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先
の
ご
遷
宮
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
十
年
が
経
ち
ま

す
。
伊
勢
の
町
々
で
は
早
く
も
木き

遣や

り
唄
が
聞
こ

え
る
こ
ろ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
折
り
、

今
年
は「
倭
姫
宮
ご
鎮
座
百
周
年
」（
大
正
十
二
年
）

を
迎
え
ま
す
。

こ
の
度
、
神
宮
と
伊
勢
の
ま
ち
を
伝
え
る
文
化

情
報
紙
「
お
伊
勢
さ
ん
ニ
ュ
ー
ス
」（
旧
「
い
せ

び
と
ニ
ュ
ー
ス
」）
を
、
神
宮
は
じ
め
各
関
係
者

の
皆
様
の
ご
協
力
ご
支
援
を
得
て
復
刊
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
本
紙
だ
け
で
な
く
参
加
型
の
イ

ベ
ン
ト
の
企
画
も
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ご

期
待
下
さ
い
。

伊
勢
に
住
ま
う
者
に
と
り
〝
倭
姫
さ
ん
〞（
倭

姫
宮
）
は
と
て
も
近
し
い
お
宮
で
す
。
五
月
五
日

と
十
一
月
五
日
の
例
大
祭
に
は
例
年
老
若
男
女
の

参
拝
者
ら
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。
と
く
に
五
月
の
大

祭
に
は
祭
典
の
あ
と
、
和
紙
の
鯉
の
ぼ
り
が
授
与

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
る
参
拝
者
の

長
い
行
列
が
参
道
を
う
め
、
す
っ
か
り
初
夏
の
風

物
詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
か
ら
二
千
年
前
の
こ
と
、
倭
姫

宮
の
御
祭
神
・
倭
姫
命
は
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

の
御み

杖つ
え

代し
ろ

と
し
て
永
遠
の
地
を
も
と
め
て
長
い
旅
の
末
、

五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
に
大
神
を
お
鎮
め
に
な
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
も
年
中
の
祭
り
を
定
め
、
神
宮

の
神し
ん

田で
ん

や
御
塩
、
ア
ワ
ビ
等
の
御
料
地
も
お
定
め

に
な
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
他
、
伊
勢
志
摩
地
域

に
は
、
倭
姫
命
の
伝
承
地
が
数
多
く
残
り
、
地
元

民
に
よ
っ
て
今
も
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
肝
心
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
謎
に
包

ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
命
が
私
た
ち
に
伝
え
た

い
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

〝
神
話
的
想
像
力
〞
を
働
か
せ
て
、
一
緒
に
「
倭

姫
と
出
合
う
旅
」
に
出
か
け
ま
せ
ん
か
。

二
千
年
の
時
空
を
越
え
て
、

倭や

ま

と

姫ひ

め

と
出
合
う
旅

国史絵画「皇大神宮奉祀」矢沢弦月　（神宮徴古館蔵）

多
く
の
働
き
を
さ
れ
た
皇
女
倭
姫
命
。

謎
の
多
い
命み

こ
と

の
人
物
像
を
探
り
、

命
が
発
す
る
伝こ

と

言づ

け

を
聴
く
。目

次

神宮と伊勢のまちを伝える
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伊
勢
神
宮
で
最
も
新
し
い
別
宮

で
あ
る
倭
姫
宮
。
伊
勢
神
宮
の

百
二
十
五
に
の
ぼ
る
宮
や
神
社
の

ほ
と
ん
ど
が
千
年
以
上
の
歴
史
を

も
つ
中
に
あ
っ
て
、
百
年
は
い
か

に
も
新
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
別

宮
の
創
建
は
神
宮
関
係
者
や
伊
勢

の
人
々
に
と
っ
て
長
年
待
ち
望
ん

で
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

倭
姫
命
は
、
第
十
一
代
垂す
い

仁に
ん

天

皇
の
娘
（
皇
女
）、
母
親
は
日ひ

葉ば

酢す

媛ひ
め

命
と
い
う
。
兄
に
は
の
ち
の
第

十
二
代
の
景
行
天
皇
が
い
る
。
皇

族
の
女
性
が
伊
勢
神
宮
の
別
宮
の

倭や

ま

と

姫ひ

め

の

命
み

こ

と

ご
鎮
座
百
周
年
を
迎
え
る
伊
勢
神
宮
別
宮
の
倭
姫
宮
。

異
例
の
新
宮
創
建
に
は
、
ご
祭
神
の
倭
姫
命
の
功
績
が
大
き
か
っ
た
。

天照大御神を祀る皇大神宮（内宮）正宮

『日本書紀』（神宮文庫蔵）

新穀を大神に捧げる神
かん

嘗
なめ

祭

旅
す
る
皇
女
、
旅
す
る
神

神
都
・
伊
勢
の
恩
人
、井
戸
を
掘
っ
た
命み

こ
と

ご
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
に
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

「
伊
勢
の
人
々
に
と
っ
て
、
倭

姫
命
は
井
戸
を
掘
っ
て
く
れ
た
恩

人
な
の
で
す
」
と
、
伊
勢
の
古
老

は
教
え
て
く
れ
た
。

古
老
は
、
井
戸
水
を
飲
む
時
に

は
、
井
戸
を
苦
労
し
て
掘
っ
た
人

に
感
謝
す
る
よ
う
に
父
親
か
ら
教

わ
っ
て
き
た
と
言
葉
を
続
け
た
。

水
を
飲
む
と
き
、
そ
の
水
源
の
こ

と
を
思
う
意
か
ら
「
飲い
ん

水す
い

思し

源げ
ん

」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
物
事
の
基

本
を
忘
れ
な
い
と
い
う
戒
め
の
言

葉
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
も
う
一

つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
古

老
の
言
葉
で
あ
る
「
井
戸
を
掘
っ

た
人
間
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
」。

自
分
が
当
り
前
に
飲
ん
で
い
る
水

も
、
か
つ
て
は
先
人
が
苦
労
し
て

掘
り
当
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
感

謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

倭
姫
命
が
、
伊
勢
の
井
戸
を

掘
っ
て
く
れ
た
人
と
称
す
る
の

は
、
伊
勢
神
宮
の
始
ま
り
に
功
績

が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

伊
勢
神
宮
の
始
ま
り
は
、

今
か
ら
二
千
年
前
。
日
本
神

話
の
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ

れ
て
い
る
。

「
こ
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、

常
世
の
浪
の
重し
き

浪な
み

帰よ

す
る
国

な
り
。傍か
た

国く
に

の
可う

怜ま

し
国
な
り
。

こ
の
国
に
居
ら
む
と
欲
ふ
」

（
神
風
の
伊
勢
は
、
理
想
郷
で

あ
る
常
世
の
波
が
寄
せ
る
地
。

大
和
か
ら
離
れ
た
、
美
し
い

地
。
こ
の
地
に
居
り
た
い
）。

天
照
大
御
神
の
ご
神し

ん

託た
く

が

下
っ
た
の
で
、
五
十
鈴
川
の

川
上
に
そ
の
祠
を
建
て
た
と

い
う
。
伊
勢
神
宮
の
創
建
に

つ
い
て
の
重
要
な
神
の
お
告

げ
を
聴
い
た
の
は
、
じ
つ
は

倭
姫
命
。
さ
ら
に
神
さ

ま
の
祠
を
建
て
た
の

も
倭
姫
命
と
伝
わ
る

の
で
あ
る
。
伊
勢
神

宮
の
始
ま
り
に
こ
れ

ほ
ど
深
く
関
わ
っ
て

い
た
皇
女
で
あ
る
の

に
、
そ
れ
を
祀
る
お
宮

が
な
い
こ
と
に
厚
志

の
人
々
は
異
議
を
唱

え
て
い
た
―
―
―
。

伊
勢
神
宮
の
創
建
と
い
う
大
役

を
担
っ
た
倭
姫
命
。
そ
も
そ
も
は

父
の
垂
仁
天
皇
よ
り
天
照
大
御
神

の
〝
御み
つ

杖え

代し
ろ

〞
と
な
る
命
が
下
っ

た
か
ら
で
あ
る
。「
御
杖
代
」
は

言
葉
通
り
、
天
照
大
御
神
の
杖
の

代
わ
り
と
な
っ
て
、
大
神
に
奉
仕

す
る
。
の
ち
に
斎さ
い

王お
う

と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
。
初
代
の
御
杖
代
は
第
十

代
崇す

神じ
ん

天
皇
の
皇
女
の
豊と
よ

鍬す
き

入い
り

姫ひ
め

命
で
あ
っ
た
。
倭
姫
命
の
叔
母

に
あ
た
る
豊
鍬
入
姫
命
が
高
齢
と

な
っ
た
た
め
、
そ
の
お
役
目
を
倭

姫
命
が
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。

で
は
、
皇
室
の
祖
先
に
つ
な
が

る
神
、
天
照
大
御
神
に
御
杖
代
が

必
要
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
背
景
も
、『
日
本
書
紀
』
に

語
ら
れ
て
い
る
。
第
十
代
崇
神
天
皇

の
時
代
、
疫
病
が
流
行
り
、
国
の
民

の
半
分
近
く
が
息
絶
え
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
、
神
の
祀

り
方
が
悪
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
古
代
社
会
で
は
、

神
を
祀
る
こ
と
が
政
治
の
根
本
と

さ
れ
て
い
た
。
政
治
を「
ま
つ
り
ご

と
」
と
い
う
の
は
そ
れ
ゆ
え
の
こ

と
だ
。
難
し
い
言
葉
だ
が
、「
祭
政

一
致
」
と
い
う
考
え
方
で
、
祭
祀

と
国
家
の
政
治
が
一
致
す
る
形
で
、

司
祭
が
王
と
な
る
。
今
の
バ
チ
カ

ン
市
国
の
教
皇
や
チ
ベ
ッ
ト
の
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
と
い
う
存
在
が
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

崇
神
天
皇
は
、
自
ら
の
皇
居
内

に
天
照
大
御
神
を
祀
っ
て
い
た

が
、
し
か
る
べ
き
聖
地
、
大
和
の

笠か
さ

縫ぬ
い

邑む
ら（
奈
良
県
桜
井
市
あ
た
り
）

に
う
つ
し
た
。
そ
の
際
、
皇
女
で

あ
る
豊
鍬
入
姫
命
を
御
杖
代
と
し

て
付
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
疫

病
は
ひ
と
ま
ず
収
ま
る
。

そ
し
て
、次
の
垂
仁
天
皇
の
時
代
、

天
皇
は
も
っ
と
豊
か
な
社
会
に
し
た

い
と
、
大
神
を
さ
ら
な
る
聖
地
に

祀
る
た
め
、
豊
鍬
入
姫
命
に
代
わ

り
、
自
ら
の
娘
で
あ
る
若
い
倭
姫

命
を
御
杖
代
に
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
な
る
聖
地
を
探
す
倭
姫
命
の

