
   

祝
祭
日
は
国
旗
「日
の
丸
」を
揚
げ
ま
し
ょ
う 

  

私
た
ち
の
祖
先
は
遠
い
昔
か
ら
太
陽
を
生
活
の
中
心
と
し
、
常
に
感
謝
し

尊
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
白
地
に
朱
色
の
「日
の
丸
」は
大
自
然
と
太
陽
を

表
し
た
も
の
で
す
。
大
自
然
の
豊
か
な
恵
み
を
戴
い
て
農
耕
を
中
心
に
発

展
し
て
き
た
日
本
人
の
誇
り
で
す
。 
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み
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四
月
二
十
九
日 

春
祭
り
並
び
に
昭
和
祭
斎
行 

            

風
薫
る
清
々
し
い
季
節
を
迎
え
ら
れ
、
氏
子
皆
様
に
は

愈
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

去
る
平
成
十
七
年
四
月
に
奈
加
美
大
神
さ
ま
の
御
神
縁

を
戴
き
ま
し
て
、
当
社
の
宮
司
に
就
任
致
し
ま
し
て
よ
り
早

く
も
二
年
の
月
日
が
経
ち
ま
し
た
。
就
任
当
初
よ
り
こ
の
よ

う
な
形
で
氏
子
皆
様
に
何
ら
か
の
情
報
の
発
信
が
で
き
れ

ば
な
ぁ
、
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
三
年
目
を
迎
え
て
漸

く
発
行
の
運
び
と
成
り
ま
し
た
。 

 

皆
様
も
ご
承
知
の
と
お
り
、
奈
加
美
神
社
は
氏
子
区
域
で

あ
る
中
庄
（
奈
）
上
瓦
屋
（
加
）
湊
（
美
）
三
町
の
頭
仮
名

文
字
を
綴
り
合
せ
て
の
名
称
で
す
。
明
治
四
十
二
年
に
そ
れ

ぞ
れ
の
村
々
の
神
社
・
祠
が
合
祀
さ
れ
た
際
に
、
先
人
達
は

中
庄
・
上
瓦
屋
・
湊
の
和
協
一
致
の
精
神
に
基
づ
き
命
名
さ

れ
ま
し
た
。
表
題
は
こ
れ
に
な
ら
い
氏
子
皆
様
に
親
し
ん
で

頂
け
る
よ
う
「
な
か
み
の
郷
」
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

今
号
は
初
回
春
号
で
す
が
、
年
二
回
春
号
・
秋
号
の
発
行

を
予
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
誌
面
は
主
に
神
社
の
行
事
・

出
来
事
、
ご
祭
神
の
紹
介
、
鎮
守
の
森
の
植
物
、
神
道
に
つ

い
て
の
豆
知
識
な
ど
を
中
心
に
、
神
社
や
地
域
の
歴
史
に
つ

い
て
も
氏
子
さ
ん
の
ご
協
力
を
頂
き
な
が
ら
掲
載
で
き
れ

ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
前
任
の
上
田
宮
司
様
も
神

社
の
歴
史
を
中
心
と
し
た
「
な
か
み
会
便
り
」
を
第
一
号
～ 

       

第
二
十
一
号
ま
で
発
行
さ
れ
て
お
り
、
大
変
詳
し
く
研
究
さ

れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
部
分
的
に
抜
粋
し
て
ご
紹
介
さ
せ
て

頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
分
拙
い
文
章
で
す
が
、

ご
愛
読
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

な
お
、
今
号
よ
り
定
期
的
に
発
行
を
予
定
い
た
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
で
き
ま
し
た
ら
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
な
ど
に
保
管

頂
き
ま
し
た
ら
大
変
あ
り
が
た
く
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 

              

        

「
い
づ
れ
が
あ
や
め
か
き
つ
ば
た
」 

 

な
ど
と
良
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
花
菖
蒲
は
ア
ヤ
メ
科
ア
ヤ
メ

