戸の穴を地中深く掘り下
げます。

巨大な糸車のように見えるの
は、竹ひごを巻き取る「ひご
ぐるま」と呼ばれる仕掛け。

「ホリテッカン」と呼ぶ鉄管と水が上総
掘りのポイント。管の中に掘った土をた
めて引き上げることで土を外に排出す
る。土の排出をしやすくするために掘っ
た穴に水を満たしておいて、土を泥水
状態にして汲み上げていく。

ホリテッカン

もうそうちく

自
力
で
井
戸
を
掘
る
技
術
を

発
展
途
上
国
に
も
伝
え
た
い

２
０
０
本
の
井
戸
を
掘
っ
た

腕
に
覚
え
あ
る
師
匠
が
伝
授

袖ケ浦市きずな特集

●上総掘り技術伝承研究会　問い合わせ先／袖ケ浦市郷土博物館 TEL0438-63-0811　※上総掘りについてさらに詳しく知りたい方は、袖ケ浦市郷土博物館で資料を
ご覧になることができます。　上総掘り技術伝承研究会公式ホームページ http://www.ab.auone-net.jp/~idohori/index.html　事務局メールアドレス etofumiya@r8.dion.ne.jp

上総掘りのしくみ
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　内
房
に
は
多
く
の
漁
港
が
あ
り
、毎
日
、

