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平
成
十
七
年
四
月
に
奈
加
美
神
社
の
宮
司
に
就 

任
し
て
よ
り
、
早
く
も
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。 

 

恥
ず
か
し
な
が
ら
以
前
は
こ
の
奈
加
美
神
社
の 

存
在
す
ら
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
实
家
は
岬
町 

谷
川
に
鎮
座
す
る
産
土
神
社
（
う
ぶ
す
な
じ
ん
じ
ゃ) 

で
、
父
が
宮
司
を
務
め
て
お
り
ま
す
。
私
は
現
在
も 

そ
う
な
の
で
す
が
、
以
前
よ
り
大
阪
市
の
本
町
に
鎮 

座
す
る
摂
津
国
の
一
之
宮
・
坐
摩
神
社(

い
か
す
り
じ 

ん
じ
ゃ
・
通
称
ざ
ま
じ
ん
じ
ゃ)

の
神
職
を
兼
任
し
て 

お
り
ま
す
。
お
宮
参
り
や
地
鎮
祭
な
ど
お
祓
い
の
お 

申
し
出
を
頂
い
た
時
に
は
お
休
み
を
頂
い
て
、
そ
の 

ご
奉
仕
や
境
内
の
お
掃
除
な
ど
の
社
務
を
行
っ
て 

お
り
ま
す
。
家
内
も
神
職
の
資
格
を
取
得
し
て
お
り
、 

普
段
の
お
祓
い
な
ど
の
ご
奉
仕
に
あ
た
り
、
家
族
で 

神
社
を
お
守
り
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 

本
町
へ
の
通
勤
は
専
ら
南
海
電
鉄
に
お
世
話
に 

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
十
数
年
前
に
南
海
電
鉄
の 

情
報
誌
に
奈
加
美
神
社
の
ご
本
殿
（
大
阪
府
指
定
文 

化
財
）
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
に
初
め
て
奈 

加
美
神
社
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
朱
塗 

り
の
綺
麗
な
ご
本
殿
が
特
に
印
象
に
残
り
ま
し
た
。 

数
年
が
経
ち
、
平
成
十
六
年
の
年
明
け
に
車
で
二 

十
六
号
線
を
通
る
と
、
ち
ょ
う
ど
十
日
戎
・
奈
加
美 

神
社
の
幟
が
目
に
付
き
ま
し
た
。
奈
加
美
神
社
？
ど 

       

こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
な
、
と
職
業
柄
気
に
な 

っ
て
お
参
り
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
ぁ
、
あ
の 

時
の
朱
塗
り
の
ご
本
殿
の
神
社
が
こ
ん
な
と
こ
ろ 

に
あ
っ
た
の
か
と
納
得
。
ひ
っ
そ
り
し
て
い
ま
し
た 

が
、
こ
じ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
っ
た
い
い
お
宮
さ
ん
だ 

な
ぁ
と
い
う
印
象
で
し
た
。
偶
然
の
通
り
す
が
り
に 

戎
さ
ん
の
幟
が
偶
然
目
に
留
ま
り
、
偶
然
お
参
り
を 

さ
せ
て
頂
い
た
訳
で
す
が
、
そ
の
数
日
後
、
神
社
庁 

の
支
部
長
か
ら
父
親
の
元
に
連
絡
が
入
り
、
お
宅
の 

息
子
さ
ん
を
奈
加
美
神
社
の
宮
司
に
ど
う
だ
と
い 

う
打
診
が
あ
り
ま
し
た
。
父
親
か
ら
そ
の
話
を
聞
い 

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
奈
加
美
神
社
と
い
え
ば
、 

つ
い
こ
の
間
お
参
り
さ
せ
て
頂
い
た
ば
か
り
の
神 

社
だ
！
と
随
分
と
驚
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

偶
然
は
必
然
と
よ
く
申
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
御
神
縁
。 

奈
加
美
神
社
の
神
様
に
見
初
め
ら
れ
、
引
き
寄
せ
ら 

れ
て
い
る
よ
う
に
強
く
感
じ
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ 

ろ
他
社
と
の
兼
務
と
い
う
決
し
て
い
い
条
件
で
は 

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
不
思
議
な
「
縁
」
を 

大
切
に
さ
せ
て
頂
き
、
頑
張
り
が
い
が
あ
る
だ
ろ
う 

と
決
意
し
て
家
族
で
移
っ
て
来
た
次
第
で
す
。 

当
時
三
十
歳
の
若
さ
で
宮
司
に
就
任
さ
せ
て
頂 

き
ま
し
た
。
神
職
経
験
は
あ
る
も
の
の
地
縁
が
ほ
と 

ん
ど
無
く
、
右
も
左
も
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、 

大阪府指定文化財 奈加美神社本殿 慶長１５年（１６１０）造営 



当
時
の
総
代
会
長
さ
ん
を
始
め
、
総
代
会
や
敬
神
婦 

人
会
、
町
会
長
さ
ん
や
農
業
役
員
の
皆
さ
ん
、
地
域 

の
皆
さ
ん
に
親
切
に
し
て
頂
き
、
支
え
ら
れ
、
や
っ 

と
慣
れ
て
来
た
か
と
思
え
ば
も
う
十
年
。
月
日
が
経 

つ
の
は
早
い
も
の
で
す
。 

私
は
も
と
も
と
植
物
を
育
て
る
の
が
好
き
で
、
産 

土
神
社
で
は
「
花
菖
蒲
」
を
、
坐
摩
神
社
で
は
神
紋 

に
因
ん
だ
「
さ
ぎ
草
」
や
「
紫
陽
花
」
を
栽
培
し
て 

お
り
ま
し
た
。 

奈
加
美
神
社
で
も
何
か
特
徴
の
あ
る
花
を
と
考 

え
た
と
き
、
や 

は
り
神
紋
が
藤 

巴
（
巴
藤
）
な
の 

で
「
藤
」
に
し
よ 

う
と
、
藤
の
栽
培 

を
始
め
ま
し
た
。 

単
純
過
ぎ
て
笑 

わ
れ
る
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
が
、
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
か
く
や
っ
て 

