
休
憩
所
や
奉
納
舞
台
も

外
宮
・
ま
が
た
ま
池
畔

「
せ
ん
ぐ
う
館
」開
く

式
年
遷
宮
記
念
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緑
萌
え
る
池
畔
に

「
せ
ん
ぐ
う
館
」の
扉
が
開
い
た
。

起
源
よ
り
千
三
百
余
年
、

懸
命
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、何
か
。

次
世
代
へ
伝
え
て
い
く
も
の
は
─
─

日
本
の
未
来
へ

想
い
を
馳
せ
て
み
よ
う
。

1 平成24年4月29日発行

　

春
ら
ん
ま
ん
の
外げ

宮く
う

・
ま
が
た
ま
池

の
ほ
と
り
に
、「
せ
ん
ぐ
う
館
」
が
四

月
七
日
オ
ー
プ
ン
し
た
。

　

朱
の
欄
干
を
め
ぐ
ら
し
た
水
上
の
奉

納
舞
台
、
眺
め
良
い
休
憩
所
、
そ
れ
に

大
屋
根
の
「
せ
ん
ぐ
う
館
」
が
水
面
に

影
を
映
し
て
い
る
。

　

千
三
百
余
年
に
わ
た
り
二
十
年
に
一

度
繰
り
返
し
て
き
た
式
年
遷
宮
。
神
宮

の
も
っ
と
も
重
要
な
神
事
で
あ
る
だ
け

に
、
そ
の
詳
細
は
秘
さ
れ
て
き
た
歴
史

が
あ
る
。

「
せ
ん
ぐ
う
館
」
は
、
こ
れ
ま
で
一
般

に
は
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

御
装
束
神
宝
の
製
作
工
程
を
一
部
公
開

す
る
と
い
う
画
期
的
な
展
示
企
画
の
資

料
館
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
筆
頭
は
、
外
宮
・
正
殿
の
側
面

を
原
寸
そ
の
ま
ま
に
建
て
上
げ
た
神
明

造
の
〝
御
正
殿
〟
だ
。

　

数
多
あ
る
社
殿
の
な
か
で
、
も
っ
と

も
尊
い
正
殿
を
間
近
か
ら
じ
っ
く
り
と

眺
め
る
機
会
な
ど
、
一
般
の
参
拝
者
に

は
生
涯
あ
り
う
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

代
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越

え
て
、
遷
宮
が
伝
え
て
き
た
も
の
は
、

何
か
。
未
来
へ
、
ど
う
伝
え
れ
ば
よ
い

の
か
。
ふ
と
、日
本
人
と
は
、日
本
と
は
、

を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
た
心
地
に
な
る
。

　

一
方
、
新
た
な
休
憩
所（
無
料
）は
、

ま
が
た
ま
池
側
に
あ
り
、
飛
来
す
る
水

鳥
や
池
畔
の
緑
も
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
め

る
。

　

水
上
舞
台
も
再
建
さ
れ
た
。
こ
と
し

の
観
月
会
が
楽
し
み
だ
。

「せんぐう館」開館の日、水上の舞台で舞楽や木遣りが奉納された。　撮影／阪本博文

●
主
な
内
容

２
・
３
面	

特
集
「
せ
ん
ぐ
う
館
」
開
く
”

４
・
５
面	

遷
宮
へ
の
道（
六
）

	

　
立
柱
祭
、
上
棟
祭

６
面	

遷
宮
入
門
（
そ
の
四
）

７
面	

お
か
げ
の
国
を
め
ぐ
ろ
う
（
十
）

８
面	

い
せ
び
と
歳
時
記
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貫
く
テ
ーマ
は

〝
伝
え
る
〞

〝
御
扉
〟に
迎
え
ら
れ
て

「
せ
ん
ぐ
う
館
」
に
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
堅
苦
し
さ
と
は
無
縁
の
明
る
さ
が

漂
う
。
周
囲
の
環
境
に
配
慮
し
た
地
上

一
階
、
地
下
一
階
建
で
、
太
陽
光
発
電

の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
導
入
し
、

全
館
バ
リ
ア
フ
リ
ー
だ
。

　

館
内
に
入
り
、
ま
ず
目
を
奪
わ
れ
る

の
は
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
・
ロ
ビ
ー
正
面

の
〝
御み

扉と
び
ら

〟
だ
。
昭
和
二
十
八
年
式
年

遷
宮
で
調
製
さ
れ
た
外
宮
正
殿
の
扉
で
、

次
の
式
年
遷
宮
で
撤
下
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

ヒ
ノ
キ
の
分
厚
い
一
枚
板
の
素し

ら

木き

づ

く
り
に
、
飾
り
金
具
が
輝
き
を
添
え
、

六
十
年
の
歳
月
を
経
て
い
っ
そ
う
風
格

を
深
め
た
か
に
見
え
る
。

　

四
重
の
御み

垣か
き

内う
ち

に
あ
る
正
殿
の
扉
な

の
で
、
参
拝
者
に
は
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

「
木
の
文
化
」
を
担
っ
て
き
た
神
宮
の

造
営
。
正
殿
の
御
扉
は
、
そ
の
象
徴
の

一
つ
と
い
え
よ
う
。　

匠
の〝
技
〟継
承
の
た
め
に

　

次
の
「
遷
宮
シ
ア
タ
ー
」
室
で
は
、

神
宮
の
日
々
の
営
み
と
祭
典
・
行
事
が

美
し
い
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
映
像
と
音
響
で

語
ら
れ
る
。
自
然
と
調
和
し
な
が
ら
暮

ら
し
て
き
た
日
本
人
の
心
の
拠
り
所
を

見
る
よ
う
だ
。

「
瑞
穂
の
国
」「
遷
宮
絵
巻
」
な
ど
の

壁
面
展
示
を
見
な
が
ら
、
次
の
展
示
室

「
永
遠
の
匠
た
ち
」
へ
。

　

遷
宮
の
度
に
新
し
く
調
製
さ
れ
る
御

装
束
神
宝
は
、
七
一
四
種
一
五
七
六
点
。

当
代
随
一
と
さ
れ
る
伝
統
工
芸
の
匠
た

ち
に
そ
の
調
製
が
託
さ
れ
る
。
そ
の
仕

事
ぶ
り
も
、
公
開
は
限
ら
れ
て
き
た
。

　

今
回
、
公
開
展
示
さ
れ
た
轆ろ

く

轤ろ

筥は
こ

の

漆
塗
の
妙
技
は
、
思
わ
ず
目
を
見
張
る
。

　

ま
た
、
華
麗
な
玉た

ま

纏ま
き
の

御お
ん

太た

刀ち

も
、
細

や
か
な
多
数
の
構
成
品
の
全
て
が
整
然

と
並
ぶ
。

　

レ
プ
リ
カ
で
は
な
く
、
い
わ
ば
手
本

と
し
て
伝
統
技
術
の
継
承
の
た
め
に
御

装
束
神
宝
を
手
掛
け
た
匠
た
ち
に
よ
り

製
作
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。

御
垣
内
の〝
正
殿
〟が
目
前
に

　

最
後
の
展
示
室
は
、
地
下
一
階
か
ら

吹
き
抜
け
と
な
っ
て
い
る
。
遷
宮
の

社
殿
造
営
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
部
屋

で
、
宮
大
工
の
Ｏ
Ｂ
が
作
っ
た
精
巧
な

外
宮
社
殿
配
置
の
模
型
（
縮
尺
二
十
分

の
一
）が
あ
り
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
大

工
道
具
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
遷
宮
で
最
も
重
要
な
祭
儀
で

あ
る
「
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
儀
」
を
実
感
で
き
る
渡と

御ぎ
ょ

御ぎ
ょ

列れ
つ（

縮
尺
六
分
の
一
）も
興
味
深
い
。

リ
ア
ル
な
音
響
が
伴
い
、
新に

い

宮み
や

へ
大
御

神
を
お
遷
し
申
し
上
げ
る
御
列
の
玉
砂

利
を
踏
む
浅
沓
の
音
が
遠
ざ
か
る
と
、

「
カ
ケ
コ
ー
、カ
ケ
コ
ー
、カ
ケ
コ
ー
！
」

と
鶏け

い

鳴め
い

三さ
ん

声せ
い

、
御
扉
を
開
け
る
合
図
が

暗
闇
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。

　

見
上
げ
る
と
、
吹
き
抜
け
の
大
空
間

を
占
め
る
の
は
、
原
寸
大
の
外
宮
正
殿
。

東
側
か
ら
見
た
姿
で
、
正
殿
全
体
の
約

四
分
の
一
を
再
現
し
た
も
の
だ
。

　

ふ
っ
さ
り
と
萱
を
載
せ
る
大
屋
根
、

天
を
さ
す
千ち

木ぎ

、
す
っ
く
と
立
つ
棟
持

柱
。
こ
れ
が
、
神
明
造
な
の
だ
と
、
し

ば
し
息
を
の
む
─
─
。
伊
勢
神
宮
の
数

多
あ
る
神
殿
の
な
か
で
最
も
尊
ば
れ
る

う
ち
の
一
柱
の
豊
受
大
神
を
ま
つ
る
正

殿
で
あ
る
。

「
せ
ん
ぐ
う
館
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
様

子
が
公
開
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
か
─
─
。

　

