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「新そばまつり」や「抹茶体験」など多彩なイベント 

十
一
月
六
日
（
日
）、
清
川
歴
史

公
園
・
清
川
関
所
と
清
河
八
郎
記

念
館
を
会
場
に
「
清
川
歴
史
公
園 

関
所
ま
つ
り
」
を
開
催
、
生
憎
の

空
模
様
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
勢
の

来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。  

こ
の
関
所
ま
つ
り
は
平
成
三
十

一
年
四
月
に
オ
ー
プ
ン
し
て
以

降
、
計
画
さ
れ
て
き
た
イ
ベ
ン
ト

で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
延

期
。
清
川
地
区
の
施
設
や
店
舗
の

協
力
を
得
て
、
今
回
初
め
て
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

【
新
そ
ば
ま
つ
り
】 

限
定
５
０
食
で
用
意
し
た
手
打

ち
の
「
新
そ
ば
セ
ッ
ト
」
は
好
評

完
売
し
ま
し
た
。 

【
観
光
ガ
イ
ド
】 

き
よ
か
わ
観
光
ガ
イ
ド
の
会
に

よ
る
「
清
川
ま
ち
歩
き
ガ
イ
ド
」

で
は
、
参
加
者
の
行
た
い
場
所
へ

ご
案
内
し
て
、
手
作
り
の
記
念
品

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
は
「
ゆ
っ
く
り
と

丁
寧
に
説
明
し
て
も
ら
っ
た
の

で
、
と
て
も
分
か
り
や
す
か
っ
た
。

史
跡
め
ぐ
り
が
楽
し
か
っ
た
。」
等

の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

家
出
・
東
条
一
堂
塾
に
入
塾 

⑤ 

  

 紙
芝
居
コ
ー
ナ
ー
（
清
河
八
郎
）

 

紙
甲
冑
を
付
け
て
来
場
者
を
お
出
迎
え 

１１月６日「清川歴史公園 関所まつり」 開催 

生
憎
の
空
模
様
で
も
大
勢
来
所
賑
わ
う 

【
抹
茶
体
験
】 

参
加
者
は
講
師
に
淹
れ
方
を
教

わ
っ
た
後
、
自
分
で
茶
筅
を
振
っ

て
点
て
た
抹
茶
と
和
菓
子
を
味
わ

い
ま
し
た
。（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く) 

 

祖
父
・
父
に
、
事
あ
る
ご
と
に
江
戸
に
出

て
学
問
し
た
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
が
許

さ
れ
ず
、
つ
い
に
一
八
四
七
年
五
月
二
日

ま
だ
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
書
置
き
を
残

し
て
一
八
歳
の
八
郎
は
清
川
を
後
に
し
ま

し
た
。
一
路
江
戸
に
向
か
う
途
中
、
上
山

で
追
っ
手
に
会
い
ま
し
た
が
帰
し
て
や
り

一
人
江
戸
に
。
東
条
塾
で
の
学
習
ぶ
り
は

す
ば
ら
し
く
当
時
の
日
記
に
は
「
ま
だ
ま

だ
努
力
が
た
り
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
午
前

二
時
ま
で
学
問
し
、
机
に
伏
し
て
四
時
か

ら
ま
た
学
問
に
打
ち
込
ん
で
い
こ
う
。
」

と
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
東
条
塾
で
は
、
水

を
得
た
魚
の
よ
う
で
し
た
。
後
に
東
条
塾

三
本
指
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
八
郎
は
、
安
積
艮
斎
塾
・
昌

平
こ
う
（
江
戸
幕
府
の
儒
学
を
主
と
し
た

学
校
。
主
に
旗
本
・
御
家
人
の
子
弟
を
教

育
し
た
。
）
に
も
入
り
学
問
を
積
み
重
ね

た
の
で
す
。 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
く
） 

 

 



 

  

令和４年（２０２２年）１１月３０日             清川歴史公園かわら版                        第１９号 

十
月
三
十
一
日
（
月
）
か
ら
十
一
月
二
日
（
水
）・
四

日
（
金
）
の
四
日
間
、
清
川
歴
史
公
園
・
御
殿
茶
屋
で

恒
例
の
「
ワ
ン
コ
イ
ン
感
謝
デ
ー
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
企
画
は
清
川
地
区
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、
日

頃
の
ご
協
力
に
感
謝
し
て
ワ
ン
コ
イ
ン
（
５
０
０
円
）

で
そ
ば
等
を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
。 

四
日
間
で
の
べ
１
０
０
名
の
住
民
に
ご
利
用
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

