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草を食む馬の親子(扶桑牧場･富里町で)
小金牧は、古代から江戸時代末期まで数多

くの良駒を産出してきました。

佐々木高綱と梶原景季による宇治川の合戦

の先陣争いで有名な生月(いけづき)、摺墨(するすみ)も小金牧の産

と伝えられています。

昔、松戸周辺には、小金牧と呼ばれる野生

馬の放牧場がありました。

小金原の地名のもとにもなった小金牧は、

小金野、四十里野ともいわれ、野田市から船

橋、習志野市に至る広大な原野でした。

宮 間 満 寿 雄

市議会議長

石　 井　　　 肇

年
頭
に

あ
た

り
市
民

の
皆
様
に

ご
挨
拶
を

申
し

上
げ
ま
す
。

皆

様
に
は

、
日

ご
ろ

よ
り
市
政
に

対
し
温

か
い
ご
理

解
、

ご
協
力

を
賜
り
厚
く

御
礼

申
し

上
げ
ま
す
。

私
は

市
長
に

就
任
以

来
、
二
十
一
世
紀
を
展
望
し

た
理
想
の
都
市

を
実
現
す
る
た
め
、
年
次
計
画
の
積
み
重
ね
に
よ
り
計
画
的
な
街
づ
く
り
を
推

進
し
て

ま
い

り
ま
し
た
。
お
陰
様
で

、
過
去
三
次
に
わ
た

る
五
か
年
計
画
も
ほ
ぼ
予
定
通
り
の
成
果
を
あ
げ
、
松
戸
市
は
人
口

四
十
五
万
人

を
擁
す

る
首
都
圏
で
も

有
数
の

都
市
に

成
長
い
た
し
ま

し
た

。

本

年
は

、
第
四

次
総
合
五
か
年
計
画

「
松
戸
わ

が
ま
ち
プ
ラ
ン
」

の
二

年
次
目
に

当
た
り
ま
す
。
こ
の

新
五

か
年
計
画

は
、
今
ま
で

に

築
き
上

げ
た
都
市
基
盤
の
上
に
立
ち

、
高
齢
化

、
情
報
化
、
国
際

化

の

進
展
に
よ

り
多
様
化
す
る
市
民
の
要
望
に

お
こ
た
え
す
る
た
め

策

定
さ
れ
た
も
の

で

す
。

私
た
ち
が
か
つ
て
夢
に
描
い

た
二

十
一
世
紀
が
、十

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

年
後
に
迫
り
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
松
戸
を
水
と
緑

に
満
ち
た
文
化
の
香
り
高
い
魅
力
あ
る
街
と
す
る
た

め
、
本
年
も
市
政
ひ
と
す
じ
に
渾
身
の
努
力
を
続
け

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
支
援
、
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上

げ
ま
し
て
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
、
市
議
会
を
代
表
い
た
し

ま
し
て
、
市
民
の
皆
様
の
ご
多
幸
と
ご
繁
栄
を
心
か

ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

日
ご
ろ
皆
様
に
は
、
私
ど
も
市
議
会
議
員
の
議
会

活
動
に
対
し
、
力
強
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
、

心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
本
年
は
私
ど
も
市
議
会
議
員
に
と
り
ま
し

平成２年

元旦号

迎春

市　　長

て

、
改
選
の
年
で
も
あ
り

ま
す
が
、

残
さ
れ
た

任
期
を

精
い

っ
ぱ
い

努
力
し

、
市
民
生
活
の
安
定
と

福
祉
の

向
上
の
た
め

、
貢
献
い

た
す

覚
悟
で

ご
ざ
い

ま
す
。

本
市
も
人
口
四
十
五
万
人
を
超
え
、
こ
れ
か
ら
の
「
都
市
の
時
代
」

に
ふ

さ
わ
し
い
創
造
性
の
あ

る
都
市
と
な
る
た
め
、
快
適
な
社
会
を

目
指
し
て

都
市
環
境
の
整
備
を

行
う

な
ど
、
二
十
一
世
紀
へ
向
け
た

市
政
の
推
進
が

一
歩

一
歩

確
実
に

行
わ
れ
て

お
り
ま
す
。

近
年
、
市
民
の

皆
様
の

市
議
会
に
対
す
る
要
望
や

関
心

も
「
心
」

の
豊
か
さ
を
求
め
た

も
の
に

様
変
わ
り
し
て
お
り

、
私

ど
も
市

議
会

議
員
も
多

様
化
し

た
ニ
ー
ズ
の
変
化
を
的

確
に
と

ら
え
、
皆
様

と
と

も
に
松
戸
市

を
す
ば
ら
し
い
魅
力
あ
ふ
れ

る
都
市

に
す
る
た
め

、
今

後
と
も
努
力
い
た
す

所
存
で

あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
相
変
わ
り
ま
せ
ぬ

ご
指
導

と
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上

げ
、

皆
様
の
ご
健
勝
と

ご
多
幸
を

祈
念
し

年
頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す

。



見事な枝ぶりの鶴亀の松(東漸寺)　

