
と き た

旧鴇田家住宅
旨定有形文化財
1号 (実籾本郷公園内)

千葉県 r

習志野市実籾2丁目24番
【写真は市ホームページより引用
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実
籾
本
郷
公
園
に
あ
る
旧
鴇
口
家
住
宅
は
平
成
３
年
習
恙
野
市
指
定
文
化
財
に
指
定

２

さ
れ
、
こ
の
年
、
所
有
者
の
鴇
日
程
司
さ
ん
か
ら
市
に
寄
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
解
体
さ
れ
、
実
籾
本
郷
公
園
に
移
築
復
原
さ
れ
、
平
成
１７
年
に
は
千
葉
県

指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
住
宅
は
移
築
以
前
は
こ
の
近
く
の
東

金

（御
成
）
街
道
沿
い
に
あ

っ
て
、
江
戸
時
代
、

実
籾
村
の
名
主
を

つ
と
め
た
鴇
田
家
の
住
ま

い
で
し
た
。

平
成
１２
年
Ю
月
、
ほ
ぼ
建
築
当
初
の
姿
で

移
築
復
原
さ
れ
、
こ
の
年
Ｈ
月
か
ら

、
般
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
．

古
民
家

の
中

で
も
か
な
り
大
き

い
こ
の

茅
葺

の
建
物

は
岩
手
県
南
部
地
方
に
多

い

曲
屋
と
い
う
造
り
。
Ｌ
字
型
が
特
徴
で
、
通

常
土
間
は
馬
屋
に
な

っ
て
い
た
と
い
い
ま
す

が
、
鴇
田
家
で
は
馬
を
飼

っ
て
お
ら
ず
、
土

間
は
穀
物
な
ど
の
置
き
場
に
な

っ
て
い
た
と

の
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
地
方
で
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
曲
屋
を
建
て
た
理
由
も
分
か
ら
な

い
と
鴇
田
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

近
ご
ろ
の
住
宅
で
は
お
目
に
か
か
ら
な
い

土
間
も

こ
の
古
民
家

の
見
ど

こ
ろ
の
ひ
と

つ
。広

い
土
間
に
は
民
具
が
展
示
し
て
あ
り
、

カ

マ
ド
で
火
を
焚
い
て
い
る
の
も
懐
か
し
い

風
景
で
す
。

（カ

マ
ド
の
火
は
午
前
中

の
み
。
天
候
に

よ
り
焚
か
な
い
日
も
あ
る
そ
う
で
す
。
）

茅葺平屋寄棟造

床面積 3157扇
オモヤ 桁行 200m 梁間 110m

(廊下・客便所を含まず)

ド マ 桁行 9.4m 梁間 82m
棟高さ 103m

(礎石上端から棟本上端ま0

開館時間 午前9時30分～午後4時30分
休館日  第2・ 第4月 曜日 (祝日にあたる場合はその翌日に振替)

年末年始 (12月 29日～1月 4日 )

入場料  無料

カマ ドに燃える火。懐かしい習志野市教育委員会社会教育課 TEL047-451-1151(内 線462)



旧鴇田家住宅 J

新京成線「新津田沼駅」北□または
京成本線「京成大久保駅Jから
八ッピーバス (習 志野市コミュニティバス)

「京成大久保駅ルートJで「実籾本郷入口」

駐車場有 (4台 )

実籾本郷公園内にも駐車場がありま魂

下車徒歩 10分

ルート2(徒歩約8分 )

①実籾駅南口を出て、線路
沿いに西に進む
(300m、 約4分 )

②東金街道に出たら、横断
歩道を渡りそのまま直進
する

0しばらく道なりに進む
(260m、 約4分 )

旧鴇田家住宅の間取 り

四
季
折
々
の

自
然
の
風
景
も

魅
カ

旧
鴇
田
家
住
宅
は
享
保
１２
年

（
１
７
２
７
）

か
ら
７
１３
年
に
か
け
て
建
築
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
移
築
復
原
に
あ
た

っ
て
は
、
現
代
の

名
工
、
学
者
棟
梁
と
い
わ
れ
た
故
田
中
文
男

氏
も
参
加
し
て
い
ま
す
．

解
体
移
築

の
際
に
は

「人
工
手
間
日
記
」

「大
工
出
面
書
留
板
」
「襖
引
手
一果
板
」
と
い

う
貴
重
な
台
（料
も
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

花ショウフ園と旧鴇田家住宅 (6月 )

