
水
郷
と
し
て
知
ら
れ
る
佐さ
わ
ら原

千
葉
県
北
東
部
、
利
根
川
に
接
し
東
京
か
ら

70
㎞
、
成
田
空
港
か
ら
25
㎞
に
位
置
す
る
香
取

市
。
な
か
で
も
江
戸
時
代
に
利
根
川
を
利
用
し

た
、
江
戸
と
の
舟
運
が
発
達
し
た
水
郷
佐
原
は
、

「
江え

ど戸
優ま
さ
り
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
栄
え
た
ま
ち
で

あ
る
。
今
で
も
古
民
家
が
建
ち
並
ぶ
町
並
み
が
、

当
時
の
面
影
を
し
の
ば
せ
る
。

佐
原
に
三
つ
の
宝

佐
原
に
は
三
つ
の
宝
が
あ
る
。「
佐
原
の
大

祭
」、「
伊
能
忠
敬
」、「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
」。

７
月
と
10
月
の
年
２
回
行
わ
れ
る「
佐
原
の

大
祭
」は
、約
３
０
０
年
の
伝
統
あ
る
祭
り
。
国

の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

大
き
な
飾
り
物
が
据
え
ら
れ
た
勇
壮
な
山だ

し車
が
、

佐
原
囃ば

や
し子
と
と
も
に

町
中
を
曳
き
廻
さ
れ

る
。
こ
の
山
車
は
、
江

戸
時
代
に
経
済
的
な

発
展
を
遂
げ
た
佐
原

の
商
家
の
旦
那
衆
が
、

江
戸
か
ら
連
れ
て
来
た
職
人
に
豪
華
な
も
の
を

競
っ
て
作
ら
せ
、
町
中
に
見
せ
た
も
の
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
祭
り
の
お
囃
子
も
特
徴
的
だ
。
佐

原
囃
子
は
下げ

ざ座
囃
子
と
も
呼
ば
れ
、
山
車
の
出

入
り
、
曳
き
廻
し
な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
も
の

が
流
れ
る
。
こ
れ
も
江
戸
文
化
の
影
響
を
受
け

て
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
、
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

伊
能
忠
敬
は
全
国
を
測
量
し
、
精
度
の
高
い

日
本
地
図
を
最
初
に
作
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
彼
は
50
歳
ま
で
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
。
今

で
も
佐
原
に
旧
宅
が
残
さ
れ
、
彼
の
残
し
た
資

料
が
国
宝
と
し
て
記
念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定

さ
れ
て
い
る
佐
原
の
町
並
み
は
、舟
運
で
栄
え
て

い
た
時
代
の
姿
を
今
に
残
し
て
い
る
。

観
光
ま
ち
づ
く
り
へ
の
挑
戦

観
光
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
の
原
点
と
な
っ
た

の
が
、
宝
の
一
つ
佐
原
の
大
祭
。「
そ
れ
ま
で
は

自
分
た
ち
の
祭
り
と
し
て
行
っ
て
き
た
も
の
を
見

せ
る
祭
り
へ
と
変
え
ま
し
た
」と
水
郷
佐
原
観
光

協
会
の
増ま

す
こ子

さ
ん
。
平
成
７
年
の
秋
祭
り
に
は

公
民
館
の
駐
車
場
に
14
台
の
山
車
を
並
べ
、み
ん

千葉県香取市

16

香取市

千葉県東日本大震災で、伝統的建造物から落下した屋根瓦に
書かれた復興メッセージ。「江戸優り」のパワーがここに
もあふれている。

江
戸
時
代
の
た
た
ず
ま
い
を
残
す
町
並
み
。
川
を
ゆ
く
舟
。

そ
こ
に
は
こ
の
町
を
守
っ
て
き
た
人
た
ち
の
熱
い
思
い
と
、

並
々
な
ら
ぬ
ま
ち
づ
く
り
へ
の
努
力
が
あ
っ
た
。

第23回

佐原の大祭で曳き廻される山車
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佐
原
お
か
み
さ
ん
会
と