史跡散策コース

文化財の宝庫　小金から馬橋を歩く

小
金
を
後
に
し
て
馬

橋
に

向
か

う
前
に
、
ち

ょ
っ
と
東
漸
寺
に

寄

っ
て

み
ま
し

ょ
う

。

仏
法
山
一
乗
院
東

漸
寺
は

、
こ

の

地
方
き
っ
て
の
浄
土
宗
の
檀

林

（
学
問

所
）
と
し
て

知
ら

れ
て
い

ま

す
。文

明
十
三
年
（
一
四
八
一
年
）
、

増
上
寺
音
誉
の
門
下
、
経
誉
愚
底
運
公

に
よ
っ
て
根
木
内
に
建
立
さ

れ
ま
し
た
が
、
東
漸
寺
五
世

元

禿
吟
公
の
と
き
に
小
金
城
主
高

城
氏
の

協
力
を
得
て
小
金
に
移
り

、

現

在
に

至
っ
て

い
ま
す
。

松
戸
市
は
、
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
「
更
級
日
記
」

に
「
ま
つ
さ
と
」
と
い
う
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
古

く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
て
き
ま

し
た
。

特
に
、
小
金
か
ら
馬
橋
に
か
け
て
は
、
中
世
、
松

戸
地
方
を
支
配
し
た
千
葉
・
原
・
高
城
氏
の
居
城
に

近
か
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
、
古
い
歴
史
を
持
つ
寺
院

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

中
で
も
平
賀
の
本
土
寺
や
馬
橋
の
万
満
寺
に
は
、

重
要
文
化
財
を
は
じ
め
と
し
て
由
緒
あ
る
事
物
が
た

く
さ
ん
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

好
天
に
恵
ま
れ
た
一
日
、
そ
れ
ら
を
求
め
て
小
金

か
ら
馬
橋
に
か
け
て
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

本
　

土
　

寺

本
土
寺
の

始
ま

り
は
、
文
永
六

年
（
一
二
六
九
年
）
、
平
賀
氏
に
よ

っ
て
平

賀
村
狩
野
に

草
庵
が
建
て

ら
れ
、
の
ち
建
治
三
年
（
一
二
七

七

年
）

現
在
地
に

法
華
堂
を
移
し

だ
の

が
興

り
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

松
戸
で
生
ま

れ
育
っ
た
豊
田

さ
ん
で
す
が
、

今
ま
で
お
寺
な

ど
へ
は
、
去
年

の
夏
に
本
土
寺

へ
あ
じ
さ
い
を

見
に
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
だ
け

と
か
。

早
速
、
北
小

金
駅
か
ら
本
土

寺
へ
向
か
う
こ

と
に
し
ま
す
。

東
漸
寺

は
ま
た
、

小
金
城
主
高

城
胤
吉
の
三
男
と

し
て

生
ま
れ
、
増
上
寺
十

七

世

と

な

っ
て

徳

川

秀

忠

の

大

導

師
を
務
め
た
照
誉
遊
嶽
了
学
が
出

た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

胡録台

豊田　由美　さん

今
回
史
跡
巡
り
を
し
て
み
て
、
松
戸
に
住
ん
で
い
な
が

ら
、
あ
ま
り
松
戸
の
こ
と
を
良
く
知
ら
な
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

ふ
だ
ん
何
気
な
く
目
に
し
て
い
る
行
事
や
地
名
な
ど
に

も
、
い
ろ
い
ろ
な
い
わ
れ
や
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
り
、
親
し
み
が
わ
き
ま
し
た
。

市
内
に
は
、
ほ
か
に
も
史
跡
な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
の
で
、
訪
ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
寺
と
い
う
と
、
何
と
な
く
足
が
遠
の
き
が
ち
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
し
た
デ
ー
ト
コ
ー
ス
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
も
一
度
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
が
。

