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人 口 と 世 帯（12月1 日現在）

○人口464,109人（+401）

Ｏ 男236,154 人 （＋193）

〇 女227,955 人 （＋208）

〇世帯171，788世帯（＋338）1994 年(平成6年)
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市 長

宮 間 満 寿 雄

市議会議長

石 井 正 治

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

文
化
あ
る
い
は
福
祉
・
医
療
の
向
上
に
大
き
な
羽
は
た
き
を
み
ら
れ
た
こ

と
は
、
誠
に
慶
び
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

現
在
本
市
は
人

口
四
十
六
万

有
余
名
の
中
核
都
市
と
な
り
、
ま
す
ま
す

発
展
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
社
会
の
国
際
化
、
高
度
情
報
化
、
高
齢
化
等
さ
ま

ざ
ま
な
変
貌
を
み

る
中
、
引

き
続
き
地
域
福
祉
の
一
層
の
発
展
、
豊
か
な

心
を
育
む
潤
い
の

あ
る
市
民
生
活
の
向
上
を
図
る
た
め
、
二
十
一
世
紀
を

展
望
し
た
新
た
な
都
市
づ
く
り
に
邁
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し

な
が
ら

一
方
、
地
方
自
治
体
の
行
財
政
の
現
状
は
、
極
め
て
厳

し
い
状
況
に

あ
り
、
ま
た
行
政
需
要
も
著
し
く
増
大
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
市
民
生
活
に
直
結
し
た
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま
ず
。
こ
う
し
た
状
況

の
中
、
市
議
会
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
大
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
ず
。

私
ど
も
市
議
会
議
員
一
同
、
そ
の
使
命
の
重
大
さ
を
十
分
認
識
し
、
奮

闘
努
力
し
て
ま
い

る
所
存
で

あ
り
ま
す
の
で
、
何
と
ぞ
相
変
わ
り
ま
せ
ぬ

ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
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
ず
。

新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
6

年
の
年
頭
に
当
た
り
、
市
議
会
を
代
表
し
て

謹
ん
で

新
年
の

ご
挨
拶
を
申
し
上

げ
ま
す
。

松
戸
市
は
昨
年
、
市
制
施
行
五
十
周
年
の
輝
か
し

い
節
目
の
年
を
迎
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

半
世
紀
と
い
う
歴
史
を
歩
ん
だ
本
市
に
、
文
化
会
館

「
森
の
ホ
ー
ル
2
1」
を
は
じ
め
、
福
祉
医
療

セ
ン
タ

ー
、
中
央
保
健
セ
ン

タ
ー
な
ど
の
オ

ー
プ
ン
を
迎
え
、

明

け

ま
し

て

お
め

で

と

う

ご
ざ
い

ま

す
。

市
民
の
皆
様
に
は
、
希
望
に
満
ち
た
輝
か
し
い
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と

と

お
慶

び

申
し
上

げ

ま
す

。

皆

様
に

は

、
日

ご
ろ

よ

り

市

政
に

対
し

ご
理

解

、

ご
協

力

を
賜

り

厚

く

お
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
松
戸
市
長
期
構
想

に
描
か
れ
た
理
想
の
都
市
像
を
実
現
す
る
た
め
、
年
次
計
画
の
稍
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
さ
ま

で

、
四

次
に

わ

た

る
五

か

年
計

画

も

ほ

ぽ
予

定

通

り
の

成

果

を
あ

げ
、

長

期
構
想
最
大
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
「
ニ
十
一
世
紀
の
森
と
広
場
」
を

。
中
心
に
し
た
文
化
シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン
に
、
文
化
会
館
「
森
の
ホ
ー
ル
2
1
」

な
ど
、
各
種
文
化
施
設
を
開
設
す
る
ま
で
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

木
年
4
月
か
ら
は
、
四
十
六
万
市
民
の
皆
様
の
夢
と
要
望
を
盛
り
込
み
、

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
本
市
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
を
十
分
考
慮
し
た
、

第
五
次
総
合
五
か

年
計
画

が
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

私
は
、
こ
れ
か
ら
も
計
画
行
政
を
積
極
的
に
進
め

、

こ
の
新
「
総
合
五
か

年
計
ｍ

」
を
達
成
す
る
た
め
に

、

今
後
と
も
渾
身
の
努
力
を
続
け
よ
う
と
決
意
を
新
た

に
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
、
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
。
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東
葛
飾
郡
役
所
や
松
戸
地
方
裁
判
所
と
し
て
使

用
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
で

は
民
家
に
な
っ
て
い
て
、
建
物
の
一

部
に
当
時
の
面
影
を

残
し
て
い
ま
す
。

松
戸
宿
の
最
初
の
本
陣
は
、
吉
岡
隼
人
の
屋

敷
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
彼
は
水
戸
徳
川
家
に

出
入
り
を
許
さ
れ
、
同
家
の
年
頭
あ
い
さ
つ
で

は
、
藩
主
へ
の
お
目
見
え

も
許
さ
れ
る
ほ
ど
の

人
物
で

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
吉
岡

家

は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
年
）
ま
で

代
々
本

陣
を
務
め
、
そ
の
後
は
伊
勢
桑
名
出
身
の
町
医

者
伊
藤
素
順
の
子
宗
蔵
が
、
旅
籠
屋
や
百
姓
た

ち
に
推
挙
さ
れ
本
陣
を
経
営
し
た
と
い
い
ま
す
。

郵
便
局
の
三
軒
先
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
い

た
歴
史
あ
る
旅
籠
屋
・
海
老
屋
（
え
び
や
）
が

当

時
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

海
老
屋
の
石
渡
さ
ん
を
訪
ね
、
お
話
を
伺
う

と
、
「
い
つ
ご
ろ
か
ら
旅
籠
屋
を

始
め

た
の
か

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
寛
政
三
年
（
一
七
九

一
年
）
に
は
、
旅
籠
屋
を
経
営
し
て
い
た
記
録

が
あ
り
ま
す
。
家
の
通
り
に
面
し
た
部
分
は
、

明
治
の
初
め
に
建
て
ら
れ
た
時
の
ま
ま
で
す
。

昭
和
五
十
五
年
ま
で

は
営
業
し
て
い
ま
し
た
」

と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

海
老
屋
を
過
ぎ
て
す
ぐ
前
の
交
差
点
を
渡
る

と
、
右
側
に
松
戸
神
社
の
駒
犬
が
見
え
ま
す
。

参
道
を
進
み
、
坂
川
に
か
か
る
橋
を
渡
っ
た
す

ぐ
左
側
の
イ
チ
ョ
ウ
の
木
は
、
徳
川
光
圀
に
ま

つ
わ
る
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
そ
の
昔
、
こ
の
辺
り
に
鷹
狩
り
を
し
た
と

