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市
内
に
は
、姥
山・曽
谷・堀
之
内
の
３
大
貝
塚
、下
総
国
分
僧
寺
や
尼
寺
跡
を

始
め
と
す
る
、先
土
器（
旧
石
器
）時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
重
要
な
遺
跡
が

あ
り
ま
す
。そ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
土
器
や
瓦
な
ど
の
豊
富
な
出
土

品
を
展
示
し
、当
時
の
暮
ら
し
も
再
現
し
て
い
ま
す
。

　
館
内
に
入
っ
て
す
ぐ
に
目
に
飛
び
込
ん

で
く
る
巨
大
な
骨
は
、５
千
年
く
ら
い
前

の
コ
ク
ク
ジ
ラ
で
す
。Ｊ
Ｒ
総
武
線
の
市

川
駅
と
本
八
幡
駅
の
中
間
く
ら
い
に
あ
る

Ｎ
Ｔ
Ｔ
市
川
支
店
の
地
下
４
ｍ
か
ら
、た
く

さ
ん
の
貝
殻
と
共
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
昔
、市
川
の
南
半
分
は
海
で
し
た
か

ら
、海
岸
に
死
骸
が
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

市
川
の
半
分
が
ま
だ
海
だ
っ
た
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、太
古
の
時
代
や

懐
か
し
い
時
代
へ
と
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
考
古
博
物
館
と
歴
史
博
物
館
。

こ
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
は
日
常
の
け
ん
噪
を
離
れ
て

私
た
ち
が
暮
ら
す
街
の〝
時
間
旅
行
〞を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

〝
時
間
旅
行
〞に
出
掛
け
る
前
に

合 同 展

　
考
古
博
物
館
と
歴
史
博
物
館
に
は
、驚
き
や
感
動
、発
見

が
い
っ
ぱ
い
。そ
の
楽
し
み
が
ふ
く
ら
む
よ
う
に
、そ
れ
ぞ
れ
の

博
物
館
の
学
芸
員
が
見
ど
こ
ろ
の
一
部
を
案
内
し
ま
す
。

　氷で冷やす冷蔵庫、手で回
す洗濯器、炭火を入れて使う
アイロンやこたつ、野菜を運ぶ
牛に履かせていたわらじなど、
昭和の初期から30年代ごろま
で使われていた暮らしの道具を
集めました。子どもたちにとって
は初めてお目に掛かる物、年配

の方には懐かしい物ばかり。おじいちゃん、おばあ
ちゃんの説明を、孫が熱心に聞いているといった
微笑ましい光景も見られ、親子3代で楽しめます。

ク
ジ
ラ
が
市
内
を
泳
い
で
い
た
？

　
よ
〜
く
見
る
と
、消
化
さ
れ
な
か
っ
た

魚
の
骨
が
。曽
谷
貝
塚
か
ら
出
て
き
た

こ
の
ウ
ン
チ
、大
き
く
も
な
く
、小
さ
く

も
な
い
け
れ
ど…

。考
古
博
物
館
１
階

の
階
段
登
り
口
で
確
か
め
て
み
て
。

誰
の
ウ
ン
チ
？

　
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
堀
之
内

貝
塚
か
ら
は
、意
外
に
も
コ

ウ
イ
カ
の
甲
羅
が
た
く
さ

ん
出
土
し
、干
物
に
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。そ
う
し
た
暮
ら
し

の
一
場
面
を
、立
体
的
な
ジ

オ
ラ
マ
で
再
現
し
て
い
ま

す
。そ
こ
で
煮
炊
き
を
し
て

い
る
縄
文
人
の
姿
も
、貝
塚

か
ら
発
見
さ
れ
た
人
骨
を

元
に
し
た
も
の
。過
酷
な
労

働
を
し
た
り
、固
い
物
を
食

べ
た
り
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

手
足
の
筋
肉
が
発
達
し
、顔

が
角
張
っ
て
い
る
の
が
特
徴

で
す
。

イ
カ
も
食
べ
て
い
た
縄
文
人

考
古
博
物
館

歴
史
博
物
館

先
土
器（
旧
石
器
）時
代
か
ら

平
安
時
代
ま
で
を
紹
介

　
千
葉
県
に
は
全
国
の
３
分
の
１
を
占
め
る
約
7
0
0
カ
所
の
貝
塚
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
の
54
カ
所
が
市
内
北
部
の
台
地
上
に
。全
国
的
に
見
て
も
密
度
が
高

