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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 

 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

本
年
は
終
戦
七
十
年
の
節
目
で
あ
り
、
全
国
各
地 

で
戦
没
者
の
慰
霊
追
悼
の
神
事
や
式
典
が
行
わ
れ 

て
い
ま
す
。
大
阪
の
神
社
界
に
お
い
て
は
、
神
道
政 

治
連
盟
大
阪
府
本
部
が
主
管
と
な
り
、
大
阪
府
神
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庁
・
念
法
眞
教 

教
団
（
仏
教 

系
）
共
催
に
て
、 

戦
艦
大
和
の 

沈
没
地
点
で 

洋
上
慰
霊
祭 

を
執
り
行
い 

ま
し
た
。 

 

こ
の
慰
霊 

祭
に
は
遺
族 

を
含
む
約
四 

五
〇
名
が
参 

加
し
、
大
型
客 

船
「
ぱ
し
ふ
ぃ 

っ
く
び
ー
な 

す
号
」
に
乗
り 

 

      

込
み
、
九
月
二
十
八
日
午
前
十
時
に
神
戸
港
を
出
港 

し
ま
し
た
。
折
り
し
も
台
風
二
十
一
号
の
直
後
で
波 

の
う
ね
り
が
強
く
、
た
て
に
よ
こ
に
と
随
分
揺
れ
ま 

し
た
が
、
翌
二
十
九
日
午
後
一
時
よ
り
鹿
児
島
県
の 

坊
ノ
岬
沖
（
大
和
沈
没
地
点
）
に
て
、
神
仏
合
同
で 

の
洋
上
慰
霊
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
参 

加
者
全
員
が
甲
板
に
出
て
、
汽
笛
を
合
図
に
船
上
か 

ら
白
菊
の
献
花
を
行
い
ま
し
た
。 

 

私
自
身
も
今
回
の
慰
霊
祭
に
祭
員
奉
仕
者
と
し 

て
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
果
敢
な
く
も
洋
上
に
て
お
亡 

く
な
り
に
な
ら
れ
た
英
霊
の
御
霊
が
安
ら
か
で
あ 

り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

            

        

先
日
、
以
前
に
読
ん
だ
元
零
戦
パ
イ
ロ
ッ
ト
・ 

小
高
登
貫
氏
の
著
書
「
あ
ヽ
青
春
零
戦
隊
」
を
改
め 

て
読
み
直
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
が
き
に
は
次
の
よ 

う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

～
現
在
の
日
本
が
、「
自
分
た
ち
が
戦
わ
な
か
っ
た
ら
、 

日
本
は
滅
び
る
」
と
い
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
特
攻
隊
員 

や
、
多
く
の
純
真
な
若
者
た
ち
の
尊
い
犠
牲
の
う
え
に 

築
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
現
在
の
若
い
人
た
ち
に
も
知 

っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、 

死
ん
だ
戦
友
の
霊
も
永
久
に
浮
か
ば
れ
な
い
し
、
遺
族 

の
方
々
も
救
わ
れ
な
い
。
～ 

 

今
日
の
平
和
は
、
先
の
大
戦
で
家
族
を
思
い
、
故 

郷
を
思
い
、
国
を
思
っ
て
戦
わ
れ
た
方
々
の
礎
の
う 

え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て 

は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

実
際
に
前
線
で
戦
わ
れ
た
方
の
手
記
を
読
む
と
、 

当
時
の
若
者
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
散
っ
て
い
っ
た 

の
か
、
胸
が
熱
く
締
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
し
ま
す
。 

戦
後
七
十
年
の
節
目
、
私
た
ち
日
本
人
は
戦
後
の
自 

虐
史
観
か
ら
脱
却
し
て
真
実
を
学
び
取
り
、
こ
れ
か 

ら
の
日
本
の
平
和
と
世
界
の
国
々
と
の
共
存
共
栄 

に
つ
い
て
考
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

大
東
亜
戦
争
終
結
七
十
年
洋
上
慰
霊
祭 

 
 
 

 
 
 

奈
加
美
神
社 
宮
司 

北
岡
忠
澄 

（
ぱ
し
ふ
ぃ
っ
く
び
ー
な
す
号
） 

（
戦
艦
大
和
沈
没
地
点
で
の
献
花
） 



戦
時
中
の
奈
加
美
神
社 

ご 

家 

庭 

に 

神 

棚 

を 

～
御
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う
～ 

の

日

ま

い

り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戦
時
中
の
往 

時
を
偲
ぶ
写
真 

は
ほ
と
ん
ど
残 

っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
の 

が
左
の
写
真
で
ガ
ラ
ス
乾
板
も
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

                     

