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筑波山麓秋祭り

※
「
す
そ
み
ろ
く
」
は
全
労
済
地
域
貢
献
助
成
事
業
『
都
市
と
農
村
を
結
ぶ
「
す
そ
み
の
森
」
づ
く
り
』
の
一
環
と
し
て
一
部
助
成
を
い
た
だ
い

の
形
に
プ
レ
ス
し
、
３
日
間
干
し
ま
す
。

1
0
0
0
度
か
ら
1
0
2
0
度
ま
で
の
温

度
で
約
25
時
間
か
け
て
焼
き
、
生
ガ
ス
で

燻
す
と
、
い
ぶ
し
瓦
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

気
候
に
よ
っ
て
、
焼
く
時
間
や
温
度
、
ガ

ス
の
種
類
ま
で
、
加
減
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
、
手
間
の
か
か
る
た
い
へ
ん

な
仕
事
だ
そ
う
で
す
。

　

瓦
は
、
飛
鳥
時
代
に
中
国
か
ら
伝
来
し

ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
た
び
重
な
る

大
火
の
被
害
を
抑
え
る
た
め
、
瓦
屋
根
が

広
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は
ハ
ウ

ス
メ
ー
カ
ー
の
家
が
多
く
な
り
、
瓦
の
需

要
も
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
耐
久
性
、
防

音
性
に
優
れ
た
瓦
で
す
が
、
そ
の
重
さ
が

敬
遠
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
「
小
学
生

の
頃
か
ら
店
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
か
ら
、

瓦
を
焼
く
こ
と
が
減
っ
て
き
た
の
は
さ

み
し
い
な
」
と
崇
さ
ん
。
「
窯
を
開
け
る

時
、
今
で
も
心
躍
る
ん
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ

り
瓦
作
り
が
好
き
な
ん
だ
な
」
と
ほ
ほ
笑

む
桜
井
さ
ん
。

　

こ
の
催
し
も
今
年
で
3
年
目
。
田
井
小

学
校
の
子
ど
も
た
ち
と
、
地
元
の
方
た
ち

が
、
こ
の
瓦
の
灯
り
を
製
作
し
ま
す
。
型

抜
き
し
た
土
が
乾
か
な
い
う
ち
に
、
思
い

思
い
の
形
を
く
り
抜
き
ま
す
。
そ
れ
を
干

し
て
か
ら
焼
い
て
、
3
枚
を
組
み
合
わ
せ
、

内
部
に
照
明
を
入
れ
完
成
で
す
。
瓦
に
く

り
抜
か
れ
た
窓
か
ら
漏
れ
る
光
は
柔
ら
か

く
、
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
ま
す
。
瓦
の
灯
り
を
製
作
す
る
小
学
生
、

地
元
の
方
々
、
瓦
を
焼
く
桜
井
さ
ん
。
み

ん
な
の
思
い
が
重
な
っ
て
、
今
年
も
プ
ロ

ム
ナ
ー
ド
の
灯
り
が
、
午
後
5
時
よ
り
訪

れ
る
方
々
を
迎
え
ま
す
。
温
か
な
光
が
包

み
込
む
散
歩
道
に
ど
う
ぞ
お
で
か
け
く
だ

さ
い
。　
　
　

小
沢
陽
子
（
漆
所
地
区
）

絵：桜井智史（田井小学校６年）

　

臼
井
に
住
む
鮏
川
沙
羅
ち
ゃ
ん
は
９
歳
、

小
学
校
３
年
生
で
す
。

　

沙
羅
ち
ゃ
ん
の
特
技
は
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ

プ
の
ダ
ン
ス
と
、
そ
ば
打
ち
で
す
。
す
ら

り
と
し
た
き
れ
い
な
体
型
か
ら
、
ダ
ン
ス

の
方
は
納
得
し
ま
し
た
が
、
そ
ば
打
ち
と

は
珍
し
い
の
で
理
由
を
尋
ね
て
み
ま
し
た
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
打
っ
て
く
れ
る
お
そ

ば
は
お
い
し
い
し
、
一
緒
に
し
て
い
る
と

楽
し
い
か
ら
」
と
、
ち
ょ
っ
と
は
に
か
み

な
が
ら
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
幼
稚
園
の

頃
か
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
そ
ば
打
ち
を

手
伝
い
、
「
小
さ
な
師
匠
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

　

