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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 

 

改
称
百
周
年
記
念
奉
祝
大
祭
を
終
え
て 

 
 
 
 

奈
加
美
神
社 
宮
司 

北
岡
忠
澄 

        
 

 

  
 

 

 

振
り
返
り
ま
す
と
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
日
に
第
一
回 

奉
賛
会
設
立
準
備
委
員
会
を
開
催
さ
せ
て
頂
い
て
よ
り
、 

三
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
間
、
奉
賛
会
の 

役
員
皆
様
に
は
度
々
の
諸
祭
儀
・
諸
会
議
に
お
集
ま
り
頂
き
、 

記
念
事
業
が
円
滑
に
運
営
出
来
ま
し
た
事
を
感
謝
申
し
上 

げ
ま
す
と
共
に
、
千
軒
を
超
え
る
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
心 

温
ま
る
ご
浄
財
の
ご
寄
進
を
賜
り
ま
し
た
事
を
心
よ
り
厚 

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
第
二
期
工 

事
・
拝
殿
改
修
工
事
が 

九
月
に
完
工
し
、
同
月 

十
三
日
に
社
務
所
仮 

殿
よ
り
本
殿
に
大
神 

様
を
お
還
し
す
る
本 

殿
遷
座
祭
を
厳
粛
に 

斎
行
申
し
上
げ
ま
し 

た
。 

 

前
回
こ
の
遷
座
祭 

が
執
り
行
わ
れ
た
の 

は
昭
和
六
十
年
の
事 

で
あ
り
、
実
に
二
十
四 

年
ぶ
り
の
神
事
で
ご 

ざ
い
ま
し
た
。
近
隣
の 

神
社
の
神
職
に
ご
奉 

 

       

仕
を
賜
り
、
浄
闇
（
暗
が
り
）
に
雅
楽
の
音
色
に
導
か
れ
、 

御
神
体
が
人
の
目
に
触
れ
る
事
の
無
い
よ
う
に
、
絹
垣
と
い 

う
白
い
布
に
囲
ま
れ
、
大
神
様
の
重
み
を
こ
の
身
に
ひ
し
ひ 

し
と
感
じ
、
多
く
の
参
列
者
に
見
守
ら
れ
る
な
か
、
無
事
ご 

本
殿
に
お
遷
し
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

ま
た
、
同
月
二
十
七
日
に
は
秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
、
改
称
百 

周
年
を
祝
う
記
念
奉
祝
大
祭
を
賑
々
し
く
盛
大
に
執
り
行 

い
ま
し
た
。
当
日
は
午
前
八
時
よ
り
本
殿
に
て
祭
典
を
斎
行 

し
、
献
幣
使
と
し
て
大
阪
府
神
社 

庁
副
庁
長
・
坐
摩
神
社
渡
邉
宮
司 

様
の
ご
参
向
を
仰
ぎ
、
神
社
本
庁 

よ
り
幣
帛
を
賜
り
、
奉
祝
の
誠
を 

捧
げ
ま
し
た
。 

祭
典
後
は
色
と
り
ど
り
の
晴 

 

             

       

 

着
を
着
た
お
稚
児
さ
ん
が
、
手
に
持 

つ
鈴
の
音
も
清
々
し
く
宮
入
し
、
続 

い
て
地
車
が
勇
ま
し
く
宮
入
し
た
の 

ち
、
拝
殿
前
で
記
念
式
典
が
執
り
行 

な
わ
れ
、
奥
野
奉
賛
会
会
長
を
始
め 

各
地
区
の
代
表
に
よ
り
御
神
酒
の
鏡 

開
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

夕
刻
よ
り
境
内
に
か
が
り
火
が
焚 

か
れ
、
朱
の
色
も
鮮
や
か
に
塗
替
え 

ら
れ
た
拝
殿
が
美
し
く
照
ら
さ
れ
、 

幽
玄
な
雰
囲
気
の
な
か
、
舞
楽
「
蘭 

陵
王
」
「
納
曽
利
」
の
二
舞
が
奉
納 

さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
「
日
本
の
歌 

か
が
り
火
コ
ン
サ
ー
ト 

ク
ラ
シ
ッ 

ク
の
夕
べ
」
と
題
し
、
枚
方
の
御
殿 

山
神
社
の
神
職
で
も
あ
り
、
オ
ペ
ラ 

の
ソ
リ
ス
ト
、
ま
た
演
出
も
手
掛
け 

る
片
岡
伸
介
さ
ん
や
篠
笛
奏
者
の 

小
泉
な
お
み
さ
ん
等
に
よ
り
、
「
荒 

城
の
月
」
「
お
ぼ
ろ
月
夜
」
を
始
め 

多
く
の
名
曲
が
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
会
場
の
皆
さ
ん
を
交
え
て
「
見 