こ
の
写
真
が
い
つ
撮
影
さ
れ
た
の
か
記
録
は
残 

っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
神
職
が
四
名
、
軍
服
を
着
た 

軍
人
さ
ん
、
正
面
の
拝
殿
前
に
国
旗
が
掲
げ
ら
れ
て 

い
る
こ
と
か
ら
、
戦
時
中
の
紀
元
節
や
天
長
節
、
明 

治
節
な
ど
の
神
事
の
記
念
写
真
で
は
な
い
か
と
思 

わ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
日
新
校
区
か
ら
も
多
く
の
兵
隊
さ
ん
が
出 

征
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
奈
加
美
神
社
の
歴
史
の
一 

端
を
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

「
奈
加
美
神
社
の
遠
き
思
い
出 

～
出
征
の
朝
～
」 

話
者 

中
庄
・
奥
野
友
三
郎 

 
 

昭
和
十
六
年
七
月
徴
兵
検
査
で
甲
種
合
格
を
宣
告
さ 

れ
た
。
歩
兵
科
で
二
月
に
奈
良
連
隊
に
入
営
と
の
赤
紙
を 

も
ら
っ
た
。
そ
の
矢
先
の
十
二
月
八
日
、
太
平
洋
戦
争
が 

布
告
さ
れ
た
。 

 

大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
と
思
っ
た
。
入
隊
の
朝
が
来
た
。 

青
年
団
の
楽
団
を
先
頭
に
国
防
婦
人
会
や
在
郷
軍
人
会 

と
か
各
種
団
体
に
大
勢
見
送
ら
れ
な
が
ら
、
奈
加
美
神
社 

へ
。
拝
殿
か
ら
玉
砂
利
を
踏
ん
で
境
内
に
入
る
。
神
主
さ 

ん
か
ら
玉
串
を
も
ら
っ
て
本
殿
に
捧
げ
、
君
が
代
の
演
奏 

に
合
わ
せ
て
最
敬
礼
。 

「
一
生
懸
命
お
国
の
た
め
に
戦
い
ま
す
。
ど
う
か
武
運
長 

久
を
お
守
下
さ
い
。」
と
真
剣
に
お
祈
り
し
た
。
氏
神
様 

が
守
っ
て
下
さ
る
の
だ
と
安
心
感
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。 

 

神
社
の
広
場
一
杯
の
見
送
り
の
方
々
に
元
気
一
杯
で 

挨
拶
を
し
て
最
後
に
、
後
に
残
し
た
年
老
い
た
両
親
の
こ 

と
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
と
結
ん
だ
。
佐
野
駅
で
見 

送
り
の
人
の
歓
呼
に
こ
た
え
、
元
気
で
別
れ
征
途
に
つ
い 

た
。
奈
良
連
隊
で
約
一
週
間
で
戦
地
へ
。
戦
い
な
が
ら
学 

ぶ
野
戦
教
育
を
経
て
四
年
間
各
地
を
転
戦
し
た
が
、
武
運 

よ
く
無
事
生
還
で
き
た
の
も
、
氏
神
様
の
御
加
護
の
お
か 

げ
と
思
っ
て
い
る
。 

 

「
な
か
み
の
昔
を
明
日
に
伝
え
る
会 

～
中
庄
・
上
瓦
屋
～
」
よ
り
抜
粋 

平
成
十
八
年
発
行
（
聞
き
書 

北
山 
理
） 

 

 

終
戦
後
、
奥
野
友
三
郎
さ
ん
の
よ
う
に
武
運
よ
く 

生
還
さ
れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
二
百
万
人
以
上 

の
方
々
が
戦
地
で
犠
牲
に
な
り
、
靖
国
神
社
を
始
め 

各
都
道
府
県
の
護
国
神
社
に
英
霊
と
し
て
ま
つ
ら 

れ
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
今
生
か
さ 

れ
て
い
る
こ
の
平
和
な 

世
の
中
は
、
戦
争
で
散 

華
さ
れ
た
数
多
く
の
英 

霊
の
尊
い
犠
牲
の
う
え 

に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。 

そ
う
い
っ
た
認
識
を
次 

の
世
代
に
も
示
さ
な
け 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

是
非
と
も
機
会
を
見 

つ
け
て
、
英
霊
が
安
ら 

か
に
お
鎮
ま
り
に
な
る 

東
京
九
段
の
靖
国
神
社
、 

大
阪
市
住
之
江
区
の
大 

阪
護
国
神
社
に
ご
参
拝 

頂
き
、
英
霊
に
感
謝
を 

捧
げ
恒
久
な
る
平
和
を 

ご
祈
願
下
さ
い
。 

     