千
三
百
余
年
の
昔
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
試
練
に
耐
え
て
懸
命
に
伝
え
ら
れ
て

き
た
式
年
遷
宮
。
こ
れ
は
、
日
本
の
次

世
代
へ
、
未
来
へ
永
遠
に
伝
え
ら
れ
る

べ
き
も
の
、
と
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「せんぐう館」の鋳物で葺かれた大屋根は、昔からあっ
たかのように外宮の緑に溶け込んでいる。

水上の奉納舞台では、開館を祝し木遣りや舞楽が
奉納された。

休憩所横からの「せんぐう館」入口。

高さ１２メートルの原寸大で再現された「外宮正殿」。

エントランスの展示「御扉」。竣工式の日に。

緑豊かな「せんぐう館」へのアプローチ。

せ
ん
ぐ
う
館

開
く

特
集

「
せ
ん
ぐ
う
館
」の
展
示
は
、驚
き
に
満
ち
て
い
る
。

公
開
不
可
と
さ
れ
た
も
の
が
、目
の
前
に
あ
る
。

神か
み

垣が
き

の
奥
に
あ
る〝
外
宮
正
殿
〟

御お
ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

の〝
太た

刀ち

〟〝
鏡
〟〝
彫え

り

馬う
ま

〟制
作
の
秘
技
─
─

〝
せ
ん
ぐ
う
〟を
、言
葉
を
介
さ
ず

伝
え
よ
う
と
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
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「
遷
宮
シ
ア
タ
ー
」。
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
映
像

で
神
宮
や
遷
宮
が
語
ら
れ
る
。

「
瑞
穂
の
国
」。
神
宮
と
稲
作
の
関
わ
り

を
神
田
や
御
饌
を
通
し
て
展
示
。

木
の
文
化
を
語
る
外
宮
正
殿
「
御
扉
」。

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
て
。

「
永
遠
の
匠
た
ち
ー
１
」。
御
装
束
神
宝

の
製
作
に
つ
い
て
。

「
渡
御
御
列
」
模
型
。
遷
御
の
夜
の
情

景
が
実
感
で
き
る
。

「
神
宮
式
年
遷
宮
」。
１
３
０
０
年
の
歴

史
と
概
要
を
壁
面
展
示
で
。

「
永
遠
の
匠
た
ち
ー
１
」。
御
鏡
の
制
作

に
つ
い
て
。

「
永
遠
の
匠
た
ち
ー
２
」。
用
材
の
木
取

り
、
木
組
み
な
ど
の
現
物
を
。

「
永
遠
の
匠
た
ち
ー
２
」。
宮
大
工
た
ち

の
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
。

外宮で
憩う

まがたま池と外宮の緑にかこま
れた「せんぐう館」。その南側は、
四季折々の自然を楽しむ憩いの
スペースとなっている。初夏に
は花菖蒲の名所となるだろう。

せんぐう館
●入館料　大人300円／小中学生100円
／未就学児 無料
●開館時間　午前9時 ～ 午後4時30分

（最終入館は午後4時まで）
●休館日　毎月第4火曜日（祝日の場
合はその翌日）
○特別展、体験講座、奉納行事などの最
新情報はホームページを参照ください。
http://www.sengukan.jp/
伊勢市豊川町前野126－1
TEL 0596-22-6263

奉納舞台

（上）休憩所（中）北回廊（下）南側展示室
神宮の絵画などが展示されてる北回廊に対し
て、南側は観覧を終えたあと、ほっとくつろぐ
スペースが用意されている。ここには、遷宮
について検索できる端末コーナーもある。

まがたま池

　

当
館
は
、
式
年
遷
宮
を
伝
え
る
資

料
館
で
す
が
、
他
の
博
物
館
な
ど
と

違
う
と
こ
ろ
は
、
過
去
の
遺
産
を
伝

え
る
の
で
は
な
く
、〝
今
〟
を
テ
ー

マ
に
、
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
こ
う

と
す
る
点
で
す
。

　

ご
参
拝
に
こ
ら
れ
た
方
が
、
お
帰

り
に
休
憩
所
で
休
ま
れ
、
隣
接
す
る

当
館
に
も
立
ち
寄
ら
れ
て
、
美
し
い

御
装
束
神
宝
の
製
作
工
程
や
外
宮
御

　

千
三
百
余
年
の
式
年
遷
宮
の
歴
史

に
耐
え
う
る
建
物
を
建
て
る
と
な
れ

ば
、
軽
々
し
い
も
の
は
造
れ
な
い
と
、

内
宮
・
外
宮
を
何
度
も
訪
れ
、
神
域

を
め
ぐ
り
、
神
事
に
接
し
、
構
想
を

練
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
こ
こ
ま
が
た
ま
池
の

ほ
と
り
に
昔
か
ら
あ
っ
た
よ
う
な
景

色
に
溶
け
込
ん
だ
建
物
を
、
と
考
え

た
の
で
す
。

　

苦
心
し
た
の
は
、
展
示
の
中
で
も

っ
と
も
規
模
が
大
き
い
原
寸
大
の
外

宮
正
殿
を
ど
う
納
め
る
か
、
そ
れ
が

神
域
に
あ
る
と
き
の
雰
囲
気
を
ど
う

表
す
か
、
で
し
た
。
こ
こ
は
伊
勢
志

摩
国
立
公
園
の
域
内
で
建
築
上
の
規

正
殿
の
原
寸
大
模
型
を
間
近
に
ご
覧

い
た
だ
き
、
神
宮
・
遷
宮
・
神
道
を

身
近
に
お
感
じ
い
た
だ
く
き
っ
か
け

と
な
る
よ
う
、
願
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
二
カ
月
ご
と
に
テ
ー
マ
を

替
え
る
特
別
展
や
神
宮
の
職
員
や
研

究
者
を
講
師
と
す
る
講
座
、
ま
た
、

親
子
を
対
象
と
し
た
体
験
講
座
な
ど

も
企
画
し
て
い
ま
す
。

制
を
受
け
ま
す
か
ら
。

　

結
論
と
し
て
、
外
宮
正
殿
を
地
下

一
階
か
ら
建
ち
上
げ
て
地
上
一
階
の

吹
き
抜
け
に
納
め
、
屋
根
の
勾
配
を

萱
屋
根
の
そ
れ
と
同
じ
く
し
、
入
れ

子
の
状
態
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上

部
に
空
間
を
と
り
、
天
空
に
鋭
角
に

稜
線
を
描
く
萱
屋
根
の
雰
囲
気
を
大

切
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

休
憩
所
は
、
参
拝
を
終
え
た
方
々

が
、
ま
が
た
ま
池
の
景
色
を
額
縁
を

通
し
て
見
る
か
の
よ
う
に
設
計
し
ま

し
た
。
晴
れ
た
日
に
は
す
べ
て
の
ガ

ラ
ス
戸
を
開
け
放
ち
、
雨
天
や
冬
に

は
閉
め
る
な
ど
快
適
に
ご
休
憩
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

せ
ん
ぐ
う
館
Ｎ
Ｏ
Ｗ

ま
が
た
ま
池
の

景
色
に
溶
け
込
ん
だ

建
物
を

遷
宮
の

〝
今
〟を
テ
ー
マ
に

せ
ん
ぐ
う
館
　設
計
者

栗
生
　明
さ
ん

せ
ん
ぐ
う
館
　初
代
館
長

小
堀
邦
夫
さ
ん
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小工たちにより、柱の打ち固めの儀が行われた。

棟持柱を慎重に運び込む宮大工たち。

正殿（外宮）の最大の部材は棟持柱（直径約60㌢、長さ約10㍍）だ。造営にあたり、
山田工作場から新御敷地へ運び込まれ、すべての柱に先立って建てられた。

祭りに臨むにあたり、奉仕員を祓い清める。

御柱のもと、木槌をもつ小工。

参道を進む祭りの奉仕員たち。

神饌を納めた辛櫃を祭場に運ぶ。

と
つ
つ
む
覆
い
屋
の
一
部
が
開
か
れ
、

立
柱
祭
で
打
ち
固
め
る
柱（
束
柱
）の
様

子
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

立
柱
祭
を
迎
え
る
ま
で
に
、
ま
ず
、

も
っ
と
も
長
大
な
棟む

な

持も
ち

柱ば
し
ら

が
東
西
に
立

て
ら
れ
、
大
屋
根
ま
で
伸
び
る
束
柱
十

本
も
し
っ
か
り
と
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　

す
べ
て
の
柱
は
、
大
地
に
深
く
掘
っ

た
穴
に
基
部
を
納
め
、
周
囲
を
埋
め
固

め
る
日
本
古
来
の
〝
掘ほ

っ

立た
て

柱ば
し
ら

〟
の
工
法

で
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
唯
一
神

明
造
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
地
震

に
も
強
い
と
い
う
。

　

立
柱
祭
は
、
こ
の
柱
を
東
西
・
南
北

か
ら
貫
く
〝
足あ

し

堅が
た
め

〟〝
四よ

間ま

貫ぬ
き

〟
と
呼

ば
れ
る
部
材
の
す
べ
て
の
木
口
を
木
槌

で
打
ち
固
め
て
、
造
営
の
無
事
を
祈
る

儀
式
で
あ
る
。

神
域
に
木
槌
の
響
き

　