旅
は
、「
倭
姫
命
巡
行
」と
い
わ
れ
る
。

古
代
の
プ
リ
ン
セ
ス
の
旅
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

こ
れ
も
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ

れ
て
い
る
。
倭
姫
命
に
付
き
従
う

側
近
と
し
て
五ご

大だ
い

夫ふ

（
五
人
の
重

臣
）
を
伴
っ
た
一
行
は
、
大
和
の

笠
縫
邑
を
出
発
し
、
宇
陀
の
篠さ
さ

幡は
た

（
奈
良
県
宇
陀
市
）
か
ら
ぐ
る
り
と

近
江
国
（
滋
賀
県
）、
美
濃
国
（
岐

阜
県
）
と
巡
り
、伊
勢
国
（
三
重
県
）

に
入
り
、
五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
に

た
ど
り
つ
い
た
と
い
う
（
Ｐ
６
地

図
参
照
）。
大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
旅

程
は
最
短
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
宇

陀
の
山
奥
に
一
旦
行
き
、
引
き
戻

す
よ
う
に
北
上
し
、
滋
賀
の
琵
琶

湖
あ
た
り
ま
で
至
り
、
岐
阜
を
経

て
、
三
重
県
の
伊
勢
平
野
を
南
下

す
る
ル
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
。
わ

ざ
わ
ざ
遠
回
り
す
る
に
は
、
目
的
が

あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

倭
姫
命
巡
行
は
、
平
安
時
代
の

文
献
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
巡
行
地
は
十
四
ヵ
所
に
の
ぼ

り
、
伊
賀
国
（
三
重
県
）
も
加
わ
っ

て
い
る
。
旅
の
途
中
で
は
、
土
地

の
有
力
者
か
ら
御
田
（
神
領
の
田
）

や
神
戸
（
神
社
に
所
属
し
て
経
済

を
支
え
た
民
）
が
献
上
さ
れ
て
い

る
。さ

ら
に
鎌
倉
時
代
中
期
の
『
倭

姫
命
世
記
』
で
は
、
巡
行
の
期
間
、

様
子
も
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
長

い
と
こ
ろ
で
は
数
年
か
け
て
滞
在

伊
勢
の
神
宮
と
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一
方
、
伊
勢
に
来
ら
れ
た
倭
姫
命

は
、
さ
ら
に
各
地
を
巡
る
。

次
な
る
目
的
は
、
天
照
大
御
神

に
供
え
る
食
材
を
提
供
す
る
御み

贄に
え

地
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
祭
典
に

は
、
供
え
物
で
あ
る
食
材
は
欠
か

せ
な
い
。
倭
姫
命
は
、
五
十
鈴
川

の
ほ
と
り
か
ら
各
地
へ
出
向
く
。

米
は
ヒ
ル
の
い
な
い
水
田
で
あ
る

伊
勢
市
楠
部
町
に
。
塩
は
五
十
鈴

川
河
口
の
伊
勢
市
二
見
町
に
。
極
上

の
海
の
幸
で
あ
る
ア
ワ
ビ
は
、
鳥

羽
市
国く

崎ざ
き

町
に
。
そ
れ
ぞ
れ
の
土

地
で
産
す
る
食
材
は
、
今
も
伊
勢

神
宮
の
祭
典
で
供
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
伊
勢
神
宮
の

神か
ん

嘗な
め

祭
を
は
じ
め
と
す

る
祭
典
や
、
別
宮
や
摂

末
社
な
ど
も
定
め
た
と

伝
わ
る
。
伊
勢
神
宮
の

今
に
続
く
「
か
た
ち
」

を
倭
姫
命
が
作
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

倭
姫
命
は
歴
史
上
も

う
一
つ
の
役
割
も
担
っ

て
い
た
。『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』
に
は
、
伊
勢

神
宮
の
斎
王
と
し
て
の

倭
姫
命
が
登
場
す
る
。

日
本
神
話
の
ヒ
ー
ロ
ー

で
あ
る
倭や

ま
と

建た
け
る
の

命み
こ
と

（『
日
本

書
紀
』
で
は
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
）

毎
年
、
五
月
五
日
と
十
一
月
五
日

が
近
づ
く
と
、
伊
勢
市
駅
と
宇
治
山

田
駅
前
、
そ
し
て
倉
田
山
の
神
苑
に

立
て
ら
れ
た
「
奉
祝
倭
姫
宮
大
祭
」

の
幟
が
、
人
々
を
手
招
き
す
る
よ
う

に
風
に
靡
き
は
じ
め
る
。
初
夏
と
錦

秋
の
こ
の
日
は
、
皇
大
神
宮
（
内
宮
）

の
別
宮
、
倭
姫
宮
の
祭
り
で
あ
る
。

普
段
の
お
参
り
と
は
少
し
違
っ
た
、

御
祭
神
「
倭
姫
命
」
と
の
晴
れ
や
か

な
出
会
い
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

倭
姫
が
伊
勢
の
地
を
恒
久
祭
場
と

し
て
天
照
大
御
神
を
鎮
祭
さ
れ
た
の

は
遙
か
二
〇
〇
〇
年
前
頃
の
出
来
事

と
言
う
。
一
方
、
倭
姫
宮
の
誕
生
は

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
が
一
〇
〇

周
年
に
あ
た
り
、
こ
の
時
差
に
あ
る

種
の
不
思
議
さ
を
感
じ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

人
・
神
と
し
て
の
倭
姫
命

奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』、平
安
時
代
の
『
皇

太
神
宮
儀
式
帳
』、
鎌
倉
時
代
の
「
神

道
五
部
書
」
な
ど
の
文
献
に
倭
姫
の

御
名
は
し
っ
か
り
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
倭
姫
に
縁

り
あ
る
と
伝
え
る
在
地
の
口
碑
伝
説

に
も
名
前
は
記
憶
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
像
を
捉
え
る

こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
倭
姫
に
対

し
て
「
人
で
あ
り
神
で
あ
る
聖
な
る

姿
」、「
重
責
を
担
い
旅
す
る
皇
女
の

姿
」、「
神
宮
祭
祀
の
守
人
と
し
て
の

姿
」、
そ
し
て
「
敬
慕
さ
れ
る
麗
し

い
姿
」
と
い
う
四
つ
の
面
影
を
投
影

し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

倭
姫
命
は
天
照
大
御
神
の
「
御
杖
」

（『
書
紀
』）
で
あ
り
、「
御
杖
代
」（『
儀

式
帳
』）
と
喩
え
ら
れ
る
。
命み

こ
と

は
、
神

の
声
を
聞
く
巫み

女こ

、
神
が
依
り
つ
く

神
木
の
如
き
存
在
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

た
だ
、「
杖
」
は
先
導
・
権
威
、
開
拓
・

占
有
の
意
義
を
表
象
す
る
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
、
神
々
の
物
語
や
祭
礼
に
し

ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

倭
姫
命
は
大
神
と
向
き
あ
う
時
は
人

と
し
て
の
皇
女
、
人
々
に
向
か
う
時

は
神
を
背
に
負
う
神
女
と
い
う
、
二

つ
の
性
質
を
持
つ
存
在
と
見
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。旅
の
先
々

で
の
土
地
の
献
上
譚
に
、
そ
の
地
を

褒
め
祝
福
の
「
国
祝ほ

ぎ
」（『
倭
姫
命

世
記
』）を
す
る
主
体
と
し
て
描
か
れ
、

巡
行
の
最
終
場
面
で
は
大
神
の
「
神し
ん

誨か
い

（
お
諭
し
）」
を
受
け
て
「
可う

怜ま

し

国
」
に
「
居
ら
む
」
と
発
し
た
（『
書

紀
』）
立
場
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

ミ
コ
ト
の
聖
な
る
旅

倭
姫
命
の
旅
は
、『
書
紀
』
と『
儀

式
帳
』
で
は
巡
行
路
の
基
本
構
図

は
変
わ
ら
な
い
が
、
後
者
で
は
場

所
が
増
加
し
て
い
る
。
や
が
て
『
世

記
』
の
時
代
に
な
る
と
基
本
構
図
を

は
み
出
す
巡
行
先
が
登
場
す
る
と
と

も
に
、
各
所
で
の
出
来
事
が
ス
ト
ー

リ
ー
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
倭
姫
の
旅
は
、
い
わ
ゆ
る

「
聖
地
巡
礼
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

苦
行
や
厳
し
い
試
練
を
伴
っ
て
い
た

と
い
う
語
り
で
は
な
い
。「
阿あ

佐ざ

賀か

国
」（
松
阪
市
）
で
の
荒
ぶ
る

神
と
の
緊
張
し
た
対
峙
場
面

が
あ
っ
て
も
、
闘
争
で
は
な
く

祭
祀
を
営
む
こ
と
で
事
態
が

収
ま
っ
て
い
る（『
世
記
』）。「
巡

礼
」
は
倭
姫
命
の
面
影
を
求
め

る
現
在
の
探
索
者
に
委
ね
ら

れ
た
旅
の
あ
り
方
か
も
し
れ

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
神
々
の
旅
の
話

題
に
は
、
伊い

和わ
の

大お
お

神か
み

の
よ
う
に

自
ら
各
地
の
巡
行
を
終
え
て

鎮
ま
っ
た
地
が
実
は
出
発
点

で
あ
っ
た
（『
播
磨
国
風
土
記
』）
と

い
う
場
合
も
あ
る
。
皇
女
の
旅
は
、

大
和
を
起
点
に
伊
勢
が
終
着
と
い
う

点
で
は
異
な
る
パ
タ
ー
ン
と
な
る

が
、現
実
世
界
の
ミ
ヤ
コ（
都
）か
ら
、

「
常
世
の
波
」
が
打
ち
寄
せ
る
理
想

世
界
の
イ
セ
へ
の
旅
と
い
う
「
偉
業
」

は
、「
聖
な
る
人
・
神
」
で
あ
る
倭

姫
命
だ
か
ら
こ
そ
担
え
た
重
責
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

倭や

ま

と

姫ひ

め

の

命
み

こ

と

神
宮
の
「
か
た
ち
」
を
作
る

（
ち
く
さ
き
よ
み
）
…
文
筆
家
、
皇
學
館
大
学

非
常
勤
講
師
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
津
放
送
局
、
三
重
の

地
域
誌
『
伊
勢
志
摩
』
編
集
長
を
経
て
独
立
。

著
書
に
『
女
神
の
聖
地
、
伊
勢
神
宮
』(

小
学

館
新
書)

