
●
お
彼
岸
「
地
方
の
風
習
」　『
削
り
花
』（
宮
城
県
）

春
彼
岸
の
墓
前
に
お
供
え
す
る
宮
城
県
の
風
物
詩

　
春
ま
だ
浅
い
東
北
の
三
月
、
宮
城
県
で
は
、
お
彼
岸
に
『
削
り
花
』
を
飾
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
柳
や
コ
シ
ア
ブ
ラ
な
ど
の
柔
ら
か
い
木
を
細
く
螺ら
せ
ん
じ
ょ
う

旋
状
に
削
っ
て
色
染
め
し
、
ツ
ゲ
の
枝
に

刺
し
た
も
の
で
、
春
彼
岸
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
生
花
店
の
店
頭
に
は
た
く
さ
ん
の
『
削
り
花
』

が
並
び
ま
す
。
も
と
も
と
は
明
治
維
新
で
職
を
失
っ
た
旧
仙
台
藩
の
御ご
て
ん
い
殿
医
が
考
案
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
代
の
よ
う
に
生
花
の
流
通
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
春
の
遅
い
東
北
地
方
に
お

い
て
、こ
の
時
期
、お
墓
に
供
え
ら
れ
る
よ
う
な
花
が
少
な
い
こ
と
か
ら
広
く
普
及
し
た
と
か
。
当
初
、

寺
院
で
は
白
や
黄
以
外
の
色
の
花
を
供
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
寺
の
ひ

と
つ
が
「
赤
い
色
も
よ
ろ
し
い
」
と
し
た
こ
と
で
、
次
第
に
多
く
の
寺
院
で
も
色
つ
き
の
花
が
飾
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
現
代
に
お
い
て
も
、
宮
城
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
花

は
春
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
二
〇
一
六
年
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
五
年
目
と

な
る
節
目
の
年
。
被
災
各
地
の
復
興
は
徐
々
に
進
み

つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
仮
設
住
宅
に
身
を
寄
せ
ら
れ

て
い
る
方
も
、
ま
だ
ま
だ
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
大
野

屋
は
震
災
直
後
か
ら
、
被
災
者
支
援
と
し
て
『
新
盆

セ
ッ
ト
』、『
お
線
香
』
と
い
っ
た
供
養
品
の
提
供
、

ご
供
養
に
関
す
る
お
悩
み
や
不
安
を
解
消
す
る
た
め

の
支
援
サ
イ
ト
開
設
な
ど
、
長
期
的
な
支
援
を
展
開

し
て
参
り
ま
し
た
が
、
今
後
と
も
ご
供
養
や
追
悼
の

お
気
持
ち
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

平成28年

春彼岸
3月17日
3月20日

	 		 			 　（春分の日）
3月23日

お彼岸については､ 大野屋のホームページでもご紹介しております 大野屋　お彼岸 検索

鹿
角
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定

　『
オ
ジ
ナ
オ
バ
ナ
』は
、江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る

と
い
う
鹿か

づ
の
し

角
市
の
伝
統
行
事
。
春
彼
岸
に
先
祖

の
霊
を
慰
め
る
た
め
、
宮み

や
の
た
い

野
平
、
小あ

ず
き
ざ
わ

豆
沢
、
谷た

に
な
い内

地
区
で
執と

り
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
小
豆
沢
と

宮
野
平
の『
オ
ジ
ナ
オ
バ
ナ
』
は
市
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
る
な
ど
、
重
要
な
行
事

