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出
来
栄
え
占
う

勇
壮
な
神
事

内
で
は
珍
し
い
や
ぶ
さ
め
の
一
つ

で
、
９
月
最
終
日
曜
日
（
今
年
は

27
日
）
に
吉き

っ

保ぽ

八
幡
神
社
の
祭
礼

で
行
わ
れ
ま
す
。
起
源
は
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
鎌
倉
時
代
中
期
に

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

約
２
１
０
ｍ
の
馬
場
を
疾
走
し
な
が
ら
、

３
つ
の
的
を
め
が
け
て
矢
を
放
ち
、
そ
れ
を

３
回
繰
り
返
し
ま
す
。
ほ
か
の
や
ぶ
さ
め
と

異
な
る
点
は
、
的
ま
で
の
距
離
が
長
い
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
、
吉
保
八
幡
の
や
ぶ
さ
め
が

単
に
武
芸
と
し
て
で
は
な
く
、
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
うを

願
っ
て
農
作
物
の
出
来
栄
え
を
占
う
こ
と
が

第
一
の
目
的
で
あ
る
か
ら
で
す
。
的
に
当
て

る
こ
と
よ
り
、
放
っ
た
矢
の
当
た
り
外
れ
に

よ
っ
て
天
か
ら
の
お
告
げ
が
も
た
ら
さ
れ

る
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
的
が
外
れ

る
こ
と
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　

騎
乗
す
る
禰ね

宜ぎ

（
神
職
）
は
、
１
週
間
ほ

ど
前
か
ら
厳
格
な
精

し
ょ
う

進じ
ん

潔け
っ

斉さ
い

と
い
っ
て
、
酒

や
肉
食
を
慎
み
沐も

く

浴よ
く

（
湯
あ
み
）
す
る
慣
わ

し
が
あ
り
ま
す
。県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
。

吉
保
八
幡
の

や
ぶ
さ
め

【Memo】
場所／鴨川市仲
交通／�JR安房鴨川駅から金束行きバスで20

分、吉保下車。鴨川市街から長狭街道
を西へ約₈㎞。保田、金谷方面から長
狭街道を東へ約20㎞

お問合せ／鴨川市郷土資料館
　　　　鴨川市横渚1401-6　☎04-7093-3800
　�市内の歴史、民俗、考古、自然などに関す
る資料の収集保管。郷土が生んだ欄

らん

間
ま

彫刻
師・波の伊八、歌人古泉千樫の作品を展示。
開館時間　9：00～17：15
休 館 日　月曜日、祝日の場合は翌日、年末年始
交　　通　JR安房鴨川駅から徒歩15分
　　　　　日東交通バス市役所下車
入 館 料　�一般200円（団体140円）、小・中・

高校生150円（同100円）
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ぼうそう祭時記
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小説風土記　
椎名　誠「思い出の花見川をカヌーで下る」
文・中谷順子（詩人・日本文藝家協会会員）

情報Capsule
利根川の舟運復活へ「利根川舟運・地域づくり協議会」
今夏注目の企画展を開催「千葉県立現代産業科学館」（市川市）
鶴泉堂菓子店が国の有形文化財に登録「店舗兼主屋と石倉庫」（匝瑳市）ほか

歴史の舞台を行く
東金御成街道（船橋市－東金市）
徳川家康ゆかりの街道 造成の本当の理由は？
文・山本光正 国立歴史民俗博物館研究部歴史系・
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健康エクササイズ◇ウオーキングで心身共に健康になろう
文・黒岩 康（NPO法人千葉県ウオーキング協会）

スポーツドクター◇水泳の障害
文・落合信靖（千葉大学医学研究院整形外科�助教）

生活習慣病と食事◇
メタボリックシンドロームを
予防する食事

文・江尻喜三郎（社団法人千葉県栄養士会理事）

おとなの休日 山川圭子さん（船橋市）

フラダンスの世界女王 ソロ部門で日本人初の快挙
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渡辺正行

　

─
─
今
回
は
、
テ
レ
ビ
で
お
な
じ
み
の
渡

辺
正
行
さ
ん
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
渡
辺
さ
ん
は
、
い
す
み
市
の
ご
出
身
？

渡
辺　

昔
の
夷
隅
町
苅
谷
で
、
高
校
卒
業
ま

で
い
ま
し
た
。

　

─
─
ご
実
家
は
？

渡
辺　

今
も
兄
が
地
元
で
焼
き
鳥
屋
「
み
ず

ほ
」
を
や
っ
て
い
ま
す
。

　

─
─
ラ
ー
メ
ン
が
有
名
で
す
よ
ね
。

渡
辺　

は
い
、
ラ
ー
メ
ン
が
お
勧
め
の
焼
き

鳥
屋
で
す
（
笑
）。

文
武
両
道
の
少
年
時
代

　

─
─
幼
少
時
代
の
こ
と
に
つ
い
て
お
伺
い

し
ま
す
。

渡
辺　

か
い
つ
ま
ん
で
…
（
笑
）。
小
学
校

低
学
年
の
時
、
国
吉
小
学
校
に
は
プ
ー
ル
が

な
く
て
、
近
所
の
夷
隅
川
で
泳
い
で
い
て
お

ぼ
れ
、
死
に
か
け
ま
し
た
。
隣
の
「
ひ
さ
よ

し
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
お
兄
ち
ゃ
ん
に
助
け
ら

れ
、
ひ
さ
よ
し
さ
ん
は
命
の
恩
人
で
す
。

　

─
─
他
に
は
ど
ん
な
遊
び
を
？

渡
辺　

田
ん
ぼ
の
中
で
泥
ん
こ
遊
び
。
泥
団

子
を
作
っ
て
戦
争
ご
っ
こ
。
日
が
暮
れ
る
ま

で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
子
供
時
代
、
外
に
あ

る
も
の
は
何
で
も
工
夫
し
て
活
用
し
、
子
供

た
ち
な
り
の
ル
ー
ル
を
作
っ
て
遊
ん
だ
も
の

で
す
。
楽
し
い
こ
と
は
進
ん
で
や
る
積
極
的

な
、
と
き
に
脱
線
す
る
よ
う
な
子
供
時
代
で

根
は
き
ま
じ
め
な
お
笑
い
タ
レ
ン
ト

わたなべ まさゆき
1956（昭和31）年、千葉県いすみ市（旧夷隅町）生まれ。県立大多
喜高等学校卒業。明治大学入学。落語研究会に所属し紫紺亭志い朝

（六代目）襲名。劇団養成所入所中に「コント赤信号」を結成。テレ
ビ、ラジオ、映画、舞台に大活躍。現在「関口宏の東京フレンドパー
クⅡ」（TBS系）や「さんまのスーパーからくりTV」（同）などレギュ
ラー番組₄本。著書に絵本「さよならってなんだろう」（双葉社）ほか。

インタビュアー・一瀬友里

し
た
。
お
か
げ
で
学
校
の
教
室
で
は
一
番
前

の
席
で
、
先
生
の
目
の
前
で
し
た
。

　

─
─
特
等
席
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

渡
辺　

い
や
特
別
席
で
す
。
目
を
離
さ
な
い

よ
う
に
、
い
た
ず
ら
し
な
い
よ
う
に
、
先
生

の
ご
配
慮
で
す
（
笑
）。

　

