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きずな特集
自然があふれる暮らしを分かち合う。
夷隅郡大多喜町

地元・大多喜の猪をいただく
「十六丼」

千葉 物語の散歩道
一杯のコーヒーに人々が集う

「ふしぎな岬の物語」の町
HOUSING　住宅
いつまでも気持ちよく、安心、安全に入れる浴室に。
日常のメンテナンスで清潔を保ち、リフォームでより快適にする。

いきいきヘルシーアップ
世界のダンスを踊る
「ＺＵＭＢＡ」で健康維持しましょう！ 

健康度チェック＆チェック
第9回 重大な病気を招く原因に！ 高血圧危険度チェック 

暮らしのマネー情報
相続税改正の影響について

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」（大網白里市・市原市）

育てる 味わう 楽しむ  ベジタブルライフ
第1回「スナップえんどう」

表紙写真 ： 粟又の滝（大多喜町）
養老川に懸る落差30m、長さ100mほ
どの滝。房総随一の滝で、粟又の滝
の下に養老川の上流域の川畔沿い
に続く、約2kmの遊歩道がある。
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きずな特集夷隅郡大多喜町
好きだからここにいる。千葉がふるさと

自然があふれる暮らしを
分かち合う。
自然があふれる暮らしを
分かち合う。



夷隅郡大多喜町きずな特集

　
い
ま
も
豊
か
な
自
然
が
残
る
大
多

喜
町
。本
多
忠
勝
が
築
城
し
た
大
多

喜
城
や
、紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ

る
養
老
渓
谷
な
ど
見
所
も
多
く
、観

光
シ
ー
ズ
ン
に
は
多
く
の
人
で
賑
わ

う
。そ
の
一
方
で
近
年
は
、少
子
高
齢
化

や
住
民
の
流
出
が
進
み
、人
口
が
1
万

人
を
割
り
込
み
、過
疎
地
域
の
指
定
を

受
け
た
。放
っ
て
お
け
ば
町
は
衰
退
す

る
。そ
の
流
れ
に
歯
止
め
を
か
け
た
い

と
、町
お
こ
し
の
た
め
に「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

大
多
喜
み
ら
い
塾
」を
立
ち
上
げ
た
の

が
、上
治
信
さ
ん
た
ち
11
名
だ
。上
治

さ
ん
は
千
葉
県
職
員
と
し
て
、農
業
関

連
や
地
域
ブ
ラ
ン
ド
振
興
の
仕
事
を

し
て
い
た
経
験
を
活
か
し
、大
好
き
な

大
多
喜
に
貢
献
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
始
め
た
。古
民
家
の
再

生
や
、田
植
え
、蕎
麦
打
ち
、味
噌
作

り
な
ど
地
元
の
人
た
ち
が
普
段
や
っ
て

い
る
こ
と
を
、他
の
地
域
の
人
々
に
体

験
し
て
も
ら
う
。そ
し
て
、交
流
を
通

じ
て
大
多
喜
の
魅
力
を
分
か
ち
合
い
、

町
の
活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
。さ
ら
に

は
、こ
の
町
に
移
り
住
む
人
々
を
増
や

し
た
い
。そ
の
思
い
か
ら
発
し
た
地
道

な
活
動
が
功
を
奏
し
、各
地
か
ら
人
々

が
集
ま
り
は
じ
め
て
い
る
。

　
い
ま
も
豊
か
な
自
然
が
残
る
大
多

喜
町
。本
多
忠
勝
が
築
城
し
た
大
多

喜
城
や
、紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ

る
養
老
渓
谷
な
ど
見
所
も
多
く
、観

光
シ
ー
ズ
ン
に
は
多
く
の
人
で
賑
わ

う
。そ
の
一
方
で
近
年
は
、少
子
高
齢
化

や
住
民
の
流
出
が
進
み
、人
口
が
1
万

人
を
割
り
込
み
、過
疎
地
域
の
指
定
を

受
け
た
。放
っ
て
お
け
ば
町
は
衰
退
す

る
。そ
の
流
れ
に
歯
止
め
を
か
け
た
い

と
、町
お
こ
し
の
た
め
に「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

大
多
喜
み
ら
い
塾
」を
立
ち
上
げ
た
の

が
、上
治
信
さ
ん
た
ち
11
名
だ
。上
治

さ
ん
は
千
葉
県
職
員
と
し
て
、農
業
関

連
や
地
域
ブ
ラ
ン
ド
振
興
の
仕
事
を

し
て
い
た
経
験
を
活
か
し
、大
好
き
な

大
多
喜
に
貢
献
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
始
め
た
。古
民
家
の
再

生
や
、田
植
え
、蕎
麦
打
ち
、味
噌
作

り
な
ど
地
元
の
人
た
ち
が
普
段
や
っ
て

い
る
こ
と
を
、他
の
地
域
の
人
々
に
体

験
し
て
も
ら
う
。そ
し
て
、交
流
を
通

じ
て
大
多
喜
の
魅
力
を
分
か
ち
合
い
、

町
の
活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
。さ
ら
に

は
、こ
の
町
に
移
り
住
む
人
々
を
増
や

し
た
い
。そ
の
思
い
か
ら
発
し
た
地
道

な
活
動
が
功
を
奏
し
、各
地
か
ら
人
々

が
集
ま
り
は
じ
め
て
い
る
。

じ
ょ
う
じ
ま
こ
と



普
段
着
の
町
の
姿
に
こ
そ
、

ほ
っ
と
ひ
と
息
つ
け
る
故
郷
が
あ
る
。



　　
「
大
多
喜
み
ら
い
塾
」が
開
催
す
る
イ
ベ
ン

ト
の
一つ
が
廃
校
キ
ャ
ン
プ
。少
子
化
に
よ
る

小
学
校
の
統
合
で
廃
校
と
な
っ
た
旧
老
川

小
学
校
を
、何
と
か
有
効
活
用
し
よ
う
と
い

う
試
み
の
一つ
だ
。2
0
1
4
年
７
月
に
行

わ
れ
た
キ
ャ
ン
プ
で
は
、千
葉
県
内
外
か
ら

30
名
の
親
子
が
参
加
。１
泊
２
日
で
、竹
を

使
っ
た
食
器
作
り
や
炊
飯
、渓
流
歩
き
、魚

獲
り
、餅
つ
き
、炭
を
使
っ
た
ア
ー
ト
製
作
、

音
楽
鑑
賞
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
し

た
。子
ど
も
た
ち
が
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
太

い
竹
を
切
り
、箸
や
食
器
を
作
る
。竹
筒
を

使
っ
て
炊
く
の
は
大
多
喜
町
特
産
の
竹
を

使
っ
た「
か
ぐ
や
ご
飯
」。子
ど
も
た
ち
に
も

人
気
だ
。指
導
す
る
の
は
、地
元
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
す
る
小
倉
慶
二
郎
さ
ん
。

