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1
主な内容

2・3面 　　　ご遷宮、着々と進行中
 萱葺屋根の萱材は8年かけて
 御装束神宝は順調に調製中
4・5面　　　　今年は「おかげ年」
 おかげ横丁、おかげ座　ほか
6・7面　「おかげの国」へようこそ
 その１・五十鈴川めぐり
 その２・鳥羽・志摩めぐり
8面 いせびと歳時記

特集1

特集2

第 1 号

おかげ年記念号

春

の

神

楽

祭

1 平成22年4月1日発行 いせびとニュース

　

神し
ん

苑え
ん

の
桜
が
爽
や
か
な
葉
桜
と
な
る

こ
ろ
、
恒
例
の
「
春
の
神か

ぐ
ら楽

祭さ
い

」
が
行

わ
れ
る
。

　

内な
い

宮く
う

神
苑
の
特
設
舞
台
の
上
で
披
露

さ
れ
る
の
は
、
み
ご
と
な
衣
装
に
よ
る

舞
や
雅
楽
の
生
演
奏
。
ま
ぢ
か
に
見
ら

れ
る
と
あ
っ
て
、
参
拝
者
が
心
待
ち
に

し
て
い
る
祭
り
だ
。

　

今
春
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
舞
台
を
祓

い
清
め
る
「
振え

ん

鉾ぶ

」
で
始
ま
る
。
金
の

鉾
、
銀
の
鉾
を
手
に
し
た
二
名
の
舞
人

に
よ
る
勇
壮
な
舞
だ
。

　

次
に
、
十
二
年
ぶ
り
に
演
じ
ら
れ
る

「
五ご

常し
ょ
う

楽ら
く

」。
男
性
四
名
に
よ
る
ゆ
る
や

か
で
優
美
な
舞
。
五
常
と
は
、
人
が
守

る
べ
き
道
徳
、
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信

の
こ
と
と
い
う
。

　

三
番
目
に
「
胡こ

蝶ち
ょ
う

」。
舞
女
四
名
に

よ
る
春
ら
ん
ま
ん
の
風
情
た
だ
よ
う
舞
。

山
吹
の
花
を
天
冠
に
か
か
げ
、
背
に
極

彩
色
の
大
き
な
蝶
の
羽
を
つ
け
、
手
に

も
山
吹
の
花
を
も
っ
て
花
園
に
遊
ぶ
蝶

の
よ
う
に
舞
う
。

　

最
後
は
「
長ち

ょ
う

慶げ
い

子し

」。
楽
師
に
よ
る

奏
楽
で
、
舞
楽
の
終
わ
り
を
告
げ
る
拍

子
の
早
い
曲
。
お
よ
そ
四
十
五
分
間
の

舞
台
と
な
る
。

　

三
年
後
の
ご
遷せ

ん

宮ぐ
う

で
は
、
楽
師
た
ち

に
は
宮
遷う

つ

り
の
道
中
に
「
道
楽
」
を
奏

す
る
大
切
な
役
割
が
あ
る
。
前
回
の
経

験
者
で
楽
長
の
森
井
富
男
さ
ん
は
「
浄

闇
の
中
、
歩
き
な
が
ら
の
演
奏
に
は
緊

張
し
ま
し
た
。
来
年
に
は
楽
師
た
ち
と

練
習
を
始
め
る
予
定
で
す
」
と
語
る
。

春の神楽祭より「胡蝶」　撮影／阪本博文

春の神楽祭

日時　4月28・29・30日
　　　午前の部　11時より
　　　午後の部　14時より
会場　伊勢神宮
　　　内宮神苑　特設舞台
＊雨天の場合、参集殿にて開催。

新
緑
に
お
う
神
苑
に
舞
う

陽
光
ふ
り
そ
そ
ぐ
神
苑
で

楽
師
の
奏
で
る
調
べ
に
あ
わ
せ

蝶
と
な
っ
て
舞
う
舞
女
た
ち
。

近
づ
く
ご
遷
宮
へ
の
祈
り
を
込
め
て

「
春
の
神
楽
祭
」。
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葺き上がったばかりの神殿。（平成5年撮影）

神宮式年遷宮とは──
20年に一度、正殿をはじめ諸社
殿を新築し、内に供える御装束神
宝も新調して、神々に宮遷りして
いただく神宮で最重要とされる大
祭。初回は約1300年前、持統
天皇の御代（690年）に行われ、
来る平成25年の遷宮は、62回と
なる。

冬晴れのもと、萱刈りがすすむ。

萱場を見回る中川さん（左）
と久保田さん。

標高260㍍の萱場。

上／束ねた萱は山田工
作場へ運ばれ、萱小屋
で乾燥・貯蔵される。
左／檐付祭。（前回、平
成4年撮影）

ご
遷
宮
、着
々
と
静
か
に
進
行
中

風か
ざ

日ひ
の

祈み
の

宮み
や

橋
、

火ひ

除よ
け

橋︵
内
宮
・
外
宮
︶、

今
年
中
に
架
け
替
え
完
了

伊
勢
神
宮
の
ご
遷せ

ん

宮ぐ
う

ま
で
、

あ
と
三
年
余
り
。

気
に
な
る
の
は
進
行
状
態
だ
。

神
宮
の
社
殿
と
い
え
ば
、

ま
ず
目
に
浮
か
ぶ
の
が

萱
葺
屋
根
だ
が
、

そ
の
萱
材
の
す
べ
て
は
地
元
の

神
宮
御お

萱か
や

地ち

で
育
て
ら
れ
る
。

今
回
は
、最
盛
期
を
迎
え
た

萱
材
の
調
達
に
注
目
し
よ
う
。

萱
山
に
軽
快
な
鎌
音
が
ひ
び
き

二
万
三
千
束
を
め
ざ
し
収
穫
す
す
む

　

宮
川
の
中
流
域
、
度わ

た

会ら
い

町
川
口
に
神

宮
御
萱
地
九
十
九
㌶
が
あ
る
。

　

緩
や
か
な
山
の
斜
面
は
、
見
渡
す
限

り
萱
の
原
。
春
に
は
芽
吹
い
た
ば
か
り

の
萱
が
緑
の
絨
毯
と
な
っ
て
起
伏
す
る

斜
面
を
お
お
い
つ
く
す
。
秋
、
ス
ス
キ

の
穂
が
出
そ
ろ
う
と
、
吹
き
わ
た
る
風

に
銀
色
の
さ
ざ
な
み
が
山
肌
に
広
が
る
。

　

そ
し
て
、
収
穫
の
冬
。
一
面
の
枯
野

と
な
っ
た
御
萱
地
に
手
刈
り
の
鎌
音
が

軽
快
に
ひ
び
く
。
二
㍍
以
上
に
育
っ
た

み
ご
と
な
萱
が
手
際
よ
く
刈
ら
れ
、
束

ね
ら
れ
て
い
く
。

　

こ
の
広
大
な
御
萱
地
は
、
昭
和
十
七

年
、
全
国
の
青
少
年
に
よ
る
奉
仕
隊
が

雑
木
や
植
林
の
山
を
開
墾
。
萱
地
と
し

て
造
成
し
た
歴
史
が
あ
り
、
萱
地
の
中

に
そ
の
記
念
碑
も
建
っ
て
い
る
。

　

伊
勢
神
宮
の
萱
屋
根
は
、
思
い
の
ほ

か
数
が
多
い
。
内な

い

宮く
う

の
御み

垣か
き

内う
ち

だ
け
で

も
、
正
殿
、
そ
れ
を
囲
む
垣
ご
と
に
三

つ
の
門
、
東
西
の
宝
殿
、
四
丈
殿
、
と

七
棟
が
萱
葺
だ
。
さ
ら
に
外げ

宮く
う

の
御
垣

内
、
別
宮
、
所
管
社
の
萱
屋
根
な
ど
を

含
め
る
と
、
四
十
棟
余
り
の
屋
根
を
萱

で
葺
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
に
必
要
と
さ
れ
る
萱
は
二
万 

三
千
束
。
一
束
は
百
二
十
㌢
の
縄
で
結

わ
え
る
量
で
、
刈
り
取
っ
た
ば
か
り
の

荒
萱
の
重
さ
は
、
一
束
四
十
㌔
近
い
。

「
現
在
、
約
一
万
二
千
七
百
束
で
き
て

い
ま
す
か
ら
、
ご
遷
宮
の
一
年
前
に
は

山
田
工
作
所
の
萱
小
屋
が
満
杯
に
な
り

ま
す
」。
神
宮
司
庁
営
林
部
の
中
川
典

之
さ
ん
は
、
明
る
い
表
情
で
八
年
が
か

り
の
備
蓄
計
画
が
順
調
に
す
す
ん
で
い

る
よ
う
す
を
語
る
。

志
摩
か
ら
萱
刈
り
百
人

　

久
保
田
登
男
さ
ん
は
、
神
宮
の
嘱
託

を
受
け
て
萱
場
の
現
場
見
回
わ
り
を
務

め
る
、い
わ
ば〝
萱
場
の
生
き
字
引
〟だ
。

「
刈
り
取
り
は
一
月
か
ら
三
月
ま
で
と

決
ま
っ
て
い
た
ん
や
け
ど
、
近
頃
は
新

芽
の
出
る
の
が
早
う
な
っ
て
な
」
二
年

前
か
ら
ひ
と
月
早
め
て
、
十
二
月
か
ら

二
月
ま
で
に
変
更
し
た
。
刈
り
取
り
の

と
き
に
、
萌
え
出
た
ば
か
り
の
新
芽
を

痛
め
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
地
球
温
暖
化

が
こ
こ
に
も
異
変
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

ふ
だ
ん
は
、
一
人
で
萱
山
を
守
っ
て

い
る
久
保
田
さ
ん
だ
が
、
萱
刈
り
の
時

期
は
例
外
だ
。
一
日
に
百
人
ほ
ど
の
助

っ
人
が
通
っ
て
く
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
働
き
者
で
知
ら
れ
る
志
摩
の
女
性
た

ち
。
冬
は
海
女
漁
も
真
珠
作
業
所
も
手

す
き
な
季
節
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
山
の
斜
面
で
腰
を

か
が
め
て
の
刈
り
取
り
作
業
は
た
い
へ

ん
に
違
い
な
い
。
前
回
の
遷
宮
に
も
萱

刈
り
を
し
た
と
い
う
松
井
千
年
さ
ん
に

た
ず
ね
る
と
、「
神
様
の
お
屋
根
づ
く

り
や
で
、
感
謝
し
て
や
っ
と
り
ま
す
」

と
笑
顔
が
か
え
っ
て
き
た
。

檐の
き

付つ
け

祭
で
葺ふ

き
始
め

　