祖
父
の
鮏
川
隆
雄
さ
ん
（
59
）
は
、
沙
羅

ち
ゃ
ん
の
師
匠
で
、
そ
ば
打
ち
歴
15
年
。

か
つ
て
土
浦
の
農
協
（
J
A
）
に
勤
務
し

て
い
る
頃
、
転
作
で
そ
ば
の
栽
培
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
そ
ば
打
ち
を
始
め

た
き
っ
か
け
で
す
。
「
そ
の
場
で
そ
ば
を

打
っ
て
た
く
さ
ん
の
人
に
食
べ
て
も
ら
い

た
い
。
そ
ば
を
広
め
て
い
き
た
い
」
。
そ
ば

の
愛
好
家
が
増
え
る
と
、
地
域
全
体
が
潤

う
だ
ろ
う
と
、
鮏
川
さ
ん
は
考
え
た
そ
う

で
す
。
自
ら
も
師
匠
の
も
と
で
、
そ
ば
打

ち
の
技
法
を
学
び
ま
し
た
。

　

そ
ば
打
ち
は
、
木
鉢
か
ら
始
ま
り
、
延

し
、
包
丁
と
複
雑
な
工
程
が
続
き
ま
す
。

沙
羅
ち
ゃ
ん
の
得
意
な
の
は
、
一
番
難
し

そ
う
な
包
丁
だ
そ
う
で
す
。

「
筑
波
山
麓
秋
祭
り
」
で
は
、
会
期
中
の

土
・
日
・
祝
日
、
二
人
の
名
人
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
な
が
ら
、
そ
ば
打
ち
体
験
が
出

来
ま
す
。
香
り
よ
い
新
そ
ば
も
何
と
か
間

に
合
い
そ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　

上
野
節
子
（
小
沢
地
区
）

　

筑
波
山
麓
秋
祭
り
で
、
神
郡
と
臼
井
の

太
鼓
演
奏
（
8
日
・
9
日
）
が
披
露
さ
れ

ま
す
。

　

臼
井
地
区
の
太
鼓
は
毎
年
7
月
の
第
3

土
日
の
「
お
か
が
り
」
、
そ
れ
に
続
い
て

八
坂
神
社
祭
礼
で
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に

向
け
て
子
ど
も
た
ち
も
、
地
元
青
年
部
の

指
導
の
も
と
、
2
週
間
の
間
、
夜
に
臼
井

児
童
館
に
集
ま
り
太
鼓
の
練
習
を
し
ま
す
。

　

臼
井
の
祭
ば
や
し
は
も
と
も
と
大
太
鼓

一
つ
と
小
太
鼓
一
つ
、
笛
や
鉦
は
あ
り
ま

せ
ん
。
素
朴
だ
け
ど
聴
き
応
え
、
味
が
あ

る
と
思
う
の
は
、
地
元
び
い
き
の
せ
い
？

　