新
鮮
な
地
魚
が
水
揚
げ
さ
れ
る
。外
房
は
潮

の
流
れ
が
速
い
お
か
げ
で
、魚
の
身
が
し
ま

る
。か
た
や
波
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
内
房
の

魚
は
肉
づ
き
も
脂
の
乗
り
も
い
い
。同
じ

房
総
の
魚
で
も
、味
わ
い
が
大
き
く
違
う
の

だ
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
原
田
務
さ
ん
。朝

獲
れ
た
て
の
魚
を
そ
の
日
の
う
ち
に
出
す
、

鮮
度
と
味
で
評
判
の
店
、「
わ
か
せ
い
」の

主
だ
。房
州
魚
専
門
の
看
板
を
掲
げ
、休
日

　こ
の
日
、お
造
り
に
し
て
い
た
だ
い
た
の

が「
こ
ち
」。透
明
感
あ
る
白
身
が
持
ち
味

で
、淡
白
に
し
て
上
品
。こ
れ
も
地
元
で
は

よ
く
と
れ
る
魚
だ
が
、活
け
締
め
に
し
な
い

と
鮮
度
が
早
く
落
ち
る
の
で
、上
等
な
こ
ち

を
味
わ
え
る
機
会
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。

天
ぷ
ら
に
し
て
も
い
け
る
が
、鮮
度
が
良
け

れ
ば
や
は
り
刺
身
が
い
ち
ば
ん
だ
。締
ま
っ

た
身
を
薄
造
り
に
し
て
、食
感
を
楽
し
む

う
ち
に
じ
ん
わ
り
と
旨
み
が
広
が
る
。

　漁
師
の
家
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、子
ど
も

の
こ
ろ
は
魚
が
嫌
い
だ
っ
た
と
笑
う
原
田

さ
ん
。鮮
魚
店
の
仕
事
を
通
し
て
本
当
の

と
も
な
れ
ば
、獲
れ
た
て
の
魚
を
目
当
て
に

店
の
前
に
は
行
列
が
で
き
る
。

　店
を
始
め
る
前
は
鮮
魚
店
を
営
ん
で
い
た

の
で
、保
田
漁
協
の
入
札
権
を
持
つ
。毎
朝

そ
の
日
の
網
で
揚
が
っ
た
地
の
魚
を
目
利
き

し
て
、仕
入
れ
る
の
は
お
お
よ
そ
十
数
種
類
。

ひ
ら
め
、い
さ
き
、ぶ
り
、あ
お
り
い
か
、め
じ

な･･･

。買
い
付
け
る
の
は
お
も
に
活
魚
。

そ
の
日
に
揚
が
っ
た
魚
で
も
、質
は
ピ
ン
か

ら
キ
リ
ま
で
あ
る
。こ
れ
ぞ
と
選
ん
だ
魚
は

そ
の
場
で
活
け
締
め
に
し
て
血
抜
き
を
す
る

の
が
、鮮
度
と
味
を
保
つ
秘
訣
だ
。ひ
と
手

間
が
味
の
違
い
を
生
む
。

魚
の
味
を
知
り
、魚
の
虜
に
な
っ
た
。

「
そ
の
味
を
知
っ
て
欲
し
く
て
店
を
始
め
ま

し
た
。お
客
さ
ん
の
中
に
は
刺
身
は
苦
手
と

い
う
人
も
い
る
の
で
、当
店
で
は
地
魚
の

フ
ラ
イ
な
ど
も
人
気
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。で
も
、

そ
こ
に
ち
ょ
っ
と
付
い
て
き
た
刺
身
を
食
べ

て
、刺
身
好
き
に
な
っ
た
と
い
う
人
も
多
い

で
す
よ
。本
当
に
美
味
い
魚
を
食
べ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」。本
物
の
味
を

手
ご
ろ
な
値
段
で
食
べ
さ
せ
た
い
。そ
の
一
心

で
今
日
も
漁
港
ま
で
車
を
走
ら
せ
る
。

魚料理専門店　わかせい
〒299-0261　千葉県袖ケ浦市福王台 2-12-16
TEL 0438-62-3438
営業時間 11：30～14：00、17：00～21：00
※毎日の仕入れ状況によりメニューは変更されます。電話等でご確認ください。

内
房
な
ら
で
は
の
上
品
な
味
わ
い

朝
獲
れ
の「
こ
ち
」の
お
造
り

港
に
足
を
運
ん
で
目
利
き
を
し

活
け
締
め
に
す
る
手
間
も
味
の
う
ち

背の側から包丁を入れて身を三枚におろ
します。こちには腹骨が多いので、おろした
身からていねいに包丁ですき取ります。

2

こちには鋭い小骨もたくさんあり、骨抜きを
使ってしっかりと小骨を抜きます。小骨が
抜きにくいのは新鮮な証拠です。

3

尾の側から包丁を入れて皮を引きます。
4

他の白身の魚と同じように、身は薄めにそ
ぐように切ります。身が締まった新鮮なこち
は歯ごたえも強いので、厚くならないように
するのがコツ。

5

うろこを落としたら、えらと内臓を取り除き、
そのまま腹の方から包丁を入れて頭を落と
します。鋭い背びれがあるので手に刺さら
ないように注意。

1

【材料】こち（中1尾）
こちのお造り

袖ケ浦市きずな特集
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11 ※掲載の情報は2013年9月のものです。

　

ヒ
ロ
イ
ン
の
本
多
か
お
り（
吹
石
一
恵
）は

元・国
際
線
の
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
。恋

も
仕
事
も
順
調
だ
っ
た
が
、あ
る
日
、機
内

で
酔
っ
た
客
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
リ
ス
ト
ラ

さ
れ
、失
恋
な
ど
の
数
々
の
不
運
に
も
見
舞

わ
れ
ま
す
。失
意
の
中
、帰
省
し
た
彼
女
が

出
会
っ
た
の
は
少
女
時
代
に
乗
っ
た
懐
か
し

い
黄
色
の
列
車
で
し
た
。こ
れ
を
運
営
す
る

「
か
ざ
み
鉄
道
」で
は
、年
齢
を
問
わ
ず
未

経
験
者
の
運
転
士
を
募
集
中
。か
お
り
は

貯
金
を
は
た
い
て
訓
練
費
7
0
0
万
円
を

捻
出
し
、運
転
士
を
目
指
す
一大
決
心
を
し

ま
す
。果
た
し
て
か
お
り
は
新
た
な
夢
を

か
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？　

菜
の
花

に
包
ま
れ
た
美
し
い
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
を
舞
台

に
描
く
、大
人
の
メ
ルヘン
で
す
。

　

