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「佐倉油田牧の野馬込跡」

▲九美上地先に現存する野馬込跡

油田牧の野馬込跡地形図
（千葉県の指定文化財第3集から）

江戸幕府が
作った牧場

福
高見盛関が市を訪問

祉の充実へ懸賞金を寄付

絵
ボランティアによる絵本読み聞かせ

本の楽しさを子どもたちに
　
「
絵
本
ま
つ
り
」
を
5
月
21

日
に
佐
原
中
央
公
民
館
で
開

催
し
、
親
子
連
れ
約
1
0
0

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
絵
本
の
楽

し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ
「
絵
本
の
会
」（
代
表　

林
優
子
さ
ん
）
の
メ
ン
バ
ー

24
人
が
、
読
み
聞
か
せ
を
午

前
と
午
後
の

2
回
行
い
ま

し
た
。

　

大
型
絵

本
、
手
遊
び
・

歌
な
ど
を
楽

し
ん
だ
後

は
、
各
自
好

き
な
絵
本
を

選
び
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の

皆
さ
ん
に
読

み
聞
か
せ
を

し
て
も
ら
い

ま
し
た
。

　

地
元
在
住
外
国
人
を
対
象
に
炭

焼
き
体
験
会
が
5
月
28
日
に
丁
子

の
里
山
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

イ
ベ
ン
ト
は
、
里
山
の
保
全
に
取

り
組
ん
で
い
る
住
民
グ
ル
ー
プ

「
香
取
丁
子
歴
史
の
郷
」
の
協
力

に
よ
り
香
取
市
国
際
交
流
協
会
が

企
画
し
た
も
の
で
、
市
内
在
住
の

外
国
人
と
地
元
住
民
ら
約
30
人
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

炭
焼
き
作
業
は
10
日
ほ
ど
か
か

る
た
め
、
今
回
は
炭
と
な
る
木
材

の
切
り
分
け
を
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
や

お
の
で
行
い
、
作
業
後
は
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
で
親
睦
を
深

め
ま
し
た
。

在
里
山
保
全
グ
ル
ー
プ
と
交
流

住
外
国
人
が
炭
焼
き
体
験

▲高見盛関から額を受ける宇井市長

▲炭となる木材をチェーンソーで切り分ける参加者

▲お話に夢中になる子どもたち

Vol.3香取遺産

　

市
に
は
、
国
・
県
・
市
指
定

文
化
財
が
1
7
8
件
あ
り
ま

す
。
こ
の
う
ち
分
類
と
し
て
最

も
多
い
の
は
史
跡
に
な
り
ま

す
。
前
回
紹
介
し
た
貝
塚
も
こ

の
史
跡
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

市
内
の
史
跡
は
、
こ
の
貝
塚

の
ほ
か
に
伊
能
忠
敬
旧
宅
（
国

指
定
）、
香

取
神し

ん
と
う
り
ゅ
う

道
流
始
祖

飯い
い
ざ
さ篠
長ち

ょ
う
い
さ
い

威
斎
墓
・
久

保
木
竹ち

く
そ
う窓

遺
跡
・
佐
藤
尚た

か
な
か中

生
誕
地
・
初
代
松
本
幸
四
郎
墓

（
県
指
定
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ほ
か
に
も
古
墳
や
城
跡
、
塚
、

伝
承
地
、
墓
所
な
ど
が
あ
り
、

合
計
37
件
が
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
、
県
指

定
史
跡
「
佐
倉
油あ

ぶ
ら
だ田

牧ま
き

の

野の
ま
ご
め
あ
と

馬
込
跡
」（
九
美
上
字
駒
込
、

平
成
5
年
2
月
26
日
指
定
）
も

そ
の
一
つ
で
す
。

　

牧
と
は
、
江
戸
時
代
に
野

馬
の
生
産
を
目
的
と
し

て
幕
府
に
よ
り
整

理
、
開
発
さ
れ

た
公
的
な
牧

場
の
こ
と
で
す
。

下
総
地
域
に
多
く

設
置
さ
れ
、西
部
に
小こ

が
ね金

五
牧
、

東
部
に
佐
倉
七
牧
、
合
わ
せ
て

12
の
牧
が
置
か
れ
ま
し
た
。

　

油
田
牧
は
佐
倉
七
牧
の
一
つ

で
、
市
内
九
美
上
付
近
を
中
心

と
し
た
一
帯
に
広
が
っ
て
い
ま

し
た
。
野
馬
込
跡
は
、
こ
の
油

田
牧
内
に
設
け
ら
れ
た
構
築
物

の
跡
に
な
り
ま
す
。

　

