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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
門
寺

0
2
9-

8
6
7-

0
1
8
5

東
京
都
豊
島
区

田
中
邦
彦

結
エ
デ
ィ
ッ
ト

0
2
9-

8
6
9-

5
5
5
0

つ
く
ば
市
天
久
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
く
ば
市
臼
井

鮏
川
忠
市

つ
く
ば
市
臼
井

つ
く
ば
市
臼
井

森
田
源
美

榎
田
智
司

つ
く
ば
市
臼
井

稲
葉
誠
二



お
庭
拝
見

歴
史
と
趣
の
あ
る

佐
次
右
衛
門
邸

8
日（
土
）・
9
日（
日
）

3
日（
祝)

・
六
所
の
家

居酒屋

エ
ル
の
置
物
が
あ
る
の
が
ワ
ン
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
オ
モ
ヤ

の
南
側
も
多
く
の
植
物
で
彩
ら
れ

て
い
る
。
ド
ウ
グ
ゴ
ヤ
の
周
り
に

は
、
江
戸
期
に
植
え
ら
れ
た
と
思

わ
れ
る
巨
大
な
ケ
ヤ
キ
が
３
本
も

あ
る
。

　

鑑
賞
の
際
の
お
奨
め
は
、
縁
側

に
座
る
な
ど
し
て
目
線
を
下
げ
る

こ
と
。
趣
あ
る
お
庭
は
、
歴
史
を

感
じ
さ
せ
、
時
の
流
れ
を
忘
れ
て

心
落
ち
着
か
せ
て
く
れ
る
こ
と

と
思
う
。
公
開
は
8
（
土
）
、
9
（
日
）

の
2
日
間
。

　
　

（
高
橋
淳
・
筑
波
大
学
生
） かまや邸の大木

大飯田邸の庭

　

こ
の
地
域
の
結
婚
式
は
ど
ん
な
形
で
や

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
婚
式
も
時
代

と
と
も
に
色
々
な
形
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、

お
金
ば
か
り
か
か
る
と
い
わ
れ
る
の
は
最

近
の
こ
と
で
、
今
か
ら
半
世
紀
前
は
、
素

朴
で
興
味
深
い
結
婚
式
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

結
婚
式
が
行
わ
れ
る
時
期
は
、
農
閑
期

が
多
く
、
大
体
寒
い
時
期
だ
っ
た
と
い
う
。

結
婚
相
手
も
、
比
較
的
近
く
の
人
で
、
他

県
か
ら
来
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に

な
か
っ
た
。
昭
和
20
年
代
は
車
を
使
い
始

め
て
い
た
が
、
大
正
時
代
は
、
人
力
車
、

明
治
時
代
は
馬
に
乗
っ
て
、
お
嫁
さ
ん
が

や
っ
て
き
た
と
い
う
。
結
納
も
金
銭
で
は

な
く
、
帯
を
用
意
し
た
よ
う
だ
。
帯
が
金

銭
の
替
わ
り
な
の
か
？

　

結
婚
式
の
１
日
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
る

の
か
。
弓
張
提
灯
を
２
つ
用
意
す
る
。
襖

を
外
し
、
三
間
続
け
て
使
え
る
よ
う
に
し

て
お
い
た
。
朝
、
お
婿
さ
ん
が
お
嫁
さ
ん

秋から冬の森づくり活動のご案内

桜井邸

す
そ
み
の
嫁
入
り

の
家
ま
で
迎
え
に
行
く
。

そ
し
て
、
お
嫁
さ
ん
の

親
戚
と
と
も
に
や
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
新
郎

宅
に
着
く
と
、
家
に
入

る
前
に
下
駄
に
は
き
か

え
る
。
入
る
時
に
、
玄

関
の
両
横
で
提
灯
を
持

っ
た
男
の
子
と
女
の
子

が
提
灯
を
取
り
替
え
る
（
提
灯
取
り
替

え
）
。
お
嫁
さ
ん
は
、
玄
関
か
ら
台
所
に

ま
わ
り
、
２
本
の
青
竹
を
ま
た
い
で
座
敷

に
入
る
。
出
席
者
は
親
戚
、
組
合
、
人
数

は
奇
数
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。
宴
は
、
自

宅
で
夜
ま
で
延
々
と
続
い
た
ら
し
い
。

酒
飲
み
に
は
最
高
の
日
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。三
々
九
度
の
あ
と
に
、
「
鯉
の
腹
合

わ
せ
」
と
い
う
ク
ス
っ
と
笑
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
行
事
が
あ
っ

た
そ
う
だ
。

　