ド
ラ
マ
の
撮
影
が
行
わ
れ
た
い
す
み
鉄

道
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
が「
大
原
駅
」

で
す
。駅
の
売
店
に
手
作
り
駅
弁
を
卸
し

て
い
る
の
が
、か
お
り
の
母
、頼
子（
浅
田
美

代
子
）。大
原
は
日
本
有
数
の
伊
勢
え
び
漁

獲
高
を
誇
る
漁
港
が
あ
り
、そ
の
鬼
殻
焼

き
が
入
っ
た「
伊
勢
え
び
弁
当
」が
、い
す
み

鉄
道
の
名
物
で
す
。町
で
は
名
産
の
伊
勢

え
び
を
使
っ
た
お
菓
子
も
売
ら
れ
て
い
ま

す
。駅
前
に
あ
る
洋
菓
子
店「
昭
和
堂
」の

人
気
商
品
は
、伊
勢
え
び
を
粉
末
状
に
し

た
も
の
を
使
っ
て
焼
い
た
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
や

サ
ブ
レ
ー
。甘
さ
の
中
に
ほ
ん
の
り
と
香
る

伊
勢
え
び
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
って
い
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
、い
す
み
鉄
道
に
乗
り
込
み
ま

し
ょ
う
。列
車
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
畑
や
山

間
な
ど
の
田
園
地
帯
を
走
り
抜
け
ま
す
。

ド
ラ
マ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、毎
年
2
月
末
〜

4
月
初
旬
に
乗
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く

る
の
が
菜
の
花
。「
国
吉
駅
」と
上
総
中
川

駅
の
間
の
土
手
に
は
、線
路
沿
い
に
黄
色
い

絨
毯
の
よ
う
に
菜
の
花
が
咲
き
乱
れ
ま

す
。花
の
間
を
縫
っ
て
黄
色
の
車
両
が
走
る

姿
は
詩
情
に
あ
ふ
れ
、列
車
の
撮
影
を
す

る「
撮
り
鉄
」た
ち
に
も
大
人
気
の
ス
ポ
ッ

④国吉駅売店
命名権により「風そよぐ谷　国
吉」とも呼ばれる国吉駅には、
人気アニメ「ムーミン」のグッズ
を扱うショップ「ぶぁれーういん
ず」があり、ムーミンファンが各
地から訪れます。
●営業時間　10:00～16:00
●定休日　無休

⑤行元寺
嘉祥2（849）年に慈覚大師円仁によって創建された天台
宗の寺。「波の伊八」の作品で、葛飾北斎の富嶽三十六
景の一枚、「神奈川沖浪裏図」に影響を与えた波の彫刻
が残されています。
●開館時間　屋外での見学は自由（屋内での見学は
　電話で予約。10:00～16:00 拝観料／団体300円、
　個人500円）
●千葉県いすみ市荻原2136
●TEL 0470-86-3816

⑥大多喜町観光本陣
大多喜町が運営する観光案内所。飲み物の無料サービス
のほか、地元のお土産物の販売、レンタサイクル（300円）、
人力車（1時間2名まで3000円）などもある観光の拠点。
●9:00～17:00　●休館日　12月29日～1月3日
●大多喜町大多喜270－1　●TEL 0470‐82-2196

い鉄揚げ
いすみ鉄道ではさまざまなオリジナル
商品を販売。「い鉄揚げ」（350円）は
濡れせんべいを菜の花の形に揚げた
もので、ほかにカレー味、ソース味も。

③

②

④
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美
し
い
田
園
や
里
山
を
縫
っ
て
房
総
半
島
を
ゆ
っ
く
り
横
断
す
る
ロ
ー
カ
ル
線「
い
す
み
鉄
道
」。

２
０
１
３
年
に
N
H
K
千
葉
放
送
局
で
制
作
さ
れ
た
ド
ラ
マ「
菜
の
花
ラ
イ
ン
に
乗
り
か
え
て
」で
は

こ
の
鉄
道
が
舞
台
と
な
り
、ヒ
ロ
イ
ン
は
そ
の
運
転
士
に
な
ろ
う
と
挑
戦
す
る
女
性
で
す
。

ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
い
す
み
市
と
大
多
喜
町
は
、自
然
と
歴
史
の
魅
力
満
載
の
エ
リ
ア
。

今
回
は
い
す
み
鉄
道
に
揺
ら
れ
な
が
ら
沿
線
の
町
を
旅
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ヒ
ロ
イ
ン
の
本
多
か
お
り（
吹
石
一
恵
）は