、『
伊
勢
西
国
三
十
三
所
観
音
巡
礼

〜
も
う
一
つ
の
お
伊
勢
参
り
』（
風
媒
社
）
な

ど
多
数
。
三
重
県
文
化
審
議
会
副
会
長
。
祭

祀
舞
教
室
「
千
の
会
」
代
表
。

倭
姫
命
の
面
影

文
／
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授

櫻
井
治
男

前
編

（
さ
く
ら
い
は
る
お
）
…
皇
學
館
大
学
名
誉

教
授
。
専
門
は
宗
教
社
会
学
、
近
代
神
道
・
神

社
祭
祀
研
究
。
2
0
1
8
年
、
南
方
熊
楠
賞
受

賞
。
著
者
に
『
地
域
神
社
の
宗
教
学
』『
知
識

ゼ
ロ
か
ら
の
神
社
入
門
』『
日
本
人
と
神
様
―

ゆ
る
や
か
で
強
い
絆
の
理
由
』
な
ど
。
日
本
宗

教
学
会
評
議
員
・
N
P
O
法
人
社
叢
学
会
理

事
長
。

倉田山に鎮まる倭姫宮

御塩浜での採
さい

鹹
かん

作業

神
こう

前
ざき

海岸。岬に神前神社が鎮座

し
て
い
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
伊

賀
の
穴あ
な

穂ほ
の

宮み
や

で
は
四
年
滞
在
し
、

近
く
の
川
で
獲
れ
た
鮎
を
大
神
に

捧
げ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

穴
穂
宮
と
比
定（
推
定
）さ
れ
る
伊

賀
市
の
神か
ん

戸べ

神
社
で
は
今
も
六
月

の
伊
勢
神
宮
月
次
祭
に
干
鮎
を
献

じ
て
お
り
、
関
わ
り
は
続
い
て
い

る
。
大
和
王
権
の
プ
リ
ン
セ
ス
が
、

各
地
に
滞
在
し
な
が
ら
、
天
照
大

御
神
を
お
祀
り
し
、
ご
神
託
を
待

つ
。
そ
の
間
に
は
現
地
の
人
々
と

交
流
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
巡
行
地

を
訪
ね
る
と
今
も
、
豊
か
な
水
田

が
広
が
る
地
域
が
多
い
。
お
そ
ら

く
稲
作
や
機
織
り
と
い
っ
た
当
時

の
先
端
の
技
術
も
伝
授
し
な
が
ら

の
旅
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

倭
姫
命
巡
行
は
、
前
述
し
た
天
照

大
御
神
の
ご
神
託
に
よ
っ
て
、
伊

勢
の
五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
に
大
神
が

鎮
ま
り
、
終
え
る
。
皇
室
の
祖
先
に

つ
な
が
る
神
、
天
照
大
御
神
は
時

の
天
皇
の
も
と
を
離
れ
、
大
和
か

ら
伊
勢
に
ま
つ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
来
、
大
神
は
伊
勢
に
お
鎮
ま
り

に
な
り
、
動
く
こ
と
は
な
い
。

を
助
け
る
叔
母
と
し
て
、
熊く
ま
襲そ

（
九

州
南
部
）征
伐
か
ら
さ
ら
に
東
国
征

伐
へ
向
か
う
、
甥
の
倭
建
命
に
神

剣
を
渡
す
場
面
だ
。
神
剣
は
旅
の

途
中
、
駿
河
国
（
静
岡
県
）で
窮
地

に
陥
っ
た
倭
建
命
を
助
け
る
。
一

説
で
は
、
剣
が
自
ら
抜
け
出
し
て

命
の
傍
ら
の
草
を
薙
ぎ
払
い
、
こ

れ
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
た
。
そ
の

た
め
、
そ
の
剣
を
草く
さ

薙な
ぎ
の

剣つ
る
ぎと
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
は
伊
勢
神
宮
の
大
神
の

霊
威
を
担
う
倭
姫
命
の
力
が
語

ら
れ
て
い
る
。
各
地
を
巡
る
旅
を

し
た
皇
女
は
、
伊
勢
神
宮
の
基
盤

を
形
作
り
、
さ
ら
に
大
い
な
る
霊

力
を
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
倭
姫
命
が
掘
っ
た
井

戸
は
深
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め

二
千
年
を
経
た
今
も
、
井
戸
の
水

を
私
た
ち
は
飲
ま
せ
て
も
ら
っ
て

い
る
と
思
え
る
。

伊
勢
の
井
戸
を
掘
っ
た
人
、
倭

姫
命
に
感
謝
す
る
別
宮
が
倭
姫
宮

で
あ
る
。

伊
勢
の
神
宮
と

文
／
文
筆
家

千
種
清
美
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倭
姫
命
は

ど
ん
な
人
物
か
？

文
／
文
筆
家

千
種
清
美

倭
姫
命
が
日
本
神
話
に
登
場
し

た
際
、
甥
の
倭
建
命
に
か
け
た
言

葉
が
知
ら
れ
て
い
る
。

倭
建
命
は
大
和
か
ら
東
国
へ
向

か
う
途
中
、
伊
勢
神
宮
に
立
ち
寄

り
、
叔
母
の
倭
姫
命
と
対
面
す
る
。

そ
の
際
、『
古
事
記
』
で
は
嘆
き

悲
し
む
倭
建
命
の
姿
が
記
さ
れ
、

一
方
、『
日
本
書
紀
』
で
は
父
の

命
を
果
た
す
べ
く
東
国
征
伐
へ
の

意
欲
を
倭
姫
命
に
堂
々
と
告
げ
る

の
で
あ
る
。
倭
建
命
の
描
き
方
は

記
紀
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

が
、
倭
姫
命
は
ど
ち
ら
も
甥
が
担

う
大
役
を
受
け
止
め
、
送
り
出
し

て
い
る
立
場
は
同
じ
だ
。

『
日
本
書
紀
』
の
倭
姫
命
の
言

葉
が
、
そ
の
人
柄
を
表
し
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

「
慎
み
て
な
怠
り
そ
」（
慎
む
こ

と
を
お
こ
た
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
）。
戦
に
赴
く
甥
に
、
天
あ
め
の

叢む
ら

雲く
も
の

剣つ
る
ぎ（

の
ち
の
草
薙
剣
）
を
授
け
、

さ
ら
に
は
な
む
け
と
し
て
贈
っ
た

言
葉
で
あ
る
。
短
い
言
葉
で
は
あ

る
が
、
常
に
身
を
慎
み
、
な
ま
け

る
こ
と
な
く
、
精
進
せ
よ
と
は
、

私
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か

で
も
大
切
で
、
人
生
訓
に
も
し
た

い
と
思
っ
た
。
こ
の
「
慎
み
て
な

怠
り
そ
」
は
、
平
安
時
代
初
期
の

文
献
『
古こ

語ご

拾し
ゅ
う

遺い

』
に
も
載
る
。

古
代
に
あ
っ
て
も
、
倭
姫
命
の
言

葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

伺
え
る
。

ま
た
、
鎌
倉
時
代
中
頃
に
ま
と

め
ら
れ
た
『
倭
姫
命
世
記
』
と
い

う
文
献
は
、
倭
姫
命
の
事
績
や
古

伝
承
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
も
言
葉
が
残
っ
て
い
る
。

巡
行
地
の
一
つ
、
大
和
の
宇
多

の
秋
の
宮
に
四
年
留
ま
っ
て
い
る

際
、
大お
お

祢ね

奈な

と
い
う
少
女
と
出
会

う
。
お
供
と
し
て
付
き
従
う
と
い

う
こ
の
少
女
を
天
照
大
御
神
の

近
く
で
奉
仕
す

る
「
大お
お

物も
の

忌い
み

」
に

任
命
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

「
墨
心
（
汚
い
心
）

を
な
く
し
て
、
丹

心
（
良
い
心
）
に

よ
っ
て
、
慎
重
に

身
を
潔
斎
し
て
、

左
の
物
を
右
に
移

す
こ
と
な
く
、
右

の
物
を
左
に
移
す

こ
と
な
く
し
て
、

も
と
も
と
左
の
物

は
左
に
し
、
も
と

古
代
の
皇
女
、
倭
姫
命
の
も
の
と
伝
わ
る

言
葉
を
引
い
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
解
く
。

も
と
右
の
物
は
右
に
し
て
」。

墨
心
と
丹
心
を
対
比
さ
せ
て
、

色
彩
の
黒
と
赤
で
、
善
悪
を
巧
み

に
表
し
て
い
る
。
古
来
の
習
わ
し

に
従
っ
て
、
万
事
違
う
こ
と
が
な

い
よ
う
に
と
、
神
に
仕
え
る
心
の

あ
り
方
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
元は
じ
め
を
元
と
し
て
、

本も
と

を
本
と
す
る
が
故
な
り
」（
起

源
を
起
源
と
し
、
根
本
を
根
本
と

す
る
か
ら
）。
旧
例
や
旧
制
を
守

る
姿
勢
、
原
点
を
大
切
に
す
る
と

い
う
考
え
を
し
っ
か
り
と
説
い
て

い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
元
を
元
と
し

て
」
と
い
う
言
葉
は
、
倭
姫
命
が

亡
く
な
る
際
に
も
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、「
神

の
恵
み
は
お
願
い
の
度
合

い
次
第
で
、
正
し
く
素
直

で
あ
る
こ
と
が
大
事
」
と

続
く
。神
か
ら
の
恵
み
は
、

正
直
で
あ
る
こ
と
が
大
事

と
説
い
て
い
る
。
正
し
く

直
き
こ
と
、
倭
姫
命
は
最

期
に
大
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
し
て
い
た
。

ま
た
、
言
葉
で
は
な
い

が
、『
倭
姫
命
世
記
』
の

一
書
に
は
、
倭
姫
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
垂

仁
天
皇
の
二
番
目

の
皇
女
で
、
生
ま
れ

た
時
か
ら
た
い
へ
ん
な

美
貌
で
、
幼
い
時
か
ら
分

別
が
あ
り
、
気
が
利
い
て
優

れ
て
い
る
、
性
格
は
は
っ
き
り
し

て
い
て
、
思
い
切
り
が
よ
く
、
天

照
大
御
神
の
御
心
に
通
じ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
御
杖
代
と
し
て
、

