
 
 
 

祝
祭
日
は
国
旗
「日
の
丸
」を
揚
げ
ま
し
ょ
う 

明
治
時
代
に
入
り
日
本
は
世
界
の
仲
間
に
入
る
新
し
い
時
代
を
迎
え
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
一
月
二
十
七
日
「
日
の
丸
」
の
旗
は
日
本
の

国
旗
と
し
て
定
め
ら
れ
、
世
界
の
国
々
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 
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秋
の
豊
か
な
収
穫
に
感
謝
を
捧
げ
、
村
人
が
共
に
喜
び
共

に
祝
う
秋
祭
り
が
本
年
も
十
月
十
一
日
・
十
二
日
両
日
に
亘

り
晴
れ
や
か
に
賑
や
か
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

「
奈
加
美
神
社
改
称
百
周
年
記
念
事
業
」
第
一
期
工
事
の

新
社
務
所
の
建
築
に
際
し
ま
し
て
は
、
こ
の
賑
や
か
な
地
車

の
宮
入
が
少
し
で
も
威
勢
よ
く
境
内
を
廻
れ
る
よ
う
に
、
旧

社
務
所
よ
り
後
退
し
て
境
内
を
な
る
べ
く
広
く
確
保
す
る

よ
う
に
心
掛
け
ま
し
た
。
今
ま
で
は
雨
降
り
の
年
は
地
面
が

ぬ
か
る
ん
で
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
と
い
う
状
態
で
し
た
が
、

来
年
の
秋
祭
り
ま
で
に
は
地
盤
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
対

策
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

さ
て
、
氏
子
皆
様
に
は
こ
の
度
の
「
奈
加
美
神
社
改
称
百

周
年
記
念
事
業
」
に
際
し

ま
し
て
、
絶
大
な
る
ご
協

力
、
ご
奉
賛
を
賜
り
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
の
ご
奉
賛
状
況
に

つ
き
ま
し
て
は
お
陰
様

を
以
ち
ま
し
て
、
各
町
と

も
目
標
額
に
達
す
る
ご

奉
賛
を
賜
っ
て
お
り
ま

す
。 氏

子
皆
様
方
の
地
域

に
対
し
て
の
お
気
持
ち
、 

       

 

ま
た
氏
神
で
あ
り
ま
す
奈
加
美
神
社
の
伝
統
・
文
化
を
護
持

し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
行
こ
う
と
い
う
お
気
持
ち
に

感
服
致
し
ま
す
と
と
も
に
、
神
社
の
管
理
運
営
に
あ
た
る
宮

司
と
し
て
の
重
責
を
改
め
て
感
じ
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い

を
致
し
ま
し
た
。 

早
速
に
ご
奉
賛
頂
き
ま
し
た
皆
様
方
に
は
、
本
来
な
ら
ば 

早
々
に
御
礼
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
来
年
の
平
成
二
十
一
年
を
以
ち
ま
し
て
奈
加 

美
神
社
改
称
百
周
年
を
迎
え
る
事
と
な
り
、
来
年
九
月
頃
に

百
周
年
記
念
大
祭
を
執
行
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

こ
の
記
念
大
祭
を
節
目
と
し
て
、
事
業
報
告
並
び
に
記
念
品

と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ご
奉
賛
の
期
間
に
つ
き
ま
し
て
も
来
年
九
月
ま
で
受
付

け
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

皆
様
に
は
、
各
町
の
奉
賛
会
役
員
か
奈
加
美
神
社
ま
で
宜
し

く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

      

昨
年
か
ら
今
年
に
掛
け
て
、「
食
」
に
関
す
る
信
じ
ら
れ

な
い
よ
う
な
事
件
が
次
々
に
発
覚
し
て
お
り
ま
す
。
今
に
な

っ
て
発
覚
し
て
い
る
だ
け
で
、
長
年
に
亘
り
繰
り
返
し
行
わ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
事
件
が
起
こ
る
度
に
、
い
っ
た
い

何
を
信
用
す
れ
ば
い
い
の
か
判
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。 

         

今
回
は
日
本
人
の
主
食
で
あ
る
「
米
」
ま
で
も
が
問
題
に

な
り
、
し
か
も
政
府
を
通
じ
て
輸
入
し
た
米
が
高
濃
度
の
農

薬
を
含
ん
だ
汚
染
米
で
あ
り
、
企
業
に
よ
り
偽
装
さ
れ
て
流

通
し
、
病
院
・
学
校
の
給
食
、
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
品
を
通
じ