祭
場
は
雨
天
の
儀
式
と
あ
っ
て
、
奉

仕
員
、
参
列
者
の
席
は
い
ず
れ
も
、
白

十
本
の
柱
を
打
ち
固
め
て

　

三
月
四
日
、
皇
大
神
宮（
内
宮
）立
柱

祭
の
朝
、
新
御
敷
地
に
は
細
や
か
な
春

雨
が
降
り
注
い
で
い
た
。

　

こ
の
日
は
、
造
営
現
場
を
す
っ
ぽ
り

三
月
上
旬
、内
宮
・
外
宮
そ
れ
ぞ
れ
の 

新
御
敷
地
で
立り
っ

柱
ち
ゅ
う

祭さ
い

が
行
わ
れ
た
。

小こ

工
だ
く
み

た
ち
の
打
つ
木
槌
の
音
が
神
域

の
し
じ
ま
に
響
き
わ
た
り
、
造
営
の

無
事
が
祈
ら
れ
た
。

い
天
幕
の
も
と
に
あ
る
。
小
工
た
ち
を

含
む
造
営
庁
職
員
、
神
職
、
全
国
の
神

社
庁
長
た
ち
、
お
よ
そ
百
三
十
名
、
そ

れ
に
報
道
陣
百
名
近
く
が
新
御
敷
地
に

控
え
て
い
た
。

　

祭
り
は
遷
宮
諸
祭
の
し
き
た
り
と
し

て
、
造
営
庁
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
た
。

　

ま
ず
、
造
営
の
守
護
神
で
あ
る
屋や

船ふ
ね
の

大
神
に
神
饌
を
供
え
、
祝
詞
を
奏
上
。

造
営
の
無
事
を
祈
ら
れ
た
。

　

つ
づ
い
て
、
神
職
、
造
営
庁
職
員
に

よ
る
八
度
拝
の
拍
手
が
響
く
。

　

い
よ
い
よ
小
工
た
ち
に
よ
り
柱
の
打

ち
固
め
が
行
わ
れ
る
番
だ
。
宮
大
工
の

主
だ
っ
た
者
八
名
が
こ
れ
を
務
め
る
。

　

小
工
た
ち
は
素す

襖お
う

烏え

帽ぼ

子し

に
掛か

け

明み
ょ
う

衣え

の
姿
で
、
い
か
に
も
す
が
す
が
し
い
。

柱
の
前
に
立
ち
、
居
ず
ま
い
を
た
だ
す

と
、
ま
ず
、
南
北
か
ら
、
次
に
東
西
か

ら
、
十
本
す
べ
て
の
柱
を
木
槌
で
、
三

度
ず
つ
叩
い
た
。

　

コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
！

　

力
強
い
木
槌
の
響
き
は
、
新
御
敷
地

か
ら
神
域
へ
と
ひ
ろ
が
り
、
杜
の
奥
へ

と
吸
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　

内
宮
の
祭
り
か
ら
二
日
後
、
外
宮
の

新
御
敷
地
で
も
、
豊
受
大
神
宮
の
立
柱

祭
が
厳
か
に
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
日
は
雨
上
が
り
の
す
が
す
が
し

い
朝
を
迎
え
、
外
宮
に
隣
接
す
る
神
宮

山
田
工
作
場
で
働
く
造
営
庁
職
員
お
よ

そ
百
二
十
名
も
参
列
す
る
な
か
、
滞
り

な
く
祭
事
は
行
わ
れ
た
。

遷
宮
へ
の
道

6

立
柱
祭
・
上
棟
祭

賑
々
し
く
厳
か
に
│
│
。

式
年
遷
宮
を
一
年
余
り
後
に
控
え
た
今
年
三
月
、

内
宮
と
外
宮
で
立
柱
祭
お
よ
び
上
棟
祭
が
行
わ
れ
た
。

天
皇
陛
下
が
日
次
を
お
定
め
に
な
る
大
祭
で
、

式
年
遷
宮
の
造
営
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
を

無
事
に
越
え
た
こ
と
に
な
る
。

立
柱
祭

●
内
宮
　三
月
四
日
　
●
外
宮
　三
月
六
日
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東の引き綱に造営庁職員、西に大宮
司をはじめ神職たち、中央に造営庁技
師二名と小工の長。「千歳棟！」と高
らかに寿ぎの声が発せられた。

（上）神饌を祭場へ。
（下）池田厚子神宮祭主が参列された。

（上）千木に飾られた鏑矢。
（下）上棟祭のクライマックス「御棟木奉
揚の儀」。

「おー！」と応え木槌を打つ小工。

「丈量の儀」では、竹量を手に心御柱から博士木までを測り、古規どおりであるかを確かめる。

参拝者に明治神宮靖国神社献饌講の方々より
奉祝の餅が配られた。

大宮司に造営庁の技監が祭りの首尾を報告。

三
月
下
旬
、内
宮
お
よ
び
外
宮
の
上
じ
ょ
う

棟と
う

祭さ
い

が
行
わ
れ
た
。
池
田
厚
子
神
宮
祭

主
の
臨
席
の
も
と
、「
丈
じ
ょ
う

量
り
ょ
う

の
儀
」、「
御

棟
木
奉
揚
」
と
、古
式
ゆ
か
し
い
祭
典

で
造
営
の
無
事
が
祈
ら
れ
た
。

　

三
月
二
十
六
日
上
棟
祭
の
朝
、
皇
大

神
宮（
内
宮
）の
新
御
敷
地
は
晴
れ
や
か

な
緊
張
感
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
。

　

造
営
途
上
に
あ
る
正
殿
の
覆
い
屋
が

大
き
く
開
か
れ
、
屋
根
の
千
木
に
は
東

に
鏑か

ぶ
ら

矢や

、
西
に
雁か

り

股ま
た

が
高
々
と
掲
げ
ら

れ
、
棟
木
か
ら
は
白
布
の
引
き
綱
が
二

本
延
び
て
い
る
。

　

祭
場
に
臨
む
の
は
、
大
宮
司
率
い
る

全
神
職
、
技
師
、
小
工
た
ち
か
ら
な
る

造
営
庁
職
員
、
参
列
者
席
に
は
池
田
厚

子
神
宮
祭
主
を
は
じ
め
、
神
社
本
庁
、

奉
賛
会
、
崇
敬
会
の
長
な
ど
、
三
百
名

を
越
え
る
方
々
。
場
外
に
も
多
く
の
参

拝
者
が
た
た
ず
ん
で
祭
り
を
見
守
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、「
丈
量
の
儀
」。
小
工

二
名
が
竹ち

く

量り
ょ
う

（
ヒ
ノ
キ
製
３
㍍
ほ
ど
の

尺
）を
手
に
、
床
下
に
あ
る
心
御
柱
か

ら
博は

か

士ぜ

木き

（
瑞
垣
御
門
の
位
置
を
示
す

杭
）ま
で
を
測
り
、
そ
の
距
離
が
古
規

と
相
違
な
い
こ
と
を
大
宮
司
に
報
告
し

た
。

　

次
は
い
よ
い
よ
「
御
棟
木
奉
揚
」
だ
。　

棟
木
か
ら
の
白
い
引
き
綱
が
小
工
に

よ
っ
て
博
士
木
に
結
わ
え
ら
れ
る
と
、

東
に
小
工
た
ち
造
営
庁
職
員
、
西
に
神

職
た
ち
が
一
列
に
並
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
に

綱
を
手
に
と
っ
た
。

　

正
殿
の
前
に
は
、
榊
を
手
に
し
た
造

営
庁
の
技
師
二
名
と
小
工
の
長
が
立
ち
、

屋
上
に
は
、
棟
木
の
傍
ら
に
小
工
二
名

が
木
槌
を
手
に
控
え
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、
技
師
が
大
き
く
榊
を
振

り
、「
お
ー
」
と
声
を
発
す
る
と
、「
千せ

ん

歳ざ
い

棟と
う

！
」
と
声
高
ら
か
に
小
工
の
長
。

「
お
ー
！
」
と
棟
木
の
小
工
二
名
が
応

じ
て
木
槌
を
振
り
下
ろ
す
。

「
萬ま

ん

歳ざ
い

棟と
う

！
」「
お
ー
！
」「
曳え

い

々え
い

億お
く

棟と
う

！
」「
お
ー
！
」

　

お
お
ら
か
な
応
酬
を
参
列
者
た
ち
が

晴
れ
や
か
な
表
情
で
見
守
っ
た
。

　

そ
の
後
、
屋
上
の
小
工
に
よ
り
、
北

西
に
む
か
っ
て
餅
撒
き
が
行
わ
れ
た
。

　

最
後
に
屋
船
大
神
（
造
営
の
守
護

神
）に
神
饌
を
供
え
て
祝
詞
を
奏
上
。

無
事
に
上
棟
祭
を
終
了
し
た
。

　

二
日
後
、
三
月
二
十
八
日
に
は
豊
受

大
神
宮（
外
宮
）に
お
い
て
も
同
様
に
上

棟
祭
が
行
わ
れ
た
。

　

