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祝
祭
日
は
国
旗
「日
の
丸
」を
揚
げ
ま
し
ょ
う 

「
続
日
本
紀
」
と
い
う
古
い
書
物
（
大
宝
元
年
・
七
〇
一
年
）
に
「
日
像
」
の

文
字
が
す
で
に
み
え
、
そ
の
後
歴
代
天
皇
、
諸
国
大
名
に
よ
って
太
陽
を

か
た
ち
ど
っ
た
旗
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）
に

は
、
「日
の
丸
」が
日
本
総
船
印
と
し
て
江
戸
幕
府
よ
り
各
大
名
に
布
告

さ
れ
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

つ
づ
く 

  

         

秋
祭
り
を
終
え
て 

奈
加
美
神
社 
宮
司 

北
岡
忠
澄  

 

奈
加
美
神
社
の
周
り
の
田
ん
ぼ
も
、
八
月
末
か
ら
九
月
に

か
け
て
黄
金
色
の
稲
穂
が
頭
を
垂
れ
、
秋
風
に
そ
よ
そ
よ
と

揺
ら
れ
、
素
晴
ら
し
い
田
園
風
景
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
ら

れ
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
事
で
す
。 

 

本
年
は
十
月
七
日
に
目
出
度
く
秋
祭
り
を
迎
え
、
午
前
九

時
よ
り
ご
本
殿
に
於
い
て
町
内
会
長
を
始
め
役
員
各
位
の

ご
参
列
の
も
と
恙
無
く
例
祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。
多
く
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
見
守
る
な
か
、
ま
ず
上
瓦
屋
、
次
い
で
中
庄

の
順
に
だ
ん
じ
り
の
宮
入
が
あ
り
、
そ
の
曳
き
廻
し
や
「
ソ

ー
リ
ャ
」
の
掛
け
声
も
勇
ま
し
く
、
笛
や
鉦
、
太
鼓
の
音
を

聞
く
と
、
自
然
と
胸
に
熱
く
こ
み
あ
げ
て
く
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
祭
り
っ
て
い
い
で
す
よ
ね
。 

 

私
の
里
は
岬
町
の
産
土
神
社
で
し
て
、
周
り
は
田
ん
ぼ
ば

か
り
で
子
供
の
頃
か
ら
田
園
風
景
は
当
た
り
前
で
し
た
が
、

学
生
時
代
は
家
を
離
れ
、
大
阪
市
内
・
東
京
都
内
で
数
年
過

ご
し
ま
し
た
の
で
、
た
ま
に
里
に
帰
っ
た
と
き
や
旅
先
で
目

に
す
る
収
穫
時
期
の
田
ん
ぼ
が
、
す
ご
く
あ
ざ
や
か
に
新
鮮

に
映
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
ま
で
当
た
り
前
に
あ
っ

た
も
の
が
、
少
し
距
離
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
大
切
な
も
の

だ
っ
た
ん
だ
な
ぁ
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
事
が
多
々
あ
り
ま
す
。 

         

お
米
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
来
よ
り
我
々
日
本
人
の
大

事
な
主
食
で
、
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
稲
作
は
弥
生
時
代
も
し

く
は
縄
文
時
代
の
頃
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
籾
か

ら
苗
に
な
り
、
花
を
つ
け
、
お
米
に
な
る
ま
で
に
は
、
お
百

姓
さ
ん
の
日
々
の
農
作
業
は
も
と
よ
り
、
太
陽
の
恵
み
、
大

地
の
恵
み
、
水
の
恵
み
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
秋
祭
り

は
秋
の
稔
り
の
豊
穣
と
自
然
の
恵
み
、
即
ち
神
さ
ま
の
御
恵

み
に
感
謝
す
る
お
祭
り
で
す
。 

 

こ
の
泉
州
地
域
で
は
秋
祭
り
と
言
え
ば
た
く
さ
ん
の
「
だ

ん
じ
り
」
や
「
や
ぐ
ら
」
が
賑
や
か
に
繰
り
出
し
ま
す
が
、

我
々
農
耕
民
族
で
あ
る
日
本
人
は
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
、