北小金駅から本土寺へ

こ
の
開
堂
供
養
に

日
蓮
上
人
の
身
代
り

に
導
師
と
し
て
出
席

し
た
の
が
平
賀
氏
一

族
の
日
朗
で
、
日
蓮

は
こ
の
と
き
直
筆
の

曼
荼
羅
な
ど
を
与
え

て
い
ま
す
。

長

谷

山

本

土

寺

は

、

池

上

長

栄

山

本

門

寺

、

鎌

倉

長

興

山

妙

本

寺

と

と

も

に

「
日

朗

一

門

の

三

長

三

本

山

の

本

山

」

と

い

わ

れ

、

開

創

者

日

朗

と

一

族

の
日

像

、

日

輪

の

水戸 光圀が寄進し た参道

の並木

三
人
は
三
聖
人

と
呼
ば
れ
て

い
ま

す

が
、
三
聖
人
の

出
生
地
と
し
て

も
有
名
で
す

。

参
道
の
四
百
五

十
ｍ

に

及
ぶ
松

と
杉
の
並
木
は

水
戸

光
圀
の

寄
進

に
よ
る
も
の
で

、
境
内

も
春
は
桜
、

夏

は
あ
じ
さ
い
、
花

菖
蒲
、
秋
は

紅
葉
で
訪
れ
る
人
々
を
楽
し
ま
せ

て

く
れ
ま
す
。

本

土

寺

の

文

化

財

本
土

寺
の
文
化
財
に
は
、

建
治

四
年
（
一
二
七
八
年
）
の
銘
が
あ
る

釣
り
鐘
な
ど
多
く
の
も
の
が
あ
り

ま
す
が
、
日
蓮
ゆ
か
り
の

寺
と
い

う
こ
と
も
あ

っ
て

、
日

蓮
直
筆
の

書
も
い
く
つ
か

残
さ
れ
て
い

ま
す
。

中
で

も
重
要
文
化
財
に

指
定
さ

れ
て

い
る

「
諸
人

御
返

事
」〔
鎌
倉

幕
府
内
で

日
蓮
宗
と

他
宗
と
の
対

論
の
計
画
を
知

っ
た
日
蓮

が
、
い

た
く
歓
喜
し
て
門

徒
衆
に

送
っ
た

日 蓮筆「諸人御 返事」

弘
安
元

年
（
一
二
七
八

年
）
の
返
書
〕

や
、
「
大
学
三
郎
御
書
」
（
源
頼
朝

の
重
臣
比
企

能
員
の

遺
子
で

、
日

蓮
に
帰
依
し

た
大

学
三
郎
に

あ
て

だ
書
状
）

が
有

名
で

す
。

ほ
か
に

も
、
身
延
山
に

住
ん
で

い

た
日
蓮
が

、
現
在
の

市
川

市
あ

た
り
に
住
ん
で

い
た
有

力
者
富
城

入
道
に
あ
て

だ
、
不
断

法
華
経
の

供
物
に

対
す
る
礼
状
で

あ
る
「
富

城
殿
御
返

事
」
が
あ

り
ま
す
。

日蓮筆「富城殿御返事」

歴
史
の
な

ぞ
を

秘

め
た
大
過
去
帳

過
去
帳
と
い
う
と

、
普
通
は
亡

く
な
っ
た
壇
家
の
人
の
法
名
と
か

命
日
を
記
し
て
あ

る
だ
け
で

す
が
、

本
土
寺
の
大
過

去
帳
は
、
内
容
の

古

さ
だ
け
で

な
く
、
そ
の
時
々
に

発

生
し

た
事
件
も
併
記
し
て
あ

る

点
て

大
変
珍
し
く

、
史
料
と
し
て

も
貴

重
な
も
の
で
す
。

現
存
す

る
過

去
帳
は
、
天
正

十

本土寺大過去帳（天正本）

一
年
（
一
五

八
三

笠

に

応
永
年
間

か
ら
戦
国

時
代

ま

で

を
書
き

写
し

た

も
の
で
す

が
、
江

戸

時
代
の
元

禄
ま

で
の
期
間

が
追
記

さ
れ
て
い

ま
す
。

本
土
寺
に
帰

依

し
て
い

た
千
葉
氏

や
原
氏

な
ど
、
南

関
東
周
辺
の

豪
族
、

地
方
諸
民
の

生
活

を
う
か
が
い

知
る

こ
と

が
で

き
ま
す
。

本
土
寺
に
は
ま
だ
ほ
か
に
も
史

跡
や
文
化
財
が
あ
る
の
で
す
が
、

高
城
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
広
徳
寺

へ
向
か
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

広
徳

寺
か
ら

慶
林
寺

に

か
け
て

広
徳
寺
は

、
寛
正
三

年
（
一
四

六
二
年
）
、

松

戸
地
方
を
支
配
す

る
よ

つ
に

な
っ
て

い
た
高
城
氏
の

菩

提
寺
と
し
て

、
栗
ヶ
沢
に
建

立

高城氏墓所（広徳寺）

さ
れ

ま
し

た
。

や
が
て

高
城
氏

が
居
城
を
根

木
内

か
ら
大
谷
口
に
移

す
の
に

伴
い

、
現

在
の
中
金

杉
へ
と

移

っ
て
き

ま
し
た

。

そ
の
後
豊
臣
秀

吉
の
軍
に

敗
れ
る

ま
で

、
広
徳

寺
に

は
高
城
氏
歴

代
の

墓
所

が
設
け

ら
れ

ま
し

た
。

広
徳
寺

を
後
に

し
、
大
勝
院
わ
き
を
抜
け
て
北
小

金
駅
へ
向
か
う
道
の
途
中
に
、
高

城
氏
の
居
城
で
あ
っ
た
小
金
城
達
磨

口
の
跡
が
あ
り
ま
す
。

大谷口小金城達磨口跡(公園)