き
、
木
立
に
珍
し
い
白
鳥
が
止
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
鷹
に
捕
ら
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
す
く
ん

で
し
ま
っ
て
動
こ
う
と
し
な
い
の
で
、
光
圀
が

自
ら
弓
を
引
き
鳥
を
射
落
と
そ
う
と
す
る
と
、

手
が
し
び
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
光
圀
は
怒
っ

て
神
殿
の
扉
に
矢
を
向
け
た
と
こ
ろ
、
矢
は
折

れ
て
し
ま
い
、
さ
す
が
の
光
囲
も
驚
い
て
神
に

そ
の
非
礼
を
詫
び
弓
矢
を
奉
納
し
、
そ
の
後
水

戸
家
は
松
戸
神
社
を
厚
く
崇
敬
し
た
」
と
い
う

も
の
で

す
。

本
陣
付
近
か
ら
春
雨
橋
辺
り
ま
で
が
松
戸
宿

の
中
心
で

あ
っ
た
よ
う
で

、
今
も
昔
の
町
並
み

が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら

れ
、
古

い
寺
院

も

残
っ
て
い
ま
す
。

光
圀
伝
説
の
残
る
イ
チ
ョ
ウ

再
び
旧
水
戸
街
道
に
戻
る
と
、す
ぐ

左
に
松
戸

郵
便
局
が
あ
り
ま
す
。
郵
便
局
の
裏
が
松
戸
宿

の
本
陣
が
あ
っ
た
所
で

す
。
本
陣
と
は
、
宿
駅

で

参
勤
交
代
の
大
名
や
公
用
の
旅
行
者
が
泊
ま

る
よ
う
指
定
さ
れ
た
宿
の
こ
と
で
、
名
主
の
屋

敷
な
ど
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で

す
。
松
戸
宿
の
本
陣
は
明
治
二
年
の
火
災

で

焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
再
建
さ
れ
て

本
陣
と
海
老
屋

む
た
め
こ
の
寺
に
立
ち
寄
り
、
手
植
え
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
松
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
も
う

枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

当
時
の
松
龍
寺
は
松
戸
宿
の
寺
院
の
中
で

は

最
も
広
く
、
戸
定
か
丘
の
方
ま
で
広
か
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
明
治
に
入
り
、
常
磐

線
の
前
身
で

あ
る
日
本
鉄
道
㈱
海
岸
線
が
寺
域

を
通
っ
て
か
ら
は
狭
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

本
堂
左
手
墓
地
の
奥
の
線
路
わ
き
に
は
、
松

戸
宿
最
初
の
旗
本
領
主
・
高
木
筑
後
守
正
次
の

五
輪
塔
墓
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

街

道
を

行
く
と

、

す
ぐ

右
に

松
龍

寺
の
参

道

が
見

え

て

き
ま

す
。
石

畳

の
参

道
を

歩

い
て
い

く
と

、
山

門
前

左
側

に

は
六
地

蔵
が

立
ち

、
右

側

に
は
松
戸

宿

の
代

々
の

本
陣
を

務
め

た

伊
藤

家
の

墓
地

が
あ

り
ま

す
。

山
門

を
く
ぐ

る
と

正

。面

に
本
堂

が
あ

り
ま

す
。

本
堂
の
裏
に
は
、
嘉
永
二

年

（
一

八
四

九
年
）

十

二

代
将

軍
徳

川
家

慶

（
い
え

よ

し
）
が

、
小

金
牧

（
現

在

の
五
香

か
ら

松
飛

台
）

で

鹿
狩

り
を

し
た
際

、
休

て
い
た
と
い
い
ま
す
。
商
店
も
多
く
、
松
戸
市

史
に
よ
る
と
七
十
業
種
、
軒
数
に
し
て
三
百
二

十
軒
あ
り
、
中
で

も
、
荒
物
・
小
間
物
関
係
、

飲
食
店
、
旅
籠
屋
・
木
賃
宿
な
ど
が
多
く
、
に

ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
水
戸
街
道
の
中
で

は
、
旅
宿
・
飛
脚
・

伝
馬
な
ど
を
管
理
す
る
道
中
奉
行
の
支
配
を
受

け
た
数
少
な
い
宿
町
の
一
つ
で

、
非
常
に
重
要

視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

高木筑後守の五 輪塔墓

松戸宿本陣跡

海老屋

松戸神社のイチョウ

ｉ海

老

屋
内

部

旧渡船場から対岸を
望む

旧水戸街道を歩く

下
総
の
要
衝
・
松
戸
宿

松
戸
郵
便
局
～
春
雨
橋
周
辺

船
で
渡
っ
た
水
戸
街
道

何気なく通っている道にも歴史があります。市内を通っている

水戸街道は、江戸時代、日本橋から水戸へ通じる道として整備さ

れ、徳川御三家の一つ水戸藩をはじめとして多くの大名が頻繁に

往来しました。交通量の多い現在では、当時の様子を思い浮かべることは難し

いかもしれませんが、当時は現在とはだいぶ違った経路を通って

いました。その中には、今でも当時の名残をとどめている所もあ

ります。そこで市内にお住まいの佐藤ちゆきさんに旧水戸街道を
歩いていただきました。

松
戸
郵
便
局
裏
の
江

尸
川
の
堤
防
に
立
ち
対

岸
を
眺
め

る
と
、
河
川
敷
に
ゴ
ル

フ
の
練
習
場

が
見
え
ま
す
。
江
戸
時
代
、
そ
の
辺
り
に
は
金

町
松
戸
関
所
が
あ
り
ま
し
た
。
旧
水
戸
街
道
を

通
っ
て
江
戸
に
出
入
り
す
る
者
は
、
こ
こ
を
通

ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

関
所
で

は
、
通
行
手
形
の
無
い
者
は
通
る
こ

と
を
許
さ
れ
ず
、
「
入
り
鉄
砲
に
出
女
」
を
厳
し

く
監
視
し
て
、
関
所
破
り
は
獄
門
の
刑
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