国
吉
中
学
校
で
は
剣
道
部
に
入
り
ま
し

た
。
な
ぜ
か
、
そ
の
頃
か
ら
成
績
が
ぐ
ん
ぐ

ん
上
が
り
ま
し
て
、
通
知
表
は
４
と
５
ば
か

り
。
そ
ん
な
に
勉
強
を
し
た
記
憶
は
な
い
ん

だ
け
ど
…
。
た
だ
５
つ
離
れ
た
高
校
生
の
姉

ち
ゃ
ん
が
、
深
夜
放
送
を
聴
き
な
が
ら
勉
強

し
て
い
た
。
僕
も
そ
の
ラ
ジ
オ
を
聴
き
た
く

て
、
そ
ば
で
勉
強
を
し
て
い
る
振
り
を
し
て

聞
い
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
な
番
組
だ
っ
た
か
は

忘
れ
ま
し
た
が
…
。
今
思
う
と
中
学
生
に
な
っ

て
か
ら
は
剣
道
の
傍
ら
多
少
勉
強
も
し
て
い

た
ん
で
す
ね
。
物
事
は
努
力
を
す
れ
ば
良
い

結
果
が
出
る
こ
と
を
、
そ
の
時
に
知
り
ま
し
た
。

　

─
─
そ
れ
以
降
は
努
力
の
人
？

渡
辺　

そ
う
は
う
ま
く
い
か
な
い
の
が
人
間

の
、
い
や
僕
の
常
（
笑
）。
普
段
は
剣
道
に

明
け
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
剣
道
部
に
若
く
て

情
熱
的
な
先
生
が
赴
任
し
て
来
ら
れ
、
徹
底

的
に
練
習
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
文

武
両
道
で
し
た
（
笑
）。

乗
り
遅
れ
て
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク

　

─
─
爽
や
か
で
成
績
優
秀
な
少
年
が
、
県

県立大多喜高等学校１年の時

グラフィックインタビュー

フリーアナウンサー。千葉テレ
ビのニュース番組「C-master」
（月～金21：00～）など、多数局
の番組担当。

ゆとり　�



渡辺正行

下
で
も
名
門
の
県
立
大
多
喜
高
校
へ
入
学
。

渡
辺　

当
時
の
木
原
線
で
通
い
ま
し
た
。
朝

８
時
02
分
発
の
電
車
で
す
。
僕
ら
は
電
車
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
後
に
東
京
へ
出
て
初

め
て
知
り
ま
し
た
。
あ
れ
は
電
車
で
は
な
く

デ
ィ
ー
ゼ
ル
カ
ー
だ
っ
て
こ
と
を
。
自
転
車

で
７
時
50
分
に
家
を
出
な
い
と
学
校
に
間
に

合
わ
な
い
。
７
時
に
起
こ
し
て
く
れ
る
よ
う

に
頼
ん
で
あ
っ
た
が
、
お
ふ
く
ろ
は
「
遅
れ

て
も
私
の
せ
い
で
は
な
い
。
一
度
は
起
こ
し

て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
。

　

朝
飯
も
食
わ
ず
に
駅
へ
直
行
す
る
が
後
の

祭
り
。
８
時
半
の
大
多
喜
行
き
バ
ス
が
あ
る

が
、
８
時
45
分
ま
で
に
教
室
に
入
っ
て
い
な

い
と
い
け
な
い
。
仕
方
が
な
い
。
例
の
手
を

使
お
う
と
、
道
行
く
車
を
止
め
て
ヒ
ッ
チ
ハ

イ
ク
。
そ
れ
も
２
度
や
３
度
で
は
な
い
。

　

─
─
よ
く
止
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
ね
。

渡
辺　

木
原
線
の
電
車
も
止
ま
っ
て
く
れ
ま

し
た
よ
。
発
車
し
て
も
運
転
手
さ
ん
と
目
が

合
え
ば
15
秒
く
ら
い
待
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

─
─
地
元
で
は
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
生
活

だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

渡
辺　

中
学
ま
で
町
の
外
へ
出
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
朝
練
が
あ
っ
て
、
放
課
後
に
は
ま

た
剣
道
の
練
習
で
す
。
そ
れ
に
テ
ス
ト
の
勉

強
で
す
か
ら
遊
ぶ
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

一
度
、
隣
町
の
大
原
に
映
画
館
が
あ
り
、
子

供
３
人
で
電
車
に
乗
っ
て
映
画
を
見
に
行
き

ま
し
た
。
映
画
が
百
円
か
２
百
円
、
木
原
線

が
60
円
、
ラ
ー
メ
ン
が
一
杯
百
円
。
４
百
円

を
後
生
大
事
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、「
ク
レ
ー

ジ
ー
キ
ャ
ッ
ツ
の
大
冒
険
」
と
い
う
映
画
で

し
た
。
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
て
帰
っ
て
く
る
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
が
、
自
分
た
ち

に
と
っ
て
は
映
画
の
題
名
の
よ
う
な
大
冒
険

で
し
た
。
高
校
時
代
も
同
じ
で
、
明
る
く
ま

じ
め
な
ス
ポ
ー
ツ
青
年
で
し
た
。

　

─
─
そ
し
て
東
京
へ
。

渡
辺　

明
治
大
学
を
受
験
し
た
の
も
た
だ
東

京
へ
行
き
た
い
一
心
か
ら
。
大
学
で
は
落
語

研
究
会
に
入
会
。
ス
ポ
ー
ツ
系
よ
り
も
楽
し

そ
う
だ
し
、
気
ま
ま
に
遊
べ
そ
う
と
い
う
軽

い
気
持
ち
で
し
た
。
入
っ
て
み
る
と
上
下
関

係
は
厳
し
く
、
落
語
の
何
た
る
か
を
勉
強
す

る
硬
派
な
サ
ー
ク
ル
で
し
た
。
こ
れ
は
僕
に

は
向
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
先
輩
か

ら
教
室
で
落
語
会
を
開
く
か
ら
と
誘
わ
れ
、

そ
れ
を
見
て
落
語
の
面
白
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま

し
た
。
落
語
を
披
露
し
て
く
れ
た
の
は
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
「
た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン
」
の
名

司
会
ぶ
り
で
知
ら
れ
る
立
川
志
の
輔
さ
ん
で

し
た
。
そ
れ
は
見
事
な
話
芸
で
し
た
。
そ
の

先
輩
に
三
宅
裕
司
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

　

こ
の
世
界
を
目
指
し
て
い
る
人
た
ち
に
出

会
っ
て
大
い
に
影
響
を
受
け
、
芝
居
を
や
り

た
く
て
劇
団
養
成
所
に
入
所
。
そ
こ
で
一
級

上
の
ラ
サ
ー
ル
石
井
、同
級
の
小
宮
（
孝
泰
）

君
と
出
会
い
「
コ
ン
ト
赤
信
号
」
を
結
成
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
芝
居
の
勉
強

の
た
め
で
し
た
け
ど
…
。

　

３
人
で
コ
ン
ト
を
作
っ
て
は
大
学
の
文
化

祭
を
回
っ
た
。
そ
の
う
ち
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場

で
の
話
が
舞
い
込
ん
で
き
ま
し
た
。
お
芝
居

で
舞
台
に
立
つ
の
に
は
時
間
も
か
か
り
、
お

金
も
大
変
で
す
。
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
な
ら

ば
、
毎
日
の
よ
う
に
板
の
上
に
立
て
ま
す
し
、

ギ
ャ
ラ
も
い
た
だ
け
ま
す
。
当
時
、
人
気
の

TBSでの収録を終えて近くのホテルでくつろぐ渡辺さん

�　ゆとり



ゆ
ー
と
ぴ
あ
さ
ん
に
も
誘
わ
れ
、
ラ
イ
ブ
の

ス
テ
ー
ジ
に
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

周
り
か
ら
の
協
力
や
お
誘
い
を
い
た
だ

き
「
花
王
名
人
劇
場
」
に
も
出
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
コ
ン
ト
と
し
て
の
デ