上
げ
て
ご
ら
ん
夜
の
星
を
」「
故
郷
」 

な
ど
の
曲
が
合
唱
さ
れ
、
会
場
は
大 

い
に
盛
り
上
が
り
、
大
き
な
拍
手
と 

共
に
ア
ン
コ
ー
ル
の
声
が
響
き
、
名 

残
惜
し
く
も
「
浜
辺
の
歌
」
を
最
後 

に
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。 



奉
祝
大
祭
当
日
は
朝
か
ら
晩
ま
で
の
長
い
一
日
で
し
た 

が
、
三
年
間
を
締
め
く
く
る
大
変
良
い
一
日
と
な
り
、
私
に 

と
っ
て
は
生
涯
の
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。
ご
参
加
頂
い
た 

皆
様
に
も
心
に
残
る
日
で
あ
り
ま
し
た
ら
な
ら
、
大
変
嬉 

し
く
思
い
ま
す
。 

 

今
回
の
よ
う
な
大
き
な
行
事
は
度
々
出
来
る
事
で
は
ご 

ざ
い
ま
せ
ん
が
、
鎮
守
の
杜
の
氏
神
さ
ま
は
皆
様
の
祈
り
の 

場
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
化
の
交
流
・
発
信
の
場
で
も
あ
り 

ま
す
の
で
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
文
化
行
事
に
も
取
り
組
ん 

で
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

な
お
、
今
回
の
本
殿
遷
座
祭
並
び
に
改
称
百
周
年
記
念
奉 

祝
大
祭
の
両
日
と
も
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
収
録
致
し
て
お
り
ま
す
の 

で
、
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
出
下
さ
い
。 

 

ま
た
、
奉
祝
大
祭
の
様
子
は
十
二
月
よ
り
ジ
ェ
イ
コ
ム
り 

ん
く
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
映
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す 

の
で
ご
覧
下
さ
い
。 

   
 
 
 
 

 

 

 

茄
子
は
あ
だ
花
が
無
く
良
く
実
を
結
ぶ
と
云
う
事
な
ど 

か
ら
、
古
く
よ
り
縁
起
の
良
い
も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

ま
た
「
ナ
ス
」「
為
す
」「
成
る
」
と
の
音
の
響
き
、
良
く
実 

を
結
ぶ
事
か
ら
願
い
が
叶
う
「
成
就
」
に
も
通
じ
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
改
称
百
周
年
を
記
念
し
て
、
泉
州
名
産
の
水
な 

す
を
モ
チ
ー
フ
に
手
作
り
土
鈴
「
奈
加
美
神
社
神
鈴 

成
就 

な
す
」
を
謹
製
致 

し
ま
し
た
。 

 

何
か
地
域
に 

因
ん
だ
縁
起
物 

を
と
思
い
、
無
い 

知
恵
を
絞
り
温 

め
て
き
た
も
の 

で
す
が
、
な
か
な 

か
作
り
手
が
見 

つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
「
ご
縁
」
不
思
議 

な
も
の
で
、
過
去
の
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
事
が
き
っ
か
け
で
、 

