
 
 
 

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

文

化

館

竣

工 

 

第３０号 
 

令和５年 

12月 15日発行 
 

奈加美神社 
 

泉佐野市中庄 834 

電 話 462－7080 
 

                             

     

 

今
年
四
月
に
元
資
料
館
の
改
修
工
事
が
竣
工 

し
、「
奈
加
美
文
化
館
」
と
改
称
し
ま
し
た
。 

令
和
二
年
に
泉
佐
野
市
が
広
域
日
本
遺
産 

「
荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空 

間
～
北
前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
～
」
に
追
加
認 

定
さ
れ
ま
し
た
。
当
社
が
所
蔵
す
る
奉
納
弁
才 

船
（
木
製
の
帆
掛
け
船
の
模
型
）
も
日
本
遺
産
の 

構
成
文
化
財
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、 

行
政
の
助
成
を
受
け
、
美
し
く
甦
り
ま
し
た
。 

今
回
の
工
事
は
社
務
所
改
築
の
際
に
も
お
世 

話
に
な
り
ま
し
た
今
坂
工
務
店
に
施
工
を
お
願 

い
し
ま
し
た
。
良
質
の
木
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使 

用
し
て
頂
き
、
上
品
な
仕
上
が
り
と
な
っ
て
お 

り
ま
す
。
玄
関
を
入
る
と
、
海
を
イ
メ
ー
ジ
し
た 

コ
バ
ル
ト
色
の
絨
毯
に
北
前
船
が
浮
か
び
、
天 

井
を
見
上
げ
る
と
高
野
山
画
僧
・
藤
原
祐
寛
先 

生
と
門
下
生
に
描
い
て
頂
い
た
「
三
貴
神
と
四 

季
の
花
」
の
格
天
井
が
目
を
惹
き
ま
す
。 

三
貴
神
は
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉
の
国
か
ら
逃 

げ
帰
り
、
禊
（
み
そ
ぎ
）
を
行
っ
た
際
に
お
生 

ま
れ
に
な
っ
た
貴
い
神
々
で
す
。
左
の
御
目
を 

お
清
め
に
な
っ
た
と
き
に
は
天
照
大
御
神
、
右 

の
御
目
を
お
清
め
に
な
っ
た
と
き
に
は
月
読 

      

命
、
御
鼻
を
お
清
め
に
な
っ
た
と
き
に
は
須
佐 

之
男
命
が
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
天
照
大 

御
神
は
高
天
原
を
治
め
る
太
陽
の
神
、
月
読
命 

は
夜
を
治
め
る
月
の
神
、
須
佐
之
男
命
は
海
原 

を
治
め
る
海
の
神
で
す
。 

こ
の
「
三
貴
神
」
を
中
心
に
、
四
隅
に
は
泉
佐 

野
市
の
木
と
鳥
、
「
イ
チ
ョ
ウ
と
ル
リ
ビ
タ
キ
」 

を
配
し
、
右
隅
か
ら
左
周
り
に
春
夏
秋
冬
と
四 

季
折
々
の
草
花
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

              

奈加美文化館格天井「三貴神と四季の花」藤原祐寛先生門下のご奉納 

帆柱・帆桁・帆を復元した北前船 1/10 模型 



特
別
御
朱
印
の
ご
案
内 

そ
し
て
メ
イ
ン
の
展
示
は
北
前
船
の
十
分
の 

一
模
型
で
す
。
帆
柱
と
帆
桁
は
今
坂
工
務
店
に
、 

帆
は
敬
神
婦
人
会
の
松
浪
君
代
会
長
に
復
元
し 

て
頂
き
ま
し
た
。 

                    

そ
の
他
、
本
殿
造
営
時
の
棟
札
（
一
六
一
〇
） 

を
始
め
、
奈
加
美
神
社
所
蔵
の
大
絵
馬
、
三
十
六 

歌
仙
絵
馬
な
ど
、
神
社
に
伝
わ
る
文
化
財
を
展 

示
し
て
お
り
ま
す
。
お
正
月
、
秋
祭
り
な
ど
の
参 

拝
者
が
混
雑
す
る
時
期
を
除
い
て
、
普
段
は
午 

前
十
時
頃
よ
り
午
後
四
時
頃
ま
で
開
館
し
て
お 

り
ま
す
。
な
お
、
休
館
日
は
不
定
期
と
さ
せ
て
頂 

い
て
お
り
ま
す
の
で
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
文
化
館
で
は
御
朱
印
の
受
付
や
御
守
の 

授
与
も
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お 

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

      

御
朱
印
と
は
神
社
の
参
拝
の
証
と
し
て
神
社 

の
朱
印
に
神
社
名
や
参
拝
日
な
ど
を
墨
書
す
る 

も
の
で
、
多
く
の
方
々
が
御
朱
印
を
求
め
て
巡 

拝
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

御
朱
印
ブ
ー
ム
は
十
数
年
前
か
ら
で
す
が
、 

令
和
の
御
代
替
わ
り
の
頃
か
ら
更
に
広
が
り
、 

最
近
で
は
日
本
文
化
を
愛
す
る
外
国
人
の
方
々 

に
も
広
が
り
を
み 

せ
て
い
ま
す
。 

泉
佐
野
市
は
関 

西
国
際
空
港
の
お 

膝
元
で
あ
り
ま
す 

の
で
、
泉
州
地
域 

の
方
々
は
も
ち
ろ 

ん
、
全
国
各
地
か 

ら
ご
参
拝
を
頂
い 

て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
社
で
は
本
社 

を
始
め
、
末
社
の 

大
宮
稲
荷
神
社
、 

不
二
宮
の
御
朱
印 

も
ご
用
意
い
た
し 

て
お
り
ま
す
。
ま 

た
奈
加
美
文
化
館 

の
開
館
を
記
念
し 

て
、「
北
前
船
」「
三 

貴
神
」
の
見
開
き 

サ
イ
ズ
の
も
の
も 

ご
用
意
い
た
し
て 

お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
御
朱 

印
は
全
て
高
野
山 

画
僧
・
藤
原
祐
寛 

先
生
に
描
い
て
頂 

い
た
も
の
で
す
。 

和
紙
の
裏
面
に
は 

糊
が
施
さ
れ
て
お 

り
ま
す
（
シ
ー
ル 

地
）
の
で
、
御
朱
印 

帳
に
も
き
れ
い
に 

貼
っ
て
頂
く
こ
と 

が
で
き
ま
す
。 

 