九
月
二
十
六
日
（
月
）
に
食
堂

売
店
部
会
と
観
光
案
内
部
会
・
管

理
人
合
同
の
視
察
研
修
会
を
行

い
ま
し
た
。 

ま
ず
湯
殿
山
総
本
寺
瀧
水
寺

大
日
坊
を
視
察
。
ご
住
職
の
お
話

の
中
で
「
御
諸
皇
子
」
ゆ
か
り
の

皇
壇
の
杉
が
話
題
に
出
て
、
清
川

の
御
諸
皇
子
神
社
が
頭
に
浮
か

び
ま
し
た
。
こ
の
後
、
安
置
さ
れ

て
い
る
即
身
仏
を
お
参
り
し
ま

し
た
。 

ま
た
昼
食
は
西
川
町
の
出
羽

屋
さ
ん
で
「
季
節
の
山
菜
料
理
」

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
食
事
の
味

付
け
や
器
に
つ
い
て
色
々
な
意

見
や
感
想
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。 

紙
芝
居
コ
ー
ナ
ー
（
清
河
八
郎
） 

十
月
三
十
一
日
か
ら
十
一
月
二
日
・
四
日 

【
御
殿
茶
屋 

ワ
ン
コ
イ
ン
感
謝
デ
ー
】 

ま
た
食
事
終
了
後
に
は
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
・
音

楽
推
進
委
員
の
飯
田
陽
子
さ
ん
に
よ
る
ミ
ニ
コ
ン
サ

ー
ト
も
開
催
。
最
終
日
は
佐
藤
千
晶
さ
ん
に
も
ご
出
演

い
た
だ
き
、
参
加
者
は
う
っ
と
り
し
た
表
情
で
聞
き
入

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

食
堂
売
店
部
会
・
観
光
案
内
部
会 

合
同
視
察
研
修
会 

【
カ
ニ
汁
販
売
】 

地
元
の
商
店
で
は
モ
ク
ズ
ガ
ニ

を
使
っ
た
カ
ニ
汁
を
販
売
、
熱
々
の

汁
を
啜
っ
て
冷
え
た
身
体
を
温
め

て
い
ま
し
た
。 

【
紙
甲
冑
着
付
け
体
験
】 

清
河
八
郎
記
念
館
で
は
「
紙
甲
冑

着
付
け
体
験
」
が
行
わ
れ
、
武
士
に

な
り
き
っ
て
写
真
撮
影
を
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。「
甲
冑
は
想
像
よ
り

重
た
か
っ
た
が
、
武
士
は
よ
り
重
い

甲
冑
を
身
に
着
け
て
戦
さ
を
し
て

い
た
の
は
凄
い
と
思
っ
た
。」
と
感

想
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

文
武
両
道
へ
の
道 

⑥ 

 

 

一
九
歳
の
時
、
弟
の
熊
次
郎
の
死
で
清
川

に
帰
り
、
家
業
を
助
け
て
い
ま
し
た
が
、

「
ど
う
し
て
も
ま
た
江
戸
に
出
て
学
問

を
」
と
父
に
頼
み
、
三
年
間
の
遊
学
の
許

可
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
父
は

八
郎
に
次
の
句
を
お
く
り
ま
し
た
。
「
雲

井
ま
で 

昇
ら
ば
帰
れ 

あ
げ
ひ
ば
り
」

二
一
歳
の
時
、
八
郎
は
京
都
・
九
州
を
旅

し
「
学
問
の
あ
る
者
は
武
術
に
も
す
ぐ
れ

て
い
る
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
知
り
、
二

二
歳
の
二
月
一
日
か
ら
、
神
田
お
玉
が
池

の
千
葉
周
作
道
場
「
玄
武
館
」
に
通
い
始

め
、
め
き
め
き
と
腕
を
上
げ
ま
し
た
。
普

通
三
年
位
か
か
る
「
初
目
録
」
を
一
年
で

と
り
、
二
九
歳
で
中
目
録
免
許
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
同
じ
道
場
の
坂
本
龍

馬
は
そ
の
年
に
初
目
録
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。 

 
 

 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
く
） 
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十
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
二
十

七
日
（
日
）
の
三
日
間
、
清
川
関
所(

川

口
番
所
・
船
見
番
所)

で
「
オ
ー
タ
ム

ナ
イ
ト
清
川
関
所
（
地
域
お
こ
し
協

力
隊
・
玉
越
隊
員
主
催
）」
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
。 

１１月２５日から２７日まで「オータムナイト清川関所」開催 

 