現
在
は
公
園
に

な

っ
て
い
ま
す
が
、

当
時
「
開
花

城
」
と

呼
ば
れ
た
小
金
城

の

艮
（
北
東

）の
位

置
に
あ
た
り
ま
す

。

大
手
口
は
、
現
在

の
慶
林
寺
の
付
近

に
設
け
ら

れ
て
い

ま
し
た

。

慶
林
寺
は
曹
洞

宗
の
寺
で
、
熊
耳

山
桂
林
禅
寺
と
呼

ば
れ
て
い

ま
し

た
。

慶

林
寺
と
い
う
寺

号
に
な
る
の
は

、

天
正

十
九
年

二

五

九
一
年
）
徳
川

家
康
の
朱
印
状
を

受
領
し
て

か
ら
で

す
。寺

の
興
り
は
、

小
金
城
を
築
い
た

高
城
胤
吉
の
妻
が
、
胤
吉
の
死
後

髪
を
お
ろ
し
て
月
菴
（
桂
林
）
尼
と

桂林尼の墓所

号
し
て
、
小
金
城
東
側
の
達
磨
堂

の
南
、
鹿
島
神
霊
の
わ
き
に
庵

を
結
び
、
そ
の
死
後
、
庵
の
跡
に

母
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
胤

辰
が
堂
を
建
立
し
た
の
が
始
ま
り

で
す
。

現
在
慶
林
寺
に
あ
る
桂
林
尼
の

墓
石
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三

Ｏ
年
）
に
高
城
清
右
衛
門
清
胤
が

建
立
し
た
も
の
で
す
。

慶
林
寺
に
は
、天
正
十
二
年
二

五
八
四
年
）
の
墨
書
銘
が
あ
る
珍

し
い
太
鼓
も
あ
り
ま
す
。

直
径
二
十
七
㌢
ほ
ど
の
大
き
さ

で
、
金
属
製
の
釣
環
が
一
つ
付
い

て
お
り
、
竹
製
の
鋲
で
張
り
皮
が

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

張
り
皮
の
両
面
に
は
高
城
氏
の

裏
家
紋
で
あ
る
三
ッ
巴
が
、
ま
た

周
辺
部
に
は
モ
ミ
ジ
の
葉
が
う
る

し
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

太
鼓
の
使
用
目
的
な
ど
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
古
い
製
作
年
代
の