元・国
際
線
の
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
。恋

も
仕
事
も
順
調
だ
っ
た
が
、あ
る
日
、機
内

で
酔
っ
た
客
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
リ
ス
ト
ラ

さ
れ
、失
恋
な
ど
の
数
々
の
不
運
に
も
見
舞

わ
れ
ま
す
。失
意
の
中
、帰
省
し
た
彼
女
が

出
会
っ
た
の
は
少
女
時
代
に
乗
っ
た
懐
か
し

い
黄
色
の
列
車
で
し
た
。こ
れ
を
運
営
す
る

「
か
ざ
み
鉄
道
」で
は
、年
齢
を
問
わ
ず
未

経
験
者
の
運
転
士
を
募
集
中
。か
お
り
は

貯
金
を
は
た
い
て
訓
練
費
7
0
0
万
円
を

捻
出
し
、運
転
士
を
目
指
す
一大
決
心
を
し

ま
す
。果
た
し
て
か
お
り
は
新
た
な
夢
を

か
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？　

菜
の
花

に
包
ま
れ
た
美
し
い
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
を
舞
台

に
描
く
、大
人
の
メ
ルヘン
で
す
。

　

ド
ラ
マ
の
撮
影
が
行
わ
れ
た
い
す
み
鉄

道
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
が「
大
原
駅
」

で
す
。駅
の
売
店
に
手
作
り
駅
弁
を
卸
し

て
い
る
の
が
、か
お
り
の
母
、頼
子（
浅
田
美

代
子
）。大
原
は
日
本
有
数
の
伊
勢
え
び
漁

獲
高
を
誇
る
漁
港
が
あ
り
、そ
の
鬼
殻
焼

き
が
入
っ
た「
伊
勢
え
び
弁
当
」が
、い
す
み

鉄
道
の
名
物
で
す
。町
で
は
名
産
の
伊
勢

え
び
を
使
っ
た
お
菓
子
も
売
ら
れ
て
い
ま

す
。駅
前
に
あ
る
洋
菓
子
店「
昭
和
堂
」の

人
気
商
品
は
、伊
勢
え
び
を
粉
末
状
に
し

た
も
の
を
使
っ
て
焼
い
た
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
や

サ
ブ
レ
ー
。甘
さ
の
中
に
ほ
ん
の
り
と
香
る

伊
勢
え
び
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
って
い
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
、い
す
み
鉄
道
に
乗
り
込
み
ま

し
ょ
う
。列
車
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
畑
や
山

間
な
ど
の
田
園
地
帯
を
走
り
抜
け
ま
す
。

ド
ラ
マ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、毎
年
2
月
末
〜

4
月
初
旬
に
乗
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く

る
の
が
菜
の
花
。「
国
吉
駅
」と
上
総
中
川

駅
の
間
の
土
手
に
は
、線
路
沿
い
に
黄
色
い

絨
毯
の
よ
う
に
菜
の
花
が
咲
き
乱
れ
ま

す
。花
の
間
を
縫
っ
て
黄
色
の
車
両
が
走
る

姿
は
詩
情
に
あ
ふ
れ
、列
車
の
撮
影
を
す

る「
撮
り
鉄
」た
ち
に
も
大
人
気
の
ス
ポ
ッ

い
す
み
市
・
大
多
喜
町

②伊勢えび弁当
伊勢えびのほか、カジキマグロなど海の幸がふ
んだんに入っています。2個から予約制で1個
1500円。受け取りは大原駅のみ。ほかにも
忠勝（とんかつ）弁当等含め３種類。
●予約受付TEL 0470-82-2161
●受付時間　9:00～17:00（土・日分の予約
　は木曜日の17:00まで）

③昭和堂
地元だけではなく各地からお客様が来店する
人気洋菓子店。伊勢えびサブレー（189円）の
ほか、和三盆を使ったロールケーキや大原特
産のトマトを使ったジェラートも人気。
●営業時間　9:00～19:00（水曜のみ9:00
　～18:00）　●定休日　不定休
●TEL 0470-62-0223
●千葉県いすみ市大原8749