大
神
を
頭
に
い
た
だ
い
て
い
る
。

幼
少
の
頃
か
ら
、
天
照
大
御
神

の
御
心
に
通
じ
て
い
る
と
は
、
大

神
の
お
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た

稀
有
な
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ

た
。
将
来
を
嘱
望
さ
れ
、美
し
く
、

は
つ
ら
つ
と
し
た
女
性
と
し
て
成

長
し
た
古
代
の
プ
リ
ン
セ
ス
。
倭

姫
命
は
、
天
照
大
御
神
の
御
杖
代

と
し
て
の
お
役
目
を
慎
重
に
、
そ

し
て
果
敢
に
果
た
し
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

倭
姫
宮
の
参
道
は
、
小
鳥
の
さ

え
ず
り
が
聞
こ
え
、
明
る
い
。
木

漏
れ
日
の
参
道
を
歩
く
と
、
倭
姫

命
の
懐
に
入
っ
て
い
く
よ
う
な
安

心
感
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
社

殿
に
参
る
と
、
時
お
り
、
烏

が
社
殿
の
屋
根
の
千ち

木ぎ

に
止

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

神
さ
ま
の
お
使
い
の
よ
う
に

思
う
の
も
、
古
代
の
皇
女
の

お
宮
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

倭
姫
命
は
、
多
く
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ

で
、
天
照
大
御
神
の
ご
鎮
座

地
を
探
す
巡
行
に
光
を
あ
て

て
い
た
。

参
考
文
献

中
村
幸
弘
著
『
倭
姫
命
世
記
の

研
究
』
新
典
社

平
成
24
年

東
国
征
伐
へ

向
か
う
倭や

ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
へ

？
文
／
文
筆
家
　

千
種
清
美

丹き

よ

き
心
、墨き

た

な
き
心
、神
に
仕
え
る
に
は

和紙人形　倭姫命（阿部夫美子作）

◀
木
彫
倭
姫
命
（
板
倉
白
龍
作
・
神
宮
徴
古
館
蔵
）

『倭姫命世記』（神宮文庫蔵）

倭姫宮参道

◆本　　店 伊勢市本町13-7（外宮表参道）
 電話 0596-23-3141

8：30～17：00 年中無休
2階 / あそらの茶屋

 電話 0596-65-6111
 朝かゆ 7：30～10：00
 昼げ  11：30～14：30

◆内宮前店 伊勢市宇治中之切町87
 電話 0596-28-0081

9：00～17：00 年中無休

本　社
伊勢市上地町2691-13
0120-00-0707

8：30～17：30
土・日・祝日定休
Website https://www.sekiya.com

伊勢市宇治中之切町 95 番地
電話 0596・23・5558  木曜定休



令和5年7月5日号5

温
か
い
眼
差
し
を
投
げ
か
け
、

僅
か
な
笑
み
を
浮
か
べ
た
倭
姫
命

像
。
そ
の
ど
れ
に
も
命み
こ
と

の
気
高
い

心
が
感
じ
ら
れ
る
。

白
龍
氏
は
、
三
十
歳
で
造
神
宮

使
庁
（
神
宮
の
造
営
を
司
る
役
所
）

に
奉
職
。
昭
和
四
年
の
神
宮
式し
き

年ね
ん

遷せ
ん

宮ぐ
う

で
は
造
営
に
奉
仕
し
、
御
用

材
と
の
出
会
い
か
ら
彫

刻
に
興
味
を
抱
き
、
郷

土
の
彫
刻
家
・
橋
本
平

八
に
師
事
す
る
。
日
頃

か
ら
倭
姫
命
を
敬
慕

今
年
十
二
月
に
控
え
る
公
演
は

「
倭
姫
〜
二
千
年
の
紡
ぎ
」。
二
千

年
前
の
倭
姫
命
の
巡
行
、
百
年
前

に
お
宮
創
建
に
尽
く
し
た
人
々
、

そ
し
て
現
代
の
伊
勢
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
で
、
懸
命
に
生
き
る

姿
を
演
じ
る
と
い
う
。「
命み

こ
と
は
神

様
で
す
が
、
観
客
の
皆
さ
ん
に
劇

中
へ
と
入
り
込
ん
で
欲
し
い
の

で
、
現
代
の
言
葉
で
綴
り
、
人
間

味
の
あ
る
登
場
人
物
と
な
っ
て
い

ま
す
」
と
佐
藤
太だ
い

亮す
け

団
長
（
69
）。

こ
れ
ま
で
に
四
回
、
脚
本
を
替
え

て
倭
姫
命
を
題
材
に
公
演
し
て
い

る
。
キ
ャ
ス
ト
を
一
般
か
ら
も
募

集
し
て
稽け
い

古こ

し
、
連
帯
感
や
達
成

感
を
共
有
し
て
挑
む
。

今
年
、
創
設
六
十
周
年
を
迎
え

「
第
33
回
ふ
る
さ
と
三
重
文
化
賞
」

を
受
賞
。
地
域
に
根
付
い
た
作
品

で
伊
勢
の
魅
力
を
伝
え
続
け
る
。

谷
分
道
長
さ
ん（
75
）は
神
宮
に

奉
職
し
て
か
ら
短
歌
を
は
じ
め
、

歌
人
の
佐
藤
佐
太
郎
に
師
事
。
昭

和
五
十
四
年
の
宮
中
御
歌
会
始
で

預
選
の
光
栄
に
浴
し
、「
歌
人
生

に
弾
み
が
つ
い
た
」
と
い
う
。
倭

姫
宮
に
は
計
十
年
奉
仕
し
、
多
く

の
歌
を
詠
ん
だ
が
、「
倭
姫
命
讃

仰
」
は
特
別
な
思
い
の
歌
。
そ
の

歌
を
、
振
り
付
し
て
各
地
で
奉
納

し
た
舞
踏
家
や
躍
動
感
あ
る
作
品

に
し
た
た
め
た
書
家
も
い
る
。「
思

い
が
け
ず
広
め
て
く
れ
て
、
あ
り

が
た
い
こ
と
で
す
。
歌
か
ら
刺
激

を
も
ら
い
ま
す
」
と
話
す
。
こ
れ

ま
で
の
出
会
い
を
倭
姫
命
が
つ
な

い
で
く
れ
た
と
感
謝
し
、
今
も
毎

月
の
例
祭
に
参
列
し
、
お
宮
の
森

を
歩
い
て
い
る
。

「
神
様
を
つ
く
る
に
は
緊
張
感
を

持
っ
て
向
き
合
い
ま
す
」
と
、
和

紙
人
形
作
家
の
阿
部
夫
美
子
さ
ん

（
82
）。
姿
勢
を
正
し
て
取
り
掛
か
り
、

手
は
絶
え
ず
洗
い
清
め
る
と
い
う
。

何
よ
り
も
重
要
視
す
る
の
が
神
の
威

厳
と
品
格
で
、
顔
を
作
る
の
に
一
ヵ

月
ほ
ど
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。

岩
手
出
身
の
津
軽
三
味

線
奏
者
・
黒
澤
博
幸
さ

ん
と
秋
田
出
身
の
大
間
ジ

ロ
ー
さ
ん
に
よ
る
ユ
ニ
ッ
ト
「
天
地

人
」
と
伊
勢
出
身
の
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
・

廣
め
ぐ
み
さ
ん
（
49
）
が
平
成
25
年
に

リ
リ
ー
ス
し
た
「
奉
讃
曲
倭
姫
命
」。

「
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
東
京
で
し
た

が
、
お
か
げ
で
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を

巡
っ
て
伊
勢
へ
辿
り
着
い
た
命み

こ
と

へ
の

理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
」
と
廣
さ
ん
。

▶
神
宮
徴
古
館
に
展
示
さ
れ
る
「
倭
姫

命
木
彫
」。
徴
古
館
に
は
四
体
の
命

像
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

▶
倭
姫
命
・
阿
部
夫
美
子
作

（
お
か
げ
横
丁
・
神
話
の
館
）

文
芸
・
芸
術
に
み
る
倭
姫
像

伊
勢
の
恩
人
で
あ
る

倭
姫
命
に
、

敬
愛
の
念
を
抱
く

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
。

作
品
を
通
し
て
、

表
現
者
と
し
て
の

思
い
を
聞
い
た
。

し
、
昭
和
五
年
に
八
寸
の
命
像
を

彫
り
、
そ
の
年
の
院
展
入
選
に
よ

り
、
千
体
の
奉
彫
を
決
意
。
戦
中

戦
後
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
三
二

年
か
け
て
、
そ
の
宿
願
を
果
た

し
た
。
命
像
は
生
涯
に
わ
た
り

一
七
八
一
体
を
奉
彫
。

倭
姫
命
の
ほ
か
御
神
像
や
歴
史

上
の
人
物
を
彫
刻
し
、
院
展
入

選
は
二
十
回
。
九
七
歳
の
長
命
で

あ
っ
た
。

和
紙
の
も
つ
表
現
力
に
の
め
り

こ
み
、
五
十
年
近
く
情
熱
を
注
ぎ
、

伊
勢
に
住
ん
で
る
か
ら
に
は
と
手

掛
け
た
神
様
シ
リ
ー
ズ
は
、
天
照

大
御
神
や
月つ

き

読よ
み
の

命み
こ
と

な
ど
計
十
八
体

と
な
っ
た
。「
倭
姫
命
は
こ
れ
ま

で
に
三
体
つ
く
り
、
ど
れ
も
違
う

の
で
す
が
、
い
つ
も
伊
勢
に
神
宮

が
あ
る
の
は
命み
こ
との
お
か
げ
と
い
う

感
謝
を
込
め
て
い
ま
す
」。
和
紙

で
伊
勢
の
歴
史
と
文
化
を
表
現
し

て
い
る
。

作
詞
・
作
曲
を
手
掛
け
た
黒
澤
さ

ん
は
「
倭
姫
命
の
偉
業
を
広
く
多

く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、

巡
行
地
を
た
ど
っ
て
つ
く
り
ま
し

た
。
東
北
で
も
復
興
を
願
い
特
別

に
演
奏
し
ま
し
た
が
、
新
た
な
勇

気
を
抱
く
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
」

と
思
い
を
込
め
る
。

今
年
も
十
一
月
の
倭
姫
宮
の
例

大
祭
で
奉
納
演
奏
を
行
う
。

板い

た

倉く

ら

白は

く

龍り
ゅ
う

氏

劇
団
伊
勢

阿部
夫
ふ

美
み

子
こ

さん

神
都
の
歴
史
を
刻
ん
だ
彫
刻
家

一
七
八
一
体
の
倭
姫
命
像

倭
姫
命
を
テ
ー
マ
に
五
作
目

第
七
九
回
公
演

「
倭
姫
〜
二
千
年
の
紡
ぎ
」

東
北
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

「
天て

ん

地ち

人じ

ん

」と
廣
め
ぐ
み
さ
ん

ソ
プ
ラ
ノ
歌
手

和紙人形作家

谷た

に

分わ

け

道
長
さ
ん

歌
人

倭
姫
命
へ
の
感
謝
と
出
会
い
を

歌
に
「
倭
姫
命
讃さ

ん

仰ご
う

」

倭
姫
命
に

魅
せ
ら
れ
た
人
々

▶
神
宮
徴
古
館
に
展
示
さ
れ
る
「
倭
姫

命
木
彫
」。
徴
古
館
に
は
四
体
の
命

氏

神
都
の
歴
史
を
刻
ん
だ
彫
刻
家

白
龍
氏
（
明
治
二
五
年
〜
昭
和
六
二
年
）

は
、
日
本
美
術
院
々
友
に
も
推
薦
さ
れ
、

地
方
彫
刻
界
の
交
流
に
も
意
を
注
い
だ
。

制作は夜が多い。静かに
人形と向き合い、手を動
かしていると、煩わしいこ
とも全て吹き飛ぶという。

現在団員は18 人。20 歳
前半から70代まで個性豊か
なメンバーが集まる。チーム
のまとめ役・佐藤太亮団長。

「天地人」は平成21年の宇治橋架け替
え奉納演奏に始まり、倭姫宮例大祭で
も津軽三味線の奉納演奏を行なう。倭
姫宮のある倉田山に親しんだ廣さんは、5
月例大祭の鯉のぼりが幼い頃の思い出。

