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夏
越
の
大
祓
・
疫
病
鎮
静
祈
願 

 
 
 

祝
祭
日
は
国
旗
「日
の
丸
」
を
揚
げ
ま
し
ょ
う 

 

白
地
に
赤
く 

日
の
丸
そ
め
て 

あ
あ
美
し
い 

日
本
の
旗
は 

（
日
本
の
唱
歌
よ
り
） 

 

                            

去
る
六
月
三
十
日
午
後
七
時
よ
り
毎
年
恒
例 

 

     

の
夏
越
の
大
祓
を
執
り
行
い
、
疫
病
（
新
型
コ
ロ 

ナ
ウ
ィ
ル
ス
）
の
逸
早
い
鎮
静
、
収
束
を
ご
祈
願 

申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

昨
年
末
に
中
国
武
漢
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ 

ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
、
瞬
く
間
に
世
界
各
国
に
ま
で 

感
染
が
拡
大
し
、
日
本
に
お
い
て
も
緊
急
事
態 

宣
言
が
発
出
さ
れ
る
な
ど
非
常
事
態
と
な
り
ま 

し
た
。 

期
間
中
は
学
校
も
お
休
み
、
会
社
も
テ
レ
ワ 

ー
ク
、
休
業
要
請
が
出
さ
れ
た
業
種
も
有
り
ま 

し
た
。
精
神
的
経
済
的
に
も
不
安
定
と
な
り
社 

会
は
混
乱
を
極
め
て
い
ま
す
。
ス
テ
イ
ホ
ー
ム 

を
合
言
葉
に
不
要
不
急
の
外
出
は
極
力
控
え
る 

な
ど
、
何
か
と
ス
ト
レ
ス
の
溜
ま
り
や
す
い
状 

態
が
続
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
夏
越
の
大
祓
は
半
年
間
知
ら
な
い
う
ち 

に
身
に
降
り
積
も
っ
た
罪
や
穢
れ
、
ス
ト
レ
ス 

を
祓
い
去
っ
て
心
身
を
浄
化
す
る
神
事
で
あ
り
、 

備
後
国
風
土
記
に
伝
わ
る
疫
病
除
け
の
信
仰
に 

基
づ
き
、
無
病
息
災
・
延
命
長
寿
を
祈
願
す
る
神 

事
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

通
常
で
あ
れ
ば
境
内
で
執
り
行
い
ま
す
が
、 

当
日
は
雨
天
に
つ
き
拝
殿
内
で
ご
奉
仕
申
し
上 

      

げ
、
密
を
避
け
る
た
め
役
員
の
み
の
参
列
と
さ 

せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

茅
の
輪
く
ぐ
り
神
事
に
つ
き
ま
し
て
も
い
つ 

も
は
長
い
行
列
が
で
き
ま
す
の
で
、
ソ
ー
シ
ャ 

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
が
確
保
で
き
な
い
た
め
、
各 

自
で
お
く
ぐ
り
頂
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
茅
の
輪
は
、
字
の
如
く
茅
（
チ
ガ
ヤ
・
イ 

ネ
科
の
植
物
の
総
称
）
を
輪
に
し
た
も
の
で
す
。 

当
社
で
は
上
瓦
屋
の
中
ノ
池
の
辺
に
生
え
る
葦 

を
用
い
て
お
り
ま
す
。
水
辺
の
葦
は
水
質
を
浄 

化
す
る
作
用
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
葦
で
作 

っ
た
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
の 

浄
化
を
図
り
ま
す
。 

 

ご
参
加
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
は
大
祓
の
厳
修 

の
証
と
し
て
「
茅
の
輪
御
守
」
を
お
分
か
ち
さ
せ 

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
御
守
も
備
後
国
風 

土
記
に
伝
わ
る
も
の
で
、
疫
病
が
そ
の
家
に
入 

り
込
ま
な
い
よ
う
に
玄
関
先
に
お
祀
り
し
ま
す
。 

 

こ
の
大
祓
は
毎
年
六
月
三
十
日
と
十
二
月
三 

十
一
日
の
年
に
二
回
、
半
期
ご
と
に
執
り
行
っ 

て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
参
加
頂
き
ま
し 

て
、
心
身
の
浄
化
を
願
い
清
々
し
い
気
持
ち
で 

健
や
か
に
お
過
ご
し
下
さ
い
。 



末
社
・
大
宮
稲
荷
神
社
事
業
報
告 

     

大
宮
稲
神
社
の
改
修
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、 

去
る
四
月
十
五
日
に
地
鎮
祭
を
執
り
行
い
、
そ 

の
後
の
工
事
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。 

 

五
月
二
十
一
日
に
入
口
の
大
鳥
居
を
設
置
、 

六
月
九
日
に
は
和
泉
砂
岩
を
用
い
た
神
宮
遥
拝 

所
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
岡
崎
産
の
花
崗
岩
を
用 

い
た
手
水
鉢
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
石 

燈
籠
・
石
玉
垣
が
設
置
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

今
回
の
事
業
は
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
の
古 

材
の
譲
与
を
契
機
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
伊 

勢
の
神
宮
は
日
本
の
総
氏
神
で
あ
り
、
内
宮
の 

              

