
 
 
 

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
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さ
ざ
れ
石
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い
わ
お
と
な
り
て 

こ
け
の
む
す
ま
で 
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昨
年
、
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
。
こ
の
式
年
遷
宮
は
二
十
年
に
一
度
、
大
御 

神
が
お
鎮
ま
り
に
な
る
御
社
殿
を
建
替
え
、
大
御
神
に
新
殿 

に
お
遷
り
頂
き
、
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
常
若
（
と
こ
わ
か
）
の
精
神
の
も
と
に
行
わ
れ
ま 

す
。 

                 

       

な
ぜ
二
十
年
に
一
度
行
わ
れ 

る
の
か
。
定
説
は
な
い
よ
う
で
す 

が
、
常
若
の
精
神
は
も
と
よ
り
、 

建
築
技
術
や
工
芸
品
の
技
術
の 

継
承
な
ど
色
々
な
説
が
あ
り
ま 

す
。 二

十
年
毎
に
建
替
え
る
の
は 

木
が
も
っ
た
い
な
い
。
と
言
う
方 

も
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
ん
な
事
は 

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
再
利
用
を
繰
り 

返
し
、
貴
重
な
御
用
材
は
余
す
事 

無
く
有
効
に
使
わ
れ
、
大
切
に
さ 

れ
て
い
ま
す
。 

 

先
月
、
十
月
三
日
に
は
内
宮
の 

宇
治
橋
の
鳥
居
が
建
替
え
ら
れ
、 

竣
工
式
と
く
ぐ
り
始
め
が
行
わ 

れ
ま
し
た
。
实
は
こ
の
鳥
居
、
宇 

治
橋
の
奥
、
東
詰
の
も
の
（
境
内 

側
）
は
皇
大
神
宮
（
内
宮
）
御
正 

宮
の
棟
持
柱
。
宇
治
橋
の
手
前
、 

西
詰
の
も
の
（
入
口
側
）
は
豊
受 

大
神
宮
（
外
宮
）
御
正
宮
の
棟
持 

柱
を
削
り
直
し
て
再
利
用
さ
れ 

て
い
ま
す
。 

二
十
年
の
間
、
両
宮
の
棟
持
柱 

と
し
て
御
正
宮
を
支
え
、
そ
し
て 

次
の
二
十
年
は
宇
治
橋
の
鳥
居 

と
し
て
多
く
の
参
拝
者
を
迎
え
、 

更
に
次
の
二
十
年
、
東
詰
の
鳥
居 

       

は
三
重
県
亀
山
市
の
「
関
宿
の
追
分
」
の
鳥
居
に
。
西
詰
の 

鳥
居
は
同
県
桑
名
市
の
「
七
里
の
渡
跡
」
の
鳥
居
へ
と
。
ま 

た
更
に
そ
の
後
は
近
隣
の
氏
神
神
社
の
諸
施
設
の
御
用
材 

と
し
て
、
再
再
再
利
用
さ
れ
有
効
に
使
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
も 

ま
た
日
本
の
素
晴
ら
し
い
文
化
で
す
。
こ
の
事
は
一
例
で
あ 

り
、
そ
の
他
の
古
材
の
一
部
は
全
国
の
神
社
に
も
譲
与
さ
れ 

ま
す
。
そ
こ
で
今
回
、
大
変
名
誉
な
こ
と
に
、
奈
加
美
神
社 

が
そ
の
式
年
遷
宮
の
古
材
の
譲
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
り 

ま
し
た
。
木
曽
の
山
か
ら
伐
り
出
さ
れ
、
二
十
年
の
間
、 

天
照
大
御
神
の
「
神
気
」
に
触
れ
た
大
変
有
難
い
材
料
で
す
。 

去
る
九
月
二
十
七
日
、
神
社
総
代
の
代
表
と
共
に
伊
勢
の 

神
宮
へ
向
い
、
ま
ず
は
外
宮
で
御
垣
内
参
拝
。
山
田
工
作
所 

へ
と
移
動
し
、
二
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
に
古
材
を
積
み
込
ん
で
頂
き
、 

式
年
遷
宮
造
営
部
長
の
宮
嶋
禰
宜
様
の
お
話
を
拝
聴
し
ま 

し
た
。
そ
し
て
内
宮
へ
と
移
動
し
、
御
垣
内
参
拝
、
神
楽
殿 

に
て
神
恩
感
謝
の
御
神
楽
を
奉
拝
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
目 

的
を
終
え
て
帰
阪
。
夕
刻
七
時
頃
と
な
り
ま
し
た
が
、
奈
加 

美
神
社
に
戻
り
、
神
社
総
代
会
・
敬
神
婦
人
会
・
氏
子
青
年 

会
参
列
の
も
と
、
古
材
下
賜
奉
告
祭
を
執
り
行
い
、
社
務 

所
に
て
さ
さ
や 

か
な
祝
宴
を
開 

き
ま
し
た
。 

今
回
頂
戴
し 

た
古
材
は
境
内 

末
社
・
大
宮
稲
荷 

神
社
の
改
築
の 

御
用
材
に
使
用 

さ
せ
て
頂
く
予 

定
で
す
。 

神宮司庁 山田工作所 

豊受大神宮（外宮）の森の北西に隣接し、88,000 
平米の広大な敷地に貯木の堀や製材所、加工所、 
乾燥倉庫などの施設が建つ。 



安

産

戌

の

日

ま

い

り 

本
殿
横
の
大
宮
稲
荷
神
社
は
昭
和
四
十
六
年
に
造
営
さ 

れ
、
四
十
三
年
の
年
月
を
数
え
ま
す
。
森
の
奥
に
祀
ら
れ 

て
い
た
お
稲
荷
さ
ん
を
お
遷
し
、
本
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
佐 

