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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 

 

奈
加
美
神
社
改
称
百
周
年
記
念
事
業 

 
 
 
 

奈
加
美
神
社 
宮
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北
岡
忠
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第
二
期
工
事
着
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本
年
は
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
の
佳
年
で
あ
り
、
天
皇

皇
后
両
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
も
、
四
月
十
日
に
御
結

婚
満
五
十
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

例
年
四
月
二
十
九
日
に
は
春
祭
（
祈
年
祭
）
に
併
せ
て
昭

和
祭
を
斎
行
致
し
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
は
更
に
天
皇
皇
后

両
陛
下
御
結
婚
五
十
年
奉
祝
祭
の
祝
詞
を
奏
上
申
し
上
げ
、

昭
和
天
皇
の
大
御
心
を
受
継
が
れ
、
常
に
日
本
国
と
国
民
の

為
に
お
尽
く
し
に
な
ら
れ
た
五
十
年
に
深
い
感
謝
を
捧
げ
、

今
後
愈
々
お
健
や
か
に
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
事
と
、
御
皇
室
の

御
安
泰
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
奈
加
美
神
社
に
お
い
て
も
大
変
目
出
度
く
、
明
治

四
十
二
年
よ
り
数
え
て
改
称
百
周
年
の
佳
年
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
慶
事
の
重
な
り
に
皆
様
と
共
に
祝
意
を
捧
げ
た
く
存

じ
ま
す
。 

さ
て
、
昨
年
末
に
は
第
一
期
工
事
・
社
務
所
新
築
工
事
が

無
事
竣
工
し
、
お
正
月
・
戎
さ
ん
・
節
分
等
、
各
種
行
事
を

新
し
い
社
務
所
で
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
を
お
迎
え
す
る
事

が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
偏
に
大
神
様
の
御
加
護
と
、
皆
様

の
温
か
い
ご
支
援
ご
協
力
の
賜
物
と
心
よ
り
感
謝
を
申
し

上
げ
ま
す
。 

第
二
期
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
残
り
の
予
算
を
見
据
え

な
が
ら
、
当
初
よ
り
予
定
の
拝
殿
御
屋
根
の
修
繕
と
外
壁
の

塗
替
え
を
中
心
に
検
討
致
し
て
お
り
ま
し
て
、
九
月
か
ら
十

月
頃
に
百
周
年
記
念
大
祭
を
開
催
さ
せ
て
頂
く
予
定
で
ご 

       

ざ
い
ま
す
。
ご
奉
賛
を
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
は
記
念
大
祭
を

以
ち
ま
し
て
改
め
て
記
念
品
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

な
お
、
百
周
年
記
念
大
祭
に
つ
き
ま
し
て
は
、
奉
祝
行
事

内
容
に
つ
い
て
目
下
検
討
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

                   

い
よ
い
よ
第
二
期
工
事
に
着
手
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
度
の
拝
殿
改
修
工
事
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
拝
殿
御
屋

根
の
雨
漏
り
の
原
因
で
も
あ
る
樹
木
の
伐
採
か
ら
取
り
掛

か
り
ま
し
た
。 

当
社
の
拝
殿
は
昭
和
四
十
九
年
に
、
本
殿
の
鞘
殿
は
昭
和 

       六
十
年
に
竣
工
し
て
お
り
ま
す
比
較
的
新
し
い
建
物
で
す

が
、
建
物
の
御
屋
根
は
周
り
に
鬱
蒼
と
生
え
る
樹
木
の
折
れ

枝
や
落
ち
葉
の
堆
積
、
ま
た
酸
性
雨
な
ど
影
響
に
よ
り
、
か

な
り
劣
化
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
そ
の
原
因
を
取
り

除
こ
う
と
、
四
月
一
日
開
催
の
責
任
役
員
会
で
決
議
し
、
四

月
二
十
一
日
か
ら
作
業
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。 

今
回
の
樹
木
の
伐
採
は
本
殿
裏
の
鎮
守
の
森
を
保
全
し

つ
つ
、
建
物
を
長
期
的
に
保
存
管
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
お
り
ま
す
。
伐
採
前
は
社
殿
に
樹
木
が
鬱
蒼
と
生
茂
り
建