神様シリーズを全て収録する『和
紙夢現』は創作活動 45年の写
真集。

還暦と神宮奉職 30年の節目に手がけた歌集
『豊

とよ

栄
さか

の森』巻末に「倭姫命讃仰」を収録。“慎
みて怠らず”を信条とし、ひた向きな歌詠みの
世界がそこにある。

伊勢だからこそ手がけた
神様シリーズ
天
あま

照
てらす

大
おお

御
み

神
かみ

を導いた倭姫命

※
令
和
5
年
12
月
16
日
（
土
）
19

時
開
演
、
17
日
（
日
）
14
時

開
演
／
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
響
ホ
ー
ル
／
一
般
前
売
り

1
0
0
0
円

℡
０
５
９
６
・
２
８・５
１
０
５

「大和から伊勢への巡行に何十年もかかって、倭姫は何人か交代している
という説もありますが、一人の女性と解釈して演じています」。

東
北
か
ら
倭
姫
の
思
い
を
曲
に

マ
キ
シ
シ
ン
グ
ル
「
奉
讃
曲
倭
姫
命
」

〜
つ
つ
し
み
て

怠
る
な
か
れ

清
き
明
き

ま
ご
こ
ろ
捧
げ

馥ふ
く

郁い
く

と

か
を
り
溢
る
る
〜

一
五
七
五
年
創
業

https://nikenjayamochi.jp/index.html

伊勢市神久6丁目8番25号
●電話　0596-23-3040
●営業時間〈年中無休〉
　午前8時～午後6時（売り切れ次第終了）

私の旅行スタイル、ふるさと納税。

鳥羽市観光協会

鳥羽市ふるさと納税

鳥羽に旅行するなら「宿泊観光周遊券」が絶対お得！
寄附金額の3割分の宿泊観光周遊券をお贈りします。
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倭
姫
命
の
御み

つ

杖え

代し
ろ

と
し
て
の
巡

行
（
巡
幸
）
の
道
筋
を
伝
え
る
資

料
と
し
て
は
、
主
な
も
の
に
『
日

本
書
紀
』『
皇こ
う

太た
い

神じ
ん

宮ぐ
う

儀ぎ

式し
き

帳ち
ょ
う

』

『
倭や
ま
と

姫ひ
め
の

命み
こ
と

世せ
い

記き

』
が
あ
る
。

最
古
の
正
史
で
あ
る
『
日
本

書
紀
』
が
記
す
の
は
、
菟う

田だ

の
筱さ
さ

幡は
た

と
い
う
大
和
の
地
名
と
、
近

江
・
美
濃
・
伊
勢
と
い
う
国
名
の

み
で
あ
る
が
、
延
暦
二
十
三
年

（
八
〇
四
）
撰
進
の
『
皇
太
神
宮

儀
式
帳
』
に
は
、
十
四
カ
所
の
巡

行
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た

と
さ
れ
る
『
倭
姫
命
世
記
』
に
は
、

倭
（
大
和
）
の
笠か
さ

縫ぬ
い

邑む
ら

で
長
い
間

天
照
大
御
神
を
お
祀
り
さ
れ
た
豊と
よ

鍬す
き

入い
り

姫ひ
め
の

命み
こ
と

の
巡
行
が
ま
ず
記
さ

れ
、
次
い
で
倭
姫
命
が
巡
ら
れ
た

二
十
カ
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
資
料
に
よ
る
違
い

は
あ
る
が
、
大
和
か
ら
近
江
へ
北

上
し
、
東
に
向
か
っ
て
美
濃
を
経

て
伊
勢
へ
南
下
す
る
と
い
う
経
路

は
概
ね
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
『
倭
姫
命
世
記
』（
以
下
『
世
記
』

と
略
）
に
よ
っ
て
、
巡
行
の
道
筋

を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

大
和
か
ら
伊
賀
・
近
江
へ

ま
ず
豊
鍬
入
姫
命
の
巡
行
地
か

ら
み
て
い
こ
う
。（

）
内
は
現

在
の
推
定
地
で
あ
る
。

１
倭
の
笠
縫
邑
（
奈
良
県
桜
井
市

三
輪
、
檜ひ

原ば
ら

神
社
か
）

２
丹
波
の
吉よ

佐さ

の
宮
（
京
都
府
宮

津
市
大
垣
、
籠こ
の

神
社
か
）

こ
こ
で
四
年
間
祀
ら
れ
た
時
、

豊と
よ

受う
け
の

大お
お

御み

神か
み

が
天
上
よ
り
降
り
ら

れ
、
天
照
大
御
神
の
お
食
事
の
世

話
を
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

３
倭
の
伊い

豆つ

加か

志し

の
本も
と

の
宮
（
桜

井
市
初
瀬
、
與よ

喜き

天て
ん

満ま

神
社
か
）

４
紀
の
奈な

久ぐ

佐さ

の
濱は
ま

の
宮
（
和
歌

山
市
秋
月
、
日ひ
の
く
ま
く
に
か
か
す

前
國
懸
神
宮
か
）

５
吉
備
の
名な

方か
た

の
濱は
ま

の
宮
（
岡
山

市
北
区
番
町
、
伊
勢
神
社
か
）

６
倭
の
御み

室む
ろ

の
嶺み
ね

の
上う
え

の
宮
（
桜

井
市
三
輪
、
三
輪
山
あ
た
り
）

倭
姫
は
神
々
の
住
む
山
と
崇
め

ら
れ
て
い
た
三
輪
の
地
か
ら
、
大

御
神
を
戴
き
奉
り
、
お
心
に
叶
う

永
遠
の
宮
地
を
求
め
て
旅
立
つ
。

側
近
と
し
て
、
安
倍
・
和わ

珥に

・
中
臣
・

物
部
・
大
伴
と
い
う
名
だ
た
る
一

族
の
五
人
の
重
臣
た
ち
が
同
行
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
向
か
っ
た
の
は
『
書
紀
』

が
記
す
菟
田
（
宇う

陀だ

）
で
あ
る
。

７
倭
の
宇う

多た

の
秋
の
宮
（
奈
良
県

宇
陀
市
大
宇
陀
、
阿あ

紀き

神
社
か
）

８
大
和
の
佐さ

佐さ

波は

多た

の
宮
（
宇
陀

市
榛は
い

原ば
ら

、
篠さ
さ

畑は
た

神
社
か
）

阿
紀
神
社
は
、
天
照
大
御
神
を

祭
神
と
し
、
水
田
に
囲
ま
れ
た
杉

木
立
の
中
に
屋
根
に
十
本
の
鰹か
つ
お

木ぎ

が
並
ぶ
神し
ん

明め
い

造づ
く
り

の
本
殿
が
建
つ
。

宇
陀
の
阿あ

貴き

野の

は
神
武
天
皇
東
征

の
由
緒
あ
る
地
で
も
あ
り
、
こ
こ

で
倭
姫
は
四
年
間
、
お
祀
り
し
て

い
る
。
広
い
境
内
の
中
央
に
は
趣

き
あ
る
能
舞
台
が
あ
り
、
六
月
に

は
薪た
き
ぎ

能の
う

が
催
さ
れ
る
と
い
う
。

篠
畑
神
社
も
、
大
き
な
鳥
居
を

く
ぐ
っ
て
石
段
を
上
っ
て
い
く
と

神
明
造
の
本
殿
が
あ
り
、
天
照
大

御
神
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
倭
姫

と
こ
の
地
で
出
会
っ
た
童
女
が
、

神
に
お
仕
え
す
る
「
大お
お

物も
の

忌い
み

」
と

し
て
旅
に
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

９
伊
賀
の
隠な
ば
り

市い
ち

守も
り

の
宮
（
三
重
県

名
張
市
平
尾
、
宇う

流る

冨ふ

志し

禰ね

神

社
か
）

10
伊
賀
の
穴あ
な

穂ほ

の
宮
（
伊
賀
市
上

神
戸
、
神か
ん

戸べ

神
社
か
）

神
戸
神
社
は
広
々
し
た
田
園
の

中
、
樹
木
が
生
い
茂
る
境
内
に
、

神
宮
の
古
材
を
譲
り
受
け
て
造
営

さ
れ
た
と
い
う
茅か
や

葺ぶ
き

・
神
明
造
の

本
殿
が
建
つ
。
倭
姫
は
こ
こ
で
四

年
間
お
祀
り
さ
れ
、
御み

饌け

の
た
め

に
神
田
や
鮎
が
献
上
さ
れ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
神
宮
と
の
関
わ
り

は
今
な
お
深
く
、
六
月
の
月つ
き

次な
み

祭さ
い

に
は
毎
年
、
干
鮎
千
八
百
尾
が
献

納
さ
れ
る
と
い
う
。

11
伊
賀
の
敢あ
へ

都つ

美み

恵え

の
宮
（
伊
賀

市
柘
植
町
、
都つ

美み

恵え

神
社
あ
た

り
か
）

倭
姫
の
巡
行

大
和
で
祀
ら
れ
て
い
た
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
在
の

地
に
鎮
座
さ
れ
た
の
か
―
―
。
倭
姫
の
長
い
旅
路
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

12
淡お

う

海み

の
甲こ
う

可か

日ひ

雲く
も

の
宮
（
滋
賀

県
甲
賀
市
土
山
町
、
垂た
る

水み
の

頓と
ん

宮ぐ
う

跡
あ
た
り
か
）

13
淡お
う

海み

の
坂さ
か

田た

の
宮
（
米
原
市
近

江
町
、
坂
田
神
明
宮
あ
た
り
か
）

琵
琶
湖

大
阪

奈
良

伊
勢

和歌山

名
古
屋

岐阜

京
都

岡
山

神
戸

豊鍬入姫命
倭姫命 15

14

13

16

12

17

18

19
20 21

22 25 伊雑宮

23

24

11

109

8

7
4

6

1

5
3

2

皇大神宮

大
和
か

ら

伊
勢
へ

『倭姫命世記』による巡行地

倭の笠縫邑とされる檜原神社（奈良県桜井市）

三輪山が御神体の大
おお

神
みわ

神社

篠畑神社（奈良県宇陀市）

神戸神社（三重県伊賀市）

ゆとりとやすらぎの宿ゆとりとやすらぎの宿

一般財団法人　伊勢神宮崇敬会

https://www.j ingukaikan. jp

一般財団法人　伊勢神宮崇敬会一般財団法人　伊勢神宮崇敬会

早朝参拝のご案内を
しています。

伊勢・内宮前おはらい町

TEL 0596・23・3188
FAX 28・1322

一口サイズ

伊勢・内宮前おはらい町

お
多
福
と
と
も
に

　
　岩
戸
屋
は

　
　
　今
も
昔
も
内
宮
前

剣先形

金
時
生
姜
を
使
っ
た

岩
戸
屋
の
生
姜
糖
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美
濃
・
尾
張
を
経
て