ビ
ュ
ー
で
す
。や
が
て「
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ａ
Ｉ
ブ
ー

ム
」を
は
じ
め
、お
笑
い
ブ
ー
ム
が
訪
れ
、「
コ

ン
ト
赤
信
号
」
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
舞
台

に
引
っ
張
り
だ
こ
の
忙
し
さ
で
し
た
。

涙
の
奥
で
味
わ
う

昔
の
食
べ
も
の

　

─
─
そ
の
後
の
活
躍
は
誰
も
が
ご
存
知
な

の
で
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
こ
と
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
99
年
に
結
婚

し
、
翌
年
に
お
嬢
さ
ん
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
、

す
っ
か
り
良
き
家
庭
人
に
な
ら
れ
て
…
。

渡
辺　

た
ま
の
休
み
に
娘
と
一
緒
に
公
園
に

行
く
と
、
一
生
懸
命
に
白
い
小
さ
な
玉
を

拾
っ
て
い
る
の
で
す
。
ビ
ー
ビ
ー
弾
と
い
う

や
つ
で
す
。娘
に「
そ
ん
な
も
の
拾
っ
て
帰
っ

て
ど
う
す
る
の
」
と
尋
ね
る
が
、
娘
に
し
て

み
れ
ば
今
の
時
点
で
は
そ
れ
が
一
番
魅
力
的

で
不
思
議
な
も
の
ら
し
い
。
そ
う
言
え
ば
僕

も
子
供
の
こ
ろ
、
ゴ
ミ
捨
て
場
に
寄
っ
て
は

ガ
ラ
ス
の
破
片
な
ど
を
拾
っ
て
帰
り
、
自
分

の
棚
に
飾
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
。

　

子
供
の
こ
ろ
は
、
た
ま
に
店
屋
物
、
ラ
ー

メ
ン
と
か
で
も
ナ
ル
ト
、
シ
ナ
チ
ク
、
メ
ン

マ
、
ほ
う
れ
ん
草
な
ど
が
き
れ
い
に
揃
っ
て

の
っ
て
い
る
だ
け
で
、
も
う
ド
キ
ド
キ
で
す
。

と
こ
ろ
が
自
分
の
娘
は
、
店
屋
物
を
と
っ
て

も
あ
ま
り
感
動
し
な
い
し
、
喜
び
を
表
に
出

し
ま
せ
ん
。
ご
馳
走
と
思
え
る
も
の
が
食
卓

に
並
ん
で
い
て
も
、
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
な

い
。
あ
れ
も
こ
れ
も
と
与
え
過
ぎ
る
の
は
、

良
く
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。　

　

─
─
た
ま
の
店
屋
物
は
う
れ
し
い
も
の
で

す
よ
ね
。

渡
辺　

こ
の
間
、
ア
ジ
の
南
蛮
漬
け
が
好
き

な
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
兄
貴
の
嫁
さ
ん
が

作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
メ
ン
の
よ

う
な
焼
き
ソ
バ
の
よ
う
な
、
不
思
議
な
食
べ

も
の
が
出
さ
れ
ま
し
て
。
兄
貴
の
説
明
に
よ

れ
ば
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
汁
の
な

い
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
汁
が
な
く
な
る
ま
で
煮

て
ふ
や
か
し
た
も
の
で
す
。
口
に
入
れ
た
と

た
ん
に
思
い
出
し
ま
し
た
。
お
ふ
く
ろ
が

作
っ
て
子
供
た
ち
の
飯
の
お
か
ず
に
し
て
い

た
も
の
だ
、
と
。
兄
に
言
わ
れ
て
嫁
さ
ん
が

用
意
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
味
は
大
人
に

な
っ
た
今
で
も
、
涙
の
奥
で
覚
え
て
い
ま
す
。

　

ト
マ
ト
も
ご
ち
そ
う
で
し
た
。
輪
切
り
の

ト
マ
ト
に
砂
糖
を
か
け
、
最
後
に
残
っ
た
甘

い
汁
を
誰
が
飲
む
か
、
兄
弟
中
で
争
っ
た
も

の
で
す
。
食
べ
も
の
の
思
い
出
は
、
当
時
の

情
景
や
匂
い
ま
で
も
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

う
ち
の
子
な
ん
か
大
人
に
な
っ
て
、
ど
ん
な

食
べ
も
の
を
思
い
出
す
の
か
な
。
た
ま
に
食

べ
る
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
で
し
ょ
う
か
。

青
い
空
、
白
い
雲
が
僕
の
原
点

　

─
─
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
夷
隅
へ
お
帰
り

に
な
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
渡
辺
さ
ん
に

と
っ
て
、
ふ
る
さ
と
千
葉
県
と
は
？

渡
辺　

た
ま
に
帰
る
田
舎
に
は
、
ま
だ
ま
だ

青
い
空
、
白
い
雲
、
そ
し
て
緑
の
山
並
み
が

残
っ
て
い
ま
す
。
初
夏
に
は
、
や
さ
し
く
柔

ら
か
い
早
苗
が
ど
こ
ま
で
も
広
が
り
、
そ
の

美
し
さ
に
感
動
し
ま
す
。
感
傷
で
は
な
く
実

感
で
す
。
そ
う
い
う
夷
隅
に
生
ま
れ
た
こ
と

を
誇
り
に
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

自
分
で
も
お
芝
居
を
書
い
た
り
、
絵
を
描

い
た
り
し
ま
す
が
、
芝
居
で
は
必
ず
卓ち

ゃ

袱ぶ

台だ
い

を
使
う
家
族
が
登
場
す
る
よ
う
な
シ
ー
ン
が

出
て
き
ま
す
。
別
に
意
識
し
て
は
い
な
い
の

で
す
が
…
。
絵
を
描
く
場
合
に
も
、
必
ず
緑

が
背
景
に
な
っ
て
い
た
り
、
全
体
の
テ
ー
マ

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

　

そ
ん
な
家
族
や
緑
に
包
ま
れ
た
田
舎
の
風

景
が
、
自
分
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
に
田
舎
が
あ
る
こ
と
、
田
舎
で
遊
ん

だ
経
験
が
あ
る
こ
と
は
幸
せ
な
こ
と
で
す
。

自
分
の
子
に
も
、
で
き
れ
ば
田
舎
を
体
験
さ

せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

─
─
そ
れ
が
渡
辺
さ
ん
の
原
点
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
ね
。
現
在
、
若
手
の
お
笑
い
芸

人
の
育
成
に
も
積
極
的
な
よ
う
で
す
が
…
。

渡
辺　

86
年
か
ら
「
ラ
・
マ
マ
コ
ン
ト
新
人

大
会
」
を
主
宰
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
所
属

事
務
所
の
枠
を
取
り
払
っ
た
門
戸
の
広
い
お

笑
い
ラ
イ
ブ
で
、
過
去
に
は
ウ
ッ
チ
ャ
ン
ナ

ン
チ
ャ
ン
、
ダ
チ
ョ
ウ
倶
楽
部
、
爆
笑
問
題
、

海
砂
利
水
魚
（
現
・
く
り
ぃ
む
し
ち
ゅ
ー
）

な
ど
、
現
在
大
活
躍
中
の
お
笑
い
芸
人
た
ち

も
多
数
出
演
し
た
ほ
か
、
大
勢
の
若
手
芸
人

に
活
躍
の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
後
進
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