「
竹
細
工
や
炭
ア
ー
ト
を
通
し
て
、い
つ
も
と

は
違
う
経
験
を
子
ど
も
た
ち
に
し

て
ほ
し
い
」。普
段
は
仲
間
と
共
に

炭
焼
き
や
農
業
を
営
む
小
倉
さ
ん
。

昔
は
大
多
喜
の
ど
こ
で
も
炭
を
焼

い
て
い
た
が
、そ
の
火
を
絶
や
さ
な
い

よ
う
に
、地
元
の
古
老
か
ら
技
術
を

受
け
継
い
だ
と
い
う
。

　

昼
食
は
獲
れ
た
て
の
ト
マ
ト
に
か

ぶ
り
つ
く
。餅
つ
き
を
楽
し
み
、自

分
た
ち
で
つ
い
た
餅
を
食
べ
る
。い
つ

も
と
違
う
食
事
に
子
ど
も
た
ち
の
表
情
が

輝
く
。食
事
の
後
は
川
歩
き
。ひ
ん
や
り
と

し
た
洞
窟
を
く
ぐ
り
、地
元
の
人
た
ち
も
あ

ま
り
知
る
こ
と
が
な
い
渓
流
を
さ
か
の
ぼ

る
。自
然
の
中
の
探
検
に
、あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
歓
声
が
上
が
る
。

「
自
然
が
美
し
い
ま
ま
に
保
た
れ
て
い
る
大

多
喜
で
、街
中
で
は
経
験
で
き
な
い
こ
と
を

子
ど
も
た
ち
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
」と

丸
山
直
紀
さ
ん
・
歩
さ
ん
夫
妻
は
、子
ど
も

た
ち
と
２
年
連
続
で
流
山
市
か
ら
参
加
。

「
洞
窟
や
川
で
遊
ん
だ
の
が
楽
し
か
っ
た
」

「
竹
筒
で
炊
い
た
ご
飯
が
お
い
し
か
っ
た
」と

子
ど
も
た
ち
も
楽
し
そ
う
だ
。普
段
味
わ
う

こ
と
が
な
い
自
然
を
、思
う
存
分
に
楽
し
め

る
の
が
大
多
喜
の
魅
力
。後
日
、千
葉
市
か

ら
参
加
し
た
親
子
か
ら
も
、み
ら
い
塾
あ
て

に
メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
き
た
。

「
子
ど
も
た
ち
は
自
分
で
捕
ま
え
た
鮎
を
串

焼
き
に
し
て
食
べ
る
な
ど
、初
め
て
の
経
験
を

し
て
、少
し
成
長
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　

埼
玉
県
草
加
市
か
ら
大
多
喜
に
住
所
を

移
し
た
ば
か
り
の
加
藤
務
さ
ん
。イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
大
多
喜
町
の
古
民
家
を
再
生
さ

せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
知
り
、1
年
間
通
う

う
ち
に
、町
の
た
た
ず
ま
い
や
自
然
に
惚
れ

込
ん
だ
。

「
自
然
農
法
で
自
給
自
足
を
目
指
そ
う
と
、

緑
が
あ
ふ
れ
る
こ
の
町
に
移
住
を
決
心
し
ま

し
た
。プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
仲
間
も

で
き
ま
し
た
。ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
の
中
で

過
ご
す
、こ
れ
か
ら
の
毎
日
が
楽
し
み
で
す
」

　

移
住
し
た
人
が
不
安
に
な
ら
な
い
よ
う
に

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
の
は
、大
多
喜
町
役
場

に
勤
務
す
る
渡
鍋
佳
晋
さ
ん
。都
会
と
地
元

と
の
交
流
を
広
げ
よ
う
と
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
み
ら
い
塾
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
。

「
大
多
喜
へ
の
関
心
は
思
い
の
ほ
か
高
く
、移

住
へ
の
問
い
合
わ
せ
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

町
と
し
て
も
協
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
」

　
そ
ん
な
大
多
喜
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
と
、

上
治
さ
ん
た
ち
は
他
に
も
、さ
ま
ざ
ま
な
組

織
を
巻
き
込
ん
だ
活
動
を
続
け
る
。そ
の
一

つ
が「
大
多
喜
レ
ン
ゲ
祭
り
」。休
止
に
な
っ

て
い
た
祭
り
を
、地
域
と
連
携
し
て
小
規
模

な
が
ら
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

「
企
画
を
発
信
す
る
と
、中
か
ら
も
外
か
ら

も
人
が
集
ま
っ
て
き
て
く
れ
ま
す
」そ
う
語

る
関
善
夫
さ
ん
は
、上
治
さ
ん
の
活
動
に
賛

同
し「
大
多
喜
み
ら
い
塾
」に
参
加
し
た
一

人
。自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
大
多
喜
を
訪
れ

て
く
れ
た
人
た
ち
が
、町
を
気
に
入
っ
て
く

れ
る
の
が
な
に
よ
り
の
喜
び
だ
と
い
う
。

　

活
動
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
て
町
を
活
性

化
す
る
た
め
に
は
、地
元
の
人
た
ち
も
収
入

を
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
だ
と

上
治
さ
ん
は
い
う
。

「
地
域
の
資
源
を
活
か
し
た
ビ

ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
て
、地
元
に

還
元
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。し

か
し
、自
分
た
ち
だ
け
で
は
何

も
で
き
ま
せ
ん
。人
の
輪
を
広

げ
て
い
け
る
よ
う
に
頑
張
り
た

い
で
す
ね
」

　

町
が
再
び
活
気
を
取
り
戻
す

ま
で
、そ
の
取
り
組
み
は
続
け

ら
れ
て
い
く
。

夷隅郡大多喜町きずな特集

お
い
か
わ

こ
ろ
う

わ
た
し
な
べ
よ
し
ゆ
き

人
々
の
協
力
が
町
を

さ
ら
に
活
気
づ
け
て
い
く

廃
校
キ
ャ
ン
プ
で
親
子
が

大
多
喜
の
暮
ら
し
を
満
喫
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　「
し
し（
猪
）じ
ゅ
う
ろ
く
」だ
か
ら
十
六