し
ば
ら
く
す

る
と
、
お
嫁
さ

ん
は
別
室
で
お

色
直
し
、
そ
の

間
も
、
宴
が
続

く
。
家
の
子
ど

も
た
ち
、
近
所
の
子
ど
も
た
ち
は
式
に
は

出
な
い
で
、
外
に
出
さ
れ
て
い
た
。
障
子

に
穴
を
あ
け
て
、「
ど
ん
な
お
よ
め
さ
ん
が

古
式
豊
か
な
結
婚
式
を
再
現

お
皿

仲人さんが大きなお箸を使って
２匹の鯉の腹を合わせます。

鯉の腹合わせ

昭和 15 年頃の花嫁さん（六所の榎田邸）

鯛 伊勢海老
きんとん

かまぼこ

煮物 鶴の巣ごもり 青い羊羹

ブリの照焼き

扇
羊
羹

伊
達
巻

田井の里の笹折

　

田
井
地
区
の
つ
く
ば
道
沿
い
に
は
古
い

民
家
が
建
ち
並
ん
で
い
る
。
今
回
の
秋
祭

り
で
は
、
桜
井
邸
の
ほ
か
大
飯
田
邸
、
か

ま
や
邸
が
公
開
さ
れ
る
。
敷
地
内
に
あ
る

建
物
を
拝
見
す
る
良
い
機
会
だ
。

　

つ
く
ば
道
の
神
郡
の
点
滅
信
号
か
ら
筑

波
山
を
背
に
し
て
左
側
２
軒
目
に
あ
る
桜

井
勇
さ
ん
、
屋
号
で
い
う
「
佐
次
右
衛
門
」

の
家
系
は
元
禄
・
天
保
期
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
、
農
業
・
ま
ゆ
の
仲
買
い
・
質
屋
・
た

ば
こ
の
専
売
な
ど
を
営
ん
で
き
た
。

　

歴
史
あ
る
佐
次
右
衛
門
さ
ん
の
建
物
は
、

オ
モ
ヤ
・
ミ
セ
・
イ
ン
キ
ョ
・
コ
メ
グ

ラ
・
ド
ウ
グ
ゴ
ヤ
・
キ
ゴ
ヤ
・
コ
ヤ
か
ら

な
る
。
オ
モ
ヤ
は
、
梁
を
外
部
ま
で
伸
ば

し
軒
を
大
き
く
す
る
「
せ
が
い
造
り
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
豪

農
の
象
徴
で
あ
る
。
ミ
セ
と
イ
ン
キ
ョ
は

土
蔵
造
り
の
店
蔵
で
あ
り
、
ミ
セ
で
は
か

つ
て
質
屋
や
呉
服
店
を
営
ん
で
い
た
。
イ

ン
キ
ョ
は
現
在
、
筑
波
大
学
安
藤
邦
廣
教

授
の
里
山
建
築
研
究
所
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
。
ミ
セ
・
イ
ン
キ
ョ
・
コ
メ
グ
ラ

は
江
戸
末
期
頃
、
ド
ウ
グ
ゴ
ヤ
・
キ
ゴ
ヤ

は
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
。

　

庭
は
や
は
り
豪
農
で
あ
っ
た
た
め
広
大

で
多
く
の
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
イ

ン
キ
ョ
の
東
側
に
は
、
池
を
中
心
に
ウ

メ
・
マ
ツ
・
ヒ
バ
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
お

り
、
縁
側
か

ら
眺
め
る
景

色
は
贅
沢
そ

の
も
の
で
あ

る
。
池
に
は

筑
波
山
の
象

徴
で
あ
る
カ

つ
く
ば
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
筑
波
山

麓
の
里
山
の
森
林
を
手
入
れ
し
、
切
っ
た

材
の
活
用
を
図
る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
秋
祭
り
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
木
を

使
っ
て
、
瓶
敷
き
や
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
を
作
り
ま
す
。

●
棚
田
の
森
の
整
備

　

荒
れ
た
竹
林
を
整
備
し
、
竹
の
子
の
と

れ
る
林
に
し
ま
す
。
切
っ
た
竹
は
、
竹
炭

の
材
料
や
、
チ
ッ
プ
に
し
て
防
草
資
材
に

し
ま
す
。
【
活
動
日
】
9
月
27
日
（
土
）
・

9
月
28
日
（
日
）
・
12
月
13
日
（
土
）
・
12
月

14
日
（
日
）・
１
月
10
日
（
土
）
他
、
平
日
作

業
日
も
あ
り
ま
す
。

●
す
そ
み
の
森
づ
く
り

　

