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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 

 

           

近
年
、
御
朱
印
帳
を
手
に
参
拝
さ
れ
る
方
が 

増
え
て
お
り
、
こ
の
奈
加
美
神
社
に
も
関
東
や 

九
州
地
方
な
ど
、
遠
方
よ
り
訪
れ
る
方
も
お
ら 

れ
ま
す
。 

               

      

御
朱
印
と
言
え
ば
お
寺
の
「
西
国
三
十
三
所
」 

や
「
四
国
八
十
八
箇
所
」
な
ど
の
巡
礼
が
有
名 

で
す
が
、
神
社
に
お
い
て
も
「
諸
国
一
の
宮
」 

の
巡
拝
な
ど
広
く
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

お
経
を
書
き
写
し
て
社
寺
に
納
め
る
こ
と
を 

「
納
経
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
そ
の
証 

し
と
し
て
朱
印
を
授
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の 

が
御
朱
印
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸 

時
代
の
御
朱
印
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、 

近
代
に
鉄
道
が
発
達
し
て
交
通
の
利
便
性
が
良 

く
な
り
、
大
正
時
代
の
頃
か
ら
広
く
行
わ
れ
る 

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
現
代
、
そ
の
御
朱
印
め
ぐ
り
が
注
目 

さ
れ
、
大
き
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

神
社
仏
閣
は
日
本
全
国
い
た
る
所
に
ご
ざ
い
ま 

す
。
地
元
大
阪
の
神
社
を
巡
る
も
よ
し
。
生
涯 

を
か
け
て
諸
国
一
の
宮
の
神
社
を
巡
る
も
よ
し
。 

行
く
旅
先
の
神
社
に
ふ
と
お
参
り
す
る
も
よ
し
。 

色
々
な
出
会
い
や
発
見
が
あ
る
は
ず
で
す
。 

神
社
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
祭
神
や
ご
由
緒
も
違
い 

ま
す
し
、
社
殿
、
鳥
居
、
狛
犬
、
燈
籠
な
ど
も 

様
々
な
様
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
神
社 

の
佇
ま
い
や
鎮
守
の
杜
、
四
季
折
々
の
草
花
な 

      

ど
五
感
で
体
感
し
、
楽
し
く
巡
拝
頂
け
れ
ば
嬉 

し
く
思
い
ま
す
。 

 

今
回
、
当
社
に
お
き
ま
し
て
も
参
拝
者
か
ら 

の
ご
要
望
に
お
応
え
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
御
朱 

印
帳
を
新
調
い
た
し
ま
し
た
。
天
然
木
に
神
紋 

の
「
な
か
み
藤
（
藤
巴
）
」
と
社
名
を
配
し
、
裏 

面
に
は
泉
州
水
な
す
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
「
成 

就
な
す
」
を
配
し
ま
し
た
。
レ
ー
ザ
ー
の
焼
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
施
し
て
い
ま
す
の
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
変
綺
麗
に
仕
上
が
っ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

て
い
ま
す
。
天
然
木
の 

温
も
り
、
木
目
も
一
冊 

ず
つ
異
な
り
ま
す
の
で 

そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り 

ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
機
に
氏
神
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
御
朱
印
帳
を
お
求
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

頂
き
、
御
朱
印
め
ぐ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
始
め
ら
れ
て
は
い
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
で
し
ょ
う
か
。
お
正 

月
よ
り
授
与
さ
せ
て
頂 

き
ま
す
の
で
宜
し
く
お 

願
い
い
た
し
ま
す
。 

新作の奈加美神社オリジナル御朱印帳 

初穂料１５００円（お正月より授与いたします） 



中 

庄 
 

若 

宮 

神 

社 

酉 
 

年 

（ 

神 

鶏 

） 

                 

当
社
で
は
毎
年
の
干
支
に
因
ん
で
、
和
泉
市 

に
お
住
ま
い
の
藤
原
祐
寛
先
生
に
手
描
き
の
絵 

馬
を
奉
納
頂
い
て
お
り
ま
す
。
藤
原
祐
寛
先
生 

は
高
野
山
の
画
僧
で
あ
り
、
お
寺
の
壁
画
や
天 

井
画
も
手
掛
け
ら
れ
る
な
ど
、
幅
広
く
ご
活
躍 

さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

今
年
は
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
日
本
画
家
・ 

伊
藤
若
冲
の
生
誕
三
百
年
の
節
目
で
し
た
の
で
、 

尾
長
鶏
を
若
冲
風
に
描
い
て
頂
き
ま
し
た
。
羽 

根
の
尾
が
鳳
凰
の
よ
う
に
躍
動
的
で
大
変
美
し 

い
仕
上
が
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

平
成
二
十
九
年
は
丁
酉
（
ひ
の
と
と
り
）
の 

年
と
な
り
ま
す
。
鶏
は
神
社
と
は
縁
の
深
い
動 

物
で
、
古
く
は
古
事
記
の
神
話
に
も
登
場
し
ま 

す
。
有
名
な
「
天
の
岩
屋
戸
」
の
お
話
で
す
。 

 