丼
。大
多
喜
か
ら
勝
浦
に
か
け
て
の
山
で
捕

獲
さ
れ
た
、猪
の
肉
を
使
っ
た
焼
肉
丼
を
そ

う
名
づ
け
た
。地
元
で
は
猪
や
鹿
な
ど
の
野

生
動
物
が
増
え
て
、農
作
物
を
食
い
荒
ら
す

被
害
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。そ
の
猪
の
肉

を
使
っ
て
地
元
名
物
と
し
た
の
が
、大
多
喜

駅
前
に
あ
る
地
元
料
理
の
店
、「
番
所
」の

主
、押
樽
昌
弘
さ
ん
。店
で
使
う
猪
肉
に
は

が
ら
、味
の
変

化
も
楽
し
め

る
、趣
向
を
凝

ら
し
た
丼
に
仕

上
げ
て
い
る
。

　
店
を
始
め
る

前
の
押
樽
さ
ん

の
仕
事
は
、人

力
車
の
車
夫
。

地
元
大
多
喜
町
が
観
光
地
と
し
て
町
お
こ

し
を
す
る
際
に
、自
分
も
役
立
ち
た
い
と
車

夫
を
買
っ
て
出
て
、5
年
間
車
を
引
き
続
け

た
。「
お
客
さ
ん
と
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
し
ま

し
た
が
、大
多
喜
町
の
駅
前
に
食
事
や
お
茶

が
で
き
る
よ
う
な
場
所
が
な
い
の
が
残
念
と

い
う
声
が
多
か
っ
た
の
で
す
。そ
の
話
を
町

側
に
す
る
と
、そ
れ
な
ら
お
前
が
や
れ
と
い
う

こ
と
で
、店
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」。

以
前
は
中
国
料
理
の
料
理
人
を
目
指
し
た

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。そ
の
経
験
を
活
か

し
て
始
め
た
の
が
こ
の
店
。新
し
い
名
物
に

は
店
主
の
熱
い
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

大
き
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。通
常
、猟
銃
を

使
っ
て
駆
除
さ
れ
た
猪
は
、そ
の
場
で
血
抜

き
が
さ
れ
な
い
た
め
、ど
う
し
て
も
肉
に
臭

み
が
出
て
し
ま
う
。そ
の
た
め
押
樽
さ
ん
が

使
う
の
は
罠
を
仕
掛
け
て
捕
え
た
も
の
に

限
る
と
い
う
。し
っ
か
り
と
血
抜
き
を
し
た

猪
は
、ほ
と
ん
ど
臭
み
が
出
な
い
。し
か
も

選
ぶ
の
は
肉
質
が
柔
ら
か
な
メ
ス
の
み
。こ

れ
を
一
頭
買
い
し
て
保
存
す
る
。「
地
元
の
猪

は
山
を
走
り
回
っ
て
椎
の
実
を
食
べ
て
い
ま

す
。ど
ん
ぐ
り
を
食
べ
て
育
つ
点
で
は
、イ
ベ

リ
コ
豚
と
同
じ
。味
に
は
自
信
が
あ
り
ま

す
」と
胸
を
張
る
。そ
の
言

葉
通
り
、上
質
な
脂
が

乗
っ
た
肉
は
コ
ク
が
あ
っ

て
味
わ
い
深
い
。猪
肉
本

来
の
味
を
楽
し
む
た
め

に
、最
初
は
ワ
サ
ビ
を
つ
け

て
い
た
だ
く
。そ
の
後
、ナ

ム
ル
や
キ
ム
チ
を
乗
せ
て

ビ
ビ
ン
バ
風
に
し
た
り
、温

泉
卵
を
か
ら
め
た
り
し
な

試
行
錯
誤
し
て

生
ま
れ
た
味
わ
いお食事処　番所

〒298-0216 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜256
電話　0470-80-1110
営業時間（11：30～22：00）定休日　水曜日

肉
質
や
味
の
違
い
を
楽

し
ん
で
も
ら
う
た
め

に
、使
う
部
位
は
モ
モ
、

ロ
ー
ス
、肩
ロ
ー
ス
の
3

種
類
。ほ
ど
よ
い
柔
ら

か
さ
を
出
す
た
め
に
試

行
錯
誤
の
末
、肉
の
厚

み
は
1.
5
ミ
リ
と
し

た
。フ
ラ
イ
パ
ン
で
肉

を
焼
き
、酒
で
フ
ラ
ン

ベ
し
た
ら
、10
種
類
以

上
の
素
材
を
合
わ
せ

た
特
製
の
醤
油
ダ
レ
を

か
ら
め
る
。用
意
し
て

い
た
白
飯
に
、地
元
産

の
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
を
中

心
と
し
た
生
野
菜
を

の
せ
、そ
の
上
に
肉
を

盛
り
付
け
タ
レ
を
か
け

回
す
。ワ
サ
ビ
、ネ
ギ
、

キ
ム
チ
、ナ
ム
ル
、温
泉

卵
を
付
け
合
せ
、好
み

に
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ
し
て
食
べ
る
の
が
楽
し

い
。番
所
で
は
、竹
の
子
の
時
期
に
は
朝
掘
り

の
も
の
を
そ
の
日
の
う
ち
に
出
す「
竹
の
子
御

膳
」も
人
気
。夜
は
居
酒
屋
と
し
て
も
営
業
。

臭
み
が
な
く
柔
ら
か
な
肉
に

こ
だ
わ
っ
た
新
た
な
地
元
料
理

大
多
喜
の
十
六
丼

地
元
・
大
多
喜
の
猪
を
い
た
だ
く

「
十
六
丼
」

夷隅郡大多喜町きずな特集

ば
ん
し
ょ

じ

ゅ

う

ろ

く

 

ど

ん

お
し
だ
る

し
ゃ
ふ
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主
人
公
の
柏
木
悦
子（
吉
永
小
百
合
）

は
、静
か
な
岬
に
あ
る
小
さ
な
カ
フ
ェ
の
店

主
。彼
女
の一日
は
何
で
も
屋
を
営
む
甥
の

浩
司（
阿
部
寛
）と
と
も
に
、船
で
小
島
に

出
か
け
て
、コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
た
め
の
湧

き
水
を
汲
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。悦

子
に
ひ
そ
か
な
思
い
を
寄
せ
る
タ
ニ
さ
ん

（
笑
福
亭
鶴
瓶
）を
は
じ
め
、多
く
の
常
連

客
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、さ
さ
や
か
な
店
を
営

む
悦
子
。そ
の
日
々
を
揺
る
が
す
さ
ま
ざ

ま
な
出
来
事
が
起
き
は
じ
め
ま
す
。そ
し

て
あ
る
日
、岬
カ
フ
ェ
は
炎
に
包
ま
れ
て
し

ま
い
ま
す
。果
た
し
て
岬
カ
フ
ェ
と
悦
子
の

運
命
は・・・。　

　

映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
明
鐘
岬
は
富
津

し
た
。こ
の
山
で
約
１
３
０
０
年
前
に
開
か

れ
た
の
が
日
本
寺
。江
戸
時
代
に
は
大
仏

や
千
五
百
羅
漢
像
が
造
ら
れ
、豊
か
な
自

然
の
中
で
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て

い
ま
す
。

　