千
早
赤
阪
村
の
建
水
分
神
社
の
神
職
さ
ん
か
ら
、
滋
賀
県
大 

津
市
の
土
鈴
職
人
の
中
野
和
彦
氏
を
紹
介
し
て
頂
き
ま
し 

た
。
せ
っ
か
く
作
る
ん
や
か
ら
え
ぇ
も
ん
を
と
思
い
、
細
部 

ま
で
色
々
と
注
文
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
中
野
氏
の
職
人 

魂
に
火
を
点
け
て
し
ま
い
、
わ
ざ
わ
ざ
泉
佐
野
ま
で
足
を
運 

ん
で
頂
い
て
神
社
総
代
の
松
谷
惣
太
郎
さ
ん
の
畑
で
実
物 

の
水
な
す
を
手
に
し
て
も
ら
い
、
何
度
も
試
作
を
重
ね
、
漸 

く
納
得
の
い
く
素
晴
ら
し
い
物
に
仕
上
が
り
ま
し
た
。
も
ち 

ろ
ん
神
社
の
縁
起
物
で
す
の
で
、
単
な
る
「
モ
ノ
」
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
。
御
神
前
で
お
祓
い
を
奉
仕
し
、
お
受
け
に
な
ら 

れ
た
人
が
手
作
り
の
土
鈴
の
素
朴
な
音
に
よ
り
神
様
の
御 

恵
み
を
戴
か
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 

九
月
二
十
七
日
の
記
念
奉
祝
大
祭
に
は
一
〇
〇
個
ご
用 

意
し
ま
し
た
が
、
瞬
く
間
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

何
分
手
作
り
で
す
の
で
大
量
生
産
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
お
正 

月
に
は
間
に
合
う
よ
う
追
加
の
お
願
い
を
し
て
お
り
ま
す 

の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お
早
め
に
ど
う
ぞ
。 

      

近
年
、
神
棚
・
御
札
を
お
ま
つ
り
す
る
ご
家
庭
が
減
尐
傾 

向
に
あ
り
ま
す
。
世
帯
の
核
家
族
化
や
お
ま
つ
り
す
る
ス
ペ 

ー
ス
が
無
い
事
な
ど
が
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
い
ま 

す
が
、
神
ま
つ
り
は
ご
先
祖
様
が
守
っ
て
き
た
日
本
の
伝
統 

的
習
慣
で
あ
り
美
風
で
あ
り
ま
す
。 

神
道
に
は
「
敬
神
崇 

祖
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り 

ま
す
。
こ
れ
は
神
を
敬
い 

祖
先
を
尊
ぶ
事
に
よ
り
、 

お
蔭
を
頂
き
守
り
導
か 

れ
る
の
で
す
、
と
い
う
教 

え
で
す
。
一
番
身
近
に
で 

き
る
事
が
、
ご
家
庭
で
伊
勢
神 

宮
・
氏
神
さ
ま
の
御
札
を
ま
つ 

り
、
ま
た
祖
霊
舎
や
お
仏
壇
で 

ご
先
祖
さ
ま
を
ま
つ
り
尊
ぶ 

事
で
す
。
朝
一
番
に
神
棚
に
手 

を
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
無 

事
に
感
謝
し
、
ご
家
族
が
お
互 

い
の
無
事
を
願
う
事
に
よ
り 

絆
が
深
ま
り
、
ご
家
族
皆
さ
ま 

の
幸
せ
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

神
さ
ま
仏
さ
ま
に
手
を
合 

わ
す
美
し
い
姿
が
次
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
行
く
事
は
、
大 

変
尊
い
こ
と
で
す
。 

当
社
で
は
、
従
来
の
宮
型
や
札
宮
・
壁
掛
け
タ
イ
プ
な
ど
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
に
あ
っ
た
大
小
様
々
な
神
棚
を
ご
用 

意
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。 

難
し
く
考
え
ず
に
ま
ず
は
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
か
ら
始 

め
ま
し
ょ
う
。 

                  

 
  

 
  

 
 年齢の数え方には、「数え年」と「満年齢」が
あります。 

誕生日ごとに１歳加える「満年齢」は明治以降
に定着した数え方で現在に至っておりますが、そ
れ以前は「数え年」が一般的でした。当初は「零
ゼロ」の概念が無く、生まれた日から１歳と数え、
お正月を迎えるごとに１歳加えました。 

これはお正月に新しい年の五穀豊穣と家族の
幸せを祈るために、各家庭に「年神様」を迎える
と云う習慣によります。 

こうした日本の伝統的な考え方を継承してい
くことから、神社では現在も「数え年」を尊重し
ております。 

 

奈
加
美
神
社
神
鈴 

成
就
な
す 

神
棚
・
御
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う 


