
広報　常陸大宮　　　　平成１７年７月号１３
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「
七
夕
祭
り
」と
い
え
ば 
仙  
台  
市 
や 
平  
塚  
市 

せ
ん 
だ
い 
し 

ひ
ら 
つ
か 
し

が
有
名
で
す
。
始
ま
り
の
時
期
は
地
域
に
よ

り
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
全
国
的
に
み
て
、
現

在
の
よ
う
な
豪
華
な
飾
り
付
け
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
す
。
昭
和
二

十
年
代
の
復
興
に
伴
い
拡
大
し
、
お
中
元
商

戦
の
影
響
で
イ
ベ
ン
ト
化
し
て
広
ま
っ
て

い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

七
月
七
日
を 
牽 けん 
牛 

ぎ
ゅ
う 

星 
と

せ
い

 
織 
女

し
ょ
く   

星
じ
ょ   

が
年
に
一

せ
い

度
出
会
う
日
と
し
て
、
笹
に 
短  
冊 
な
ど
の
飾

た
ん 
ざ
く

り
付
け
を
す
る
こ
と
は
古
く
か
ら
各
家
庭
で

行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
市
内
の
い

く
つ
か
の
地
区
で
は
昭
和

二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代

に
か
け
て 
竹  
飾 
り
を
通
り

た
け 
か
ざ

に
飾
り
つ
け
て
七
夕
祭
り

を
し
た
と
い
う
お
話
が
今

で
も
聞
か
れ
ま
す
。 
上  
小 

か
み 

お

 
瀬 
地
区
の
七
夕
飾
り
は
各

せ商
店
が 
吹  
流 
し
な
ど
の
華

ふ
き 
な
が

麗
な
飾
り
付
け
を
競
い
合

う
祭
り
と
し
て
、
昭
和
五

十
年
頃
ま
で
行
な
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
他

の
祭
り
と
同
様
、
七
夕
祭

り
も
若
手
の
後
継
者
不
足

と
財
政
的
な
負
担
な
ど
の

面
か
ら
廃
止
す
る
地
域
が
多
く
な
り
、
市
内
で

は
長
倉
地
区
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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長
倉
地
区
の
八
月
の 
風  
物  
詩 
と
し
て
七
夕
ま

ふ
う 
ぶ
つ 
し

つ
り
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
二
十
八
年
頃
で

す
。
当
時
長
倉
に
あ
っ
た 
合  
資  
会  
社 
「 
合  
同 
」

ご
う 
し 
か
い 
し
ゃ 

ご
う 
ど
う

の
店
先
に
宣
伝
用
の
竹
飾
り
を
置
い
た
の
が
そ

も
そ
も
の
始
ま
り
の
よ
う
で
す
。
そ
の

後
、
地
元
の
有
志
の
方
々
に
よ
っ
て
、

「 
七  
夕 

た
な 
ば
た 

協 
き
ょ
う 

賛  
会 
」
が
結
成
さ
れ
、
毎
年

さ
ん 
か
い

長
倉
の
宿
通
り
で
七
夕
ま
つ
り
が
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
壮
麗
な 
竹  
飾 
り
は
地

た
け 
か
ざ

元
の
商
店
や
学
校
、
個
人
の
方
が
出
品

し
、
コ
ン
ク
ー
ル
形
式
で
競
い
合
わ
れ

ま
す
。
昔
は
そ
れ
ぞ
れ
手
作
り
で
ア
イ

デ
ィ
ア
を
し
ぼ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
今

で
は
手
作
り
す
る
出
品
者
は
少
数
に

������

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

古
く
か
ら
舟
運
で
栄
え
た
長
倉
は
、
今
で

こ
そ
昔
の
面
影
を
残
す
静
か
な
町
並
み
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
県
北
地
区
に
お
い
て
は

い
ち
早
く
常
陽
銀
行
の
支
店
が
で
き
、
映
画

館
「 
長  
倉  
座 
」
に
客
が
つ
め
か
け
る
、 
賑 
や

な
が 
く
ら 
ざ 

に
ぎ

か
な
町
で
し
た
。
こ
の
一
帯
は
古
く
か
ら
葉

た
ば
こ
の
生
産
が
盛
ん
で
、
そ
の
収
納
所
が

長
倉
に
あ
っ
た
た
め
収
納
の
時
期
は 
市 
が
立

い
ち

つ
ほ
ど
の 
賑 
わ
い
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
葉

に
ぎ

た
ば
こ
と
引
き
換
え
に
現
金
を
手
に
し
た
農

家
の
人
々
は
、
長
倉
の
宿
通
り
で
思
い
思
い

の
も
の
を
購
入
し
た
り
、
料
理
屋
に
立
ち

寄
っ
て
日
々
の
疲
れ
を
癒
し
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
長
倉
に
は 
炭  
坑 
も
あ
り
、
各
地

た
ん 
こ
う

か
ら 
坑  
夫 
が
集
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
昔
は

こ
う 
ふ

長
倉
で
花
嫁
道
具
が
一
式
揃
え
ら
れ
た
」
と

い
う
話
は
今
で
も
地
元
の
人
々
の
自
慢
で
す
。

　

今
年
五
十
三
回
目
を
迎
え
る
長
倉
の
七
夕

ま
つ
り
は
、
八
月
六
日
（
土
）
に
開
催
さ
れ

ま
す
。
山
里
の
夏
の 
宵 
の
ひ
と
と
き
、 
竹  
飾 

よ
い 

た
け 
か
ざ

り
が
織
り
成
す
幻
想
的
な
風
景
を
是
非
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）

７/30 第15回花立山星まつり
 （花立自然公園・美和物産センター「北斗星」）

8/14 第52回御前山納涼花火大会（那珂川大橋付近河原）

8/20 第23回あゆの里まつり（清流公園付近）

 美和ふるさとまつり（美和運動公園）

8/21 那珂川水まつり（那珂川大橋付近河原）

▲昭和３０年頃の七夕祭り

�
平
成
十
五
年
の
七
夕
祭
り