金
谷
の
町
は
、肌
が
金
色
に
光
る
黄
金

ア
ジ
の
水
揚
げ
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
地
元
の
ア
ジ
を
使
っ
た

フ
ラ
イ
や
刺
身
を
楽
し
め
る
の
が「
さ
す
け

食
堂
」。お
店
の
ス
タ
ッ
フ
の
元
気
な
笑
顔
に

迎
え
ら
れ
、カ
ウ
ン
タ
ー
に
つ
く
と
、油
の
は

じ
け
る
音
が
食
欲
を
刺
激
し
ま
す
。獲
れ

た
て
の
ア
ジ
を
サ
ッ
ク
リ
と
揚
げ
た
フ
ラ
イ

は
、ま
さ
に
こ
の
店
だ
け
の
味
わ
い
で
す
。

　

さ
す
け
食
堂
の
向
か
い
側
に
は
、合
掌
造

り
の
家
が
あ
り
ま
す
。築
２
３
０
年
の
こ
の

家
は
お
よ
そ
50
年
前
に
飛
騨
高
山
か
ら
こ

の
地
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
、現
在
は「
カ

フ
ェ
え
ど
も
ん
ず
」が
営
業
中
。古
民
家
な

ら
で
は
の
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
店
内
で

は
、自
家
焙
煎
に
こ
だ
わ
っ
た
ブ
ル
ー
マ
ウ
ン

テ
ン
が
楽
し
め
ま
す
。

　

こ
の
金
谷
で
は
、「
石
と
芸
術
の
ま
ち
金

谷
」を
合
言
葉
に
、町
お
こ
し
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。そ
の一
環
と
し
て
、２
０
１
０
年
に

で
き
た
の
が
金
谷
美
術
館
。ま
た
、金
谷
は

対
岸
の
久
里
浜
と
を
結
ぶ
東
京
湾
フェ
リ
ー

の
発
着
場
が
あ
る
町
と
し
て
も
知
ら
れ
ま

す
。フ
ェ
リ
ー
乗
場
の
ほ
ど
近
く
に
あ
る
の

が
観
光
商
業
施
設「
ザ・フ
ィ
ッ
シ
ュ
」。休
日

と
も
な
る
と
、房
総
の
お
み
や
げ
物
や
地
場

と
見
逃
し
そ
う
な
青
い
店
の
看
板
が
出
て

い
ま
す
。明
鐘
岬
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
岬

に
続
く
道
を
た
ど
る
と
現
れ
る
、小
さ
な

ブ
ル
ー
の
建
物
。こ
こ
が
映
画
の
モ
チ
ー
フ
に

な
っ
た「
音
楽
と
珈
琲
の
店　

岬
」で
す
。

店
主
は
玉
木
節
子
さ
ん
。両
親
が
こ
の
地

で
飲
食
店
を
経
営
し
、自
分
自
身
も
１
９

７
８
年
か
ら
こ
の
店
を
始
め
ま
し
た
。14
、

5
人
も
入
れ
ば一
杯
に
な
る
店
内
に
は
ジ
ャ

ズ
、ポ
ッ
プ
ス
、映
画
音
楽
、ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ど

の
音
楽
が
、お
客
さ
ま
の
好
み
や
そ
の
方
の

雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
流
れ
て
い
ま
す
。こ
の

店
が
小
説
や
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、

岬
の
先
端
に
あ
る
と
い
う
独
特
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、や
は
り
玉
木
さ

ん
の
人
柄
を
慕
って
来
店
す
る
人
々
の
温
か

な
ふ
れ
あ
い
を
、ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が
敏

感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

「
商
売
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、た
ま

た
ま
家
に
遊
び
に
来
た
方
に
、コ
ー
ヒ
ー
を

淹
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
。美
味
し
い
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
ん
で
癒
さ
れ
る
と
い
う
方
や
、人

間
関
係
の
し
が
ら
み
を
忘
れ
ら
れ
る
と
い

う
お
客
さ
ま
も
い
ま
す
。元
気
が
も
ら
え

る
と
い
う
人
も
多
く
、吉
永
さ
ん
か
ら
は

〝
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
よ
う
だ
〞と
い
う
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。自
分
が
好
き
で
や
っ

て
い
る
こ
と
が
喜
ば
れ
る
の
は
、う
れ
し
い
か

ぎ
り
で
す
ね
」

　

海
に
向
か
っ
た
大
き
な
窓
の
外
に
広
が

る
雄
大
な
景
色
を
、美
味
し
い一杯
の
コ
ー
ヒ

ー
を
飲
み
な
が
ら
眺
め
る
う
ち
に
、静
か
に

時
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

市
と
鋸
南
町
の
境
に
あ
り
、そ
の
背
後
に
鋸

山
が
そ
び
え
た
っ
て
い
ま
す
。ま
ず
は
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
で
鋸
山
の
山
頂
を
目
指
し
ま
し
ょ

う
。展
望
台
か
ら
は
眼
下
に
東
京
湾
が
広

が
り
、対
岸
の
三
浦
半
島
ま
で一
望
で
き
ま

す
。正
式
名
称
を
乾
坤
山
と
い
う
こ
の
山

が
、鋸
山
と
呼
ば
れ
る
の
は
、石
を
切
り
出

し
た
跡
が
鋸
の
歯
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
に

見
え
る
た
め
。江
戸
時
代
末
期
か
ら
戦
前

に
か
け
て
、富
津
市
や
鋸
南
町
の
周
辺
は

房
州
石
と
呼
ば
れ
る
優
良
な
石
材
の
産
地

と
し
て
知
ら
れ
、鋸
山
も
採
石
場
の一つ
で

富
津
市
金
谷
・
安
房
郡
鋸
南
町

鋸山山頂からの眺め
山頂からの眺めは国土交通省認定の「関東の富士見１００景」
にも選ばれ、空気の澄んだよく晴れた日には富士山の姿が。

鋸山・地獄のぞき
寺の境内へは数千段の石段の上り下りが
続く。足腰に自信がない方は途中にある展
望台まで登ると眺めを楽しむことができる。
足元が滑りやすいため滑りにくい靴の着用
を。

「ふしぎな岬の物語」（2014年10月11日公開）
監督：成島出　出演：吉永小百合　阿部寛　竹内結子
笑福亭鶴瓶ほか　企画：吉永小百合　成島出
ⓒ2014「ふしぎな岬の物語」製作委員会
「モントリオール世界映画祭で審査員特別賞グランプリ
およびエキュメニカル審査員賞を２冠受賞」

一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
に
人
々
が
集
う

「
ふ
し
ぎ
な
岬
の
物
語
」の
町

の
海
産
物
な
ど
を
買
い
求
め
る
人
た
ち
で

賑
わ
い
ま
す
。施
設
内
に
あ
る「
見
波
亭
」

の「
の
こ
ぎ
り
山
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘン
」は
町
の

名
物
的
な
存
在
に
な
って
い
ま
す
。

　

