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【
豊と
よ

葦あ
し

原は
ら

の
瑞み

ず

穂ほ

の
国
】
と
称
さ
れ
る
我
が
国

に
お
い
て
【
斎ゆ
に
わ庭
稲
穂
の
神し

ん
ち
ょ
く勅
】
に
よ
っ
て
も

た
さ
れ
た
お
米
は
、
歴
史
的
・
文
化
的
に
も
、

単
な
る
主
食
以
上
の
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

▽
米
価
の
高
騰
が
連
日
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ

ら
れ
、
世
は
ま
さ
に
令
和
の
米
騒
動
。
備
蓄
米

の
放
出
で
、
価
格
は
多
少
落
ち
着
く
兆
し
は
あ

る
も
の
の
、
こ
れ
ほ
ど
お
米
の
価
格
が
話
題
に

上
る
こ
と
は
記
憶
に
な
い
。
▽
い
ち
消
費
者
と

し
て
、
大
幅
な
値
上
が
り
は
当
然
困
り
も
の
だ

が
、
米
農
家
の
存
在
が
身
近
な
秋
田
在
住
者
と

し
て
は
、
今
ま
で
が
余
り
に
も
安
す
ぎ
た
の
で

は
？
と
い
う
思
い
も
よ
ぎ
る
。
▽
天
候
不
順
や

温
暖
化
、
経
費
の
増
大
や
後
継
者
不
足
な
ど
、

農
家
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い

る
。
値
段
が
上
が
っ
た
途
端
に
大
騒
ぎ
、
で
は

な
く
、
も
う
少
し
普
段
か
ら
、
我
々
の
命
の
源

と
な
る
食
を
担
う
農
業
に
つ
い
て
、関
心
を
払
っ

て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
▽
今
後
も
、
永
続
的
に

私
た
ち
の
お
腹
を
満
た
し
、
安
心
と
幸
福
感
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
り
続
け
ら
れ
る

よ
う
に
。
今
回
の
一
連
の
騒
ぎ
を
、
こ
の
国
に

お
け
る
お
米
の
重
要
性
を
再
認
識
し
、
様
々
な

問
題
を
解
く
処
方
箋
を
作
る
機
会
と
し
た
い
。

安
易
に
輸
入
に
依
存
す
る
な
ど
は
、
も
っ
て
の

外
だ
。
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令
和
五

年
七
月
豪

雨
災
害
に

よ
り
、
太
平

山
も
各
所

で
土
砂
崩

れ
や
崩
落
な
ど
通
行
に
支
障
を
き

た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も

特
に
旭
又
登
山
道
と
仁
別
林
道
の

被
害
は
凄
ま
じ
く
、
現
在
で
も
使

用
で
き
る
状
況
に
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
五
年
か
ら
山
頂
の
参
籠
所
も