く
、た
く
さ
ん
の
縄
文
村
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。大
量
の
貝
殻
は
、豊

か
な
海
の
幸
を
う
ま
く
取
り
入
れ
て
生
活
し
て
い
た
証
で
す
。

堀
之
内
貝
塚

市
川
は
貝
塚
の
密
集
地

　
考
古
博
物
館
の
後
を
受
け
、中
世
以
降
に
は
ど
ん
な
暮
ら
し
が
あ
っ
た
の
か

を
復
元
し
て
い
ま
す
。海
辺
、水
路
と
陸
路
、台
地
、郷
土
に
分
類
し
た
各
コ
ー

ナ
ー
を
巡
る
と
、市
川
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
いっ
た
の
か
が
分
か
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
塩
作
り
に

代
わ
り
、明
治
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
行
徳

で
の
海
苔
作
り
の
当
時
の
様
子
を
再
現
し

て
い
ま
す
。人
も
船
も
実
物
大
で
、作
り
物

と
は
思
わ
ず
驚
く
見
学
者
も
。す
べ
て
が

手
作
業
で
、海
の
姿
も
今
と
は
違
い
、当
時

の
苦
労
や
知
恵
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

行
徳
の
歴
史
を
塗
り
替
え
た

海
苔
作
り

　
堀
之
内
地
区
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
辻
切
り
の
大
蛇

は
、歴
史
博
物
館
に
納
め
ら
れ
ま
す
。元
々
１
体
し
か

作
ら
れ
ず
、国
府
台
よ
り
３
日
遅
れ
の
１
月
20
日
、

毎
年
、新
し
い
大
蛇
が
展
示
室
の
木
に
上
げ
ら
れ
ま

す
。作
り
方
も
国
府
台
の
大
蛇
と
は
違
い
、表
情
に

も
地
域
の
特
色
が
出
て
い
ま
す
。

辻
切
り
の
大
蛇
は

堀
之
内
地
区
に
も
あ
っ
た
！

　
食
事
を
作
っ
て
食
べ
た
り
、む
し
ろ
や
俵
を
作
っ
た

り
。畑
を
耕
し
て
生
活
し
て
い
た
台
地
の
人
々
に
と
っ

て
、土
間
と
そ
れ
に
続
く
板
の
間
は
、家
の
中
で
重

要
な
場
所
で
し
た
。こ
こ
も
、大
町
に
あ
っ
た
民
家
の

一
部
を
移
築
し
て
復
元
し
て
い
て
、中
に
入
る
と
そ
の

頃
の
暮
ら
し
が
実
感
で
き
ま
す
。

生
活
を
支
え
て
い
た
土
間

鎌
倉
時
代
か
ら
の

歴
史
や
文
化
を
紹
介

　
堀
之
内
貝
塚
の
東
側
は
芝
生
の

広
場
で
、お
弁
当
を
広
げ
る
こ
と
も

で
き
る
よ
。た
だ
し
、食
べ
た
後
の

ご
み
は
各
自
で
持
ち
帰
っ
て
ね
。

　田の草取りが
立ってできるなん
て、まさに発明。
水車の近くにあ
るから探してね。

特
集

　考
古
博
物
館
・
歴
史
博
物
館

原
始
時
代
か
ら
昭
和
の
初
め
ま
で

昔
の
市
川
へ

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
よ
う
！

◀台地の人々の生活コー
ナーには、農業用の水車
や画期的な農耕具も。

開催中

家族の会話が弾むひと昔前の暮らしの道具

期　間 5月24日（日）まで　
 ※通常の休館日以外に、5月7日（木）は臨時休館。