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
小
豆
沢
の『
オ
ジ
ナ

オ
バ
ナ
』
で
は
、
終
わ
り
彼
岸（
春
分
の
日
の
三

日
後
）、
五ご

の
み
や
だ
け

ノ
宮
嶽
の
中
腹
に
鎮ち

ん
ざ座

す
る
薬や

く
し師

神

社
か
ら
南
西
方
向
に
伸
び
る
峰
づ
た
い
に
、平
年

は
十
二
ヵ
所
、う
る
う
年
は
十
三
ヵ
所
に
火
を
灯

し
、
上
か
ら
陰
暦
一
月
、
二
月
と
数
え
、
そ
の
火

の
燃
え
方
で
対
応
す
る
月
の
天
候
や
作
物
の
豊

凶
を
占
い
ま
す
。
一
方
、
宮
野
平
の『
オ
ジ
ナ
オ

バ
ナ
』
は
、春
の
彼
岸
に
墓
地
の
前
や
田で

ん
ぽ圃

な
ど

に
小
屋
が
け
し
て
燃
や
し
、
先
祖
を
供
養
す
る

行
事
で
す
。
昭
和
三
十
年
代
に
火
事
の
危
険
か

ら
い
っ
た
ん
中
断
さ
れ
た
も
の
の
、
昭
和
五
十
八

年
に
復
活
開
催
、
従
来
の
子
ど
も
会
主
体
か
ら

自
治
会
主
催
と
な
り
、
現
在
は
彼
岸
の
中
日
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
行
事
の
主
役