内
宮
の
祭
り
で
「
千
歳
棟
」
を
唱
え

た
小
工
の
小
崎
昌
也
さ
ん（
64
）は
、

「
新
宮
の
無
事
完
成
と
と
も
に
、
世
の

中
が
平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
願
い
を

こ
め
ま
し
た
」
と
語
る
。

　

一
方
、
外
宮
の
祭
り
に
奉
仕
し
た
小

工
の
中
村
英
毅
さ
ん（
51
）は
、

「
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
技

術
・
技
法
を
次
の
世
代
に
伝
え
る
た
め

に
も
、
さ
ら
に
気
を
引
き
締
め
て
ご
造

営
に
従
事
し
た
い
」
と
決
意
を
語
っ
た
。

　

立
柱
祭
・
上
棟
祭
を
終
え
る
と
、
正

殿
の
小
工
の
仕
事
は
ほ
ぼ
終
了
し
、
屋

根
に
萱
を
葺
く
ば
か
り
と
な
る
。

　

同
じ
敷
地
に
は
、
同
時
進
行
で
東
宝

殿
・
西
宝
殿
・
外
宮
で
は
御
饌
殿
な
ど

の
造
営
が
着
々
と
進
ん
で
い
る
。
さ
ら

に
、
四
重
の
垣
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
門
を
建
て
る
仕
事
も
こ
れ
か
ら
だ
。

　

来
年
の
夏
ご
ろ
に
は
、
新
御
敷
地
内

の
す
べ
て
の
造
営
が
終
わ
り
、
真
新
し

い
姿
で
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。

上
棟
祭

●
内
宮
　三
月
二
十
六
日
　
●
外
宮
　三
月
二
十
八
日

三
百
余
の
参
列
者
　
　
　

に
ぎ
に
ぎ
し
く

千
歳
棟
！
萬
歳
棟
！

曳
々
億
棟
！



6平成24年4月29日発行

式
年
遷
宮
開
始
の
祭
り

　

式
年
遷
宮
は
、
式
年
に
先
立
つ
こ

と
八
年
前
か
ら
準
備
が
始
め
ら
れ
ま

す
。
か
つ
て
遷
宮
を
司
る
造ぞ

う

宮ぐ
う

使し

と

い
う
役
人
が
都
か
ら
伊
勢
に
赴
任
す

る
の
が
近
世
は
遷
宮
の
八
年
前
の
こ

と
で
し
た
。
そ
の
こ
と
が
今
日
も
踏

襲
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

八
年
間
と
い
う
期
間
に
は
、
宮
造

り
に
か
か
わ
る
様
々
な
お
祭
り
が
行

わ
れ
ま
す
。
現
在
は
、
式
年
遷
宮
の

最
初
の
お
祭
り
で
あ
る
山
口
祭
か
ら
、

最
後
の
御
神
楽
ま
で
三
十
二
の
諸
祭

と
行
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
御お

木き

曳ひ
き

行
事
は
参
加
人
数
が
最
も
多
く
、

期
間
も
長
い
の
で
、
第
一
次
と
第
二
次

と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
一
つ

の
行
事
と
し
て
数
え
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
初
期
の
延
暦
二
十
三
年

（
八
〇
四
）は
、
最
澄
と
空
海
が
唐
に
渡

っ
た
年
で
す
が
、神
宮
で
は
両
宮
の『
儀

式
帳
』
が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
現

存
す
る
神
宮
の
記
録
と
し
て
は
最
も
古

い
も
の
で
す
。『
皇こ

う

大た
い

神じ
ん

宮ぐ
う

儀ぎ

式し
き

帳ち
ょ
う

』

を
見
る
と
、「
新に

い

宮み
や

を
造
り
奉
る
時
の

行
事
、
併
せ
て
用
物
の
事
」
と
い
う
項

目
が
あ
り
、
常
に
二
十
箇
年
を
限
り
一

度
、
新
宮
に
遷
し
奉
る
造
宮
使
の
長
官

以
下
四
十
数
名
が
神
宮
に
到
着
、
同
じ

く
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江

の
五
国
か
ら
国
司
と
郡
司
が
役
夫
を
引

き
攣つ

れ
て
来
て
造
営
を
行
う
と
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
「
次
に
吉
日
を
取
り
山
口

の
神
祭
り
の
用
物
併
せ
て
行
事
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
式
年
遷
宮
最

初
の
お
祭
り
は
山
口
祭
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

遷
宮
諸
祭
の
分
類

　

三
十
数
回
あ
る
遷
宮
諸
祭
と
行
事
も
、

執
り
行
わ
れ
る
順
を
追
っ
て
見
て
い
く

と
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
ま

す
。
第
一
グ
ル
ー
プ
は
山
口
祭
か
ら
御

木
曳
行
事
ま
で
九
の
祭
儀
、
第
二
グ
ル

ー
プ
は
鎮ち

ん

地ち

祭さ
い

か
ら
御ご

鎮ち
ん

祭さ
い

ま
で
十
四

の
祭
儀
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
御お

ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

読と
く

合ご
う

か
ら
御
神
楽
ま
で
九
の
祭
儀
で
す
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
分
類
の
呼
び
方
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
キ
ー

ワ
ー
ド
を
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
用
材
と
建
築
に
か
か
わ
る
祭
儀

　

先
ず
第
一
グ
ル
ー
プ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
「
山
・
木
・
曳
」
で
す
。
こ
の
グ
ル

ー
プ
に
は
、
造
営
に
用
い
る
用
材
を
山

か
ら
頂
く
に
際
し
て
行
わ
れ
る
祭
儀
と
、

そ
れ
を
神
宮
に
曳
き
入
れ
る
行
事
、
そ

し
て
造
営
作
業
開
始
に
際
し
て
行
わ
れ

る
祭
儀
が
集
中
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
グ
ル
ー
プ
は
、「
地
・
建
・
社
」

で
す
。
最
初
に
行
わ
れ
る
鎮
地
祭
で
新

宮
を
建
て
る
御
敷
地
を
鎮
め
た
後
、
社

殿
建
築
の
最
初
に
柱
を
建
て
る
立り

っ

柱ち
ゅ
う

祭さ
い

が
行
わ
れ
、
棟
上
げ
の
上じ

ょ
う

棟と
う

祭さ
い

と
続
い

て
行
き
ま
す
。
そ
の
後
、
屋
根
に
関
す

る
檐の

き

付つ
け

祭さ
い

と
甍い

ら
か

祭さ
い

、
正
殿
の
扉
の
取
り

付
け
に
際
し
て
行
わ
れ
る
御み

戸と

祭さ
い

が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
造
営
に
か
か
わ

る
小こ

だ

工く
み

が
祭
儀
の
中
で
所
役
を
務
め
る

お
祭
り
が
続
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
御み

船ふ
な

代し
ろ

奉ほ
う

納の
う

式し
き

が
行
わ
れ

ま
す
。
御
船
代
と
は
御
神
体
に
か
か
わ

る
用
具
で
、
そ
れ
を
正
殿
内
に
奉
納
す

る
こ
と
で
正
殿
の
建
築
は
完
了
す
る
の

で
す
。

　

し
か
し
、
祭
儀
は
ま
だ
続
き
、
正
殿

床
下
に
神
秘
の
忌い

み

柱ば
し
ら

を
お
建
て
す
る
心し

ん
の

御み

柱は
し
ら

奉
建
を
行
い
、
完
成
し
た
正
殿
の

安
泰
を
祈
っ
て
神
職
が
白
杖
で
柱
の
根

本
の
土
地
を
つ
き
固
め
る
杵こ

築つ
き

祭さ
い

を
経

て
、
鎮
地
祭
と
対
を
な
す
後
鎮
祭
を
行

っ
て
建
築
に
か
か
わ
る
祭
儀
を
完
了
し

ま
す
。

遷
御
に
か
か
わ
る
祭
儀

　

第
三
グ
ル
ー
プ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
遷
」
の
ひ
と
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち

最
後
の
グ
ル
ー
プ
は
新
宮
へ
大
御
神
に

お
遷
り
い
た
だ
く
遷せ

ん

御ぎ
ょ

を
中
心
に
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
宮
に
奉
献
さ
れ
る
御
装
束
神
宝
は

す
べ
て
新
調
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ

を
照
合
す
る
儀
式
が
御
装
束
神
宝
読
合

で
、
数
量
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
と
、
川

原
の
祓は

ら

所え
ど

に
お
い
て
川か

原わ
ら

大お
お

祓は
ら
い

を
行
い
、

御
装
束
神
宝
と
遷
御
に
奉
仕
す
る
神
宮

祭
主
以
下
を
祓
い
清
め
ま
す
。

　