松
戸
と
金
町
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
松
戸

宿
の
船
頭
が
操
る
二
艘
（
そ
う
）
の
船
で

し
た
。

旅
人
た
ち
は
渡
し
場
か
ら
船
に
乗
っ
て
、
江
戸

川
を
渡
り
ま
し
た
。
参
勤
交
代
で

大
名
が
渡
る

と
き
に
は
、
周
辺
の
十
力
村
か
ら
助
け
船
が
用

意
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
享
保
十
年

（
一
七
二

五
年
）
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
小
金
原
で

鹿

（
し
し
）
狩
り
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
川
に
船

を
何
艘
も
浮
か
べ
、
仮
設
の
橋
（
船
橋
）
を

造

り
、
そ
の
上
を
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
渡
り
ま
し
た
。

今
、
こ
の
渡
し
場
は
江
戸
川
の
堤
防
の
下
に

埋
ま
っ
て
し
ま
い
、
当
時
を
偲
（
し
の
）
ば
せ

る
も
の
は
残
っ
て
い
な

い
の
で
、
渡
船
場
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
で
す
。

昔
の
旅
人
は
こ
の
地
に
立
っ
て
、
ど
ん
な
思

い
を
抱
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
江
戸
に
入
る
者

は
、
「
い
よ
い
よ
関
所
だ
」
と
心
を
引
き
締
め
、

ま
た
江
戸
を
離
れ
た
者
は
、
無
事
関
所
を
通
り

ホ
ッ
と
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。

市
内
の
旧
水
戸
街
道
は
、
こ
の
渡
船
場
跡
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

-

松 龍 寺参 道

松
戸
宿
の
繁
栄

江
戸
川
堤
防
か
ら
、
目
の
前
の
ゆ
る
や
か
な

坂
を
下

り
、
左
へ
と
流
れ
て
行
け
ば
、
江
戸
日

本
橋
か
ら
数
え
て
千
住
、
新
宿
（
に
い
じ
ゅ
く
）

に
次
い
で

三
番
目
、
距
離
に
し
て
五
里
三
十
三

町
（
約
二
十
四
㌔
）
の
松
戸
宿
で
す
。
松
戸
宿

は
水
戸
街
道
の
宿
駅
と
し
て
、
ま
た
物
資
輸
送

の
中
継
河
岸
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
旅
人
や
荷

駄
の
往
来
も
盛
ん
で

、
近
郷
か
ら
出
稼
ぎ
に
来

る
者
も
多
く
、
市
が
立
ち
、
家

々
が
軒
を
並
ぺ

金
町
関
所
と
松
戸
宿
に
架
け
ら
れ
た
船
惆
を
将

軍
が
渡
り
帰
城
す
る
様
子
を
描
い
た
も
の

（
船
橋
市
西
図
書
館
所
蔵
）

－

－

将
軍
の
お
鹿
狩
り
綿
絵

（
船
橋
市
西
図
書
館
所
蔵
）

金
町
松
戸
関
所

は
こ
の
辺
り
に

あ
り
ま
し
た



竹
ヶ
花
跨
線
橋

龍善寺下の首切地蔵

馬橋に残る一茶

の短冊

(恩田威明氏所蔵)

大川斗囿肖像画（大川 八重子氏所蔵）

万満寺

仁
王
の
股
く
ぐ
り

旧水戸街道道標

旧水戸街道を歩く

ニ
ツ
木
の
旧

水
戸
街
道
、こ
の
先

が
す
ぐ

小
金
宿

さ
ら
に
直
進
し
て
い
く
と
、
万
満
寺
が
見
え

て
き
ま
す
。
万
満
寺
は
、
鎌
倉
時
代
に
千
葉
介

頼
胤
（
ち
ば
の
す
け
・
よ
り
た
ね
）
に
よ
り
創

建
さ
れ
、
多
く
の
文
化
財
を
有
す
る
名
刹
（
さ

つ
）
で

す
。
仁
王
門
に
は
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
金
剛
力
士
像
が
あ
り
ま
す
。

