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三吉梵天祭（１月17日）
　

一
月　

十
七
日
（
水
）
午
前
六
時　

梵
　
天
　
祭

　

一
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時　

ど
　

ん
　

と
　

祭

宮
司　

田　

村　

泰　

教

　

天
皇
陛
下
の
ご
譲
位
に
関
す
る
日
程
が
固
ま
っ
た
。

平
成
の
御
代
は
再
来
年
（
平
成
三
十
一
年
）
四
月
三
十

日
ま
で
と
な
り
、
翌
五
月
一
日
に
皇
太
子
殿
下
が 

ご
即
位
あ
そ
ば
さ
れ
る
。
▽
昭
和
天
皇
が
崩
御
な
さ

れ
た
折
、
マ
ス
コ
ミ
の
回
顧
報
道
で
「
激
動
の
昭
和
」

と
い
う
表
現
が
良
く
用
い
ら
れ
た
。
大
戦
が
あ
り
、

敗
戦
・
占
領
下
を
経
て
、
奇
跡
の
復
興
、
高
度
経
済

成
長
、
バ
ブ
ル
景
気
…
。
ま
さ
に
、
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー

ス
タ
ー
の
よ
う
な
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
が
、
怒
涛

の
如
く
国
全
体
を
、
そ
し
て
人
々
を
飲
み
込
ん
で
い
っ

た
。
▽
こ
の
平
成
は
ど
う
振
り
返
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

阪
神
淡
路
・
東
日
本
と
二
つ
の
大
き
な
震
災
が
起
き

た
。
そ
の
他
に
も
各
地
で
天
災
が
相
次
ぎ
、
原
発
事

故
や
オ
ウ
ム
事
件
な
ど
様
々
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
決

し
て
平
成
の
名
の
通
り
、
穏
や
か
な
こ
と
ば
か
り
で

は
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
に
違
い
な
い
。

▽
国
の
象
徴
で
あ
ら
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
も
、
陛
下

は
「
国
安
け
れ
、
民
安
け
れ
」
と
国
家
国
民
の
安
寧

と
繁
栄
を
祈
ら
れ
、
そ
の
祭
祀
を
大
切
に
守
り
続
け

て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
大
御
心
の
ま
に
ま
に
、
残
る
一

年
余
り
、
大
き
な
波
の
立
た
な
い
平
穏
な
月
日
を
重

ね
て
、
国
全
体
が
喜
び
と
と
も
に
新
し
い
代
を
迎
え

ら
れ
る
よ
う
に
。
▽
心
清
々
し
い
新
年
と
な
り
ま
す

よ
う
、
衷
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

年
始
特
殊
神
事
日
程
表
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地
元
シ
リ
ー
ズ
�

つ
よ
く
、
た
く
ま
し
い
三
吉
さ
ん
の
梵
天

責
任
役
員
　
佐
　
藤
　
　
　
勲

（
赤
沼
在
住
）

　

昔
々
、
…

と
い
っ
て
も

今
か
ら
七
十

〜
六
十
年
前

の
話
に
な
り

ま
す
が
、
三
吉
神
社
の
坂
の
下
で
原
木

丸
太
を
積
み
込
ん
だ
馬
車
が
つ
ら
な
っ

て
一
休
み
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

馬
は
太
平
方
面
か
ら
の
荷
運
び
で

び
っ
し
ょ
り
汗
を
か
い
て
い
て
、
こ
れ

か
ら
の
坂
上
り
を
前
に
小
休
止
と
い
う

風
景
で
し
た
。

　

い
つ
も
満
員
の
バ
ス
も
通
っ
て
お
り

ま
し
た
。

　

赤
沼
の
両
側
か
ら
家
が
せ
り
出
す
よ

う
な
道
路
を
バ
ス
が
通
っ
て
い
て
、
よ

く
曲
が
り
角
の
家
の
庇
を
壊
し
た
り
、

途
中
で
バ
ス
ど
う
し
の
交
差
で
車
掌
の

ピ
ー
、
ピ
ー
と
い
う
笛
に
誘
導
さ
れ
な

が
ら
ず
っ
と
バ
ッ
ク
し
た
り
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
あ
の
道
路

で
野
球
と
か
サ
ッ
カ
ー
と
か
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
も
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
突
然
、