神
代
の
昔
、
天
照
大
御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お 

お
み
か
み
）
が
治
め
る
天
上
界
・
高
天
原
（
た 

か
ま
の
は
ら
）
で
弟
の
速
須
左
之
男
命
（
は
や 

す
さ
の
お
の
み
こ
と
）
が
様
々
な
乱
暴
狼
藉
を 

犯
し
ま
し
た
。
困
り
果
て
た
天
照
大
御
神
は
天 

の
岩
屋
戸
に
隠
れ
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

太
陽
神
で
あ
る
天
照
大
御
神
が
お
姿
を
隠
し
た 

の
で
、
天
上
も
地
上
も
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
あ 

ら
ゆ
る
災
い
が
起
こ
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
八
百
万
の
神
々
が
集
っ
て
相
談
し
、 

知
恵
の
神
・
思
金
神
（
お
も
い
か
ね
の
か
み
） 

の
発
案
に
よ
り
、
常
世
の
長
鳴
鳥
（
な
が
な
き 

ど
り
）
を
集
め
て
鳴
か
せ
し
め
、
神
々
に
よ
り 

祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
天
宇
受
売
命
（
あ 

め
の
う
ず
め
の
み
こ
と
）
が
神
が
か
り
し
て
踊 

り
ま
し
た
。
そ
の
踊
る
姿
が
あ
ま
り
に
も
お
か 

し
か
っ
た
の
で
、
八
百
万
の
神
々
が
大
笑
い
し 

ま
し
た
。
天
照
大
御
神
は
外
の
賑
や
か
な
様
子 

を
不
思
議
に
思
い
、
岩
屋
の
戸
を
少
し
開
け
ま 

し
た
。
そ
こ
に
鏡
を
か
ざ
し
て
天
照
大
御
神
の 

姿
を
映
し
出
し
、
い
よ
い
よ
不
思
議
に
思
わ
れ 

て
戸
か
ら
出
た
と
こ
ろ
、
天
手
力
男
神
（
あ
め 

の
た
ぢ
か
ら
お
の
か
み
）
が
手
を
取
っ
て
引
き 

出
す
と
、
再
び
世
界
に
光
が
よ
み
が
え
り
ま
し 

た
。 そ

し
て
そ
こ
に
尻
久
米
縄
（
し
り
く
め
な
わ
） 

を
張
り
、
天
照
大
御
神
が
岩
屋
戸
に
戻
れ
な
い 

よ
う
に
し
ま
し
た
。 

[

わ
か
り
や
す
い
神
道
の
歴
史
よ
り]  

 

こ
の
古
事
記
の
神
話
に
登
場
す
る
常
世
の
長 

鳴
鳥
こ
そ
が
鶏
の
こ
と
で
あ
り
、
天
宇
受
売
命 

の
踊
り
が
、
神
楽
・
舞
踊
の
ル
ー
ツ
で
あ
り
、 

尻
久
米
縄
が
し
め
縄
の
ル
ー
ツ
な
の
で
す
。
古 

事
記
や
日
本
書
紀
に
は
日
本
の
起
源
や
日
本
人 

の
考
え
方
、
心
の
あ
り
方
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
神
事
も
、
こ
の
天 

の
岩
屋
戸
の
前
で
神
々
が
行
わ
れ
た
祭
り
に
基 

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

去
る
平
成
二
十
五
年
に
は
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
。 

そ
の
際
、
幸
運
に
も
外
宮
の
遷
御
の
儀
に
参
列 

員
と
し
て
参
列
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し 

た
。
外
宮
の
神
域
の
森
の
木
々
の
静
け
さ
や
、 

秋
虫
の
風
情
漂
う
浄
暗
（
じ
ょ
う
あ
ん
…
清
ら 

か
な
闇
夜
）
の
午
後
八
時
、
神
職
が
鶏
鳴
三
声
。 

「
カ
ケ
ー
ロ
ー
…
…
カ
ケ
ー
ロ
ー
…
…
カ
ケ
ー 

ロ
ー
…
…
」
と
鶏
が
時
を
告
げ
る
よ
う
声
を
上 

げ
、
浄
闇
の
神
域
に
響
き
わ
た
り
ま
し
た
。
こ 

れ
を
合
図
に
大
御
神
が
新
宮
へ
と
厳
か
に
お
遷 

り
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
神
代
の
神
話
が
今
の
世
に
も 

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
、
日
本
の 

国
の
伝
統
の
素
晴
ら
し
さ
や
あ
り
が
た
さ
を
感 

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 



鎮 
 

守 
 

の 
 

杜
（
も
り
） 

懐
か
し
の
写
真 

～
湊
の
地
車
～ 

     

神
社
は
全
国
津
々
浦
々
に
鎮
座
し
ま
す
が
、 

そ
こ
に
は
必
ず
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
森
が
あ 

り
ま
す
。
そ
れ
は
「
鎮
守
の
杜
」
と
言
い
ま
す
。 

 