属
の
宿
根
草
で
、
同
じ
仲
間
に
ア
ヤ
メ
と
カ
キ
ツ
バ
タ
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
端
午
の
節
句
で
菖
蒲
湯
に
用
い
ら
れ
る
菖
蒲

は
サ
ト
イ
モ
科
で
す
が
、
葉
の
形
な
ど
一
見
よ
く
似
て
い
る

の
で
混
同
さ
れ
が
ち
で
す
。
い
づ
れ
に
し
て
も
菖
蒲
は
葉
が

ま
っ
す
ぐ
伸
び
剣
先
の
よ
う
に
尖
っ
て
い
ま
す
の
で
、
昔
の

武
将
は
敵
か
ら
身
を
守
る
霊
験
を
期
待
し
て
甲
冑
な
ど
に

花
菖
蒲
の
文
様
を
配
し
、
武
運
長
久
を
願
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
当
社
の
主
祭
神
・
八
幡
さ
ま
は
武
神
で
あ
り
勝
運
の

神
様
で
す
。
こ
れ
に
因
ん
で
当
社
で
は
花
菖
蒲
の
鉢
栽
培
を

し
て
お
り
ま
す
。
一
鉢
に
二
～
三
株
の
植
付
け
で
す
の
で
、

約
百
二
十
鉢
三
百
株
の
花
が
白
・
桃
・
紫
な
ど
色
と
り
ど
り

に
咲
き
競
い
ま
す
。
開
花
期
は
天
気
・
気
温
な
ど
に
よ
り
前

後
し
ま
す
が
、
例
年
五
月
下
旬
か
ら
六
月
中
旬
に
か
け
て
咲

き
ま
す
の
で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

      

本
年
よ
り
「
み
ど
り
の
日
」
が
「
昭
和
の
日
」
に
改
称
さ

れ
ま
し
た
。
当
社
で
は
例
年
四
月
二
十
九
日
に
秋
の
豊
か
な

収
穫
を
祈
る
春
祭
り
（
祈
年
祭
）
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宮参り・厄除け・安産祈願 
七五三・車のお祓い 
地鎮祭・住宅入居のお祓い 
神道家霊祭等、各種お祓い 
受付致しております 
お電話にてご予約お申込み 
下さい 

奈
加
美
神
社
改
称
百
周
年
記
念
事
業 

ご
奉
賛
の
お
願
い 

春
祭
り
並
び
に
昭
和
祭
斎
行 

今
年
か
ら
は
祭
典
の
中
で
春
祭
り
の
祝
詞
に
続
き
皇
室
の

弥
栄
と
国
運
の
発
展
を
祈
る
昭
和
祭
の
祝
詞
を
奏
上
、
ご
祈

念
申
し
上
げ
、
日
本
古
来
の
雅
楽
が
奏
で
ら
れ
る
な
か
、
各

町
内
会
長
を
始
め
多
数
ご
参
列
の
も
と
厳
粛
に
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。 

    

明
治
四
十
二
年
に
中
庄
・
上
瓦
屋
・
湊
の
頭
仮
名
文
字
を

綴
り
合
わ
せ
て
「
奈
加
美
神
社
」
と
改
称
さ
れ
て
よ
り
迎
え

来
る
平
成
二
十
一
年
二
月
を
以
っ
て
目
出
度
く
百
周
年
の

記
念
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
「
奈
加

美
神
社
改
称
百
周
年
記
念
事
業
」
と
し
て
、
社
務
所
の
建
替

え
、
拝
殿
御
屋
根
の
コ
ー
キ
ン
グ
補
修
及
び
外
壁
塗
り
替
え
、

そ
の
他
各
所
修
繕
を
予
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

現
社
務
所
は
、
大
正
年
間
の
建
造
物
で
、
昭
和
六
十
三
年

に
増
築
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
現
代
の
神
社
の
社
務
の
機
能

を
果
た
す
に
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
時
代
に
相
応
し
く
、
広

