
   

祝
祭
日
は
国
旗
「
日
の
丸
」を
揚
げ
ま
し
ょ
う 

 

君
が
代
は 

 

千
代
に
八
千
代
に 

さ
ざ
れ
石
の 

 

い
わ
お
と
な
り
て 

こ
け
の
む
す
ま
で 
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何
ご
と
の 

お
は
し
ま
す
か
は 

知
ら
ね
ど
も 

か
た
じ
け
な
さ
に 

涙
こ
ぼ
る
る 

 

         

  
 

先
月
、
伊
勢
の
神
宮
に
お
い
て
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
が 

行
わ
れ
ま
し
た
。
十
月
二
日
に
は
内
宮
（
皇
大
神
宮
）、
同 

五
日
に
は
外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
の
遷
御
の
儀
が
、
そ
れ
ぞ 

れ
勅
使
（
天
皇
陛
下
の
お
使
い
）
参
向
の
も
と
厳
そ
か
に
執 

り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

                   

   

    

幸
運
に
も
外
宮
の
遷
御
の
儀
、
ま
た
翌
日
の
奉
幣
の
儀 

（
天
皇
陛
下
か
ら
の
幣
帛
と
い
う
お
供
物
を
奉
献
す
る
神 

事
）
に
参
列
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

内
宮
の
遷
御
の
儀
は
テ
レ
ビ
中
継
で
ご
覧
に
な
っ
た
方 

も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
超
高
感
度
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
な
る
カ 

メ
ラ
の
向
上
に
よ
り
、
非
常
に
よ
く
映
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、 

実
際
に
参
列
す
る
よ
り
も
お
茶
の
間
の
テ
レ
ビ
の
方
が
よ 

く
見
え
た
か
と
思
い
ま
す
。
遷
御
は
浄
闇
（
清
ら
か
な
闇
夜
） 

の
な
か
で
行
わ
れ
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
目
に
す
る
こ
と
は
で 

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
緊
張
感
た
だ
よ
う
な
か
大
御
神
が
新 

宮
に
遷
り
行
く
様
、
そ
の
厳
か
さ
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た 

感
動
は
、
言
葉
に
は
表
し
が
た
く
、
た
だ
た
だ
「
あ
り
が
た 

い
」
の
一
言
に
尽
き
ま
す
。 

こ
の
式
年
遷
宮
は
全
国
か
ら
多
く
の
浄
財
を
募
り
、
約
八 

年
の
歳
月
を
か
け
て
諸
準
備
が
進
め
ら
れ
、
数
々
の
諸
祭
儀 

が
行
わ
れ
、
大
御
神
に
新 

宮
に
お
遷
り
頂
き
ま
す
。 

千
三
百
年
前
の
遥
か
昔 

か
ら
受
継
が
れ
て
き
た
、 

日
本
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を 

「
か
た
ち
」
に
現
し
た
大 

御
神
へ
の
最
高
の
「
お
も 

て
な
し
」
で
あ
り
、
そ
の 

原
点
と
も
い
え
る
で
し
ょ 

う
。
二
十
年
に
一
度
、
大 

御
神
の
御
神
威
の
更
新
、 

甦
り
を
願
い
、
そ
の
恩
恵 

に
よ
り
森
羅
万
象
あ
ら
ゆ 

る
も
の
の
息
吹
の
甦
り
、 

       

若
返
り
を
願
う
。
こ
れ
を
常
若
（
と
こ
わ
か
）
の
精
神
と
い 

い
ま
す
。 

 

わ
が
国
日
本
は
こ
の
と
こ
ろ
政
権
も
安
定
し
、
東
京
オ
リ 

ン
ピ
ッ
ク
も
決
ま
り
、
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
ご
遷
宮
に
よ
り
神
国
・
日
本
が
甦
り
、
い
よ
い
よ
栄
え 

行
く
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
宮
の
豊
受
大
御
神
は
、
今
か 

 
 

ら
約
千
五
百
年
前
に
丹
波
の
国 

か
ら
迎
え
、
内
宮
の
天
照
大
御
神
の
御
饌
津
神
（
み
け
つ
か 

み
）
と
し
て
鎮
座
し
ま
し
た
。 

 

御
饌
津
神
と
は
食
物
を 

つ
か
さ
ど
る
神
で
、
外
宮 

に
は
御
饌
殿
（
み
け
で
ん
） 

と
い
う
社
殿
が
あ
り
、
日 

毎
朝
夕
大
御
饌
祭
（
ひ
ご 

と
あ
さ
ゆ
う
お
お
み
け
さ 

い
）
が
朝
夕
の
二
度
行
わ 

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
天 

照
大
御
神
の
朝
夕
の
お
食 

事
で
、
ご
鎮
座
以
来
千
五 

百
年
、
雨
の
日
も
風
の
日 

も
雪
の
日
も
絶
え
る
こ
と 

無
く
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

檜の香も芳しい内宮の御稲御倉（みしねのみくら） 
 
神田で収穫した稲穂を納める社殿で御稲御倉神を祀る。 
社殿様式は御正殿と同じ「唯一神明造」。御正殿よりも
規模が小さく高欄も廻らされていないが、間近にその特
徴を窺うことができる。 

外宮 新・旧の板垣 

外
宮
に
つ
い
て 

大宮司、少宮司、禰宜、権禰宜の参進 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ご祈祷のご案内 
 

 
 

結婚式・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 

  

  
 

