
　
　
◆

曳

山

の

み

ど

こ

ろ

七
日
　
午
後
四
時
〜

神
明
社
参
拝
、
十
八
台
の
曳
山
が
一
斉
に
神
明
社

へ

八
日
　
午
前
十
時
〜

佐
竹
さ
ん
へ
、
各
曳
山
が
武
家
屋
敷
通
り
を
佐
竹

さ
ん
へ
お
見
せ
に
ま
い
り
ま
す
。

午
後
六
時
三
〇
分
〜
丁
内
八
ヶ
所
で
観
光
や
ま
ぶ

っ
つ
け
（
別
表
）

薬
師
さ
ん
参
拝
の
ほ
か
各
曳
山
と
も
丁
内
を
見
せ

な
が
ら
自
由
に
動
き
ま
す
。

九
日
　
午
前
十
時
〜

薬
師
さ
ん
参
拝
の
曳
山
、
あ
る
い
は
町
内
を
見
せ

る
曳
山
な
ど
。
夜
八
時
頃
、
夕
食
後
、
各
曳
山
は

偵
察
員
を
出
し
作
戦
を
練
り
な
が
ら
曳
山
ぶ
っ
つ

け
の
相
手
は
ど
こ
か
、
一
番
ス
リ
ル
に
富
ん
だ
時

間
と
な
り
ま
す
。
十
日
未
明
ま
で
続
き
ま
す
。

　
　
◆

お

祭

り

の

解

説

山
車
（
曳
山
、
や
ま
）
＝
祭
の
「
余
興
」
と
し
て
出
さ
れ

た
も
の
で
す
が
今
で
は
祭
の
主
役
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
古
く
は
薬
師
さ
ん
の
祭
に
つ
い
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

