
「
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
儀
」

厳
か
に

晴
れ
や
か
に

伊勢の を伝える
●発　　 行 伊勢文化舎　伊勢市観光協会　
 おかげ参り推進委員会
●発行部数 10万部
●企画・編集 伊勢文化舎
〒516-0016　三重県伊勢市神田久志本町１４７４-３
ＴＥＬ（０５９６）２３･５１６６　ＦＡＸ（０５９６）２３･５２４１
E-mail  otayori@isebito.com

14
第 14 号I S E B I T O  N E W S遷御記念号

す
ず
し
の
明
衣
も
清
々
し
く

み
ょ
う
え

祭
り
が
ゆ
く
―
―

千
三
百
年
の
歴
史
に

新
た
な
一
歩
を
し
る
し
な
が
ら
。

伊
勢
の
地
に

大
い
な
る
力
が
満
ち
る
時
。

◆
内
宮
　
十
月
二
日（
水
）

◆
外
宮
　
十
月
五
日（
土
）

第
六
十
二
回

神
宮
式
年
遷
宮

1 平成25年10月31日発行

　

今
、
緑
の
杜
の
中
に
新
旧
ふ
た
つ
の

正
殿
が
並
び
立
つ
。

　

千
三
百
年
余
の
昔
か
ら
伊
勢
神
宮
で

二
十
年
に
一
度
行
わ
れ
て
き
た
式
年
遷

宮
の
大
祭
が
無
事
終
了
し
た
。

　

参
道
を
す
す
む
と
、
正
殿
は
も
と
よ

り
、
鳥
居
、
常
夜
灯
な
ど
も
真
新
し
く
、

吹
く
風
も
木
の
香
を
含
ん
で
清
々
し
い
。

十
月
上
旬
に
行
わ
れ
た
宮
遷う

つ

り
を
中
心

と
す
る
〝
遷
宮
祭
〟
は
、
内な

い

宮く
う（
皇こ

う

大た
い

神
宮
）と
外げ

宮く
う（
豊と

よ

受う
け

大
神
宮
）、
そ
れ

ぞ
れ
に
三
日
間
を
か
け
て
の
大
祭
で
あ

っ
た
。

　

日
頃
の
祭
り
で
は
、
神
職
の
装
束
は

白
一
色
の
浄じ

ょ
う

衣え

ま
た
は
斎
服
だ
が
、
遷

宮
祭
に
な
る
と
色
装
束
に
一
変
し
た
。

祭
主
は
小こ

袿う
ち
ぎ

に
緋ひ

袴ば
か
ま

、
大
宮
司
・
少
宮

司
は
束そ

く

帯た
い

黒こ
く

袍ほ
う

…
…
、
と
王
朝
時
代
の

礼
装
に
加
え
、
清
ら
か
さ
を
表
す
〈
す

ず
し
〉
の
明
衣
を
重
ね
る
。

　

百
五
十
人
を
越
え
る
祭
列
が
杜
の
中

を
進
む
風
景
は
、
そ
の
玉
砂
利
を
踏
む

浅あ
さ

沓ぐ
つ

の
響
き
と
と
も
に
、
遠
い
古
代
へ

魂
が
い
ざ
な
わ
れ
る
心
地
が
す
る
。

　

前
回
に
ひ
き
続
き
遷
宮
祭
の
祭さ

い

主し
ゅ

は
、

池
田
厚
子
さ
ん（
82
）。
臨
時
祭
主
・
黒

田
清
子
さ
ん（
44
）と
ほ
ぼ
交
互
に
任
に

当
た
ら
れ
た
。
お
二
人
は
伯
母
と
姪
の

間
柄
で
あ
る
。
厳
か
に
し
て
雅
や
か
な

ご
奉
仕
で
あ
っ
た
。

　
尊
さ
に
　み
な
押
し
あ
ひ
ぬ
　ご
遷
宮芭

蕉

　

遷
宮
直
後
の
お
伊
勢
さ
ん
の
人
気
は

昔
か
ら
絶
大
だ
。
こ
こ
一
カ
月
間
ほ
ど

は
、
両
宮
の
神し

ん

苑え
ん

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

奉
祝
行
事
の
楽
し
み
も
あ
る
。

●
主
な
内
容

２
・
３
面
　
遷
御
の
儀
レ
ポ
ー
ト

４
・
５
面
　
遷
宮
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

６
面
　
　
　
参
拝
者
の
声

７
面
　
　
　
遷
宮
奉
祝
奉
納
行
事

８
面
　
　
　
い
せ
び
と
歳
時
記

神域の祓所ですべての御料、すべての奉仕者を祓い清める川原大祓が行われた。（外宮）
撮影／溝口照正
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浄
闇
の
中
、