は
な
ん
と
い
っ
て
も
子
ど
も
達
。
藁わ

ら

で
作
っ
た
小

屋
の
中
で
お
菓
子
を
食
べ
た
り
、
お
喋
り
を
し
て

賑
や
か
に
過
ご
し
た
あ
と
、
小
屋
に
は
火
が
つ
け

ら
れ
、
こ
の
火
が
燃
え
る
間
、
子
ど
も
達
は
歌
を

歌
っ
て
先
祖
の
霊
を
慰
め
ま
す
。
可
愛
ら
し
い
声

で
、『
オ
ジ
ナ
、
オ
バ
ナ
、
明
か
り
の
宵
に
、
だ
ん

ご
背
負
っ
て
、行
っ
と
ら
え
、行
っ
と
ら
え
』
と
歌

う
姿
は
、
な
ん
と
も
微
笑
ま
し
い
も
の
で
す
。
ま

た
、
谷
内
の『
オ
ジ
ナ
オ
バ
ナ
』
は
、
終
わ
り
彼

岸
に
、
火
の
つ
い
た
松
の
根
や
木
片
を
針
金
で
結

ん
だ
缶
に
入
れ
、グ
ル
グ
ル
回
す
と
い
う
独
特
の

ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

鹿
角
市
め
ぐ
り

　
秋
田
県
・
鹿
角
市
は
、
青
森
、
岩
手
、
秋

田
の
三
県
の
県
境
、
北
東
北
の
中
心
に
位
置
し
、

北
に
は
十
和
田
湖
、
南
に
は
八は

ち
ま
ん
た
い

幡
平
の
国
立
公

園
を
有
す
る
、
自
然
豊
か
な
町
で
す
。
ま
た
、

秋
田
名
物
・
き
り
た
ん
ぽ
の
発
祥
地
で
も
あ

り
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の
大だ

い
に
ち
ど
う
ぶ
が
く

日
堂
舞
楽

や
、
点
在
す
る
温
泉
、
遺
跡
な
ど
見
ど
こ
ろ
が

満
載
。
市
の
中
部
に
あ
る
花
輪
盆
地
に
、花
輪
、

十
和
田
の
市
街
地
が
あ
り
、
登
録
有
形
文
化

財
と
な
っ
て
い
る
『
旧
関せ

き
ぜ
ん
し
ゅ
て
ん

善
酒
店
』
や
、
お
よ

そ
四
百
年
前
か
ら
続
く
『
花
輪
朝
市
』（
三
と

八
の
つ
く
日
に
開
催
）
な
ど
に
立
ち
寄
る
観
光

客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
夏
に
な
れ
ば
、

多
彩
な
お
祭
り
の
数
々
も
見
ど
こ
ろ
。
藩
政
時

代
末
期
頃
か
ら
花
輪
に
伝
わ
る
七
夕
行
事
『
花

輪
ね
ぷ
た
』
は
毎
年
八
月
七
、
八
日
に
執
り

行
わ
れ
、
王お

う
し
ょ
う
だ
い
と
う
ろ
う

将
大
燈
籠
、
大だ

い
た
い
こ

太
鼓
、
花
火
の

競
演
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
八
月
十
九

日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
は
、
土
地
の
守
り
神

『
産う

ぶ
す
な

土
神
さ
ん
』
と
し
て
古
く
か
ら
地
域
の
信

仰
を
集
め
る
、
幸

さ
き
わ
い

稲
荷
神
社
の
祭
礼
に
お
い

て
、日
本
三
大
ば
や
し
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る

『
花
輪
ば
や
し
』
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。『
道
の

駅
か
づ
の
』
に
は
、『
花
輪
ば
や
し
』
の
屋
台
が

一
堂
に
展
示
さ
れ
て
い
る
『
祭
り
展
示
館
』
が

あ
り
、
シ
ー
ズ
ン
で
な
く
て
も
お
祭
り
の
雰
囲

気
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
本

格
的
な
き
り
た
ん
ぽ
鍋
や
、
比ひ

な
い
じ
ど
り

内
地
鶏
の
親
子

丼
、
稲
庭
う
ど
ん
、
か
づ
の
牛
の
ス
テ
ー
キ
な

ど
も
楽
し
め
、
産
地
直
売
所
で
は
お
土
産
を
買

う
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
お
出
か
け
に
な
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

自
然
を
た
た
え
、
生
物
を
慈
し
み
な
が
ら

ご
先
祖
様
の
供
養
を
し
ま
し
ょ
う

　
お
彼
岸
が
近
く
な
り
、
お
寺
様
に
ご
供

養
を
お
願
い
す
る
場
合
は
、
人
数
、
時
間

な
ど
を
相
談
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
卒そ
と
う
ば

塔
婆

を
お
願
い
す
る
場
合
は
、
お
寺
様
や
霊
園
の

管
理
事
務
所
な
ど
に
、
連
絡
し
て
お
き
ま
す
。

お
彼
岸
当
日
は
、
家
族
そ
ろ
っ
て
お
墓
へ
赴

き
、
掃
除
を
し
て
お
線
香
や
果
物
、
菓
子
、

精
進
料
理
を
お
供
え
す
る
の
が
し
き
た
り
で

す
。

　
お
墓
参
り
当
日
は
、
お
線
香
、
ろ
う
そ

く
、
マ
ッ
チ
（
ま
た
は
ラ
イ
タ
ー
）、
お
花

な
ど
の
準
備
も
忘
れ
ず
に
。
お
墓
に
着
い
た

ら
、
雑
草
や
ゴ
ミ
な
ど
を
除
き
、
墓
石
だ

け
で
な
く
、
水
鉢
や
花
立
て
、
香
立
て
も
て

い
ね
い
に
洗
い
、
墓
石
の
彫
刻
部
分
な
ど
は

ブ
ラ
シ
で
細
か
い
汚
れ
を
落
と
し
ま
す
。
洗

い
流
し
た
ら
タ
オ
ル
な
ど
で
、
水
気
を
き
れ

い
に
拭
き
取
り
ま
し
ょ
う
。

　
自
宅
で
は
お
仏
壇
と
仏
具
の
掃
除
を
し
、

故
人
が
好
き
だ
っ
た
食
べ
物
や
飲
み
物
を
お

供
え
し
ま
す
。
お
灯
明
を
立
て
、
お
線
香

を
上
げ
、
ご
供
養
を
し
ま
す
。

　
お
供
え
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
な
る

と
和
菓
子
店
な
ど
に
『
ぼ
た
も
ち
』
が
並

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
ご
家
庭
で
手
作
り

な
さ
れ
ば
、
ご
先
祖
様
た
ち
に
も
、
よ
り

ご
供
養
の
気
持
ち
が
伝
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
菓
子
や
果
物
は
、
直
接
置
か
ず
、
ふ
た

つ
折
り
に
し
た
半
紙
の
上
に
置
き
、
水
鉢
に

は
き
れ
い
な
水
を
入
れ
ま
す
。

　
お
寺
で
は
彼ひ
が
ん
え

岸
会
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
も

多
い
の
で
、
お
墓
参
り
だ
け
で
な
く
、
で
き

れ
ば
こ
ち
ら
の
法
要
に
も
家
族
そ
ろ
っ
て
参

加
し
、
ご
先
祖
様
を
ご
供
養
し
ま
し
ょ
う
。

　『
お
彼
岸
』
は
、
イ
ン
ド
な
ど
他
の
仏
教

国
に
は
な
い
日
本
だ
け
の
行
事
で
、
国
民
の

休
日
と
さ
れ
て
い
る
『
春
分
の
日
』、『
秋
分

の
日
』
の
前
後
三
日
間
を
足
し
た
七
日
間

が
そ
の
期
間
と
な
り
ま
す
。

　『
彼ひ
が
ん岸

』
と
は
、
こ
の
世
で
あ
る
『
此し
が
ん岸

』

と
対
に
な
る
言
葉
で
、
あ
の
世
で
あ
り
、
悟

り
を
開
い
た
者
の
世
界
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
し
て
、
煩
悩
と
迷
い
の
世
界
に
あ
る
こ
の