上
り
や
ま
＝
目
的
地
（
神
明
社
、
佐
竹
さ
ん
、
薬
師
堂
）

へ
向
か
う
と
き
の
曳
山
を
い
い
ま
す
。
囃
子
は
重
々
し

く
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
セ
ー
ヤ
ー
ド
ド
ン
と
い
う
囃
子

で
す
。

下
り
や
ま
（
道
中
）
＝
目
的
地
で
参
拝
、
見
せ
た
あ
と
の

帰
り
の
曳
山
を
い
い
ま
す
。
囃
子
は
、
ペ
レ
レ
、
ペ
レ

レ
と
軽
い
テ
ン
ポ
で
、
道
中
と
も
い
い
ま
す
。

交
渉
（
こ
う
し
ょ
う
）
＝
曳
山
が
丁
内
に
入
る
と
き
、
曳

　
山
と
曳
山
が
出
合
っ
た
と
き
に
交
渉
と
い
っ
て
黄
色
い

　
タ
ス
キ
を
か
け
た
曳
山
の
交
渉
員
が
挨
拶
と
話
し
合
い

　
を
し
ま
す
。
曳
山
で
は
重
要
な
役
目
で
交
渉
状
況
に
よ

　
り
道
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

張
番
（
は
り
ば
ん
）
＝
各
丁
内
に
設
置
さ
れ
、
神
明
社
と

薬
師
の
御
輿
を
迎
え
て
丁
内
の
安
全
、
加
護
を
お
祈
り

す
る
と
と
も
に
、
曳
山
の
出
入
り
の
許
可
丁
内
で
の
ト

ラ
ブ
ル
の
交
渉
に
も
あ
た
り
ま
す
。
各
丁
内
と
も
年
番

組
織
で
運
営
を
し
て
い
ま
す
。
昔
は
自
町
内
の
曳
山
の

動
き
も
こ
こ
か
ら
指
揮
し
ま
し
た
。

◆
祭
礼

神
明
社

七
日
　
午
前
十
時
　
例
大
祭
当
日
祭

　
　
　
午
後
八
時
　
例
大
祭
宵
祭

八
日
　
午
前
八
時
か
ら
神
輿
渡
御

成
就
院
薬
師
堂

八
日
　
午
後
三
時
　
祭
典
開
白
法
要

九
日
　
午
前
七
時
十
分
か
ら

　
　
　
　
御
輿
巡
行

観光客のための「やまぶっつけ」

時 間

９月８日
№ 場　　所 曳　　山　　名

令和４年９月７，８，９日

1

2

3

4

5

6

7

－

－

－

－

－

－

－

角館樺細工伝承館

角館樺細工センター「たてつ」付近

横 町 十 字 路

旧  市役所角館庁舎跡地前

ファミリーマート角館川原町店付近

土 間 人 付 近

秋 田 銀 行 前

18：00 

19：00 

19：00 

19：00 

19：30 

19：30 

21：00 

岩 瀬

菅 沢

西 部

東 部

川 原 町

中央通り

桜 美 町

北 部

本町通り

横 町

大 塚

駅 前

西勝楽町

七 日 町

大
置
山
人
形
外
題
解
説

お
お

お
き

や
ま

に
ん

ぎ
ょ
う

げ

だ
い

か
い

せ
つ

場

所

人

形

場

面

人

形

場

面

解

説

人

形

立

町
「
富
士
の
巻
き
狩
り
」

　
　
　
ふ
た
つ
の
伝
説

勝
楽
山
成
就
院

薬

師

堂

町
割
四
〇
〇
年

　
　
　
角
館
町
繩
張
り

　
関
ヶ
原
の
戦
い（
一
六
〇
〇
）の
後
、
徳
川
家
康
に
よ
る
全
国
の
大
名
の
転
封
・
移
封
が
相
次
ぎ
、
こ
の
地
を
お
さ
め
て
い
た
戸

沢
氏
は
常
陸
松
岡（
茨
城
県
）に
国
替
え
と
な
っ
た
。代
わ
っ
て
水
戸
か
ら
佐
竹
氏
が
秋
田
の
領
主
と
な
り
、
佐
竹
義
宣
は
会
津
の

芦
名
氏
に
養
子
に
な
っ
た
弟
の
芦
名
義
重
を
角
館
城
主
に
し
た
。

　
義
重
は
角
館
に
移
っ
て
名
を
芦
名
義
勝
と
改
め
戸
沢
氏
が
居
住
し
て
い
た
古
城
山
か
ら
北
側
一
帯
の
城
下
で
十
七
年
生
活
を

し
た
が
川
の
氾
濫
や
大
火
な
ど
苦
労
が
続
い
た
。

　
元
和
六
年（
一
六
二
〇
）に「
一
国
一
城
令
」が
発
令
さ
れ
角
館
城
も
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
機
に
義
勝
は
こ
れ
ま

で
の
城
下
を
古
城
山
の
南
側
の
勝
楽
村
に
新
し
い
町
づ
く
り
を
決
意
し
た
。

　
新
し
い
角
館
町
の
繩
張
り（
設
計
）を
行
な
っ
た
の
は
生
田
村
の
修
験
者
・
角
聖
院
妙
阿
と
さ
れ
て
い
る
。

　
元
和
六
年
か
ら
着
手
し
た
城
下
移
転
の
完
成
し
た
の
は
何
年
か
わ
か
ら
な
い
が
、
同
年
末
に
は
早
く
も
旧
居
か
ら
移
転
し
た

記
録
は
あ
る
の
で
、す
こ
ぶ
る
急
い
だ
事
業
で
あ
っ
た
。

　
新
し
い
町
割
り
で
安
定
し
た
芦
名
家
だ
っ
た
が
承
応
二
年（
一
六
五
三
）義
勝
が
角
館
に
入
っ
て
五
〇
年
目
に
芦
名
家
は
断
絶

し
て
し
ま
う
。そ
の
あ
と
佐
竹
北
家
が「
所
預
」と
し
て
角
館
地
方
の
支
配
の
任
に
つ
き
、
角
館
城
代
と
し
て
明
治
の
廃
藩
、
そ
し

て
現
在
に
い
た
る
ま
で
町
民
と
共
に
四
〇
〇
年
続
く
町
並
み
が
守
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
一
一
九
三
年
、
源
頼
朝
は
鎌
倉
幕
府
征
夷
大
将
軍
と
し
て
富
士
の
裾
野
で
大
規
模
な
巻
き
狩
り
を
行
な
っ
た
。猪
や
鹿
な
ど
の