開
設
で
き
ず
、
非
常
に
残
念
な
思

い
で
す
。

今
年
も
通
常
で
あ
れ
ば
山
の
季

節
が
は
じ
ま
る
時
期
と
な
り
ま
し

た
。
今
回
は
発
災
直
後
の
令
和
五

年
開
山
祭
の
こ
と
を
振
り
返
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

令
和
五
年
七
月
十
六
日
午
前
、

協
力
会
員
と
共
に
翌
日
の
開
山
祭

で
通
る
登
山
口
ま
で
の
車
道
を
確

認
し
に
出
か
け
ま
し
た
。
こ
の
前

日
に
秋
田
を
襲
っ
た
豪
雨
災
害
の

為
、
川
は
道
路
際
ま
で
増
水
し
道

中
あ
ち
こ
ち
で
岩
が
崩
れ
て
い
た

り
車
道
が
川
の
よ
う
に
な
っ
て
い

た
り
で
目
を
疑
う
光
景
で
し
た
。

仁
別
の
林
道
入
口
で
は
土
砂
崩
れ

に
よ
り
、
旭
又
登
山
口
へ
は
車
で

通
行
で
き
ま
せ
ん
。
前
岳
の
登
山

口
ま
で
は
車
で
た
ど
り
着
け
た
の

で
、
翌
日
は
前
岳
、
中
岳
を
通
り

縦
走
ル
ー
ト
で
御
分
霊
を
お
遷
し

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ

の
ル
ー
ト
は
距
離
が
長
く
道
も
険

し
い
た
め
安
全
策
を
と
り
、
人
数

を
絞
っ
て
入
山
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

当
日
、
私
と
神
人
、
神
社
協
力

会
員
計
十
二
名
で
入
山
、
中
岳
以

降
の
道
は
普
段
か
ら
の
人
通
り
の

少
な
さ
か
ら
草
が
生
い
茂
り
、
藪

を
掻
き
分
け
細
い
道
を
確
認
し
な

が
ら
進
む
こ
と
と
な
り
、
奥
宮
に

は
日
没
間
際
、
八
時
間
を
費
や
し

て
到
着
し
ま
し
た
。
奥
宮
で
開
山

祭
を
奉
仕
し
た
後
、
皆
で
下
山
の

計
画
を
し
、
多
少
時
間
が
か
か
っ

て
も
旭
又
登
山
口
を
目
指
し
て
下

山
、
そ
の
先
の
車
道
も
歩
い
て

帰
っ
た
ほ
う
が
安
全
で
は
な
い
か

と
の
結
論
に
到
り
ま
し
た
。
こ
の

時
は
ま
だ
旭
又
登
山
道
や
仁
別
林

道
の
惨
状
を
知
り
ま
せ
ん
。

翌
十
八
日
、
私
は
奥
宮
勤
務
の

為
参
籠
所
に
残
り
、
神
人
と
協
力

会
員
に
て
朝
七
時
に
下
山
を
開
始

し
ま
し
た
が
、
途
中
の
無
線
連
絡

で
登
山
道
の
凄
惨
な
状
況
が
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。「
橋
が
流
さ
れ
て

い
て
川
を
渡
る
し
か
な
い
」「
旭

又
駐
車
場
が
見
る
影
も
な
い
」「
車

道
が
崩
落
し
て
い
る
」
な
ど
の
情

報
に
耳
を
疑
い
な
が
ら
、
神
人
や

協
力
会
員
の
無
事
下
山
を
祈
り
ま

し
た
。
そ
の
日
一
行
が
里
宮
に
到

着
し
た
の
は
午
後
七
時
、
途
中
食

事
も
せ
ず
に
十
二
時
間
か
け
て
の

下
山
と
な
り
ま
し
た
。

通
常
通
り
に
奥
宮
を
開
け
て
い

ら
れ
る
状
況
に
な
い
こ
と
か
ら
宮

司
よ
り
指
示
が
あ
り
、
私
は
奥
宮

と
参
籠
所
を
あ
る
程
度
片
付
け

て
、
雨
が
止
む
の
を
待
ち
二
十
日

に
中
岳
ル
ー
ト
を
通
り
下
山
し
ま

し
た
。

そ
の
後
、
神
社
協
力
会
員
に
助

勢
を
い
た
だ
き
臨
時
閉
山
祭
、
奥

宮
参
籠
所
の
閉
鎖
作
業
を
行
い
、

中
岳
ル
ー
ト
を
通
っ
て
無
事
に
御

分
霊
を
里
宮
ま
で
お
遷
し
い
た
し

ま
し
た
。

明
く
る
令
和
六
年
は
助
成
者
の

力
を
お
借
り
し
て
草
刈
を
行
い
野

田
登
山
道
よ
り
入
山
し
、
無
事
に

臨
時
開
山
祭
・
閉
山
祭
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
す
べ
て
の
行

