
\ 月田のさ

さ
ら
/

\ 自然と伝統み
ん

な
の
宝
/

\ 三
夜沢
赤城神社 /

\ 献殻粟

の
抜
穂
祭
/

群
馬
県
が
誇
る
ご
当
地
か
る
た

「
上
毛
か
る
た
」
に
も
詠
ま
れ
、

富
士
山
に
次
い
で
日
本
で
2
番
目
に

長
大
な
裾
野
を
持
つ
赤
城
山
。

そ
の
南
麓
に
は
、

雄
大
な
自
然
と
、

そ
こ
に
由
来
す
る
伝
統
文
化
が

息
づ
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
は
、

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
を
形
作
る

大
切
な
要
素
。

「
南
麓
人
」
と
も
い
え
る
彼
ら
彼
女
ら
は

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
紡
ぎ
な
が
ら

そ
れ
ら
を

守
り
伝
え
て
い
ま
す
。

\ 阿
久沢
家住宅 /

豊
か
な
自
然
と
伝
統

　
守
り
伝
え
る
難
し
さ

 なっからいいがね = 相当いいね

　

献け
ん

穀こ
く

粟あ
わ

は
、
昭
和
25
年
か
ら
宮
城
地

区
で
行
わ
れ
て
い
る
行
事
。
粟
を
皇
室

に
献
上
す
る
農
家
は
持
ち
回
り
で
、
最

近
で
は
刈
り
取
り
に
、
地
元
の
小
学
生

も
参
加
し
て
い
ま
す
。
今
年
栽
培
を
担

当
し
た
の
は
北
爪
久
夫
さ
ん
。

　
「
献
穀
す
る
斎さ
い

耕こ
う

者し
ゃ

に
決
ま
っ
た
時

は
、
大
変
光
栄
で
気
が
引
き
締
ま
る
思

い
で
し
た
。
天
候
の
心
配
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
が
、
経
験
の
あ
る
先
輩
、
地
域

の
皆
さ
ん
、
妻
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

た
ち
の
協
力
が
あ
り
無
事
収
穫
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
農
業
者
の
減
少
な

ど
も
課
題
で
す
が
、
私
の
父
も
献
穀
し

た
歴
史
あ
る
行
事
な
の
で
大
切
に
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
」

赤
城
山
の
神
と
伝
統
を

守
り
伝
え
る

　

赤
城
山
を
神
体
と
し
、
神
社
の
神
明

帳
に
よ
れ
ば
、
関
東
か
ら
東
北
ま
で
約

１
９
０
の
分
社
を
持
つ
三
夜
沢
赤
城
神

社
。
古
来
よ
り
多
く
の
人
々
の
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
毎
年

５
月
の
例
大
祭
で
は
神
楽
や
赤
城
南
麓

地
域
の
小
中
学
生
が
剣
道
・
空
手
を
奉 

納
し
、
新
年
に
は
農
作
物
の
吉
凶
を
占

う
筒つ
つ

粥が
ゆ

神
事
を
行
う
な
ど
、
地
域
の
人 

々
と
の
つ
な
が
り
も
続
い
て
い
ま
す
。

　
「
広
い
境
内
で
は
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ

シ
な
ど
、
有
害
鳥
獣
の
侵
入
や
樹
木
管

理
な
ど
手
の
掛
か
る
こ
と
も
多
い
で
す

が
、
伝
統
を
守
り
伝
え
、
こ
の
地
域
の

魅
力
を
支
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

と
宮
司
の
真
隅
田
吉
安
さ
ん
。

　

伝
統
を
守
る
「
南
麓
人
」。
彼
ら
の

思
い
で
、
地
域
の
宝
は
守
ら
れ
ま
す
。

　

豊
か
な
自
然
が
も
た
ら
す
恵
み
を
享 

受
し
、後
世
に
伝
え
る
南
麓
の
人
々
。け 

れ
ど
、そ
こ
に
は
課
題
も
あ
り
ま
す
。
少 

子
高
齢
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
耕
作
放
棄 

地
の
増
加
や
有
害
鳥
獣
な
ど
の
問
題
。自 

然
や
伝
統
文
化
は
、そ
こ
に
暮
ら
す
人
々 

の
努
力
に
よ
り
守
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

三夜沢赤城神社宮司　 
真隅田 吉安さん

（三夜沢町）
北爪 久夫さん

（鼻毛石町）

連
綿
と
受
け
継
が
れ
る

献
上
行
事
　

※許諾第29-02065号

広報まえばし　平成29年12月1日号 45 市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111　　  027-224-3003FAX