浜
金
谷
駅
か
ら
車
で
5
分
ほ
ど
の
明
鐘

ト
ン
ネ
ル
の
入
口
手
前
に
、う
っ
か
り
す
る

「
虹
の
岬
の
喫
茶
店
」（
森
沢
明
夫
著
・
幻
冬
舎
文
庫
）を
映
画
化
し
た
の
が
、成
島
出
監
督
の「
ふ
し
ぎ
な
岬
の
物
語
」。

主
演
の
吉
永
小
百
合
さ
ん
が「
優
し
く
温
か
い
物
語
を
観
客
に
届
け
た
い
」と
の
思
い
か
ら
、初
め
て
企
画
に
も
参
加
し
た
力
作
で
す
。

今
回
は
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
明
鐘
岬
が
あ
る
鋸
南
町
と
富
津
市
金
谷
の
町
を
散
策
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

鋸山ロープウェイ
山頂駅まで約4分の空中散歩が楽しめる鋸
山ロープウェイ。5～15分間隔で運行して
いる。
●営業時間　9：00～17：00（2月16日～11
　月15日）9：00～16：00（11月16日～2月
　15日）荒天の場合は運休。夏季は営業
　時間を延長する場合もある。
●定休日　年中無休
●料金　大人（12歳以上）片道500円　
　往復930円　小児（6歳以上）片道250
　円　往復450円
●千葉県富津市金谷4052-1
●0439-69-2314

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
鋸
山
へ

山
頂
か
ら
の
絶
景
を
満
喫

み
ょ
う
が
ね
み
さ
き
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主
人
公
の
柏
木
悦
子（
吉
永
小
百
合
）

は
、静
か
な
岬
に
あ
る
小
さ
な
カ
フ
ェ
の
店

主
。彼
女
の一日
は
何
で
も
屋
を
営
む
甥
の

浩
司（
阿
部
寛
）と
と
も
に
、船
で
小
島
に

出
か
け
て
、コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
た
め
の
湧

き
水
を
汲
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。悦

子
に
ひ
そ
か
な
思
い
を
寄
せ
る
タ
ニ
さ
ん

（
笑
福
亭
鶴
瓶
）を
は
じ
め
、多
く
の
常
連

客
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、さ
さ
や
か
な
店
を
営

む
悦
子
。そ
の
日
々
を
揺
る
が
す
さ
ま
ざ

ま
な
出
来
事
が
起
き
は
じ
め
ま
す
。そ
し

て
あ
る
日
、岬
カ
フ
ェ
は
炎
に
包
ま
れ
て
し

ま
い
ま
す
。果
た
し
て
岬
カ
フ
ェ
と
悦
子
の

運
命
は・・・。　

　

映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
明
鐘
岬
は
富
津

し
た
。こ
の
山
で
約
１
３
０
０
年
前
に
開
か

れ
た
の
が
日
本
寺
。江
戸
時
代
に
は
大
仏

や
千
五
百
羅
漢
像
が
造
ら
れ
、豊
か
な
自

然
の
中
で
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て

い
ま
す
。

　

金
谷
の
町
は
、肌
が
金
色
に
光
る
黄
金

ア
ジ
の
水
揚
げ
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
地
元
の
ア
ジ
を
使
っ
た

フ
ラ
イ
や
刺
身
を
楽
し
め
る
の
が「
さ
す
け

食
堂
」。お
店
の
ス
タ
ッ
フ
の
元
気
な
笑
顔
に

迎
え
ら
れ
、カ
ウ
ン
タ
ー
に
つ
く
と
、油
の
は

じ
け
る
音
が
食
欲
を
刺
激
し
ま
す
。獲
れ

た
て
の
ア
ジ
を
サ
ッ
ク
リ
と
揚
げ
た
フ
ラ
イ

は
、ま
さ
に
こ
の
店
だ
け
の
味
わ
い
で
す
。

　

さ
す
け
食
堂
の
向
か
い
側
に
は
、合
掌
造

り
の
家
が
あ
り
ま
す
。築
２
３
０
年
の
こ
の

家
は
お
よ
そ
50
年
前
に
飛
騨
高
山
か
ら
こ

の
地
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
、現
在
は「
カ

フ
ェ
え
ど
も
ん
ず
」が
営
業
中
。古
民
家
な

ら
で
は
の
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
店
内
で

は
、自
家
焙
煎
に
こ
だ
わ
っ
た
ブ
ル
ー
マ
ウ
ン

テ
ン
が
楽
し
め
ま
す
。

　

こ
の
金
谷
で
は
、「
石
と
芸
術
の
ま
ち
金

谷
」を
合
言
葉
に
、町
お
こ
し
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。そ
の一
環
と
し
て
、２
０
１
０
年
に

で
き
た
の
が
金
谷
美
術
館
。ま
た
、金
谷
は

対
岸
の
久
里
浜
と
を
結
ぶ
東
京
湾
フェ
リ
ー

の
発
着
場
が
あ
る
町
と
し
て
も
知
ら
れ
ま

す
。フ
ェ
リ
ー
乗
場
の
ほ
ど
近
く
に
あ
る
の

が
観
光
商
業
施
設「
ザ・フ
ィ
ッ
シ
ュ
」。休
日

と
も
な
る
と
、房
総
の
お
み
や
げ
物
や
地
場

と
見
逃
し
そ
う
な
青
い
店
の
看
板
が
出
て

い
ま
す
。明
鐘
岬
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
岬

に
続
く
道
を
た
ど
る
と
現
れ
る
、小
さ
な

ブ
ル
ー
の
建
物
。こ
こ
が
映
画
の
モ
チ
ー
フ
に

な
っ
た「
音
楽
と
珈
琲
の
店　

岬
」で
す
。

店
主
は
玉
木
節
子
さ
ん
。両
親
が
こ
の
地

で
飲
食
店
を
経
営
し
、自
分
自
身
も
１
９

７
８
年
か
ら
こ
の
店
を
始
め
ま
し
た
。14
、

5
人
も
入
れ
ば一
杯
に
な
る
店
内
に
は
ジ
ャ

ズ
、ポ
ッ
プ
ス
、映
画
音
楽
、ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ど

の
音
楽
が
、お
客
さ
ま
の
好
み
や
そ
の
方
の

雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
流
れ
て
い
ま
す
。こ
の

店
が
小
説
や
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、

岬
の
先
端
に
あ
る
と
い
う
独
特
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、や
は
り
玉
木
さ