て
人
々
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
大
変
な
事
件
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。 

 

神
社
で
は
農
耕
儀
礼
を
中
心
と
す
る
自
然
信
仰
と
、
祖
先

を
尊
ぶ
祖
霊
信
仰
を
基
に
連
綿
と
神
祀
り
が
受
継
が
れ
て

お
り
、
年
中
の
神
事
は
稲
作
が
中
心
で
あ
り
、「
米
」
そ
の

も
の
に
神
と
い
う
観
念
を
感
じ
神
聖
視
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
最
近
の
事
件
を
見
て
い
る
と
、
自
然
な
り
食

物
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

古
代
よ
り
人
々
は
時
に
雨
の
な
い
日
照
り
、
台
風
や
洪
水

の
よ
う
に
荒
ぶ
る
風
や
水
、
地
震
に
畏
れ
を
な
し
、
時
に

燦
々
と
耀
く
太
陽
の
光
、
爽
や
か
な
風
、
豊
か
な
水
、
豊
か

な
大
地
に
感
謝
を
捧
げ
、
常
に
畏
れ
と
敬
い
の
心
を
以
っ
て

「
自
然
＝
神
」
と
共
に
生
活
を
営
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

現
在
で
は
何
ご
と
も
機
械
化
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
様
々

な
分
野
で
日
に
月
に
技
術
の
革
新
が
進
め
ら
れ
、
有
り
難
い 

 
 

 

事
で
す
が
更
に
便
利
な
生
活
が
私
た
ち
を
待
ち
受

け
て
い
ま
す
。
生
活
が
便
利
に
な
れ
ば
な
る
程
、
物

が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
よ 

う
に
思
え
て
き
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
生

活
が
便
利
に
な
れ
ば
な
る
程
、
物
が
豊
か
に
な 

れ
ば
な
る
程
に
万
物
の
根
幹
で
あ
る
「
自
然

＝
神
」
や
先
人
達
の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に 

感
謝
を
捧
げ
る
事
が
大
切

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 



 
モ

ウ

す

ぐ

お

正

月

？ 

 

今
後
の
行
事
予
定 

七
五
三
と
菊
花
奉
納
展
の
ご
案
内 

 

    

 

少
し
気
が
早
い
で
す
が
、
秋
祭
り
も
終
え
十
一
月
に
入
る 

と
す
ぐ
に
十
二
月
。
あ
っ
と
い
う
間
に
お
正
月
が
や
っ
て
き 

ま
す
。
来
年
は
己
丑
（
つ
ち
の
と
う
し
）
の
年
で
す
。 

旧
社
務
所
の
解
体
前
に
整
理
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
古
ぼ 

た
牛
の
版
が
出
て
き
ま
し
た
。
早
速
、
印
肉
を
つ
け
て
押
し 

て
み
る
と
、
農
耕
牛
と
乳
牛
ら
し
き
牛
札
の
絵
が
現
れ
ま
し 

た
。
総
代
さ
ん
や
農
家
の
方
に
尋
ね
て
み
る
と
、
「
懐
か
し 

い
な
ぁ
、
む
か
し
牛
小
屋
に
貼
っ
て
た
な
ぁ
」
と
の
声
が
返 

っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
は
農
機 

具
が
か
な
り
発
達
し
て
お
り

ま
す
が
、
ひ
と
昔
前
は
牛
や
馬

の
力
を
借
り
て
人
力
で
の
農

作
業
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
時
が

経
つ
に
つ
れ
農
作
業
も
機
械

化
が
進
み
、
牛
神
さ
ん
の
信
仰

も
い
つ
の
間
に
や
ら
忘
れ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
牛
神
さ

ん
は
時
を
超
え
て
、
今
で
も
奈

加
美
神
社
の
ご
本
殿
に
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。 

ご
承
知
の
と
お
り
奈
加
美

神
社
は
百
年
前
の
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
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

時
に
各
村
に
祀
ら
れ
て
い
る

多
く
の
神
様
が
合
祀
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
中
で
も
牛
神
社
の