そ
し
て
お
正
月 

か
ら
授
与
さ
せ
て
頂
く
特
別
御
朱
印
は
、「
切
り 

絵
御
朱
印
」
で
す
。
大
阪
の
神
社
で
は
ま
だ
少
な 

い
で
す
が
、
全
国
的
に
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

幸
福
の
鳥
居
に
白
野
田
藤
が
咲
き
、
桜
の
花 

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
変
綺
麗
な
仕 



計
知
之

け

ち

の

神 か
み 

新
社
殿
奉
納 

上
が
り
で
す
の
で
、
ご
参
拝
の
折
に
ぜ
ひ
お
受 

け
く
だ
さ
い
。 

                        

大
宮
稲
荷
神
社
の
社
殿
奉
納
に
続
き
、
今
年 

も
紀
州
宮
大
工
・
藤
井
勝
明
氏
に
よ
り
計
知
之 

神
の
新
社
殿
の
ご
奉
納
を
頂
き
ま
し
た
。
ご
厚 

志
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
回
の
社
殿
の
建
築
様
式
は
春
日
造
り
で
す
。 

奈
良
の
春
日
大
社
が
有
名
で
す
が
、
奈
良
県
や 

和
歌
山
県
下
で
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
大
宮
稲
荷 

神
社
の
よ
う
な
流
造
り
の
屋
根
は
平
入
り
、
春 

日
造
り
は
妻
入
り
の
形
式
と
な
り
、
正
面
か
ら 

見
る
と
流
造
り
よ
り
も
背
が
高
く
感
じ
ま
す
。 

 
 

                 

 

計
知
之
神
は
現
在
の
中
庄
町
内
会
館
付
近
に 

石
祠
で
祀
ら
れ
て
お
り
、
明
治
四
十
一
年
の
合 

祀
の
際
、
本
殿
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
本
殿 

奥
の
鎮
守
の
森
の
入
口
に
石
祠
ご
と
遷
座
し
、 

百
年
余
り
こ
の
村
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し 

た
。 

 

こ
の
度
立
派
な
社
殿
が
建
立
さ
れ
、
五
月 

二
十
七
日
の
夕
刻
に
遷
座
祭
を
ご
奉
仕
申
し
上 

げ
、
浄
闇
の
な
か
拝
殿
内
仮
宮
よ
り
新
宮
に 

お
鎮
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。 

正
面
に
は
和
泉
砂
岩
の
狛
犬
一
対
、
石
燈
籠 

三
対
六
基
を
配
し
、
鎮
守
の
森
の
木
々
を
背
景 

に
美
し
い
佇
ま
い
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ 

ご
参
拝
下
さ
い
。 

           

計
知
之
神
に
つ
い
て
古
文
書
に
は
、
正
月
五 

日
に
け
ち
の
座
が
行
わ
れ
、
神
主
が
雁
股
矢
（
か 

り
ま
た
の
や
）・
鏑
矢
（
か
ぶ
ら
や
）
を
丑
寅
の 

方
（
鬼
門
）
に
三
度
射
て
、
明
き
の
方
（
恵
方
） 

に
御
幣
を
奉
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
り
ま
す
。 

計
知
（
ケ
チ
）
と
は
結
鎮
（
ケ
チ
）
の
当
て
字 

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
社
で
は
そ
の
神
事
は
途 

絶
え
て
お
り
ま
す
が
、
摂
津
国
一
之
宮
・
住
吉
大 



安 

産 

戌 

の 

日 

ま 

い 

り 
大
宮
稲
荷
神
社 

石
玉
垣
ご
奉
納
の
お
願
い 

社
で
は
、
年
初
め
に
「
御
結
鎮
神
事
」（
み
け
ち 

し
ん
じ
）
と
い
う
神
事
が
今
も
行
わ
れ
て
い
ま 

す
。
別
名
「
お
弓
始
め
」
と
も
い
わ
れ
、
邪
気
退 

散
、
天
下
泰
平
を
祈
願
し
て
行
う
神
事
で
、
一
切 

の
不
浄
を
祓
い
、
福
を
招
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

農
事
に
災
禍
を
も
た
ら
す
悪
霊
を
退
散
さ
せ
る 

こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。 

（
住
吉
大
社
Ｈ
Ｐ
よ
り
） 

                

令
和
二
年
十
二
月
に
竣
工
し
ま
し
た
大
宮
稲 

荷
神
社
の
本
殿
周
り
の
石
玉
垣
に
数
本
の
余
地 

が
ご
ざ
い
ま
す
。
大
神
様
に
一
番
近
い
場
所
と 

な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
奉
納
賜
り
ま
す
よ
う 

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

奉
納
初
穂
料 

三
十
万
円
（
彫
刻
費
用
別
途
） 

    

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
。 

       

                        

 

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
公
式 

ペ
ー
ジ
に
フ
ォ
ロ
ー
を
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す 
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