意
味
合
い
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
昔
は
農
作
業
に
従
事

し
て
い
る
方
も
多
く
、
し
ぜ
ん
と
秋
の
恵
み
に
喜
び
を
感
じ

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
現
在
に
至
っ
て
は
生
活
も
豊
か
に

な
り
、
物
・
食
が
溢
れ
か
え
る
な
か
、
や
や
も
す
る
と
お
祭

り
騒
ぎ
が
先
に
立
っ
て
、
大
切
な
こ
と
を
置
き
去
り
に
し
て

し
ま
っ
て
い
る
感
も
否
め
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
伝
統
の
あ
る
だ
ん
じ
り
祭
り
を
後
世
に
継
承
し
て
行

く
た
め
に
は
、
祭
の
意
義
を
し
っ
か
り
理
解
し
、
祭
り
を
通

じ
て
日
々
の
自
然
の
恵
み
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
育
く
む

事
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
た
な
つ
も
の 

百
の
木
草
も 

あ
ま
て
ら
す 

 
 
 

 

日
の
大
神
の
め
ぐ
み
え
て
こ
そ
」 

（
江
戸
時
代
後
期
国
学
者 

本
居
宣
長
） 

               

 

第
二
回 

奈
加
美
神
社
菊
花
奉
納
展 

   

菊
づ
く
り
一
筋
三
十
五
年
、
中
庄
の
山
東
克
巳
さ
ん
に
よ

る
菊
花
の
奉
納
で
す
。
大
菊
三
本
仕
立
て
段
飾
り
を
始
め
、

だ
る
ま
作
り
、
福
助
作
り
な
ど
、
十
月
下
旬
か
ら
十
一
月
中

下
旬
頃
ま
で
見
事
な
菊
花
が
境
内
を
彩
り
ま
す
。 

昨
年
、
山
東
さ
ん
の
菊
づ
く
り
の
噂
を
聞
き
つ
け
、
総
代
さ

ん
を
通
じ
て
奉
納
の
お
願
い
を
さ
せ
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、

「
お
宮
さ
ん
の
こ
と
や
か
ら
」
と
快
く
承
諾
し
て
頂
き
ま
し

た
。 

 

昨
年
は
第
一
回
目
で
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
は
七



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祈祷料 ５０００円より 
 

御守・千歳飴・知恵おこしと好きな

おもちゃを一つお選びいただきます 
 
数え年・満年齢どちらでも受付いたして
おります。 
 
お電話にてご予約お申込み下さい。 

五
三
の
時
期
に
重
な
り
ま
す
の
で
、
晴
れ
着
を
着
た
お
祝
い

の
お
子
さ
ん
と
ご
家
族
が
、
き
れ
い
に
咲
い
た
菊
を
背
景
に

楽
し
そ
う
に
写
真
を
撮
っ
て
い
る
風
景
を
よ
く
見
か
け
、
参

拝
者
の
方
々
も
皆
さ
ん
口
々
に
「
き
れ
い
や
な
ぁ
！
す
ご
い

な
ぁ
！
見
事
や
な
ぁ
！
」
と
感
嘆
の
声
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。 

山
東
さ
ん
は
一
日
の
殆
ど
を
菊
づ
く
り
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ

ス
で
過
ご
し
、
水
や
り
、
管
理
が
気
に
な
り
旅
行
に
も
行
か

な
い
程
の
菊
一
筋
の
大
ベ
テ
ラ
ン
で
す
。
今
ま
で
に
も
様
々

な
菊
花
展
に
出
品
さ
れ
、
多
く
の
賞
を
頂
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

お
話
を
さ
せ
て
頂
く
時
は
い
つ
も
菊
を
娘
さ
ん
に
喩
え
て
、

「
菊
を
出
品
す
る
と
き
は
、
毎
日
毎
日
手
塩
に
か
け
て
育
て

た
娘
を
嫁
が
せ
る
よ
う
な
も
ん
や
。
」
な
ど
と
、
こ
よ
な
く

菊
を
愛
す
る
お
人
柄
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

そ
ん
な
大
事
な
娘
さ
ん
を
頂
く
わ
け
で
す
か
ら
、
神
様
も

さ
ぞ
お
喜
び
の
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

皆
様
、
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

    

七
五
三
参
り
の 

 
 
 
 

 
 

ご
案
内 

   