萱
屋
根
の
葺
き
始
め
は
、
二
年
後
、

平
成
二
十
四
年
の
檐
付
祭
か
ら
だ
。
前

回
に
も
ま
し
て
萱
葺
職
人
は
手
不
足
が

心
配
さ
れ
る
。
今
回
も
萱
葺
屋
根
の
文

化
財
の
多
い
府
県
に
声
を
か
け
て
、
萱

工
を
募
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　

葺
き
上
が
っ
た
ば
か
り
の
萱
屋
根
は
、

清
々
し
く
美
し
い
。
温
か
な
心
地
よ
さ

を
覚
え
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
自
然

素
材
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
遠
い
記
憶

が
そ
う
さ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

昨
年
の
宇
治
橋
に
つ
づ
き
、
宮
域
に
あ

る
橋
は
す
べ
て
本
年
中
に
新
し
く
架
け
替

え
ら
れ
る
。
外
宮
で
は
、
表
参
道
と
北き
た

御み

門か
ど

参
道
の
火
除
橋
。
内
宮
で
も
、
表
参
道

と
裏
参
道
に
か
か
る
火
除
橋
、
そ
れ
に
風

日
祈
宮
橋
が
新
し
く
な
る
。

　

風
日
祈
宮
へ
の
参
道
と
な
る
風
日
祈
宮

橋
は
島し
ま

路じ

川
に
か
か
る
。
ミ
ニ
宇
治
橋
と

も
い
わ
れ
る
ほ
ど
姿
の
美
し
い
和
橋
で
、

宇
治
橋
と
同
じ
く
（
株
）間は
ざ
ま

組ぐ
み

の
も
と
、
宮

大
工
、
船
大
工
の
伝
統
技
に
よ
っ
て
九
月

竣
工
を
め
ざ
し
て
建
設
が
す
す
ん
で
い
る
。

　

間
組
の
矢
野
竜
也
所
長
は
、「
こ
の
橋
は

百
十
四
尺
で
す
か
ら
、
宇
治
橋
の
三
百
尺

か
ら
す
る
と
半
分
く
ら
い
の
ス
ケ
ー
ル
で

す
が
、
手
間
は
同
じ
こ
と
。
気
は
抜
け
ま

せ
ん
」
と
語
る
。

遷
宮
へ
の

道
●一

風日祈宮橋の仮橋。

萱
刈
り
は 

〝
収
穫
の
冬
〟
に

八
年
か
け
て

二
万
三
千
束
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先代の故・古澤裕司さん。（昭和63年撮影）

（
注
１
）

唐
組
平
緒（
か
ら
く
み
ひ
ら
お
）

平
緒
は
太
刀
を
身
に
着
け
る
帯
で
、
全
長

三
七
〇
セ
ン
チ
、
幅
十
二
セ
ン
チ
。
神
宝
中

随
一の
華
麗
さ
で
知
ら
れ
る
四
振
り
の
太
刀

に
付
属
す
る
も
の
と
し
て
四
条
の
み
製
作
さ

れ
る
。

（
注
２
）

大
神
宝（
だ
い
し
ん
ぽ
う
）

天
皇
即
位
一
世
一
代
に
限
っ
て
伊
勢
の
神
宮

に
奉
ら
れ
る
神
宝
の
こ
と
。

心
と
技
の
伝
承
を
か
け
て

　

近
年
、
日
本
の
伝
統
工
芸
に
は
急
速

に
衰
え
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
私
た

ち
の
身
の
回
り
で
、
か
つ
て
は
漆
芸
、

竹
芸
、
木
工
な
ど
の
匠
の
手
で
つ
く
ら

れ
て
い
た
品
々
が
た
や
す
く
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
に
と
っ
て
か
わ
る
時
代
だ
。

「
も
し
、
成
り
行
き
に
任
せ
て
い
れ
ば
、

神
宮
の
神
宝
類
に
も
途
絶
え
る
も
の
が

多
数
で
て
く
る
で
し
ょ
う
」。
前
回
の

遷
宮
に
ひ
き
つ
づ
き
御
装
束
神
宝
を
担

当
す
る
神
宮
式
年
遷
宮
造
営
庁
の
采う

ね

野の

武
朗
技
師
は
、
そ
の
将
来
に
危
機
感
を

抱
い
て
い
る
。

「
伝
承
で
き
る
か
否
か
は
、〝
伝
え
る

の
だ
〟
と
い
う
強
い
意
志
に
か
か
っ
て

い
る
と
思
う
の
で
す
」

　

そ
の
強
い
思
い
が
幾
度
か
の
危
機
に

活
路
を
開
い
て
き
た
と
い
う
。

師
か
ら
弟
子
へ

　

神
宮
の
神
宝
に
伝
わ
る
種
々
の
組
紐

の
な
か
に
、
二
十
年
に
一
度
、
神
様
の

御
料
と
し
て
の
み
組
ま
れ
る
「
唐か

ら

組く
み

平ひ
ら

緒お

」（
注
１
）が
あ
る
。
今
回
、
初
め
て

そ
の
調
製
に
当
た
っ
た
の
は
、
東
京
・

世
田
谷
に
住
む
古
澤
康
史
さ
ん
（
40
）

だ
。
組
紐
師
の
家
に
生
ま
れ
、
ご
く
自

然
に
こ
の
道
に
入
っ
た
と
い
う
若
手
だ

が
、「
神
宝
の
仕
様
に
叶
っ
た
技
術
力

を
も
つ
の
は
、
こ
の
方
を
お
い
て
ほ
か

に
い
な
い
」
と
采
野
さ
ん
は
そ
の
仕
事

ぶ
り
を
高
く
評
価
す
る
。

　

父
親
の
祐
司
さ
ん
が
「
唐
組
平
緒
」

を
人
間
国
宝
・
深
見
重
助
氏
か
ら
伝
授

さ
れ
た
の
は
、
前
々
回
の
遷
宮
の
時
。

深
見
氏
は
こ
の
技
を
弟
子
に
託
し
た
あ

と
、
ほ
ど
な
く
他
界
さ
れ
た
。

　

前
回
の
遷
宮
で
は
、
技
法
を
師
か
ら

継
承
し
た
祐
司
さ
ん
の
精
魂
を
込
め
た

四
条
の
「
唐
組
平
緒
」
が
神
の
御ご

料り
ょ
う

と

し
て
神
殿
に
納
め
ら
れ
た
。

親
か
ら
子
へ

　

来
る
遷
宮（
平
成
二
十
五
年
）の
「
唐

組
平
緒
」
は
、
わ
が
子
に
技
を
伝
授
し

な
が
ら
共
に
取
り
組
め
る
、
と
祐
司
さ

ん
は
楽
し
み
に
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
祐
司
さ
ん
は
五
十
六
歳
と

い
う
若
さ
で
急
逝
し
た
の
だ
。

「
唐
組
平
緒
」
の
伝
承
は
、
一
体
ど
う

な
っ
た
の
か
─
─
。

　

祐
司
さ
ん
が
ま
だ
健
在
な
と
き
、
平

成
元
年
に
天
皇
陛
下
の
ご
即
位
の
儀
式

が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
一
代

た
だ
一
度
の
み
行
わ
れ
る
大
神
宝
（
注

２
）の
奉
納
の
た
め
に
、
急
遽
、
祐
司

さ
ん
は
「
唐
組
平
緒
」
を
組
む
こ
と
と

な
っ
た
。
虫
の
知
ら
せ
と
い
お
う
か
、

そ
の
時
に
息
子
・
康
史
さ
ん
へ
技
法
の

奥
義
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
ご
神
慮
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

ま
さ
に
そ
う
と
し
か
思
え
な
い
タ
イ
ミ

ン
グ
の
伝
承
で
し
た
」
と
采
野
さ
ん
は

振
り
返
る
。

　

新
し
い
社
殿
に
、
新
し
い
御
装
束
神

宝
を
供
え
る
─
─
。

　

こ
れ
は
、
千
三
百
年
前
の
第
一
回
式

年
遷
宮
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
遷
宮
の
核

心
部
で
あ
る
。

　

雅
や
か
で
美
し
い
伊
勢
神
宮
の
神
宝

類
は
、
日
本
の
心
を
伝
え
る
と
と
も
に
、

今
、
伝
統
工
芸
の
技
法
を
復
興
し
伝
承

す
る
原
動
力
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
が

注
目
さ
れ
て
い
る
。

草木染の絹糸432本を繰り唐組平緒を組む古澤康史さん。

師
か
ら
弟
子
へ
、

親
か
ら
子
へ
│

伝
承
が
結
実
す
る

御
装
束
神
宝

　神宮の徴古館は、開館100周
年を迎えた歴史ある博物館だ。
神前からお下げした神宝類をま
ぢかに見ることができる、唯一
の施設でもある。
　現在展示されている御装束神
宝は、おもに昭和48年遷宮のと
きに下げられたもの。華やかな
鞍をつけた鶴

つる

斑
ぶち

毛
げの

御
おん

彫
えり

馬
うま

、神宝

の太刀の中で一番長い第一御太
刀、太刀を身に着けるための薄
柿色唐組平緒など、いずれも、何
人もの匠たちの秘技を結集して
仕上げられたもので、日本の伝統
工芸の水準の高さが見てとれる。
　館内には、ほかにも神宮ゆか
りの貴重な資料や文化財、美術
品が展示されている。

開館時間　９時～１６時３０分（入館は16時まで）　　
休 館 日　月曜（祝日の場合は翌日）、年末3日間
入 館 料　大人300円、大学･高校生150円、小・中学生100円
電　　話　0596-22-1700
交通機関　�近鉄宇治山田駅か五十鈴川駅・ＪＲ伊勢市駅より徴古館経由の外宮内宮

循環バスで徴古館下車徒歩3分、「CANバス」利用なら徴古館下車すぐ

御装束神宝を展示する神宮徴
ちょう

古
こ

館
かん

神
宝
の
組
紐

御
装
束
神
宝
に
付
随
す
る
組
紐
は
、お
よ
そ
五
十
五�

種
、
九
百
五
十
六
条
、
延
べ
八
千
三
百
尺
（
二
千�

五
百
十
五
㍍
）。
十
数
年
を
か
け
て
製
作
さ
れ
る
。

な
か
で
も
、
太
刀
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
唐
組
平
緒

は
起
伏
の
あ
る
変
化
に
と
ん
だ
組
織
で
風
格
が
あ

り
、
組
紐
の
な
か
の
王
者
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。

燦さ
ん

然ぜ
ん

と
輝
く
太た

刀ち

、優
美
な
綾あ

や

錦
に
し
き

の
御み

衣ぞ

、華
麗
な
彫え

り

馬う
ま

…
…

ご
遷
宮
の
た
め
に
新
調
さ
れ
る
御ご

装
し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

は

伝
統
工
芸
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
を
結
集
し
て
、調
製
さ
れ
る
。