ま
ち
ぐ
る
み
博
物
館

町
並
み
を
見
な
が
ら
そ
ぞ

ろ
歩
く
と
、
同
じ
よ
う
な
木

の
看
板
を
掲
げ
た
家
を
見
か

け
る
。
ま
ち
全
体
を
博
物
館

と
し
て
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
佐
原
お
か
み
さ

ん
会
が
運
営
し
て
い
る「
ま
ち
ぐ
る
み
博
物
館
」

の
看
板
だ
。

佐
原
お
か
み
さ
ん
会
は
、
そ
れ
ま
で
は
お
互

い
つ
な
が
り
が
無
か
っ
た
お
店
の
お
か
み
さ
ん
が

集
ま
っ
て「
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
に
来
て
い
た

だ
い
て
、
地
元
と
お
店
を
元
気
に
し
た
い
」（
佐

原
お
か
み
さ
ん
会
・
石い

し
げ毛

さ
ん
）と
立
ち
上
げ
た
。

佐原駅

佐原駅前観光案内所

JＲ成田線

町並み観光
中央案内処

小野川観光船
乗船場町並み観光駐車場

佐原町並み交流館

三菱館

香取駅

伊能忠敬銅像

伊能忠敬記念館 伊能忠敬旧宅

山車会館
香取神宮

八坂神社

水の郷さわら

諏訪神社

国道356号

国
道
51
号

東
関
東
自
動
車
道

利根川

小
野
川

成
田・千
葉
へ

鹿
嶋
へ

至
大
栄
Ｉ
Ｃ

佐原香取IC

重要伝統的建造物群保存地区

神崎・柏へ

成田へ

銚子へ

金平浴場 ほていや

福新 八木

中村屋

東薫酒造

吉庭

な
で
踊
る
な
ど
の
催
し
を
企
画
。こ
れ
ら
を
観
覧

で
き
る
有
料
桟
敷
席
を
設
け
た
と
こ
ろ
あ
っ
と

い
う
間
に
満
席
に
な
り
、
観
光
ま
ち
づ
く
り
へ
の

道
が
開
け
た
。
並
行
し
て
住
民
と
行
政
が
一
体

と
な
っ
て
、町
並
み
の
保
存
活
動
を
本
格
的
に
始

め
る
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
現
在
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

と
し
て
活
動
し
て
い
る「
小
野
川
と
佐
原
の
町
並

み
を
考
え
る
会
」（
佐
原
町
並
み
交
流
館
運
営
）。

ま
ず
、
佐
原
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
小
野
川
を

よ
み
が
え
ら
せ
た
。
町
の
中
心
を
流
れ
る
小
野

川
は
生
活
排
水
が
流
れ
込
み
、
古
い
自
転
車
な

ど
が
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
る
な
ど
、ゴ
ミ
捨
て
場

の
様
相
で
あ
っ
た
た
め
、住
民
が
総
出
で
清
掃
活

動
を
展
開
。水
質
も
良
く
な
っ
た
こ
の
川
に
舟
運

観
光
を
復
活
さ
せ
た
。

次
に
町
並
み
の
保
存
。
家
の
改
築
な
ど
の
際

に
、
外
観
を
昔
の
姿
に
復
元
し
て
も
ら
い
、
市
も

助
成
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
。
今
で
は
１
０
０
軒
以
上

が
昔
の
姿
を
取
り
戻
し
た
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
実
を
結
び
、
平
成