ん
の
人
柄
を
慕
って
来
店
す
る
人
々
の
温
か

な
ふ
れ
あ
い
を
、ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が
敏

感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

「
商
売
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、た
ま

た
ま
家
に
遊
び
に
来
た
方
に
、コ
ー
ヒ
ー
を

淹
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
。美
味
し
い
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
ん
で
癒
さ
れ
る
と
い
う
方
や
、人

間
関
係
の
し
が
ら
み
を
忘
れ
ら
れ
る
と
い

う
お
客
さ
ま
も
い
ま
す
。元
気
が
も
ら
え

る
と
い
う
人
も
多
く
、吉
永
さ
ん
か
ら
は

〝
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
よ
う
だ
〞と
い
う
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。自
分
が
好
き
で
や
っ

て
い
る
こ
と
が
喜
ば
れ
る
の
は
、う
れ
し
い
か

ぎ
り
で
す
ね
」

　

海
に
向
か
っ
た
大
き
な
窓
の
外
に
広
が

る
雄
大
な
景
色
を
、美
味
し
い一杯
の
コ
ー
ヒ

ー
を
飲
み
な
が
ら
眺
め
る
う
ち
に
、静
か
に

時
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

市
と
鋸
南
町
の
境
に
あ
り
、そ
の
背
後
に
鋸

山
が
そ
び
え
た
っ
て
い
ま
す
。ま
ず
は
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
で
鋸
山
の
山
頂
を
目
指
し
ま
し
ょ

う
。展
望
台
か
ら
は
眼
下
に
東
京
湾
が
広

が
り
、対
岸
の
三
浦
半
島
ま
で一
望
で
き
ま

す
。正
式
名
称
を
乾
坤
山
と
い
う
こ
の
山

が
、鋸
山
と
呼
ば
れ
る
の
は
、石
を
切
り
出

し
た
跡
が
鋸
の
歯
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
に

見
え
る
た
め
。江
戸
時
代
末
期
か
ら
戦
前

に
か
け
て
、富
津
市
や
鋸
南
町
の
周
辺
は

房
州
石
と
呼
ば
れ
る
優
良
な
石
材
の
産
地

と
し
て
知
ら
れ
、鋸
山
も
採
石
場
の一つ
で

百尺観音像
石を切り出した壁を活かして昭和41年に完成した百尺
観音像。

の
海
産
物
な
ど
を
買
い
求
め
る
人
た
ち
で

賑
わ
い
ま
す
。施
設
内
に
あ
る「
見
波
亭
」

の「
の
こ
ぎ
り
山
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘン
」は
町
の

名
物
的
な
存
在
に
な
って
い
ま
す
。

　

浜
金
谷
駅
か
ら
車
で
5
分
ほ
ど
の
明
鐘

ト
ン
ネ
ル
の
入
口
手
前
に
、う
っ
か
り
す
る

東海千五百羅漢像
江戸時代中期に大野甚五郎によって作られ、一つ
として同じ顔がないとされる表情は見もの。

日本寺大仏
鋸山には約1300年前に行基によって日本寺が開かれ、江戸時代に
奈良の大仏より大きい大仏が建造された。いったんは荒廃したものの
昭和40年代に復元された。　●拝観料　大人600円　小人400円
●千葉県安房郡鋸南町鋸山　●0470-55-1103
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ザ・フィッシュ
カフェえどもんず

さすけ食堂
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ん
こ
ん
ざ
ん

き
ょ
な
ん
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主
人
公
の
柏
木
悦
子（
吉
永
小
百
合
）

は
、静
か
な
岬
に
あ
る
小
さ
な
カ
フ
ェ
の
店

主
。彼
女
の一日
は
何
で
も
屋
を
営
む
甥
の

浩
司（
阿
部
寛
）と
と
も
に
、船
で
小
島
に

出
か
け
て
、コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
た
め
の
湧

き
水
を
汲
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。悦

子
に
ひ
そ
か
な
思
い
を
寄
せ
る
タ
ニ
さ
ん

（
笑
福
亭
鶴
瓶
）を
は
じ
め
、多
く
の
常
連

客
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、さ
さ
や
か
な
店
を
営

む
悦
子
。そ
の
日
々
を
揺
る
が
す
さ
ま
ざ

ま
な
出
来
事
が
起
き
は
じ
め
ま
す
。そ
し

て
あ
る
日
、岬
カ
フ
ェ
は
炎
に
包
ま
れ
て
し

ま
い
ま
す
。果
た
し
て
岬
カ
フ
ェ
と
悦
子
の

運
命
は・・・。　

　

映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
明
鐘
岬
は
富
津

し
た
。こ
の
山
で
約
１
３
０
０
年
前
に
開
か

れ
た
の
が
日
本
寺
。江
戸
時
代
に
は
大
仏

や
千
五
百
羅
漢
像
が
造
ら
れ
、豊
か
な
自

然
の
中
で
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て

い
ま
す
。

　

金
谷
の
町
は
、肌
が
金
色
に
光
る
黄
金

ア
ジ
の
水
揚
げ
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
地
元
の
ア
ジ
を
使
っ
た

フ
ラ
イ
や
刺
身
を
楽
し
め
る
の
が「
さ
す
け

食
堂
」。お
店
の
ス
タ
ッ
フ
の
元
気
な
笑
顔
に

迎
え
ら
れ
、カ
ウ
ン
タ
ー
に
つ
く
と
、油
の
は

じ
け
る
音
が
食
欲
を
刺
激
し
ま
す
。獲
れ

た
て
の
ア
ジ
を
サ
ッ
ク
リ
と
揚
げ
た
フ
ラ
イ

は
、ま
さ
に
こ
の
店
だ
け
の
味
わ
い
で
す
。

　

さ
す
け
食
堂
の
向
か
い
側
に
は
、合
掌
造

り
の
家
が
あ
り
ま
す
。築
２
３
０
年
の
こ
の

家
は
お
よ
そ
50
年
前
に
飛
騨
高
山
か
ら
こ

の
地
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
、現
在
は「
カ

フ
ェ
え
ど
も
ん
ず
」が
営
業
中
。古
民
家
な

ら
で
は
の
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
店
内
で

は
、自
家
焙
煎
に
こ
だ
わ
っ
た
ブ
ル
ー
マ
ウ
ン

テ
ン
が
楽
し
め
ま
す
。

　

こ
の
金
谷
で
は
、「
石
と
芸
術
の
ま
ち
金

谷
」を
合
言
葉
に
、町
お
こ
し
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。そ
の一
環
と
し
て
、２
０
１
０
年
に