み
よ
う
と
、
藤
の 

苗
木
を
茨
城
県 

か
ら
取
り
寄
せ
、 

せ
っ
せ
と
育
て 

て
い
ま
す
。 

初
め
か
ら
費 

用
を
掛
け
て
大 

き
な
木
を
植
え 

る
の
も
い
い
の 

で
す
が
、
年
数
を 

掛
け
る
こ
と
に 

価
値
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
強
い
思
い
も
有
り
ま
す 

の
で
、
十
数
種
類
の
藤
を
苗
木
か
ら
育
て
、
十
年
後
、 

或
い
は
二
十
年
後
、
三
十
年
後
と
頭
の
中
で
思
い
描 

き
な
が
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
励
ん
で
お
り
ま
す
。 

そ
し
て
節
目
の
十
年
目
、
今
年
は
藤
棚
に
見
事
な 

九
尺
藤
が
咲
き
誇
り
ま
し
た
。 

こ
の
九
尺
藤
は
藤
棚
用
の
若
木
を
仕
入
れ
、
植
え 

つ
け
て
か
ら
六
年
で
す
が
、
棚
の
端
ま
で
蔓
を
伸
ば 

し
見
事
に
咲
い
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
う
な
っ
て
く
る 

と
達
成
感
が
あ
り
ま
す
。
今
年
は
さ
ら
に
藤
棚
を
延 

長
を
し
ま
し
た
。
そ
の
棚
に
蔓
を
伸
ば
し
花
が
咲
く 

に
は
数
年
掛
か
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
気
長
に
取
り 

組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
の
品
種
の
藤
も
少 

し
ず
つ
充
实
し
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
ご
期
待
下 

さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ま
た
今
年
は 

十
年
の
節
目 

を
記
念
し
て 

山
紅
葉
を
三 

本
、
桜
の
新
品 

種
「
舞
姫
」
を 

三
本
植
樹
し 

ま
し
た
。
こ 

れ
ま
た
十
年 

後
が
楽
し
み 

で
す
。
と
は
言 

え
も
ち
ろ
ん 

花
の
お
世
話 

ば
か
り
し
て 

い
る
訳
で
は 

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

平
成
二
十 

年
に
は
氏
子 

各
位
の
ご
協 

力
を
賜
り
、
新 

社
務
所
の
建 

設
、
翌
年
は
拝 

殿
改
修
、
境
内 

整
備
を
行
い
、 

奈
加
美
神
社 

改
称
百
周
年 

記
念
大
祭
を 

斎
行
。
平
成
二 

十
四
年
に
神 

社
本
庁
の
神 

社
振
興
対
策 

モ
デ
ル
神
社 

の
指
定
を
受 

け
、
氏
子
青
年
会
を
結
成
。
神
事
に
於
い
て
も
、
総 

代
会
、
敬
神
婦
人
会
、
氏
子
青
年
会
、
農
業
団
体
の 

協
力
を
頂
き
、
大
祓
式
や
春
祭
り
、
御
田
植
え
祭
な 

ど
四
季
折
々
の
祭
り
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
以
前 

に
比
べ
る
と
随
分
と
多
く
の
参
拝
者
に
お
越
し
頂 

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

「
神
は
人
の
敬
に
よ
っ
て
威
を
増
し
、
人
は
神
の 

徳
に
よ
っ
て
運
を
添
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

神
職
の
務
め
は
神
事
の
厳
修
、
境
内
の
維
持
管
理
、 

そ
し
て
神
様
と
氏
子
さ
ん
を
繋
ぐ
仲
執
り
持
ち
で 

す
。
氏
子
さ
ん
の
敬
い
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
神
様 

の
御
神
威
は
増
し
、
そ
の
御
神
威
が
氏
子
さ
ん
に
還 

元
さ
れ
、
「
お
か
げ
」
を
頂
く
こ
と
が
で
き
る
の
で 

す
。 

改修前の本殿側面の妻組の藤 

 

改修前の奈加美神社本殿側面 

（
九
尺
藤
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
） 



神
社
は
そ
の
空
間
に
存
在
す
る
だ
け
で
は
成
り 

立
ち
ま
せ
ん
。
氏
子
さ
ん
の
信
仰
や
思
い
が
あ
り
、 

そ
し
て
神
様
の
「
お
か
げ
」
が
あ
り
、
相
互
の
関
係 

を
保
ち
な
が
ら
千
数
百
年
の
歴
史
を
紡
い
で
き
ま 

し
た
。
長
い
歴
史
の
中
で
戦
乱
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
、 

衰
微
し
た
時
期
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
都
度
氏
子
さ 

ん
の
力
で
立
ち
直
っ
て
き
ま
し
た
。
戦
後
の
再
興
も 

同
じ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
奈
加
美
神
社 

が
あ
る
の
は
、
氏
子
さ
ん
や
歴
代
宮
司
さ
ん
の
ご
努 

力
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
う
い
っ
た
事
を
肝
に
銘
じ
、
今
後
の
神
社
の
護 

持
運
営
に
力
を
尽
く
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、 

皆
様
方
に
は
ど
う
ぞ
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お
願
い 

申
し
上
げ
ま
す
。 

    

奈
加
美
神
社
に
は
中
庄
・
上
瓦
屋
・
湊
の
字
々
に 

祀
ら
れ
て
い
た
神
々
が
合
祀
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回 

は
湊
の
出
屋
敷
に
祀
ら
れ
て
い
た
八
坂
神
社
の
ご 

祭
神
、
素
盞
鳴
尊
（
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
）
に
つ
い 

て
紹
介
し
ま
す
。 

 

八
坂
神
社
は
湊
村
の
薬
師
寺
の
鎮
守
社
と
し
て 

祀
ら
れ
て
い
た
神
社
で
す
。
本
社
の
京
都
・
八
坂
神 

社
は
、
祇
園
さ
ん
、
祇
園
さ
ん
と
親
し
ま
れ
る
神
社 

で
、
京
都
の
夏
を
彩
る
祇
園
祭
り
は
大
変
有
名
で
す
。 

現
在
も
湊
に
祇
園
町
の
名
が
残
る
の
は
八
坂
神
社 

が
鎮
座
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

 