事
・
作
業
に
お
い
て
神
人
の
皆

様
、
協
力
会
員
、
協
力
者
の
皆
様

の
お
力
添
え
無
く
し
て
は
成
し
遂

げ
ら
れ
ず
、
改
め
て
深
く
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

太
平
山
山
頂
で
は
奥
宮
や
参
籠

所
の
建
物
に
も
豪
雨
に
よ
る
被
害

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
登
山

道
が
復
旧
す
る
ま
で
は
初
心
者
の

方
が
気
軽
に
登
る
こ
と
の
で
き
な

い
山
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

現
在
は
あ
り
が
た
い
こ
と
に
行

政
当
局
の
ご
尽
力
に
よ
り
仁
別
林

道
の
復
旧
工
事
が
続
い
て
い
ま

す
。
全
面
復
旧
へ
の
道
の
り
は
長

い
で
す
が
、
一
日
も
早
く
以
前
の

よ
う
に
多
く
の
登
山
者
で
賑
わ
う

山
頂
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
ば

か
り
で
す
。

開山祭下山 道なき道を行く被害視察 林道崩落箇所

言
挙
げ
�

豪
雨
災
害
を
振
り
返
る禰

宜
　
本
　
庄
　
泰
　
孝
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山
が
好
き
で
時
間
を
作
っ
て
は

よ
く
登
っ
て
ま
し
た
。
特
に
家
か

ら
の
距
離
、
登
る
の
に
か
か
る
時

間
か
ら
太
平
山
の
奥
岳
に
至
る
旭

又
コ
ー
ス
は
最
高
で
し
た
。
た
だ

残
念
な
が
ら
令
和
五
年
度
の
大
雨

で
車
道
、
駐
車
場
、
橋
等
が
壊
れ

今
だ
に
復
旧
で
き
て
な
い
状
況
で

す
。

　

何
回
も
登
る
も
の
で
す
か
ら
、

そ
の
う
ち
山
の
作
業
を
手
伝
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
切
っ
掛
け

と
な
っ
て
だ
ん
だ
ん
神
社
の
様
々

な
行
事
、
作
業
の
お
手
伝
い
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
奥
岳
に
参
拝
者
、
登
山
者
等
の

た
め
に
必
要
な
物
資
を
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
で
揚
げ
る
「
荷
揚
げ
作
業
」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
無
事
終

了
す
る
と
次
に
直
会
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
際
、
私
の
家
で
ジ
ュ
ン

サ
イ
を
生
産
し
て
い
る
も
の
で
す

か
ら
、
持
っ
て
い
っ
て
み
ん
な
で

食
べ
る
の
が
習
慣
み
た
い
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
に

つ
い
て
あ
れ
こ
れ
記
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ジ
ュ
ン
サ
イ
は
ヒ
ツ
ジ
グ
サ
科

の
多
年
生
水
草
で
す
。
北
海
道
か

ら
九
州
に
至
る
全
国
各
地
の
池
や

沼
に
生
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
分
布
は
朝
鮮
、
中
国
、
イ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
フ
リ
カ
西

部
、
北
ア
メ
リ
カ
な
ど
広
範
囲
に

わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

ジ
ュ
ン
サ
イ
は
、
古
く
か
ら
食

用
と
し
て
知
ら
れ
古
名「
ぬ
な
は
」

と
し
て
古
事
記
（
応
神
天
皇
）、

万
葉
集
（
巻
七
―
一
三
五
二
）
等

に
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

秋
田
県
三
種
町
の
山
本
地
区

（
旧
山
本
町
）
に
周
囲
四
～
五
㌖
、

水
面
積
約
五
〇
㌶
の
角か

く

助す
け

沼
が
あ

り
ま
す
。
か
つ
て
は
水
面
一
帯
が

ジ
ュ
ン
サ
イ
の
葉
で
覆
わ
れ
、
高

品
質
で
、
生
産
量
も
多
か
っ
た

が
、
せ
い
ぜ
い
自
家
用
お
よ
び
知

人
、
親
戚
へ
の
手
土
産
程
度
し
か

採
取
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
兵
庫
県
明
石
市
の

金
陵
食
品
加
工
会
社
が
現
地
調
査

し
工
場
建
設
に
踏
み
き
っ
た
こ
と

か
ら
山
本
地
区
が
特
産
品
と
し
て

ジ
ュ
ン
サ
イ
が
県
内
外
に
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

最
盛
期
に
は
摘
み
人
が
一
日
三
〇

～
四
〇
も
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

一
九
七
九
年
の
水
害
で
壊
滅
状
態

と
な
り
、
現
在
角
助
沼
に
は
ジ
ュ

ン
サ
イ
は
生
え
て
い
ま
せ
ん
。

　