そ
の
数
、七
一
四
種
一
五
七
六
点
。
　

伝
承
と
い
う
重
い
課
題
を
乗
り
越
え
、

当
代
一
流
の
工
匠
の
も
と
で
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。



こ
と
し
は

六
十
年
に
一
度
の

〝
お
か
げ
年
〞！？

特
集
２
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歌川広重「伊勢参宮　宮川の渡し」

矢野憲一（やの　けんいち）さん
ＮＰＯ法人「五十鈴塾」塾長。40年間神宮に奉職した元神宮禰宜。その間、
神宮司庁文化部長、徴古館農業館館長などを歴任。著書に『伊勢神宮の
衣食住』（角川ソフィア文庫）、『伊勢神宮知られざる杜のうち』（角川選書）、『鮫
の世界』（新潮社）など多数。近く法政大学出版局から、ものと人間の文化史
シリーズ『楠』を出版予定。

NPO法人五十鈴塾
日本の伝統文化、生活文化を体験
するさまざまなジャンルの講座やイベ
ントが行われている。

問い合わせ　　
〒516-0026伊勢市宇治浦田町1-5-3
☎0596-20-8251　
http://www.isuzujuku.org

　

お
伊
勢
参
り
の
歴
史
は
古
い
。
平
安

時
代
に
は
熊
野
詣
と
人
気
を
わ
か
ち
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
〝
せ
め
て
一
生
に

一
度
で
も
〟
と
国
民
的
願
望
の
旅
に
な

っ
て
い
た
。
村
々
に
伊
勢
講
と
い
う
相

互
扶
助
組
織
ま
で
で
き
た
が
、
そ
れ
で

も
庶
民
の
誰
も
が
参
宮
で
き
た
わ
け
で

は
な
い
。
と
こ
ろ
が
─
─
。

　

大
海
原
の
う
ね
り
の
よ
う
に
、
大
勢

の
善
男
善
女
が
わ
れ
も
わ
れ
も
と
伊
勢

参
り
に
や
っ
て
く
る
大
ブ
ー
ム
が
江
戸

時
代
に
三
度
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
六
十
年
周

期
で
あ
る（
コ
ラ
ム
参
照
）。

　

一
日
に
十
四
万
人
が
宮
川
を
舟
で
渡

り
伊
勢
参
り
を
し
た
と
い
う
文
政
十
三

年
の
「
お
か
げ
参
り
」。
そ
れ
か
ら
こ

と
し
は
百
八
十
年
目
。
平
成
の
「
お
か

げ
参
り
」
が
始
ま
っ
た
、
と
い
う
見
方

も
あ
る
が
…
…
。

　

伊
勢
の
歴
史
に
詳
し
い「
五
十
鈴
塾
」

塾
長
・
矢
野
憲
一
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

「
参
宮
の
長
い
歴
史
を
み
る
と
、
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
う
ね
り
が
あ
り
ま
す
。
不

景
気
と
か
、
世
の
中
に
手
詰
ま
り
感
が

あ
る
と
き
に
う
ね
り
が
大
き
く
な
る
傾

向
は
あ
り
ま
す
ね
。
今
回
は
、
ご
遷
宮

へ
の
期
待
感
、
加
え
て
、
よ
り
よ
い
世

の
中
に
変
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
〝
世

直
し
〟
へ
の
願
望
、
さ
ら
に
は
、
若
い

世
代
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
を
求
め
る
風

潮
な
ど
が
参
宮
を
い
ざ
な
っ
て
い
る
の

で
は
…
…
」
と
推
測
す
る
。

　

伊
勢
神
宮
で
は
参
拝
者
数
の
記
録
を

つ
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
急
増
し

て
八
百
万
人
を
越
え
た
の
は
式
年
遷
宮

の
年
と
そ
の
翌
年
の
み
。
と
こ
ろ
が
今

回
は
遷
宮
の
六
年
前
か
ら
約
五
十
万
人

ず
つ
参
拝
者
が
増
え
始
め
、
こ
の
ま
ま

い
け
ば
、
今
年
中
に
も
八
百
万
人
を
越

え
そ
う
な
勢
い
。「
お
か
げ
年
」
の
再

来
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、お
か
げ
参
り
の〝
お
か
げ
〟 

と
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

矢
野
塾
長
い
わ
く「〝
お
か
げ
〟と
は
、

〝
お
か
げ
さ
ま
で
〟と
挨
拶
す
る
よ
う
に
、

神
や
仏
を
は
じ
め
と
す
る
自
分
の
周
囲

の
人
や
物
な
ど
全
て
に
対
す
る
感
謝
の

念
を
表
す
言
葉
で
す
」

　

江
戸
時
代
の
フ
ィ
ー
バ
ー
の
よ
う
な

参
宮
も
〝
お
か
げ
参
り
〟
と
呼
ば
れ
る

が
、「
も
と
も
と
伊
勢
の
神
宮
に
参
る

こ
と
を〝
お
か
げ
参
り
〟と
い
う
の
で
す
」

　

明
治
神
宮
な
ど
一
般
的
な
寺
社
参
り

の
場
合
は
、
ご
利
益
を
祈
願
し
、
そ
れ

に
対
し
て
〝
お
礼
参
り
〟
を
す
る
。
お

伊
勢
さ
ん
は
そ
こ
が
少
々
違
う
。

「
つ
ま
り
、
伊
勢
の
信
仰
は
ひ
た
す
ら

感
謝
す
る〝
お
か
げ
信
仰
〟な
の
で
す
」

　

神
前
で
世
俗
的
な
願
望
を
並
べ
る

の
で
は
な
く
、「
神
恩
感
謝
」
を
祈
る
、

と
い
う
明
快
さ
、
純
粋
さ
が
本
来
の
伊

勢
信
仰
で
あ
る
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
、
神
様
か
ら
新
た
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
い
た
だ
き
、
癒
さ
れ
て
元
気
に

な
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
大
き
な

う
ね
り
と
な
っ
て
全
国
か
ら
や
っ
て
き

た
善
男
善
女
た
ち
も
同
じ
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。

〝
お
伊
勢
参
り
〟は
、春
の
季
語
。

春
先
に
参
宮
客
が
増
え
る
の
は

毎
度
の
こ
と
な
が
ら
、

近
ご
ろ
参
拝
者
数
が
例
年
を
越
え
、

さ
ら
に
じ
わ
じ
わ
増
え
つ
づ
け
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
お
か
げ
参
り
フ
ィ
ー
バ
ー

「
お
か
げ
年
」の
再
来
か
─
─
？

歴
史
を
繰
る
と
、こ
と
し
は
六
十
年
周
期
の

　
　「
お
か
げ
年
」に
当
た
る
。

江
戸
期
の
新
記
録
、

一日
十
四
万
人

〝
お
か
げ
〟の
信
仰
、

〝
お
礼
〟の
信
仰

　

江
戸
時
代
、
庶
民
に
と
っ
て
お
伊
勢
参

り
は
〝
せ
め
て
一
生
に
一
度
で
も
〟
と
歌

わ
れ
た
憧
れ
の
旅
。
し
か
し
、
て
く
て
く

歩
き
時
代
だ
か
ら
、
日
数
は
か
か
る
、
路

銀
は
か
さ
む
、
道
中
の
安
全
は
心
も
と
な

い
、
と
個
人
旅
行
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
か
っ

た
。
一
方
、
身
分
制
度
に
が
ん
じ
が
ら
め

の
封
建
社
会
に
あ
っ
て
、
な
ん
と
か
日
常

か
ら
抜
け
出
し
た
い
思
い
で
鬱
々
。
そ
こ

へ
政
情
不
安
と
か
、
不
景
気
と
か
が
加
わ

る
と
、
つ
い
に
爆
発
し
て
し
ま
う
。

　

そ
ん
な
背
景
の
も
と
に
伊
勢
参
り
フ
ィ

ー
バ
ー
が
起
き
た
の
は
、
大
き
い
も
の
だ

け
で
三
度
。
宝
永
二
年（
一
七
〇
五
）、
明

和
八
年（
一
七
七
一
）、文
政
十
三
年（
一
八

三
〇
）。
お
よ
そ
六
十
年
周
期
で
あ
る
。

　

文
政
十
三
年
の
お
か
げ
参
り
の
と
き
は
、

三
月
～
八
月
の
半
年
間
に
四
百
五
十
万
人

が
参
宮
し
た
。
当
時
の
日
本
人
口
は
現
代

の
三
分
の
一
ほ
ど
だ
か
ら
、
国
民
の
五
人

に
一
人
が
伊
勢
参
り
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

旅
人
は
仕
度
も
そ
こ
そ
こ
に
飛
び
出
し

て
き
た
者
も
多
か
っ
た
が
、
沿
道
の
村
び

と
た
ち
が
握
り
飯
や
草
鞋
を
、
富
裕
な
家

は
路
銀
な
ど
の
施
行
を
行
い
、
多
く
の
人

が
無
事
に
伊
勢
参
り
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
。

江
戸
時
代
の

お
か
げ
参
り
フ
ィ
ー
バ
ー

江
戸
時
代
の「
お
か
げ
参
り
」の

の
ぼ
り
（
神
宮
徴
古
館
蔵
）
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ざわめきも聞こえてくる〝参宮街道〟。

名調子で案内する岡崎寿美さん。松阪もめんの着物がよく似合う。

「内宮おかげ参道」は屋根瓦も凝っ
ている。鬼瓦かと思えば、どうやら
西行、芭蕉、曽良とお見受けする。

「内宮おかげ参道」を彩る屏風絵。

が
ら
横
丁
を
す
す
む
と
、
芝
居
小
屋
の

よ
う
な
幟の

ぼ
り

は
た
め
く
一
画
が
あ
る
。

　
「
お
か
げ
座
」
だ
。

　
〝
木
戸
銭
三
百
円
ナ
リ
〟
を
払
う
と
、

着
物
姿
の
女
性
が
に
っ
こ
り
笑
顔
と
口

上
つ
き
で
案
内
を
始
め
る
。

　

気
分
は
す
で
に
江
戸
時
代
。
宝
永
二

年
、
お
か
げ
参
り
で
に
ぎ
わ
う
伊
勢
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
だ
。
参
宮
街
道
や
古

市
の
遊
郭
に
、
行
き
交
う
旅
人
、
飛
脚
、

遊
女
た
ち
な
ど
、
お
よ
そ
百
人
。
き
ち

ん
と
二
分
の
一
の
縮
尺
で
造
ら
れ
て
い

る
が
、
だ
れ
も
か
れ
も
が
実
に
い
き
い

き
し
て
い
て
見
飽
き
な
い
。

「
当
時
の
一
両
は
、
い
ま
の
お
金
で
ざ

っ
と
十
万
円
。
旅
人
た
ち
は
、
大
事
な

も
の
は
着
物
の
襟
に
縫
い
こ
ん
で
…
」

と
案
内
人
は
昔
の
旅
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
面

白
お
か
し
く
語
っ
て
聞
か
せ
て
く
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
質
問
す
る
と
即
、
答
が