練
習
す
る
の
は
、
2
曲
。
ば
か
ば
や
し

と
さ
ん
ぎ
り
で
す
。
ば
か
ば
や
し
は
太
鼓

の
入
門
編
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
簡
単
な

よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
ま
ず
最
初
は
ま

と
も
に
音
が
出
ま
せ
ん
。
太
鼓
を
た
た
く

ば
ち
が
、
太
鼓
に
跳
ね
返
さ
れ
、
力
ん
で

い
る
と
音
が
濁
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
何
日

か
た
ち
、
手
に
マ
メ
が
で
き
る
頃
、
音
が

澄
ん
で
き
て
リ
ズ
ム
も
覚
え
、
楽
し
く
な

っ
て
き
ま
す
。
さ
ん
ぎ
り
は
、
こ
の
周
辺

の
集
落
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
代
表
的

な
祭
ば
や
し
で
、
地
域
に
よ
っ
て
微
妙

に
味
わ
い
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
を
会
得
す

る
の
も
な
か
な
か
た
い
へ
ん
。
で
も
覚
え

て
く
る
と
、
体
か
ら
湧
き
出
す
リ
ズ
ム
に

乗
り
、
小
太
鼓
と
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
爽
快

な
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
腕
を
鳴
ら
し
た
臼
井
の
先
達
に

よ
る
と
、
当
時
の
青
年
団
員
は
、
皆
百
姓

を
し
て
い
た
か
ら
雨
で
田
畑
に
出
ら
れ
な

い
と
き
は
、
四
季
を
問
わ
ず
、
茅
葺
屋
根

の
ぎ
ょ
う
屋
（
今
の
児
童
館
）
に
集
ま

り
、
太
鼓
を
た
た

い
て
い
た
と
の
こ

と
。
そ
し
て
こ
こ

臼
井
の
さ
ん
ぎ
り

が
、
最
も
よ
く
昔

の
さ
ん
ぎ
り
の
姿

を
残
し
て
い
る
と

の
こ
と
。
こ
の
機

会
に
、
腕
前
を
披
露
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

聴
い
て
み
て
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

鮏
川
忠
市
（
臼
井
地
区
）

窯の前で説明してくださる桜井さん（左）

桜井崇さん

ふたりのそば打ち名人です！

デ
ザ
イ
ン
・
小
沢
陽
子
（
漆
所
地
区
）

編
集
を
終
え
て

第
23
回
国
民
文
化
祭
・
い
ば
ら
き
2
0
0
8
の
特
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、「
筑
波
山
麓
秋
祭
り
」
が

11
月
1
日
（
土
）〜
9
日
（
日
）
に
開
か
れ
ま
す
。
す
そ
み
の
田
井
地
区
で
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト

が
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

神郡瓦造形研究会の指導で製作に励む田井小の子どもたち

小
さ
な
そ
ば
打
ち
名
人

さ
か
さ
が
わ

瓦
の
灯
り
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

　

「
筑
波
山
麓
秋
祭
り
」
で
、
神
郡
付
近

の
つ
く
ば
道
を
照
ら
す
「
瓦
の
灯
り
プ
ロ

ム
ナ
ー
ド
」
が
、
今
年
も
行
わ
れ
ま
す
。

瓦
で
作
っ
た
約
1
5
0
基
の
灯
り
が
、
趣

の
あ
る
つ
く
ば
道
の
神
郡
街
道
の
両
側
に

並
べ
ら
れ
ま
す
。
日
が
落
ち
て
外
が
暗
く

な
る
と
、
そ
の
灯
り
は
普
段
と
は
違
う
幻

想
的
な
世
界
を
創
り
だ
し
ま
す
。

　

こ
の
瓦
を
焼
い

て
い
る
の
が
、
創

業
1
2
0
年
の
歴

史
が
あ
る
神
郡
の

桜
井
瓦
店
。
３
代

目
店
主
の
桜
井
崇
さ
ん(

71)

に
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。

　

山
か
ら
流
れ
出
し
て
逆
川
沿
い
に
堆
積

し
た
土
は
、
瓦
作
り
に
適
し
て
い
た
そ
う

で
、
こ
こ
田
井
地
区
は
昔
か
ら
瓦
作
り
が

盛
ん
な
土
地
で
し
た
。
一
時
期
は
、
田
井

地
区
だ
け
で
4
軒
も
の
瓦
店
が
あ
っ
て
繁

盛
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

と
っ
て
き
た
土
を
機
械
で
砕
き
、
機
械

の
な
か
を
真
空
に
し
て
粘
土
状
に
し
ま

す
。
そ
れ
を
瓦
の
大
き
さ
に
切
っ
て
、
瓦

田
井
の
瓦
屋
さ
ん
と
子
ど
も
た
ち

臼
井
に
伝
わ
る
祭
り
太
鼓

す
け
が
わ
さ
ら

か
ん
ご
お
り

つ
く
ば
市
神
郡

普
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保

　

今
年
の
秋
祭
り
は
益
々
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
で
す
。

筑
波
山
麓
が
ど
ん
ど
ん
に
ぎ
や
か
に
、
元
気
に
な

っ
て
う
れ
し
い
で
す
ね
。
地
元
の
方
々
と
来
訪
す

る
方
々
の
様
々
な
出
会
い･

交
流
が
繰
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

11
月
8
日（
土
）午
後
5
時

つ
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