遷
宮
諸
祭
の
中
心
で
あ
る
遷
御
の
日

時
は
天
皇
陛
下
が
お
定
め
に
な
り
、
そ

の
翌
朝
、
新
宮
で
最
初
に
神
饌
を
奉
る

大お
お

御み

饌け

が
行
わ
れ
ま
す
。
其
日
の
正
午

に
は
、
天
皇
陛
下
が
遷
御
に
際
し
て
奉

献
さ
れ
る
幣
帛
を
お
納
め
す
る
奉ほ

う

幣へ
い

が

行
わ
れ
、
更
に
そ
の
夜
に
は
陛
下
が
差

し
遣
わ
さ
れ
た
楽
師
に
よ
り
御
神
楽
が

行
わ
れ
て
、
八
年
に
わ
た
る
式
年
遷
宮

の
諸
祭
と
行
事
は
完
了
す
る
の
で
す
。

文
／
神
宮
司
庁　

石
垣
仁
久（
い
し
が
き
よ
し
ひ
さ
）

神
宮
権
禰
宜
・
神
宮
司
庁
文
化
部
主
幹
。

昭
和
37
年
、宮
城
県
仙
台
市
生
ま
れ
。國
學
院
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
修
了
。

遷
宮
入
門

遷
宮
の
祭
り

式
年
の
八
年
前
―
―
、

森
の
な
か
で
遷
宮
祭
は
始
ま
る
。

御
用
材
を
伐
り
、運
ぶ

新
御
敷
地
に
、柱
を
立
て
、
棟
を
上
げ
る

御
神
殿
の
内
を
御
装
束
神
宝
で
調
え
る

三
十
二
の
諸
祭
と
行
事
。
古
式
の
ま
ま
に
。

平成17年（2005）	 5月	 山口祭（やまぐちさい）
	 	 木本祭（このもとさい）
	 6月	 御杣始祭（みそまはじめさい）
	 	 御樋代木奉曳式（みひしろぎほうえいしき）
	 9月	 御船代祭（みふなしろさい）
平成18年（2006）	 4月	 御木曳初式（おきひきぞめしき）
	 	 木造始祭（こづくりはじめさい）
	 5月～7月	 御木曳行事（第一次）（おきひきぎょうじ）
	 5月	 仮御樋代木伐採式（かりみひしろぎばっさいしき）
平成19年（2007）	 5月～7月	 御木曳行事（第二次）
平成20年（2008）	 4月　　　	鎮地祭（ちんちさい）
平成21年（2009）	 11月	 宇治橋渡始式（うじばしわたりはじめしき）
平成24年（2012）	 3月	 立柱祭（りっちゅうさい）　
	 	 御形祭（ごぎょうさい）
	 	 上棟祭（じょうとうさい）
	 5月	 檐付祭（のきつけさい）
	 7月	 甍祭（いらかさい）
平成25年（2013）	 8月	 御白石持行事（おしらいしもちぎょうじ）
	 9月	 御戸祭（みとさい）
	 	 御船代奉納式（みふなしろほうのうしき）
	 	 洗清（あらいきよめ）
	 	 心御柱奉建（しんのみはしらほうけん）
	 	 杵築祭（こつきさい）
	 	 後鎮祭（ごちんさい）
	 10月	 御装束神宝読合（おんしょうぞくしんぽうとくごう）
	 	 川原大祓（かわらおおはらい）
	 	 御飾（おかざり）
	 	 遷御（せんぎょ）
	 	 大御饌（おおみけ）
	 	 奉幣（ほうへい）
	 	 古物渡（こもつわたし）
	 	 御神楽御饌（みかぐらみけ）
	 	 御神楽（みかぐら）
※上記の両正宮における日程は前回遷宮の例によります。

遷宮トピックス

遷宮諸祭・行事　―第62回式年遷宮・予定―

そ
の
四

辛櫃に納められた御装束神宝、参列者すべてを清める川原大祓。（外宮）

　朝霧の神の森、清冽な流れ──第一章は、
伊勢の神宮について、美しい写真とおだや
かな口調で「世界で一番古くて新しい」、つ
まり常若でありつづける伊勢の神宮を語る。
語り手は、神宮神職歴38年の河合真如さん
（神宮司庁広報室長）。若き日の思いから自
然と人との共生思想に神道の真髄を観る。
　第二章は、神域でふと目にとまる清らな
風景や神事のひとコマ。添えられたメッセ
ージの数々は、持続可能な社会をめざす智慧が日本古来の神祭り
にあることに気付かせてくれる。天変地異に脅える昨今、一節一
節読み返すごとに心を癒し豊かにしてくれる書だ。
文・河合真如／写真・宮澤正明（小学館）定価2,100円（税込）

神の森からのメッセージ『伊勢神宮の智恵』

遷宮の最初の祭・山口祭。（内宮）

御白石持行事（陸曳）
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お
か
げ
の
国
を

ぐ
ろ
う
！

め

佐八町
宮本神社

正覚寺

佐八小

佐八
バス停

大倉
バス停

岩出

伊勢
市街へ

サウスロード

大倉町

宮川

度会橋

宮川橋

近鉄

ＪＲ
参宮
線 やまだかみぐち

みやがわ

横
浜

ゴ
ム
工
場

常
磐
町

笹原池

日本特殊陶業工場

馬渕橋

円座町

コンビニ

コンビニ

五カ所へ

ＧＳ

消防
ポンプ庫

上久具

牧戸

下久具

度会中度会町
郷土資料館

料理店

棚橋

内城田
大橋

米山新田跡碑

宮リバー度会パーク

円座の
姫路城

バーブスわきやま

あんふぁん

葛原

玉城ＩＣ

飛瀬浦橋

蓮花寺

度会小

度会小前
バス停

一之瀬川

横輪川

津
村
町

神
薗
町

大
野
木

伊勢自動車道

パチンコ店

みやまち

スタート

ゴール

久具都比売橋

多
気
町
へ

サニーロード

フリー栄団地
バス停

上久具の渡し跡

南伊勢大橋

伊勢市

度会町

集落の中を通る

集落の中を通る

●❷園相神社

● ❶
川原神社

●❸久具都比賣神社

0 500m 1km

お
伊
勢
さ
ん
百
二
十
五
社
の
た
た
ず
む「
お
か
げ
の
国
」。

今
回
は
、伊
勢
市
内
か
ら
度
会
町
に
か
け
て
、

緑
あ
ふ
れ
る
宮
川
周
辺
を
ご
案
内
し
ま
す
。

12
回
シ
リ
ー
ズ

宮
川
め
ぐ
り

清
流
を
遡
り
な
が
ら

の
ど
か
な
山
里
を
ゆ
く

約
11
キ
ロ

ス
タ
ー
ト
地
点
・

三
重
交
通
・
佐
八
バ
ス
停

ゴ
ー
ル
地
点

三
重
交
通
・
度
会
小
前
バ
ス
停

のそ

十

宮川の中流域にある度会町では、お茶の生産が盛んだ。

　

こ
の
コ
ー
ス
で
は
、
清
流
・
宮
川
を

遡
り
な
が
ら
、
川
・
御
園
・
水
の
神
々

を
巡
り
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ス
は
、
社
と

社
の
間
隔
が
か
な
り
あ
る
の
で
、
ド
ラ

イ
ブ
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
が
お
す
す
め
。

の
ど
か
な
田
園
や
緑
が
映
え
る
山
な
み
、

芽
吹
く
茶
畑
が
眺
め
ら
れ
、
日
本
の
田

舎
ら
し
い
風
情
が
楽
し
め
ま
す
。

　

佐そ
う
ち八
の
バ
ス
停
で
降
り
、
水
田
が
広

が
る
農
道
を
進
む
と
、
正
面
に
見
え
る

森
が
川か

原わ
ら

神
社
で
す
。
木
漏
れ
日
が
明

る
い
森
の
中
は
、
野
鳥
の
さ
え
ず
り
や

沢
の
音
が
心
を
鎮
め
て
く
れ
ま
す
。

　

県
道
を
度わ

た

会ら
い

町
方
面
へ
。
伊
勢
自
動

車
道
の
高
架
を
く
ぐ
り
左
手
に
あ
ら
わ

れ
る
大
き
な
生
垣
が
園そ

な
い相

神
社
で
す
。

参
道
の
入
り
口
に
二
本
の
背
の
高
い
杉

の
木
が
そ
び
え
て
い
ま
す
。
地
元
で
は

「
白
木
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、
古
く
か
ら

信
仰
を
集
め
て
い
る
お
宮
で
も
あ
り
ま

す
。

　

次
の
神
社
ま
で
は
、
約
七
・
二
㌔
の

ロ
ン
グ
コ
ー
ス
。
さ
ら
に
宮
川
を
遡
り
、

支
流
の
横
輪
川
を
渡
り
、
広
々
と
し
た

米
山
新
田
な
ど
田
園
風
景
を
楽
し
み
な

が
ら
進
み
ま
し
ょ
う
。

　

南
伊
勢
大
橋
で
宮
川
を
渡
り
、
対
岸

の
度
会
町
へ
。
こ
の
あ
た
り
は
度
会
茶

の
産
地
。
川
岸
に
は
茶
畑
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。
宮
川
の
親
水
公
園
「
宮
リ
バ

ー
度
会
パ
ー
ク
」
に
立
ち
寄
る
の
も
お

す
す
め
。
宮
川
で
は
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
鮎
漁
を
す
る
人
の
姿
も
み
ら
れ
ま
す
。