誰
か
が
〝
巡
査
き
た
〟
と
叫
ぶ
と
一
斉

に
そ
れ
こ
そ
蜘
蛛
の
子
を
散
ら
す
よ
う

に
逃
げ
去
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

た
ま
に
巡
査
に
つ
か
ま
っ
て
「
道
路

で
遊
ぶ
な
」
と
怒
ら
れ
る
と
、「
ん
だ
っ

て
遊
ぶ
場
所
が
ね
ェ
も
の
」
と
口
応
え

な
ど
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

時
代
も
移
り
、
人
も
変
わ
り
、
あ
た

り
の
風
景
も
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

今
や
、
あ
の
道
路
で
遊
ぶ
子
ど
も
た

ち
の
姿
は
な
く
、
あ
の
馬
車
も
あ
の
バ

ス
も
遠
く
消
え
た
風
景
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
三
吉
さ
ん
の
梵
天
に
つ
ど

う
〝
わ
げ
ェ
も
の
〟
勢
が
あ
の
道
路
を

じ
ょ
や
さ
、
じ
ょ
や
さ
と
ば
か
り
「
人

に
押
し
負
け
大
き
ら
い
」
と
声
を
張
り

上
げ
、
梵
天
に
心
身
を
委
ね
、〝
一
年

の
幸
を
願
う
〟
心
意
気
は
少
し
も
変
わ

る
こ
と
な
く
い
や
さ
か
の
風
景
と
な
っ

て
き
ま
し
た
。

　

さ
ぁ
、
梵
天
は
い
よ
い
よ
境
内
に

入
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ぁ
さ
ぁ
小
競
り

合
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
梵
天
を
守
る

も
攻
め
る
も
そ
れ
ぞ
れ
入
り
乱
れ
な
が

ら
石
段
の
下
ま
で
き
ま
す
と
、
一
斉
に

隊
列
を
正
し
て
、
さ
て
こ
れ
か
ら
い
よ

い
よ
ひ
と
勝
負
だ
と
わ
く
わ
く
感
と
緊

張
感
で
肩
肘
張
っ
て
、
や
が
て
押
し
合

い
ひ
し
あ
い
の
大
乱
れ
と
な
っ
て
、
あ

と
は
誰
も
制
御
不
能
の
成
り
ゆ
き
任
せ

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
誰
し
も
一
心
不
乱
の
大
騒
ぎ

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
あ
た
り
か

ま
わ
ず
の
も
み
合
い
の
な
か
、
わ
れ
先

に
梵
天
に
寄
り
添
っ
て
い
た
つ
も
り
が

気
が
付
い
た
ら
〝
お
ら
ほ
の
梵
天
ど
さ

え
っ
た
〟
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
な

ん
と
か
わ
が
梵
天
め
ざ
し
て
押
し
合
い
、

へ
し
あ
い
の
新
し
い
渦
を
巻
き
起
こ
そ

う
と
し
て
み
ま
す
が
、
た
ち
ま
ち
大
き

な
渦
に
の
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う

の
が
〝
人
に
押
し
負
け
大
き
ら
い
〟
の

や
り
と
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。

　

手
を
あ
げ
、
肩
を
怒
ら
し
、
渾
身

の
力
を
振
り
絞
る
あ
の
大
渦
の
さ
な

か
で
周
り
は
ど
こ
の
だ
れ
と
も
知
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
な
ん
と
か

梵
天
を
納
め
て
ふ
と
あ
た
り
を
み
る
と

三
々
五
々
仲
間
ど
う
し
が
集
ま
っ
て
き

て
、
太
平
山
に
一
礼
し
て
、
さ
ぁ
、
今

年
も
元
気
は
つ
ら
つ
で
過
ご
し
て
行
こ

う
と
い
う
清
涼
感
を
わ
か
ち
あ
う
と
こ

ろ
で
す
。

赤沼町内梵天
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皆
さ
ん
、

こ
ん
に
ち
は

今
年
も
残
す

と
こ
ろ
あ
と

わ
ず
か
と
な

り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に

お
過
ご
し
で
す
か
。

　