毎
年
三
月
と
十
月
に
行
わ
れ
る
仁
王
の
股
く

ぐ
り
は
、
江
戸
時
代
か
ら
疸
蹌
（
お
や
く
）
除

け
と
し
て
有
名
で
、
祭
礼
に
は
多
く
の
人
が
訪

れ
ま
す
。
ま
た
、
万
満
寺
は
江
戸
出
開
帳
を
行
っ

た
寺
院
で
も
あ
り
ま
す
。
江
戸
出
開
帳
と
は
、

江
戸
町
民
が
遠
路
は
る
ば

る
馬
橋
ま
で

参
拝
に

来
る
代
わ
り
に
、
お
寺
の
方
で

江

尸
の
寺
院
に

出
掛
け
、
仏
様
を
公
開
し
、
広
く
御
利
益
を
得

て
も
ら
う
行
事
で

す
。

旧
水
戸
街
道
は
、
万
満
寺
の
前
で
「
く
」
の

字
に
曲
が
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
ゆ
る

万
満
寺
と
旧
水
戸
街
道
道
標

こ
れ

は
二

人
が

紅
葉

狩
り
を

し

た
時

に
詠
み

交

わ
し

た
も

の
で

す
。

一
茶

は
句

の
中
で

立
砂

を

「
爺
」

と

呼
び
、

自
ら

を

「
子
」

と

し
て

い

ま

す
。

二
人

が
親

子
の
よ

う

に
親

し
い

関
係
で

あ

っ
た

こ
と

が
読
み

取

れ
ま

す
。

立
砂

は
没

後
、
万

満
寺

に
埋

葬

さ
れ
ま

し
た

（
立
砂

の
墓

は
戦

前
に
無

縁
と

な

り
ま

し
た

が
、

現

在
は

万
満

寺

の
大
川
家

の

分
家

の
墓

に
祀
ら

れ
て
い
ま
す
）
。
悲
し
ん
だ
一
茶
は
何
度
か
こ
こ

へ

墓
参

に
訪

れ
た
と

い
い
ま

す
。

そ
の

後

は
息
子

の
斗
囿

（
と
ゆ

う
）
が

、
家

業

と
と

も
に

俳
業
を

継
承

し

ま
し

た
。
斗

囿

も

一
茶
へ

の
支

援
を

続

け
、
そ

れ
に
対

し

て
一
茶

は
感
謝

を
込

め
て
近

況
を

伝
え

、

自
作

の
句
を

示

し
、
斗

囿

の
句

に
添

削
を

加
え

る
な
ど

、
変

わ
ら
ぬ

親
交
を

保

ち
続

け
た

と

い
い
ま

す
。

現
在

、
大

川
立

砂
の
直

系

の
子

孫

は
絶
え

て

し
ま

い
ま
し

た
が

、
分

家

に
当

た

る
大
川

八

重

子

さ
ん

宅
に

斗
囿

の
肖
像

画

が
伝

わ
っ

て
い
ま

す

。大
川

立
砂

・
斗
囿

の
存

在

は
、

一
茶

の
来
訪

と

い
う

出
来

事
と

重
な

り
、

松
戸

の
俳

壇
に

活

気

を
持

た
せ

、
市
内

に
多
く

の
俳

人
を

生
み
ま

し
た
。

俳
諧
を

た

し
な
む

人

は
農

村
地

区
に
ま

で

広
が

り
、

神
社
や

寺

院
な
ど
で

土
地

の
祝

い

事

が
あ

る
と

、
俳

句
会

が
開

催
さ

れ

る
ま
で

に

な

っ
た

と

い
い
ま

す
。

江戸見坂

や
か
な
坂
が
続
き
ま
す
が
、
昔
は
こ
の
坂
か
ら

江
戸
や
富
士
山
が
見
え

た
こ
と
か
ら
江
戸
見
坂

富
士
見
坂
と
呼
ん
で

い
た
と
い
い
ま
す
。

坂
を
登
り
終
え
、
再
び
国
道
六
号
線
の
交
差

点
に
出
る
と
、
正
面
に
石
柱
（
道
標
）
が
見
え

ま
す
。
道
標
を
見
る
と
、
碑
文
か
ら
文
化
三
年

（
一
八
〇
六
年
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
「
左
水
戸
街
道
、
右
印
西
道
」
と
刻
ま

れ
て
い
て
、
旅
人
の
た
め
に
印
西
街
道
と
の
分

岐
点
を
示
す
も
の
で

し
た
。

疾
走
す
る
車
を
横
に
見
な
が
ら
、
さ
ら
に
五

十
び
ほ
ど
歩
く
と
、
今
度
は
一
里
塚
跡
と
記
さ

れ
た
標
が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
水
戸

街
道
の
里
程
を
示
す
塚
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

一
里
塚
は
一
里
（
約
四
㌔
）
ご
と
に
置
か
れ
、

人
夫
や
馬
子
が
里
程
を
知
っ
て
駄
賃
を
定
め
た

り
、
旅
人
が
ど
の
く
ら
い
歩
き
、
ど
こ
の
土
地

ま
で

何
里
あ
る
の
か
知
る
た
め
に
役
立
っ
て
い

ま
し
た
。

馬
橋
周
辺
は
、
道
中
を
行
く
旅
人
が
一
息
つ

く
「
間
の
宿
」
と
し
て
栄
え

ま
し
た
。
間
の
宿

と
は
公
定
の
宿
場
で

は
な
く
、
宿
場
と
宿
場
の

間
に
あ
る
宿
泊
施
設
の
あ
る
集
落
の
こ
と
で
す

旧
水
戸
街
道
は
一
里
塚
跡
か
ら
直
進
し
て
、

干
葉
一
族
の
守
護
神
を
祀
っ
た
蘇
羽
鷹
（
そ
ば

た
か
）
神
社
を
左
に
見
な
が
ら
右
へ
分
か
れ
、

車
の
少
な
い
脇
道
へ
と
流
れ
て
い
き
ま
す
。
そ

し
て
、
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
い
く
つ
か
過
ぎ
、

坂
を
登
れ
ば
小
金
宿
で

す
。

一里塚跡

国
道
六
号
線
に
合
流

春
雨
橋
を
過
ぎ
た
旧
水
戸
街
道
は
、
こ
こ
か

ら
し
ば
ら
く
商
店
の
並
ぷ
道
を
直
進
し
ま
す
。

竹
ヶ
花
の
跨
（
こ
）
線
橋
を

渡
り
、
交
差
点
を

左
に
曲
が
り
ま
す
。
旧
水
戸
街
道
は
、
常
磐
線

に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。

道
は
や
が
て
国
道
六
号
線
と
出
合
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
は
国
道
六
号
線
と
同
じ

ル
ー
ト
。
激
し
い
車
の
量
に
目
を
奪
わ
れ
、
旧

水
戸
街
道
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
戸
惑
い
を

覚
え
な
が
ら
、
歩
い
て
い
さ
ま
す
。
北
松
戸
駅

前
を
過
ぎ
た
先
の
龍
善
寺
下
に
は
、
首
切
地
蔵

が
あ
り
ま
す
。
幕
末
の
佐
幕
派
の
志
士
佐
藤
久

太
郎
（
水
戸
藩
士
）
の
処
刑
地
で

、
そ
の
霊
を
祀

（
ま
つ
）
つ
た
も
の
だ
そ
う
で

す
。
中
根
を
過

ぎ
、
長
津
橋
立
体
を
横
目
に
す
れ
ば
、
そ
こ
は

も
う
馬
橋
。
こ
こ
で
旧
水
戸
街
道
は
国
道
六
号

線
と
別
れ
て
、
長
津
橋
立
体
わ
き
の
小
道
に
入

リ
ま
す
。
す
ぐ

先
に
は
、
こ
の
辺
り
の
地
名
の

も
と
に
な
っ
た
馬
橋
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
昔
、
こ
こ
に
か
け
ら
れ
て
い
た
橋
は
、