─
─
長
時
間
に
わ
た
り
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

■Information
名　称：有限会社なべや
電　話：03-3401-7729
ＦＡＸ：03-3401-7791
所在地：東京都港区赤坂9-5-26  パレ乃木坂404
http://www.nabe-ya.com/
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３
年
後
の
１
８
９
４
（
明
治
27
）
年
12
月
下

旬
、
開
通
し
た
て
の
総
武
鉄
道
を
利
用
し
て

本
所
（
両
国
駅
）
か
ら
千
葉
を
経
て
佐
倉
を

訪
ね
て
い
ま
す
。
鉄
道
マ
ニ
ア
と
い
わ
れ
る

子
規
は
、
翌
年
３
月
３
日
に
汽
車
で
大
阪
、

神
戸
、
広
島
を
訪
れ
ま
す
が
、
日
清
戦
争
の

従
軍
記
者
と
し
て
広
島
か
ら
船
で
大
陸
へ
渡

る
た
め
で
し
た
。
病
は
待
っ
た
な
し
で
、
翌

月
に
は
日
本
へ
送
還
。
10
月
26
日
、
幸
い
に

も
奈
良
、
東
大
寺
、
薬
師
寺
、
法
隆
寺
に
遊

び
、
誰
も
が
知
る
「
柿
食
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な

り
法
隆
寺
」
の
名
句
が
誕
生
し
ま
す
。

大
和
田
（
八
千
代
市
）。
26
日
に
は
臼
井
、

佐
倉
、
成
田
、
酒
々
井
。
27
日
は
千
葉
、
寒

川
（
千
葉
市
）、
潤
井
戸
（
市
原
市
）、
長
柄

山
。
28
日
に
は
長
南
、
大
多
喜
。
29
日
に
小

湊
、
誕
生
寺
、
天
津
。
30
日
に
和
田
、
平
磯

（
旧
千
倉
町
）。
31
日
に
野
島
崎
灯
台
、館
山
。

４
月
１
日
に
那
古
観
音
、
鏡
ヶ
浦
、
船
形
観

音
、諏
訪
神
社
（
以
上
館
山
市
）、加
知
山
（
鋸

南
町
の
旧
藩
名
）、保
田
。2
日
に
は
羅
漢
寺
、

鋸
山
を
経
て
船
で
東
京
へ
。

　

身
支
度
は
着
物
に
振
り
分
け
荷
物
、
脚
半

に
わ
ら
じ
ば
き
。
３
日
後
、
千
葉
に
着
く
な

り
写
真
館
で
撮
影
。
裏
に
は
自
筆
で
「
明
治

二
十
四
年
三
月
二
十
七
日　

千
葉
に
於
い
て

撮
影
す
」
と
署
名
。
市
川
で
買
っ
た
蓑み

の

笠か
さ

と

細
い
竹
の
つ
え
が
握
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

旅
で
子
規
は
14
句
の
う
ち
「
鰯
」
を
季
題
と

し
て
13
句
作
っ
て
い
ま
す
。

　

ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
・
大
江
健
三
郎
氏
に
よ

れ
ば
、
子
規
は
「
歩
く
人
」
で
あ
り
子
規
の

文
学
の
ほ
と
ん
ど
が
旅
の
表
現
で
あ
る
、と
。

書の風景◉正岡子規の短冊

【成田山書道美術館】
場　　所／成田市成田640
　　　　　（成田山公園内）
　　　　　TEL.0476-24-0774
開館時間／9：00～16：00
休 館 日／�月曜日（祝日の場合は翌

日）展示替期間
入 館 料／大人500円（350円）　
　　　　　高・大学生300円（200円）
　　　　　小・中学生　無料
　　　　　※（　）内は団体料金
http://www.naritakanko.jp/naritashodo/

子
規
は
、
そ
う
長
く
な
い
生
涯
で
約

２
万
４
０
０
０
も
の
俳
句
を
作
っ

て
い
ま
す
。
う
ち
３
割
が
秋
の
句

で
す
。
掲
出
句
は
、
子
規
が
房
総
旅
行
を
終

え
た
後
の
１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
秋
に
発

表
さ
れ
た
句
で
す
。

　

大
学
在
学
中
の
１
８
９
１
（
明
治
24
）
年

３
月
、
子
規
は
８
泊
９
日
の
日
程
で
房
総
一

人
旅
に
出
発
。
千
葉
県
内
に
鉄
道
が
敷
設
さ

れ
る
以
前
の
こ
と
で
、
し
か
も
病
を
抱
え
て

の
強
行
軍
で
す
。
そ
の
足
取
り
を
た
ど
っ
て

み
る
と
、
３
月
25
日
に
市
川
八
幡
、
船
橋
、

■成田山書道美術館大漁の
      鰯拾ふて
 戻りけり

掲
出
句
は
明
治
時
代
を
代
表
す
る
文
学
者
の
一
人
、
正
岡
子
規
の
秋
の
一
句
で
す

写真提供：成田山書道美術館（短冊）
　　　　　松山市立子規記念博物館（自画像）

子規自画像
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作　

り　

方

ば
の
ふ
る
さ
と
自
慢
「
草
も
ち
」
は
、

早
春
を
代
表
す
る
和
菓
子
の
ひ
と

つ
で
す
。
山
中
幸
子
さ
ん（
野
田
市
）

が
つ
く
る
草
も
ち
は
、
爽
や
か
な
色
と
香
り

が
特
徴
で
す
。
甘
さ
を
控
え
た
北
海
道
・
富

良
野
産
の
小
豆
が
春
の
香
り
に
良
く
合
い
ま

す
。
よ
も
ぎ
は
、
山
形
か
ら
取
り
寄
せ
た
特

注
品
。
自
家
製
の
米こ

め

子こ

と
良
く
な
じ
み
、
食

感
は
最
高
で
す
。
毎
年
、
桃
の
節
句
か
ら
4

月
中
旬
位
ま
で
製
造
し
、
直
売
所
「
や
ま
な

か
」
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ん
な
し
も

人
気
で
、
き
な
粉
や
白
砂
糖
と
の
相
性
は
抜

群
で
す
。
製
造
者
の
山
中
さ
ん
は
、
千
葉
県

の
支
援
事
業
「
多
彩
な
ち
ば
の
女
性
起
業
活

動
」
に
参
加
し
て
い
る
一
人
で
す
。

●
お
問
合
せ

山
中
幸
子
・
直
売
所
「
や
ま
な
か
」

所
在
地
／
野
田
市
木
間
ヶ
瀬

電
話
／
０
４-

７
１
９
８-

１
３
９
７

ち

材　

料
（
８
個
分
）

米粉………………………………… 500ｇ
熱湯………………………………… 500㏄
もち草(よもぎ)… 150ｇ位(好みで加減)
重そう…………………………………少々
　　　小豆………………………… 500ｇ
あん　砂糖………………………… 500ｇ
　　　塩………………………………₅ｇ
きな粉…………………………………適宜