物
の
全
景
を
眺
め
る
事
が
出
来
な
い
程
で
し
た
が
、
伐
採
後

は
拝
殿
・
幣
殿
・
鞘
殿
の
連
続
し
た
社
殿
の
全
景
が
青
空
の

下
に
浮
か
び
あ
が
り
、
一
段
と
風
格
が
増
し
た
様
な
気
が
致

し
ま
し
た
。 

ま
た
、
六
月
の
初
旬
に
は
大
神
様
を
本
殿
か
ら
新
社
務
所

仮
殿
に
お
遷
し
す
る
仮
殿
遷
座
祭
を
斎
行
し
、
六
月
か
ら
八

月
に
か
け
て
拝
殿
の
塗
替
え
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。
今
回

は
従
来
の
色
と
は
異
な
り
、
大
阪
府
指
定
文
化
財
の
本
殿
の

朱
色
を
基
調
に
塗
替
え
ま
す
の
で
、
色
鮮
や
か
な
す
っ
き
り

と
し
た
社
殿
に
仕
上
が
る
予
定
で
す
。 

な
お
、
こ
の
度
の
百
周
年
記
念
事
業
に
際
し
ま
し
て
三
万

円
以
上
の
ご
奉
賛
頂
き
ま
し
た
方
に
つ
き
ま
し
て
は
石
板

に
ご
芳
名
を
記
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
石
版
は
境
内
前
庭
の

大
燈
籠
の
横
に
設
置
の
予
定
を
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
三
万

円
未
満
の
ご
奉
賛
を
頂
き
ま
し
た
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、
境

内
に
一
定
期
間
ご
奉
賛
者
名
を
掲
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

工
事
中
、
通
常
の
参
拝
や
お
宮
参
り
等
の
各
種
祈
願
祭
は

新
社
務
所
仮
殿
に
て
ご
参
拝
頂
く
事
と
な
り
ま
す
の
で
、
氏

子
崇
敬
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご
不
便
を
お
掛
け
致
し
ま
す

が
、
何
卒
ご
了
承
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

新社務所（木造平屋建・約８０坪） 

各種祭典直会用の座敷と、各種ご祈願にご参拝

の皆様にもご休憩頂けるタイル土間スペースを

併設致しております。座敷は４０畳の広さがご

ざいますので、純和風の神前結婚式やお茶会な

ど、土間スペースでは絵画・写真など小規模の

個展にもご利用頂けます。 



 

  
 

 
 

 
 日本は古来、八百万（やおよろず）の神々の国と云われ、多
くの神様が共存してきました。ですから複数の御札をお祀りし
たり、御守をたくさん持ってるからといって神様同士が喧嘩す
ることはありません。 
 ただし御札については正しいお祀りの仕方を心掛けて下さ
い。まず、伊勢神宮の神宮大麻（天照大御神さまの御札）を中
央に、次に氏神さま（奈加美神社）の御札を向って右側に、次
に特に信仰をされている神社や旅先の神社で受けられた御札は
向って左側にお祀りします。 
 最近は家にスペースが無いから神棚は祀らないと云う話を
聞くことがありますが、それぞれのスペースに合わせていろ
んなお祀り仕方がありますので、どうぞお気軽にご相談下さ
い。まずは御札をお祀りする事から始めましょう。 

 

 

ご
祭
神
の
紹
介 

 
鎮
守
の
杜
の
植
物 

― 

ウ
ラ
シ
マ
ソ
ウ 

― 
   

  

な
に
か
毒
々
し
く
も
あ
り
、
へ
び
を
連
想
さ
せ
る
一
風
変

っ
た
植
物
で
す
が
、
名
前
の
由
来
を
聞
く
と
な
ん
と
な
く
風

情
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。 

サ
ト
イ
モ
科
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
属
で
、
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た