悠
久
の
時
が
流
れ

遷
御
の
儀

新
し
い
宮
へ
、

新
し
い
時
代
へ
、杜
の
し
じ
ま
に

大
神
の
気
配
が
遷
り
ゆ
く
。

遷
御
■
内
宮
10
月
2
日（
水
）■
外
宮
10
月
5
日（
土
）

正殿へ向かう祭主をはじめとする神職たち。
（内宮・神楽殿前）

参進を告げる三鼓が響く。（内宮） 足もとに揺れる松明。（内宮）

か
な
神
域
に
、
礼
装
の
特
別
奉
拝
者
の

来
訪
が
始
ま
る
。
約
三
千
人
の
そ
の
席

は
、
前
回
の
桟
敷
・
座
布
団
か
ら
椅
子

席
へ
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　

五
時
半
を
過
ぎ
る
と
、
青
い
素す

袍お
う

・

烏え

帽ぼ

子し

に
正
装
し
た
小こ

工だ
く
み（
宮
大
工
）た

ち
、
各
界
代
表
の
参
列
者
の
一
団
が
、

整
然
と
指
定
の
席
へ
進
む
。

　

ほ
ど
な
く
皇
室
代
表
と
し
て
秋
篠
宮

様
も
ご
到
着
。
前
回
に
続
き
二
度
目
の

ご
臨
席
で
あ
る
。
安
倍
首
相
夫
妻
も
主

要
な
閣
僚
八
名
と
と
も
に
姿
を
見
せ
、

外と
の

玉た
ま

垣が
き

御ご

門も
ん

内
の
席
へ
進
む
。

松た
い

明ま
つ

の
明
か
り
の
中
を

　

秋
の
夕
暮
は
早
い
。
六
時
前
、
参
進

を
告
げ
る
三
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
急
ぎ

足
で
過
ぎ
る
白は

く

丁ち
ょ
う

の
姿
が
暮ぼ

靄あ
い

の
中
に

消
え
て
ゆ
く
。

　

六
時
、
斎さ

い

館か
ん

か
ら
「
遷
御
の
儀
」
へ

の
参
進
が
始
ま
っ
た
。
衛
士
を
先
導

に
、勅ち

ょ
く

使し（
手
塚
英ひ

で

臣お
み

宮
内
庁
掌し

ょ
う

典て
ん

長ち
ょ
う

）、

黒
田
清
子
臨
時
祭
主
、
さ
ら
に
鷹た

か

司つ
か
さ

大

宮
司
、
髙た

か

城ぎ

少
宮
司
を
は
じ
め
と
す
る

百
五
十
人
を
越
え
る
神
職
た
ち
が
つ
づ

く
。
出
仕
が
手
持
ち
で
差
し
出
す
松
明

の
明
か
り
が
足
元
を
わ
ず
か
に
照
ら

す
。
参
道
に
つ
づ
く
長
い
祭
列
は
、
こ

れ
か
ら
始
ま
る
重
儀
へ
の
序
章
と
も
思

わ
れ
た
。

　

第
二
鳥
居
で
勅
使
の
祓
い
が
行
わ

れ
、
玉
串
行
事
所
で
は
、
榊
に
木ゆ

綿う

を

結
ん
だ
太ふ

と

玉た
ま

串ぐ
し

を
そ
れ
ぞ
れ
が
両
手
に

持
つ
。
勅
使
一
行
を
は
じ
め
束
帯
の
神

職
た
ち
は
こ
れ
よ
り
長
く
裾き

ょ

を
ひ
く
。

　

や
が
て
、
正
殿
下
石
階
を
上
る
浅あ

さ

沓ぐ
つ

の
音
が
つ
づ
き
、
長
い
祭
列
は
正
宮
の

奥
へ
姿
を
消
し
た
。

ご
神
体
は
絹き

ん

垣が
い

の
う
ち
に

　

ご
正
宮
の
奥
、
正
殿
の
前
で
勅
使
が

「
お
遷う

つ

り
を
請
奉
る
」
と
祭
文
奏
上
。

新
宮
へ
向
か
う
諸
準
備
が
始
ま
る
。

　

殿
内
で
は
、
大
宮
司
、
少
宮
司
、
禰ね

宜ぎ

た
ち
が
ご
神
体
の
八や

咫た
の

鏡か
が
み

を
仮か

り

御み

樋ひ

代し
ろ

、
次
に
仮か

り

御み

船ふ
な

代し
ろ

に
お
遷
し
す
る
。

　

一
方
、
殿
外
で
は
読
み
上
げ
る
召め

し

立た
て

文
に
従
っ
て
お
の
お
の
が
神
宝
・
御
装

束
を
受
け
取
り
、
列
を
整
え
て
い
く
。

　