（きな粉、砂糖、塩は好みで加減）

❶�あんを作っておく。小豆をゆで、あく
抜きをして、柔らかくなるまでゆで、
塩、砂糖を入れて煮詰める（₁個あた
り45ｇ位）。

❷�米粉に熱湯を入れてこねる（耳たぶ位）。
❸�まとまるようになったら、一握りくら
いの大きさにちぎり、鍋に並べて20～
25分位蒸す。

❹�よもぎは重そうをいれてゆでておくと良い。
❺�蒸し終わったらよもぎを入れ、草をつ
ぶすように練りこむ。（初めにつぶし
ておくと良い）

❻�まとまり始めたら、一度冷水に浸し、
急激に冷やしてもう一度、引き上げて
つきます。（少しならば、すりこぎ棒
などでもつけます）

❼�前の作業（❻）が出来たら好みの大き
さ（45～50ｇ位）にちぎり、❶を入れ
丸めて出来上がりです。

（

早
春
の

色
と
香
り
。

草
も
ち

ふるさと味紀行
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京
都
世
田
谷
区
生
ま
れ
の
椎
名
誠

が
、
千
葉
市
幕
張
の
幕
張
中
学
校

そ
ば
に
引
っ
越
し
て
き
た
の
は
小

学
校
低
学
年
の
頃
。
父
母
、
父
の
仕
事
を
手

伝
う
長
兄
、高
校
生
の
姉
、中
学
生
の
兄
、誠
、

弟
の
計
七
人
家
族
で
パ
チ
と
い
う
犬
と
一
緒

で
し
た
。

　

西
を
流
れ
る
浜
田
川
は
小
学
校
時
代
の
遊

び
場
。『
犬
の
系
譜
』（
講
談
社
・
吉
川
英
治

文
学
新
人
賞
受
賞
）
に
は
鮒ふ

な

、
タ
ナ
ゴ
、
カ

ン
ニ
ョ
ロ
、
蜆

し
じ
み
、
タ
ニ
シ
、

ヤ
ゴ
、
メ
ダ
カ
、
蛭ひ

る

が
い
て

野の

蒜び
る

、
蒲が

ま

の
穂
、
菖し

ょ
う

蒲ぶ

が
生

え
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
し
て
、
東
を
流
れ
る
の

が
花
見
川
。
花
見
川
は
幕
張

の
海
と
と
も
に
椎
名
文
学
を

形
成
す
る
重
要
な
ホ
ー
ム
グ

ラ
ウ
ン
ド
で
す
。
代
表
作

『
哀
愁
の
町
に
霧
が
降
る
の

だ
』
に
も
、
花
見
川
土
手
で

プ
ロ
レ
ス
の
バ
ト
ル
ロ
イ
ヤ

ル
（
レ
ス
ラ
ー
が
全
員
リ
ン

グ
に
上
が
り
入
り
乱
れ
て
闘

う
）
を
真
似
る
シ
ー
ン
が
描

か
れ
、「
も
の
の
五
分
と
か

か
ら
な
い
う
ち
に
、
コ
バ
ヤ

シ
と
小
島
と
桜
井
、
そ
し
て

お
れ
の
四
人
が
残
っ
た
」と
、

そ
の
熱
血
ぶ
り
が
愉
快
に
語

東

ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の
桜
井
と
は
中
学
の

同
窓
で
、
の
ち
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
ボ
ク

シ
ン
グ
選
手
と
し
て
活
躍
す
る
米
倉
宝た

か

二つ
ぐ

さ

ん
の
こ
と
。

　

椎
名
と
い
う
と
決
闘
と
喧
嘩
ば
か
り
し
て

い
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
う
し
た
仲

間
た
ち
と
の
交
流
の
ほ
と
ん
ど
は
、
椎
名
の

市
立
千
葉
高
校
時
代
や
卒
業
後
も
続
き
、
椎

名
た
ち
が
創
刊
す
る
『
幕
張
じ
ゃ
ー
な
る
』

に
も
名
を
連
ね
て
い
て
、
い
わ
ば
文
武
両
道

の
つ
わ
も
の
た
ち
で
す
。『
哀
愁
の
町
に
霧

が
降
る
の
だ
』
に
登
場
す
る
あ
の
《
克
美
荘
》

の
、
怪
し
い
四
人
の
住
人
の
一
人
・
高
橋
勲

も
小
・
中
学
生
か
ら
の
友
人
。
あ
と
の
三
人

は
『
本
の
雑
誌
』
で
お
な
じ
み
の
沢
野
ひ
と

し
と
木
村
晋
介
と
椎
名
で
す
が
、
沢
野
は
高

校
の
同
級
生
、木
村
は
沢
野
の
親
友
で
し
た
。

椎
名
は
学
生
時
代
か
ら
の
友
情
を
大
切
に
育

み
、
文
学
に
結
晶
さ
せ
た
作
家
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
純
情
硬
派
の
椎
名
が
憧
れ
の
マ

ド
ン
ナ
と
デ
ー
ト
す
る
の
も
こ
の
花
見
川
。

高
校
時
代
を
描
く
小
説『
麦
の
道
』で《
羽
生
》

の
名
で
出
て
く
る
の
が
そ
の
マ
ド
ン
ナ
。『
麦

の
道
』
で
は
多
摩
川
を
歩
く
設
定
に
変
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
思
い
出
の
花
見
川
を
カ
ヌ
ー
で
下

椎
名　

誠
（
一
九
四
四
〜
）

思
い
出
の
花
見
川
を
カ
ヌ
ー
で
下
る

日本文藝家協会、日本ペンクラブ、日本現代詩人会会員
千葉県詩人クラブ・前会長。『覇気』主宰
千葉市花見川区在住
◦著書
　詩集「白熱」「破れ旗」
　郷土文学「房総を描いた作家たち④」
　評論「現代詩・十人の詩人」
　共著「房総学検定」

中谷順子・文

小
説
風
土
記

る
の
は
昭
和
五
十
八
年
晩
秋
の
こ
と
。
冒
険

家
の
野
田
知と

も

佑す
け

さ
ん
と
二
人
で
、
印
旛
沼
か

ら
下
り
、
初
恋
の
人
と
歩
い
た
花
見
川
に
涙

ぐ
み
、
海
へ
と
辿
り
つ
き
ま
す
。
幕
張
の
海

は
埋
め
立
て
ら
れ
人
工
海
岸
と
な
り
、
す
っ

か
り
様
変
わ
り
し
て
い
る
も
の
の
、
ナ
マ
リ

色
の
海
や
空
に
懐
か
し
い
幕
張
の
海
を
思
い

出
し
、「
そ
の
色
こ
そ
が
、
ぼ
く
の
知
っ
て

い
る
千
葉
の
海
の
色
だ
っ
た
。」
と
叫
ぶ
話

が
、『
は
じ
め
て
の
川
く
だ
り
』
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

冒険家の野田知佑さんとカヌーで下った花見川（写真下が東京湾・河口方面）

�　ゆとり



情報capsule

今夏注目の企画展を開催
千葉県立現代産業科学館（市川市）

　今年は「世界天文年」。ガリレオ・ガリレイが望
遠鏡で星を観察してから400年にあたります。これを
記念し、千葉県立現代産業科学館では企画展「もっ
と星が見たい―望遠鏡とスーパープラネタリウム―」
を開催。ガリレオが初めて星を観察した1609年から
今日までの「星空を見る技術」、星図やプラネタリウ
ムの「星を再現する技術」などが紹介されます。ま
た最新鋭のプラネタリウム上映会も実施されます。

data
所在地／市川市鬼高1-1-3　☎047-379-2005
交　通／�JR総武線本八幡駅・下総中山駅・京成鬼越駅か

ら徒歩。本八幡駅北口よりシャトルバス（無料）
入館料／�一般300(500)円、高・大学生150(250)円、中学生以

下・65歳以上無料。(　)内は企画展開催中の料金
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、メンテナンス日
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