分
か
る
太
鼓
が
な
い
だ
け
に
、
貴

重
な
も
の
で
す
。

幸

谷

観

音
（

福

昌

寺

）
の

野

馬

捕

り

の

献

額

江

戸
時
代
、
小
金
牧
で
は

、
野

馬
の

頭
数
や
健
康
状
態
を

確
認
し

、

幕

府
へ

納
め
る
良
駒
や

一
般
庶
民

に

売
り

払
う
馬
を
捕
ら
え

る
た
め

、

山門からみた東漸寺境内

お
す
馬
は
左
尻
に
、
め
す
馬
は
右
尻

に

焼
き

印
を
押
し
ま
し
た
。

福
昌
寺
の

観
音
堂
に

あ
る
野
馬

捕
り
の

献
額
は
、
当
時
の

様
子

が

彩
色
豊
か
に
描
か
れ
て
お
り
ヽ
貴

重
な
も
の
で

す
。

光

明

寺

の

応

永

仏

真
言
宗
豊
山
派
の
竜

鷹
山

光
明

寺
は
ヽ
近
く
に
あ
る
蘇
羽
鷹
神
社

の

別
当
寺
で

す
。

上
の

院
と
呼
ば
れ
た

常
行
院
と

下
の

院
と
呼
ば
れ
た
金
蔵

院
（
現

在
は

廃
寺
）
の

間
に

あ
っ
た
の
で

、

地
元
で
は
中
寺
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
し

た
。

開
創
は
延
宝
四
年

（
一
六
七
六

年
）
で

す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に

応
永
二
十
三

年
（
一
四

一
六

年
）
の

陰
刻

が
あ
る
青
銅
製
の
阿
弥

陀
如

来
像
が
あ
り

ま
す
。

光明寺の
応永仏

万満寺

魚
藍
観
音

不動明王立像

万
　
満
　
寺

馬
橋
に
あ

る
法
王

山
万

満
寺
は
、

臨
済
宗
大
徳

寺
派
の
お
寺

で
、
鎌
倉
時

代
に
大
日
寺

と
し
て
、
千

葉
頼
胤
に
よ

り
創
建
さ
れ

ま
し
た
。

し
か
し
、

頼
胤
の
孫
の

貞
胤
の
と
き

に
、
大
日
寺

は
千
葉
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
際
馬
橋
に
は
忍
性
作
と
い

わ
れ
る
大
日
五
仏

が
残
っ
て
い
た
の

で
、
貞
胤
は
足
利

尊
氏
の
菩
提
を
弔

う
た
め
に
万
満
寺

を
開
基
し
ま
し
た

現
在
は
、
大
日

五
仏
の
う
ち
阿
弥

陀
如
来
だ
け
が
本

尊
と
し
て
残
っ
て

い
ま
す
。

万
満
寺
で
は
春

と
秋
の
年
二
回
、

「
中

気

よ

け

の

不

動
祭

り

」
と

し

て

知

ら

れ

る

諸

厄

災

除

け

の

祈

祷

と

唐

椀

供

養

と

い

う

行

事
が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。

唐
椀
供
養
は

頂
い
た
箸
を

返
し
て
護
摩

を
焚
い
て
も

ら
い
、
無
病

息
災
を
祈
っ

て

精
進
料
理
を
食

べ
る
も
の
で

す
。

信

仰
の
対

象
と

な
っ
て
い

る
の

は
鎌
倉
時
代
末
期
の
作
と
思
わ
れ

る
木
造
の
不
動
明
王
で
す
が
、
魚

魚
籃
観
音
と
共
に
万

満
寺
の
秘
仏
と
な

っ
て
い
ま
す
。

明
朝
時
代
の
も

の
と
思
わ
れ
る
魚

藍
観
音
は
、
中
国
渡
来
の
金
銅
製

の
鋳
造
仏
で
す
。

小
さ
な
像
で
す
が
、
優
美
な
姿

や
鼻
筋
の
通
っ
た
品
の
あ
る
顔
の

表
情
、
写
実
的
な
ポ
ー
ズ
な
ど
、

日
本
の
仏
像
に
は
見
ら
れ
な
い
も

の
が
あ
り
、
親
し
み
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。

し
か
し
、
万
満
寺
で
最
も
親
し

ま
れ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ

て
も
仁
王
様
で
し

江
戸
時
代
か
ら
、

痘
瘡
除
け
の
仁
王

の
股
く
ぐ
り
と
し

て
有
名
で
す
。

運
慶
作
と
も
い

わ
れ
て
い
る
金
剛

力
士
像
は
、
戦
前

国
宝
の
指
定
を
、
現
在
は
重
要
文

化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
も
万
満
寺
に
は
、

豊
臣
秀
吉
が
松
戸
地
方
を
攻
め
る

際
に
出
し
た
制
札
や
徳
川
家
康
の

朱
印
状
な
ど
、
古
文
書
が
た
く
さ

ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿弥陀如来座像

金剛力士像（吽仁王像）

豊臣秀吉の制札

天正12年の墨書銘のある太鼓（慶林寺）

今
回
は
皆

さ
ん
の

代
表
と
し
て

、

胡
録
台
に
お
住
ま
い
の

豊
田

由
美

さ
ん
に

、
史
跡
巡
り
に
参
加
し
て

い
た
だ

き
ま
し
た
。

豊
田

さ
ん

は
市
内
の

歯
科
医
院