野
川
・
山
出
の
お
稲
荷
さ
ん
の
御
分
霊
を
合
祀
し
た
と
い
う 

記
録
が
あ
り
ま
す
。
四
十
三
年
の
間
、
修
理
と
い
う
修
理
は 

行
っ
て
お
ら
ず
、
鳥
居
や
土
塀
も
傷
み
が
目
立
ち
、
散
々
な 

状
態
で
す
。
神
様
に
は
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す 

が
、
財
政
的
な
余
裕
も
無
く
手
が
付
け
ら
れ
な
い
ま
ま
で
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
今
回
の
古
材
譲
与
を
絶
好
の
契
機
と
し 

て
、
大
々
的
な
改
築
を
計
画
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し 

た
。
と
は
言
え
平
成
二
十
一
年
に
改
称
百
周
年
記
念
事
業
で 

社
務
所
を
新
築
頂
い
た
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
最
低
十
年
は 

空
け
な
い
と
ご
理
解
を
頂
き
に
く
い
か
と
思
い
ま
す
。
五
年 

先
に
な
り
ま
す
が
、
平
成
三
十
一
年
の
改
称
百
十
周
年
を 

目
途
に
計
画
を
進
め
た
く
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は 

是
非
と
も
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

      

こ
の
度
、
奈
加
美
神
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
安
産
岩
田
帯
（
腹 

帯
）
を
奉
製
い
た
し
ま
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
日
本
画
家
で
あ 

り
高
野
山
の
画
僧
で
も
あ
る
藤
原
祐
寛
先
生
、
奉
製
は
谷
捺 

染
工
業
所
さ
ん
に
お
願
い
し
、
素
晴
ら
し
い
仕
上
が
り
と
な 

り
ま
し
た
。 

          

 

お
母
さ
ん
犬
の
優
し
い
目
、
お
父
さ
ん
犬
の
守
り
、
子
犬 

た
ち
の
愛
く
る
し
さ
、
見
る
だ
け
で
癒
さ
れ
ま
す
。
ま
た
岩 

田
帯
に
は
珍
し
く
、
淡
い
ピ
ン
ク
の
時
色
（
鴇
色
）
を
用
い 

ま
し
た
。
優
し
い
母
性
で
お
腹
の
赤
ち
ゃ
ん
を
育
ん
で
欲
し 

い
と
言
う
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。 

 

お
母
さ
ん
の
お
腹
に
新
し
い
「
命
」
が
芽
生
え
る
と
言
う 

こ
と
は
、
ご
両
親
、
ご
家
族
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
地
域 

の
宝
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
り
ま
す
。
神
々
の
尊
い
お
蔭
や
お 

導
き
を
頂
い
て
の
ご
先
祖
さ
ま
か
ら
の
「
命
」
の
継
承
で
す
。 

お
腹
の
中
で
無
事
成
長
し
、
ご
安
産
で
産
れ
出
て
く
る
こ
と 

は
誰
し
も
の
願
い
で
す
。 

安
産
祈
願
は
一
般
的
に
妊
娠
五
ヶ
月
の
戌
の
日
に
お
祓 

い
を
受
け
、
岩
田
帯
を
着
帯
し
ま
す
。
戌
の
日
に
お
参
り
す 

る
の
は
犬
が
多
産
で
あ
り
、
安
産
で
あ
る
こ
と
に
因
み
ま
す
。 

ど
う
ぞ
目
出
度
く
子
宝
に
恵
ま
れ
た
際
に
は
、
戌
の
日
の
安 

産
祈
願
に
お
越
し
下
さ
い
。
安
産
御
守
、
岩
田
帯
と
共
に
、 

普
段
で
も
簡
易
に
お
使
い
頂
け
る
コ
ル
セ
ッ
ト
型
の
腹
帯 

も
お
授
け
し
て
お
り
ま
す
。 

           

当
社
の
主
祭
神
は
応
神
天
皇
（
八
幡
さ
ま
）
で
す
が
、
配 

祭
神
に
は
母
君
の
神
功
皇
后
が
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

古
事
記
に
よ
る
と
約
一
八
〇
〇
年
前
、
神
功
皇
后
は
朝
鮮
半 

島
に
出
征
し
た
際
、
お
腹
に
応
神
天
皇
を
身
ご
も
っ
て
お
り
、 

そ
の
時
に
石
を
帯
の
中
に
巻
き
付
け
、
帰
還
後
に
無
事
お
産 

み
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
神 

功
皇
后
は
安
産
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
岩
田
帯
の
起
源
に 

も
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

                

十
一
月
二
十
三
日 

新
嘗
祭
（
新
穀
感
謝
祭
） 

十
二
月
下
旬 

 
 

新
池
中
学
校
美
術
部
大
絵
馬
奉
納 

十
二
月
三
十
一
日 

師
走
の
大
祓
・
歳
末
神
恩
感
謝
祭 

一
月
一
日
・
元
旦 

新
春
特
別
奉
納
行
事 

（
川
崎
貴
久
氏
に
よ
る
尺
八
・
琴
・
和
太
鼓
の
奉
納
演
奏
） 

一
月
九
～
十
一
日 

十
日
戎
神
事
・
吉
兆
授
与 

二
月
三
日
節
分 

 

厄
除
け
・
家
内
安
全
祈
願
祭
奉
仕 

 

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
て
奈
加
美
神
社
の
日
常
を
発
信
し
て
い 

ま
す
。
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
「
い
い
ね
」
を
お
願
い
し
ま
す
。 

奈加美神社に伝わる大絵馬 
 
円山応挙の門弟により描か 
れたもので、神功皇后と 
応神天皇を抱く武内宿禰。 

今

後

の

行

事

予

定 