七
五
三
に
つ
い
て
は
、
三
歳
の
男
女
の
場
合
は
髪
置
（
か

み
お
き
）
と
い
っ
て
、
頭
髪
を
伸
ば
し
始
め
る
こ
と
を
、
五

歳
の
男
子
の
場
合
は
袴
着
（
は
か
ま
ぎ
）
と
い
っ
て
、
初
め

て
袴
を
着
用
す
る
こ
と
を
、
七
歳
の
女
子
の
場
合
は
帯
解

（
お
び
と
き
）
と
い
っ
て
幼
児
用
の
紐
を
解
き
、
大
人
と
同

じ
帯
を
用
い
る
こ
と
を
表
す
儀
式
に
由
来
し
ま
す
。 

 

神
様
に
今
ま
で
無
事
に
過
ご
し
て
き
た
こ
と
を
感
謝
し
、

今
後
も
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
を
お
祈
り
し
ま
す
。 

 

奈
加
美
神
社
改
称
百
周
年
記
念
事
業 

 
 
 
 
 
 
 

ご
奉
賛
の
お
願
い 

  

明
治
四
十
二
年
に
中
庄
・
上
瓦
屋
・
湊
の
頭
仮
名
文
字
を

綴
り
合
わ
せ
て
「
奈
加
美
神
社
」
と
改
称
さ
れ
て
よ
り
迎
え

来
る
平
成
二
十
一
年
二
月
を
以
っ
て
目
出
度
く
百
周
年
の

記
念
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
去
る
八
月
七
日
に
各
町
内
会

か
ら
選
出
さ
れ
ま
し
た
役
員
の
皆
さ
ま
に
ご
参
集
頂
き
、
奈

加
美
神
社
改
称
百
周
年
記
念
事
業
に
際
し
て
の
「
奈
加
美
神

社
奉
賛
会
」
設
立
奉
告
祭
並
び
に
総
会
を
開
催
し
、
漸
く
奉

賛
会
が
発
足
い
た
し
ま
し
た
。「
百
周
年
記
念
事
業
趣
意
書
」

も
整
い
準
備
も
着
々
と
進
ん
で
お
り
ま
す
。
氏
子
皆
様
方
に

は
改
め
ま
し
て
各
町
内
会
を
通
じ
て
ご
奉
賛
の
ご
依
頼
を

さ
せ
て
頂
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

皆
様
方
の
暖
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
た
く
、
何
卒

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

  
 

 

第
一
期
工
事
（
平
成
二
十
年
着
工
） 

社
務
所
新
築 

 
 

 
第
二
期
工
事
（
平
成
二
十
一
年
着
工
）
拝
殿
修
復 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

及
び
各
所
修
繕 

 
 
 

 
事
業
総
額 

 

七
、
五
〇
〇
万
円 

 
 

 
 

神
社
醵
出
額 

三
、
〇
〇
〇
万
円 

 
 
 

 

募
財
目
標
額 

四
、
五
〇
〇
万
円 

   

今
後
の
行
事
予
定 

  
 

十
月
下
旬
～
十
一
月
中
旬 
菊
花
奉
納
展 

 
 

十
一
月
中 

 
 
 
 
 
 

七
五
三
参
り
受
付 

 
 

正
月
三
ヶ
日 

 
 
 
 

 

新
年
祈
祷
お
祓
い
受
付 

 
 

一
月
九
日
～
十
一
日 

 
 

戎
さ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
福
笹
、
吉
兆
授
与
） 

 
 

一
月
～
二
月
中 

 
 
 

 

厄
除
け
厄
祓
い
受
付 

         

  事業概要 

 

   
 

 
 神社での参拝作法は、一般的には「二拝二拍手一拝」の
作法（二度おじぎをして、二度拍手をして、一度おじぎを
する）でお参りします。この作法に統一されたのは明治の
初期の頃であり、それ以前は神社、流派により多少のばら
つきがあったようです。 
この作法は我が国の伝統的な「両段再拝」の作法に基づく
ものです。 
 「両段再拝」とは再拝（二度おじぎをする）を二回おこ
なう作法をいいます。 
 拍手については、古くから我が国独自の拝礼作法として、
神様や貴人を敬う表現として用いられました。これらの作
法を合わせて「二拝二拍手一拝」の作法に統一されました。 
ただし、伊勢神宮は八拍手、出雲大社や宇佐神宮では四拍
手など、古来からの特殊な作法を受け継いでいる神社もあ
ります。 
 

 