伊
勢
国
へ

14
美
濃
の
伊い

久く

良ら

河が
わ

の
宮
（
岐
阜

県
瑞
穂
市
居
倉
、
天
神
神
社
あ

た
り
か
）

天
神
神
社
は
一
面
に
広
が
る
田

畑
の
中
、
樹
々
に
囲
ま
れ
た
境
内

に
能
舞
台
の
よ
う
な
大
き
な
拝
殿

が
あ
る
。
本
殿
の
後
ろ
に
回
る
と
、

御
神
木
の
タ
ブ
の
大
樹
の
横
に

「
御み

船ふ
な

代し
ろ

石い
し

」
と
呼
ば
れ
神
の
宿

る
石
と
伝
え
ら
れ
る
大
石
が
二
つ

並
び
、
後
方
に
天
照
大
御
神
と
倭

姫
命
を
祀
る
境
内
社
が
建
っ
て
い

る
。
周
辺
か
ら
は
鏡
や
勾
玉
な
ど

が
出
土
し
、
古
代
の
祭
祀
遺
跡
と

し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

15
尾
張
の
中な
か

嶋じ
ま

の
宮
（
愛
知
県
一

宮
市
今
伊
勢
町
本
神
戸
、
酒さ
か

見み

神
社
あ
た
り
か
）

16
伊
勢
の
桑
名
の
野の

代し
ろ

の
宮

（
三
重
県
桑
名
市
多
度
町
下

野
代
、
野の

志じ

里り

神
社
あ
た
り

か
）

17
鈴
鹿
の
奈な

具ぐ

波わ

志し

の
忍お
し

山や
ま

の

宮
（
亀
山
市
野
村
、
忍
山
神
社

あ
た
り
か
）

18
伊
勢
の
藤ふ
じ

方か
た

の
片か
た

樋ひ

の
宮
（
津

市
藤
方
、
加か

良ら

比ひ

乃の

神
社
か
）

19
伊
勢
の
飯い
い

野の

の
高
宮
（
松
阪
市

山
添
町
、
神こ
う

山や
ま

神
社
あ
た
り
か
）

20
伊
勢
の
佐さ

佐さ

牟む

江え

の
宮
（
多
気

郡
明
和
町
山や
ま

大お
お

淀よ
ど

、
竹た
け

佐さ

さ々

夫ぶ

江え

神
社
あ
た
り
か
）・
大お
お

与よ

度ど

社
（
明
和
町
大
淀
、
竹た
け

大お
お

與よ

杼ど

神
社
あ
た
り
か
）

民
家
の
立
ち
並
ぶ
旧
道
沿
い
、

寺
院
に
隣
接
す
る
小
さ
な
社
殿
地

が
竹
佐
々
夫
江
神
社
で
、
そ
こ
か

ら
ほ
ど
近
い
旧
道
の
交
差
す
る
角

に
、
こ
ん
も
り
と
生
垣
に
囲
ま
れ

て
竹
大
與
杼
神
社
が
あ
る
。

『
世
記
』
に
よ
る
と
、
船
で
大
淀

の
浦
を
航
行
し
て
い
た
時
、
風
浪

が
な
く
海
が
穏
や
か
で
あ
っ
た
の

で
倭
姫
命
が
大
い
に
喜
ば
れ
、
大

与
度
社
を
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
時
、
天
照
大
御
神
よ
り
「
こ

の
神
風
の
伊
勢
の
国
は
、
即
ち
常

世
の
浪
の
重し
き

浪な
み

帰よ

す
る
国
な
り
。

傍か
た

国く
に

の
可う

怜ま

し
国
な
り
。
こ
の
国

に
居お

ら
む
と
欲お

も

ふ
」
と
の
お
告
げ

が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

五
十
鈴
川
を
遡
り

永
遠
の
宮
地
へ

倭
姫
命
は
、
大
神
の
お
教
え
に

従
っ
て
、
伊
勢
の
国
の
中
で
最
上

の
宮み
や

処ど
こ
ろ

を
求
め
て
西
に
東
に
、
さ

ら
に
南
へ
と
旅
を
続
け
る
。

21
伊
勢
の
伊い

蘓そ

の
宮
（
伊
勢
市
磯

町
、
磯
神
社
か
）

22
伊
勢
の
瀧た
き

原は
ら

の
宮
（
度
会
郡
大

紀
町
滝
原
、
瀧
原
宮
）

23
伊
勢
の
矢や

田た

の
宮
（
伊
勢
市
楠

部
町
、
矢
田
宮
跡
）

24
伊
勢
の
家や

田た

の
田た

上が
み

の
宮
（
伊

勢
市
楠
部
町
、神
宮
神
田
あ
た
り
）

25
伊
勢
の
奈な

尾お

之し

根ね

の
宮
（
伊
勢
市

今
在
家
町
、
津
長
神
社
あ
た
り
）

小
船
で
外と

城き

田た

川
か
ら
宮
川
を

遡
り
瀧
原
へ
。
南
に
下
っ
て
二
見

の
浜
を
廻
り
、
五
十
鈴
川
を
上
流

へ
。
こ
の
行
程
は
『
世
記
』
に
の

み
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
つ
い
に
倭
姫
は
、
五
十

鈴
の
河
上
に
天
照
大
御
神
の
御
鎮

座
に
相
応
し
い
場
所
を
得
ら
れ
た
。

こ
の
時
、
川
の
際
で
長
い
旅
の

汚
れ
を
落
と
す
よ
う
に
御み

裳も

の
裾す
そ

を
お
洗
い
に
な
り
、
そ
の
川
の
辺

り
を
「
御み

裳も

裾す
そ

川が
わ

」
と
名
付
け

た
と
い
う
。
垂す
い

仁に
ん

天
皇
の
御
代

二
十
六
年
の
冬
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二
千
年
昔
の
宮
々
の
旧
跡

田
園
風
景
の
中
〝
鎮ち

ん

守じ
ゅ
の
杜も

り

〞
に
今
も
残
る

正
十
二
年
十
一
月
五
日
、
倭
姫

宮
が
倉
田
山
の
地
に
御
鎮
座

し
て
今
年
で
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

十
四
所
あ
る
神
宮
の
別
宮
の
中
で
、

別
宮
と
し
て
創
祀
さ
れ
た
の
は
極
め
て

新
し
く
、
そ
れ
ま
で
は
倭
姫
命
を
奉
祀

し
た
お
社
は
無
か
っ
た
の
か
、
と
疑
問

を
呈
す
人
も
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
初
期
の
外
宮
宮く

掌じ
ょ
う

大お
お

内う
ち

人ん
ど

與よ

村む
ら

弘ひ
ろ

正ま
さ

が
外
宮
相
伝
本
を
編
集

し
た
『
神
拝
式

類
集
』
の
中
の

『
二
所
太
神
宮

参
拝
儀
式
』
に

遙
拝
と
し
て
、

摂
社
十
六
座

等
と
共
に
「
倭

姫
社
」
の
名
前
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の

儀
式
次
第
に
よ
る
と
、
倭
姫
社
の
場
所

ま
で
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
外
宮

域
外
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理

解
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
奥
書
に
よ

る
と
、弘
正
は
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）

六
月
に
書
写
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
度

会
常
真
以
来
伝
受
之
本
」
と
あ
り
ま

す
。
常つ

ね

真ざ
ね

は
、
江
戸
後
期
の
内
宮
禰ね

宜ぎ

薗
田
守
良
が
著
し
た
『
神
宮
典
略
』

の
「
二
宮
禰
宜
年
表
」
か
ら
、
十
六
世

紀
中
期
の
外
宮
禰
宜
で
、
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
に
他
界
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て

中
世
伝
来
の
神
拝
式
に
間
違
い
な
く
、

少
な
く
と
も
室
町
時
代
中
期
に
は
、

倭
姫
命
を
お
祀
り
す
る
お
社
が
神
都

に
存
在
し
た
と
私
は
推
測
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
南
北
朝
時
代
に
ま
で
遡

る
と
考
え
ま
す
。
当
時
の
外
宮
禰
宜

村
松
家
行
の
大
著
『
類
聚
神
祇
本
源
』

の
外
宮
別
宮
篇
に
「
尾お

上べ
の

社や
し
ろ

」
が
「
泉

寺
の
西
に
あ
り
」
と
み
ら
れ
、
江
戸

中
期
の
外
宮
権
禰
宜
河
崎
延
貞
（『
神

境
紀
談
』）
や
守
良
の
考
証
か
ら
、

泉
寺
は
常
明
寺
、
尾
上
社
は
倭
姫
命

を
奉
祀
す
る
社
と
判
断
し
ま
す
。
永

保
二
年
（
一
〇
八
二
）
の
奥
書
を
も

つ『
高た

庫か

蔵く

等ら

秘ひ

抄し
よ
う

』に「
尾
部
御
陵
」

（
倭
姫
命
御
陵
に
比
定
）
の
名
が
み

え
、
こ
の
地
は
か
つ
て
度
会
氏
の
氏

寺
常
明
寺
（
明
治
二
年
廃
寺
）
の
境

内
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
別
に
寛
文
十
三
年（
一
六
七
三
）

大
宮
司
大お
お

中な
か

臣と
み（

河
辺
）
精き
よ

長な
が

が
常
明

寺
の
門
外
に
社
を
建
て
、
倭
姫
命
を

お
祀
り
し
ま
し
た
。
今
日
石
柱
の
み

で
往
時
を
偲
ぶ
常
明
寺
は
、
近
世
に

は
境
内
も
広
く
、
権
勢
を
誇
り
ま
し

た
。
こ
の
と
き
の
社
の
創
祀
に
は
、
出

口
延の

ぶ

佳よ
し

・
與
村
弘
正
等
が
精
長
の
も
と

で
事
に
与
り
ま

し
た
。

延
佳
・
弘
正

は
当
時
伊
勢
の

学
問
の
中
心
と

な
っ
た
祠
官
で
、

宮
崎
文
庫
創
立
の
首
唱
者
で
す
。
殊

に
自
著
『
陽
復
記
』
が
、
後
光
明
天

皇
の
叡
覧
に
浴
す
な
ど
し
て
、
近
世

初
期
の
神
道
学
者
と
し
て
名
を
馳
せ

た
延
佳
の
功
績
を
妬
む
者
に
よ
っ
て
、

そ
の
社
が
「
旧
地
に
あ
ら
ず
」
と
い
う

理
由
で
破
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は

残
念
な
こ
と
で
す
。

な
お
、『
二
所
太
神
宮
参
拝
儀
式
』

に
よ
れ
ば
、
近
世
初
期
ま
で
の
旧
街

道
は
小
田
橋
を
渡
り
、
す
ぐ
左
に
曲

が
り
御お

ん

贄べ

川が
わ（

勢
田
川
）沿
い
を
北
上
、

簀す
の

子こ

橋ば
し

の
横
を
右
に
折
れ
（
現
在
の

錦き
ん

水す
い

湯ゆ

前
）、岡
崎
宮
（
妙
見
大
菩
薩
）

の
南
の
細
い
道
か
ら
今
日
の
隠か

く
れ

岡が
お
か

遺

跡
前
に
進
み
、
尾
部
御
陵
前
に
出
て
、

古
市
街
道
に
至
る
道
で
、
古
代
の
外

宮
・
内
宮
間
の
街
道
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

〈
ご
案
内
〉
音
羽
さ
ん
解
説
に
よ
る
「
近

世
の
倭
姫
命
信
仰
を
探
る
〜
古
書
を
紐

解
き
、
現
地
を
歩
く
〜
」
ツ
ア
ー
を
令

和
5
年
10
月
28
日（
土
）に
開
催
し
ま
す
。

（
お
と
わ
さ
と
る
）
…
神
宮
司
庁
広
報
室
次

長
。
滋
賀
県
生
ま
れ
、
平
成
四
年
に
皇
學
館

大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
国
史
学
専
攻
修

了
。
神
宮
研
修
所
講
師
、
皇
學
館
大
学
神
職

養
成
室
明
階
総
合
課
程
検
定
講
師
も
務
め
る
。

著
書
に
神
道
文
化
叢
書
第
39
輯
『
悠
久
の
森

―
神
宮
の
祭
祀
と
歴
史
』
ほ
か
。

野志里神社。伊勢国に入って一番初めの巡行地
（三重県桑名市）

内宮神域の五十鈴川の御
み た ら し

手洗場

倭姫命御陵と常明寺跡の碑

倭町にある隠岡遺跡 田園の中に建つ「佐佐牟江宮跡」の石碑
（三重県明和町）

文
／
神
宮
司
庁
広
報
室
次
長

音
羽

悟

近
世
に
お
け
る
倭
姫
命
奉
祀

〈
関
連
書
籍
の
ご
案
内
〉

『
倭
姫
命
の
御
巡
幸
』

楠
木
勝
俊
著
・
岡
田
登
監
修

神
宮
の
お
膝
元

で
生
ま
れ
育
っ

た
著
者
が
、
倭

姫
命
の
功
績
を

よ
り
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
古
文
献
の
記

述
に
基
づ
く
取
材
活
動
を
続
け
て
出
版
。

（
１
６
５
０
円
）

お
問
合
せ
▽
㈱
ア
イ
ブ
レ
ー
ン

　
　
　
　