獣
を
捕
獲
す
る
こ
と
で
幕
府
の
権
威
を
神
に
問
い
、ま
た
鎌
倉
武
士
に
と
っ
て
重
要
な
軍
事
訓
練
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
、多
く

の
御
家
人
も
参
加
し
て
い
た
。そ
し
て
こ
の
巻
き
狩
り
に
は
、二
つ
の
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。

　
一
つ
は
、北
条
義
時
家
臣
仁
田
四
郎
忠
常
の
猪
退
治
で
あ
る
。

　
大
猪
が
現
れ
、
頼
朝
の
本
陣
め
が
け
て
突
進
し
て
い
っ
た
。仁
田
忠
常
は
す
か
さ
ず
馬
を
出
し
大
猪
に
挑
む
が
、
馬
と
一
緒
に

跳
ね
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
。し
か
し
、
ぱ
っ
と
大
猪
の
背
中
に
飛
び
移
り
見
事
に
仕
留
め
る
の
で
あ
っ
た
。頼
朝
は
、
巻
き
狩
り
一

番
の
大
手
柄
と
喜
び
、そ
の
あ
た
り
の
土
地
を
仁
田
忠
常
に
褒
美
と
し
て
与
え
、富
士
の
巻
き
狩
り
の
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
夜
二
つ
目
の
伝
説
が
起
こ
る
。曽
我
十
郎
祐
成
と
曽
我
五
郎
時
致
兄
弟
の
「
曽
我
の
仇
討
ち
」
で
あ
る
。曽
我
兄

弟
は
幼
い
頃
、伊
豆
国
伊
藤
壮
の
領
土
争
い
に
て
、工
藤
左
衛
門
尉
祐
経
に
よ
り
父
を
殺
害
さ
れ
て
い
た
。二
人
は
、こ
の
こ
と
を

幼
い
頃
か
ら
憎
み
、
仇
討
ち
を
達
成
す
る
た
め
に
生
き
て
い
た
の
だ
。工
藤
祐
経
は
、
京
で
平
重
盛
に
仕
え
た
経
験
を
活
か
し
文

化
人
と
し
て
頼
朝
か
ら
の
信
頼
を
得
、
幕
府
の
御
家
人
と
な
り
狩
り
に
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。曽
我
兄
弟
は
雷
と
雨
が
降
り

し
き
る
夜
を
つ
き
、仇
討
ち
を
決
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
の
ち
に
こ
の「
曽
我
物
語
」は
、
悲
願
を
達
成
し
た
祝
い
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
流
行
り
歌
舞
伎
の
縁
起
物
の
演
目
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。ま
た
現
代
で
も
新
春
歌
舞
伎
な
ど
で「
寿
曽
我
の
対
面
」が
演
じ
ら
れ
、
歌
舞
伎
十
八
番「
矢
の
根
」で
は
曽
我
五
郎
が

登
場
し
、富
士
山
や
宝
船
、打
ち
出
の
小
槌
な
ど
の
道
具
も
登
場
し
、ハ
レ
の
日
に
演
じ
ら
れ
る
め
で
た
い
演
目
と
な
っ
て
い
る
。

　
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
秋
田
の
領
主
と
な
っ
た
佐
竹
義
宣
は
慶
長
十
九
年（
一
六
一
四
）九
月
、
参
勤
の
た
め
江
戸
に
向
け
出
立

す
る
が
途
中
、幕
府
か
ら
大
坂
へ
の
出
陣
命
令
を
受
け
る
。義
宣
は
急
ぎ
国
許
へ
遣
い
を
出
し
軍
勢
の
仕
立
を
命
じ
た
。

　
十
一
月
十
七
日
、
義
宣
は
若
武
者
に
成
長
し
た
甥
の
芦
名
盛
泰
を
伴
い
、
一
千
五
百
の
軍
勢
で
大
坂
に
着
陣
し
た
。佐
竹
軍
の

陣
は
大
坂
城
の
北
東
を
流
れ
る
大
和
川
岸
の
今
福
村
で
湿
地
帯
が
広
が
る
先
に
豊
臣
方
が
四
重
に
柵
を
作
り
、
大
野
治
長
隊
の