人
々
は
遠
い
昔
か
ら
自
然
そ
の
も
の
に
対
し 

て
神
を
感
じ
、
神
祀
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

「
杜
」
と
書
い
て
「
も
り
」
と
も
読
み
ま
す
し
、 

古
く
は
「
や
し
ろ
」
と
も
読
み
、
人
々
の
集
ま 

る
所
、
と
言
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
人
は
木
々 

が
豊
か
に
生
え
る
所
を
選
ん
で
神
を
祀
り
、
そ 

し
て
集
い
、
祭
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

奈
加
美
神
社
に
も
豊
か
な
鎮
守
の
杜
が
ご
ざ 

い
ま
す
し
、
こ
の
地
に
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る 

と
い
う
こ
と
に
も
大
切
な
意
味
が
あ
る
で
し
ょ 

う
。 

 
 

          

鎮
守
の
杜
を
形
成
す
る
樹
種
は
地
域
に
よ
っ 

て
異
な
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
常
緑
樹
で
形 

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
社
の
場
合
は
ク
ロ
ガ
ネ 

モ
チ
、
ク
ス
を
主
体
に
、
モ
チ
ノ
キ
、
ヤ
ブ
ツ 

バ
キ
、
ヤ
ブ
ニ
ッ
ケ
イ
、
カ
ク
レ
ミ
ノ
、
ミ
ミ 

ズ
バ
イ
、
ク
ロ
バ
イ
、
ア
ラ
カ
シ
、
エ
ノ
キ
な 

ど
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
他
、
こ
れ
か
ら
の
鎮
守
の
杜
の
育
成
に
、 

常
緑
樹
の
ホ
ル
ト
ノ
キ
や
タ
ブ
ノ
キ
、
綺
麗
な 

花
を
咲
か
す
フ
ジ
や
サ
ク
ラ
な
ど
の
植
樹
も
行 

っ
て
い
ま
す
。 

 

境
内
の
維
持
管
理
は
落
ち
葉
の
処
理
や
枯
れ 

木
の
処
分
な
ど
、
大
変
な
こ
と
も
多
い
で
す
が
、 

次
の
世
代
に
良
い
か
た
ち
で
引
き
継
い
で
行
く 

べ
く
努
め
て
お
り
ま
す
。 

 
奈
加
美
神
社
は
日
新
校
区
の
氏
神
で
あ
り
、 

氏
子
皆
さ
ん
の
神
社
で
す
。
日
々
の
お
掃
除
な 

ど
の
ご
奉
仕
も
受
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
宜 

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

         

                             

拝
殿
左
側
の
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ 

こ 

ぼ 
れ 
話 

こ
れ
ら
の
季
節
、
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
の
実
が
真
っ
赤 

に
染
ま
り
ま
す
。
南
天
の
実
な
ど
は
す
ぐ
に
鳥
に 

つ
い
ば
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ 

の
実
は
比
較
的
長
持
ち
し
ま
す
。
と
い
う
の
も
、 

鳥
た
ち
に
は
あ
ま
り
ご
馳
走
で
は
な
い
そ
う
で
、 

最
後
ま
で
残
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。 



写
真
提
供
の
お
願
い  

奈
加
美
神
社
に
関
す
る
昭
和
四
十
年
以
前
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
。
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

安 

産 

戌 

の 

日 

ま 

い 

り 

な
か
み
の
郷
第
十
八
号
で
、
懐
か
し
の
写
真 

を
募
集
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
湊
の
谷 

豊
一
氏
か
ら
湊
の
地
車
の
写
真
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

「
な
か
み
の
昔
を
明
日
に
伝
え
る
会
」
の
記 

録
に
よ
る
と
、
写
真
の
地
車
は
昭
和
七
年
頃
に 

岸
和
田
の
大
手
町
よ
り
買
い
入
れ
た
も
の
で
、 

当
時
の
青
年
団
が
町
内
会
に
相
談
せ
ず
に
、
夜 

中
に
岸
和
田
か
ら
曳
い
て
き
た
そ
う
で
す
。
そ 

の
後
に
町
内
会
が
寄
付
を
集
め
て
一
件
落
着
し 

た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
湊
に
は 

こ
の
大
手
町
か
ら
購
入
し
た
大
き
め
の
地
車
と
、 

明
治
後
期
か
大
正
初
期
に
岸
和
田
よ
り
購
入
し 

た
小
さ
め
の
地
車
が
あ
り
ま
し
た
が
、
祭
り
の 

衰
退
と
と
も
に
小
さ
め
の
地
車
は
昭
和
二
十
一 

年
頃
に
当
時
の
中
河
内
郡
の
中
野
に
、
大
き
め 

の
地
車
は
昭
和
三
十
九
年
頃
に
貝
塚
市
水
間
の 

馬
場
に
そ
れ
ぞ
れ
売
却
と
な
っ
て
い
ま
す
。
馬 

場
に
売
却
し
た
地
車
は
修
理
が
繰
り
返
さ
れ
、 

現
在
も
現
役
で
曳
行
さ
れ
て
い
ま
す
。 

          

         

当
社
の
主
祭
神
は
応
神
天
皇
（
八
幡
さ
ま
）
、 

そ
し
て
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
腹
巻
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
） 

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 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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 
神道家葬祭 ・ 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 

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 