 ◎5月10日（日）午後2時～2時30分に昔の暮らしコーナーの展

示説明会を開催。
会　場 歴史博物館2階特別展示室

市川の文学碑が一目で分かる拓本と表装

▲考古博物館学芸員・領塚

▲歴史博物館学芸員・小泉

▲堀之内貝塚から出土した
「急須」や「やかん」のような
形の縄文土器

▲いろいろな形の縄文土器

考古博物館

駐車場

堀之内貝塚

歴史博物館
利用時間　午前9時
～午後4時30分

休館日　月曜日（月曜
日が祝・休日の場合は火
曜日も）、祝日、年末年始
※ただし、5月3日～6日、
11月3日は臨時開館。

駐車場（両館共用）　
一般車30台、身障者など
優先1台　※中・大型バス
は利用不可。

歴史博物館（堀之内2-27-1）
☎373-6351

考古博物館（堀之内2-26-1）
☎373-2202

▲

水路と陸路のコーナーの床に
描かれているのは、江戸時代の
交通路であった道や川の概略。

歴史博物館

「昔のくらし
  コーナー」

博物館友の会

「市川の文学碑
 ～拓本と表装」

の

　り

階段

北国分駅
北総線

博物館入口
バス停

堀之内3丁目バス停

国分操車場

　拓本に採って掛け軸に仕上げるこ
とで、文学碑を別の形で保存すること
ができます。拓本の採り方と道具も展
示していますが、ゴールデンウイークと
期間中の土曜日、日曜日は、博物館
友の会の会員から詳しく説明してもら
うこともできます。

手
回
し
洗
濯
器

広
報
い
ち
か
わ
案
内
役

こ
う
い
ち
く
ん
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き
る
よ
。た
だ
し
、食
べ
た
後
の

ご
み
は
各
自
で
持
ち
帰
っ
て
ね
。

　田の草取りが
立ってできるなん
て、まさに発明。
水車の近くにあ
るから探してね。

特
集

　考
古
博
物
館
・
歴
史
博
物
館

原
始
時
代
か
ら
昭
和
の
初
め
ま
で

昔
の
市
川
へ

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
よ
う
！

◀台地の人々の生活コー
ナーには、農業用の水車
や画期的な農耕具も。

開催中

家族の会話が弾むひと昔前の暮らしの道具

期　間 5月24日（日）まで　
 ※通常の休館日以外に、5月7日（木）は臨時休館。
 ◎5月10日（日）午後2時～2時30分に昔の暮らしコーナーの展

示説明会を開催。
会　場 歴史博物館2階特別展示室

市川の文学碑が一目で分かる拓本と表装

▲考古博物館学芸員・領塚

▲歴史博物館学芸員・小泉

▲堀之内貝塚から出土した
「急須」や「やかん」のような
形の縄文土器

▲いろいろな形の縄文土器

考古博物館

駐車場

堀之内貝塚

歴史博物館
利用時間　午前9時
～午後4時30分

休館日　月曜日（月曜
日が祝・休日の場合は火
曜日も）、祝日、年末年始
※ただし、5月3日～6日、
11月3日は臨時開館。

駐車場（両館共用）　
一般車30台、身障者など
優先1台　※中・大型バス
は利用不可。

歴史博物館（堀之内2-27-1）
☎373-6351

考古博物館（堀之内2-26-1）
☎373-2202

▲

水路と陸路のコーナーの床に
描かれているのは、江戸時代の
交通路であった道や川の概略。

歴史博物館

「昔のくらし
  コーナー」

博物館友の会

「市川の文学碑
 ～拓本と表装」

の

　り

階段

北国分駅
北総線

博物館入口
バス停

堀之内3丁目バス停

国分操車場

　拓本に採って掛け軸に仕上げるこ
とで、文学碑を別の形で保存すること
ができます。拓本の採り方と道具も展
示していますが、ゴールデンウイークと
期間中の土曜日、日曜日は、博物館
友の会の会員から詳しく説明してもら
うこともできます。

手
回
し
洗
濯
器

広
報
い
ち
か
わ
案
内
役

こ
う
い
ち
く
ん