途
中
、
神
宮
の
お
萱か

や

場ば

も

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

久く

具ぐ

都つ

比ひ

賣め

神
社
は
、

宮
川
に
平
成
六
年
ま
で
残
っ
て
い
た
渡

し
場
の
す
ぐ
近
く
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま

す
。
橋
が
か
か
る
ま
で
、
こ
の
渡
し
は

小
学
校
の
登
下
校
な
ど
に
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

ゴ
ー
ル
の
度
会
小
前
バ
ス
停
か
ら
は

一
時
間
に
一
本
程
度
、
伊
勢
市
方
面
行

き
の
バ
ス
が
出
て
い
ま
す
。

（
文
・
中
川
絵
美
子
）

ら
れ
た
折
、
こ
こ
で
出
迎
え
た
大
若
子
命
の

船
に
乗
り
、
宮
川
を
下
ら
れ
た
、
と
伝
わ
る
。

❷
園
相
神
社　
そ
な
い
じ
ん
じ
ゃ
【
内
宮
摂
社
】

神
宮
の
神
饌
を
作
る
御
園
の
守
り
神
を
ま
つ

る
。
倭
姫
命
が
滝
原
か
ら
宮
川
を
下
ら
れ
た

折
、
こ
の
地
の
園そ

の

作つ
く
り

神の
か
み

が
大
御
神
に
御
園
の

地
を
奉
っ
た
こ
と
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。

❸
久
具
都
比
賣
神
社　

く
ぐ
つ
ひ
め
じ
ん
じ
ゃ
【
内
宮
摂
社
】

祭
神
の
久
具
都
比
女
命
・
久
具
都
比
古
命
は
、

大
水
上
神
の
子
で
久
具
の
地
を
灌
漑
す
る
水

の
神
、
五
穀
の
神
。
こ
こ
も
倭
姫
命
が
宮
川

を
下
ら
れ
た
途
中
に
定
め
ら
れ
た
。

（
バ
ス
の
問
合
せ
／
三
重
交
通
伊
勢
営
業
所

☎
０
５
９
６
・
２
５
・
７
１
３
１
）

❶
川
原
神
社　
か
わ
ら
じ
ん
じ
ゃ
【
内
宮
摂
社
】

宮
川
の
守
護
神
を
ま
つ
る
。
倭
姫
命
が
天
照

大
御
神
の
鎮
座
の
地
を
求
め
て
、
宮
川
を
下

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。

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。

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。

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ている。

お伊勢さん
125社とは

伊
勢
志
摩
エ
リ
ア
は
神
宮
の

百
二
十
五
社
が
点
在
す
る 

〝
お

か
げ
〟
を
感
じ
る
「
お
か
げ
の

国
」。
官
民
の
組
織
「
お
か
げ

参
り
推
進
委
員
会
」
が
、
お
か

げ
参
り
の
よ
う
な
旅
の
提
案
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

u
０
５
９
６
・２
５
・５
１
５
１

（
事
務
局　
伊
勢
商
工
会
議
所
）

お
か
げ
の
国

と
は

おかげの国めぐりにおすすめ！
「おかげの国」をめぐる
には『お伊勢さん125
社めぐり』を。歩きに便
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、
観光施設ほかで発売中！ 
定価1260円

（送料1冊80円）
u伊勢文化舎　
☎0596‐23‐5166

久具都比賣神社

園相神社

川原神社の森

屏風でたどる伊勢参り

旅姿―柄杓、草鞋、菅笠

おかげ
参道の

5
　門脇俊一画伯の大屏風には三百年前の風俗がよく
描かれ、その旅姿には菅

すげ

笠
がさ

に草
わらじ

鞋、柄
ひ

杓
しゃく

を手にする
人が多い。
　笠や茣

ご

蓙
ざ

や草鞋は旅の必需品だが柄杓はいらない。
どうしてだろう。
　文政十三年の『滑稽教訓御影参』には柄杓を持つ
様子を ｢手水のためか水飲みか、報

ほう

謝
しゃ

を受ける入れ
物か、わけは知らねど各々が、柄杓たずさえ心いそ
いそうれしげに｣ と書く。
　現在おかげ参りの姿を描けば柄杓を必ず描く。「伊
勢は津でもつ津は伊勢でもつ、おかげ参りはみな柄
杓もつ」というようにこれがおかげ参りのシンボル
とされた。
　　一本の柄杓で参るありがたさ
　　柄杓なら通れと関でお汲み分け　　　
　古く柄杓は瓢

ひょう

箪
たん

を縦二つに割って作る水を汲む具
であった。語源は「ひさご」から変化して、のち木
をくりぬき柄をつけ、やがて曲物細工となる。　　
　神宮でも古くから手水用に内宮の近くの ｢ひょう
たんや｣ に注文、江戸初期の地図にその屋号が見え
る。それが ｢俵田屋｣ になり今も神具製作店として
ご繁盛。
　さておかげ参りの人々はこれを道中の何処で買っ
て持ったのか。これは文政に限ってのこと、それ以
前には無かったらしい。伊勢に着いてから買うこと
はまず無い。いったい誰のアイディアで、何処の誰
が儲けたのだろう。

文・矢野憲一
ＮＰＯ法人五十鈴塾塾長。四十年間神宮に奉職した元神宮禰宜。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』、『鮫』、『アワビ』、『枕』、

『杖』、『亀』、『楠』など多数。
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本紙を購読ご希望の方は、
ご住所・お名前・電話番号・
希望号数を明記の上、1回
につき郵送料100円の切手
を同封し、伊勢文化舎まで
お送りください。

（年3回発行予定）
〈送り先〉
〒516-0016
伊勢市神田久志本町1474-3
伊勢文化舎内
「いせびとニュース」係

購 読 の ご 案 内「
せ
ん
ぐ
う
館
」
を
隅
々
見
て
回
っ
て
、

改
め
て
、
千
三
百
余
年
に
渡
り
二
十
年
に

一
度
繰
り
返
し
て
き
た
式
年
遷
宮
の
重
み
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