来
館
者
か
ら
は
「
昼
間
と
は
違
っ

た
雰
囲
気
の
川
口
番
所
や
船
見
番

所
を
見
な
が
ら
、
ゆ
っ
た
り
し
た
時

間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。」「
仕

事
の
帰
り
に
立
ち
寄
れ
て
よ
か
っ

た
。」
と
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。 

 

窓
の
明
か
り
が
灯
台
の
よ
う
な
船
見
番
所 

紙
芝
居
コ
ー
ナ
ー
（
清
河
八
郎
） 

清
河
塾
開
塾 

⑦ 

 

 

湯
島
聖
堂
に
天
下
の
秀
才
た
ち
が
集
ま
る
昌
平

こ
う
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
入
る
た
め
に
ま

ず
「
安
積
艮
斎
塾
」
に
入
っ
て
推
薦
を
受
け
ま

し
た
。
一
八
五
四
年
三
月
に
晴
れ
て
入
学
し
そ

の
感
想
を
故
郷
に
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
。

「
学
問
の
た
め
に
は
ま
る
で
な
り
ま
せ
ん
。
聖

堂
よ
り
大
豪
傑
が
出
た
こ
と
が
な
く
、
田
舎
で

は
公
儀
の
聖
堂
と
い
え
ば
大
変
な
と
こ
ろ
と
思

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
実
際
は
と
る
に
足
り

な
い
と
こ
ろ
で
す
。
」
八
郎
は
昌
平
こ
う
を
や

め
て
、
神
田
三
河
町
に
「
経
学
・
文
章
指
南
清

河
八
郎
」
と
看
板
を
出
し
、
清
河
八
郎
と
名
乗

り
ま
し
た
。
江
戸
で
最
年
少
の
二
五
歳
の
学
者

誕
生
で
あ
り
ま
し
た
。
二
回
の
火
事
に
逢
い
ま

し
た
が
、
三
回
目
神
田
お
玉
が
池
に
「
経
学
文

章
・
書
・
剣
指
南
清
河
八
郎
」
と
看
板
を
か
か

げ
ま
し
た
。
江
戸
広
し
と
い
え
ど
も
、
学
問
と

剣
術
を
同
時
に
教
え
ら
れ
る
塾
は
、
清
河
八
郎

塾
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
け
で
し
た
。
当
時
の
日
本

を
取
り
巻
く
国
際
的
な
政
治
状
況
が
八
郎
の
学

者
と
し
て
の
成
功
を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
く
） 

今
回
初
の
試
み
と
し
て
、
Ｄ
Ｊ 

Ｈ

Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ
さ
ん
に
よ
る
音
楽
を
楽
し

む
空
間
を
館
内
で
演
出
、
お
客
様
に

晩
秋
の
夜
を
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間

で
過
ご
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

ま
た
日
替
わ
り
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
、「
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
」
や
「
ア

フ
タ
ヌ
ー
ン
カ
フ
ェ
」
を
開
催
し
て
、

普
段
の
清
川
関
所
で
は
体
験
で
き
な

い
講
座
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

こ
の
三
日
間
は
午
後
七
時
半
ま
で

開
館
時
間
を
延
長
し
、
館
内
の
展
示

を
ご
見
学
い
た
だ
き
な
が
ら
、
角
蔵

珈
琲
さ
ん
（
狩
川
）
か
ら
ご
提
供
い

た
だ
い
た
、
清
川
珈
琲
や
た
こ
焼
き
、

ホ
ッ
ト
ド
ッ
ク
な
ど
を
来
館
者
に
お

召
し
上
が
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
講
座 

清
川
関
所
は 

【 

十
二
月
一
日

か
ら
二
月
二
十
八
日
ま
で 

】 

冬

季
休
業
と
な
り
ま
す
。 
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十
一
月
十
六
日(

水)