℡
０
５
９
6
・
２
７
・
1
1
1
1

大

お伊勢さん関係の出版物のご案内

第６２回ご遷宮記念

伊勢のお木曳
神領民のこころと技を伝
える、お木曳行事の全て
が分かる本。全79 奉曳
団を完全収録。

改訂版

お伊勢さん
125社めぐり
伊勢神宮の摂社・末社な
ど、全125 社の鎮座の由
緒や周辺の歴史・文化を
解説した､持ってあるける
ガイド本。

1,540 円（税込）
Ｂ５判 256 頁

1,430 円（税込）
Ａ５判１６０頁

　E-mail otayori@isebito.com　HP http://www.isebito.com/
伊勢文化舎お問い合わせ

ご購入は　伊勢文化舎のＨＰ、アマゾンで。

TEL 0596-23-5166　FAX 0596-23-5241

伊
勢
ま
い
り
ん
く
ん
は
、（
公
社
）伊
勢
市

観
光
協
会
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。

犬
が
お
か
げ
参
り
を
し
た
と
い
う
伝
承

に
も
と
づ
く
創
作
絵
本
で
す
。

個
性
あ
ふ
れ
る
神
さ
ま
た
ち
の
31
日

分
の
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

神話と伊勢
日めくり万年カレンダー

『
神
さ
ま
の
お
話
』

小
冊
子
付

犬のおかげ参り絵本
おかげ参り犬 おさん

子どものおかげ参り絵本
伊勢まいりんくんがやってきた !!

お子様向け出版物のご案内
ご購入はアイブレーンのHP かアマゾンで。

1,100 円（税込）
A5 サイズ化粧箱入り

1,540 円（税込）
A4 変形 本文 40 頁

1,500 円（税込）
A4 変形 本文 44 頁

お問い合わせ TEL 0596-27-1111    FAX 0596-23-0125
E-mail  ibrain@mie-net.ne.jp    HP http://publishing.mie-net.ne.jp/
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℡
0
5
9
6
―

２
２
―

2
5
5
4

剣
道
の
始
祖
と
仰
が
れ
る
愛
洲
移
香
齋
を

偲
び
日
本
全
国
及
び
、
海
外
か
ら
も
剣
の

達
人
が
集
ま
る
。
各
流
派
演
武
者
に
よ
る

武
芸
が
奉
納
さ
れ
る
。

時
８
時
30
分
〜

所
南
伊
勢
町
五
ヶ
所
、
五
ヶ
所
城
跡

問
愛
洲
の
館

℡
0
5
9
9
―

６
６
―

2
4
4
0

当
代
を
代
表
す
る
芸
術
家
た
ち
か
ら
神
宮

に
奉
納
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
を
公
開
。
令

和
４
年
度
奉
納
の
美
術
工
芸
品
の
数
々
を

特
集
展
示
す
る
。

時
９
時
〜
16
時（
観
覧
は
16
時
30
分
ま
で
）

休
木
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
平
日
）

所
伊
勢
市
、
神
宮
美
術
館

問
神
宮
美
術
館

℡
0
5
9
6
―

２
２
―

5
5
3
3

10
月
に
行
わ
れ
る
神か

ん

嘗な
め

祭さ
い

や
緒
祭
典
で
神

様
に
奉
る
新
米
を
収
穫
す
る
神
事
。
忌い

み

鎌か
ま

で
稲
を
刈
り
、
そ
の
穂
を
一
本
ず
つ
抜
い

て
稲
穂
の
み
を
束
ね
る
。
内
宮
は
御み

し

稲ね
の

御み

倉く
ら

、
外
宮
は
忌い

み

火び

屋や

殿で
ん

内
に
奉
納
す
る
。

時
10
時
〜

所
伊
勢
市
楠
部
町
、
神
宮
神
田

問
神
宮
司
庁

℡
0
5
9
6
―

２
４
―

1
1
1
1

夫
婦
岩
に
大
注
連
縄

を
新
た
に
張
り
渡
す

神
事
。
年
に
３
回
行

わ
れ
る
。

時
10
時
〜

所  

伊
勢
市
、
二
見
興

玉
神
社

問
二
見
興
玉
神
社

℡
0
5
9
6
―

４
３
―

2
0
2
0

４
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
伝
統
芸
能
。
安
乗
神
社
の
秋
季
例
大

祭
で
境
内
の
舞
台
で
奉
納
さ
れ
る
人
形
芝

居
。
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
。

所
志
摩
市
阿
児
町
、
安
乗
神
社

問
志
摩
市
観
光
協
会

℡
0
5
9
9
―

４
６
―

0
5
7
0

上
旬

抜ぬ
い

穂ぼ

祭さ
い

村
を
荒
ら
す
ダ
ン
ダ
ラ
ボ
ッ
チ
の
民
話
に

由
来
す
る
祭
り
。
豊
漁
と
平
穏
無
事
を
願

い
、
波
切
神
社
で
神
事
の
あ
と
須
場
の
浜

で
２
㍍
の
大
き
な
わ
ら
じ
を
海
に
流
す
。

関
連
イ
ベ
ン
ト
は
16
日
（
予
定
）。

所
志
摩
市
大
王
町
、
波
切
神
社
周
辺

問
波
切
神
社

℡
0
5
9
9
―

７
２
―

0
１
６
５

俳
諧
の
祖
と
た
た
え
ら
れ
る
室
町
時
代
の

内
宮
神
主
で
あ
る
荒
木
田
守
武
の
遺
徳
を

慕
う
俳
人
に
よ
っ
て
、
祭
典
と
俳
句
大
会

が
執
り
行
わ
れ
る
。

時
祭
典
：
10
時
〜

俳
句
大
会
受
付
：
11
時
〜
12
時

所
祭
典
：
宇
治
神
社

俳
句
大
会
：
い
せ
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

問
坂
本
さ
ん

℡
0
9
0
―

7
6
7
4
―

9
3
4
0

９
月
29
日
は
「
招
き
猫
の
日
」。
全
国
か
ら

多
種
多
様
な
招
き
猫
が
お
か
げ
横
丁
に
集

合
す
る
。
福
が
つ

ま
っ
た
催
し
が
開

催
さ
れ
る
。
一

目
惚
れ
す
る
招

き
猫
に
出
会
え
る

か
も
。

時  

９
時
30
分
〜
17
時（
催
し
に
よ
り
異
な
る
）

所
伊
勢
市
、
お
か
げ
横
丁

問
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

℡
0
5
9
6
―

２
３
―

8
8
3
8

神
恩
感
謝
を
捧
げ
、
国
民
の
平
和
を
祈
っ

て
、
春
と
秋
に
２
回
行
わ
れ
る
。
内
宮
神

苑
の
特
設
舞
台
で
神
宮
舞
楽
が
一
般
公
開

さ
れ
る
。（
雨
天
時
は
内
宮
参
集
殿
）

時
11
時
〜
、
14
時
〜（
雨
天
時
は
11
時
の
み
）

所
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

問
神
宮
司
庁

℡
0
5
9
6
―

２
４
―

1
1
1
1

外
宮
勾
玉
池
奉
納
舞
台
で
行
わ
れ
る
月
見

の
宴
。
全
国
か
ら
献
詠
さ
れ
た
短
歌
と
俳

句
の
秀
作
が
冷れ

い

泉ぜ
い

流
の
作
法
で
披
講
さ
れ
、

楽
師
た
ち
に
よ
って
雅
楽
が
奉
納
さ
れ
る
。

時
17
時
30
分
〜

所
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
外
宮

勾
玉
池
舞
台

問
神
宮
司
庁

℡
0
5
9
6
―

２
４
―

1
1
1
1

内
宮
の
五
十
鈴
川
の
御み

た

ら

し

手
洗
場
そ
ば
に
あ

る
第
一
鳥
居
内
祓は

ら
え
ど所
で
、
10
月
の
神か

ん

嘗な
め

祭

に
先
立
ち
、
大
宮
司
以
下
の
神
職
と
楽
師

を
祓
い
清
め
る
儀
式
。

時
16
時
〜

所
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

問
神
宮
司
庁

℡
0
5
9
6
―

２
４
―

1
1
1
1

金
刀
比
羅
宮
鳥
羽
分

社
の
例
大
祭
。
海
上
は

水
中
花
火
、
空
に
は
打

ち
上
げ
花
火
が
連
続
で

打
ち
上
げ
ら
れ
、
迫
力

満
点
で
楽
し
め
る
。

時  

18
時
〜
21
時
（
花
火

20
時
〜
）

所
鳥
羽
市
、
鳥
羽
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
周
辺

問
鳥
羽
み
な
と
ま
つ
り
実
行
委
員
会

℡
0
5
9
9
―

２
５
―

1
3
7
3

八は
っ
朔さ

く
参
宮
の
風
習
を

伝
え
る
行
事
。
ゆ
か

た
で
外
宮
を
参
拝

し
、
夏
の
風
情
を
楽

し
む
。

時
17
時
〜
21
時

所  

伊
勢
神
宮
外
宮

  