最新情報は習志野市のHP施設一覧に

飢

l日 鴇田家住宅

庭のイロ八モ ミジ



飢
落語会・お月見の会

開
催
同
時

日
　
時

開
催
場
所

講
　
師

定
　
自貝

（予
定
）

令
和
元
年
９
月
１３
日

（金
）

※
中
秋
の
名
月
で
す
。

①
落
語
会
　
午
後
４
時
釦
分
～
６
時

②
お
月
見
の
会
　
午
後
６
時
～
７
時
１５
分

※
②
の
み
雨
天
ま
た
は
雲
間
の
な
い
場
合
は
中
止
。

旧
鴇
田
家
住
宅

（習
志
野
市
実
籾
２

・
２４

・
１
）

月
の
家
　
小
同
鏡
　
氏
　
他

落
語
会
の
み
事
前
中
込
制
で
４０
名
程
度

（９
月
２
日
頃
受
付
開
始
）

昨年開催された旧鴇田家住宅の落語会
ことしも開催を予定しています

すいきん くつ

庭の水琴窟
江戸時代の庭師が考案したといわれる水

琴窟。手洗鉢や陣居 (つ くばい)の流水を

利用し空洞の中に落ちる水音を反響させる

装置。この音、あなたはなんと表現しますか。

庭のつくばい (水琴窟)

:|

脚 家住宅

な

ご

み
ん
な
が
和
め
る
と
こ
ろ
に
…

習
恙
野
市
実
籾
の
実
籾
本
郷
公
園
内
に
移
築
復
原
さ
れ

て
い
る
旧
鴇
田
家
住
宅
。
代
々
住
み
続
け
た
こ
の
家
を
市
に

寄
贈
し
た
鴇
田
さ
ん
ご
夫
妻
を
お
た
ず
ね
し
ま
し
た
。

鴇
田
程
司
さ
ん
　
重
子
さ
ん
ご
夫
妻

文
化
財
に
な
る
よ
う
な
お
家
に
お
住
い

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
す
て
き
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
―

重
子
さ
ん
　
夏
は
涼
し
く
て
ク
ー
ラ
ー

が
い
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
に
寄
贈
な
さ
る
き
っ
か
け
は
―

重
子
さ
ん
　
ず
い
ぶ
ん
前
に
も
そ
う
い
う

お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
の
家
が
と

て
も
気
に
入
っ
て
い
た
父
が

「自
分
が
目

の
黒
い
う
ち
は
ダ
メ
だ
」
と
言
っ
て
い
た

の
で
。
そ
の
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
寄
贈

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

橙
司
さ
ん
　
あ
の
家
を
維
持
す
る
の
に

一

番
大
変
だ
っ
た
の
は
茅
葺
屋
根
で
す
。
大

き
な
屋
根
な
の
で
毎
年
１０
分
の
１
ず

つ
、

１０
年
か
け
て
葺
き
替
え
る
の
で
す
。
だ
か

ら
毎
年
葺
き
替
え
で
す
。
カ
ヤ
が
手
に
入

り
に
く
く
な
り
、
印
格
、
そ
の
後
旭
か
ら

来
て
い
た
屋
根
屋
さ
ん
も
次
つ
ぎ
に
や
め

て
し
ま
い
ま
し
た
。

重
子
さ
ん
　
カ
ヤ
を
運
ん
で
き
て
干
し
、

当
日
切
り
そ
ろ
え
て
屋
根
の
上
ま
で
届

け
る
の
に
大
勢
の
力
が
必
要
で
し
た
。
私

は
小
さ
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
世
話
を
し

な
が
ら
食
事
作
り
を
し
ま
し
た
。

あ
の
家
で
は
昔
、
近
所
の
人
た
ち
が
土

間
で

「縄
な
い
」
を
し
た
あ
と
鶏
め
し
を

炊
い
て
食
べ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

い
い
時
代
で
し
た
ね
。
こ
れ
か
ら
は
‥
・

程
司
さ
ん
　
あ
の
家
は
み
ん
な
が
和
め
る

場
所
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
お
茶
を
飲
ん
だ

り
食
事
を
し
た
り
し
て
―
．

た
だ
見
て
帰
る
だ
け
で
は
親
し
み
が
わ

き
ま
せ
ん
。

文
化
財
と
し
て
制
約
は
あ
る
で

し
ょ
う
が
、
こ
の
貴
重
な
遺
産
を

活
か
し
て
こ
そ
の

「
文
教
都
市
」

と
き
ら
こ
は
考
え
ま
す
。