筑
波
山
の
ふ
も
と
の
雑
木
林
や
植
林
地

の
手
入
れ
活
動
。
切
っ
た
雑
木
は
薪
や
シ

イ
タ
ケ
原
木
に
、
間
伐
材
は
葉
枯
し
で
乾

燥
さ
せ
、
地
元
大
工
さ
ん
の
ご
指
導
で
ベ

ン
チ
に
加
工
し
ま
す
。
【
活
動
日
】
10
月

25
日
（
土
）
雑
木
林
の
手
入
れ
／
11
月
29
日

（
土
）
植
林
地
間
伐
／
2
月
7
日
（
土
）
間
伐

材
の
処
理
／
2
月
21
日
（
土
）
ベ
ン
チ
づ
く
り

植
樹
祭

【
問
合
せ
】
つ
く
ば
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
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来
た
か
な
」
と
見
て
い
た
と
か
。
お
嫁
さ

ん
は
３
日
目
で
里
帰
り
し
た
。
そ
の
時
の

髪
は
丸
ま
げ
に
す
る
の
だ
そ
う
だ
。
す
そ

み
の
花
嫁
は
、
こ
う
し
て
す
そ
み
の
地
に

住
み
着
き
、
こ
の
素
晴
ら
し
き
大
地
の
担

い
手
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
今
年
の
「
筑
波
山
麓
秋
祭
り
」
で

は
、
古
式
に
習
っ
た
結
婚
式
が
六
所
の
家

で
執
り
行
わ
れ
る
。
楽
し
み
な
こ
と
で
あ

る
。　
　
　
　

榎
田
智
司
（
六
所
地
区
）

第23回国民文化祭・いばらき2008

　筑波山麓秋祭り　
田井の里のイベント

●詳細はイベントガイドも併せてご覧ください。

このイベントは、田井の里地域づくり愛好会が
中心になって企画しています。

みなさんお誘い合わせの上、どうぞお越し下さい！！

ゆ
み
は
り
ち
ょ
う
ち
ん

お
お
い
い
だ

こ
う
た

よ
う
か
ん

こ
と
ほ

宮司家の門先。３日の日は、花嫁はここを
通って六所の家に向かいます。

木
で
遊
ぶ

山
の
木
で
小
さ
な
作
品
づ
く
り
8
日（
土
）

●
笹
折
の
中
に
も
日
本
の
文
化

　

五
十
年
前
の
結
婚
式
の
祝
膳
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
神
郡
の
魚
屋

「
な
ば
や
」
店
主
古
宇
田
一
雄
さ
ん
に
伺

っ
た
。
本
膳
の
一
の
膳
に
は
刺
身
・
煮
物
・

酢
の
物
・
吸
物
・
赤
飯
、
二
の
膳
に
は
笹

折
が
の
る
。
杉
で
出
来
た
笹
折
の
中
に
、

き
ん
と
ん
で
山
を
、
か
ま
ぼ
こ
で
日
の
出
、

青
羊
羹
で
海
を
表
現
し
、
鯛
・
伊
勢
海
老
・

伊
達
巻
・
扇
羊
羹
・
和
菓
子
の
鶴
の
巣
籠

り
等
を
詰
め
、
結
婚
を
寿
ぐ
と
共
に
、
こ

れ
か
ら
大
自
然
の
中
で
歩
む
二
人
の
人
生

を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
地
域
で
は
笹
折
、
さ
し
み
、
焼
物
、

吸
物
な
ど
、
「
な
ば
や
」
が
注
文
を
受
け

値
段
に
応
じ
て
整
え
た
。
天
ぷ
ら
・
煮
物
・

き
ん
ぴ
ら
・
酢
の
物
は
お
手
伝
い
の
近
所

の
人
達
が
作
り
、
大
皿
で
祝
席
に
出
さ
れ

た
と
い
う
。
祝
酒
は
勿
論
お
燗
を
し
た
日

本
酒
、
腹
合
わ
せ
の
鯉
は
鯉
こ
く
に
し
て

振
舞
わ
れ
、
甘
い
白
玉
も
大
切
な
一
品
。

納
め
に
う
ど
ん
。
三
々
九
度
の
前
に
振
ま

わ
れ
る
お
ち
つ
き
う
ど
ん
と
共
に
、
婚
家

に
落
ち
着
き
、
末
永
く
縁
が
続
き
ま
す
よ

う
に
願
い
を
込
め
て
供
さ
れ
た
。

　

人
生
の
節
目
の
祝
膳
の
中
に
、
日
本
の

精
神
を
支
え
る
文
化
が
明
確
に
表
さ
れ
て

い
る
。　
　
　

石
井
博
子
（
神
郡
地
区
）

会員募集中！
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