今
で
も
奈
加
美
神
社
に
は
八
坂
神
社
に
奉
納
さ 

れ
た
石
灯
籠
が
現
存
し
ま
す
が
、
元
亀
四
年
（
一
五 

七
三
）
と
彫
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
か
ら
四
四 

二
年
前
よ
り
更
に
前
か
ら
存
在
し
た
神
社
と
言
え 

ま
す
。 

こ
の
素
盞
鳴
尊
は
天
照
大
御
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ 

オ
ミ
カ
ミ
）
の
弟
君
で
、
月
読
命
（
ツ
キ
ヨ
ミ
ノ
ミ 

コ
ト
）
と
共
に
三
貴
神
と
呼
ば
れ
る
貴
い
神
様
で
す
。 

神
話
で
は
「
八
俣
の
お
ろ
ち
」
の
主
人
公
で
、
疫
病 

災
難
除
け
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ス
サ
ノ
オ
は
暴
れ
ん
坊
で
や
ん
ち
ゃ
な
神
様
で 

す
。
姉
君
の
ア
マ
テ
ラ
ス
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
高
天
原 

（
天
上
界
）
で
乱
暴
狼
藉
を
働
き
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は 

困
り
果
て
天
の
岩
戸
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
世
の
中
が 

真
っ
暗
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
神
々
が
会 

議
を
開
き
、
再
び
ア
マ
テ
ラ
ス
に
お
出
ま
し
頂
く
た 

め
に
神
事
を
行
い
、
無
事
世
の
中
に
光
が
差
し
込
む 

                

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

ス
サ
ノ
オ
は
追
放
さ
れ
て
出
雲
の
地
に
降
り
立 

つ
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
で
八
俣
の
お
ろ
ち
に
お
び
え 

る
親
子
に
出
会
い
ま
す
。
生
け
贄
に
捧
げ
ら
れ
よ
う 

と
し
て
い
た
娘
・
櫛
名
田
比
売
（
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
） 

を
助
け
よ
う
と
退
治
を
約
束
し
、
八
俣
の
お
ろ
ち
を 

酒
で
酔
わ
せ
て
十
拳
の
剣
（
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
）
で 

や
っ
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
英
雄
と
な
っ
た
ス
サ 

ノ
オ
は
ク
シ
ナ
ダ
と
結
婚
し
、
子
孫
を
残
し
ま
し
た
。 

そ
の
六
代
の
ち
の
子
孫
が
、
出
雲
大
社
の
御
祭
神
・ 

大
国
主
神
（
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
）
と
な
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
人
に
置
き
換
え
る
と
、
暴
れ 

ん
坊
で
少
々
や
ん
ち
ゃ
で
あ
っ
て
も
、
心
を
入
れ
替 

え
て
人
の
た
め
に
尽
く
す
と
偉
い
人
に
な
れ
ま
す 

よ
。
と
い
う
よ
う
な
お
諭
し
と
も
言
え
ま
す
。
神
話 

を
読
ん
で
み
る
と
、
神
様
の
世
界
は 

奇
想
天
外
に
感
じ
る
と
こ
ろ
も
あ 

る
か
と
思
い
ま
す
が
、
人
間
じ
み
た 

面
白
い
お
話
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま 

す
。
神
話
に
は
私
た
ち
日
本
人
の
ル 

ー
ツ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

神
話
は
約
一
三
〇
〇
年
前
に
編 

纂
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
三
〇
〇
年 

前
よ
り
さ
ら
に
遠
い
昔
か
ら
伝
わ 

る
古
い
伝
承
を
整
理
し
た
も
の
で 

す
。
文
字
ば
か
り
で
は
退
屈
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
が
、
マ
ン
ガ
古
事
記
な
ど 

も
多
数
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、 

一
度
読
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し 

ょ
う
か
。 

 
 

 

御

祭

神

の

紹

介 

～ 

湊
・
八
坂
神
社 

素
盞
鳴
尊 
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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、各種お祓い 
神道家霊祭、神棚の相談等も 
受付致しております 
お電話にてお問合わせ下さい 
 

公式ホームページ開設 
http://www.nakami.org 

安

産

戌

の

日

ま

い

り 

六
月
二
十
日
の
御
田
植
え
祭
の
様
子
を 

写
真
家
の
方
が
撮
影
下
さ
い
ま
し
た
。 

                            

当
日
は
天
候
に
恵
ま
れ
、
五
穀
豊
穣
・
万
物
豊
作
を 

祈
る
御
田
植
え
祭
（
虫
送
り
）
を
ご
奉
仕
し
ま
し
た
。 

     
 

         

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
。 

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
。 

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

安
産
祈
願
に
お
参
り
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
。 

お
電
話
で
の
ご
予
約
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。 