く
氏
子
の
皆
様
に
ご
利
用
頂
け
る
施
設
が
望
ま
れ
ま
す
。
ま

た
拝
殿
に
あ
っ
て
は
昭
和
四
十
九
年
に
氏
子
皆
様
方
の
ご

浄
財
の
も
と
見
事
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
三
十
数
年
を
経

て
、
雨
漏
り
・
塗
装
の
剥
が
れ
な
ど
が
少
し
ず
つ
出
て
ま
い

り
ま
し
た
。
先
人
よ
り
受
け
継
い
で
き
た
貴
重
な
文
化
財
産

を
次
世
代
に
引
き
継
い
で
行
く
に
は
定
期
的
な
補
修
が
求

め
ら
れ
ま
す
。 

 

事
業
総
額
は
七
千
万
円
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
内
神

社
の
会
計
か
ら
三
千
万
円
を
醵
出
し
、
残
り
四
千
万
円
を
氏

子
皆
様
方
の
ご
浄
財
の
ご
奉
賛
に
よ
り
事
業
の
完
遂
を
願

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
事
業
は
昨
年
二
月
の
総
代
会
で
承
認

さ
れ
、
十
二
月
に
は
各
町
内
会
役
員
・
神
社
総
代
・
敬
神
婦

人
会
合
同
で
の
奉
賛
会
設
立
準
備
委
員
会
開
催
を
経
て
、
年

が
明
け
て
か
ら
は
各
町
ご
と
に
準
備
委
員
会
を
重
ね
、
奉
賛

会
設
立
に
向
け
て
着
々
と
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

 

今
後
の
予
定
と
し
ま
し
て
は
五
月
六
月
中
を
目
途
に
奉

賛
会
の
設
立
を
目
標
と
し
て
お
り
、
氏
子
皆
様
方
に
は
そ
の

後
改
め
て
町
内
会
を
通
じ
、
「
百
周
年
記
念
事
業
趣
意
書
」

に
よ
り
ご
奉
賛
の
ご
依
頼
を
さ
せ
て
頂
く
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

ど
う
か
皆
々
様
方
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
、
村
の
鎮

守
の
氏
神
さ
ま
が
美
し
く
整
っ
た
荘
厳
な
神
苑
を
護
持
し
、

次
世
代
に
引
き
継
ぎ
伝
え
る
た
め
広
く
深
く
ご
理
解
を
頂

き
、
何
卒
暖
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
伏
し

て
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

  

今
後
の
行
事
予
定 

  
 

五
月
下
旬
～
六
月
中 

 

花
菖
蒲
奉
納 

 
 

六
月
二
十
日 

 
 
 
 

御
田
植
祭
（
虫
送
り
） 

 
 

七
月
下
旬
～
八
月
中 

 

サ
ギ
草
奉
納 

 
 

十
月
十
四
日 

 
 
 
 

秋
祭
（
例
祭
・
地
車
宮
入
り
） 

 
 

十
月
下
旬
～
十
一
月
中 

菊
花
奉
納 

             

       

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 お寺の教えである仏教に対して、神社では「神道」と言
います。「神道」は六世紀初頭の仏教伝来以前からの日本土
着の自然崇拝・祖先崇拝を中心とする民俗宗教です。よく
八百万の神と言いますが、奈良県大神神社では神体山とい
って神聖な山が御神体であるように、日本人は山や巨石や
滝、木、火、土、金、水など、様々な自然、または自然現
象に神を感じ、時には自然の荒ぶる現象に畏れ恐み、時に
は大自然の恵みに感謝を捧げ、自然に対し畏敬の念を以っ
て生活を営んでまいりました。「神道」は字の如く神の道と
書くように「教え」ではなく「道」であります。したがっ
て他宗教のように教義経典はございません。先に民俗宗教
と表現しましたが、日本の豊かな風土に育まれた日本人の
感性または概念と言った方が良いかも知れません。 

サギ草（ラン科） 
湿地に自生するランで7月下旬から 8月に
かけて純白の可憐な花を咲かせ、その姿
は翼を広げた白鷺を連想させます。 
当社では鉢植えにて栽培しています。 

 

 