に

勤
め

る
松

戸
っ
子
。
趣
味
も
料

理

、
三

味
線
・
小
唄
か
ら
ス
ポ

ー

ツ
ま
で
と

幅
広
く
こ
な
す
、
現
代

的
で
明

る
い

お
嬢
さ
ん
で

す
。

日 蓮筆「大学三郎御書」

定
期
的
に
野
馬
捕

り
が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

野
馬
捕
り
で
は

、

近
所
か
ら
勢
子
や

人

足
を
集
め
、「
と

っ
込
め
」

と
呼

ば

れ
る
一
辺
百
ｍ

ぐ

ら
い

の
方
形
の
土

手

囲
い
の
中
へ
馬

を
追
い

込
み
、
お



本土寺は「あ じさい寺」として有名ですが、

春の桜、夏の花菖蒲、秋の紅葉も見事です。

休日ともなるとたくさんの人が訪 れ、にぎわ

い ます。

慶安３年(1650年)銘庚申塔

市内で見つかった最古の庚申

塔です。県内でも浦安市の大蓮寺

にある正保３年（1646年)銘庚申

塔などに次ぐ初期の資料として

貴重なものです。高さ16cm、正

面に造立趣旨・紀年銘と39人の

名が 刻 まれて い ます。

極相林(小山･浅間神社)小山の浅間神社は、正保4年

（1647年）に創建され、国道6号線北側の標高28m、面積10.995㎡の独立山丘にある山岳信仰の社です。毎年7月1

日の山開きの祭礼日には多数の信者の参拝でにぎわって

います。信仰の対象であったこともあって、社域一帯は、市街地には珍しくヤブニッケイ、タブノキ、ムクノキな

どの樹林により原生林（天然記念物）を形成しています｡

史跡マップ 松戸歴史・

文化財
細工がが盛んな土地で、工芸の歴史を知る上でも、この釣り鐘は重要なもの

となっています。

うおっ

ちんぐ

銅透彫華籠　華籠は、仏教の法会て･、撒華供養に使用する蓮

華を盛る皿状の容器のことです｡一般的には竹製や張り抜

卍広龍寺

釣鐶をすえてあります。皿の中には、永

正５年（1508年）銘や本土寺第10世日瑞

（1457～1514年）、第17世日弘（1581～1649

年）、また、文明14年（1482年）に本土

寺梵鐘（国重要文化財）を寄進した大伴継

長の名前が見られるなど、中世の本土寺

の教勢を知る上で重要なものです。

金龍山一月寺旧蔵木造普化禅師立像

ほか(７点)小金の一月寺は普化宗金

先派の総本山であり、その開基は金先古

山禅師といわれています。この宗団はその

特異な宗旨のため、明治4年に廃止さ

せられますが、江戸時代の歴史風俗を

知るうえで貴重な存在といえます。現

在は、文化ホールに木造普化禅師立像

（高さ32cm）、木造金先禅師座像（高さ36cm)、木造釈迦如来像（高さ49cm）、木造

不動明王座像(高さ21.5cm)、虚無僧法

器〔天蓋(深編笠）･尺八・袈裟・乾坤〕

か残っています｡

寛政７年(1795年)小金原御鹿狩絵図江戸時代、小金牧では将軍

家により御鹿狩りが4回行わました。御鹿狩りは軍事教練と農害獣の駆除

を兼ねたものです。享保10年（1725年）吉宗により最初に行われ

た御鹿狩りでは鹿826､猪5、狼1の計832頭の獲物があったといいます。

絵図は寛政７年11代将軍家斉のときに行われたもので、松平源季寛

の銘がある江戸期の模写品です｡本土寺などにある巻子仕立絵詞の模

写とも思われますが､ほかに例のない大きさ､構図です。物語的な構図

をとっていますが、人の動きを豊かに描き出しており、小金牧の

歴史を知る資料として貴重なものです。

嘉 永５年(1852 年) 銘庚申 塔

日蓮宗系の庚申塔は帝釈天を

主 尊とす る ものが 多い の ですが 、

県内ではこの庚申塔しかありま

せん。駒型を呈する塔身部と大

小二 つの 台 石 や組み合 わせ た 高

さ約2ｍの大きな塔で、中央に

帝釈天、その足元に二童子、台

石には瑞雲、二猿、二鶏が配さ

れ てい ます 。

昔
、
千

葉

県

は
、
東

京

都
や
埼

玉
、

茨
城

県
の

一
部

を
加
え

て
「

総
」
と
呼

ば
れ
て
い

ま
し

た
。

大
化

の
改

新

（
六
四

五
年

）
後

、
「

総
」
は
「
下
総

」
と

「

上
総

」
に

分
け

ら
れ

ま
す

。

松
戸
市
は
、
下
総
国
の
国
府
（
市
川
市
）
か
ら
常
陸
国

の
国
府
（
茨
城
県
石
岡
市
）
、
武
蔵
国
の
国
府
（
東
京
都

府
中
市
）
へ
向
か
う
官
道
の
途
中
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い

ま
す

。

古

代
か

ら
交

通
の

要
衝

と
し

て
栄
え

て

き
た
松

戸
に

は

、
豊
富

な
文

化
財

が

数
多
く

残
さ

れ
て

い
ま

す

。

今

回
は

、
市

民
の

皆

さ
ん
に

、
松

戸
市

の
文

化
財
を

ご
紹

介
し

ま
す

。

万作踊り　万作踊りは、ところに

より万作芝居とか小念仏、手踊り、

中山節などと呼ばれ、時宗派の遊行

僧が13世紀ごろから始めた念仏踊り

を原型として変化してきたもののよ

うです．内容は収穫の豊穣を祝った

もので、大正から昭和にかけては、

農村のレクリエーション舞踊として

盛んになり、老若男女が技を競った

といいます。代表的なものとして、

段物と呼ばれる｢越後評判｣｢白桝粉

屋」どの芝居や「木更津」｢高砂｣

などがあります．

河原塚１号古墳(上)・４号古墳（左)