伊勢えび
サブレー

①いすみ鉄道大原駅
大原駅から上総中野駅まで、駅の
数は14。上下線ともほぼ1時間に
1本のペースで運行しています。

自
然
と
歴
史
の
魅
力
あ
ふ
れ
る

 
「
菜
の
花
ラ
イ
ン
に
乗
り
か
え
て」の
舞
台出演：吹石一恵、梅宮辰夫、石黒

賢、浅田美代子、渡辺正行、片
岡鶴太郎、小川涼ほか

一日乗車券
何度乗り降りしても
1000円とお得。大
多喜駅では開運切
符も販売しています。

「菜の花ラインに
　　　　乗りかえて」

一面
の
菜
の
花
の
な
か
を

ひ
た
走
る
黄
色
い
列
車

①

デンタルサポート
大多喜駅

城見ヶ丘駅

⑰
⑤

④

③
①

養老渓谷 大原駅

養老渓谷駅

⑯



12

ト
で
す
。菜
の
花
は
千
葉
県
の
県
花
で
、花

こ
と
ば
は「
小
さ
な
幸
せ
」。菜
の
花
に
包

ま
れ
て
走
る
列
車
は
、挫
折
を
味
わ
っ
た
か

お
り
が
再
び
こ
の
地
で
新
し
い
希
望
を
見
つ

け
る
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。ち
な
み
に
国

吉
駅
周
辺
に
は
、葛
飾
北
斎
が
影
響
を
受

け
た
と
い
う
江
戸
彫
刻
の
名
工「
波
の
伊

八
」の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
寺
、「
行
元

寺
」が
あ
り
ま
す
。

　　

大
多
喜
は
１
５
９
０
年
に
戦
国
武
将・本

多
忠
勝
が
築
城
し
た
、大
多
喜
城
が
あ
っ
た

城
下
町
。現
在
も
町
は
小
江
戸
の
名
に
ふ

さ
わ
し
い
風
情
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。ド
ラ

マ
で
は
か
お
り
の
実
家
や
か
ざ
み
鉄
道
本

社
が
あ
る
町
と
い
う
設
定
。こ
こ
で
、か
お

り
は
黄
色
い
列
車
と
再
会
し
、運
転
士
を

目
指
す
決
意
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
際
の「
大
多
喜
駅
舎
」に
も
い
す
み
鉄
道

の
本
社
が
あ
り
、い
す
み
鉄
道
グ
ッ
ズ
が
置

か
れ
た
売
店
も
あ
り
ま
す
。

　

駅
を
降
り
る
と
、ロ
ー
タ
リ
ー
を
挟
ん
で

す
ぐ
向
か
い
側
に
あ
る
の
は「
大
多
喜
町

観
光
本
陣
」。町
の
観
光
案
内
所
で
す
が
、

休
憩
所
と
し
て
も
利
用
で
き
ま
す
。こ
こ

を
拠
点
に
町
を
巡
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。時
代

を
感
じ
さ
せ
る
家
が
立
ち
並
ぶ
町
並
み
の

な
か
で
、ま
ず
覗
い
て
み
た
い
の
が「
房
総
中

央
鉄
道
館
」。鉄
道
フ
ァ
ン
の
聖
地
と
も
い
わ

れ
る
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。館
内
に
は
旧
国
鉄
木

原
線
や
外
房
線
の
行
き
先
方
向
板
を
は
じ

め
、館
長
自
ら
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
し
た
、鉄
道
グ
ッ
ズ
約

千
点
が
展
示
さ
れ
、見
ご

た
え
が
あ
り
ま
す
。

　