、
清
川
歴
史
公

園
に
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
の
今
野
章
氏

を
講
師
と
し
て
お
迎
え
し
て
、
歴
史
講

座
ｉ
ｎ
清
川
「
酒
井
家
庄
内
入
部
四
〇

〇
年
」
開
催
し
ま
し
た
。 

第
三
回
の
講
座
は
「
庄
内
藩
江
戸
市
中

取
締
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
、
清
河

八
郎
先
生
が
創
設
に
関
わ
っ
た
浪
士
組

か
ら
派
生
し
た
新
徴
組
と
庄
内
藩
藩

士
、
新
整
組
が
幕
府
よ
り
命
じ
ら
れ
て

た
「
江
戸
市
中
の
治
安
維
持
」
に
つ
い

て
、
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が

ら
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

第３回「清川歴史公園・歴史講座ｉｎ清川」開催 

受
講
者
か
ら
は
「
新
徴
組
が
狼
藉

者
を
取
り
押
さ
え
た
ら
幕
臣
だ
っ
た

と
い
う
話
は
衝
撃
で
し
た
。 

幕
末
に
お
け
る
江
戸
の
治
安
が
い

か
に
悪
化
し
て
い
た
か
よ
く
分
か
り

ま
し
た
。
」
と
の
声
が
聞
か
れ
ま
し

た
。 ま

た
講
演
の
前
に
は
、
き
よ
か
わ

観
光
ガ
イ
ド
の
会
に
よ
る
「
ま
ち
歩

き
」
を
実
施
。
清
川
関
所
周
辺
や
御
殿

林
な
ど
に
参
加
者
を
ご
案
内
し
ま
し

た
。 な

お
来
年
度
も
館
内
の
企
画
展
示

に
沿
っ
た
講
座
を
開
催
す
べ
く
、
現

在
計
画
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

 紙
芝
居
コ
ー
ナ
ー
（
清
河
八
郎
） 

 

西
遊
草
（
奉
母
行
） 

⑧ 

   

一
八
五
五
年
、
今
後
の
方
針
を
立
て
る
為
帰
郷

し
た
八
郎
は
、
七
年
間
親
孝
行
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
わ
び
、
母
を
連
れ
て
「
伊
勢
参
り
」
を

思
い
た
ち
ま
し
た
。
父
の
許
し
を
も
ら
っ
て
、

母
亀
代
四
〇
歳
、
下
男
貞
吉
の
一
行
は
、
鶴
岡

を
四
月
二
一
日
に
出
発
し
、
九
月
一
〇
日
に
帰

着
し
ま
し
た
。
そ
の
間
一
六
九
日
の
間
の
日
々

の
見
聞
を
母
の
老
後
の
思
い
出
の
種
に
、
ま
た

弟
や
妹
の
伊
勢
参
り
の
参
考
に
な
ろ
う
と
考
え

詳
し
く
書
き
と
め
ま
し
た
。
全
一
一
巻
八
冊
、

こ
れ
が
西
遊
草
で
す
。
一
行
は
越
後
路
を
た
ど

り
、
信
州
・
善
光
寺
を
お
参
り
、
四
月
末
か
ら

五
月
初
め
に
伊
勢
参
り
を
す
ま
せ
、
奈
良
・
京

都
・
大
阪
と
四
国
に
渡
っ
て
、
金
比
羅
を
お
参

り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
瀬
戸
内
海
を
渡
り
、

安
芸
の
宮
島
、
岩
国
の
錦
帯
橋
を
見
て
、
そ
の

帰
り
道
に
、
京
の
祇
園
祭
り
、
大
阪
の
天
神
祭

り
、
天
橋
立
、
近
江
の
石
山
寺
、
三
井
寺
江
戸

で
は
一
か
月
ほ
ど
芝
居
な
ど
を
見
物
し
て
母
の

心
残
り
が
な
い
よ
う
に
、
く
ま
な
く
連
れ
て
歩

き
ま
し
た
。
八
郎
は
、
道
中
母
に
心
づ
か
い
し

夜
に
宿
屋
の
薄
暗
い
灯
の
下
で
、
日
々
の
見
聞

を
つ
づ
っ
た
の
で
す
。 

（
次
号
へ
つ
づ
く
） 

 

 

幕
末
は
「
清
河
八
郎
」が
幕
を
開
け
、

 

「
坂
本
龍
馬
」
が
閉
じ
た
！ 

清
河
八
郎
っ
て
？ 

★
清
川
村
の
造
酒
屋
の
長
男
。 

★
一
八
歳
で
江
戸
へ
。
学
問
を
学
び 

「
清
河
塾
」
を
創
る
。 

★
坂
本
龍
馬
ら
と
北
辰
一
刀
流
を

学
ぶ
。
山
岡
鉄
舟
と
「
虎
尾
の
会
」

を
結
成
。
日
本
を
守
る
為
、
変
え
る

為
動
き
出
す
。 

西
の
吉
田
松
陰 

東
の
清
河
八
郎 

★
「
新
選
組
」「
新
徴
組
」
の
前
身

で
あ
る
「
浪
士
組
」
を
結
成
。 

★
明
治
維
新
の
火
を
つ
け
た
人

物
で
あ
る
。 

 

 
維
新
の
魁 

清
河
八
郎
を 

大
河
ド
ラ
マ
に
！ 

【
「
清
河
八
郎
」
大
河
ド
ラ
マ
誘
致
協
議
会
】 

八郎グッズ＆八郎スイーツを販売青

少年ボランティアによる八郎 PR 

in 関所まつり 