茎
の
先
に
は
ヤ
ツ
デ
に
似
た
形
の
葉
が
付
き
、
花
茎
の
先
に

は
仏
炎
苞
と
云
わ
れ
る
部
分
に
包
ま
れ
て
花
軸
が
あ
り
、
そ

の
先
か
ら
付
属
体
と
よ
ば
れ
る
糸
状
の
も
の
が
垂
れ
下
が

り
ま
す
。
そ
の
糸
状
の
付
属
体
を
浦
島
太
郎
の
釣
り
糸
に
見

立
て
、
こ
の
よ
う
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
な
る

ほ
ど
お
も
し
ろ
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
す
。 

同
じ
仲
間
に
マ
ム
シ
ソ
ウ
・
ユ
キ
モ
チ
ソ
ウ
・
ム
サ
シ
ア 

ブ
ミ
な
ど
が
あ
り
、
た
ま 

に
園
芸
店
で
も
見
か
け
ま 

す
し
、
泉
州
の
山
に
も
よ 

く
自
生
し
て
い
る
よ
う
で 

す
。 奈

加
美
神
社
で
は
本
殿 

裏
の
鎮
守
の
杜
の
な
か
に 

少
し
自
生
し
て
お
り
、
四 

月
頃
か
ら
咲
き
始
め
ま
す
。 

写
真
の
と
お
り
地
味
な
植 

物
で
す
が
、
見
方
を
変
え 

れ
ば
な
か
な
か
〝
渋
い
〟 

で
す
。 

 

ま
た
、
今
年
も
花
菖
蒲
（
五
月
末
～
六
月
）
・
蓮
（
六
月

～
七
月
）
・
サ
ギ
草
（
七
月
～
八
月
）
な
ど
見
頃
を
迎
え
ま

す
の
で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

     

   
 第

３
号
で
は
主
祭
神
の
誉
田
別
命
に
つ
い
て
紹
介
致
し
ま

し
た
が
、
今
回
は
佐
野
川
と
山
出
の
氏
神
で
あ
り
ま
し
た
稲

荷
神
社
の
神
様
・
お
稲
荷
さ
ん
を
紹
介
致
し
ま
す
。 

現
在
、
お
稲
荷
さ
ん
は
本
社
ご
本
殿
と
、
末
社
大
宮
稲
荷

社
に
そ
れ
ぞ
れ
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
稲
荷
神
社
の
総

本
社
は
京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社
で
す
が
、
全
国
に
は
稲
が
成

る
稲
成
神
社
や
稲
が
生
え
る
稲
生
神
社
の
社
名
も
見
ら
れ

ま
す
。 

お
稲
荷
さ
ん
と
云
え
ば
一
般
的
に
倉
稲
魂
神
（
う
が
の
み

た
ま
の
か
み
）
が
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
当
社
の
お

稲
荷
さ
ん
は
次
の
三
柱
の
神
様
の
総
称
で
す
。 

 

豊
受
保
大
神
（
と
よ
う
け
も
ち
の
お
お
か
み
） 

食
物
の
神 

水
久
萬
利
神
（
み
く
ま
り
の
か
み
） 

 
 
 

 

水
の
神 

美
刀
志
乃
神
（
み
と
し
の
か
み
） 

 
 

 
 
 

穀
物
の
神 

 

倉
稲
魂
神
を
含
め
い
ず
れ
も
農
業
に
関
す
る
の
神
様
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
御
神
徳
の
働
き
に
よ
り
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら
し

ま
す
。
ま
た
そ
の
生
産
性
か
ら
商
工
業
の
神
様
と
し
て
も
崇

め
ら
れ
、
商
売
繁
盛
の
神
様
と
し
て
も
有
名
で
す
。 

 

左
の
絵
は
佐
野
川
稲
荷
の
御
神
影
板
絵
で
、
右
手
に
は
鎌
、

左
手
に
は
稲
を
持
つ
比
較
的
若
い
御
姿
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
裏
面
に
は
神
殿
平
面
図
と
鳥
居
立
面
図
が
描
か
れ
、
そ

の
上
端
に
「
元
和
元
年
一
二
月
安
宅
彦
右
衛
門
信
綱
筆
」
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

※
元
和
元
年
（
一
六
一
五
） 

 

因
み
に
、
平
成 

十
二
年
に
新
調
さ 

れ
た
上
瓦
屋
の
地 

車
の
正
面
の
番
号 

持
ち
は
こ
の
佐
野 

川
稲
荷
の
御
神
影 

を
参
考
に
彫
刻
さ 

れ
た
も
の
で
す
。 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ちびっこ巫女さん募集 
 
奈加美神社でお神楽を習いませんか？ 

神社のお祭りにお神楽を奉納して頂き

ます。 

小学校の中高学年のお子様で興味のあ

る方はお問い合わせ下さい。 

 

 