坂
道
を
下
り
右
に
折

れ
る
と
、す
ぐ
に
見
え
る

の
が
国
の
指
定
重
要
文

化
財
で
あ
る「
渡
辺
家
住
宅
」。嘉
永
２
年

に
建
て
ら
れ
た
町
家
で
、大
多
喜
町
の
町
並

み
を
象
徴
す
る
建
築
で
す
。こ
の
家
が
面
す

る
城
下
町
通
り
は
、町
の
人
々
に
よ
り
景
観

を
保
つ
取
り
組
み
が
な
さ
れ
、江
戸
時
代
の

町
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。同

じ
並
び
に
あ
る
伊
勢
幸
酒
店
は
大
多
喜
城

の
大
手
門
の
建
材
で
建
て
ら
れ
た
と
い
わ

れ
、屋
根
瓦
に
は
城
主
の
紋
所
が
刻
印
さ
れ

て
い
ま
し
た
。す
ぐ
近
く
に
あ
る
商
い
資
料

館
も
、造
り
酒
屋
や
金
物
屋
と
し
て
使
わ
れ

た
建
物
を
活
か
し
、古
い
町
家
の
暮
ら
し
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。こ
の
町
で
は
食
べ
物
屋

さ
ん
も
蔵
造
り
。そ
の
中
の一軒
に
入
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。「
と
ん
か
つ
亭
有
家
」で
は
、ソ
ー

ス
の
味
に
ま
で
細
か
に
こ
だ
わ
っ
た
絶
品
の

と
ん
か
つ
が
味
わ
え
ま
す
。

　

か
お
り
の
実
家
と
し
て
登
場
す
る
の
が

酒
造
会
社「
豊
乃
鶴
酒
造
」。そ
の
庭
先
に

置
か
れ
た
縁
台
で
は
、運
転
士
試
験
に一
度

落
ち
て
し
ま
っ
た
か
お
り
を
母
親
が
励
ま

す
シ
ー
ン
な
ど
が
撮
影
さ
れ
ま
し
た
。道
を

挟
ん
だ
向
か
い
に
は
、地
元
の
銘
菓
、最
中

⑦房総中央鉄道館
必見なのが鉄道模型。養老渓谷から都市に至る風景を
細かに再現したもので、見ごたえ十分。
●開館時間　10:00～15:30（入館は15:00まで）
●開館日　土・日曜日・祝日のみ開館。平日は休館
●入館料　大人200円、小・中学生100円（※入館日
　当日のいすみ鉄道フリー乗車券、いすみ鉄道・小湊鉄
　道の横断切符があれば大人100円、小・中学生50円）
●千葉県夷隅郡大多喜町久保102 
●TEL 0470-82-5521

デンタルサポート大多喜駅
関東の駅100選にも選ばれたデン
タルサポート大多喜駅。

⑧渡辺家住宅
藩の御用金御用達を務めていた渡辺
家の住居跡。江戸末期の代表的な商
家造りの建築です。
●見学自由（外観のみ）
●千葉県夷隅郡大多喜町久保126
●0470-80-1146
　（大多喜町観光協会）

⑨とんかつ亭有家
もと精肉店だった店だけに、味には自信あ
り。「博多とんかつ」や「津軽とんかつ」など、
さまざまなアイデアの変わりとんかつも人気。
●営業時間　11:00～18:00
　（売切れ次第終了）
●定休日　第1・3月曜休、年末年始
●千葉県夷隅郡大多喜町久保135
●0470-82-2007

⑩豊乃鶴酒造
道路に面した母屋や奥にある酒蔵は、
国の登録有形文化財に指定されて
います。現在は銘酒「大多喜城」を醸
造しています。
●営業時間 8:00～17:00　
●定休日　不定休
●千葉県夷隅郡大多喜町新丁88
●TEL 0470-82-2026

⑪御菓子司 津知家
「最中十万石」は北海道産の小豆を
使った素朴な味のつぶ餡が、はみ出す
ほどふんだんに使われ、全国から買い
に来る客が後を絶たない人気商品。
●営業時間　8:30～18:00
●定休日　水曜日
●千葉県夷隅郡大多喜町新丁83
●TEL 0470-82-5656

つ 　 ち 　 や

江
戸
の
風
情
を
残
す

歴
史
あ
る
町・大
多
喜

列
車
は
城
あ
る
町
か
ら

自
然
豊
か
な
渓
谷
へ
と
続
く

⑫大屋旅館
元禄年間からの歴史ある旅館で、現在も営業中。建物は平
成11年に国の登録有形文化財に指定。その情緒あるたたず
まいから映画やドラマのロケに使われることも多い。
●千葉県夷隅郡大多喜町新丁64
●TEL 0470-82-2020