八柱霊園南西隅の雑木林の中に古墳群

（1号～4号墳）があります。中でも１

号墳は最大のもの（高さ4ｍ ・直径26

m)で、昭和30年に行われた学術調査

によって、縄文時代後期の貝塚の上に

築かれた古墳時代中期のものであること

が分かりました．墳長部の表土下30cm

のところからは、粘土槨の中に頭を東

にした伸展埋葬の壮年男子と幼児の人

骨が発見されました。副葬品としては、，

ガラス製小玉、刀、鉄製の矢じり滑

石製の紡錘車などが発見されています。

松戸の獅子舞　獅子舞は獅子の頭をかぶって舞踊する芸能で、獅子には生活を脅かす悪

霊を鎮める力があるとする信仰と結びつき、各地で秋祭り、雨乞いなどで行われています。

獅子舞いは２人立てのものと１人立てのものに分けられ、太鼓踊りと獅子が結びついた1

人立ての獅子舞は関東以北に見られます。

市内の獅子舞は、和名ヶ谷の日技神社、上本郷の風早神社・明治神社、大橋の胡録神社で

行わわていますが、いずれもおおじし、なかじし、めじしの三匹獅子舞です｡松戸の獅子舞

の由来についてですが、最も古い日枝神社でも、天明年間に飢饉があったときに、代官だった

倉橋伝助が御輿・獅子舞を奉納したという伝承があるだけで、よく分かっていません。

松戸の指定文化財

番号 区分 指 定 内 容 文 化 財 の 名 称 指 定 年 月 日 所　 在　 地
公開

・非

公開

の別

１

国 重要文化財

木造金剛力士 像 昭和25年８月29日 馬橋2547　　万満寺 公

開２ 大学三郎御書 （日蓮筆）
43年4 月25日

平賀63　本土寺

非公
開

３ 諸人御返事（日蓮筆）

４ 梵 鐘（建冶４ 年在銘） 52年６月11日
公開

５

県

天然記念物 浅間神社の極相林 41年12月２日 小山664 一1 浅間神社

６ 無形文化財 松戸の万作踊り 45年･4月17日上本郷・日暮・千駄堀 ／
７

有形文化財

富 城殿御返事 52年３月８日

平賀63　本土寺
非公

開

８
本土寺過去帳（天正本）

附本土寺過去帳（明暦本）
62年２月27日

９ 銅透彫華籠 63年３月30日

10 名　　 勝 旧徳川昭武家別邸庭園 61年2月2

8日

松戸614　戸定館 １
11

市

史　　 跡

二十世紀梨誕生の地 40年５月１日大橋925　二十世紀公園

12 本 土 寺

41年５月17日

平賀63　本土寺

13 秋山夫人の墓所

14 高 城氏の茎所 中金杉313広徳寺

15 桂林尼の墓所 殿平賀209 ，慶林寺

16 河原塚１ 号古墳
44年４月1日

河原塚120　 湯浅甚 衛氏山林

17 経 世 塚 岩瀬531　聖徳学園

18 河原塚４ 号古墳 55年７月21日 河原塚190　河原塚中学校

19 無形文化財 松戸の獅子舞 4竹 ４月１日

和名ヶ谷　日枝神社

大橋　胡録神 社

上本郷　風早神社､明治神社

／

20

有形文化財

木造不動明王立像
41年5月1
7日

馬橋2547　万満寺
公

開
21 鋳造魚藍観音立像

非公開

22 高城・原氏等判物 平賀63　 本土寺

23 幸谷 観音野馬捕りの献額 幸谷176　 福昌寺 公開

24 阿弥陀如来立像

44年4月1

日

ニッ 木30　光明寺 非公開

25 一月寺遺石 平賀63　本土寺

26 庚申待板碑 （下矢切 西蓮寺蔵） 松戸1307一1 文化ホール

27 鉦　 鼓
上奏郷2381本福寺

28 阿弥陀三尊仏

29 太　 鼓 殿平賀209　慶林寺 非公開

30 阿弥陀如来座像

55年７月21日

馬橋2547　万満寺

31 徳川昭武関係資料

松戸1307一1文化ホール32 寛政７年小金原御鹿狩絵図

33 金龍山一月寺旧蔵木造普化禅師立像ほか

34 豊 臣秀臣の制札 59年６月７日 馬橋2547　万満寺 非公

開
35 慶安３ 年銘庚申塔

６３年１２月
１５日

古ヶ崎2405古ヶ崎不動尊

36 嘉永５ 年銘庚申 塔 紙敷1024　広龍寺

37

阿弥陀三尊仏　上本郷の礼拝山本福寺は時

余遊行派の寺で､本尊は阿弥陀如来です。向かっ

て右側には観音菩薩、左側には勢至菩薩の

脇侍があります。いわゆる善光寺式の三尊仏

あるいは一光三尊仏と呼ばれる

もので、鎌倉時代末から室町

時代にかけての製作と推定され

ます。本尊の台座の内側には

｢於下総国臼井庄　大出沢之住

人等□処□□…　とかすかに

誠める墨書銘があります。

寛文元 年<1661 年) 銘道祖 神

現舟、県内で最古の道祖神と

し て知 ら れてい ますが 、紀 年銘

のある道祖神の石祠としても、

全国的に見て初期のものに入り

ます．この道祖神については．

水戸・佐倉道分間延絵図(1804

～1813年）や万満寺史科にも若干

の記載が見られ、神格や機能、

祭祀 形態 な どを知 るこ とが で き

ます。

徳川昭武関係資料　水戸徳川家第11代昭武公に関係する

資料である陣羽織・上衣・袴（３点）・脚袢（1対）・陣笠

（2点）と松戸御別邸日誌（明治25年）からなります。　衣装は、

昭武公が幕府の正使として第２回パリ万国博覧会に出席の

折に着用したといわれるもの｡　　　また、日誌は昭武公の日

常生活、交友関係を,記したものです。

高城・原氏等判物　判物は、高城氏制

札(文明 2年1470年)、景家立願状（文

明13年)、北条江戸城代制札（永禄９年＝

1566年)、高城胤辰書状（天正4年＝1576

年)、高城胤則書状（天正11年）の5通か

らなり、いずれも本土寺に関する文献で

貴重な史料です。文明の制札は高城氏の台頭を示し、天正4年の書

状は本土寺後任　のために胤辰が与えたもので、胤則の

書状は、家督相続と共に出した最初の安堵状

です。また､原氏のものと推定される