「里山セット」が農林水産大臣賞
みんなみの里の地産地消メニュー（鴨川市）

　みんなみの里が販売する「里山セット」が、この
ほど農林水産省主催の「地産地消給食等メニューコ
ンテスト」の外食弁当部門で、全国トップ賞の農林
水産大臣賞を受賞しました。受賞した弁当は、古代
米のおにぎり、旬の地元野菜を使ったてんぷらの盛
り合わせと含め煮、ハヤトウリの甘酢漬けなどを
セットにしたもの。てんぷらには小麦粉の代わりに
地元長狭米の米粉、みそ汁には塩分控えめの米みそ
を使用しています。価格は1,000円。

data
所在地／鴨川市宮山1696　☎04-7099-8055
営　業／9：00～18：00（₂月～10月）
交��通／君津市方面から国道410号で長狭中学校から約300m
http://www.minnami.com/

� 写真提供：千葉県立現代産業科学館

　江戸時代に栄えた利根川の舟運を再び復活させ、周辺地域
の活性化を図ろうとする事業が動き始めました。これは国の

「地方の元気再生事業」の一つで、千葉と茨城両県の利根川
流域19市町村で組織する「利根川舟運・地域づくり協議会」(代
表・藤井信吾取手市長)が発足。昨年秋から大型船を借り上げ
てモニタリングツアーを実施するなど、好評の試験運行に続
いて定期運行の実現に向け船着場の整備を計画しています。
利根川沿いの名所探訪マップの作成や名物料理の開発など、
協議会では検討を重ねています。

利根川の舟運復活へ
利根川舟運・地域づくり協議会

data
利根川舟運・地域づくり協議会（取手市建設部水とみどりの課内）
☎0297-74-2141（内線1560）
http://www.city.toride.ibaraki.jp/

写真提供：株式会社ラクスマリーナ

写真提供：みんなみの里
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　同市八日市場イの「鶴泉堂菓子店店舗兼主屋」と「鶴
泉堂菓子店石倉庫」が歴史的景観に寄与しているものと
して、国の登録有形文化財（建造物）に認められました。
店舗兼主屋は昭和初期の建築。間口は6.6ｍ、奥行10ｍ、
面積69㎡の木造₂階建て。石倉庫は1925（大正14）年の
建築。地上₂階、地下₁階建てで、面積は20㎡。大谷石
の柔らかい風合いが落ち着いた景観をつくっているとい
われています。店舗、石倉庫とも各所に良質な材料を使
い、屋号の「鶴」をあしらった瓦や雨どいが見られます。

data
所在地／匝瑳市八日市場イ2871
交　通／JR総武本線八日市場駅から徒歩約₅分
お問合せ／匝瑳市教育委員会生涯学習課　☎0479-67-1266

鶴泉堂菓子店が国の有形文化財に登録
店舗兼主屋と石倉庫（匝瑳市）

情報capsule

　千葉市産初の日本酒「千の舞」ができました。
今年₁月購入希望者を募集したところ、多くの
応募があり20年度は完売。日本酒造りは、同市
若葉区の農業・農村の活性化に取り組むグルー
プが「市内産の酒米で日本酒
を造ろう」と提案。千葉市な
どの支援を得て「千葉市オリ
ジナル日本酒作り実行委員会」
が設立され準備を進めてきま
した。「千の舞」は同市若葉区
中田町の農家の水田で酒米を
減化学肥料・減農薬で栽培
し、佐倉市の酒蔵「旭鶴」
で醸造したものです。21
年度も引き続き生産・販
売をしていく予定で、₃
月から酒米の育苗を始め
ます。
詳しいことは実行委員会
事務局（千葉市農政課　
☎043-245-5757）まで。

千葉市産米で造った
千葉の酒
ふるさと産品に純米吟醸酒

「千の舞」（千葉市）

　桜が盛りの小湊鉄道飯
いた

給
ぶ

駅前に「ギャラリーいたぶ」が
ボランティアグループ「市原ルネッサンス」（山川建夫代表・
会員22人）の協力でオープンし、養老渓谷を訪れる観光客
に好評です。同ギャラリーは、ボランティアグループの一
人で所有者の好意により無償で店舗を借り、グループ全員
で改装したものです。オープン以来、飯給を拠点に制作活
動を続ける洋画家・前田麻里さん（写真）の絵画や、自ら
が撮影した飯給駅の写真などを中心に展示しています。

data
所在地／市原市飯給943-9
交　通／JR五井駅から小湊鉄道に乗り換えて約47分
開　館／原則として土、日、祝日の10：00～16：00
お問合せ／市原ルネッサンス事務局
　　　　　松本靖彦氏　☎090-8843-2364

好評のギャラリーいたぶ
ボランティアの協力で完成（市原市）

� 写真提供：匝瑳市教育委員会

�写真提供：千葉市農政課

� 写真提供：市原ルネッサンス

11　ゆとり



橋
か
ら
東
金
に
達
す
る
東
金
御
成

街
道
は
、
徳
川
家
康
の
命
に
よ
り

造
成
さ
れ
た
全
長
約
37
㎞
余
の
直

線
状
の
街
道
で
す
。
千
葉
市
御
殿
町
に
は
将

軍
休
泊
用
御
殿
の
遺
構
が
残
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
千
葉
市
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
御
成
街
道
と
は
将
軍
が
御
成
り
に
な
る
街

道
と
い
う
こ
と
で
す
。
御
成
街
道
と
呼
ば
れ

る
街
道
は
ほ
か
に
も
あ
り
、
区
別
す
る
た
め

現
在
で
は
東
金
御
成
街
道
と
称
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
東
金
御
成
街
道
は
地
元
の
人
々

に
「
御
成
街
道
」
で
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
「
御
成
街
道
」
と
し
ま
す
。

御
成
街
道
の
道
筋

　

御
成
街
道
は
船
橋
市
前
原
一
丁
目
の
辺
り

で
成
田
街
道
（
国
道
２
９
６
号
）
か
ら
分
岐

し
て
県
道
旭
船
橋
線
に
入
り
、
総
武
線
の

ガ
ー
ド
を
潜
っ
て
直
線
状
に
進
み
、
長
沼
十

字
路
で
主
要
地
方
道
浜
野
四
街
道
長
沼
線
と

名
称
を
変
え
ま
す
。

　

長
沼
原
町
の
バ
ス
停
を
過
ぎ
た
辺
り
で
御

成
街
道
は
主
要
地
方
道
と
分
か
れ
て
直
進
し

ま
す
が
、
約
２
・
５
㎞
に
わ
た
っ
て
道
は
消

船

特
集 

歴
史
の
舞
台
を
行
く

徳川家康公像（旭市・熊野神社蔵）

東
金
御
成
街
道〈
船
橋
市
〜
東
金
市
〉

徳
川
家
康
ゆ
か
り
の
街
道 

造
成
の
本
当
の
理
由
は
？
ゆとり　1�



東金御殿古絵図（小川幸三郎氏蔵）

滅
し
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
一
帯
は
明
治
に

入
っ
て
陸
軍
練
兵
場
と
な
り
、１
９
２
１（
大

正
10
）
年
に
は
陸
軍
航
空
学
校
が
置
か
れ
る

な
ど
、
軍
事
施
設
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
現

在
は
下
志
津
駐
屯
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

御
成
街
道
は
鎌か

ま

池ち

で
姿
を
現
わ
し
、
総
武

線
の
踏
切
を
渡
っ
て
直
進
し
、
若
松
町
で
国

道
51
号
を
横
切
り
ま
す
。
街
道
沿
い
は
年
ご

と
に
開
発
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
金
親
町
の

辺
り
は
往
時
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。
長
屋

門
を
構
え
る
家
や
、
家
康
が
宿
泊
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
金
光
院
が
街
道
左
手
に
あ
り
ま
す
。