数
は
一
番
多
く
、
中
庄
・
佐
野

川
・
山
出
・
湊
と
そ
れ
ぞ
れ
の 

地
域
に
祀
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
如
何
に
牛
神
さ
ん
が

重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
が
理
解
で
き
ま
す
。
因
み
に
湊
の
牛

神
社
は
当
時
何
ら
か
の
理
由
で
合
祀
さ
れ
ず
、
昭
和
二
十
四

年
に
延
命
地
蔵
菩
薩
の
お
堂
が
建
立
さ
れ
た
時
に
お
社
も

改
め
ら
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
昔
は
奈
加
美
神
社
の
境
内

で
は
牛
の
品
評
会
も
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
、
境
内
の
あ
ち

ら
こ
ち
ら
に
牛
が
繋
が
れ
、
何
か
し
ら
の
ん
び
り
と
し
た
情

景
が
思
い
浮
か
ん
で
き
ま
す
。 

せ
っ
か
く
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
牛
の
版
が
出
て
き
た
の
で
、 

そ
の
版
を
絵
馬
に
お
こ
し
、
来
る
平
成
二
十
一
年
の
丑
年
の

新
年
よ
り
百
枚
限
定
で
頒
布
致
し
ま
す
の
で
お
早
め
に
お

求
め
下
さ
い
。 

      
こ
の
季
節
、
晴
着
を
着
た
可
愛
ら
し
い
子
供
た
ち
が
七
五
三

の
お
祝
い
で
奈
加
美
神
社
に
お
参
り
に
な
ら
れ
ま
す
。 

着
物
が
歩
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
な
あ
ど
け
な
い
三
歳

児
、
少
し
お
兄
さ
ん
の
凛
々
し
い
五
歳
児
、
も
う
お
姉
さ
ん

の
し
っ
か
り
し
た
七
歳
児
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
玉
串
（
榊
）
を

手
に
上
手
に
お
参
り
を
し
て
い
ま
す
。 

 

元
気
い
っ
ぱ
い
の
子
供
た
ち
の
晴
着
姿
に
は
日
本
の
国

の
国
華
・
菊
が
ぴ
っ
た
り
で
す
。 

今
年
も
菊
花
奉
納
展
の
季
節
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

中
庄
の
山
東
克
巳
さ
ん
に
よ
る
菊
花
の
奉
納
も
三
年
目
を

迎
え
年
々
彩
り
を
増
し
、
大
菊
三
本
仕
立
て
段
飾
り
を
始
め
、

だ
る
ま
作
り
、
福
助
作
り
に
加
え
て
、
本
年
は
山
東
さ
ん
ご

自
身
で
十
数
年
ぶ
り
に
懸
崖
仕
立
て
を
造
っ
て
下
さ
い
ま

し
た
。
ど
の
仕
立
て
に
い
た
し
ま
し
て
も
日
々
の
作
業
は
大

変
な
も
の
で
す
が
、
懸
崖
仕
立
て
も
な
か
な
か
ご
苦
労
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
境
内
で
は
綺
麗
に
咲
い
て
い
る
一
番
い
い
時

だ
け
を
見
さ
せ
て
頂
く
の
で
恐
縮
で
す
が
、
や
は
り
楽
し
み 

 
 
 

で
す
。
皆
様
も
是
非
ご 

鑑
賞
下
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
五
三
の
お
参
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
お
越
し
の
皆
様
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
子
様
の
写
真
撮
影 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

に
も
っ
て
こ
い
で
す
。 

ど
う
ぞ
お
待
ち
申
し 

上
げ
て
お
り
ま
す
。 

   

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 

十
二
月
上
旬 

 
 
 
 
 

新
社
務
所
竣
工
祭 

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 

 

 

 
 
 お宮参りをはじめ各種御祈願をお受けになら
れる場合に、御包みはどのような袋に何と書けば
いいですか？とよく聞かれますが、紅白の熨斗袋
に、御祈願の場合は「祈祷料」または「玉串料」
「初穂料」等、お供えの場合は「初穂料」「神饌
料」等とお答えしております。泉州地方では「御
膳料」と書かれる事も多いようです。 

また、物品のお供えの場合は「奉献」「奉納」
とも書かれますし、神式での葬儀のお供えの場合
は「御霊前」「玉串料」といった表書きが用いら
れます。 

水引の結び目も、何度あっても縁起の良い「蝶
結び」、一度きりの「結びきり」等、用途によっ
て異なります。 