           

御
正
宮
に
は
天
照
大
御
神
が
お
鎮
ま
り
に
な
り
、 

ご
神
体
は
三
種
の
神
器
の
一
つ
「
八
咫
の
鏡
」
で 

す
。
氏
神
奈
加
美
神
社
か
ら
も
天
照
大
御
神
を 

お
参
り
頂
け
る
よ
う
に
神
宮
遥
拝
所
（
神
鏡
の 

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
）
を
新
設
い
た
し
ま
し
た
。 

遥
拝
と
は
遠
く
離
れ
た
所
か
ら
遥
か
に
拝
む 

こ
と
で
、
こ
の
施
設
は
お
伊
勢
さ
ま
の
方
角
を 

向
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
石
造
の
神
鏡
と
下
の 

          

写
真
の
手
水
鉢
は
、 

愛
知
県
岡
崎
市
の
狛 

犬
の
石
匠
、
巽
彫
刻 

の
綱
川
氏
に
彫
っ
て 

頂
い
た
も
の
で
す
。 

手
水
鉢
も
三
種
の 

神
器
の
一
つ
「
勾
玉
」 

で
す
。
こ
れ
も
伊
勢 

の
地
に
思
い
を
馳
せ 

外
宮
の
勾
玉
の
池
を 

イ
メ
ー
ジ
し
て
彫
っ 

て
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
水
口
は
泉
州
水
茄
子
、 

奈
加
美
神
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
成
就
な
す
」
で
す
。 

水
茄
子
は
絞
る
と
水
が
出
る
ほ
ど
水
分
を
含
み 

ま
す
の
で
今
回
の
水
口
に
用
い
ま
し
た
。 

竣
工
後
は
遥
拝
所
を
通
し
て
神
宮
を
お
参
り 

頂
き
、
お
伊
勢
さ
ま
を
身
近
に
感
じ
て
頂
け
れ 

ば
幸
い
で
す
。 

当
初
の
竣
工
予
定
は
昨
年
の
秋
頃
で
し
た
が
、 

諸
事
情
の
都
合
で
一
年
遅
れ
の
今
年
の
秋
頃
の 

竣
工
と
な
り
そ
う
で
す
。
工
事
期
間
中
は
も
う 

暫
く
ご
不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
容 

赦
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

な
お
、
大
宮
稲
荷
神
社
の
旧
社
殿
は
、
以
前
に 

石
巻
市
の
鳥
海
神
社
様
に
震
災
復
興
支
援
と
し 

て
小
社
殿
を
奉
納
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
、 

今
回
も
東
京
の
下
谷
神
社
阿
部
宮
司
様
の
仲
執 

り
持
ち
を
頂
き
、
福
島
県
浪
江
町
に
鎮
座
す
る 

雷
神
社
様
に
奉
納
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

令和２年４月１５日 大宮稲荷神社地鎮祭 

晴天に恵まれ総代会施工業者参列のもと執り行いました 



江
戸
時
代
か
ら
の
手
水
鉢 

奈
加
美
神
社
神
饌
田 

～
若
宮
～ 

    

当
社
の
手
水
鉢
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
二
）、 

今
か
ら
一
七
八
年
前
に
湊
の
里
井
忠
左
衛
門
と 

平
松
九
左
衛
門
よ
り
奉
納
さ
れ
た
立
派
な
も
の 

で
す
。 

 

六
月
中
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大 

予
防
の
た
め
、
不
特
定
多
数
の
方
が
触
れ
る
手 

水
用
の
柄
杓
を
撤
去
し
、
水
を
抜
い
て
お
り
ま 

し
た
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
長
年
の
錆
の
汚
れ 

を
洗
浄
し
美
装
し
よ
う
と
、
岡
田
石
材
様
に
ご 

 
 

 
 

 
 

ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。 

天
保
年
間
に
奉
納
さ 

れ
て
よ
り
、
本
格
的
な 

洗
浄
を
し
た
の
は
初
め 

て
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

高
圧
洗
浄
、
薬
剤
洗
浄
、 

研
磨
作
業
、
長
い
年
月 

の
間
に
こ
び
り
付
い
た 

汚
れ
を
落
と
す
の
は
な 

か
な
か
大
変
そ
う
で
し 

た
が
、
見
事
に
天
保
年 

間
奉
納
時
の
美
し
い
手 

水
鉢
に
甦
り
ま
し
た
。 

汚
れ
て
い
た
頃
は
手 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

水
鉢
に
な
ん
と
彫
っ
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
っ
た
の
か
、
あ
ま
り 

