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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 

 

令
和
御
大
典
記
念
事
業 

大
宮
稲
荷
神
社
改
修
工
事
竣
工 

                             

      

こ
の
度
の
奈
加
美
神
社
末
社
大
宮
稲
荷
神
社 

玉
垣
参
道
整
備
事
業
に
際
し
ま
し
て
、
氏
子
崇 

敬
者
の
皆
様
に
は
真
心
の
籠
っ
た
ご
浄
財
の
ご 

寄
進
を
賜
り
、
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま 

す
。 振

り
返
り
ま
す
と
、
平
成
二
十
六
年
に
発
願 

し
て
よ
り
六
年
の
月
日
が
経
ち
ま
し
た
。
当
初 

は
奈
加
美
神
社
改
称
百
十
年
の
節
目
と
な
る
昨 

年
秋
の
竣
工
を
予
定
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
が
、 

平
成
三
十
年
の
大
阪
北
部
地
震
、
台
風
二
十
一 

号
等
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
自
然
災
害
に 

よ
り
、
計
画
の
変
更
、
建
設
費
の
高
騰
を
余
儀 

な
く
さ
れ
、
大
幅
に
遅
延
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
工
事
関
係
者
の
弛
ま
ぬ
ご
努 

力
に
よ
り
令
和
二
年
十
二
月
十
日
を
も
ち
ま
し 

て
よ
う
や
く
竣
工
し
、
立
派
な
大
宮
稲
荷
神
社 

に
甦
り
ま
し
た
。 

十
二
月
十
日
の
午
前
十
一
時
よ
り
竣
工
祭
を 

執
り
行
い
、
十
九
時
よ
り
は
総
代
会
参
列
の
も 

と
、
奈
加
美
神
社
の
拝
殿
内
仮
殿
に
お
鎮
ま
り 

の
大
神
様
を
新
社
殿
に
お
遷
し
申
し
上
げ
る
遷 

座
祭
を
厳
粛
に
執
り
行
い
ま
し
た
。 

工
事
を
請
け
負
っ
て
頂
き
ま
し
た
有
限
会
社 

      

岬
造
園
土
木
を
始
め
協
力
業
者
の
皆
様
に
は
、 

限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
精
一
杯
、
そ
れ
以
上
の 

工
事
の
ご
奉
仕
を
頂
き
ま
し
た
。
新
し
い
社
殿 

に
お
鎮
ま
り
に
な
っ
た
大
神
様
も
さ
ぞ
か
し
お 

慶
び
の
こ
と
存
じ
ま
す
。
神
社
関
係
者
一
同
心 

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

当
事
業
は
大
宮
稲
荷
神
社
遷
宮
よ
り
約
五
十 

年
の
歳
月
を
数
え
、
老
朽
化
が
著
し
く
計
画
い 

た
し
ま
し
た
が
、
伊
勢
の
神
宮
か
ら
式
年
遷
宮 

の
古
材
を
賜
っ
た
こ
と
に
よ
り
大
き
く
前
進
い 

た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昨
年
、「
平
成
」
か
ら
「
令 

和
」
へ
御
代
替
り
と
な
り
、
令
和
御
大
典
記
念 

事
業
と
位
置
付
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

正
面
よ
り
入
っ
て
右
側
に
は
和
泉
砂
岩
を
用 

い
た
「
神
鏡
」
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
伊
勢
神
宮 

遥
拝
所
、
左
側
に
は
「
勾
玉
」
の
水
盤
の
手
水 

舎
、
鳥
居
横
に
は
「
剣
」
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
、 

「
三
種
の
神
器
」
を
配
置
い
た
し
ま
し
た
。 

ま
た
本
年
は
日
本
書
紀
撰
上
一
三
〇
〇
年
の 

節
目
の
年
に
当
た
り
、
神
宮
古
材
を
用
い
て
「
三 

大
神
勅
」
の
扁
額
、
神
話
「
天
孫
降
臨
」
の
絵 

図
、「
五
穀
豊
穣
」
の
絵
図
、
を
各
所
に
設
置
い 

た
し
ま
し
た
。 



新
社
殿
に
つ
い
て 

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
巡
り
合
わ
せ
と
重
な
り
、 

当
事
業
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
有
難
く 

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

昨
年
は
御
代
替
り
に
際
し
て
の
諸
行
事
が
厳 

か
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
我
が
国
日
本
は
初
代 

神
武
天
皇
よ
り
数
え
て
一
二
六
代
目
の
天
皇
を 

戴
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
皇
祖
は
伊
勢
の
神
宮 

内
宮
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
天
照
大
御
神
で
す
。 

私
た
ち
日
本
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
神
様
を
通 

じ
て
伊
勢
の
神
宮
、
そ
し
て
皇
室
に
も
繋
が
り 

ま
す
。
そ
の
大
い
な
る
も
の
に
抱
か
れ
る
と
言 

い
ま
し
ょ
う
か
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
持
つ
素 

                 

                  