８
年
に
小
野
川
と

町
並
み
が「
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
」に
選
定
さ

れ
宝
の
一
つ
と
な
っ

た
。
ま
さ
に「
江
戸

優
り
」の
パ
ワ
ー
。

創作料理「吉庭」
オーナー 吉塚さん

「古民家をリフォームし、
女性が落ち着いて食
事ができるレストラン
を開きました」

佐原おかみさん会
石毛さん

「水郷ならではの舟で
下る雛（ひな）祭り、平
成26年も３月に開催し
ます」

八木の耳かき
八木さん

手作りの耳かきを作る
若き二代目。「この町に
戻ると落ち着きます」こ
こにも佐原っ子が

銘菓店 ほていや
長さん

「伝統と歴史、佐原囃
子が町の誇りです」

福新呉服店
平塚さん

江戸時代の1804年
創業。「まちぐるみ博物
館」の1号館

佐原町並み交流館
館長　小林さん

「佐原の町は江戸優り。
張りと粋で江戸（東京）
に負けないまちづくり
をバックアップします」

水郷佐原観光協会
高須さん

「佐原観光で困ったら駅
前観光案内所へ。レン
タサイクルもあります」

水郷佐原観光協会
事務局長 増子さん

「昔は近隣からの買い
物、遊びといえば佐原
だった。そんな佐原に
していければ」

佐
原
の
ま
ち
は

た
く
さ
ん
の
人
々
の
笑
顔
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
す

ぜ
ひ
一
度
、
水
郷
佐
原
に

お
越
し
く
だ
さ
い

都市景観大賞
「美しいまちなみ賞」

　「美しいまちなみ賞」は、美しいまちなみを創り、
育てるために、行政と民間が協力し、ハードとソ
フトを含めた総合的な取り組みを行っている地区
を全国から募集し、特に優れた地区を表彰するも
の。平成22年度まで実施し、平成23年度から「都
市空間部門」「景観教育・普及啓発部門」として実
施。香取市佐原地区は市民協働によるまちづくり
により、平成18年度「美しいまちなみ優秀賞」受賞。

香取神宮

三菱館
大正3年建築、千葉県
内でも有数の洋風建築
（旧三菱銀行）

小野川と佐原の町並み

まち全体を楽しんでもらう取り組み
「まちぐるみ博物館」

伊能忠敬旧宅



「
皆
さ
ん
の
家
が
古
い
商
家
で
す
の
で
、
蔵
な
ど

を
探
す
と
昔
商
売
や
生
活
に
使
っ
た
も
の
な
ど

が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
展
示
し

て
、
そ
の
商
家
の
お
か
み
に
学
芸
員・博
物
館
館

長
に
な
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
訪
れ
た
お
客
さ
ん

と
会
話
が
弾
め
ば
、
佐
原
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
も

ら
え
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
始
め
ま
し
た
」と

石
毛
さ
ん
。

石
毛
さ
ん
の
案
内
で
何
軒
か
の
博
物
館
を
訪

ね
て
み
た
。
一
枚
の
和
紙
か
ら
折
ら
れ
た
連
鶴
、

呉
服
屋
さ
ん
の
店
内
に
置
か
れ
た
古
い
道
具
た

ち
、
古
い
土
蔵
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
一
つ
ひ
と
つ
に
趣
が
あ
り
楽

し
い
。「
ま
ち
ぐ
る
み
博
物
館
の
良
い
と
こ
ろ
は
、

入
館
料
が
無
い
の
で
、お
客
さ
ん
が
気
軽
に
入
れ

て
対
話
が
で
き
る
こ
と
で
す
」（
石
毛
さ
ん
）。
ま

た
、
季
節
に
よ
り
企
画
展
も
行
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
佐
原
お
か
み
さ
ん
会
だ
が
、
悩
み
は