気
に
掛
け
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
洗
浄
後 

は
文
字
が
く
っ
き
り
浮
か
び
上
が
り
、
ど
の
よ 

う
な
字
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
疑
問 

が
湧
き
ま
し
た
の
で
、
知
人
の
元
大
学
教
授
の 

神
職
さ
ん
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
色
々
と
調
べ
て
下 

さ
い
ま
し
た
。 

こ
の
場
合
は
左
か
ら
で
は
な
く
、
右
か
ら
読 

み
ま
す
。
く
ず
し
文
字
で
す
か
ら
書
道
の
先
生 

や
古
文
書
な
ど
を
読
め
る
方
で
な
い
と
分
か
り 

ま
せ
ん
。 

こ
の
鉢
に
彫
ら
れ
て
い
る
文
字
は
「
盥
盌
」
で 

カ
ン
ワ
ン
と
読
み
ま
す
。「
盥
」
は
水
を
入
れ
手 

な
ど
を
洗
う
器
で
す
が
、
器
（
皿
）
の
水
を
両
手 

で
す
く
っ
て
い
る
形
か
ら
で
き
た
漢
字
で
す
。 

「
盌
」
は
「
碗
」
の
異
字
体
で
水
を
盛
る
器
と
い 

う
意
味
が
あ
り 

ま
す
。
し
た
が
っ 

て
、
手
を
す
す 

ぐ
器
と
い
う
意 

味
に
な
り
ま
す
。 

ご
参
拝
の
折 

は
、
ま
ず
こ
の 

美
し
く
甦
っ
た 

手
水
鉢
で
お
手 

水
を
し
て
頂
き
、 

心
身
を
清
め
て 

ご
神
前
で
心
静 

か
に
お
参
り
下 

さ
い
。 

     

神
社
の
祭
礼
は
稲
作
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い 

ま
す
。
春
の
祈
年
祭
、
御
田
植
え
祭
、
秋
の
例
祭
、 

新
嘗
祭
、
全
て
稲
作
に
関
わ
る
お
祭
り
で
す
。 

祈
年
祭
の
「
年
」
は
米
を
始
め
穀
物
を
表
わ
し
ま 

す
。
春
に
五
穀
豊
穣
を
願
い
、
秋
に
収
穫
感
謝
を 

捧
げ
、
お
正
月
に
は
家
の
玄
関
に
は
門
松
、
し
め 

縄
を
飾
り
、
神
棚
や
お
床
に
鏡
餅
を
供
え
「
年
神 

様
」
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
「
年
神
様
」
は
米
・
穀 

物
の
神
様
で
す
。 

 

今
年
は
日
本
書
紀
が
編
纂
さ
れ
て
一
三
〇
〇 

を
迎
え
ま
し
た
。
日
本
書
紀
や
古
事
記
に
は
日 

本
の
神
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
話
に
よ
る 

と
、
天
上
界
・
高
天
原
を
治
め
る
天
照
大
御
神
が 

孫
の
瓊
瓊
杵
尊
（
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
地
上 

（
豊
葦
原
瑞
穂 

国
）
に
降
す
時
、 

稲
穂
を
授
け
稲 

作
を
伝
え
た
と 

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

以
来
日
本
人 

の
主
食
と
し
て 

大
切
に
さ
れ
て 

き
ま
し
た
。
神 

社
に
お
い
て
も 

毎
朝
「
お
日
供
」 



安 

産 

戌 

の 

日 

ま 

い 

り 

と
し
て
神
様
に
お
米
、
お
酒
、
お
塩
、
お
水
を
お 

供
え
し
ま
す
。
神
様
へ
の
お
供
え
物
を
神
饌
（
し 

ん
せ
ん
）
と
言
い
ま
す
。
今
年
か
ら
中
庄
の
「
若 

宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
田
ん
ぼ
を
「
神
饌
田
」
と 

し
て
、
伊
勢
の
神
宮
か
ら
賜
り
ま
し
た
「
イ
セ
ヒ 

カ
リ
」
と
言
う
品
種
の
お
米
を
作
っ
て
頂
く
こ 

と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

奈
加
美
神
社
の
社
名
は
明
治
四
十
二
年
に
改 

称
さ
れ
ま
し
た
が
、
以
前
は
「
大
宮
神
社
」
と
言 

う
社
名
で
、
神
饌
田
の
若
宮
が
あ
る
辺
り
は
「
若 

宮
神
社
」
が
鎮
座
し
て
い
た
所
縁
深
い
土
地
に 

な
り
ま
す
。
大
宮
を
本
社
と
し
て
若
宮
は
そ
の 

御
分
霊
を
祀
る
、
或
い
は
御
子
神
を
祀
る
社
の 

こ
と
で
、
中
庄
の
若
宮
神
社
は
前
者
で
大
宮
神 

社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
応
神
天
皇
が
祀
ら
れ
て
い 

ま
し
た
。 

 

五
月
二
十
四
日
の
田
植
え
当
日
の
早
朝
に
は 

御
田
植
え
祭
を
執
り
行
い
、
神
饌
田
を
祓
い
清 

め
、
五
穀
豊
穣
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

収
穫
し
た
お
米
は
神
様
の
神
饌
米
、
毎
月
お 

つ
い
た
ち
に
お
配
り
す
る
ポ
ン
菓
子
、
平
生
の 

ご
祈
祷
・
お
祓
い
の
お
下
が
り
と
し
て
使
わ
せ 

て
頂
く
予
定
で
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
。 

       

 

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。 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 