で
き
た
の
が
金
谷
美
術
館
。ま
た
、金
谷
は

対
岸
の
久
里
浜
と
を
結
ぶ
東
京
湾
フェ
リ
ー

の
発
着
場
が
あ
る
町
と
し
て
も
知
ら
れ
ま

す
。フ
ェ
リ
ー
乗
場
の
ほ
ど
近
く
に
あ
る
の

が
観
光
商
業
施
設「
ザ・フ
ィ
ッ
シ
ュ
」。休
日

と
も
な
る
と
、房
総
の
お
み
や
げ
物
や
地
場

と
見
逃
し
そ
う
な
青
い
店
の
看
板
が
出
て

い
ま
す
。明
鐘
岬
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
岬

に
続
く
道
を
た
ど
る
と
現
れ
る
、小
さ
な

ブ
ル
ー
の
建
物
。こ
こ
が
映
画
の
モ
チ
ー
フ
に

な
っ
た「
音
楽
と
珈
琲
の
店　

岬
」で
す
。

店
主
は
玉
木
節
子
さ
ん
。両
親
が
こ
の
地

で
飲
食
店
を
経
営
し
、自
分
自
身
も
１
９

７
８
年
か
ら
こ
の
店
を
始
め
ま
し
た
。14
、

5
人
も
入
れ
ば一
杯
に
な
る
店
内
に
は
ジ
ャ

ズ
、ポ
ッ
プ
ス
、映
画
音
楽
、ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ど

の
音
楽
が
、お
客
さ
ま
の
好
み
や
そ
の
方
の

雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
流
れ
て
い
ま
す
。こ
の

店
が
小
説
や
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、

岬
の
先
端
に
あ
る
と
い
う
独
特
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、や
は
り
玉
木
さ

ん
の
人
柄
を
慕
って
来
店
す
る
人
々
の
温
か

な
ふ
れ
あ
い
を
、ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が
敏

感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

「
商
売
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、た
ま

た
ま
家
に
遊
び
に
来
た
方
に
、コ
ー
ヒ
ー
を

淹
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
。美
味
し
い
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
ん
で
癒
さ
れ
る
と
い
う
方
や
、人

間
関
係
の
し
が
ら
み
を
忘
れ
ら
れ
る
と
い

う
お
客
さ
ま
も
い
ま
す
。元
気
が
も
ら
え

る
と
い
う
人
も
多
く
、吉
永
さ
ん
か
ら
は

〝
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
よ
う
だ
〞と
い
う
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。自
分
が
好
き
で
や
っ

て
い
る
こ
と
が
喜
ば
れ
る
の
は
、う
れ
し
い
か

ぎ
り
で
す
ね
」

　

海
に
向
か
っ
た
大
き
な
窓
の
外
に
広
が

る
雄
大
な
景
色
を
、美
味
し
い一杯
の
コ
ー
ヒ

ー
を
飲
み
な
が
ら
眺
め
る
う
ち
に
、静
か
に

時
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

市
と
鋸
南
町
の
境
に
あ
り
、そ
の
背
後
に
鋸

山
が
そ
び
え
た
っ
て
い
ま
す
。ま
ず
は
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
で
鋸
山
の
山
頂
を
目
指
し
ま
し
ょ

う
。展
望
台
か
ら
は
眼
下
に
東
京
湾
が
広

が
り
、対
岸
の
三
浦
半
島
ま
で一
望
で
き
ま

す
。正
式
名
称
を
乾
坤
山
と
い
う
こ
の
山

が
、鋸
山
と
呼
ば
れ
る
の
は
、石
を
切
り
出

し
た
跡
が
鋸
の
歯
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
に

見
え
る
た
め
。江
戸
時
代
末
期
か
ら
戦
前

に
か
け
て
、富
津
市
や
鋸
南
町
の
周
辺
は

房
州
石
と
呼
ば
れ
る
優
良
な
石
材
の
産
地

と
し
て
知
ら
れ
、鋸
山
も
採
石
場
の一つ
で

の
海
産
物
な
ど
を
買
い
求
め
る
人
た
ち
で

賑
わ
い
ま
す
。施
設
内
に
あ
る「
見
波
亭
」

の「
の
こ
ぎ
り
山
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘン
」は
町
の

名
物
的
な
存
在
に
な
って
い
ま
す
。

　

浜
金
谷
駅
か
ら
車
で
5
分
ほ
ど
の
明
鐘

ト
ン
ネ
ル
の
入
口
手
前
に
、う
っ
か
り
す
る

ザ・フィッシュ
地元の新鮮な魚介類をはじめ
各種お土産ものやお菓子類を
販売。新しい名物として人気な
のが「黒糖まんじゅう」。店内に
は海を一望できるレストランも。
●営業時間　物販エリア　9：00
　～18：00　レストラン　11：00
　～17：30L.O.
●定休日　年中無休
●千葉県富津市金谷2288
●0439-69-2161

 み  な み て い

見波亭
モンドセレクション最高金賞
の獲得で一躍有名になった
のが、その形を鋸山に見立て
たバウムクーヘン。牛乳や卵
は新鮮な地元産を使用。
●営業時間　9：00～18：00
●定休日　年中無休
●千葉県富津市金谷2288
　（ザ・フィッシュ内）
●0439-69-8373

東京湾フェリー
金谷と三浦半島の久里浜との
間を約40分で結ぶ東京湾フェ
リー。朝6時台から夕方19時台
まで1時間に1便のペースで運
行されています。　
●千葉県富津市金谷4303　
●0439-69-2111

さすけ食堂
黄金アジを使ったフライや刺身
を求めて店の外には行列も。人
気はフライと刺身の両方が味わ
える「さすけ定食」。
●営業時間　11：00～18：00
　土日10：00～15：00
●定休日　火・水・木曜日（月・
　金・土・日曜日営業、土日
　臨時休業の場合もあり）
●千葉県富津市金谷2193-5
●0439-69-2123

金谷美術館
外観には房州石が使われており、展示されている作品
の多くは、美術館の趣旨に賛同した人たちによって寄
贈や貸与されたものが中心。
●営業時間　10：00～17：00（入館は16：30まで）
●入館料　展覧会により異なるので要問い合わせ
●休館　毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
●千葉県富津市金谷2146-1
●0439-69-8111

カフェえどもんず
メニューは貴重なブルーマウンテンコーヒー豆を
店内で自家焙煎して淹れたコーヒーと、バウム
クーヘンのみ。合掌造りの屋根裏が眺められる
2階では絵画の展示も。
●営業時間　昼頃～日没頃
●定休日　火曜～木曜（月・金・土・日曜日、祭日営業）
●千葉県富津市金谷2185-2　●070-6478-7778

金谷漁港

のこぎり山バウムクーヘン
1個1240円（税込）

黒糖饅頭
1個95円
（税込）

黄
金
ア
ジ
を
味
わ
い

合
掌
造
り
の
空
間
で
和
む

せ
ん
ご
ひ
ゃ
く 

ら 

か
ん
ぞ
う
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主
人
公
の
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木
悦
子（
吉
永
小
百
合
）