三種の神器とは八咫鏡（やたのかがみ）、天叢雲剣（あめのむら 

くものつるぎ）、八坂瓊勾玉（やさかにのまがたま）のことをいい 

ます。記紀神話で、天照大御神が天の岩屋にお隠れになられた際、 

岩屋の外にお出まし頂くための祭りに用いられたものです。 

 八咫鏡は天照大御神のご神体として伊勢神宮の内宮にまつられ、 

天叢雲剣は熱田神宮にまつられています。宮中の賢所には八咫鏡の 

ご分身が、御所内には天叢雲剣のご分身と八坂瓊勾玉の本体が安置 

されています。 

 鏡・玉・剣はそれぞれ智・仁・勇の三徳を表すとされ、天照大御 

神が天孫降臨に際して、天孫・邇邇藝命（ににぎのみこと）に授け、 

末永く日本の国を治めるようにとの天壌無窮（てんじょうむきゅ 

う）の神勅を下され、以後皇位の継承とともに連綿と引き継がれて、 

現在にいたっています。 

神

馬

か

ら

絵

馬

へ 

本
居
宣
長 

朝
よ
ひ
に 

物
く
ふ
ご
と
に 

豊
受
の 

神
の
め
ぐ
み
を 

思
へ
世
の
人 

か
た
じ
け
な
さ
に 

涙
こ
ぼ
る
る 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

外
宮
に
参
ら
に
ゃ
片
参
り 

 

伊
勢
参
宮
は
外
宮
か
ら 

参
拝
す
る
の
が
慣
わ
し
で 

す
が
、
最
近
で
は
先
に
内 

宮
を
参
拝
し
て
、
お
か
げ 

横
丁
で
お
土
産
を
買
っ
て 

帰
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が 

多
い
よ
う
で
す
。
天
照
大 

御
神
が
「
わ
れ
を
祀
る
に 

は
豊
受
大
御
神
を
先
に
」 

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う 

伝
承
が
あ
り
、「
外
宮
先
祭
」 

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

伊
勢
に
お
参
り
に
な
ら 

れ
る
際
に
は
、
ぜ
ひ
外
宮
・ 

内
宮
、
両
宮
と
も
お
参
り
下 

さ
い
。 

そ
の
ほ
か
に
も
倭
姫
宮
、 

月
読
宮
な
ど
の
別
宮
も
お 

参
り
さ
れ
て
み
て
は
は
い 

か
が
で
し
ょ
う
か
。 

           

来
年
は
甲
午
（
き
の
え
う
ま
）
の
う
ま
年
で
す
。 

拝
殿
左
手
前
の
青
銅
製
の
神
馬
、
こ
れ
は
昭
和
六
十
年
の 

本
殿
修
復
事
業
の
際
に
奉
納
頂
い
た
も
の
で
、
な
か
な
か
立 

派
な
神
馬
で
す
。
参
拝
者
に
は
な
ぜ
神
社
に
馬
が
あ
る
の
？ 

と
よ
く
尋
ね
ら
れ
ま
す
。 

古
く
か
ら
祈
雨
や
止
雨
な
ど
の
祈
願
の
た
め
に
生
き
た 

馬
を
神
々
に
献
上
す
る
習
わ
し
が
あ
り
、
神
々
の
乗
り
物 

と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
木
製
の
神
馬 

や
、
板
に
馬
を
描
い
た
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、 

そ
し
て
絵
馬
に
も
馬
以
外
の
も
の
が
描
か
れ
た
り
す
る
よ 

う
に
な
り
、
現
在
の
祈
願
絵
馬
へ
と
変
遷
し
て
い
き
ま
す
。 

ち
な
み
に
奈
加
美
神
社
の
祈
願 

絵
馬
は
、
泉
州
名
物
・
水
な
す
で
、 

「
成
就
な
す
」
と
い
い
ま
す
。
な 

す
は
「
ナ
ス
」
「
為
す
」
「
成
る
」 

と
音
の
響
き
、
ま
た
良
く
実
を
結 

ぶ
事
か
ら
願
い
が
叶
う
「
成
就
」 

に
も
通
じ
ま
す
。 

 

為
せ
ば
成
る 

 

為
さ
ね
ば
成
ら
ぬ 

何
事
も 

 

成
ら
ぬ
は
人
の 
 

為
さ
ぬ
な
り
け
り 

 

こ
の
歌
は
、
名
君
の
誉
れ
高
い
第 

九
代
米
沢
藩
主
・
上
杉
鷹
山
が
、
藩 

主
の
心
得
「
伝
国
の
辞
」
と
と
も
に 

第
十
代
藩
主
治
広
に
伝
え
た
訓
言 

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

人
は
神
仏
に
感
謝
を
捧
げ
無
事 

を
祈
り
、
諸
願
成
就
を
願
っ
て
手
を 

合
わ
せ
ま
す
が
、
物
事
が
成
就
す
る 

に
は
不
断
の
努
力
が
必
要
で
す
。
願 

い
と
努
力
が
神
仏
に
通
じ
た
時
、
は 

じ
め
て
物
事
が
成
就
し
ま
す
。 

お
正
月
に
は
こ
の
「
成
就
な
す
」 

に
祈
願
を
し
た
た
め
、
神
さ
ま
に
抱 

負
を
誓
い
、
充
実
し
た
一
年
を
過
ご 

し
ま
し
ょ
う
。 

 

        

 

伊勢参宮のお知らせ 
平成２６年３月に伊勢参宮日帰りバスツアーを企画します。 

遷宮の翌年はおかげ年。奈加美神社伊勢参宮団にご参加下さい。 

日 程 ３月上旬を予定 

行 程 外宮正式参拝（御垣内参拝、旧御正宮見学、神楽殿にて 

御神楽奉拝、せんぐう館見学）―昼食― 内宮自由参拝 

（おかげ横丁散策） 

決まり次第神社にて案内を掲示配布します。詳しくはお問合せ下さい。 