牧
の
周
辺
に
は
野
馬
を
囲
い

込
む
た
め
に
土
手
が
築
か
れ
て

い
ま
し
た
。
高
さ
は
3
〜
4

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
底
部
の
両

側
に
は
堀
も
設
け
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
現
在
は
畑
地
が
広

が
っ
て
い
ま
す
が
、
九
美
上
、

大
根
、
下
小
野
、
岩
部
、
高
萩

な
ど
に
は
部
分
的
に
土
手
が
残

さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
風
景
が

想
像
で
き
ま
す
。

　

周
辺
の
村
々
と
の
境
に
は
木

戸
が
設
け
ら
れ
、
木
戸
番
が
寝

泊
り
し
て
野
馬
の
番
に
当
た
っ

て
い
ま
し
た
。今
で
も
木
戸
脇
、

木
戸
口
、
木
戸
前
、
野
馬
木
戸

と
い
っ
た
地
名
が
残
っ
て
い
ま

す
。
隣
接
す
る
村
々
は
野の

つ
き
む
ら

付
村

と
言
わ
れ
、
牧
に
関
係
す
る
御

用
、
例
え
ば
土
手
の
修
復
や
堀

浚さ
ら

い
、
馬
の
水
飲
場
の
掃
除
、

野
馬
追
い
込
み
の
人
足
の
負
担

な
ど
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
本
矢
作
・
福
田
・
大
根
・

返
田
・
下
小
野
・
伊
地
山
・
高

萩
・
岩
部
・
助
沢
の
9
村
が
油

田
牧
の
野
付
村
で
、
さ
ら
に
周

辺
の
村
々
50
村
ほ
ど
が
霞

か
す
み
ご
う

郷
と

し
て
補
助
的
な
負
担
を
課
せ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

牧
で
の
最
大
の
行
事
に
野
馬

捕ど

り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
毎

年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
成
長
し

た
馬
を
捕
獲
す
る
も
の
で
、
近

在
か
ら
多
く
の
見
物
客
が
集

ま
っ
た
よ
う
で
す
。
現
地
役
人

で
あ
る
牧も

く
し士

と
勢せ

こ子
人
足
に
よ

り
行
い
、
良
馬
は
幕
府
へ
送
ら

れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
は
農
耕
馬

や
荷
を
運
ぶ
馬
と
し
て
民
間
へ

払
い
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

際
に
野
馬
を
追
い
込
ん
で
選
別

す
る
施
設
が
野
馬
込
（
捕と

っ
こ
め込

、

込こ
め

と
も
呼
ば
れ
る
）
で
す
。
一

辺
が
60
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
高
さ

が
3
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
土
塁
で

囲
ま
れ
た
区
域
で
、
選
別
の
た

め
に
内
部
が
3
部
屋
に
区
画
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

油
田
牧
の
野
馬
込
跡
は
、
木

立
や
雑
草
が
生
い
茂
り
外
か
ら

は
そ
の
様
子
を
覗

う
か
が
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
内
部
に
入
る
と

こ
の
形
状
が
良
好
な
状
態
で
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
（
私
有
地
の
た
め
無
断
で
立

ち
入
り
は
で
き
ま
せ
ん
）。

　

県
内
に
は
、
ほ
か
に
も
牧
の

遺
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
旧
態
を

こ
れ
ほ
ど
良
好
に
残
し
て
い
る

も
の
は
少
な
く
、
た
い
へ
ん
貴

重
な
文
化
財
と
い
え
ま
す
。

　

高
見
盛
関
（
大
相

撲
東
関
部
屋
）
が
5
月

25
日
に
「
福
祉
の
充
実

に
」
と
、
夏
場
所
の
懸

賞
金
な
ど
を
香
取
市
社

会
福
祉
協
議
会
に
寄
付

し
ま
し
た
。

　

関
取
か
ら
は
寄
付
金

の
ほ
か
に
、
香
取
市
誕

生
を
記
念
し
た
額
な
ど

も
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
市
内
に
あ
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

を
慰
問
し
、
利
用
者
た

ち
と
交
流
し
ま
し
た
。

利
用
者
か
ら
は
「
こ
れ

か
ら
も
が
ん
ば
っ
て
」

と
激
励
の
言
葉
が
あ
り

ま
し
た
。

� 広報【まちかど通信】

公
的
な
牧
場「
牧
」

最
大
行
事　

野
馬
捕
り