か
え
っ
て
く
る
勉
強
家
だ
。

　

映
像
シ
ア
タ
ー
で
往
時
の
伊
勢
参
り

の
あ
ら
ま
し
を
十
五
分
、
案
内
人
と
の

ミ
ニ
参
宮
街
道
歩
き
が
十
五
分
。
お
か

げ
座
は
半
時
間
で
、
江
戸
の
お
か
げ
参

り
を
堪
能
さ
せ
て
く
れ
る
体
感
劇
場
だ
。

　

伊
勢
神
宮
内
宮
門
前
町
の
真
ん
中

に
あ
る
「
お
か
げ
横
丁
」。
朝
の
九
時

五
十
五
分
に
、
櫓
の
宮
太
鼓
が
「
ド
ン
、

ド
ド
ン
！
」
と
鳴
り
響
く
。
す
る
と
、

店
の
前
に
従
業
員
た
ち
が
並
び
、
神

宮
に
む
か
っ
て
柏
手
を
パ
ン
、
パ
ン
！ 

深
々
と
お
じ
ぎ
す
る
。

「
お
か
げ
さ
ま
で
、
き
ょ
う
も
一
日
、

が
ん
ば
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
。

　

お
か
げ
横
丁
が
店
開
き
し
た
の
は
、

前
の
遷
宮
の
年
、
平
成
五
年
七
月
の
こ

と
。
今
度
の
遷
宮
で
ち
ょ
う
ど
二
十
歳

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

二
十
年
前
、
お
は
ら
い
町
の
人
通
り

は
年
間
二
十
万
人
と
淋
し
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
お
か
げ
横
丁
が
で
き
て
、
今

で
は
約
四
百
万
人
、
二
十
倍
に
も
な
っ

て
、
年
中
正
月
の
よ
う
。〝
江
戸
の
お

か
げ
参
り
〟
の
と
き
は
、
こ
ん
な
感
じ

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

伊
勢
名
物
を
商
う
店
々
を
の
ぞ
き
な

　

マ
イ
カ
ー
で
参
宮
す
る
場
合
に
便

利
な
浦
田
町
の
市
営
駐
車
場
。
車
を

降
り
て
、
内
宮
・
お
は
ら
い
町
方
面

へ
む
か
う
時
に
く
ぐ
る
地
下
道
が

「
内
宮
お
か
げ
参
道
」
だ
。

　

こ
の
参
道
は
、
お
は
ら
い
町
へ
の

玄
関
口
。
現
世
か
ら
「
お
か
げ
」
の

世
界
へ
抜
け
出
る
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル

と
い
え
よ
う
。

　

地
下
道
に
入
る
と
、
あ
っ
と
思
わ

ず
目
を
見
張
る
。
両
壁
面
に
な
が
～

い
屏
風
が
連
な
っ
て
い
る
。
題
し
て

「
伊
勢
参
道　

お
か
げ
参
り
・
抜
け

参
り
の
図
」。
京
都
の
三
条
大
橋
か

ら
は
じ
ま
り
、
伊
勢
の
内
宮
ま
で
五

日
間
の
旅
が
描
か
れ
て
い
る
。
街
道

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
姿
の
善
男
善
女
が

所
狭
し
と
描
き
込
ま
れ
て
い
て
、
そ

の
数
は
ざ
っ
と
一
万
人
！ 

原
画
の

長
さ
八
十
㍍
！ 

描
か
れ
て
い
る
の

は
、
お
か
げ
参
り
の
フ
ィ
ー
バ
ー
が

起
き
た
宝
永
年
間
の
参
宮
風
景
だ
。

　

作
者
は
〝
現
代
の
浮
世
絵
師
〟
と

い
わ
れ
た
門
脇
俊
一
さ
ん
（
一
九
一 

三
年
～
二
〇
〇
五
年
）。
門
脇
さ
ん

が
自
分
の
還
暦
記
念
に
描
い
た
と
い

う
大
屏
風
絵
な
の
だ
。

　

壁
に
近
づ
い
て
よ
く
見
る
と
、
屏

風
と
見
え
た
の
は
陶
板
だ
。
美
術
品

を
陶
板
に
焼
き
付
け
る
技
術
で
定
評

の
あ
る
大
塚
オ
ー
ミ
陶
業（
株
）、
近

江
陶
業（
株
）が
担
当
し
て
、
原
画
の

風
情
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
も
の
と
い
う
。（
原
画
は

個
人
蔵
）

　

地
下
通
路
を
整
備
す
る
に
あ
た
り
、

伊
勢
文
化
会
議
所
が
事
業
と
し
て
取

り
組
ん
だ
も
の
だ
。

伊
勢
び
と
は〝
お
か
げ
〟の
つ
く
言
葉
が
大
好
き
だ
。皇こ

う

大た
い

神じ
ん

宮ぐ
う（
内な

い

宮く
う

）の
お
膝
も
と

「
お
は
ら
い
町
」
を
歩
く
と
、そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。お
伊
勢
さ
ん
の
お
か
げ
で
元
気
を

も
ら
い
、
旅
人
た
ち
を
も
て
な
し
て
き
た
町
な
の
だ
。

お

か

げ

お

か

げ

の

町

で

発

見

「
お
か
げ
座
」で

お
か
げ
参
り
体
感

　

伊
勢
市
内
唯
一
の
造
り
酒
屋
・
伊

勢
萬
の
「
お
か
げ
さ
ま
」
は
神
宮
の

森
を
流
れ
る
五
十
鈴
川
の
伏
流
水
で

醸
さ
れ
る
フ
ル
ー
テ
ィ
な
清
酒
。
お

か
げ
横
丁
の
入
り
口
左
手
の
内
宮
前

酒
造
場
で
は
、
他
に
お
か
げ
さ
ま
の

梅
酒
や
純
米
焼
酎
も
あ
り
、
店
内
で

は
い
ろ
い
ろ
な
地
酒
を
飲
む
こ
と
が

で
き
る
。

●
伊
勢
萬　
内
宮
前
酒
造
場

i
純
米
焼
酎（
７
２
０
㍉
㍑
）１
３
６�

５
円
、
に
ご
り
梅（
７
２
０
㍉
㍑
）１�

６
４
０
円
、お
か
げ
さ
ま（
１
８
０
０

㍉
㍑
）３
２
８
０
円

w
9
時
30
分
～
17
時
30
分
頃

q
伊
勢
市
宇
治
中
之
切
町
77
─

２

7
０
１
２
０・１
７・７
３
８
１

　

勢
田
川
沿
い
に
あ
る
「
旭
湯
」

は
、〝
汐し

お

湯ゆ

〟
で
評
判
の
純
・
銭
湯
だ
。

館
長
の
酒
徳
覚
三
さ
ん
が
二
見
浦
へ

朝
夕
出
か
け
て
新
し
い
海
水
を
汲
ん

で
き
て
は
沸
か
し
て
い
る
。
二
見
浦

は
昔
か
ら
参
宮
者
が
み
そ
ぎ
を
し
た

清
渚
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
。
癒

さ
れ
る
と
人
気
が
あ
る
。

i
大
人
３
８
０
円
、小
学
生
１
５
０

円
、
乳
幼
児
７
０
円

w
12
時
～
24
時
30
分

e
不
定
休（
毎
月
1
、
2
回
）

q
伊
勢
市
神
久
１
─

１
─

16（
P
有
り
）

☎
０
５
９
６・２
５
・１
１
２
６

　