ジ
ュ
ン
サ
イ
は
小
舟
に
乗
っ
て

手
で
摘
み
取
り
ま
す
が
、
同
じ
姿

勢
で
長
時
間
の
作
業
と
な
る
た
め

腰
や
肩
に
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

ま
た
、
採
取
時
期
が
五
～
八
月
に

限
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
若
い

人
の
摘
み
人
は
な
か
な
か
あ
ら
わ

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
生
産
を
止

め
る
人
が
最
近
増
え
て
お
り
、
捨

て
ら
れ
た
沼
が
目
に
つ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
全
く
な
く
な
る
こ

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
機
械

化
が
進
む
世
の
中
で
、
手
作
業
に

頼
る
ジ
ュ
ン
サ
イ
生
産
を
続
け
る

の
は
大
変
な
こ
と
と
思
わ
れ
ま

す
。
沼
の
生
態
系
な
ど
に
も
ふ
れ

た
か
っ
た
の
で
す
が
、
紙
幅
が
尽

き
ま
し
た
。

写真の沼は現在の「角助沼」です

地
元
シ
リ
ー
ズ

ジ
ュ
ン
サ
イ
に
つ
い
て

新
　
堀
　
孝
　
志

（
神
社
協
力
会
副
会
長
）
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一
昨
年
七
月
の
記
録
的
な
豪
雨
に
よ
り
、
登
山
口
ま
で
の
林
道
と
各
登

山
道
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
太
平
山
の
現
状
報
告
を
い
た
し
ま
す
。
　

完
全
復
旧
ま
で
、
ま
だ
相

当
の
年
数
を
要
す
る
厳
し
い

状
況
に
ご
ざ
い
ま
す
が
、
霊

峰
太
平
山
の
永
く
続
く
歴
史

や
伝
統
・
信
仰
が
途
絶
え
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
関
係

各
機
関
様
の
お
力
を
頂
き
な

が
ら
、
今
後
も
最
大
限
の
努

力
を
続
け
て
参
り
ま
す
。
何

卒
、
引
続
き
お
力
添
え
と
ご

崇
敬
の
程
、
切
に
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

 

　
（
宮
司 

田
村
泰
教
）

～
今
年
も
開
山
か
な
わ
ず
～

　
秋
田
森
林
管
理
署
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
ま
し
て
、
仁
別
国
民
の
森
ま
で
の

林
道
工
事
が
完
了
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
先
の
被
害
は
よ
り

甚
大
で
、
旭
又
口
ま
で
の
林
道
開
通
は
令
和
九
年
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
更
に
、
登
山
道
の
橋
が
三
ケ
所
崩
落
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
完
全
復
旧
ま

で
の
道
筋
が
未
だ
見
え
て
こ
な
い
状
況
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　
復
旧
工
事
の
進
捗
状
況
と
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て

【
旭
又
登
山
口
】

　
仁
別
国
民
の
森
ま
で
の
工
事
は
完

了
い
た
し
ま
し
た
が
、
工
事
車
両
等

の
出
入
り
が
続
き
ま
す
の
で
、一般
車

両
は
通
行
止
め
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

【
野
田
口
】

　
古
く
か
ら
の
表
登
山
道
で
あ
る
野

田
口
も
豪
雨
被
害
が
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
鳥
居
右
側
か
ら
の
迂
回
路
が
あ

り
ま
す
の
で
、
沢
を
四
度
ほ
ど
渡
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
山
頂
ま
で
登

山
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。（
増
水
時

は
危
険
で
す
。
上
級
者
向
け
）

【
前
岳
口
】

　
太
平
山
ス
キ
ー
場
オ
ー
パ
ス
（
も

し
く
は
ザ
ブ
ー
ン
）
か
ら
入
る
前
岳

か
ら
の
縦
走
コ
ー
ス
は
登
山
可
能
で

す
。
但
し
、
山
ヒ
ル
の
被
害
が
多
く

報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
十
分

ご
注
意
下
さ
い
。（
上
級
者
向
け
）

【
丸
舞
口
】

　
橋
が
壊
れ
て
お
り
ま
す
。
本
年
よ

り
補
修
工
事
が
開
始
さ
れ
る
予
定
で

す
。

　
各
登
山
道
に
つ
い
て

太
平
山
現
状
報
告

6 月 15 日視察作業

一
、
高
額
ご
芳
志

　
　