大
雨
が
降
る
た
び
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
多
く

の
旅
人
を
困
ら
せ
ま
し
た
。
そ
こ
で
万
満
寺
と

縁
の
あ
っ
た
良
観
上
人
が
馬
の
鞍
の
形
を
し
た

橋
を
か
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
橋
は
流
さ
れ
な
く

大川立砂旧宅跡

な
り
ま
し
た
。
以
来
人
々
は
、
こ
の
橋
を
馬
橋

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

馬
橋
に
来
た
小
林
一
茶

馬
橋
か
ら
二
百
五
十
㍍
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ

の
右
手
に
、
松
戸
信
用
金
庫
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
付
近
に
は
馬
橋
の
油
商
て
、
松
戸
地
方
の
俳

壇
の
中
心
的
存
在
で

あ
っ
た
大
川
立
砂
（
リ
ゆ

う
さ
）
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
、
大

川
立
砂
旧
宅
跡
と
記
さ
れ
た
標
が
建
っ
て
い
る

だ
け
で

す
。

立
砂
は
俳
人
・
小
林

一
茶
と
も
親
し
い
関
係

に
あ
り
ま
し
た
。
一
茶
は
江
戸
か
ら
水
戸
街
道

を
通
っ
て
し
ば
し
ば
馬
橋
の
立
砂
の
家
に
足
を

運
ん
で

い
ま
す
。
な
ぜ
一
茶
は
何
度
も
こ
こ
を

訪
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

一
茶
に
と
っ
て
旅
は
心
の
糧
で

あ
り
、
創
作

活
動
の
意
欲
を
か
き
た
て
る
源
で

し
た
。
そ
の

た
め
一
茶
は
全
国
を
旅
し
ま
し
た
が
、
生
活
が

困
窮
す
る
と
援
助
を
求
め
て
支
援
者
や
門
弟
の

多
い
東
葛
地
方
を
訪
れ
た
の
で

す
。
そ
の
た
め

一
茶
の
句
の
中
に
は
葛
飾
の
地
で

詠
ん
だ

も
の

も
多
く
、
常
盤
平
の
子
和
清
水
に
は
一
茶
の
句

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

立
砂
は
一
茶
の
よ
き
理
解
者
の
一
人
で
、
最

も
つ
き
あ
い
が
親
密
で

し
た
。
二
人
の
関
係
を

表
す
こ
ん
な
句
が
残
っ
て
い
ま
す
。

夕
暮
れ
の

頭
巾
へ

拾
う

紅
葉
か
な立

砂

紅
葉
ば
や
爺
は
へ
し
折
り
子
は
ひ
ろ
う

一
茶

根
本
～
馬
橋
・
八
ヶ
崎
周
辺

旅
人
た
ち
が
一
息
つ
く

間
の
宿
と
し
て
栄
え
た
・
馬
橋



旧水戸街道を歩く

国
道
六
号
線
根
木
内

交
差
点

旧

水
戸
街
道
は
こ
こ

を
直
進
し
て

柏
へ

八
坂
神
社
の
二
本
の
道
標

本堂前にある竹内兄弟の墓碑

(左・兄廉之助、右・弟哲 次郎)

東漸寺

玉
屋

江戸時代初期の虚無僧（市立博物館所蔵）

野馬捕りの献額（福昌寺所蔵）

小
金
宿
に
今
も
残
る
井
戸

水
戸
藩
専
用
の
本
陣
が

置
か
れ
た
町
・
小
金
宿

小

金

～

根

木

内

周

辺

今
も
旧
道
の
名
残
を
と
ど
め
る

小
金
宿
は
松
戸
宿
と
比
べ

る
と
規
模
は
小
さ

か
っ
た
の
で

す
が
、
歴
史
は
古
く
水
戸
藩
専
用

の
本
陣
や
小
金
牧
を
管
理
し
た
野
馬
奉
行
・
綿

貫
氏
の
屋
敷
な
ど
が
置
か
れ
に
ぎ
わ
い
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。

小
金
牧
は
東
葛
地
方
に
ま
た
が
る
広
大
な
原

野
で

、
干
頭
も
の
野
馬
が
生
息
し
て
い
ま
し
た
。

特
に
小
金
牧
の
野
馬
は
力
が
強
く
、
寒
暑
や
粗

食
に
耐
え
る
こ
と
か
ら
、
農
耕
馬
と
し
て
重
宝

さ
れ
ま
し
た
。
野
馬
の
数
な
ど
を
調
べ
る
「
野

馬
捕
リ
」
は
大
が
か
り
に
行
わ
れ
、
多
く
の
者

が
動
員
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

小
金
宿
に
入
る
と
す
ぐ
、
道
沿
い
に
古
く
か

ら
伝

わ
る
井
戸
が
あ
り
ま
す
、
こ
の
井
戸
は
、

小
金
宿
が
一
度
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
教
訓
か
ら
、

人
々
が
火
災
を
防
ぐ
た
め
、
道
端
に
設
け
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

旧
道
を
歩
い
て
い
く
と
、
左
に
一
月
寺
が
見

え
ま
す
（
現
在
の
一
月
寺
は
、
か
つ
て
の
一
月

寺
と
は
別
の
お
寺
で

す
）
二

月
寺
は
、
江
戸
時

代
に
は
虚
無
僧
寺
で

知
ら
れ
た
有
名
な
お
寺
で

し
た
。
小
金
町
誌
に
は
こ
ん
な
話
が
残
っ
て
い

ま
す
。
「
一
月
寺
に
は
二
本
の
ケ
ヤ
キ
の
大
木
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
木
が
街
道
に
突
き
出
し
て

い
た
た
め
、
水
戸
藩
の
大
名
行
列
の
時
に
じ
や

ま
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

木
を

切
ら
せ
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
寺
僧
に
『
水
戸
殿
の
槍
（
や