は
、静
か
な
岬
に
あ
る
小
さ
な
カ
フ
ェ
の
店

主
。彼
女
の一日
は
何
で
も
屋
を
営
む
甥
の

浩
司（
阿
部
寛
）と
と
も
に
、船
で
小
島
に

出
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て
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ー
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を
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れ
る
た
め
の
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き
水
を
汲
む
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と
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り
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子
に
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そ
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な
思
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を
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る
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亭
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め
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く
の
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に
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が
ら
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さ
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な
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を
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む
悦
子
。そ
の
日
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を
揺
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が
す
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ま
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ま
な
出
来
事
が
起
き
は
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め
ま
す
。そ
し

て
あ
る
日
、岬
カ
フ
ェ
は
炎
に
包
ま
れ
て
し

ま
い
ま
す
。果
た
し
て
岬
カ
フ
ェ
と
悦
子
の

運
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は・・・。　

　

映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
明
鐘
岬
は
富
津

し
た
。こ
の
山
で
約
１
３
０
０
年
前
に
開
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た
の
が
日
本
寺
。江
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時
代
に
は
大
仏

や
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五
百
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漢
像
が
造
ら
れ
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か
な
自

然
の
中
で
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
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て

い
ま
す
。

　

金
谷
の
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は
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が
金
色
に
光
る
黄
金

ア
ジ
の
水
揚
げ
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
地
元
の
ア
ジ
を
使
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た

フ
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や
刺
身
を
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し
め
る
の
が「
さ
す
け
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」。お
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の
ス
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の
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気
な
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に

迎
え
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れ
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ウ
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に
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く
と
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の
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し
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す
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と
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に
こ
の
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だ
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で
す
。
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向
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に
は
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で
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葉
に
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０
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に
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が
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岸
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湾
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ー

の
発
着
場
が
あ
る
町
と
し
て
も
知
ら
れ
ま

す
。フ
ェ
リ
ー
乗
場
の
ほ
ど
近
く
に
あ
る
の

が
観
光
商
業
施
設「
ザ・フ
ィ
ッ
シ
ュ
」。休
日

と
も
な
る
と
、房
総
の
お
み
や
げ
物
や
地
場

と
見
逃
し
そ
う
な
青
い
店
の
看
板
が
出
て

い
ま
す
。明
鐘
岬
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
岬

に
続
く
道
を
た
ど
る
と
現
れ
る
、小
さ
な

ブ
ル
ー
の
建
物
。こ
こ
が
映
画
の
モ
チ
ー
フ
に

な
っ
た「
音
楽
と
珈
琲
の
店　

岬
」で
す
。

店
主
は
玉
木
節
子
さ
ん
。両
親
が
こ
の
地

で
飲
食
店
を
経
営
し
、自
分
自
身
も
１
９

７
８
年
か
ら
こ
の
店
を
始
め
ま
し
た
。14
、

5
人
も
入
れ
ば一
杯
に
な
る
店
内
に
は
ジ
ャ

ズ
、ポ
ッ
プ
ス
、映
画
音
楽
、ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ど

の
音
楽
が
、お
客
さ
ま
の
好
み
や
そ
の
方
の

雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
流
れ
て
い
ま
す
。こ
の

店
が
小
説
や
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、

岬
の
先
端
に
あ
る
と
い
う
独
特
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、や
は
り
玉
木
さ

ん
の
人
柄
を
慕
って
来
店
す
る
人
々
の
温
か

な
ふ
れ
あ
い
を
、ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が
敏

感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

「
商
売
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、た
ま

た
ま
家
に
遊
び
に
来
た
方
に
、コ
ー
ヒ
ー
を

淹
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
。美
味
し
い
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
ん
で
癒
さ
れ
る
と
い
う
方
や
、人

間
関
係
の
し
が
ら
み
を
忘
れ
ら
れ
る
と
い

う
お
客
さ
ま
も
い
ま
す
。元
気
が
も
ら
え

る
と
い
う
人
も
多
く
、吉
永
さ
ん
か
ら
は

〝
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
よ
う
だ
〞と
い
う
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。自
分
が
好
き
で
や
っ

て
い
る
こ
と
が
喜
ば
れ
る
の
は
、う
れ
し
い
か

ぎ
り
で
す
ね
」

　

海
に
向
か
っ
た
大
き
な
窓
の
外
に
広
が

る
雄
大
な
景
色
を
、美
味
し
い一杯
の
コ
ー
ヒ

ー
を
飲
み
な
が
ら
眺
め
る
う
ち
に
、静
か
に

時
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

市
と
鋸
南
町
の
境
に
あ
り
、そ
の
背
後
に
鋸

山
が
そ
び
え
た
っ
て
い
ま
す
。ま
ず
は
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
で
鋸
山
の
山
頂
を
目
指
し
ま
し
ょ

う
。展
望
台
か
ら
は
眼
下
に
東
京
湾
が
広

が
り
、対
岸
の
三
浦
半
島
ま
で一
望
で
き
ま

す
。正
式
名
称
を
乾
坤
山
と
い
う
こ
の
山

が
、鋸
山
と
呼
ば
れ
る
の
は
、石
を
切
り
出

し
た
跡
が
鋸
の
歯
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
に

見
え
る
た
め
。江
戸
時
代
末
期
か
ら
戦
前

に
か
け
て
、富
津
市
や
鋸
南
町
の
周
辺
は

房
州
石
と
呼
ば
れ
る
優
良
な
石
材
の
産
地

と
し
て
知
ら
れ
、鋸
山
も
採
石
場
の一つ
で

の
海
産
物
な
ど
を
買
い
求
め
る
人
た
ち
で

賑
わ
い
ま
す
。施
設
内
に
あ
る「
見
波
亭
」

の「
の
こ
ぎ
り
山
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘン
」は
町
の

名
物
的
な
存
在
に
な
って
い
ま
す
。

　

浜
金
谷
駅
か
ら
車
で
5
分
ほ
ど
の
明
鐘

ト
ン
ネ
ル
の
入
口
手
前
に
、う
っ
か
り
す
る

音楽と珈琲の店　岬
コーヒーは１杯ごとに豆を挽き、鋸山の湧き水を使いドリップでていねいに淹れて
います。器は玉木さんの姪御さんが一つひとつ焼き上げたもの。映画では撮影用
に新しく「岬」の建物を造って撮影しています。
●営業時間　10：00～日没　●定休日　年中無休
●千葉県安房郡鋸南町元名1　●0439-69-2109

「人に優しくすると相手か
らも返ってくる、そのやりと
りが楽しい」という店主の
玉木節子さん。

明鐘岬からの眺め

岬
の
上
か
ら
見
晴
ら
す

雄
大
な
景
色
に
時
を
忘
れ
る
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