　

御
殿
町
で
は
整
備
さ
れ
た
御
茶
屋
御
殿
へ

の
入
口
を
左
に
見
て
直
進
し
ま
す
が
、
八
街

市
に
入
る
と
再
び
御
成
街
道
は
２
㎞
ほ
ど
姿

を
消
し
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
明
治
に
入
り
開

墾
が
開
始
さ
れ
、
１
９
４
３
（
昭
和
18
）
年
、

県
に
よ
り
八
街
市
沖
地
区
の
区
画
整
理
が
行

わ
れ
る
と
、
御
成
街
道
の
ほ
と
ん
ど
が
消
滅

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
沖
地
区
を
過
ぎ
た
辺

り
で
再
び
姿
を
現
わ
し
、
東
金
市
の
滝
地
区

辺
り
か
ら
は
直
線
状
の
道
を
曲
折
し
て
東
金

の
御
殿
へ
と
達
し
ま
す
。

鷹
狩
り
の
理
由
で

造
ら
れ
た
御
成
街
道

　

御
成
街
道
は
船
橋
か
ら
東
金
ま
で
全
長
約

37
㎞
。
し
か
も
街
道
の
ほ
と
ん
ど
が
直
線
状

の
街
道
で
す
。
一
般
に
道
は
自
然
地
形
を
巧

み
に
利
用
し
て
通
じ
て
お
り
、
ど
う
し
よ
う

も
な
い
所
は
新
た
に
道
を
造
り
橋
を
架
け
て

い
ま
す
。
御
成
街
道
の
よ
う
な
長
距
離
に
わ

た
る
街
道
が
、
な
ぜ
造
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

造
成
の
理
由
は
、
表
向
き
に
は
徳
川
家
康

の
鷹
狩
り
の
た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
家

至東京

（起点）

東金御成街道図

康
は
鷹
狩
り
を
好
み
、鷹
狩
り
の
効
用
を「
領

民
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
身
体
の
鍛

練
に
な
り
軍
事
調
練
に
も
な
る
」
と
述
べ
て

い
ま
す
。

　

御
成
街
道
の
造
成
時
期
は
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
１
６
１
４
（
慶
長
19
）
年
に
造

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
家
康
は
房
総
、

そ
し
て
東
金
に
は
何
度
も
訪
れ
て
い
ま
す
が
、

１
６
１
３
（
慶
長
18
）
年
12
月
６
日
、
家
康

は
翌
年
１
月
に
房
総
や
東
金
で
鷹
狩
り
を
行

う
こ
と
を
命
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
関
連
し

て
12
月
12
日
に
は
現
・
神
奈
川
県
戸
塚
市
郊

外
の
中
原
御
殿
で
家
康
と
土
井
利
勝
が
密
談

を
し
て
い
る
な
ど
、
通
常
の
鷹
狩
り
と
は
異

な
る
動
き
が
み
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
幕
末
も
１
８
６
３
（
文
久
３
）
年

に
至
っ
て
の
こ
と
で
す
が
、
船
橋
市
西
図

書
館
の
古
文
書
の
中
に
「
慶
長
19
年
正
月
に

（原島広至著「東京今昔散歩」参考）
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家
康
が
東
金
へ
初
め
て
御
成
り
に
な
る
の
で
、

新
道
を
開
い
た
」
と
あ
り
ま
す
。
家
康
が
東

金
へ
来
た
の
は
こ
の
時
が
初
め
て
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
１
６
１
４

（
慶
長
19
）
年
に
新
道
が
造
成
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
の
防
衛
ラ
イ
ン

　

37
㎞
余
に
及
ぶ
新
道
を
政
権
確
立
期
の
指

導
者
で
あ
る
家
康
が
、
趣
味
の
鷹
狩
り
の
た

め
だ
け
に
造
成
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

新
道
造
成
に
つ
い
て
は
江
戸
の
防
衛
に
つ
い

て
も
み
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

１
５
９
０
（
天
正
18
）
年
家
康
は
関
東
に

移
封
さ
れ
、
１
６
０
３
（
慶
長
８
）
年
江
戸

に
幕
府
を
開
き
ま
す
。
江
戸
の
防
衛
は
重
要

な
課
題
で
す
が
、
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
西
に

は
箱
根
・
丹
沢
・
多
摩
・
秩
父
の
山
岳
地
帯

が
天
然
の
要
害
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

東
北
方
面
は
江
戸
川
や
利
根
川
を
防
衛
ラ
イ

ン
と
し
、
そ
の
前
衛
と
し
て
１
６
０
９
（
慶

長
14
）
年
に
は
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
水
戸

藩
を
成
立
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

東
北
へ
の
道
の
南
に
位
置
す
る
の
が
房
総

半
島
で
す
。
上
総
・
安
房
は
標
高
は
低
い
も

の
の
山
々
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。
海
か
ら
見

れ
ば
江
戸
へ
の
入
口
に
あ
た
り
、
制
海
権
を

握
る
軍
事
上
重
要
拠
点
と
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
も
生
産
性
の
豊
か
な
地
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
重
要
拠
点
に
１
６
１
０
（
慶
長
15
）

年
、
家
康
の
信
任
厚
い
土
井
利
勝
が
佐
倉
藩

主
と
し
て
入
封
し
ま
す
。
利
勝
の
最
大
の
役

船橋御殿跡（東照宮・船橋市本町）
家康は1615(元和元)年₁月に₁回だけですが、二代将軍秀忠は鷹狩りの
たびに立ち寄ったといわれています

常磐神社（船橋市宮本）
船橋大神宮と呼ばれる意

お

富
お

比
い

神社の境内東側にあり、御神体の家康の
本像は二代将軍秀忠が寄進

輪
王
道
標
（
船
橋
市
前
原
東
）

成
田
街
道
と
の
分
岐
を
示
す
道
標
で
、
左
が
成
田
、
右
が
東
金
御
成

街
道
と
な
り
ま
す

子安神社（習志野市藤崎）
道中、家康が休憩した場所。境内に咲く藤の花を見てこの地を「藤咲」と命名

一里塚（習志野市実籾）
目印の椎の巨木。かつて京成大久保5号踏切のそばにありましたが、現在は習志野二中
に移植

（「船橋市史」前篇附図より）
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割
は
、
江
戸
か
ら
至
近
の
地
で
も
あ
る
房
総

を
安
定
し
た
地
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
の
最
大
の
障
害
に
な
っ
た
の

が
館
山
の
外
様
大
名
・
里
見
忠
義
で
す
。
館

山
は
軍
事
上
最
重
要
地
で
す
。
そ
の
た
め
忠

義
は
１
６
１
４
（
慶
長
19
）
年
、
伯
耆
倉
吉

に
移
さ
れ
ま
す
が
、
実
質
的
に
は
取
り
潰
し

で
し
た
。
忠
義
が
領
地
返
上
を
願
い
出
て
い

れ
ば
、
ど
こ
か
で
大
名
と
し
て
存
続
し
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
忠
義
は
時
代
の
流
れ
を
読

み
切
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
時
代
背
景
の
中
で
御
成
街
道
が