リ
）
は
曲
が
ら
ぬ
か
』
と
反
問
さ
れ
、
そ
の
後
、

水
戸
藩
は
久
保
平
賀
の
道
を
通
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
い
う
も
の
で

す
。

一
月
寺
の
先
に
は
木
造
り
で

昔
風
の
格
子
戸

玉
屋
か
ら
約
百
五
十
㍍
歩
き
、
最
初
の
信
号

を
過
ぎ
た
す
ぐ
左
に
は
、
か
つ
て
水
戸
藩
専
用

の
本
陣
が
置
か
れ
、
高
城
氏
の
家
臣
日
暮
玄
蕃

の
一
族
が
代
々
経
営
に
あ
た
り
ま
し
た
。
別
名

小
金
御
殿
と
も
呼
ば
れ
た
こ
の
屋
敷
は
、
水
戸

藩
の
藩
主
な
ど
が
江
戸
へ

の
往
来
の
途
中
や
鷹

狩
り
に
来
た
時
に
利
用
し
ま
し
た
。
水
戸
藩
が

こ
の
地
に
専
用
の
本
陣
を
構
え

た
の
は
、
汀
戸

と
小
金
と
の
距
離
（
七
里
二
十
四
町
、
約
三
十
・

七
㌔
）
が
ち
ょ
う
ど
一
日
の
行
程
で
あ
っ
た
こ

と
や
、
近
く
に
御
鷹
場
役
所
（
鷹
匠
の
育
成
や

飼
育
管
理
、
鷹
狩
り
の
準
備
を
す
る
所
）
が
あ
っ

た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

次
の
信
号
近
く
の
酒
屋
を
右
に
入
っ
た
所
に

は
、
小
金
宿
の
本
陣
が
あ
り
ま
し
た
。
本
陣
は

大
塚
氏
が
代
々
経
営
に
あ
た
り
、
屋
号
を
井
筒

屋
と
い
い
ま
し
た
。
現
在
は
、
本
陣
跡
と
記
し

た
標
が
立
っ
て
い
ま
す
。

小
金
宿
の
中
心
に
あ
る
東
漸
寺
は
、
徳
川
家

康
が
定
め
た
関
東
十
八
壇
林
（
宗
門
の
学
問
所
）

の
一
つ
で

、
江
戸
市
中
か
ら
も
多
く
の
人
が
参

拝
に
訪
れ
ま
し
た
。

幕
末
、
小
金
宿
に
も
緊
張
に
つ
つ
ま
れ
た
時

が
あ
り
ま
し
た
。
尊
皇
攘
夷
派
の
数
子
の
水
戸

藩
士
た
ち
（
天
狗
党
）
が
、
水
戸
藩
の
本
陣
近

く
に
陣
を
構
え
、
江
戸
の
動
き
を
牽
制
し
た
た

め
、
小
金
宿
の
人

々
は
騒
然
と
し
ま
し
た
。
そ

う
し
た
中
、
小
金
出
身
の
竹
内
兄
弟
（
兄
廉
之

水
戸
藩
の
本
陣
と
東
漸
寺

の
家
が
あ
り
、
当
時
の
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
る

風
景
に
出
合
え
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
続
く
家

で
、
玉
屋
と
い
う
旅
籠
屋
で
し
た
。

徳川光圀が寄進した本土寺参道の

並 木

助
・
弟
哲
次
郎
）
は
天
狗
党
に
身
を
投
じ

ま
し

た
。結

局
、
天
狗
党
は
幕
府
の
追
討
軍
に
破
れ
、

竹
内
兄
弟
も
幕
末
の
混
乱
の
中
で

戦
死
し
ま
し

た
。
東
漸
寺
に
は
明
治
四
十
五
年
に
建
立
さ
れ
、

渋
沢
栄
一
が
揮
毫
（
き
ご
う
）
し
た
竹
内
兄
弟

の
墓
碑
が
あ
り
ま
す
。

三
本
の
道
標

旧
水
戸
街
道
は
北
小
金
駅
前
の
交
差
点
で

、

右
に
直
角
に
曲
が
り
ま
す
。
こ
の
交
差
点
に
は
、

か
つ
て
三
本
の
道
標
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
中
の
一
本
は
、
「
本
土
寺
道
」
と
刻
ま
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
約
四
百
五
十
㍍
に
わ
た
っ

て
、
ア
ジ
サ
イ
寺
で
知
ら
れ
る
本
土
寺
の
参
道

が
続
い
て
い
ま
し
た
。
参
道
は
常
磐
線
に
よ
リ

分
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
参
道
並
木
の
松
や
杉
は
、

徳
川
光
囲
が
寄
進
し
た
も
の
で
す
。
境
内
に
は
、

光
囲
が
建
立
し
た
秋
山
夫
人

（
光
岡
の
伯
父
武

田
信
吉
の
生
母
）
の
墓
や
日
暮
玄
蕃
一
族
の
墓

な
ど
が
あ
り
、
小
金
周
辺
と
水
戸
家
と
の
密
接

な
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
、
道
標
は
駅
前
再
開
発
事
業
の
た
め
、

一
時
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
差
点
の
右
前
方
に
は
昭
和
四
十
八
年
ま
で

