
   

祝
祭
日
は
国
旗
「
日
の
丸
」を
揚
げ
ま
し
ょ
う 

 

白
地
に
赤
く 
 

日
の
丸
そ
め
て 

あ
あ
美
し
い  

日
本
の
旗
は 

（日
本
の
唱
歌
よ
り
） 

式
年
遷
宮 

～
伊
勢
・
出
雲
へ
の
誘
い
～ 
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第
二
回 

な
か
み
の
郷 

春
の
文
化
祭 

         

  
 

本
年
は
日
本
の
総
氏
神
で
あ
る
伊
勢
の
神
宮
の
二
十
年 

に
一
度
、
ま
た
出
雲
大
社
の
六
十
年
に
一
度
の
式
年
遷
宮
の 

年
に
あ
た
り
ま
す
。 

式
年
と
は
あ
る
一
定
の
定
め
ら
れ
た
期
間
、
遷
宮
と
は
神 

さ
ま
が
お
遷
り
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。 

伊
勢
の
神
宮
で
は
二
十
年
に
一
度
、
内
宮
（
皇
大
神
宮
）・ 

外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
の
御
正
殿
の
他
、
十
四
所
の
別
宮
を 

始
め
数
多
く
の
社
殿
が
建
替
え
ら
れ
、
新
し
い
社
殿
に
神
々 

が
お
遷
り
に
な
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
式
年
遷
宮
の
制
度
は
天
武
天
皇
が
定
め
、
持
統
天
皇 

              

      

 

の
御
代
六
九
〇
年
に
第
一
回
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後 

幾
度
か
中
断
や
延
期
が
あ
っ
た
も
の
の
、
約
千
三
百
年
の
間
、 

連
綿
と
受
継
が
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

神
道
で
は
清
浄
を
尊
ぶ
精
神
性
が
あ
り
、
常
若
（
と
こ
わ 

か
）
と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
す
。
二
十
年
毎
に
お
建
替
え
を 

し
て
新
し
い
社
殿
に
お
遷
り
頂
き
、
皇
祖
神
・
天
照
大
御
神 

を
始
め
神
々
の
御
神
威
の
更
新
、
蘇
り
を
願
い
、
ま
た
そ
の 

恩
恵
を
頂
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
生
命
、
国
も
常
に
若
返
る 

よ
う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
を
代
表
す
る
伊
勢
の
神
宮
、
出
雲
大
社
の
遷
宮
の
佳 

節
に
是
非
ご
参
拝
頂
き
、
日
本
の
精
神
・
伝
統
文
化
の
素 

晴
ら
し
さ
を
感
じ
て
下
さ
い
。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

去
る
四
月
二
十
九
日
（
昭
和 

の
日
）
、
午
前
十
時
か
ら
春
祭 

り
並
び
に
昭
和
祭
を
執
り
行 

い
、
午
後
二
時
か
ら
神
賑
わ
い 

行
事
と
し
て
「
第
二
回
な
か
み 

の
郷
春
の
文
化
祭
」
を
氏
子
青 

年
会
・
な
か
よ
し
保
育
園
共
催 

に
て
開
催
し
ま
し
た
。 

 

開
会
式
で
は
ま
ず
国
歌
を 

斉
唱
し
、
続
い
て
な
か
よ
し
保 

育
園
の
園
児
さ
ん
が
元
気
に 

園
歌
を
歌
い
ま
し
た
。 

      

  

行
事
で
は
、
始
め
に
巫
女
に
よ
る
湯
立
て
神
事
（
湯
神 

楽
）
の
奉
納
、
園
児
さ
ん
た
ち
に
よ
る
童
謡
の
合
唱
、
神
職 

で
も
あ
り
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
あ
る
柳
原
由
佳
さ
ん 

を
中
心
と
し
た
ユ
ニ
ッ
ト
「
カ
メ
リ
ア
音
楽
堂
」
に
よ
る
ミ 

ニ
コ
ン
サ
ー
ト
。
ま
た
腹
話
術 

や
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
な
ど
、
子 

ど
も
た
ち
も
大
い
に
盛
り
上 

が
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
境
内
に
お
い
て
、
菖
蒲 

酒
の
ふ
る
ま
い
や
藤
見
茶
席 

で
の
お
抹
茶
の
点
て
出
し
、
絵 

手
紙
作
家
の
宮
脇
泰
彦
先
生 

に
よ
る
絵
手
紙
あ
ん
ど
ん
作 

り
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
、
工
作
コ 

ー
ナ
ー
な
ど
、
昨
年
よ
り
も
充 

実
し
た
催
し
と
な
り
ま
し
た
。 

 

な
お
出
来
上
が
っ
た
絵
手 

紙
あ
ん
ど
ん
は
、
昨
年
同
様 

六
月
二
十
日
の
御
田
植
祭
で 

境
内
に
飾
り
、
ろ
う
そ
く
を
入 

れ
て
火
を
灯
し
ま
す
。 

 

今
回
よ
り
「
な
か
み
の
郷
春 

の
文
化
祭
」
は
各
町
内
会
を
始 

め
、
氏
子
の
事
業
所
の
有
志
の 

方
々
の
ご
協
賛
に
よ
り
運
営 

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ご
協
力 

頂
き
ま
し
た
皆
様
に
は
心
よ 

り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

出雲大社御本殿  
５月１０日に６０年ぶりの平成の大遷宮が 

執行われ、御祭神・大国主大神が改修された 

立派な御本殿にお遷りになられました。 

国宝に指定されている御本殿は「大社造り」 

と呼ばれる神社建築様式で、２４メートルの 

高さを誇る比類ない規模の立派な社殿です。 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ご祈祷のご案内 
 
 

 