世
の
者
が
、
彼
岸
に
至
る
た
め
の
過
程
を

指
し
て
『
波は
ら
み
つ

羅
蜜
』、『
波は
ら
み
っ
た

羅
蜜
多
』
と
い

●
心
の
旅
こ
こ
ろ
の
た
び

い
、
六
つ
の
波
羅
蜜
（
布ふ

せ施
、
持じ
か
い戒

、
忍に
ん
に
く辱

、

精し
ょ
う
じ
ん

進
、
禅ぜ
ん
じ
ょ
う定

、
智ち

え慧
と
い
う
六
つ
の
実じ
っ
せ
ん践

徳と
く
も
く目

）
を
修
め
る
期
間
が
『
お
彼
岸
』
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
お
彼
岸
の
中
日
に
当
た
る
こ
の

『
春
分
の
日
』
は
、
祝
日
法
の
趣
旨
に
よ
れ

ば
、
自
然
を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む

日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。日
ご
と
に
暖
か
く
な
っ

て
く
る
季
節
で
す
、
お
寺
、
霊
園
に
赴
い
て
、

故
人
を
想
い
、
春
の
一
日
を
の
ん
び
り
と
過

ご
す
の
も
、
お
彼
岸
の
魅
力
で
す
。

上：小豆沢の『オジナオバナ』。峰づたいに灯
る灯が幻想的です。中：宮野平での主役は子ど
も達。藁小屋の中で賑やかに過ごします。下：
小屋に火が放たれ、子ども達は歌を歌い先祖の
霊を慰めます。●取材協力／かづの観光物産公
社、十和田八幡平観光物産協会

春
彼
岸
に
祖
霊
を
慰
め
る
鹿
角
市
の
伝
統
行
事

日
本
の
歳
時
記

上：8月7日、8日に行われる『花輪ねぷた』。
将棋の駒形の王将大燈篭が町を練り歩きます

『花輪ばやし』は、絢爛豪華な十の屋台が集合し、二日間に渡り競
演を繰り広げます。
●取材協力／かづの観光物産公社、十和田八幡平観光物産協会

●鹿角市への行き方　（鉄道）東京駅→盛岡駅 ( 東北新幹線・秋田新幹線 ) 約 2 時間 45 分 )、盛岡駅→鹿角花輪駅 (JR 花輪線 ) 約 1 時間 50 分 ) （空路）東京
( 羽田 ) → 大館能代空港（あきた北空港） 約 1 時間 10 分 )　●観光のお問い合わせ『十和田八幡平観光物産協会』TEL：0186-23-2019　http://www.ink.
or.jp/~kankou18/、『かづの観光物産公社』TEL：0186-22-0555 http://www.ink.or.jp/~antler/

『花輪朝市』は平成22年に新装。雁木
造りの町並みが再現されています。

明治38年建築、木造一部三階建ての『旧
関善酒店』は木組みの吹き抜けが見事。

『削り花』　赤色、桃色、黄色の鮮やかな削
り花。発祥は宮城県といわれていますが、
福島県、山形県、岩手県などに、同様の風
習が残る地域もあります。【取材協力／宮
城県白石市商工観光課】

『道の駅かづの』に併設されている『祭
り展示館』。

「
オ
ジ
ナ
オ
バ
ナ
」（
秋
田
県
・
鹿
角
市
）

平成 28 年の年忌法要
年 忌 法 要 没　年
一周忌 平成 27 年（2015）
三回忌 平成 26 年（2014）
七回忌 平成 22 年（2010）
十三回忌 平成 16 年（2004）
十七回忌 平成 12 年（2000）
二十三回忌 平成 6 年  （1994）
二十七回忌 平成 2 年    （1990）
三十三回忌 昭和 59 年（1984）

お
彼
岸

春
の
仏
事
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