立願状は､本土寺の地位の高さを示し、永

禄９年の江戸城代遠山丹波守等などの制

札は北条氏の勢力が及んでいた証拠とし

て貴重です。

鉦鼓　鉦鼓というのは、台につるした

り、台座つけたりして勤行の際にたた

く円形青銅製の鉦ことです｡上本郷の

礼拝山本福寺は東葛飾地方でも３ヵ所しか

ない時宗遊行派の寺院です。鉦には嘉元

元年(1303年）に　他阿上人が本福寺を開創

したと陰刻されており、時余の動きを知

るうえで貴重な史料です。また、全国で

も６番目と思われる古さの点でも大切な

もの です 。

二十世紀梨誕生の地　　明治21年、大橋（当時八柱村）に

住む松戸覚之助氏が、　実生の梨苗のちょっと変わった感じ

に興味を持ち、育ててみました。10年後、ようやく成熟

果が得られましたが、その実は、これまでの梨に比べて

芯が小さく、果肉は白くて上品な甘味があり、したたる

ような水分があるすばらしい梨でした。最初、「青梨新太白」

と名付けたのですが、明治37年、東京大学助教授池田伴親氏

らによって、二十世紀傑作の梨ということで「二十

世紀梨」と命名され、全国各地に広がりました。原樹は

昭和10年に天然記念物に指定されましたが、空襲により

被害を受け、22年に枯死してしまいました。現在は、原

樹の跡地に記念碑が建っています．

一月寺遺石　金龍山一月寺は、

正嘉2年（1258年）金先禅師に､より開創され青梅の鈴法寺、

京 都の明 暗寺 とと もに 普化宗 の

本山として隆盛を極めていまし

たが、明治４年の普化宗廃止令

により廃寺となりました。現在

は。本土寺に開山塔、門前碑、

住職の墓を残すのみで、普化宗

の面影を残すものはなくなって

しまいました。

経世塚　天文７年(1538年)10月、小田原の北条氏綱と関東管領

足利政氏の次男の小弓公方義明が江戸川をはさんで対陣し、相模

台の地で激戦が行われ、両軍で千余人か戦死しました。この戦い

は､「こうの台前の戦い｣と　呼ばれ後に矢切で行われた｢こうの台後

の戦い｣､『秀吉の小田原攻め」などとともに戦国時代､関東における

重要な戦いです。経世塚は、義明に関する墳墓であるといわれて

いますが、定かではありません。なお、現存する塚は、大正８年

に陸軍工兵学校を建設する際に損壊したものを、昭和５年に復元

したものです。墳頂にある板碑類は、復元時に付近から発見され

た もの を集め た もので す。

庚申待板碑　板碑は、板仏とか石

仏あるいは青石塔婆などともいわれ

ます。死者の追善供養や来世の自分

を 供 養 す る と い う こ と で建 て ら れ ま

した．鎌倉時代から室町時代にかけ

て、奥州から九州まで広く分布し、

中世の民間信仰を知るうえで大切な

資料です。市内で発見された板碑は秩父地方特産の緑泥片岩が使われて

おり、ここ西蓮寺（下矢切）の板碑

は、天文12年〔1543年）の陰刻があっ

て庚申供養と結合しており、珍しい

ものです。

寛文８年(1668年)銘庚申塔　青面

金剛は庚申の主尊として、数多くの

庚申塔に用いられており、市内でも

たくさん見られます。高さは約2m

ほどで、中央上部に弥陀三尊脯種子と

日月を刻み、正面中央に青面金剛像、

そ の足 下に三 猿が配 さ れてい ます 。

旧徳川昭武家別邸(戸定館)庭園　戸定館（敷

地面積9,554.93㎡、建物面積736㎡)は、徳川

御三家のひとつである水戸藩節11代当主徳川

昭武公の別邸として、明治17年に完成しまし

た。庭園は、昭武公が慶応３年に将軍代理　とし

てフ ラン スの パ りで開 催 され た万 岡博 覧 会に

出席した際に見た庭園からヒントを得て、向島

小梅の水戸家下屋敷に出入りしていた庭帥

に 作 らせ た もの と伝え ら れてい ま す。 庭園 様

式は、人きな芝生を中心とした平地部分とな

たらかな築山を配した部分からなり、芝生地

の中の象徴木としてコウヤマキの植栽が特異

な景観を形づくっています。また、高台の地

形を生かし、借景として田園風景を十分眺望

で き るよ うに 設計さ れて い ます。

秋山夫人の墓所　秋山夫人(お都摩・法名

日上) は 武 田 信 玄 の 家 臣 秋 山 越 前守 虎 康 の 娘

で、15歳で家康の側室となり、家康５男の万

千代を産みました。万千代は名門武田姓を継

ぎ、武田信吉として最後の小金城主となりま

したが、信吉の母は病弱であったらしく、翌

天正19年（1591年)に24歳の若さで亡くなり

本土寺参道北寄り西側の馬場脇に葬られまし

た。その後信吉は佐倉、水戸へと移封されま

すが、無位無官のまま病死し､家康11男頼房

が跡を継ぎます。のちに頼房３男の光圀が度

度松戸に鷹狩りに通うようになり、お都摩の

墓の目印として植えられていた松を見つけ、

本土寺本堂東側に新たに墓を建立し、手厚く

供養しました。

l

梵鐘　本土寺の梵鐘は、長柄町眼蔵寺にある弘長４年（1264

年）の鐘に次ぎ，鎌倉時代の建治４年（1278年）に製作された

県内で2番目に古いものです。高さ約130cm、口径69cm、重さ約

700kgの大きな釣り鐘です。銘文から､製作者は現在の長生郡長柄

町に住む大工大中臣鎌守という人であったことが､また、最初は佐倉

市の大福寺にあったことが分かります｡長柄町は古くから鋳造や金銀

きなどによるものが多いのですが､本土寺には.県内

でも珍しい真鍮製の製作年代の違う12枚が保存

されています。これらは、直径が28cm内外で、

黄銅の円形薄板を皿形に打ち、蓮華文・宝

相華唐草文を切り透し、底面には３ヵ所の

|公 頑
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