い
よ
い
よ
出し

ゅ
つ

御ぎ
ょ

の
時
を
迎
え
て
、
庭に

わ

燎び

な
ど
の
明
か
り
も
消
さ
れ
、
浄じ

ょ
う

闇あ
ん

が

訪
れ
た
。

　
「
カ
ケ
コ
ー
」
と
闇
に
な
が
な
が
と

響
く
鶏け

い

鳴め
い

三さ
ん

声せ
い

。
天あ

ま
の

岩い
わ

戸と

開
き
の
神
話

に
ち
な
み
、
鶏
鳴
所
役
が
唱
え
る
。

　

勅
使
が
「
出
御
」
と
三
度
、
奏
上
。

　

八
時
ち
ょ
う
ど
、
御
殿
内
か
ら
、
ご

神
体
は
白
の
絹
垣
に
囲
ま
れ
て
お
出
ま

し
に
な
っ
た
。

　

楽
師
十
二
人
に
よ
る
和
琴
、
笛
、
歌

に
よ
る
道み

ち

楽が
く

の
調
べ
と
と
も
に
御ぎ

ょ

列れ
つ

は

御
門
を
出
て
、
ゆ
っ
く
り
と
三
千
人
の

奉
拝
者
席
の
前
を
通
り
過
ぎ
、
新
宮
へ

と
向
か
っ
た
。

　

出
御
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
皇
居
で

は
天
皇
陛
下
が
最
も
丁
重
な
作
法
で
皇

祖
を
祀
る
伊
勢
の
神
宮
を
遥
拝
さ
れ
た
。

　

遷せ
ん

御ぎ
ょ

の
日（
内
宮
）は
、
こ
の
上
な
い

秋
晴
れ
で
あ
っ
た
。
内な

い

宮く
う（
皇こ

う

大た
い

神
宮
）

の
参
道
に
は
真
新
し
い
高
張
提
灯
が
掲

げ
ら
れ
、夜
の
祭
典
へ
備
え
が
み
え
る
。

　

正
午
、
新
宮
に
ご
神
体
を
お
迎
え
で

き
る
よ
う
殿
内
を
調
え
る
式
「
御お

飾か
ざ
り

」

が
行
わ
れ
、
黒
田
清
子
臨
時
祭さ

い

主し
ゅ（

天

皇
陛
下
の
ご
長
女
）が
検
分
役
と
し
て

奉
仕
さ
れ
た
。
こ
れ
で
遷
御
ま
で
の
祭

り
と
行
事
は
す
べ
て
終
了
と
な
っ
た
。

　

午
後
一
時
、
一
般
参
拝
は
停
止
。
静
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外
宮
で
も

「
遷
御
の
儀
」

道
楽
が
流
れ
、ゆ
る
ゆ
る
と
宮
遷
り
の
御
列
が
ゆ
く
─
─

東から西へ遷りゆく御列。（内宮）

新宮の板垣御門をくぐる御列。（外宮）

威儀具を奉じて新宮に向かう御列。（外宮）

神域のしじまに玉砂利の音が響く。（内宮）

特別奉拝席（外宮）

文＝乾淳子（1〜５面）　撮影＝鈴木一弘、溝口照正、編集部（２〜５面）

皇室代表として秋篠宮様がご臨席。（内宮）

　

内
宮
の
二
日
後
、
外げ

宮く
う・

豊と
よ

受う
け

大
神

宮
の
「
遷
御
の
儀
」
が
行
わ
れ
た
。

　

外
宮
は
、
御み

饌け（
神
さ
ま
の
お
食
事
）

を
は
じ
め
諸
産
業
の
守
り
神
と
し
て
広

く
信
奉
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
内
宮
を

超
え
る
三
千
六
百
人
の
特
別
奉
拝
者
席

が
設
け
ら
れ
た
。

　

皇
室
代
表
は
秋
篠
宮
様
、
奉
仕
者
は
、

黒
田
清
子
臨
時
祭
主
、
手
塚
英
臣
勅
使

一
行
、
神
宮
神
職
、
と
変
わ
り
な
い
。

　

洋
上
に
台
風
が
あ
り
空
模
様
が
危
ぶ

ま
れ
て
い
た
が
、
大
祭
に
差
し
障
る
ほ

ど
で
は
な
く
、
幸
い
で
あ
っ
た
。

　

今
回
の
遷
宮
記
念
に
開
館
し
、
人
気

の
高
い
「
せ
ん
ぐ
う
館
」
は
、
遷
宮
祭

の
三
日
間
は
遠
来
の
特
別
奉
拝
者
た
ち

の
接
客
の
場
と
な
り
臨
時
休
館
し
た
。

　