「
二
十
年
先
、
四
十
年
先
を
見
据
え
た
遷

宮
の
技
術
と
心
を
伝
え
る
施
設
」（
学
芸
員

談
）と
し
て
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

発
行
人　
　

中
村　

賢
一

　
　
　
（
伊
勢
文
化
舎　
代
表
）

●
訂
正
と
お
詫
び

前
号
６
頁
「
お
か
げ
の
国
を
め
ぐ
ろ
う
」
５

段
目
前
か
ら
３
行
目
「
山
波
石
」
は
「
三
波

石
」
の
誤
り
で
し
た
。
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

伊

勢

か

ら

の

便

り

28
日
㊏
～
30
日
㊊
春
の
神
楽
祭

内
宮
神
苑
の
特
設
舞
台（
雨
天
時
は
参
集
殿
）で

神
宮
舞
楽
が
公
開
さ
れ
る
。
期
間
中
は
全
国
各

地
の
名
流
名
家
に
よ
っ
て
献
花
式
･
吟
詩
舞
･

能
楽
な
ど
が
奉
納
さ
れ
る
。

w

11
時
～
、
14
時
～（
雨
天
の
場
合
11
時
の
1
回
の
み
）

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

28
日
㊏
～
5
月
5
日
㊏

お
か
げ
横
丁 

端
午
の
節
句

端
午
の
節
句
に
ち
な
ん
だ
屋
台
が
並
び
、
鎧よ
ろ
い

と

兜か
ぶ
と

を
身
に
つ
け
て
の
記
念
撮
影
が
で
き
る
。

w

10
時
～
17
時（
催
し
に
よ
っ
て
異
な
る
）

q
伊
勢
市
、
お
か
げ
横
丁
　

u
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

a
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

5
日
㊏
倭
姫
宮 

春
の
例
大
祭

参
拝
者
に
福
引
き
や
甘
酒
の
ふ
る
ま
い
、
呈
茶

会
な
ど
が
あ
り
、
奉
納
行
事
も
行
わ
れ
る
。

w

10
時
～
　
q
伊
勢
市
、
倭
姫
宮

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

5
日
㊏
夫
婦
岩
大
注し

連め

縄な
わ

張
神
事

二
見
太
鼓
や
木
遣
り
唄
が
響
く
な
か
、
氏
子
や

参
拝
者
が
参
道
か
ら
大
注
連
縄
を
夫
婦
岩
へ
と

手
送
り
し
、
新
し
く
張
り
替
え
る
。

w

10
時
～
　
q
伊
勢
市
二
見
町
、
二
見
興
玉
神
社

u
二
見
興
玉
神
社
　
a
０
５
９
６
・
４
３
・
２
０
２
０

5
日
㊏
御お

田み

祭た

神
田
の
豊
作
を
祈
る
祭
り
。
桃
山
時
代
の
風
俗

衣
装
の
植
方
が
田
楽
に
合
わ
せ
て
早
苗
を
植
え
、

団う
ち
わ扇
角ず
も
う力
、
豊
年
踊
り
が
行
わ
れ
る
。

w

13
時
～
　
q
伊
勢
市
、
猿
田
彦
神
社

u
猿
田
彦
神
社
　
a
０
５
９
６
・
２
２
・
２
５
５
４

7
日
㊊
石
神
さ
ん
春
祭
り

海
女
た
ち
の
古
く
か
ら
の
安
息
日
「
磯い
そ

日ひ

待ま
ち

」

に
な
ら
っ
て
行
わ
れ
る
。
大
漁
祈
願
と
大
願
成

就
を
願
い
、
多
く
の
海
女
が
石
神
さ
ん
に
参
列

す
る
。

w

10
時
30
分
～
　
q
鳥
羽
市
相
差
町
、
神
明
神
社
境
内

u
相
差
町
内
会
事
務
所
　
a
０
５
９
９
・
２
１
・
６
６
６
０

8
日
㊋
志
摩
国
分
寺
の
花
ま
つ
り

お
釈
迦
様
誕
生
を
祝
う
祭
り
。
季
節
の
花
で
飾

ら
れ
た
釈
迦
像
に
甘
茶
を
か
け
願
い
事
を
す
る
。

w

９
時
～
16
時
頃
　
q
志
摩
市
阿
児
町
、
志
摩
国
分
寺

u
志
摩
市
観
光
協
会
　
a
０
５
９
９
・
４
６
・
０
５
７
０

12
日
㊏
神
田
御
田
植
初

神
様
に
供
え
る
お
米
づ
く
り
の
祭
事
。
田
植
え

の
後
、
豊
穣
祈
願
の
恵
比
寿
、
大
黒
の
大
団
扇

の
所
作
や
田た

舞ま
い

が
行
わ
れ
る
。

w
９
時
～
　
q
伊
勢
市
楠
部
町
、
神
宮
神
田

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

12
日
㊏
～
13
日
㊐

春
の
伊
勢
楽
市

伊
勢
地
方
の
地
場
産
品
や
工
芸
品
が
並
ぶ
名
物

市
。
例
年
た
く
さ
ん
の
来
場
者
で
賑
わ
う
。

w

10
時
～
16
時
　
q
伊
勢
市
、
外
宮
バ
ス
停
前
周
辺

u
伊
勢
市
観
光
協
会
　
a
０
５
９
６
・
２
８
・
３
７
０
５

12
日
㊏
～
20
日
㊐

お
か
げ
横
丁 

風
の
市

伊
勢
神
宮
の
風
日
祈
祭
に
合
わ
せ
、
全
国
各
地

の
風
鈴
の
展
示
販
売
や
風
に
ち
な
ん
だ
手
作
り

教
室
な
ど
が
開
か
れ
る
。

w

10
時
～
17
時（
催
し
に
よ
っ
て
異
な
る
）

q
伊
勢
市
、
お
か
げ
横
丁
　
u
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内
　

a
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

13
日
㊐
～
27
日
㊐

第
２２
回
朝
熊
山
つ
つ
じ
祭

約
６
０
０
０
株
の
つ
つ
じ
が
朝
熊
山
山
上
に
咲

き
誇
る
。
開
催
期
間
中
は
、
つ
つ
じ
の
苗
木
プ

レ
ゼ
ン
ト
や
撮
影
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
が
行
わ
れ
る
。

w
６
時
～
20
時（
伊
勢
志
摩
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
営
業
時
間
中
）

q
伊
勢
市
、
朝
熊
山
上
広
苑

u
三
重
県
観
光
開
発
　
a
０
５
９
・
２
２
６
・
６
７
５
２

14
日
㊊
風か

ざ

日ひ
の

祈み

祭さ
い

御み

幣て

帛ぐ
ら

、
御お
ん

蓑み
の

、
御お
ん

笠か
さ

を
奉
り
、
風
雨
の
災
害

な
く
、
五
穀
が
豊
か
に
稔
る
よ
う
祈
る
。

w
外
宮
５
時
～
、
内
宮
９
時
～

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
外
宮
・
内
宮
・
風
日
祈
宮
ほ
か

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

14
日
㊊
神か

ん

御み

衣そ

祭さ
い

皇
大
神
宮
正
宮
と
荒
祭
宮
に
、
和に
ぎ

妙た
え（
絹
）と
荒あ
ら

妙た
え（
麻
）の
夏
の
御
料
を
奉
る
。

w 

12
時
～

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮
・
荒
祭
宮

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

19
日
㊏
～
20
日
㊐

ど
ん
ど
こ
祭
り

伊
勢
の
れ
ん
会
が
自
慢
の
味
を
披
露
。
か
つ
て

の
舟
参
宮
を
再
現
し
た
「
ど
ん
ど
こ
丸
」
の
水

上
パ
レ
ー
ド
や
常
滑
焼
の
即
売
も
あ
る
。

w

10
時
頃
～
　
q
伊
勢
市
、
川
の
駅
「
二
軒
茶
屋
」
周
辺

u
二
軒
茶
屋
餅
角
屋
本
店

a
０
５
９
６
・
２
３
・
３
０
４
０

21
日
㊊
藻
刈
神
事

夫
婦
岩
の
沖
合
に
鎮
ま
る
興お
き

玉た
ま

神し
ん

石せ
き

か
ら
祓
具

「
無む

垢く

塩し
お

草く
さ

」
を
採
取
す
る
。

w

10
時
～
　
q
伊
勢
市
二
見
町
、
二
見
興
玉
神
社

u
二
見
興
玉
神
社
　
a
０
５
９
６
・
４
３
・
２
０
２
０

1
日
㊎
～
7
月
8
日
㊐

高
柳
の
夜
店

伊
勢
の
夏
の
風
物
詩
。
１
・
６
・
３
・
８
の
つ
く

日
と
毎
土
曜
日
に
は
高
柳
商
店
街
に
露
店
が
並

び
、
演
芸
会
な
ど
の
催
し
も
開
催
さ
れ
る
。

w

17
時
～
　
q
伊
勢
市
、
高
柳
商
店
街

u
高
柳
商
店
街
振
興
組
合
事
務
所

a
０
５
９
６
・
２
８
・
１
１
０
１

2
日
㊏
伊
勢
え
び
祭

伊
勢
え
び
の
豊
漁
を
祈
願
す
る
祭
り
。
巨
大
伊

勢
え
び
神
輿
や
じ
ゃ
こ
っ
ぺ
踊
り
パ
レ
ー
ド
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。