人
手
が
足
り
な
い
こ
と
。
し
か
し
、雛
祭
り
の
イ

ベ
ン
ト
で
は
町
の
人
が
協
力
し
て
く
れ
る
な
ど
、

活
動
の
輪
が
広
が
っ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
活

町
に
観
光
客
が
多
く
な
っ
て
き
た
頃
、
東
日

本
大
震
災
が
起
こ
る
。
佐
原
に
も
大
き
な
爪
痕

を
残
し
た
。
伝
統
的
建
造
物
で
も
多
く
の
屋
根

瓦
が
落
ち
、
壁
に
亀
裂
が
入
っ
た
。
液
状
化
の

影
響
で
小
野
川
の
川
底
が
盛
り
上
が
り
、
舟
も

運
航
で
き
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
原
発
事
故

の
風
評
被
害
も
重
な
り
、
観
光
客
数
が
震
災
前

の
半
分
程
度
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

そ
こ
で
平
成
23
年
12
月

に
、
市
が
佐
原
観
光
復
興

推
進
会
議
を
立
ち
上
げ
、

観
光
協
会
を
事
務
局
に
町

の
観
光
団
体
な
ど
と
一
体

と
な
り
、
観
光
推
進
に
取

り
組
む
。
復
興
支
援
の
ツ

ア
ー
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
最
近
は
観

光
客
が
戻
り
つ
つ
あ
る
。

食
の
ま
ち
・
佐
原

「
食
」も
佐
原
の
魅

力
だ
。特
に
関
東
に
住

む
人
に
は
、利
根
川
に

近
い
佐
原
の
食
と
言

え
ば
ウ
ナ
ギ
を
想
像

し
が
ち
だ
が
、
近
頃
の
佐
原
は
少
し
違
う
。
特

徴
は
古
民
家
を
利
用
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
だ
。
窓

の
外
に
広
が
る
日
本
庭
園
が
素
敵
な
創
作
料
理

店
、小
野
川
の
眺
め
を
楽
し
み
な
が
ら
の
フ
レ
ン

チ
、
隠
れ
家
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
ン
、
そ
の
ほ
か

に
も
カ
フ
ェ
な
ど
。
有
名
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル

な
ど
で
活
躍
し
た
シ
ェ
フ
に
よ
る
、
地
元
の
食
材

を
生
か
し
た
料
理
が
楽
し
め
る
。
今
で
は
地
域

の
人
は
も
と
よ
り
、他
の
町
か
ら
も
多
く
の
人
が

や
っ
て
く
る
ほ
ど
の
人
気
と
な
っ
て
い
る
。「
江
戸

優
り
」の
パ
ワ
ー
が
こ
こ
に
も
あ
ふ
れ
て
い
る
。

１
日
楽
し
め
る
町
へ

佐
原
で
は
１
日
楽
し
め
る
町
を
目
指
し
て
、

観
光
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
今
あ
る
観

光
資
源
や
イ
ベ
ン
ト
の
充
実
を
は
じ
め
、
水
生

植
物
園
な
ど
水
郷
地
方
独
自
の
観
光
資
源
と
の

連
携
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。こ
の
地
域
に
多
く

あ
っ
た
無い

ち
じ
く
花
果
を
最
近
復
活
さ
せ
た
。
今
後
は

無
花
果
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ
の
開
発
な
ど
、「
来
て

い
た
だ
い
た
方
に
、
も
っ
と
佐
原
の
フ
ァ
ン
に
な
っ

て
も
ら
っ
て
、
み
ん
な
で
盛
り
上
が
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
」（
増
子
さ
ん
）と
ア
イ
デ
ア
は
尽
き
な
い
。

ま
た
、近
隣
か
ら
の
観
光
客
も
多
く
来
て
も
ら
い

た
い
と
言
う
。「
昔
は
近
隣
か
ら
遊
び
に
来
た
人

達
で
、夜
も
と
て
も
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
」と
増
子

さ
ん
は
語
る
。

「
江
戸
優
り
」佐
原
は
魅
力
が
いっ
ぱ
い

平
成
26
年
も
佐
原

は
催
し
が
盛
り
だ
く

さ
ん
。
雛
め
ぐ
り
や

衣
装
を
纏ま

と
っ
て
舟
下
り

を
す
る
雛
舟
、
さ
ら

に
大
祭
な
ど
の
ほ
か
に

も
、
４
月
に
は
香
取
神

宮
で
12
年
に
１
度
の
式

年
大
祭
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
機
会
に
訪
ね
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