造
成
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
御
成
街
道
は
江
戸

か
ら
小
松
川
・
小
岩
を
経
て
船
橋
に
達
す
る

街
道
と
接
続
し
て
東
金
に
至
る
軍
事
道
路

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
船
橋
、
御
殿
町

（
千
葉
市
）、
東
金
に
は
将
軍
休
泊
用
の
御
殿

が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
御
成

街
道
は
東
海
道
の
平
塚
近
郊
の
中
原
か
ら
武

蔵
小
杉
を
経
て
、
江
戸
に
達
す
る
街
道
と
も

繋
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

１
６
１
４
（
慶
長
19
）
年
に
は
御
成
街
道

だ
け
で
は
な
く
、
大
多
喜
か
ら
長
南
に
至
る

新
道
の
造
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

軍
事
道
路
の
御
成
街
道

　

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
、
１
６
１
４

（
慶
長
19
）
年
11
月
に
火
蓋
が
切
ら
れ
る
大

坂
冬
の
陣
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
推
測

に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
時
期
の
家
康
の
動
向

や
、
東
金
に
本
多
正
信
に
付
属
し
た
実
戦
的

側
近
で
あ
る
高
橋
衆
を
置
い
た
こ
と
な
ど
か

愛染山金光院延命寺（千葉市若葉区金親町）
家康が₂回目の鷹狩りの際に宿泊した所。写真は御茶屋御殿の裏門と伝えられています

御滝神社（千葉市稲毛区長沼町）

コ
ン
レ
イ
坂
の
道
標
（
東
金
市
黒
田
）

コ
ン
レ
イ
坂
の
淵
に
立
ち
、
東
金
方
向
を
示
し
た
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す

樹
齢
４
０
０
年
の
椎
の
木
（
千
葉
市
若
葉
区
富
田
町
）

一
里
塚
と
思
わ
れ
、
更
科
小
学
校
富
田
分
校
近
く
の
池
田
徹
夫
氏
宅
内

東金御殿は県立東金高等学校が建つ辺り一帯。面積は22,000
㎡で、御休憩所や御鷹部屋など合計40部屋の広さ

本漸寺（東金市東金）
家康手植えの蜜柑の木があります

県立東金高等学校（東金市東金）

御茶屋御殿跡（千葉市若葉区御殿町）
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産
物
が
江
戸
へ
と
運
ば
れ
、
江
戸
市
民
の
生

活
を
支
え
た
の
で
す
。
特
に
薪し
ん

炭た
ん

類
が
大
量

に
生
産
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
へ
の
物
資
は
内

房
沿
い
の
湊
に
集
め
ら
れ
船
を
利
用
し
て
運

ば
れ
ま
し
た
。

　

御
成
街
道
は
直
線
状
の
道
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
湊
に
出
る
に
は
不
便
で
あ
っ
た
た
め
、

御
成
街
道
の
南
を
通
る
現
在
の
東
金
街
道
が

利
用
さ
れ
、
千
葉
ま
で
物
資
が
輸
送
さ
れ
て

い
ま
す
。

和暦 西暦 月日 できごと
天文11年 1542年 12月26日 松平氏第₈代当主・松平広忠の嫡男として岡崎城に生まれる
永禄₃年 1560年 5月19日 桶狭間の戦い

₅年 1562年 ₁月15日
今川義元が織田信長に討たれ清洲城に信長を訪問。
同盟を結ぶ

元亀元年 1570年 ₆月28日 姉川の戦い
₃年 1572年 12月22日 三方原の戦い

天正₃年 1575年 ₅月 長篠の戦
10年 1582年 ₆月₂日 本能寺の変。家康、明智光秀を討つため尾張へ出陣

12年 1584年
₂月27日 従三位参議
 3月～₄月 小牧・長久手の戦い
10月27日 豊臣秀吉に臣従。秀吉の妹を正室に。生母を人質として送る

慶長₃年 1598年 ₈月18日 豊臣秀吉没(63歳)
₅年 1600年 ₉月15日 関ヶ原で石田三成ら西軍と決戦。東軍の勝利に終わる

₈年 1603年
2月12日 右大臣。征夷大将軍宣下、清和源氏長者宣下
10月16日 右大臣辞任

10年 1605年 ₄月16日
征夷大将軍辞職。三男秀忠に将軍職を譲る。
源氏長者は留任

15年 1610年 10／23～ 秀忠(将軍)東金御成り

19年 1614年
1／8～17 家康(大御所)東金御成り

10月
方広寺鐘銘問題。
大阪冬の陣に20万人の大群で大阪城を攻める

元和元年 1615年

₄月 夏の陣。
₅月 大阪城落城。豊臣秀頼・淀君自殺。

₇月
武家諸法度制定。禁中並公家諸法度制定。
家康、秀忠と東下

11／16～25 家康(大御所)東金御成り

₂年 1616年
₃月₇日 家康、太政大臣
₄月17日 家康没(75歳)、久能山に葬る

₃年 1617年 11月 秀忠(将軍)東金御成り
₄年 1618年 10／29～11／12 秀忠(将軍)東金御成り
₅年 1619年 11／21～25 秀忠(将軍)東金御成り

₆年 1620年
₉月16日 家光(将軍)東金御成り
12／1～11 秀忠(将軍)東金御成り

₇年 1621年 11／28～12／3 秀忠(将軍)東金御成り
₉年 1623年 10月13日 秀忠(大御所)東金御成り

寛永₂年 1625年 12月₆日 秀忠(大御所)東金御成り
₄年 1627年 11／22～12／3 秀忠(大御所)東金御成り
₇年 1630年 11／18～12／3 秀忠(大御所)東金御成り

　

江
戸
時
代
初
期
に
脚
光
を
浴
び
た
御
成
街

道
は
、
将
軍
が
通
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
御

殿
を
破
却
さ
れ
て
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
は
姿

を
消
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
今
も
な
お

街
道
は
三
日
三
晩
で
造
ら
れ
た
と
か
、
夜
は

提
灯
の
明
り
を
目
標
に
直
線
状
の
道
を
造
成

■徳川家康略年表・東金御成り

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
歴
史
系

総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
教
授

山
本
光
正
・
文

さ
せ
た
と
い
う
伝
承
や
、
家
康
を
は
じ
め
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
の
地
が
残
っ
て
い
ま

す
。
地
元
の
人
々
は
愛
着
を
こ
め
て
御
成

街
道
と
呼
び
、
旧
道
歩
き
の
一
環
と
し
て

御
成
街
道
を
歩
く
人
々
も
増
え
て
い
る
よ
う

で
す
。

歴
史
研
究
家　

著
書
に
「
東
金
御
成
街
道
を
探
る
」「
房
総
の
東
照

宮
」「
東
金
御
成
街
道
史
跡
め
ぐ
り
」
な
ど
多
数
。

本
保
弘
文
・
指
導

東金御殿使用の襖
2枚4面の杉戸絵が保存され、鷹が描かれた貴重な襖。個人蔵

東金御殿表門跡碑（東金市東金）
小川幸三郎氏宅に立つ記念碑

ら
、
川
と
海
に
囲
ま
れ
た
房
総
を
巨
大
な
要

塞
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

御
成
街
道
は
そ
の
巨
大
な
要
塞
へ
向
か
う

街
道
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
後
の
御
成
街
道

　

江
戸
幕
府
が
安
定
し
て
く
る
と
、
房
総
は

軍
事
拠
点
か
ら
江
戸
へ
の
物
資
供
給
拠
点
へ

と
軸
足
を
移
し
て
い
き
ま
す
。
農
産
物
・
海
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