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茂
原
七
夕
ま
つ
り
で
も
お
な
じ

み
夏
の
風
物
「
鯛
ち
ょ
う
ち
ん
」

が
伝
統
工
芸
品
と
し
て
市
役
所
に

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
由
来

を
保
存
会
の
方
か
ら
伺
い
ま
し
た
。

天て
ん
の
う
ま
ち

王
待
の
お
社
で

「
鯛
ち
ょ
う
ち
ん
」
ゆ
か
り
の

場
所
は
通

と
お
り
ち
ょ
う

町（
茂
原
市
茂
原
）の
八

坂
神
社
。
江
戸
時
代
中
期
に
幕
府

指
示
で
各
地
に
八
坂
神
社
が
設
け

ら
れ
た
の
が
起
源
だ
そ
う
で
す
。

以
来
、
茂
原
町
の
通
町
か
ら
東

側
一
帯（
東
端
は
野
巻
戸
）の
人
々

が
氏
子
と
な
り
、
主
祭
神
の
牛ご

ず頭

天て
ん
の
う王

に
ち
な
み
、
祭
り
を
「
天
王

待
」
と
呼
び
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。

元
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

祭
礼
で
神
前
に
鯛
を
供
え
る
風

習
が
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
に
代
る
も
の
と
し
て
鯛
ち
ょ
う

ち
ん
が
生
ま
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

戦
前
よ
り
、
神
社
近
く
の
丸
商

店
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
家
計
の

助
け
に
鯛
ち
ょ
う
ち
ん
を
作
り
始

め
、
そ
れ
を
近
隣
の
神
社
で
売
り
、

ま
た
家
で
も
売
っ
て
い
ま
し
た
。

神
社
の
縁
起
物

約
四
十
年
前
、
高
齢
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
か
ら
頼
ま
れ
、
鯛
ち
ょ
う

ち
ん
作
り
を
氏
子
の
方
が
受
け
継

ぎ
、
保
存
会
で
縁
起
物
と
し
て
頒

布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　

保
存
会
の
方
々
に
も
家
業
が
あ

り
、
現
役
引
退
の
人
た
ち
４
人
の

代
表
者
を
中
心
に
、
家
族
な
ど
の

応
援
を
得
て
作
っ
て
い
ま
す
。

つ
い
通
り
過
ぎ
る
ほ
ど
に
目
立

た
な
い
神
社
で
す
が
、
保
存
会
の

人
た
ち
の
努
力
で
、
そ
の
存
在
が

高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

年
中
休
み
な
し
で
す

鯛
ち
ょ
う
ち
ん
作
り
は
正
月
明

け
か
ら
年
末
ま
で
多
忙
。
２
月
末

ま
で
柄
と
な
る
篠
竹
集
め
。
こ
の

時
期
で
な
い
と
虫
害
で
使
え
な
い

の
で
す
。
知
り
合
い
の
山
に
行

き
、
刈
取
り
、
運
搬
、
乾
燥
と
加

工
で
約
五
千
本
を
用
意
。
鯛
飾
り

部
分
の
経き

ょ
う
ぎ木

を
年
初
め
に
注
文
。

時
代
の
変
化
で
、
包
装
材
だ
っ
た

経
木
は
入
手
難
だ
そ
う
で
す
。

祭
礼
を
超
え
て

神
社
祭
礼
の
ほ
か
に
祝
い
事
や

卒
業
式
に
も
要
望
が
あ
り
ま
す
。

鯛
飾
り
の
摺す

り
（
版
画
同
様
）

と
色
付
け
、
火ほ

や屋
、
燭
台
、
短
冊

な
ど
の
加
工
、
各
部
組
合
せ
が
主

な
工
程
。
細
部
を
あ
わ
せ
二
十
六

工
程
。
提
供
時
期
毎
に
、
氏
子
の

方
々
と
応
援
者
と
の
協
力
作
業
。

神
社
祭
礼
時
の
千
五
百
個
が
最
多

で
他
の
要
望
に
も
そ
の
都
度
行
う

た
め
年
間
を
通
し
て
の
作
業
で
す
。

受
け
取
る
の
は
ひ
と
り

代
表
の
方
が
、
ふ
と
漏
ら
し
た

言
葉
で
す
。
手
作
り
で
多
少
バ
ラ

ツ
キ
ま
す
が
、
受
取
る
の
は
一
人

ひ
と
り
だ
か
ら
、
丁
寧
に
作
る
と

の
心
構
え
な
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
氏
子
代
表
の
人
た
ち

が
小
学
校
な
ど
へ
積
極
的
に
赴

き
、
鯛
ち
ょ
う
ち
ん
作
り
の
実
習

を
行
っ
て
お
り
、
県
内
各
地
か
ら

も
招
請
が
あ
る
由
。
こ
の
よ
う
な

活
動
に
よ
り
伝
統
は
引
き
継
が
れ

て
行
く
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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鯛ちょうちん行列（七夕まつり）

編集員も鯛飾りの摺りにチャレンジ

す
ご
い
！
幟の
ぼ
り
ば
さ
挿
み

祭
礼
の
と
き
、
社
殿
前
左
右
を

飾
る
幟
挿
み
は
、
江
戸
時
代
の
作

品
で
市
の
指
定
文
化
財
、
鯉
の
彫

刻
が
施
さ
れ
、
作
者
は
三
代
目
の

波
の
伊
八
と
か
。

七
月
六
日
～
七
日
の
祭
礼
の
と

き
で
な
い
と
お
目
に
か
か
れ
ま
せ

ん
。
一
見
を
お
勧
め
し
ま
す
。

経
木
っ
て
何
？

松
材
を
薄
く
削
っ
た
シ
ー
ト

状
の
包
装
材
。
む
か
し
、
お
経
を

書
く
た
め
使
わ
れ
た
の
が
呼
び

名
の
由
来
。
食
品
包
装
に
近
年
ま

で
多
用
さ
れ
た
が
、
最
近
は
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
材
に
代
っ
て
い
る
。

「鯛ちょうちん」訪問