お
よ
び
そ
の
周
辺

問
外
宮
に
ぎ
わ
い
会
議

℡
0
9
0
―

3
2
5
7
―

7
6
7
4

農
作
物
や
五
穀
の
実
り
が
、
雨
風
の
災
害

も
な
く
順
調
で
豊
か
で
あ
る
よ
う
、
御
幣

帛
を
捧
げ
て
祈
る
。

時
外
宮
５
時
〜

内
宮
９
時
〜

所
伊
勢
神
宮

問
神
宮
司
庁

℡
0
5
9
6
―

２
４
―

1
1
1
1

シ
ャ
グ
マ
と
呼
ば
れ
る
白
馬
の
毛
で
作
ら

れ
た
か
ぶ
り
物
と
腰
蓑
を
着
け
て
、
か
が

り
火
を
中
心
に
羯か

っ
こ鼓
を
叩
い
て
夜
更
け
ま

で
踊
る
。
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
。

時
18
時
30
分
〜
22
時
頃

所
伊
勢
市
円
座
町
、
正
覚
寺

問
伊
勢
市
文
化
政
策
課

℡
0
5
9
6
―

２
２
―

7
8
8
4

芸
能
の
神
で
あ
る
天あ

め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

宇
受
売
命
が
お
祀
り

さ
れ
て
い
る
佐
瑠
女
神
社
の
例
大
祭
。
17

日
の
宵
祭
は
た
く
さ
ん
の
提
灯
の
光
に
境

内
が
照
ら
さ
れ
幻
想
的
で
、
舞
台
イ
ベ
ン

ト
も
行
わ
れ
る
。

時
17
日（
木
）
17
時
30
分
〜

18
日（
金
）
11
時
〜

所
伊
勢
市
、
佐
瑠
女
神
社（
猿
田
彦
神
社
境
内
）

問
猿
田
彦
神
社

℡
0
5
9
6
―

２
２
―

2
5
5
4

「
ご
ま
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て
い
る
護
摩

法
要
。
日
本
三
大
大
護
摩
の
一
つ
で
、
家

内
安
全
、
豊
作
、
豊
漁
を
祈
っ
て
７
回
護

摩
を
焚
く
。

時
７
時
〜
19
時
30
分

所
伊
勢
市
、
世
義
寺

問
世
義
寺

℡
０
５
９
６
―

２
８
―

５
３
７
２

日
本
三
大
競
技
花
火
大
会
。
全
国
各
地
か

ら
選
抜
さ
れ
た
花
火
師
た
ち
が
一
年
の
安

全
を
祈
願
し
、神
宮
に
花
火
を
奉
納
す
る
。

約
９
０
０
０
発
の
花
火
が
伊
勢
の
夏
の
夜

空
を
彩
る
。

時
19
時
15
分
〜
20
時
50
分

所
伊
勢
市
、
宮
川
河
畔
（
度
会
橋
上
流
）

問
伊
勢
神
宮
奉
納
全
国
花
火
大
会
委
員
会
事
務
局

℡
0
5
9
6
―

２
１
―

5
5
4
2

河か
わ

邊べ

七な
な

種く
さ

神
社
の
ご
祭
神
牛ご

頭ず

天
王
（
須

佐
之
男
命
）
の
夏
祭
り
。
中
橋
通
り
周
辺

で
神
輿
や
メ
ロ
デ
ィ
鼓
笛
、
河
崎
音
頭
、
夜

店
な
ど
の
奉
祝
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
。

勢
田
川
水
中
金
魚
花
火
は
、
川
面
に
浮
か

ぶ
花
火
が
幻
想
的
。

時
15
時
〜

所
伊
勢
市
、
河
邊
七
種
神
社
、
河
崎

問
伊
勢
河
崎
商
人
館

℡
0
5
9
6
―

２
２
―

4
8
1
0

８
０
０
年
以
上
続
く
奇
祭
。
和
具
の
八
雲

神
社
か
ら
大
島
の
祠
へ
里
帰
り
す
る
こ
と
を

祝
う
お
祭
り
。
海
の
安
全
と
大
漁
を
祈
願

し
、
船
上
か
ら
潮
を
か
け
あ
う
。

所
志
摩
市
、
和
具
漁
港
〜
大
島

問
志
摩
市
観
光
協
会

℡
0
5
9
9
―

４
６
―

0
5
7
0

伊
勢
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
素
朴
か
つ
精

巧
な
匠
の
技
の
伝
統
工
芸
品
の
数
々
を
集
め

展
示
、
販
売
も
あ
る
。
匠
の
技
を
、
よ
り

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
、
手
作
り
教
室
も
行

わ
れ
る
。

時
10
時
〜
17
時

所  

伊
勢
市
、
伊
勢
路
名
産
味
の
館
２
階
「
大
黒

ホ
ー
ル
」（
お
か
げ
横
丁
内
）

問
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

℡
0
5
9
6
―

２
３
―

8
8
3
8

７
日（
金
）
柴さ

い

燈と
う

大だ
い

護ご

摩ま

28
日（
金
）
第
68
回
鳥
羽
み
な
と
ま
つ
り

４
日（
金
）
風か
ざ
日ひ
の
祈み

祭さ
い

15
日（
火
）
か
ん
こ
踊
り

16
日（
日
）
河
崎
天
王
祭

18
日（
火
）
潮
か
け
祭
り

15
日（
土
）

第
71
回
伊
勢
神
宮
奉
納
全
国
花
火
大
会

下
旬
〜
８
月
上
旬

第
26
回
伊
勢
の
匠
展

１
日（
火
）

外
宮
さ
ん
ゆ
か
た
で
千
人
お
参
り

27
日（
日
）

愛あ
い
洲す

氏
顕
彰
祭
、
剣け
ん
祖そ

祭

17
日（
木
）
〜
18
日（
金
）

佐さ

瑠る

女め

神
社
例
大
祭

16
日（
土
）
〜
29
日（
金
）

第
29
回
来
る
福
招
き
猫
ま
つ
り

15
日（
金
）

第
69
回
守
武
祭
俳
句
大
会

22
日（
金
）
〜
24
日（
日
）

秋
の
神か

ぐ
ら
さ
い

楽
祭

11
日（
月
）・16
日（
土
）
わ
ら
じ
祭
り

29
日（
金
）
神
宮
観
月
会

30
日（
土
）
大
祓

９
日（
土
）・
10
日
（
日
）

安
乗
の
人
形
芝
居

５
日（
火
）
夫
婦
岩
大お

お
し
め
な
わ
は
り
し
ん
じ

注
連
縄
張
神
事

※
デ
ー
タ
は
５
月
31
日
現
在
。
ま
つ
り
や
行
事

は
主
催
者
側
の
都
合
に
よ
り
、
変
更
又
は
中

止
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

伊
勢
志
摩
の

暦

７
月

８
月

９
月

１
日（
金
）
〜
12
月
26
日（
火
）

特
集「
令
和
４
年
度
神
宮
式
年

遷
宮
奉
賛
美
術
品
展
」

神
宮
司
庁
監

修
・
編
集
の
も

と
、
神
宮
の
美
し

い
風
景
や
祭
典
の

様
子
な
ど
全
７
枚

で
綴
ら
れ
た
カ
レ

ン
ダ
ー
で
す
。
神

宮
参
拝
や
日
々
の

暮
ら
し
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
（
祭
典・

諸
行
事
の
日
程
、

六
曜
掲
載
）。

伊
勢
に
住
む
者
に
と
って
倭
姫
命
は

大
切
な
存
在
。
五
十
鈴
川
か
ら
引
い

た
水
で
御
塩
を
つ
く
る
こ
と
や
、
ふ
る

さ
と
〝
二
見
〞
は
、
美
し
い
風
景
に

命
が
二
度
振
り
返
っ
た
こ
と
か
ら
名
付

い
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
伝
承

は
、
伊
勢
志
摩
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
当
た
り
前
の
こ

と
と
認
識
し
て
い
ま
し
た
が
、
お
宮

百
周
年
を
機
に
改
め
て
倭
姫
命
の
歴

史
や
人
物
像
に
つ
い
て
探
り
、
思
い

を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。（
元
美
）

■
ス
タ
ッ
フ

発
行
人

中
村
賢
一

編
集
長

中
村
元
美

編

集

福
所
淳
子

出
口
伊
都
穂

制

作

髙
木
恵
奈
（
ア
イ
ブ
レ
ー
ン
）

本
紙
「
ニュ
ー
ス
」
執
筆
陣
に
よ
る
講

座
と
意
見
交
換
会
で
す（
入
場
無
料
）。

時
令
和
5
年
12
月
１
日（
金
）

午
後
６
時
30
分
〜

所
東
京
大
神
宮

マ
ツ
ヤ
サ
ロ
ン（
飯
田
橋
）

ご
案
内

令
和
6
年
新
装
版

「
伊
勢
の
神
宮
カ
レ
ン
ダ
ー
」

販
売
中

定価▷ 880円　発行▷伊勢神宮崇敬会
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古
か
ら
の
歴
史
が
彩
る
宇
陀
松

山
。「
か
ぎ
ろ
ひ
」の
万
葉
歌
碑
を
訪

ね
、
元
伊
勢
の
阿
紀
神
社（
写
真
）

な
ど
を
巡
っ
て

昼
食
は
精
進
料

理
。午
後
か
ら

古
い
町
並
み
を

歩
き
、
幕
末
の

名
工
・
丹
波
佐

吉
の
石
造
物
を

見
学
し
ま
す
。

時
10
月
21
日
（
土
）
雨
天
決
行

所
午
前
９
時
榛
原
駅
南
口
ま
た
は

午
前
９
時
30
分
道
の
駅
宇
陀
路
大
宇
陀

費
３
０
０
０
円（
昼
食
・
お
や
つ
付
き
）

申
℡
0
9
0
・
9
0
5
4
・
4
3
5
6（
裏
）

    

℻  
0
7
4
5
・
８
３
・
3
1
5
1

主
紀
伊
半
島
交
流
会
議
伊
勢
街
道
分
科
会

奈
良
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー

秋
の
宇
陀
松
山

石
め
ぐ
り

東
京
講
座
予
告

神
宮
の
は
じ
ま
り
と
倭
姫
命

今
年
、
ご
鎮
座
百
周
年
を
迎
え
る

倭
姫
宮
は
、
他
の
別
宮
と
異
な
り
、

時
の
神
宮
と
市
民
ら
の
熱
望
で
創
建

が
実
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
歴
史
事
実
と
と
も
に
、
神
宮
を

創
建
さ
れ
た
倭
姫
命
を
知
っ
て
頂
こ

う
と
発
刊
い
た
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
自
然
や
歴
史

文
化
に
関
心
が
集
ま
り
、
と
り
わ
け

若
い
人
た
ち
に
そ
の
傾
向
が
強
く
見

ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
今
の
世
界
の
関

心
事
は
S
D
G
s（
持
続
可
能
な
開

発
目
標
）。
二
十
年
に
一
度
、
す
べ

て
の
社
殿
、
神
宝
御
装
束
を
一
新
し

て
大
神
に
お
遷
り
願
う
神
宮
式
年
遷

宮
と
、
御
料
を
自
給
自
足
す
る
神
宮

の
営
み
を
知
る
こ
と
は
、
持
続
可
能

な
生
活
を
考
え
る
絶
好
の
機
会
。
伊

勢
の
地
か
ら
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

お
伊
勢
さ
ん
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て

編
集
長
雑
感

配布・購読のご案内

伊勢文化舎HP