お宮参り・安産祈願・七五三 
厄除け・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 
 
公式ホームページ開設 
http://www.nakami.org 

  

  

 

な
か
み
の
郷
第
七
号
で
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
九
尺 

藤
が
、
約
一
メ
ー
ト
ル
の
花
房
を
つ
け
、
棚
一
面
見
事
に
咲 

き
誇
り
ま
し
た
。 

 

「
藤
」
と
言
え
ば
一
般
的
に
は
大
阪
の
福
島
あ
た
り
に
自 

生
し
た
「
野
田
藤
」
が
有
名
で
す
が
、
園
芸
種
を
含
め
て
約 

二
十
種
ほ
ど
の
品
種
が
あ
り
ま
す
。
大
き
く
分
類
す
る
と
ノ 

ダ
フ
ジ
系
と
ヤ
マ
フ
ジ
系
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ノ
ダ
フ
ジ
系 

は
花
が
小
ぶ
り
で
花
房
が
長
く
垂
れ
下
が
り
、
つ
る
は
右
に 

巻
き
ま
す
。
ヤ
マ
フ
ジ
系
は
花
が
大
ぶ
り
で
花
房
は
短
く
、 

だ
る
ま
藤
や
花
美
短 

（
か
ぴ
た
ん
）
と
も
呼 

ば
れ
、
つ
る
は
左
に
巻 

き
ま
す
。 

奈
加
美
神
社
で
は 

鳥
居
を
入
っ
た
と
こ 

ろ
の
「
白
野
田
藤
」
や
、 

神
馬
の
周
り
の
「
岡
山 

一
才
藤
」
拝
殿
横
の 

「
野
田
藤
」
な
ど
、
拝 

殿
裏
の
藤
も
合
わ
せ 

十
数
種
植
え
付
け
て 

お
り
ま
す
。
花
の
咲
き 

も
少
し
ず
つ
充
実
し 

て
ま
い
り
ま
し
た
の 

で
、
ま
た
来
年
も
お
楽 

し
み
下
さ
い
。 

    

昭
和
四
十
三
年
に
敬
神
婦
人
会
が
結
成
さ
れ
、
本
年
目
出 

度
く
四
十
五
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。 

敬
神
婦
人
会
の
総
会
並
び
に
神
社
参
拝
研
修
旅
行
で
は
、 

毎
年
桜
の
名
所
を
訪
れ
る
な
ど
桜
と
縁
深
く
、
四
十
五
周
年 

を
記
念
し
て
本
殿
裏
に
「
枝
垂
れ
桜
」
の
献
木
を
頂
き
ま
し 

た
。
四
月
二
日
に
は
北
野
会
長
を
始
め
役
員
一
同
参
列
の
も 

と
奉
告
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。 

高
さ
四
メ
ー
ト
ル 

程
度
の
若
木
で
す 

が
、
十
数
年
後
に
は 

立
派
に
成
長
し
、
た 

く
さ
ん
の
花
を
咲 

か
せ
て
く
れ
る
こ 

と
を
期
待
し
ま
す
。 

 

     

昨
年
よ
り
夏
越
大
祓
並
び
に
茅
の
輪
神
事
を
再
興
し
、
百 

五
十
名
を
上
回
る
多
く
の
皆
様
に
ご
参
拝
頂
き
ま
し
た
。
本 

年
も
六
月
三
十
日
の
午
後
七
時
よ
り
執
り
行
い
ま
す
。 

こ
の
大
祓
は
日
々
の
生 

活
の
な
か
で
、
知
ら
ず
知
ら 

ず
の
内
に
身
に
つ
い
て
し 

ま
っ
た
罪
や
穢
れ
を
人
形 

に
移
し
て
お
祓
い
し
、
心
身 

の
浄
化
と
健
康
を
願
う
日 

本
の
伝
統
的
な
神
事
で
す
。 

神
社
総
代
お
手
製
の
茅 

の
輪
を
拝
殿
前
に
設
置
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
、
神
事
を
執
り
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
参
加 

下
さ
い
。 

    

拝
殿
の
左
奥
、
鎮
守
の
森
の
入
口
付
近
に
静
か
に
お
鎮
ま 

り
に
な
る
石
の
祠
が
あ
り
ま
す
。
知
ら
な
い
方
も
多
い
か
と 

思
い
ま
す
が
、
参
道
を
整
備
し
て
か
ら
お
参
り
さ
れ
る
方
が 

増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
計
知
（
け
ち
）
＝
ケ
チ
と
音
の
響 

き
か
ら
ケ
チ
神
さ
ん
と
言
わ
れ
る
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、 

字
の
意
味
か
ら
す
る
と
「
計
り
・
知
る｣

、
物
事
を
計
り
知 

る
千
恵
の
神
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

 

平
松
古
絵
図
に
は
文
光
寺
（
廃
寺
）
の
大
御
堂
で
「
け
ち 

の
座
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
天 

明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
「
大
宮
様
御
規
式
控
」
正
月
五
日 

の
項
に
も
「
け
ち
の
神
」
の
神
事
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
四
十
二
年
に
行
わ
れ
た
奈
加
美
神
社
本
殿
へ
の
合
祀 

は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
歴
史
の
あ
る
神
さ
ま
で
す
の
で
、 

再
整
備
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

                     

鎮
守
の
杜
の
植
物 

― 

藤 

―

献
灯(
提
灯)

募
集
の
ご
案
内 

応
神
天
皇
壱
千
七
百
年
式
年
祭 

敬
神
婦
人
会
結
成
四
十
五
周
年
記
念
植
樹 

夏
越
の
大
祓
・
茅
の
輪
神
事 

計
知
之
神
（
け
ち
の
か
み
） 