御
饌
丼
と
は
神
様
の
お
食
事
に
ち

な
み
〝
大
切
な
食
べ
物
の
丼
〟
と

い
う
意
味
。
市
内
各
地
の
飲
食
店
で

伊
勢
志
摩
の
食
材
に
こ
だ
わ
っ
た
各

店
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
御
饌
丼
」
が
あ

る
。（
現
在
21
店
舗
）「
い
ち
し
」
で
は
、

鳥
羽
産
大
あ
さ
り
の
上
に
、
伊
勢
で

し
か
育
た
な
い
朝
熊
小
菜
（
季
節
限

定
）の
漬
物
を
の
せ
た
「
大
あ
さ
り

の
お
か
げ
丼
」（
９
５
０
円
）が
好
評
。

白
だ
し
の
あ
ん
が
か
か
っ
て
上
品
な

味
わ
い
。

●
麺
レ
ス
ト
い
ち
し

w
11
時
～
15
時
、
17
時
～
20
時

e
木
曜

q
伊
勢
市
一
志
町
９
─

３（
P
有
り
）

☎
０
５
９
６・２
４・０
８
０
９

●
御
饌
丼
の
問
合
せ
は
―
―

伊
勢
観
光
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

http://w
w
w
.isekanko.jp/

屏
風
絵
い
ろ
ど
る
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル

「
内
宮
お
か
げ
参
道
」

●
お
か
げ
座（
お
か
げ
横
丁
内
）

観
覧
所
要
時
間　

約
30
分

i
大
人
３
０
０
円
・
小
人
１
０
０
円

w
10
時
～
17
時（
季
節
に
よ
っ
て
変
動
あ
り
）

☎
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
４
４

伊
勢
慶
酒

「
お
か
げ
さ
ま
」

汐
湯 

お
か
げ
風
呂
舘

旭
湯

外
宮
前
名
物〝
御み

饌け

丼
〟

大
あ
さ
り
の
お
か
げ
丼

伊
勢
の

〝
お
か
げ
〟づ
く
し

お
か
げ
横
丁
、

も
う
す
ぐ
二は

十た

歳ち



お
か
げ
の
国
へ

よ
う
こ
そ
！

伊
勢
・
鳥
羽
・
志
摩
―
―
「
お
か
げ
の
国
」。

川
辺
に
、岬
に
、み
ど
り
の
森
に
、

お
伊
勢
さ
ん
百
二
十
五
社
が
た
た
ず
む
処
。

照
る
日
も
降
る
日
も
、

お
か
げ
参
り
の
旅
び
と
を
迎
え
て
き
た
町
。

悠
久
の
時
が
流
れ
る
「
お
か
げ
の
国
」へ
、よ
う
こ
そ
！

「
お
か
げ
の
国
」
を
め
ぐ
ろ
う

12
回
シ
リ
ー
ズ

「
お
か
げ
の
国
」は
景
勝
の
地

「
お
か
げ
の
国
」は
心
の
ふ
る
さ
と

「
お
か
げ
の
国
」は
景
勝
の
地

五
十
鈴
川
め
ぐ
り

月
読
の
森
か
ら
五
十
鈴
川
沿
い
に
。

五
穀
豊
穣
の
神
々
、神
宮
神
田
を
た
ず
ね
て
―
―

約
12
キ
ロ

ス
タ
ー
ト
＆
ゴ
ー
ル

近
鉄
・
五
十
鈴
川
駅

のそ

一

別宮4社が並ぶ〝つきよみさん〟。

上／伊勢の注連縄、中／倭姫命（和紙人形／
阿部夫美子制作）、下／旅の楽しみ、名物餅。

神宮文庫

四郷小

朝　熊　山

鳥羽松阪線

鹿海神社

貝吹山

伊勢病院

御幸道路

楠部町

古市町

中村町

岩渕町

神田久志本町

一宇田町

神宮神田

朝熊町
伊勢ＩＣ

朝熊ＩＣ

楠部ＩＣ

二
見
鳥
羽
へ

ジャスコ

石碑

五十鈴川 朝熊川

二つ池

橋のたもとを左へ

堤防沿いの細い砂利道

堤防沿いの細い
砂利道

堤防沿いの細い
砂利道

同じ境内に
社がある

石燈籠が立ち並ぶ

ヘアサロン

月読宮前

内宮へ
猿田彦
神社

近鉄鳥
羽線

ＪＲ参
宮線

伊勢二見鳥羽ライン

農道へ下りる

酒店

鹿海

外宮へ

倉田山公園

野球場

中村町
バス停

あさま

鹿海揚水機場

御側橋

墓地

公園の中を行くと
行き止まりになる
ので注意

16倭姫宮

❽大土御祖神社
10国津御祖神社

14朝熊御前神社
13朝熊神社

12鏡宮神社
15加努弥神社

❻宇治山田神社

❶月読宮
❷月読荒御魂宮
❸伊佐奈岐宮
❹伊佐奈弥宮

❼那自賣神社

11葦立弖神社
❾宇治乃奴鬼神社

23

皇學館大学
神宮農業館

神宮美術館

神宮
徴古館

車両通行不可

おとうふカフェ
まめく

横断歩道で渡る 木場跡

0 500m 1km

※ルートは歩いて巡拝することを前提としています。
　車が通行できない道も一部ありますので、ご注意ください。

五十鈴橋

倭姫命御陵

公園

松尾観音寺

大鳥居

堀割橋

興玉の森

スタート
＆
ゴール

いすずがわ

❺葭原神社 国産大豆のスイーツやフードが揃う「おとうふ
カフェまめく」 ☎0596･20･6793
日本最古の厄除け観音「松尾観音寺」
☎0596･22･2722
31万冊余りを収蔵する神宮の図書館「神宮
文庫」 ☎0596･22･2737

A
A

B

B

C

C

歩行者専用

歩道橋

五十鈴川めぐり

6平成22年4月1日発行いせびとニュース

　

春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
は
、
清
流
に

沿
っ
て
歩
く
五
十
鈴
川
コ
ー
ス
が
心
地

よ
い
。
距
離
が
あ
る
の
で
、
一
日
か
け

て
め
ぐ
る
と
し
よ
う
。

　

最
初
に
立
ち
寄
る
の
は
、
別
宮
四
社

の〝
つ
き
よ
み
さ
ん
〟と
よ
ば
れ
る
神
域
。

四
棟
並
ぶ
別
宮
は
壮
観
だ
。（
①
～
④
）

次
に
〝
興お

き

玉た
ま

の
森
〟
と
よ
ば
れ
る
小
高

い
丘
の
上
へ
。
苔
が
美
し
い
宇う

治じ

山よ
う

田だ

神
社（
⑥
）は
水
の
神
を
ま
つ
る
。

　

や
が
て
コ
ー
ス
は
、
五
十
鈴
川
沿
い

に
。
右
手
に
朝あ

さ

熊ま

山
を
見
な
が
ら
す
す

み
、
五
十
鈴
橋
を
渡
る
と
、
大お

お

土つ
ち

御み

祖お
や

神
社（
⑩
）だ
。
神
宮
神し

ん

田で
ん

の
御お

田た

植う
え

初は
じ
め

の
と
き
は
奉
仕
の
青
年
た
ち
が
こ
の
境

内
に
踊
り
こ
む
慣
わ
し
が
あ
る
。

　

あ
と
二
百
㍍
足
を
の
ば
し
て
、
神
の

御ご

料り
ょ
う

米
を
育
て
る
神
宮
神
田
の
風
景
を

眺
め
、
U
タ
ー
ン
し
よ
う
。

　

五
十
鈴
川
と
朝
熊
川
の
合
流
す
る
三

角
州
に
ま
つ
ら
れ
る
鏡か

が
み
の
み
や宮
神
社（
⑫
）は

三
方
を
川
に
囲
ま
れ
、
絶
景
の
中
に
。

　

次
の
朝あ

さ

熊く
ま

神
社（
⑬
）は
内
宮
摂
社
の

第
一
位
。
祭
事
も
別
宮
に
準
じ
て
行
わ

れ
、
三
節
祭
に
は
深
夜
に
宵よ

い
あ

暁か
つ
き

の
儀
が

行
わ
れ
る
。

　

最
後
に
立
ち
寄
る
別
宮
・
倭
姫
宮

（
⑯
）は
、
大
正
十
二
年
に
鎮
座
し
た
最

も
新
し
い
宮
で
、
皇
女
・
倭
姫
命
を
ま

つ
る
。

❶
月
読
宮 

つ
き
よ
み
の
み
や
［
内
宮
別
宮
］

祭
神
は
天
照
大
神
の
弟
神
、
月つ

き

読よ
み
の

尊み
こ
と

。
四
つ

並
ぶ
お
宮
の
向
か
っ
て
右
か
ら
二
番
目
で
、

ま
ず
こ
の
お
宮
を
参
拝
す
る
。
月
の
神
で
も

あ
り
、
水
利
農
業
の
神
と
し
て
信
仰
が
寄
せ

ら
れ
る
。

❷
月
読
荒
御
魂
宮 

　

 

つ
き
よ
み
の
あ
ら
み
た
ま
の
み
や
［
内
宮
別
宮
］

祭
神
は
月
読
尊
荒
御
魂
。

　

お
よ
そ
二
千
年
前
、
伊
勢
神
宮
の
鎮

座
の
始
め
か
ら
歴
史
を
と
も
に
し
て
き

た
、
伊
勢
・
鳥
羽
・
志
摩
。
温
和
な
気

候
と
豊
か
な
海
に
恵
ま
れ
、
景
勝
地
の

多
い
国
立
公
園
と
し
て
も
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
だ
。

　

神
事
に
か
か
せ
な
い
清
め
の
塩
を
は

じ
め
、
三
節
祭
に
そ
な
え
る
御み

饌け

の
ア

ワ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
魚
介
や

日
々
神
様
に
供
え
る
お
食
事
の
お
米
、

野
菜
、果
物
な
ど
、食
材
の
ほ
と
ん
ど
が
、

今
も
こ
の
地
域
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
豊
か
な
地
域
に
、
伊
勢
神
宮
の

皇こ
う

大た
い

神じ
ん

宮ぐ
う（
内な

い

宮く
う

）と
豊と

よ

受う
け

大だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う（
外げ

宮く
う

）を
は
じ
め
と
す
る
百
二
十
五
社
が

鎮
座
し
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
両
正
宮
を
詣
で
た

あ
と
、
ほ
か
の
宮
々
を
め
ぐ
る
〈
摂せ

っ

・

末ま
っ

社し
ゃ

巡
拝
〉
が
人
気
だ
っ
た
と
か
。

「
お
か
げ
の
国
」
め
ぐ
り
で
は
、
道
中

の
風
物
を
楽
し
み
な
が
ら
、川
辺
、海
辺
、

み
ど
り
の
森
に
た
た
ず
む
宮
々
を
た
ず

ね
る
。
こ
こ
は
日
本
人
の
〝
心
の
ふ
る

さ
と
〟。
自
分
を
と
り
ま
く
す
べ
て
に 

感
謝
す
る
〝
お
か
げ
さ
ま
〟
の
気
持
ち

が
涌
い
て
く
る
旅
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
お
か
げ
の
国
」
を
ゆ
け
ば
、
そ
の
山

海
の
美
味
に
あ
や
か
れ
る
の
も
、
よ
そ

で
味
わ
え
な
い
楽
し
み
だ
。

内
宮
・
外
宮
を
中
心
に
神
宮
の
百
二
十 

五
社
が
点
在
す
る
伊
勢
志
摩
エ
リ
ア
を 

〝
お
か
げ
〟を
感
じ
る
土
地
と
し
て
「
お

か
げ
の
国
」
と
呼
ぶ
。「
お
か
げ
の
国
」

を
旅
す
る
人
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
情
報
発

信
す
る
官
民
の
組
織
「
お
か
げ
ま
い
り

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
委
員
会（
事
務
局 

伊
勢

市
役
所
観
光
企
画
課
内
）が
、
か
つ
て

の
お
か
げ
参
り
の
よ
う
な
魅
力
に
富
ん

だ
旅
の
提
案
に
取
り
組
む
。
問
合
せ

０
５
９
６・２
１・５
５
６
５（
同
事
務
局
）

お
か
げ
の
国
と
は

上／興玉の森。下／五十鈴川。

月読宮境内にある樹齢約800年の大楠。



磯部
トンネル

しまあかさき

なかのごう
いけのうら

崎山岬

二見
へ

上之郷駅へ

常安寺

賀多神社

日和山

とば

御木本
真珠島

城山

市民の森公園

パールロード
国崎（海士
潜女神社）へ

ハロー

金胎寺
樋ノ山 昔ながらの

商店街を
通るコース

金刀比羅宮

Ｊ
Ｒ
参
宮
線

▲

▲

▲

坂　手　島

安楽島町

鳥羽ビジター
センター

❶赤崎神社

鳥羽水族館

踏切注意

加
茂
川

恵
利
原天

の
岩
戸
へ

お
う
む
岩

穴川

下
之
郷

❷伊雑宮❸佐美長
　神社

上之郷
中六

磯部の御料田

伊勢道路

農道

銀行迫間

しまいそべ
167

167

42

山田川

❹～❼佐美長
　　　御前神社四社

かみのごう

近
鉄
志
摩
線

手づくり工房きらり

小浜町

ゴール

スタート

スタート

ゴール

近鉄鳥羽線

0 500m 1km

0 500m 1km

志摩市

鳥羽市

32

※ルートは歩いて巡拝することを
　前提としています。車が通行
　できない道も一部ありますので、
　ご注意ください。

伊雑ノ浦

鳥羽めぐり

志摩めぐり

伊雑宮の門前、風情ある建物
で味わう鰻料理「中六」
☎0599･55･0028

鳥羽のうまい素材を使った創作
ご当地バーガー「とばーがー」
（市内11店舗の飲食店や宿泊
施設で販売中）
u鳥羽市観光課　
☎0599-25-1157
鳥羽に育つ永遠に香る木・倭
橘のオリジナル品が豊富
「手づくり工房きらり」
☎0599･25･1372　