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨⑩

房総中央鉄道館

大
多
喜
町
観
光
本
陣

デンタルサポート
大多喜駅

⑮

⑦
⑥ ⑧

⑨

⑭

⑩⑪

⑫⑬
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豊
乃
鶴
酒
造
と
津
知
家
の
間
を
入
る
道

は
、「
酒
蔵
小
路
」と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

石
畳
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
閑
静
な
通
り
。

季
節
に
よ
っ
て
は
う
ぐ
い
す
の
美
し
い
鳴
き

声
が
聞
こ
え
、心
を
和
ま
せ
ま
す
。小
道
を

抜
け
て
、今
度
は
駅
を
挟
ん
で
反
対
側
に

あ
る「
大
多
喜
城
」を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

ゆ
る
や
か
な
坂
道
を
上
る
と
現
れ
る
の
が
、

町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
大
多
喜
城
。昭
和
50

年
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、現
在
は
博
物
館

と
し
て
歴
史
資
料
な
ど
の
展
示
が
さ
れ
て
、

町
の
歴
史
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。天

守
閣
か
ら
は
緑
あ
ふ
れ
る
大
多
喜
の
町

を
一
望
で
き
ま
す
。

　

大
多
喜
駅
か
ら
さ
ら
に
列
車
に
揺
ら
れ

て
到
着
す
る
の
が
、終
点
の
上
総
中
野
駅
。

秋
に
は
美
し
い
紅
葉
で
彩
ら
れ
る「
養
老
渓

谷
」の
玄
関
口
で
す
。房
総
半
島
を
横
切
る

列
車
は
、季
節
の
移
り
変
わ
り
を
つ
な
い

で
、今
日
も
懸
命
に
走
って
い
ま
す
。

十
万
石
を
販
売
す
る「
津
知
家
」が
あ
り

ま
す
。こ
の
界
隈
に
は
他
に
も
、江
戸
時
代

の
元
禄
年
間
に
旅
籠
と
し
て
創
業
し
た

「
大
屋
旅
館
」や
、そ
の
す
ぐ
隣
に
あ
る「
夷

隅
神
社
」な
ど
、古
い
建
物
が
い
ま
も
歴
史

を
刻
ん
で
い
ま
す
。

⑯養老渓谷
11月下旬ごろに見られる紅葉はまさに絶景

⑮大多喜城
（千葉県立中央博物館大多喜城分館）
徳川四天王の一人である本多忠勝が天正18年に築城した、大多
喜城の本丸跡に昭和50年に再現したもので、現在は博物館として
「房総の城と城下町」をテーマに展示。
●開館時間 9:00～16:30（入館は16：00まで）
●休館日　毎週月曜日（休日の場合は開館し、翌日休館）
　12月26日～1月4日
●入館料　一般200円、高・大学生100円、小・中学生、65歳
　以上、障害者手帳保持者は無料（企画展は別途料金）
●千葉県夷隅郡大多喜町大多喜481　●TEL 0470-82-3007

⑰大多喜ハーブガーデン
600種ものハーブを
育てる庭園で、かおり
がキャビンアテンダン
ト時代、上司にプロポ
ーズされる場所として
登場した施設内のレ
ストランは、ハーブを
ふんだんに使った料
理が自慢。ホテル・結
婚式場も併設。

●開園時間　10:00～18:00（12月～2月は17：00まで）
●入園料　大人（中学生以上）　800円　小学生以下　無料
●休園日　火曜日（火曜日が祝日の場合は営業、翌日休園）
●千葉県夷隅郡大多喜町小土呂255（大多喜駅から車で10分）
●TEL 0470-82-2789

⑭酒蔵小路
御影石が敷き詰められ
てのんびりした風情の
散歩道。

⑬夷隅神社
江戸時代末期に建てられたもの。毎月5と10のつく
日には、境内で8:00～12:00の間朝市が開かれ、
地元の新鮮な山の幸や、近郊の海の幸が並びます。
●見学自由
●千葉県夷隅郡大多喜町新丁63-12
●0470-80-1146（大多喜町観光協会）

⑪

⑬

⑫

⑭
⑮

⑯
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