武
将
、矢
野
正
倫
、飯
田
家
貞
が
守
備
し
て
い
た
。

　
十
一
月
二
十
六
日
早
朝
、佐
竹
軍
の
渋
江
政
光
、戸
村
義
国
ら
が
攻
め
か
か
り
戦
が
始
ま
っ
た
。

豊
臣
方
の
油
断
も
あ
っ
て
佐
竹
軍
は
次
々
と
柵
を
乗
り
越
え
進
軍
。豊
臣
方
の
矢
野
・
飯
田
も
最
後
の
柵
で
奮
戦
す
る
が
討
ち

取
ら
れ
、佐
竹
軍
が
四
柵
を
占
拠
し
た
。

　
し
か
し
、
豊
臣
軍
は
木
村
重
成
ら
が
援
軍
と
し
て
駆
け
つ
け
た
佐
竹
軍
を
押
し
戻
す
。最
前
戦
で
防
戦
し
て
い
た
渋
江
が
討
た

れ
、戸
村
も
傷
を
負
う
な
ど
苦
戦
す
る
中
、上
杉
軍
の
加
勢
が
あ
り
豊
臣
軍
は
撤
退
し
た
。

　
こ
の
戦
い
で
戸
村
義
国
ら
佐
竹
家
臣
五
人
が
徳
川
秀
忠
よ
り
感
状
を
受
け
た
。

　
幕
府
方
二
十
万
の
兵
の
中
、
感
状
を
受
け
た
者
が
十
二
名
と
い
う
こ
と
か
ら
も
今
福
の
戦
い
が
い
か
に
激
戦
で
戦
況
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
か
が
わ
か
る
。

　
幕
府
に
お
け
る
佐
竹
軍
の
評
価
は
大
い
に
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

角
館
總
鎮
守

神

明

社

大
坂
冬
の
陣

　
　
　
　
今
福
の
戦
い

　
武
田
勝
千
代
は
、幼
い
頃
か
ら
よ
く
本
を
読
み
、学
問
に
励
ん
で
い
た
。

　
勝
千
代
が
十
二
歳
の
あ
る
夜
、厠
へ
行
く
た
め
に
縁
側
へ
出
る
と
、そ
こ
に
あ
っ
た
木
馬
が
突
然
言
葉
を
発
し
た
。

「
勝
千
代
、
軍
術
と
剣
術
で
は
ど
ち
ら
が
大
事
か
」

　
勝
千
代
は
臆
す
る
こ
と
な
く「
軍
術
も
剣
術
も
大
事
で
あ
る
。こ
れ
ぞ
剣
術
の
極
み
で
あ
る
」と
言
う
や
い
な
や
、
木
馬
を
一
太

刀
で
斬
り
倒
す
。木
馬
の
正
体
は
、大
き
な
狸
で
あ
っ
た
。

　
幼
少
時
代
か
ら
学
問
に
も
武
芸
に
も
よ
く
励
ん
で
い
た
こ
の
勝
千
代
こ
そ
、
の
ち
に
戦
国
最
強
の
騎
馬
軍
団
を
率
い
た
武
田

信
玄
な
の
で
あ
っ
た
。

角
館
こ
ど
も
園

武
田
　
信
玄

人
形
作
者

角
館
き
が
た

広

目

屋

広

目

屋

蔦

谷

会

大　　　置　　　山ミニ曳山

角館のお祭り

ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無形民俗文化財

「角館祭りのやま行事」
［新型コロナウイルス感染予防に関するお願い］

源
頼
朝

仁
田
忠
常

大
猪

工
藤
祐
経

曽
我
五
郎

曽
我
十
郎

芦
名
義
勝

角
聖
院
妙
阿

妙
阿
の
配
下

佐
竹
義
宣

芦
名
盛
泰

戸
村
義
国

矢
野
正
倫

飯
田
家
貞

武
田
信
玄

角館町内では、マスクの着用や消毒、ソーシャル
ディスタンスをたもち、感染拡大のリスクとなる
状況を避けてお楽しみ下さい。 身体的距離の確保手指消毒スポット

での消毒実施
大声で歓声の自粛
（拍手で応援を）

マスク着用

◉皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