旧
水
戸
街
道
は
江
戸
か
ら
水
戸
ま
で

距
離
に

し
て
二
十
九
里
三
十
一
町
、
約
百
十
七
㌔
に
及

び
ま
す
。
そ
の
間
に
は
二
十
の
宿
町
が
あ
り
ま

し
た
が
、
通
常
は
二
泊
三
日
の
旅
で

あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。

旅
人
た
ち
は
ど
ん
な
思
い
で
こ
の
街
道
を
歩

い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
ら
が
歩
い
た
道
を

た
ど
り
、
わ
ず
か
に
残
る
歴
史
的
遺
産
に
触
れ

て
み
る
と
、
当
時
の
様
子
を
思
い
描
く
こ
と
が

で

き
ま
す
。
旧
水
戸
街
道
は
そ
ん
な
思
い
を
抱

か
せ
、
都
会
に
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
昔
の
面

影
を

残
す
道
な
の
で

す
。

※
下
の
絵
図
は
郵
政
省
郵
政
研
究
所
附
属
資
料
館

所
蔵
の
「
分
間
延
絵
図
」
で
す
。

三ヶ月

佐藤ちゆきさん

今

回
旧
水

戸
街

道

を
歩
い

て
み

て
、
市

内
に

住

ん
で

い
な
が
ら
、
意
外
と
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
、
身

近

な
所
に

歴
史

の
跡

が
あ

る
の
に

驚

き
ま
し

た
。

皆

さ

ん

も
一
度
歩

い
て

み
て

は
い

か
が

で
し

ょ

う
か

。

市
内
に
は
、
史
跡
な
ど
を
巡
る
「
コ
ー
ス
も
あ
る
と
い

う
こ
と

な
の
で

、
今

度
は
少

し

勉
強

し
て
か

ら

友
達

を

誘
っ
て
歩
い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

八
坂
神

社

が
あ

り
ま

し
た
。

残

る

二
本

の
道

標
は

こ
こ

に
建
っ

て

い

ま

し

た
。
左
側

の
も

の
に

は
、「
右

水
戸

道
中

、
左

な
か

れ
山
」

と
、

右
側

の

も

の

に

は
、
「

右
水

戸

海

道
」「
明

和
五
年

」「
大
井
氏

建
之

」

と

刻
ま

れ

て
い
ま

し
た

。「
明

和

五

年

（
一
七

六
八
年

）

に
大
井

氏
が

之

（
こ
れ
）

を

建
て
た

」
と

読
め

ま

す
。

二

本
の

道
標

は
、
現

在

も

移
転

し
た

八
坂
神

社
の

境
内

で
見

る
こ
と

が
で

き
ま

す
。

石

の
状
態

や

字
体

か
ら

、

右
側

に
あ
っ

た

方

が

、

古
い
と

思

わ
れ
ま

す
。

こ
の
後

、旧

水
戸
街

道
は
ゆ

る
や

か

な

坂
道
を

下

り
な
が

ら
イ

チ
ョ

ウ

並
木

を
抜

け
、

根
木

内

の
交
差

点
で

国

道

六
号
線

を
横

切
り

、
柏

へ

と
向

か
っ

て
行

さ
ま

す
。

そ
し

て

、
東

葛
飾

の
台

地
を

経
て

常
総

へ

の
道

を
た
ど

っ

て

い
く
の
で

す

。



市
民
会
館

市
民
劇
場

期 日 内 容 開演時間

1／8(土

)

第一生命労働組合柏支部チャリティーイベント 13：3

0 13:0022(

土)

松戸地区高等学校音楽会

23(日

)

小金高校ＯＢニューイヤーコンサート 15:00

30(日) 東京バレエ劇場附属松戸バレエ研究所発表会 17:00

※月曜日は休館

市民会館　68-1237～9番

期 日 内 容 開演時間

1/5(水
)

アニメまんが映画会☆
10:00
12:00

14:00

7(

金)

ボスコ・スト ヤーノフクラシツクコンサート ☆ 18：30

8(

土)

熊坂良雄 ・牧子ジョ イントリ サイタル ☆ 18:00

9(日)ピアノ・声楽試演会 10:00

11(

火)

コンサート（流通経済大学） 11:00

15(

土)

国立音楽大学同調会コンサート 13:00

16(

日)

ピアノ・エレクト ーン発表会 13：0

0
21(

金)

万葉集講座 10：00

クラシックコンサート 16:00

22(

土)

ピアノ発表会 15:30

23(日) 新春落語鑑賞会 ☆ 14:00

30(日) ジャズコンサート 14:00

2/5(土

)

ピフフノ・エレクト ーン発表会 15:00

※月 曜 日は休 館。☆印 のつい て いる 催し 物は 有料で す。

開 演時 間 は、変 わ るこ とがあ り ます。

市民劇場　68―0070番

期間 1/7(金)まで 8(土）～21（

金）

22（土）～2/

4(金)
東 松戸市美術展

入賞 作品 展

押し花カト レ アの会

アート フラ ワー教室
合同作品展

松戸ボタニカルアート

作品展（ 植物画）

西
自然どの山 会い の会

写真展
墨松会馬橋教室水墨画
展

社会教育課成人教育係　66―7462番

期 閊 内 容

1/3(日)まで 写真に見る戸定邸の明治・大正・昭和

1/31(月)～2／5(土) 展示替えのため休館

入館時間…午前9時30分～午後4時30分(月曜日は休

館)。年始は1／5(水)から

入館料…大人60円・高大生40円・小中学生20円

戸定歴史館　62-2050番

期 間 内 容

1／5(水)～30（日）

午後1 時 ・3 時 から30
分間（土 一日・祝日 は午

前11時から も上 映）

ハイビ ジョン映 像「中 国青銅器の世 界」

(観 覧無 料)

※2/1(火)からは「韓国国宝の旅/幻の青・

心の白」(44分間)を上映予定

1/16（日)午後1時30分

～3 時

学芸員定期誦 演会「国府台 の合戦 一松戸を

めぐ る二つの 戦い{こついて 」

定員 …当日 先着80人

2/1(火)～3/15(火)

東曷地区新出土 品展 〔期間中に「東葛地区
遺跡発表会」を 閧催し ま す(期日未定) 〕

観覧料…一般 似〕円 ・高大 学生50 円 ・小中

学生30円( 常設展とは別 料金)

※月曜日（祝日に当たるときは翌日）・第4金曜日は

休館。年始は1/5(水)から

入 館時 間… 午前9 時30 分 ～午 後4 時30 分

観覧 料 …一 般300 円・高大 学生150 円・小 中学 生100 円

市立 博物 館　84-8181 番

消防出初式会場案内図
新
春

怛

例
の

「
消

防

出
初

式
」
を
、
1
月
7
日
(
金
)
午
前
1
0

時
か
ら
（
演
技
は
一
一
時
か
ら
）

消

防
訓

練

セ

ン

タ

ー
で

行
い

ま

す
。

今

年
は

、「
ま
つ

ど

消

防
四

十

周

年
」
を

記

念
し

、
イ

キ

な

は

っ

ぴ
姿
の

は
し

ご
乘
り

を

皮
切

り

に

消

防
音

楽

隊
の

フ

ィ
ー
ル
ド
ド
リ
ル
、
企
業
消

防

隊
に

よ

る

屋
内

消

火

栓
操

法

、
消

防

局

・
消

防

団

合
同

消
防
演
習
を
繰
り
広
げ
ま
す

（
雨
天

の
場
合
、
式
典
の
み
を

消
防
局
講
堂
で
行
い
ま
す
）。

市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

※
当
日
は
、
会
場
付
近
の
住

民
の
皆
さ
ん
に

ご
迷
惑
を

お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま

す
。

消
防
局
総
務
課
　
6
3
－
1

1
1
1

内
線
3
1
2
番

消
防
訓
練
セ
ン
タ
ー
で

実
施
し
ま
す

松
戸
市
消
防
出
初
式

1月7日(金)