A

A

B
B

伊
勢
志
摩

ス
カ
イ
ラ
イ
ン

鳥
羽
・
志
摩
め
ぐ
り

海
の
幸
豊
か
な
御
贄
地
を
め
ぐ
り
、

内
宮
の
遥
宮
へ

鳥
羽
約
２・６
キ
ロ

志
摩
約
２・２
キ
ロ

ス
タ
ー
ト

近
鉄
・
Ｊ
Ｒ
鳥
羽
駅

ゴ
ー
ル

近
鉄
・
志
摩
磯
部
駅

のそ

二
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❸
伊
佐
奈
岐
宮 

い
ざ
な
ぎ
の
み
や［
内
宮
別
宮
］

祭
神
は
天
照
大
神
の
父
・
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
尊
。

❹
伊
佐
奈
弥
宮 

い
ざ
な
み
の
み
や
［
内
宮
別
宮
］ 

祭
神
は
天
照
大
神
の
母
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
尊
。

❺
葭
原
神
社 
あ
し
は
ら
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
末
社
］

祭
神
は
田
畑
を
守
護
す
る
三
柱
の
神
。
そ
の

昔
、
こ
の
辺
り
が
五
十
鈴
川
の
葭（
葦
）原
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

❻
宇
治
山
田
神
社 

　

 

う
じ
よ
う
だ
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
摂
社
］

❼
那
自
賣
神
社 

な
じ
め
じ
ん
じ
ゃ［
内
宮
末
社
］

五
十
鈴
川
の
川
水
の
守
り
神
。 

祭
神
は
大お

お

水み
な

上か
み
の

神か
み

の
子
、 

山
田
姫
命
。
倭
姫
命
の
定
め

た
末
社
の
那
自
賣
神
社
が
同
座
。

❽
国
津
御
祖
神
社 

　

 

く
に
つ
み
お
や
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
摂
社
］

❾
葦
立
弖
神
社 

あ
し
だ
て
じ
ん
じ
ゃ［
内
宮
末
社
］

祭
神
は
国く

生な
り
の
神
の
子
、 

宇
治
比
売
命
・
田

村
比
売
命
。 

国
津
御
祖
神
は
、 

楠
部
の
里
を

守
護
す
る
国
の
神
様
の
こ
と
。
末
社
の
葦
立

弖
神
社
が
同
座
。

❿
大
土
御
祖
神
社 

　

 

お
お
つ
ち
み
お
や
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
摂
社
］

⓫
宇
治
乃
奴
鬼
神
社 

　

 

う
じ
の
ぬ
き
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
末
社
］

国
生
神
の
子
・
大お

お

国く
に

玉た
ま
の

命み
こ
と

、
水み

ず

佐さ

さ々

良ら

比ひ

古こ
の

命み
こ
と

、
水み

ず

佐さ

さ々

良ら

比ひ

売め
の

命み
こ
と

の
三
柱
を
ま
つ
る
。 

楠
部
の
里
の
守
り
神
と
し
て
、
里
を
生
ん
だ

神
と
、
農
耕
を
助
け
る
水
の
神
を
ま
つ
る
。

末
社
の
宇
治
乃
奴
鬼
神
社
が
同
座
。 

祭
神

は
大
水
上
神
の
御
子
、
高
水
上
命
。
奴
鬼
と

は
、 

新
し
く
開
墾
し
た
田
野
の
こ
と
で
、
宇

治
楠
部
の
新
田
潅
漑
の
守
護
神
と
し
て
ま
つ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⓬
鏡
宮
神
社 

　

 

か
が
み
の
み
や
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
末
社
］

右
手
奥（
東
北
）に
大
き
な
岩
が
あ
り
、
こ
の

岩
の
上
に
、
二
面
の
神
鏡
が
ま
つ
ら
れ
て
い

た
と
伝
え
ら
れ
る
。
社
殿
背
後
の
五
十
鈴
川

の
川
中
に
、 

虎
石
、
潮し

お

干ほ
し

石
と
呼
ば
れ
る
奇

岩
が
あ
る
。 

祭
神
は
朝
熊
神
社
の
御
前
神
で
、

神
鏡
を
鎮
祭
す
る
。

⓭
朝
熊
神
社 

あ
さ
く
ま
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
摂
社
］

⓮
朝
熊
御
前
神
社 

　

 

あ
さ
く
ま
み
ま
え
じ
ん
じ
ゃ
［
内
宮
摂
社
］

内
宮
第
一
の
摂
社
。 

祭
神
は
、 

大
歳
神
、
苔

虫
神
、
朝
熊
水
神
の
三
柱
で
、 

い
ず
れ
も
朝

熊
平
野
の
田
圃
を
守
る
五
穀
の
神
、
水
の
神
。

⓯
加
努
弥
神
社 

か
ぬ
み
じ
ん
じ
ゃ［
内
宮
末
社
］

加
努
弥
と
い
う
社
名
は
、
地
名
の
鹿か

の

海み

の
こ

と
で
、
か
つ
て
は
五
十
鈴
川
の
河
口
を
遡

っ
て
海
の
潮
の
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
示
す
名

だ
。 

石
壇
の
み
を
築
き
、
石
神
一
体
を
祀

る
形
式
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
。
祭
神
は

五
穀
の
守
護
神
。

⓰
倭
姫
宮 
や
ま
と
ひ
め
の
み
や
［
内
宮
別
宮
］

祭
神
は
、
天
照
大
神
の
御み

杖つ
え

代し
ろ

と
な
っ
て
大

和
か
ら
伊
勢
に
巡
幸
し
た
垂
仁
天
皇
の
皇
女
。

神し
ん

饌せ
ん
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
摂
末
社
を
定
め

る
な
ど
偉
大
な
功
績
の
あ
っ
た
こ
と
を
讃
え
、

大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）十
一
月
五
日
、
別

宮
と
な
っ
た
。

　

伊
勢
神
宮
の
御み

贄に
え

地ど
こ
ろ

の
あ
る
鳥
羽
、

神
宮
神
田
の
あ
る
伊
雑
宮
―
―
離
れ
た

両
地
区
を
一
度
に
め
ぐ
る
こ
の
コ
ー
ス

は
、
車
か
、
徒
歩
と
電
車
を
組
み
合
わ

せ
る
の
が
便
利
だ
。

　

鳥
羽
の
駅
前
に
立
つ
と
、
目
の
前
に

み
ど
り
の
島
々
を
浮
か
べ
た
海
が
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
。
海
岸
沿
い
に
東
へ
す
す

み
、
御み

木き

本も
と

真
珠
島
、
鳥
羽
水
族
館
の

前
を
通
過
し
て
、
加
茂
川
の
河
口
に
ま

つ
ら
れ
た
赤
崎
神
社（
①
）へ（
昔
な
が

ら
の
商
店
街
を
通
る
コ
ー
ス
も
あ
る
）。

　

車
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
パ
ー
ル
ロ
ー

ド
経
由
で
国く

崎ざ
き

へ
。
神
宮
御
料
鰒
調
製

所
、
海
士
潜
女
神
社
に
立
ち
寄
っ
て
み

よ
う
。
電
車
な
ら
、
近
鉄
・
志
摩
赤
崎

駅
か
ら
乗
車
、
上か

み

之の

郷ご
う

駅
へ
。

　

上
之
郷
駅
で
降
り
る
と
、
す
ぐ
目
の

前
に
見
え
る
こ
ん
も
り
と
し
た
森
が
伊

雑
宮（
②
）だ
。
毎
年
六
月
に
は
御
田
植

式（
国
無
形
文
化
財
）で
に
ぎ
わ
う
。

　

最
後
に
、日
本
の
稲
の
発
祥
地
と
の
伝

説
も
あ
る
佐
美
長
神
社（
③
）を
訪
ね
る
。
よ
ば
れ
る
。

●
海
士
潜
女
神
社 

あ
ま
か
ず
き
め
じ
ん
じ
ゃ

倭
姫
命
に
ア
ワ
ビ
を
献
上
し
た
と
い
わ
れ
る

伝
説
の
海
女
、
お
弁
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

年
の
初
め
の
漁
の
前
に
、
海
女
は
必
ず
こ
こ

を
訪
れ
一
年
の
無
事
と
大
漁
を
祈
願
す
る
。

め
ま
い
除
け
に
と
訪
れ
る
人
も
後
を
絶
た
な

い
。

●
神
宮
御
料
鰒
調
製
所

　

  

じ
ん
ぐ
う
ご
り
ょ
う
あ
わ
び
ち
ょ
う
せ
い
し
ょ

国
崎
で
は
、
倭
姫
命
が
訪
れ
た
神
代
の
時
代

か
ら
、「
熨の

斗し

鰒あ
わ
び

」
を
伊
勢
神
宮
へ
奉
納
す

る
伝
統
が
二
千
年
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
神

宮
の
神
饌
の
な
か
で
も
大
切
な
御
料
と
さ
れ

る
ア
ワ
ビ
は
、
生
の
ま
ま
で
も
供
え
ら
れ
る

が
、
神
宮
三
節
祭
（
六
月
・
十
二
月
の
月
次

祭
と
神
嘗
祭
）に
は
、
地
元
の
古
老
の
奉
仕

に
よ
り
乾
燥
し
た
身み

取と
り

鰒あ
わ
び

・
玉た

ま

貫ぬ
き

鰒あ
わ
び

と
し
て

調
製
さ
れ
お
供
え
さ
れ
る
。

　

こ
の
調
製
所
の
あ
る
鎧よ

ろ
い

崎ざ
き
の
先
端
に
、
倭

姫
命
巡
幸
記
念
碑
が
建
つ
。
太
平
洋
の
怒
濤

を
一
望
す
る
絶
景
の
地
だ
。

❷
伊
雑
宮 

い
ざ
わ
の
み
や
［
内
宮
別
宮
］

磯
部
の
大
神
宮
さ
ん
と
呼
ば
れ
、
志
摩
一
円

の
漁
業
関
係
者
の
信
仰
が
篤
く
、
特
に
漁
師

や
海
女
さ
ん
は「
磯
守（
海
幸
木
守
）」を
受
け
、

身
に
つ
け
て
海
に
入
る
の
が
風
習
と
な
っ
て

い
る
。
祭
神
は
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

御の
み

魂た
ま
で
、
古
く

か
ら
内
宮
の
遙と

お
の

宮み
や
と
称
さ
れ
尊
ば
れ
て
い
る
。

❸
佐
美
長
神
社 

　

 

さ
み
な
が
じ
ん
じ
ゃ
［
伊
雑
宮
所
管
社
］

❹
佐
美
長
御
前
神
社
四
社

　

  