晴
ら
し
い
国
柄
で
す
。
初
詣
に
は
真
新
し
く
甦 

っ
た
諸
施
設
を
拝
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
感 

じ
て
頂
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 

本
来
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
賑
々
し
く
奉
祝
行 

事
を
行
い
、
広
く
氏
子
の
皆
様
に
お
披
露
目
い 

た
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
新
型 

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
状
況
を
鑑
み
、
十
二 

月
十
二
日
に
奉
祝
大
祭
並
び
に
式
典
の
み
挙
行 

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

ご
奉
賛
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
は
追
っ
て
御
礼 

の
記
念
品
と
共
に
事
業
の
ご
報
告
を
申
し
上
げ 

ま
す
。 

こ
の
慶
事
を
契
機
に
今
後
一
層
の
御
神
徳
の 

宣
揚
、
神
社
の
発
展
に
力
を
尽
く
す
所
存
で
ご 

ざ
い
ま
す
の
で
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
は
引 

き
続
き
ま
し
て
温
か
い
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り 

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

               

今
回
の
社
殿
の
製
作
は
、
東
日
本
大
震
災
復 

興
支
援
で
石
巻
市
の
鳥
海
神
社
さ
ん
に
奉
納
さ 

せ
て
頂
い
た
社
殿
を
手
掛
け
た
、
和
歌
山
の
藤 

井
勝
明
大
工
で
す
。
檜
木
を
用
い
た
流
造
り
と 

い
う
様
式
で
、
以
前
の
社
殿
よ
り
約
一
・
五
倍 

の
規
模
で
す
。 

藤
井
大
工
さ
ん
は
、
大
宮
稲
荷
神
社
に
は
も 

う
少
し
大
き
い
社
殿
の
方
が
良
い
だ
ろ
う
と
、 

奈
加
美
神
社
と
の
ご
神
縁
を
大
切
に
感
じ
て
頂 

拝所扁額「神話」右から国生み・斎庭の穂・天孫降臨 

拝所扁額「五穀豊穣」田作りの営み～新嘗祭 



日
本
書
紀
撰
上
一
三
〇
〇
年 

天
壌

て
ん
じ
ょ
う

無
窮

む
き
ゅ
う

の
神
勅

し
ん
ち
ょ
く 

豊
と
よ

葦
原

あ
し
は
ら

の
千
五
百

ち

い

ほ

秋 あ
き

瑞
穂

み

ず

ほ

の
国 く

に

は
、 

是
こ
れ

れ
吾 わ

が
子
孫

う
み
の
こ

の
王 き

み

た
る
べ
き
地 く

に

な
り
。 

爾
い
ま
し

皇
孫

す
め
み
ま

、
就 ゆ

き
て
治し

ら
せ
、
行

矣

さ
き
く
ま
せ

、 

宝

祚

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
、
当ま

さ

に
天
壌

あ
め
つ
ち

と 

窮
き
わ
ま

り
無
か
る
べ
し
。 

宝
鏡
奉

ほ
う
き
ょ
う
ほ
う

斎
さ
い

の
神
勅

し
ん
ち
ょ
く 

此 こ

の

宝
た
か
ら
の

鏡
か
が
み

を
視 み

ま
さ
む
こ
と
、 

当 ま
さ

に
吾 あ

れ

を
視 み

る
が
ご
と
く
す
べ
し
。 

与 と
も

に

床
み
ゆ
か

を
同
じ
く
し
、

殿
み
あ
ら
か

を

共
ひ
と
つ

に
し
て
、 

斎
い
わ
い
の

鏡
か
が
み

と
為
す
べ
し
。 

斎
庭

ゆ

に

わ

の
穂

い
な
ほ

の
神
勅

し
ん
ち
ょ
く 

吾 わ

が
高
天
原
に
所

き
こ

御
し
め

す
斎 ゆ

庭 に
わ

の
穂

い
な
ほ

を
以
て
、 

亦 ま
た

吾 わ

が
児

み
こ

に
御 ま

か

せ
ま
つ
る
べ
し
。 

き
、
更
に
約
一
・
五
倍
の
規
模
の
新
社
殿
の
ご 

奉
納
の
お
申
し
出
を
頂
き
ま
し
た
。
す
で
に
和 

歌
山
の
工
場
で
製
作
に
取
り
掛
か
っ
て
頂
い
て 

お
り
、
来
年
中
に
は
完
成
の
予
定
で
す
。
大
変 

有
難
い
お
申
し
出
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
、 

完
成
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

現
社
殿
に
つ
い
て
は
本
殿
左
側
の
九
尺
藤
の 

藤
棚
の
少
し
奥
に
移
設
し
、
新
た
に
神
様
を
お 

迎
え
す
る
予
定
で
す
。 

 

    