今
年
の
山
シ
ー
ズ
ン
は
、
悪
天
候
に

泣
か
さ
れ
た
最
初
は
二
月
の
湿
り
気
の

多
い
大
雪
に
よ
る
旭
又
の
橋
の
崩
落
か

ら
始
ま
り
五
月
中
旬
の
視
察
及
び
前
準

備
の
為
の
登
山
時
も
雨
の
中
、
作
業
を

行
い
ヘ
リ
で
の
荷
上
げ
の
時
は
、
入
山

し
た
日
か
ら
予
定
日
ま
連
日
の
雨
模
様

の
為
三
日
間
順
延
し
、
よ
う
や
く
行
わ

れ
た
。
斎
館
の
玄
関
に
山
の
様
に
あ
っ

た
荷
物
約
四
ト
ン
を
ヘ
リ
六
往
復
し
一

時
間
半
で
山
頂
に
上
が
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
山
勤
務
が
始
ま

り
を
向
え
た
。

　

春
に
雪
が
解
け
地
面
に
浸
透
し
水
流

が
生
ま
れ
、
私
達
の
水
道
水
に
な
り
、

ま
た
は
農
作
物
を
成
長
さ
せ
山
の
中
で

は
、
木
々
が
芽
吹
き
山
菜
の
シ
ー
ズ
ン

に
入
り
、
秋
ま
で
の
間
に
い
ろ
ん
な
山

の
幸
が
採
れ
る
。
私
は
以
前
に
も
少
し

だ
け
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
数

年
前
か
ら
ゼ
ン
マ
イ
採
り
を
再
開
し
タ

ラ
の
芽
、
さ
し
ぼ
、
シ
ド
ケ
、
ア
イ
コ
、

タ
ケ
ノ
コ
と
春
の
山
の
幸
を
秋
に
は
さ

ぼ
だ
し
、
な
め
こ
な
ど
の
キ
ノ
コ
を
採

り
山
の
恵
み
に
感
謝
し
て
い
る
。
時
期

折
々
の
山
の
幸
を
登
り
な
が
ら
採
り
一

週
間
の
山
勤
務
の
中
で
の
食
材
と
し
て

少
し
頂
い
て
山
頂
で
の
活
力
と
し
て
い

る
。

　

し
か
し
、
い
ろ
ん
な
幸
を
頂
け
る
の

は
う
れ
し
い
の
だ
が
、
時
に
し
て
命
に

係
わ
る
こ
と
も
数
多
い
今
年
二
月
下
旬

に
は
高
校
の
五
十
代
の
先
生
が
中
岳
か

ら
の
下
山
時
に
滑
落
し
四
月
下
旬
に
発

見
さ
れ
た
。
シ
ー
ズ
ン
中
は
週
末
に
悪

天
候
の
日
や
低
温
の
日
が
多
か
っ
た
り

し
て
登
山
者
が
少
な
く
参
籠
所
の
宿
泊

予
約
キ
ャ
ン
セ
ル
が
多
く
な
っ
た
。
八

月
初
旬
に
は
宿
泊
予
定
の
方
が
登
山
途

中
に
体
調
不
良
と
な
り
十
九
時
頃
下
山

が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
八
月
下
旬
の
集

中
豪
雨
の
翌
日
に
野
田
か
ら
入
山
さ
れ

た
方
は
、
沢
沿
い
を
登
っ
て
る
と
き
に

危
う
く
濁
流
に
流
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た

よ
う
で
到
着
予
定
よ
り
も
三
時
間
遅
れ

の
十
八
時
半
頃
に
到
着
し
た
。
そ
の
方

の
話
に
よ
る
と
野
田
の
農
道
も
抉
ら
れ

て
い
た
り
、
登
り
口

の
道
も
川
と
化
し
て

い
た
そ
う
で
す
。
九

月
に
入
り
登
ろ
う
会
、

延
期
に
な
っ
て
い
た

山
ガ
ー
ル
登
山
、
閉

山
祭
と
予
定
行
事
も

無
事
に
終
わ
り
、
い

よ
い
よ
山
閉
め
を
向

え
る
事
と
な
っ
た
の
だ
が
雨
模
様
の

中
、
空
の
顔
色
を
見
な
が
ら
短
時
間
勝

負
で
の
作
業
と
な
っ
た
。
冬
期
間
な
に

も
起
こ
ら
な
い
事
を
願
い
山
頂
を
後
に

し
た
。

　