さ
み
な
が
み
ま
え
じ
ん
じ
ゃ
［
伊
雑
宮
所
管
社
］

古
く
か
ら
大
歳
社
と
も
穂ほ

落お
と
し
の

社や
し
ろ

と
も
い
わ
れ
、

五
穀
豊
穣
の
神
・
大
歳
神
の
伝
説
が
あ
る
。

一
方
で
こ
の
土
地
の
開
拓
神
で
あ
る
伊
佐
波

登
美
神
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
霊
を
境
内
の
御

前
社
に
ま
つ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

❶
赤
崎
神
社 

あ
か
さ
き
じ
ん
じ
ゃ
［
外
宮
末
社
］

祭
神
の
荒あ

ら

崎さ
き

姫ひ
め
の

命み
こ
と

は
、
鳥
羽
湾
の
海
辺
か
ら

豊
受
大
神
宮
に
奉
る
御
贄
の
守
り
神
。「
赤

崎
さ
ん
」
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
、
六

月
二
十
二
日
の
例
祭
は
「
ゆ
か
た
祭
」
と
も

お伊勢さん

正宮（しょうぐう）	 2社

別宮（べつぐう）	 14社

摂社（せっしゃ）	 43社

末社（まっしゃ）	 24社

所管社（しょかんしゃ）	 42社

天照大神をまつる皇大神宮（内

宮）と、豊受大神をまつる豊受

大神宮（外宮）。

正宮の｢わけみや｣の意味をもち、

正宮と関わりの深い神をまつる

格の高いお宮。式年遷宮も正宮

に続いて行われる。皇大神宮に

10宮、豊受大神宮に4宮の別宮

がある。

927年の『延
えん

喜
ぎ

式
しき

神
じん

名
みょう

帳
ちょう

』に所

載されている神社。皇大神宮に

27社、豊受大神宮に16社の摂

社がある。

804年の『延
えん

暦
りゃく

儀
ぎ

式
しき

帳
ちょう

』に記載

されている神社。皇大神宮に

16社、豊受大神宮に8社の末社

がある。

正宮や別宮に関わり、水や酒、

米、塩、麻、絹など衣食住をつ

かさどる神々が多くまつられ、

皇大神宮に30社、豊受大神宮

に4社、別宮の瀧原宮に3社、伊

雑宮に5社の所管社がある。

おかげの国
めぐりの必携本！

「おかげの国」めぐりには、『お
伊勢さん125社めぐり』の携
帯をおすすめします。歩いてめ
ぐるのに便利なＭＡＰや、周辺
の休憩処・土産物、伊勢神
宮の知識など、旅に役立つ情
報がもりだくさん。
●三重県内の主要書店、一部
スーパー・観光施設ほかで好評
発売中！�定価1260円
u伊勢文化舎　
☎0596‐23‐5166

125社とは

上／大正時代に鎮座さ
れた倭姫宮。左／苔の
じゅうたんが美しい宇治
山田神社。

上／神宮御料鰒調製所
での「熨斗鰒」づくり。
左／6月22日に行われる
赤崎祭。

内宮の遥宮・伊雑宮。

佐美長御前神社四社。 伊雑宮の御田植式（6月24日）は、日本三大御田植祭のひとつ。
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い

せ

び

と

歳

時

記

伊
勢
志
摩
の
名
産
が
集
ま
る
名
物
市

昔
の〝
お
か
げ
参
り
〞を
舞
台
で
再
現

　

食
と
産
業
の
神
様
・
外
宮
に
ち
な
ん

で
、
伊
勢
地
方
の
地
場
産
品
が
並
ぶ
名

物
市
。
今
回
で
22
回
目
を
迎
え
る
。
約

百
店
舗
に
お
よ
ぶ
屋
台
で
は
、
新
鮮
な

魚
介
、
伊
勢
名
物
の
甘
味
か
ら
伊
勢
う

ど
ん
や
手
こ
ね
寿
司
と
い
っ
た
郷
土
料

理
ま
で
自
慢
の
逸
品
が
ず
ら
り
。
地
元

の
老
舗
か
ら
、
漁
師
や
海
女
な
ど
出
店

者
も
多
彩
だ
。「
良
い
物
が
安
く
手
に
入

る
」
と
、
市
民
や
観
光
客
な
ど
毎
回
た

く
さ
ん
の
人
で
に
ぎ
わ
う
。
春
と
秋
の

年
２
回
開
催
さ
れ
る
。

w
５
月
22
日（
土
）・
23
日（
日
）
10
時
〜
16
時

q
伊
勢
市
駅
前
〜
伊
勢
神
宮
外
宮
周
辺

u
伊
勢
市
観
光
協
会

☎
０
５
９
６
・
２
８
・
３
７
０
５

春
の
伊
勢
楽
市

夏

至

祭

　

か
つ
て
天
皇
に
か
わ
っ
て
伊
勢
神
宮

に
仕
え
た
皇
女
・
斎
王
ゆ
か
り
の
地
（
明

和
町
）
で
行
わ
れ
る
。

　

初
日
は
ス
テ
ー
ジ
上
で
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
が
艶
や
か
な
前
夜
祭
、
２
日
目

は
総
勢
１
５
０
名
が
華
や
か
な
行
列
を

な
す「
斎
王
群
行
」が
見
ど
こ
ろ
。
ほ
か
、

太
鼓
、
斎
王
の
舞
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、

斎
王
市
な
ど
楽
し
み
も
た
く
さ
ん
。

w
６
月
５
日（
土
）
15
時
〜
21
時

　６
月
６
日（
日
）
10
時
〜
15
時

q
斎
宮
歴
史
博
物
館
会
場
・
上
園
芝
生
広
場

u
実
行
委
員
会

　☎
０
５
９
６
・
５
２
・
０
０
５
４

劇
団
伊
勢

　第
58
回
公
演

「
お
か
げ
ま
い
り
道
中
記

　〜
旅
路
の
果
て
に
見
え
た
海
〜
」

今
年
は
60
年
に
一
度
の
お
か
げ
年

　

伊
勢
を
中
心
に
活
動
す
る
市
民
劇
団

の
最
新
公
演
。
毎
回
、
伊
勢
に
ゆ
か
り

の
あ
る
題
材
を
扱
い
、
今
回
は
〝
お
か

げ
参
り
〞
が
テ
ー
マ
だ
。
往
時
の
お
か

げ
参
り
の
も
よ
う
や
、
旅
人
と
そ
れ
を

温
か
く
迎
え
入
れ
た
伊
勢
の
人
々
の
心

の
交
流
を
描
く
。
チ
ケ
ッ
ト
は
、
４
月

下
旬
よ
り
伊
勢
市
観
光
文
化
会
館
ほ
か

で
販
売
。
一
般
前
売
２
０
０
０
円
、
当

日
２
５
０
０
円
。

w
６
月
19
日（
土
）
17
時
30
分
開
場
、
18
時
30
分
開
演

６
月
20
日（
日
）
13
時
開
場
、
14
時
開
演

q
伊
勢
市
観
光
文
化
会
館

　大
ホ
ー
ル

u
劇
団
伊
勢

　☎
０
９
０
・
４
０
８
２
・
５
４
８
０

る
朝
日
を
拝
む
こ
と
が
で
き
る
。

●
神
社
で
は
一
般
へ
の
み
そ
ぎ
の
体
験
参
加
を
呼
び
か

け
て
い
る
。参
加
料
３
０
０
０
円
〜
。
詳
細
は
問
合
せ
を
。

w
６
月
21
日（
月
）
３
時
30
分
〜
祭
典
、終
了
後
み
そ
ぎ

q
二
見
興
玉
神
社

　☎
０
５
９
６
・
４
３
・
２
０
２
０

　

か
つ
て
の
旅
人
の
足
跡
を
辿
り
な
が

ら
、
お
伊
勢
参
り
に
つ
い
て
知
る
企
画

展
。
大
阪
か
ら
伊
勢
を
め
ざ
す
伊
勢
本

街
道
を
中
心
に
三
重
県
内
の
街
道
紹
介
、

奈
良
大
学
の
「
宝
来
講
」、「
内
宮
お
か

げ
参
道
」
に
描
か
れ
た
屏
風
絵
の
に
ぎ

わ
い
な
ど
を
展
示
す
る
。
ま
た
伊
勢
参

り
の
衣
裳
を
つ
け
て
記
念
撮
影
が
で
き

る
コ
ー
ナ
ー
や
「
落
語
で
お
伊
勢
参
り
」

な
ど
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
も
あ
る
。

　

期
間
中
に
は
、
関
連
す
る
講
座
も
お

か
げ
座
で
予
定
さ
れ
て
い
る
。

w
６
月
12
日
（
土
）〜
７
月
19
日（
祝
）
10
時
〜
17
時

q
お
か
げ
横
丁 

名
産
味
の
館
２
階 

大
黒
ホ
ー
ル

u
お
か
げ
横
丁 

総
合
案
内 

☎
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

早
暁
の
二
見
浦
で
心
身
の
よ
み
が
え
り

伊
勢
神
宮
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る

近
鉄
特
急
で
行
く

　

夏
至
の
朝
、
二
見
浦
で
は
夫
婦
岩
の

ま
ん
中
か
ら
太
陽
が
昇
る
。
二
見
興
玉

神
社
で
は
早
朝
よ
り
祭
典
が
あ
り
、
日

の
出
参
拝
と
み
そ
ぎ
行
事
が
行
わ
れ
る
。

当
日
は
、
天
気
が
よ
け
れ
ば
富
士
山
の

シ
ル
エ
ッ
ト
が
見
え
る
こ
と
も
。
な
お

５
〜
７
月
中
は
、
夫
婦
岩
の
間
か
ら
出

　