「
日
本
書
紀
」
は
「
古
事
記
」
と
と
も
に
「
記 

紀
」
と
言
わ
れ
る
日
本
の
歴
史
書
で
す
。
い
ず 

れ
も
第
四
十
代
天
武
天
皇
（
六
七
三
年
～
六
八 

六
年
ま
で
在
位
）
が
編
纂
を
命
じ
、「
日
本
書
紀
」 

は
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
前
の
養
老
四
年
（
七
二 

〇
年
）
に
完
成
し
ま
し
た
。 

先
に
完
成
し
た
「
古
事
記
」
は
記
憶
力
の
優 

れ
た
稗
田
阿
礼
（
ひ
え
だ
の
あ
れ
）
が
読
み
習 

っ
た
物
語
（
帝
紀
・
旧
辞
）
を
太
安
万
侶
（
お 

お
の
や
す
ま
ろ
）
が
編
纂
し
た
書
物
で
、
多
く 

の
人
々
に
平
易
に
読
め
る
よ
う
に
、
万
葉
仮
名 

で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
「
日
本
書
紀
」
は
天
武
天
皇
の
御
子
で 

あ
る
舎
人
親
王
が
編
纂
の
中
心
と
な
り
、
漢
文 

体
で
記
さ
れ
、
日
本
国
の
「
正
史
」
と
し
て
国 

内
は
も
と
よ
り
国
外
を
意
識
し
て
編
纂
さ
れ
た 

と
も
の
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
日
本
書
紀
」
は
三
十
巻
か
ら
成
り
、
神
代 

の
神
話
か
ら
、
持
統
天
皇
（
六
九
〇
年
～
六
九 

七
年
ま
で
在
位
）
の
御
譲
位
ま
で
収
め
ら
れ
て 

い
ま
す
。 

 

今
回
の
令
和
御
大
典
記
念
事
業
で
特
に
取
り 

上
げ
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
は
、
神
代
の
神
話
の 

中
で
、
天
照
大
神
が
子
孫
で
あ
る
皇
子
・
天
忍 

穂
耳
尊
（
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）、
皇 

孫
・
瓊
瓊
杵
尊
（
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）
に
授
け 

た
三
つ
の
神
勅
、「
三
大
神
勅
（
し
ん
ち
ょ
く
）
」 

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。 

    
 
 

 

        

豊
葦
原
の
千
五
百
秋
瑞
穂
の
国
（
日
本
）
は
、 

私
の
子
孫
が
天
皇
と
な
る
国
で
す
。 

そ
の
国
に
行
っ
て
治
め
な
さ
い
。
そ
の
皇
位 

は
天
地
と
共
に
永
遠
に
栄
え
る
こ
と
で
し
ょ 

う
。 

          

こ
の
鏡
を
視
る
こ
と
を
、
私
自
身
を
視
る
こ 

と
と
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。 

こ
の
鏡
と
殿
室
を
共
に
し
、
斎
鏡
（
ご
神
体
） 

と
し
て
祀
り
な
さ
い
。 

    
 

   

私
が
高
天
原
で
育
て
た
神
聖
な
稲
穂
を 

あ
な
た
に
授
け
ま
し
ょ
う
。 

  

こ
れ
ら
の
神
勅
は
歴
代
天
皇
に
受
け
継
が
れ 

て
い
ま
す
。
皇
位
は
一
二
六
代
に
亘
り
受
け
継 

が
れ
、
鏡
（
八
咫
の
鏡
）
は
伊
勢
の
神
宮
、
宮 

中
賢
所
で
お
祀
り
さ
れ
、
天
皇
陛
下
は
皇
居
で 



安 

産 

戌 

の 

日 

ま 

い 
り 

新
し
い
授
与
品
の
ご
紹
介

日
本
書
紀
撰
上
一
三
〇
〇
年 

稲
作
を
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
悠
か
遠
い
神
代
か
ら
現
代
に
ま
で
受
け
継
が 

れ
る
世
界
に
類
を
見
な
い
皇
室
を
頂
く
日
本
が
、 

こ
れ
か
ら
先
も
未
来
永
劫
に
心
豊
か
な
平
和
な 

国
で
あ
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。 

                   

 

 

こ
れ
ら
の
三
大
神
勅
の
扁
額
は
、
氏
子
地
域 

上
瓦
屋
に
鎮
座
す
る
航
空
神
社
の
佐
藤
宮
司
の 

書
に
、
氏
子
の
彫
師
・
西
上
興
治
氏
が
彫
刻
を 

施
し
た
も
の
で
す
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

    

〇
大
宮
稲
荷
神
社 

竣
工
に
伴
い
「
木 

札
」
と
「
一
粒
万 

倍
御
守
」
を
新
た 

に
奉
製
い
た
し
ま 

し
た
。
一
粒
の
籾 

が
万
倍
に
も
稔
る 

と
い
う
縁
起
を
担 

い
だ
金
運
の
御
守 

で
す
。 

〇
奈
加
美
神
社
定 

番
の
「
心
身
健
全 

錦
御
守
」
は
一
番 

人
気
の
あ
る
御
守 

で
す
。
昨
年
に
続 

き
新
色
を
追
加
奉 

製
し
、
全
部
で
七 

色
と
な
り
ま
し
た
。 

お
好
み
の
色
を
お 

選
び
頂
き
、
身
の 

守
り
と
し
て
お
持 

ち
下
さ
い
。 

   

         

当
社
の
主
祭
神
は
応
神
天
皇
（
八
幡
さ
ま
）
、 

配
祭
神
に
は
安
産
の
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
る 

母
君
の
神
功
皇
后
が
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
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
。 

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。 