私
た
ち
は
日
々
自
然
の
恩
恵
を
受
け
て
過
ご
し 

て
い
ま
す
。
と
は
言
え
人
生
い
ろ
い
ろ
。
「
悪
い
こ 

と
ば
か
り
続
い
て
神
も
仏
も
あ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な 

い
。」「
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
け
ど
今
日 

 
写真提供のお願い 

 
奈加美神社には昔の記録写真がほとんど残っておりません。 

昭和４０年以前の奈加美神社の写真などございましたら、 

神社資料として提供頂ければ有難く存じます。 

現物はお返しいたしますので、ご協力下さいますよう宜しく 

お願い申し上げます。 
 



昭
憲
皇
太
后
御
歌 

～
鏡
～ 

 

朝
ご
と
に 

む
か
ふ
か
が
み
の 

く
も
り
な
く 

あ
ら
ま
ほ
し
き
は 

心
な
り
け
り 

 

三
社
づ
く
り
の
場
合 

一
社
づ
く
り
の
場
合 

が
あ
る
の
は
神
さ
ま
の
お
か
げ
。
」
あ
な
た
は
ど
ち 

ら
で
し
ょ
う
。
人
は
つ
い
つ
い
原
因
を
他
に
求
め
て 

し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
案
外
自
分
の
な
か
に
潜
ん
で 

い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

良
く
な
い
こ
と
が
続
く
と
自
分
に
与
え
ら
れ
た 

試
練
と
し
て
受
け
止
め
、
自
己
を
見
つ
め
直
し
て
反 

省
し
ま
し
よ
う
。
悪
い
こ
と
は
や
が
て
消
え
去
り
明 

る
い
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
す
。
人
生
山
あ
り 

谷
あ
り
。
私
た
ち
は
目
に
は
見
え
な
い
「
何
か
」
に 

守
ら
れ
、
導
か
れ
過
ご
し
て
い
ま
す
。
そ
の
「
何
か
」 

は
個
々
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
違
う
か
も
し
れ
ま
せ 

ん
が
、
神
さ
ま
で
あ
り
、
仏
さ
ま
で
あ
り
、
ご
先
祖 

さ
ま
で
す
。
日
々
の
暮
ら
し
が
「
あ
た
り
ま
え
」
で 

な
く
「
あ
り
が
た
い
」
と
思
え
る
こ
と
が
幸
せ
に
近 

づ
く
第
一
歩
で
す
。 

朝
一
番
、
神
棚
や
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
て
、
お
は 

よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
つ
も
お
守
り
下
さ
っ
て
あ
り 

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
も
一
日
よ
ろ
し
く
お
願 

い
し
ま
す
。
こ
の
何
気
な
い
「
感
謝
」
と
「
祈
り
」、 

と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
す
が
、
と
て
も
清
々
し
い
気
持 

ち
に
な
り
ま
す
。 

ご
家
庭
で
神
棚
を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
は
日
本 

の
美
し
い
伝
統
で
あ
り
、
風
習
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご 

家
庭
に
も
神
棚
を
お
ま
つ
り
し
て
み
て
は
い
か
が 

で
し
ょ
う
か
。
当
社
の
社
務
所
に
は
各
種
神
棚
の
見 

本
を
取
り
揃
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽 

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

    

 

昭
憲
皇
太
后
は
明
治
天
皇
の
皇
后
で
、
多
く
の
御 

歌
（
み
う
た
）
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

毎
朝
向
う
鏡
が
曇
り
な
く
き
れ
い
で
あ
る
よ
う 

に
人
の
心
も
そ
う
あ
り
た
い
も
の
で
す
。
と
い
う
意 

味
合
い
で
す
。 

伊
勢
の
神
宮
の
御
祭
神
・
天
照
大
御
神
の
ご
神
体 

は
「
八
咫
の
鏡
」（
や
た
の
か
が
み
）
で
、「
鏡
」
は 

は
古
来
よ
り
神
さ
ま
の
依
り
代
と
な
る
信
仰
の
対 

象
で
す
。
そ
し
て
多
く
の
神
社
で
も
ご
本
殿
の
前
に 

神
鏡
（
し
ん
き
ょ
う
）
が
置
か
れ
、
神
鏡
を
通
し
て 

ご
本
殿
の
奥
に
お
鎮
ま
り
に
な
る
神
さ
ま
に
拝
礼 

し
ま
す
。
神
棚
に
も
扉
の
正
面
に
は
神
鏡
を
お
飾
り 

し
ま
す
。
「
鏡
」
は
人
の
姿
を
映
す
よ
う
に
人
の
心 

を
映
す
と
も
言
わ
れ
ま
す
。 

 