先
月
初
旬
に
本
閉
め
の
為
、
再
度

登
っ
た
が
下
山
時
に
駐
車
場
を
目
の

前
に
し
て
転
ん
で
手
を
痛
め
て
し
ま
っ

た
。「
幾
度
と
な
く
歩
い
て
い
る
道
な

の
に
」
と
後
悔
し
慣
れ
と
気
の
緩
み
の

怖
さ
を
感
じ
た
今
季
最
後
の
山
と
な
っ

た
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
一
年
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
来
る
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

11月の本閉め作業

太平山のナメコ

言
挙
げ
�

山
と
共
に

職
員
　
今
　
野
　
俊
　
彦
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みよしスケッチ

　

本
年
も
多
く
の
方
の
神
人
奉
仕

に
よ
り
、
御
神
体
を
奥
宮
よ
り
里
宮

に
遷
御
い
た
し
ま
し
た
。

　

大
川
あ
け
み
氏
（
秋
田
市
）
が

優
勝
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
潟
よ
り
二
十
一
名
様
が
正
式

参
拝
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

　

台
湾
か
ら
二
十
名
様
が
参
拝
さ

れ
ま
し
た
。

　

多
数
の
ご
参
列
を
頂
き
、
厳
粛
に

斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　

古
い
印
鑑
や
表
札
を
、
印
章
塚

に
お
納
め
し
ま
し
た
。

　

親
し
ん
だ
人
形
に
感
謝
し
、
お

焚
き
上
げ
神
事
を
行
い
ま
し
た
。

食
街
道
周
遊
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
十
一
月
七
日
）

三
吉
節
全
国
大
会
（
九
月
十
七
日
）

閉
山
祭
（
九
月
十
七
日
）

人
形
感
謝
祭
（
十
月
一
日
）

印
章
供
養
祭
（
十
月
一
日
）

秋
季
例
大
祭
（
十
月
十
六
日
・
十
七
日
）

蒲
原
神
社
（
十
一
月
八
日
）
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手
形
山
幼
稚
園
の
園
児
を
ご
招

待
い
た
し
ま
し
た
。

　

如
斯
亭
・
金
砂
神
社
等
を
見
て

ま
わ
り
、
約
八
キ
ロ
を
歩
き
ま
し

た
。

みよしスケッチ
　

元
気
な
お
子
さ
ん
が
お
参
り
を

さ
れ
ま
し
た
。

　

明
年
の
村
梵
天
奉
納
に
つ
い
て

話
合
い
を
行
い
ま
し
た
。

　

梵
天
祭
の
作
業
に
つ
い
て
打
合

せ
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
年
の
神
宮
大
麻
、
暦
の
頒
布

始
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
年
の
三
吉
梵
天
祭
に
つ
い
て

打
合
せ
を
行
い
ま
し
た
。

歩
こ
う
会
（
十
月
二
十
二
日
）

村
梵
天
代
表
者
懇
談
会 

（
十
一
月
二
日
）

自
衛
警
備
隊
総
会 

（
十
一
月
九
日
）

梵
天
打
合
せ
会
（
十
一
月
十
七
日
）

大
麻
・
暦
頒
布
始
祭
（
十
一
月
十
五
日
）

園
児
お
茶
会
（
九
月
二
十
七
日
）

七
五
三
詣
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お正月の松飾りや縁起物、或いは古い神札・お守りなどをお焚き上げいたします。当
日ご都合のよろしくない方は、予め所定の位置にお納め下さい。

〜書籍やぬいぐるみ・置物など神社にご縁のない物や不燃物はお預かりできません。
　○人形類は10月の人形感謝祭にお持ち下さい。
　○環境への配慮からビニール袋等は外してお納め下さい。

1月28日（日）
午前10時〜午後3時

厄年・年祝いのご案内
厄年のお祓いや還暦・古稀などの年祝いを迎えられた方々の無病息災・除災招福のご祈願祭を随時
行っております。（団体様やホテル等での出張祈願をご希望の方はお気軽にお問合せ下さい。）