※チケット 欄OED の齟し物は、入裾券を森のホール21(f184－5050番)で豕り扱っています(月曜日は休館瓦

公演日 ホール 公 演 名 称 開 演 時 間 費用 チケット 問 い 合 わ せ

1／8(土

)

大 レニンブラ ド 国立バレエ 14:30 有料 光藍社　03-3943-7531

15(

祝)

大 ・小 成人式式典 ①10:30 ②14:00

①11:O0②14:00

無料

有料

社会教育課　66-7462

16(
日)

大 ぬいぐるみ人形ミュージかレ「ピーターパン」 ○ 劇団ピッカリ座　03-3563-4671

小 アンダ ンテピ アノ 発表会

ウ イン ナ一 一ワルツ ・フフン サンフ ル

13：40 無料 池上　87-8445

18（火
）

大 19:00 有料 民音松戸連絡所　46-9888

19(水) 小 桂枝雀独演会
一

積水ハウスホームコンサート

18:30 有料 東京音協　63-4374

22(土) 小 15:00 無料 積水ハウス干葉西支店　67-0112

東京児童劇場哉　03-3980-816123(

日)

小 ぬいぐるみ人形劇「ジャックとΞの木」 ①10:30 ②13:30 有料

26(

水)

大 石川さ ゆり 公演

由紀さおり ・安田祥子奎謡コンサート

①14:00 ②18:30 捐料
ベルワールド
ミュージック　03-3222-
7801

27(

木)

人 18:30 有料 労音東葛餡センター　65-9911

29(
土)

大

小

観世流能公演 14:00 有料 Ｏ 文化振興 財団　84-5050

山下敬二郎ン1ンステージ 13:30 無料

無料
一一

新松戸中央商店会五十嵐　42-0294

30(

日)

小 松戸市カラオケ歌謡協会発表会 9:30 青木　68-8640

2／3(木

)-
4(

金)

大
一小

生涯学習フ・ スティバル 13：30 無料 教育研究所　66-7461

津田頁理ピアノリサイタル ， 19:00 有料 ○ 文化振興財団　84-5050

NＨK干葉放送局(整理券)　043-227-7311
5(

土)

大

小

ＦＭシンフォニーコンサート 16：00 受け付け終了

演劇「車のいろは空のいろ」 15:00

15:00

有料

有料
一一

松戸東子ども劇場　84-0504

6(
日)

大 演劇「早春スケッチブック」 松戸演劇観賞会　69-5359

小 詩吟発表会（日本国誠流国神会） 10:00

18:30

無料

有料
-

鈴木　61-1018

9(

水)

大 高橋竹山「津軽のひびき」 労音東葛飾センター　65-9911

森のホール21催し物予定表 2/9までの全ての予定です。チケツトが売り切れの場合はご容赦＜ださい

指揮　山岡重信　ソリスト　千葉馨(ホルン)

曲目　スツペ 歌劇「軽騎兵」序曲／スメタナ　交響詩

「我が祖国」より「モルダウ」／モーツァルト

ホルン協奏曲第1 番二長調・交響曲第副番八長

調「ジュピター」

開演　午後2時(大ホール)入場料2,000円

ソ
リ
ス
ト
の
干
葉
馨
さ
ん

森のホール21 公演案内

ニューフィルハーモニー

オーケストラ千葉演奏会

3/

20

期日…1 月15日(成人の日)

会場…森のホール21(文化会館)

対象…昭和48年4月2日～49年4月1日に生

まれ、市内に住民票のある人

内容…式典と記念講演会

※会場は駐車場が狭く、付近の道路は混雑が

予想されます。徒歩または電車などを利用

し、車による来場はご遠慮ください。

社会教育課青少年婦人係　66-7462番 ※八柱駅南口3番パス乗り場から新京成バス「小

金原団地行き（循環バス）」で公圜中央口下車

※八柱駅・新八柱駅から徒歩15分

徒 歩 経 路

平成6年

松戸市成人式
会場は森のホ一ル21

ギ
ャ
ラ
リ
ー

文
化
ホ
ー
ル

ギ
ャ
ラ
リ
ー

松
戸
駅
市
民

お
は
な
し
キ
ャ
ラ
バ
ン

戸
定
歴
史
館

博
物
館

はしご乗り

案内図

期 日 内 容

1/7(金)～16(日) 松戸市美術会展

11(火)～16(日

)

中国文化展

19(水)～23(

日)

松戸市小中学校造形作品展

26(水)～29(

土)

県立馬橋高等学校美術・工芸・書道展

26(水)～2

9(土)

松戸市小中 学校書初展

2/1(火)～

6(日)

明るい 選挙習 字作品屐

※月曜日は休館開館時間…午前10時～午後6時

文化 ホ ール　67 －7810 番

期 日 会 場 対 象 時 間 形 態

1/1(木) 図書館 本館 3
歳
～
9
歳
く
ら
い

午
後
3
時
～
4
時

おはなし 会14(

金)

新松戸 市民センタ ー

20(

木)

小金原 市民 センタ ー

27困 常盤平雨民センタ ー キャラバン

2/3(

木)

新松戸市民センタ ー
おはなし 会

4(

金)

図書館 本館

費用…無料※1/13と2／4は午後3時と4時からの
2回公演

でんわおはなしキャラバン　63-9999 番
市立図書館　65-5115 番
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