毎
朝
神
さ
ま
と
向
き
合
っ
て
「
感
謝
」
と
「
祈
り
」 

を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。 
 

～
神
棚
と
御
札
の
ま
つ
り
方
～ 

             

          

①
神
宮
大
麻
（
じ
ん
ぐ
う
た
い
ま
） 

 

（
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
御
神
の
御
札
） 

②
氏
神
神
社
の
御
札 

（
奈
加
美
神
社
の
御
札
） 

※
①
②
は
奈
加
美
神
社
で
授
与
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

③
崇
敬
神
社
の
御
札 

 

①
②
以
外
に
特
に
信
仰
す
る
神
社
が
あ
る
場
合
は
、
各
社 

で
お
受
け
に
な
ら
れ
た
御
札
を
合
わ
せ
て
お
ま
つ
り 

く
だ
さ
い
。
な
い
場
合
は
①
②
の
み
お
ま
つ
り
く
だ
さ
い
。 

 

・
神
棚
・
御
札
は
、
北
を
背
に
し
て
南
向
き
、
も
し
く
は 

西
を
背
に
し
て
東
向
き
に
お
ま
つ
り
し
ま
す
。 

・
な
る
べ
く
目
線
よ
り
高
い
位
置
で
清
浄
を
心
掛
け
ま
す
。 

・
神
さ
ま
へ
の
神
饌
（
お
食
事
）
は
米
・
酒
・
塩
・
水
を 

始
め
季
節
の
も
の
を
お
供
え
し
ま
す
。 

・
御
札
・
御
守
は
一
年
に
一
度
新
し
く
改
め
ま
す
。 

 

神
棚
は
立
派
な
も
の
で
な
い
と
い
け
な
い
訳
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
。
各
ご
家
庭
で
神
棚
を
お
ま
つ
り
す
る
ス
ペ
ー
ス
は 

様
々
か
と
思
い
ま
す
。
御
札
を
納
め
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
札
宮 

な
ど
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

ま
ず
は
御
札
を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。 

中央に①神宮大麻（天照大御神）、 

向って右に②氏神神社の御札、 

向って左に③崇敬神社の御札を 

おまつりします 

お願い申し上げます。 
 

手前から①神宮大麻、 

②氏神神社（奈加美神社） 

③崇敬神社の順に重ねて 

おまつりします。 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、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 
新 

嘗 

祭
（
に
い
な
め
さ
い
） 

   

 

 

十
一
月
二
十
三
日
、
各
町
の
町
会
長
や
農
業
の 

水
利
組
合
長
を
始
め
各
種
団
体
の
ご
参
列
を
頂
き
、 

新
嘗
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
お
祭
り
は
宮
中
を
始
め
全
国
津
々
浦
々
の 

神
社
で
執
り
行
わ
れ
る
大
変
重
要
な
神
事
で
、
春
の 

祈
年
祭
（
き
ね
ん
さ
い
）
と
対
に
な
る
収
穫
感
謝
の 

お
祭
り
で
す
。 

春
に
五
穀
豊
穣
を
願
い
、
神
々
の
恵
み
、
自
然
の 

恵
み
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
収
穫
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ 

と
に
神
恩
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。 

ご
神
前
に
は
新
米
を
始
め
、
新
米
で
醸
し
た
新
酒
、 

新
米
で
搗
い
た
お
餅
、
旬
の
野
菜
や
果
物
を
お
供
え 

し
ま
す
。
昔
は
こ
の
新
嘗
祭
に
新
米
を
お
供
え
し
て 

か
ら
の
ち
、
初
め
て
新
米
を
頂
く
と
い
う
奥
床
し
い 

習
わ
し
が
あ
り
ま 

し
た
。
今
で
は
そ
の 

よ
う
な
美
風
も
消 

え
つ
つ
あ
り
ま
す 

が
、
こ
れ
か
ら
も
大 

切
に
し
た
い
も
の 

で
す
。 

写
真
の
稲
穂
は 

当
社
で
栽
培
し
た 

「
イ
セ
ヒ
カ
リ
」
と 

い
う
品
種
で
、
伊
勢 

神
宮
か
ら
伝
わ
っ 

た
品
種
で
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
。 

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
。 

               

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
ご
祈
祷
奉
仕 

         

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 