近
鉄
企
画
に
よ
る
神
宮
に
ゆ
か
り
の

あ
る
伊
勢
志
摩
各
地
を
め
ぐ
る
ツ
ア
ー
。

各
回
、
案
内
人
と
し
て
地
元
の
観
光
ガ

イ
ド
が
同
行
し
、
参
加
者
に
は
も
れ
な

く
地
元
の
名
物
餅
な
ど
の
お
土
産
が
も

ら
え
る
。
有
料（
料
金
は
出
発
駅
に
よ
っ

て
異
な
る
）、
事
前
に
申
込
み
の
こ
と
。

斎
王
ま
つ
り

平
安
時
代
の
王
朝
絵
巻
さ
な
が
ら

●
申
込
み
・
問
合
せ
は
、
主
要
近
鉄
駅
の
営
業
所
へ

u
近
鉄
名
古
屋
駅
営
業
所

☎
０
５
２
・
５
６
１
・
４
９
８
６

〈
全
６
コ
ー
ス
〉

●
４
月
18
日（
日
）・
19
日（
月
）

お
伊
勢
さ
ん
の
お
清
め
処

　二
見
め
ぐ
り

（
御
塩
殿
神
社
、
夫
婦
岩
、
二
見
興
玉
神
社
ほ
か
）

●
５
月
16
日（
日
）・
20
日（
木
）

お
伊
勢
さ
ん
の
お
仕
え
処

　斎
宮
め
ぐ
り

（
斎
宮
歴
史
博
物
館
、い
つ
き
の
み
や
歴
史
体
験
館

ほ
か
）

●
６
月
24
日（
木
）

お
伊
勢
さ
ん
の
お
田
植
え
処

　磯
部
・
鳥
羽
め
ぐ
り

（
伊
雑
宮
で
御
田
植
式
見
学
、赤
崎
神
社
ほ
か
）

●
７
月
11
日（
日
）・
16
日（
金
）

お
伊
勢
さ
ん
の
お
食
べ
処

　外
宮
め
ぐ
り

（
外
宮
、月
夜
見
宮
、
伊
勢
市
立
郷
土
資
料
館
ほ
か
）

●
８
月
24
日（
火
）・
29
日（
日
）

お
伊
勢
さ
ん
の
お
参
り
処

　内
宮
め
ぐ
り

（
内
宮
、
猿
田
彦
神
社
、
お
か
げ
横
丁
ほ
か
）

●
９
月
11
日（
土
）・
16
日（
木
）

お
伊
勢
さ
ん
の
お
遊
び
処

　五
十
鈴
川
め
ぐ
り

（
月
読
宮
、神
宮
徴
古
館
・
農
業
館
、
伊
勢
古
市
参

宮
街
道
ほ
か
）

お
ま
つ
り

　
　
行
事

神
宮
の

19
日（
月
）

つ
き

よ

み
の
み
や

月
夜
見
宮

　春
季
大
祭

q
伊
勢
市
、
月
夜
見
宮

月
夜
見
宮
奉
賛
会
に
よ
る
神
恩

感
謝
の
大
祭
。

28
日（
水
）〜
30
日（
金
）

　
　
　
　
　か
ぐ
ら  

さ
い

春
の
神
楽
祭

q
内
宮 

神
苑
の
特
設
舞
台
に
て
神
宮
舞

楽
を
公
開
。（
１
面
参
照
）

神
宮
茶
室
の
公
開 

q
内
宮

神
楽
祭
に
合
わ
せ
庭
上
か
ら
一

般
公
開
さ
れ
る
。（
雨
天
中
止
）

 

５
日（
祝
）

児
童
福
祉
祭

　

子
供
の
日
の
神
楽

q
内
宮

成
長
と
将
来
の
幸
福
を
祈
る
神

楽
を
奉
奏
し
、
和
紙
の
鯉
の
ぼ

り
が
授
与
さ
れ
る
。

５
日（
祝
）

や
ま
と
ひ
め
の

み
や

倭
姫
宮 

春
の
例
大
祭

q
伊
勢
市
、
倭
姫
宮

奉
賛
会
に
よ
る
大
祭
。
甘
酒
の

ふ
る
ま
い
や
野
点
も
あ
る
。

５
月
上
旬

し
ん
で
ん

お

　た

う
え
は
じ
め

神
田
御
田
植
初

q
伊
勢
神
宮
神
田

お
田
植
え
神
事
。
三
重
県
の
無

形
文
化
財
。

14
日（
金
）

か
ざ
ひ
の

み

さ
い

風
日
祈
祭

q
神
宮
（
風
日
祈
宮
ほ
か
）

風
雨
の
害
な
く
、
五
穀
が
豊
か

に
実
る
よ
う
祈
る
。 

か
ん

み

　そ

さ
い

神
御
衣
祭

q
内
宮
・
荒
祭
宮

夏
の
御
料〈
和
妙（
絹
布
）と
荒

妙
（
麻
布
）〉が
供
え
ら
れ
る
。

５
月
下
旬
〜
６
月
上
旬

サ
ツ
キ
と
盆
栽
の

奉
納
展
示

q
内
宮
神
苑

国
華
会
員
に
よ
る
献
花
。

１
日
（
火
）

　み

さ
か
ど
の
さ
い

御
酒
殿
祭

q
御
酒
殿
神
（
内
宮
）

月
次
祭
の
御
料
酒
が
う
る
わ
し

く
醸
造
さ
れ
る
よ
う
祈
る
。 

４
日（
金
）〜
28
日（
月
）

花
菖
蒲
の
献
花

q
内
宮
神
苑

肥
後
菖
蒲
・
江
戸
菖
蒲
・
伊
勢

菖
蒲
な
ど
約
百
数
十
鉢
が
国
華

会
員
に
よ
り
献
花
さ
れ
る
。

15
日
（
火
）〜
25
日（
金
）

つ
き
な
み
さ
い

月
次
祭

q
神
宮
（
外
宮
・
内
宮
ほ
か
）

６
月
と
12
月
に
行
う
皇
室
と
国

民
の
栄
え
を
祈
る
大
祭
。

24
日（
木
）

い
ざ
わ
の
み
や

伊
雑
宮
御
田
植
式

q
志
摩
市
、
伊
雑
宮

日
本
三
大
御
田
植
祭
の
ひ
と
つ
。

問
合
せ
は
│
│

神
宮
司
庁

　広
報
課

a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

４
月

５
月

６
月

薫
風
の
中
、神
田
で
は
古
式
ゆ
か
し
く
御
田
植
初―

―

。

春～初夏　まつり＆花

桜 3月下旬～4月上旬
q伊勢市内各所（宮川ラブリバー
公園・音無山・五十鈴川ほか）
●サクラの咲く期間中は、各所で
イベントを開催。4/1～11は春祭
り（宮川堤公園）など

つつじ 4月下旬～5月上旬
q伊勢市、松尾観音寺・朝熊山
上公苑
●5/2～16は朝熊山つつじ祭
（朝熊山上公苑）を開催。

藤 4月下旬～5月10日頃まで
q伊勢市、太江寺
●期間中は藤まつりを開催。

ばら 5月中旬 
q伊勢市、神宮ばら園

花菖蒲 5月下旬～6月中旬
q伊勢市、伊勢神宮外宮勾玉
池・二見しょうぶロマンの森

水蓮 6月下旬～8月下旬
q伊勢市、金剛證寺

4月 4日（日）

神宮奉納大相撲
q伊勢市、内宮神苑・神宮相撲場

（神宮会館）

u伊勢神宮崇敬会

☎0596-22-0001
4月 10日（土）・11日（日）

鳥羽春まつり
q鳥羽市、大山祇神社・賀多神社

u鳥羽市観光課

☎0599-25-1157

4月5月 4月29日（祝）～5月5日（祝）
端午の節句
q伊勢市、おかげ横丁

☎0596-23-8838

5月 5日（祝）

御田祭 
q伊勢市、猿田彦神社

☎0596-22-2554

夫婦岩大注連縄張神事
q伊勢市、二見興玉神社

☎0596-43-2020
5月 7日（金）

石神さん春祭り
q鳥羽市、神明神社

u相差町内会事務所

☎0599-21-6660
5月 21日（金）

藻刈神事
q伊勢市、二見興玉神社

☎0596-43-2020

6月 1日～7月4日（日）
（1・6・3・8のつく日と土曜に
開催）

高柳の夜店
q伊勢市、高柳商店街 

u高柳商店街事務所

☎0596-28-1101

6月 4日（金）～6日（日）

夏まちまつり
q伊勢市、おかげ横丁

☎0596-23-8838
6月 22日（火）

赤崎祭
q鳥羽市、赤崎神社

u鳥羽市観光課

☎0599-25-1157
6月 27日（日）～29日（火）

朝熊山開山忌
q伊勢市、金剛證寺

☎0596-22-1710

伊
勢
周辺
の催事

さ
い

　
　お
う

写
真
展
「
日
本
人
の
こ
こ
ろ
」

　
　
　
　
　
〜
神
宮
の
森
〜

街
道
か
ら
知
る
伊
勢
参
宮

「
平
成
の
お
か
げ
参
り
展
」

神
宮
の
森
に
包
ま
れ
る
写
真
展

　

第
62
回
式
年
遷
宮
を
迎
え
る
神
宮
の

森
の
知
ら
れ
ざ
る
自
然
の
美
し
さ
・
奥

深
さ
に
迫
る
写
真
展
。「
赤
福
」が
企
画

し
、〝
神
宮
の
森
の
四
季
〞や〝
森
と
人

と
の
関
わ
り
〞
な
ど
を
テ
ー
マ
に
、
写

真
家
・
森
武
史
氏
が
数
年
に
わ
た
り
撮

影
し
た
約
30
点
の
作
品
を
展
示
。
随
時

入
れ
替
え
が
あ
り
、
何
度
も
足
を
運
び

た
い
写
真
展
だ
。
入
場
無
料
。

●
常
設
（
平
成
26
年
春
頃
ま
で
）

　随
時
、写
真
は
入
れ
替
え
予
定

w
９
時
〜
17
時
（
最
終
入
場
は
16
時
30
分
ま
で
）

q
五
十
鈴
蔵
（
お
は
ら
い
町
通
り
、赤
福
本
店
横
）

u（
株
）赤
福

　☎
０
５
９
６
・
２
２
・
２
１
５
４

ふ
た
み
お
き
た
ま

げ
く
う

花だより

■
発
行
に
あ
た
っ
て

　
伊
勢
が
最
も
美
し
く
輝
く
季
節
の
到

来
で
す
。
い
よ
い
よ
、
ご
遷
宮
ま
で
あ

と
三
年
半
と
な
り
ま
し
た
。
神
宮
の
内

外
で
は
静
か
に
、
熱
く
遷
宮
の
準
備
が

進
行
中
で
す
。

　
進
行
の
模
様
と
伊
勢
の〝
今
〟を
全
国

か
ら
訪
れ
る
人
た
ち
に
伝
え
た
い
─
─
。

そ
ん
な
思
い
で
こ
の
度
「
い
せ
び
と
ニ

ュ
ー
ス
」
を
発
刊
し
ま
し
た
。
春
と
年

末
の
二
回
発
行
の
予
定
で
す
。
皆
さ
ま

の
旅
の
ご
案
内
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
発
行
人
代
表
　
中
村
　
賢
一

（
伊
勢
文
化
舎
代
表
）

発　
　

行　

伊
勢
文
化
舎

　
　
　
　
　

伊
勢
市
観
光
協
会

　
　
　
　
　

お
か
げ
ま
い
り
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
委
員
会

発
行
日　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

企
画
・
編
集　

伊
勢
文
化
舎

　
　
　
　
　

〒
５
１
６
─

０
０
１
６　

　
　
　
　
　
三
重
県
伊
勢
市
神
田
久
志
本
町
１
４
７
４
─
３

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ（
０
５
９
６
）２
３
・
５
１
６
６

　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
０
５
９
６
）２
３
・
５
２
４
１

　
　
　
　
　

E-m
ail  otayori@

isebito.com

伊勢市楽市のにぎわい。

神宮ばら園

風日祈祭

神田御田植初　