平成30年（戊戌）　厄年・年祝い一覧
生まれた年 え　　と 男　性 女　性 年齢（かぞえ）

大正　９　年生  申（さる） 白　寿（はくじゅ） 99歳
昭和　４　年生  巳（へび） 卒　寿（そつじゅ） 90歳
昭和　６　年生  未（ひつじ） 米　寿（べいじゅ） 88歳
昭和１４年生  卯（うさぎ） 傘　寿（さんじゅ） 80歳
昭和１７年生  午（うま） 喜　寿（きじゅ）　 77歳
昭和２４年生  丑（うし） 古　稀（こ　き）　 70歳
昭和３２年生  酉（とり） 後　厄 62歳
昭和３３年生  戌（いぬ） 還　暦（かんれき　大厄） 61歳
昭和３４年生  亥（いのしし） 前　厄 60歳
昭和５１年生  辰（たつ） 後　厄 43歳
昭和５２年生  巳（へび） 大　厄 厄 42歳
昭和５３年生  午（うま） 前　厄 41歳
昭和５６年生  酉（とり） 後　厄 38歳
昭和５７年生  戌（いぬ） 厄 大　厄 37歳
昭和５８年生  亥（いのしし） 前　厄 36歳
昭和６０年生  丑（うし） 後　厄 34歳
昭和６１年生  寅（とら） 厄 大　厄 33歳
昭和６２年生  卯（うさぎ） 前　厄 32歳
平成　５　年生  酉（とり） 後　厄 26歳
平成　６　年生  戌（いぬ） 大　厄 厄 25歳
平成　７　年生  亥（いのしし） 前　厄 24歳
平成１０年生  寅（とら） 成　人 満20歳
平成１１年生  卯（うさぎ） 後　厄 20歳
平成１２年生  辰（たつ） 厄 大　厄 19歳
平成１３年生  巳（へび） 前　厄 18歳
平成１８年生  戌（いぬ） 十三参り 13歳

※
年
齢
は
数
え
年
で
す
の
で
、
誕
生
日
に
か
か
わ
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
年
を
迎
え
る
と
一
つ
年
を
と
り
ま
す
。

どんと祭
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１月１日（月）

１月17日（水）

５月７日（月）

５月８日（火）

６月30日（土）

１月28日（日）

２月３日（土）

２月11日（日）

午前零時

神事
午前 6 時

午後６時

午後３時

午前 10 時

午前 10 時

午前９時

奉納
午前10時半〜正午

午前 11 時

歳　旦　祭

梵　天　祭

春季例大祭宵宮祭

夏越の大祓

春季例大祭当日祭

ど　ん　と　祭

節　分　祭

紀　元　祭

国家の安泰と皆様のご安寧をお祈りいたします

力の神である《三吉霊神》にあやかろうと威勢良
く先陣を争い梵天を奉納する秋田の冬の伝統行事

（８頁参照）

五穀豊穣や家内安全、各種産業の発展を祈る
春の例大祭

上半期の最後の日に、自分の罪けがれを祓い清め
ます

古くなったお札、お守、縁起物をお焚上げいたし
ます（６頁参照）

福豆をまき供え、除災招福を祈ります

神武天皇建国の偉業を偲び、日本の繁栄と世界平
和を祈念いたします

平成30年　上半期主な祭典・行事予定

師
走
の
大
祓
式

　

こ
の
一
年
の
閒
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
自
分
の
身
に

積
も
っ
た
罪
け
が
れ
を
、
形
代
（
か
た
し
ろ
）
に
託
し
て

祓
い
清
め
、
心
身
と
も
に
清
々
し
く
新
年
を
迎
え
る
た
め

の
節
目
の
神
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

多
事
多
忙
と
は
存
じ
ま
す
が
、是
非
ご
参
列
下
さ
い
ま
す

よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、　
日
時
　
十
二
月
三
十
一
日
︵
日
︶　
午
後
二
時

一
、　
於
　
　
神
社
拝
殿

○
ご
都
合
の
つ
か
な
い
方
は
、

形
代
で
ご
自
身
の
身
を
祓

い
清
め
、
随
時
ご
持
参
又

は
ご
郵
送
下
さ
れ
ば
三 

十
一
日
当
日
神
事
ご
奉
仕

の
上
、
御
神
符
を
お
送
り

い
た
し
ま
す
。

○
当
日
ご
参
列
の
方
は
、
参

列
で
き
な
い
ご
家
族
の
方

の
形
代
を
ご
持
参
下
さ
い
。

※
形
代
︵
か
た
し
ろ
︶
は
神
社
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
必
要

な
数
を
ご
連
絡
下
さ
い
。
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