北
上
石
灰
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役

�

多
田　

祥
茂　

殿

奉
納
者
ご
芳
名

　
今
夏
の
奥
宮
・
参
籠
所
に
つ
い
て

　
右
記
の
通
り
、
主
要
登
山
道
で
あ
る
旭
又
口
が
使
用
で
き
な
い
た
め
、
残

念
な
が
ら
、
今
夏
も
山
頂
施
設
は
開
所
い
た
し
ま
せ
ん
。
祈
祷
等
に
つ
き
ま

し
て
は
里
宮
で
承
り
ま
す
。
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みよしスケッチ

協
力
会
総
会
（
四
月
二
十
六
日
）

協
力
会
境
内
整
備
作
業
（
五
月
三
十
一
日
）

春
季
例
大
祭
（
五
月
七
日
・
八
日
）

札
幌
三
吉
神
社
例
大
祭
（
五
月
十
五
日
）

秋
田
食
と
芸
能
大
祭
典
（
五
月
二
十
五
日
）

協
力
会
作
業
（
四
月
二
十
六
日
）

永
職
会
正
式
参
拝
（
六
月
十
三
日
）
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１年の罪・穢れを祓い清め、心新たに新年
を迎えるための神事12月31日（水） 午後２時 師　走　の　大　祓　式

※毎月８日・17 日は月次祭（午前 10 時）がございます。
※各祭典ともどなたでもご参列頂けます。お気軽にお問い合わせ下さい。

　感謝を込めて印鑑を供養するお祭

　愛着ある人形に感謝を込めてお焚き上げする神事
　（人形は９月20日よりお預かりします）

　神様の御加護と自然の恵みに感謝する例大祭
　県内外からの多くの参詣者で賑わいます

10月１日（水）
午前10時 印　章　供　養　祭

午後１時 人　形　感　謝　祭

10月16日（木） 午後６時
10月17日（金） 午前11時

秋季例大祭宵宮祭

秋季例大祭当日祭

　五穀の収穫に感謝する祭事

新年を清々しく迎えるために、境内建物のすす
を払う恒例行事12月13日（土） 午前10時 煤　　払　　い　　式

新年に頒布するお札・お守りをお祓いする神事12月初旬 神符守札遷霊清祓式

11月23日（日） 午前９時 新　　　嘗　　　祭

令和７年　下半期主な神事予定

秋季例大祭 煤払い式 師走の大祓式

主　　催　太平山写生会実行委員会
後　　援　太平山三吉神社総本宮
参加申込　 当日若しくは事前応募（６/22〜７/4）
参加対象　幼児、小・中学生、保護者
写生対象　 太平山及び神社建物、境内からの風景など
様　　式　水彩、クレヨン、パステルなど自由
審　　査　市内小・中学校の先生
表　彰　式　８月16日（土）午前９時
　　　　　於：太平山三吉神社齋館
　　　　　入賞者に賞状と副賞を授与
皆様のご参加をお待ちしております！

協賛予定　秋田魁新報社・秋田中央郵便局・

　　　　　東日本電信電話㈱秋田支店・秋田銀行広面支店・

　　　　　北都銀行秋田東支店・秋田信用金庫広面支店・

　　　　　秋田県信用組合東支店・株式会社マルシン・

　　　　　一ノ関時計店・花のヤマト・株式会社ぺんてる・

　　　　　㈲木曽塗装・汎山書道教室（順不同）

展示予定　 秋田中央郵便局・秋田銀行広面支店・

　　　　　秋田県信用組合東支店・北都銀行秋田東支店・

　　　　　秋田信用金庫広面支店

第40回 太平山写生会
令和７年7月５日（土）午前８時30分神社集合（雨天開催）。
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