旅
の
最
後
に
銭
湯
を
の
ぞ
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

こ
こ
も
ま
ち
ぐ
る
み
博
物
館
。
一
歩
入
る
と
、

昭
和
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
懐
か
し
い
空
間
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
湯
船
に
は
つ
か
ら
な
か
っ
た

が
、
聞
い
た
話
だ

と
お
湯
が
熱
い

ら
し
い
。
さ
す
が

「
江
戸
優
り
」だ

と
感
じ
た
瞬
間

で
あ
っ
た
。

18水郷佐原ならではの「さわら雛舟」

昭和レトロな銭湯「金平（かねへい）浴場」

古民家を利用した「吉庭」

ほていやさんの蔵
とモダンな内部

まちぐるみ博物館
他にもたくさんの見どころがあります

中村屋商店の連鶴

東薫酒造の雛人形懐かしい道具
が並ぶ福新呉
服店
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板ば
ん
ど
う東
太た
ろ
う郎
と
も
呼
ば
れ
る
利
根
川
の
下
流
に「
水

の
郷さ

と
さ
わ
ら
」は
あ
り
ま
す
。
こ
の
施
設
は
佐
原
広
域

交
流
拠
点
整
備
事
業
と
し
て
国
と
香
取
市
が
協
働
で

整
備
し
た
も
の
で
、
一
部
の
施
設
で
は
、
国
土
交
通

省
が
行
う
河
川
事
業
で
は
初
め
て
と
な
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事

業
※
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

「
水
の
郷
さ
わ
ら
」は
防
災
、
水
辺
利
用
、
文
化
交

流
、
交
通
交
流
の
４
つ
の
機
能
を
持
っ
た
施
設
で
、
実

際
に
東
日
本
大
震
災
発
生
時
に
は
、
近
隣
住
民
の
一

時
避
難
やTEC-FO

RCE

（
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
）

の
活
動
拠
点
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
し
た
。

普
段
は
利
根
川
の
歴
史
や
防
災
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
、
災
害
時
に
は
災
害
対
策
拠
点
と
し
て
の
役
割
を

持
つ「
河
川
利
用
情
報
発
信
施
設
」と
、
水
の
郷
総

合
案
内
所
が
入
る
水
辺
交
流
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
あ
る

「
川
の
駅
」、
利
根
川
の
自
然
環
境
を
生
か
し
動
植
物

の
観
察
も
で
き
る「
親
水
・
湿
地
利
用
ゾ
ー
ン
」や
、

地
域
の
魅
力
いっ
ぱ
い
の「
道
の
駅
」、船
で
川
を
巡
る

「
舟
運
観
光
」な
ど
、
家
族
皆
さ
ん
で
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
交
流
拠
点
で
す
。

佐
原
へ
お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ「
水
の
郷
さ
わ
ら
」へ

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。　

Reporter
関東地方整備局

利根川下流河川事務所
地域連携課長

白井　知

千葉県
全国各地で働く国土交通省職員が地元を紹介！

※
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
…　
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
、
技
術
的
能
力
を

活
用
し
な
が
ら
、
公
共
施
設
な
ど
の
整
備
や
維
持
管
理
、
運
営

な
ど
を
行
う
手
法
。

さわらホールでの工作体験

小学生によるEボート体験

中学生による水生植物調査

利用者のふれあい

堤防模型による破堤実験 にぎわう特産品直売所 フードコート

地域交流施設「道の駅」
（香取市）

河川防災ステーション
（国土交通省）

高規格堤防
（国土交通省）

親水・湿地利用ゾーン
（国土交通省・香取市）

河川利用情報発信施設
（国土交通省）

車両倉庫
（国土交通省）

PFI事業 個別事業

佐原河岸
（国土交通省・香取市）

緊急船着場
（国土交通省）

水辺交流センター
（香取市）

舟運事業
（民間）

国道356号拡幅
（千葉県）

小野川放水路
（千葉県）

川の駅 川の駅 道の駅 道の駅

親水・湿地利用ゾーン

親水・湿地利用ゾーン

親水・湿地利用ゾーン