w

10
時
～
21
時

q
志
摩
市
浜
島
町
、
大
矢
浜
海
岸
周
辺
一
帯

u
伊
勢
え
び
祭
保
存
会
　
a
０
５
９
９
・
５
３
・
３
３
３
０

2
日
㊏
～
3
日
㊐
斎さ

い

王お
う

ま
つ
り

斎
王
が
京
か
ら
伊
勢
へ
と
向
か
う
旅
路
を
再
現

し
た
斎
王
群
行
が
見
ど
こ
ろ（
3
日
）。
町
の
特

産
品
が
多
く
出
店
す
る
斎
王
市
も
開
か
れ
る
。

w

２
日
17
時
～
21
時
、
３
日
10
時
～
15
時

q
明
和
町
、
上
園
芝
生
広
場
か
ら
斎
宮
歴
史
博
物
館
会
場

u
斎
王
ま
つ
り
実
行
委
員
会

a
０
５
９
６
・
５
２
・
０
０
５
４

2
日
㊏
～
3
日
㊐

お
か
げ
横
丁 

夏
ま
ち
ま
つ
り

「
夏
ま
で
待
つ
な
」
を
合
言
葉
に
、
昔
な
つ
か

し
い
屋
台
や
大
道
芸
で
賑
わ
う
一
足
早
い
夏
祭

り
を
開
催
。
ゆ
か
た
の
レ
ン
タ
ル
着
付
け
（
有

料
）も
あ
る
。

w

10
時
～
17
時（
催
し
に
よ
っ
て
異
な
る
）

q
伊
勢
市
、
お
か
げ
横
丁
　
u
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

a
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

2
日
㊏
～
3
日
㊐
あ
じ
さ
い
祭

境
内
を
取
り
囲
む
あ
じ
さ
い
の
見
頃
に
、
野
点

や
と
こ
ろ
て
ん
の
販
売
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が

催
さ
れ
る
。

w

９
時
～
16
時
　
q
志
摩
市
大
王
町
、
大
慈
寺

u
大
慈
寺
　
a
０
５
９
９
・
７
２
・
０
０
８
９

15
日
㊎
～
25
日
㊊
月つ

き

次な
み

祭さ
い

皇
室
と
国
民
の
い
や
さ
か
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る

大
祭
。
三
節
祭
の
ひ
と
つ
。

w

外
宮
奉
幣
16
日
12
時
～
、
内
宮
奉
幣
17
日
12
時
～

q
伊
勢
神
宮
外
宮
・
内
宮
ほ
か（
伊
勢
市
）

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

21
日
㊍
夏
至
祭

夏
至
の
日
の
出
と
と
も
に
夫
婦
岩
前
で
禊み
そ
ぎ

を
行

う
。
夏
至
前
後
一
カ
月
は
、
天
候
さ
え
よ
け
れ

ば
夫
婦
岩
の
間
か
ら
昇
る
朝
日
が
拝
め
る
。

w
３
時
30
分
～
　
q
伊
勢
市
二
見
町
、
二
見
興
玉
神
社

u
二
見
興
玉
神
社
　
a
０
５
９
６
・
４
３
・
２
０
２
０

22
日
㊎
赤
崎
祭

赤
崎
神
社
へ
と
続
く
路
地
に
た
く
さ
ん
の
露
店

が
並
び
、涼
し
げ
な
ゆ
か
た
姿
の
人
も
多
く「
ゆ

か
た
祭
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
日
、
厄

除
け
の
杉
の
枝
が
授
与
さ
れ
る
。

w

10
時
～
　
q
鳥
羽
市
、
赤
崎
神
社

u
鳥
羽
市
観
光
協
会
　
a
０
５
９
９
・
２
５
・
３
０
１
９

24
日
㊐
伊い

ざ

雑わ
の

宮み
や

御
田
植
式

日
本
三
大
御
田
植
え
祭
り
の
ひ
と
つ
。
大
団
扇

が
つ
い
た
忌
竹
を
奪
い
合
い
、
そ
の
後
早
乙
女

ら
に
よ
る
お
田
植
え
が
行
わ
れ
る
。

w

10
時
30
分
～
　
q
志
摩
市
磯
部
町
、
伊
雑
宮

u
神
宮
司
庁
　
a
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

27
日
㊌
～
29
日
㊎

朝
熊
岳
開か

い

山ざ
ん

忌き

中
興
の
祖
・
仏ぶ
つ

地じ

禅ぜ
ん

師し

の
命
日
に
合
わ
せ
て
神

仏
の
供
養
、
施
餓
鬼
が
行
わ
れ
る
。
伊
勢
志
摩

一
円
か
ら
参
詣
者
が
あ
る
。

w
９
時
～
16
時
　
q
伊
勢
市
、
金
剛
證
寺

u
金
剛
證
寺
　
a
０
５
９
６
・
２
２
・
１
７
１
０

7
日
㊏
し
ろ
ん
ご
祭

ホ
ラ
貝
の
合
図
で
白
い
磯
着
姿
の
海
女
が
い
っ

せ
い
に
海
に
潜
り
、
つ
が
い
の
ア
ワ
ビ
の
初
採

り
を
競
う
海
女
の
祭
典
。

w
７
時
～
11
時
30
分
頃
ま
で

q
鳥
羽
市
、
菅
島
・
し
ろ
ん
ご
浜

u
菅
島
旅
館
組
合
　
a
０
５
９
９
・
３
４
・
２
２
３
１

7
日
㊏
柴さ

い

燈と
う

大
護
摩

７
時
か
ら
19
時
30
分
ま
で
の
間
、
７
回
護
摩
を

た
く
。
参
道
に
は
露
店
が
並
び
に
ぎ
や
か
。

w
７
時
～
　
q
伊
勢
市
、
世
義
寺

u
世
義
寺
　
a
０
５
９
６
・
２
８
・
５
３
７
２

14
日
㊏
二
見
大
祭　
し
め
な
わ
曳ひ

き

夫
婦
岩
の
大
注
連
縄
を
奉
曳
車
に
乗
せ
、
旅
館

街
を
練
り
歩
き
、
木
遣
り
唄
や
太
鼓
を
披
露
し

な
が
ら
二
見
興
玉
神
社
に
奉
納
す
る
。

w

18
時
～
（
予
定
）　
q
伊
勢
市
二
見
町
、
Ｊ
Ｒ
二
見
浦
駅

～
夫
婦
岩
表
参
道
～
二
見
興
玉
神
社

u
茶
屋
区
事
務
所
　
a
０
５
９
６
・
４
３
・
２
３
６
３

14
日
㊏
棒
ね
り

灯
明
の
中
、
歌
と
太
鼓
に
合
わ
せ
て
両
端
に
五

色
の
飾
り
を
付
け
た
棒
を
回
し
、
豊
漁
と
健
康

を
願
い
、
若
宮
神
社
へ
練
り
込
む
。（
中
之
郷

17
時
35
分
発
の
定
期
船
に
乗
れ
ば
祭
り
の
見
学

可
能
）

q
鳥
羽
市
、
坂
手
島
・
若
宮
神
社

u
棒
ね
り
奉
賛
会
　
a
０
５
９
９
・
２
５
・
７
１
０
７

14
日
㊏
伊
勢
神
宮
奉
納
全
国
花
火
大
会

全
国
か
ら
選
抜
さ
れ
た
花
火
師
に
よ
る
競
技
花

火
大
会
。

w

19
時
25
分
～
21
時
15
分（
予
定
）

q
伊
勢
市
、
宮
川
河
畔
度
会
橋
上
流

u
伊
勢
市
観
光
事
業
課
　
a
０
５
９
６
・
２
１
・
５
５
６
６

15
日
㊐
河
崎
天
王
祭

神
輿
や
河
崎
音
頭
の
ほ
か
、
夜
店
が
並
び
、
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
勢
田
川
で
水
中
金
魚
花
火

が
楽
し
め
る
。

w

夕
方
～
　
q
伊
勢
市
、
河
崎
一
帯

u
伊
勢
河
崎
商
人
館
　
a
０
５
９
６
・
２
２
・
４
８
１
０

19
日
㊍
潮
か
け
祭
り（
大
島
祭
）

海
の
安
全
と
大
漁
を
祈
願
す
る
祭
り
。
浜
辺
と

船
上
で
海
女
、
漁
師
、
見
物
人
が
海
水
を
か
け

あ
う
奇
祭
。

w

10
時
漁
港
出
発
。
11
時
潮
か
け
開
始
。

q
志
摩
市
志
摩
町
、
和
具
漁
港
～
大
島

u
潮
か
け
祭
り
奉
賛
会
　
a
０
５
９
９
・
８
５
・
６
５
５
１

22
日
㊐
渡わ

た

鹿か

野の

天
王
祭

「
神
遷
の
儀
」
の
あ
と
に
神
輿
が
島
内
を
練
り

廻
り
悪
魔
払
い
を
す
る
。
海
上
に
は
祭
り
を
盛

り
上
げ
る
花
火
が
鳴
り
響
く
。

w

18
時
30
分
頃
～

q
志
摩
市
磯
部
町
、
渡
鹿
野
島
一
帯
・
八
重
垣
神
社

u
志
摩
市
観
光
協
会
　
a
０
５
９
９
・
４
６
・
０
５
７
０

写
真
展
「
日
本
人
の
こ
こ
ろ
」

～
神
宮
の
森
～

●
常
設（
平
成
26
年
春
頃
ま
で
）／
撮
影
　
森
　武
史

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

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

u（
株
）赤
福
　
a
０
５
９
６
・
２
２
・
２
１
５
４

お
か
げ
を
感
じ
る

お
伊
勢
ま
い
り

お
伊
勢
さ
ん
観
光
案
内
人
と
一
緒
に
参
拝
し

ま
せ
ん
か
？

●
外
宮
と
月
夜
見
宮
（
予
約
不
要
）

近
鉄
宇
治
山
田
駅
構
内
１
Ｆ
改
札
階
段
下
（
10
時
20

分
）集
合

外
宮
前
名
物
「
御
饌
丼
」
ク
ー
ポ
ン
券
付

期
間
／
開
催
中
～
９
月
30
日（
日
）ま
で

時
間
／
10
時
30
分
～
12
時
30
分
頃

料
金
／
１
名
に
つ
き
１
８
０
０
円
〈
お
伊
勢
さ
ん
観

光
案
内
人
同
行
案
内
料（
外
宮
）・
昼
食
ク
ー
ポ
ン
券
〉

●
早
朝
の
清
々
し
い
内
宮
（
要
予
約
）

期
間
／
開
催
中
～
９
月
30
日（
日
）ま
で

時
間
／
７
時
20
分
～
９
時
頃

料
金
／
１
名
に
つ
き
２
０
０
０
円
〈
お
伊
勢
さ
ん
観

光
案
内
人
案
内
料（
内
宮
）・
朝
食
券
ま
た
は
お
土
産
券
〉

申
込
み
・
問
合
せ
／
美
し
国
観
光
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

a
０
５
９
６
・
２
４
・
３
５
０
１

皇
學
館
大
学

創
立
百
三
十
周
年
・
再
興
五
十
周
年
記
念

特
別
展

　
神
　社

　
　
─
参
り
・
祈
り
・
奉
る
─
　

　
　
　
名
　宝
　展
　

節
目
の
年
に
神
々
へ
の
崇
敬
を
表
し
た
美
術

品
類
や
、
祭
典
絵
巻
・
境
内
絵
図
・
参
詣
曼

荼
羅
な
ど
を
一
堂
に
公
開
。

期
間
／
４
月
29
日（
日
）～
５
月
26
日（
土
）

時
間
／
９
時
～
16
時

休
館
日
／
５
月
６
日（
日
）、
13
日

　
　
　
　（
日
）、
20
日（
日
）

観
覧
料
／
無
料

場
所
／
皇
學
館
大
学

　
　
　
佐
川
記
念
神
道
博
物
館

問
合
せ
／
学
校
法
人
　
皇
學
館

a
０
５
９
６
・
２
２
・
６
４
７
１

● 

デ
ー
タ
は
3
月
末
日
現
在
。
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト

は
主
催
者
側
の
都
合
に
よ
り
、
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
お
出
か
け
の
際
は
あ
ら
か
じ
め
電

話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

4
月

5
月

6
月

春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
伊
勢
志
摩
の
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト
情
報

い

せ

び

と

歳

時

記

7
月

御田祭

伊勢えび祭

しろんご祭

重文 梅月蒔絵文台（太宰府天満宮）