内
宮
・
外
宮
と
も
に
遷
御
の
日
の
翌

朝
は
、
五
時
の
参
拝
開
始
時
刻
に
は
千

人
を
こ
え
る
初
参
り
の
人
た
ち
で
長
い

列
が
で
き
、
終
日
参
拝
が
つ
づ
い
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
遷
宮
祭
の
取
材
に
あ

た
っ
た
報
道
取
材
者
は
テ
レ
ビ
、
新
聞
、

雑
誌
と
も
に
首
都
圏
、
名
古
屋
か
ら
も

多
く
、
約
三
百
五
十
人
に
の
ぼ
っ
た
。

れ
、
玉
串
行
事
所
で
は
、
榊
に
木ゆ

綿う

を

結
ん
だ
太ふ

と

玉た
ま

串ぐ
し

を
そ
れ
ぞ
れ
が
両
手
に

持
つ
。
勅
使
一
行
を
は
じ
め
束
帯
の
神

職
た
ち
は
こ
れ
よ
り
長
く
裾き

ょ

を
ひ
く
。

　

や
が
て
、
正
殿
下
石
階
を
上
る
浅あ

さ

沓ぐ
つ

の
音
が
つ
づ
き
、
長
い
祭
列
は
正
宮
の

奥
へ
姿
を
消
し
た
。

ご
神
体
は
絹き

ん

垣が
い

の
う
ち
に

　

ご
正
宮
の
奥
、
正
殿
の
前
で
勅
使
が

「
お
遷う

つ

り
を
請
奉
る
」
と
祭
文
奏
上
。

新
宮
へ
向
か
う
諸
準
備
が
始
ま
る
。

　

殿
内
で
は
、
大
宮
司
、
少
宮
司
、
禰ね

宜ぎ

た
ち
が
ご
神
体
の
八や

咫た
の

鏡か
が
み

を
仮か

り

御み

樋ひ

代し
ろ

、
次
に
仮か

り

御み

船ふ
な

代し
ろ

に
お
遷
し
す
る
。

　

一
方
、
殿
外
で
は
読
み
上
げ
る
召め

し

立た
て

文
に
従
っ
て
お
の
お
の
が
神
宝
・
御
装

束
を
受
け
取
り
、
列
を
整
え
て
い
く
。

　

い
よ
い
よ
出し

ゅ
つ

御ぎ
ょ

の
時
を
迎
え
て
、
庭に

わ

燎び

な
ど
の
明
か
り
も
消
さ
れ
、
浄じ

ょ
う

闇あ
ん

が

訪
れ
た
。

　
「
カ
ケ
コ
ー
」
と
闇
に
な
が
な
が
と

響
く
鶏け

い

鳴め
い

三さ
ん

声せ
い

。
天あ

ま
の

岩い
わ

戸と

開
き
の
神
話

に
ち
な
み
、
鶏
鳴
所
役
が
唱
え
る
。

　

勅
使
が
「
出
御
」
と
三
度
、
奏
上
。

　

八
時
ち
ょ
う
ど
、
御
殿
内
か
ら
、
ご

神
体
は
白
の
絹
垣
に
囲
ま
れ
て
お
出
ま

し
に
な
っ
た
。

　

楽
師
十
二
人
に
よ
る
和
琴
、
笛
、
歌

に
よ
る
道み

ち

楽が
く

の
調
べ
と
と
も
に
御ぎ

ょ

列れ
つ

は

御
門
を
出
て
、
ゆ
っ
く
り
と
三
千
人
の

奉
拝
者
席
の
前
を
通
り
過
ぎ
、
新
宮
へ

と
向
か
っ
た
。

　

出
御
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
皇
居
で

は
天
皇
陛
下
が
最
も
丁
重
な
作
法
で
皇

祖
を
祀
る
伊
勢
の
神
宮
を
遥
拝
さ
れ
た
。
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は
じ
め
に〝
木
〟の
祭
り

　

緑
深
い
森
の
中
、
山
口
祭
で
遷
宮
へ

の
準
備
は
始
ま
っ
た
。
八
年
前
の
春
の

こ
と
に
な
る
。
つ
づ
く
木こ

の

本も
と

祭さ
い

、
御み

杣そ
ま

始は
じ
め

祭さ
い

も
緑
の
中
で
の
祭
り
だ
。
新
宮
を

建
て
る
ご
用
材
を
伐き

り
出
す
前
に
、
山

口
に
お
ら
れ
る
神
、
木
に
宿
る
神
に
祈

る
祭
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
約
一
万
二

千
本
の
樹
齢
二
百
年
前
後
と
な
る
木
曽

ヒ
ノ
キ
が
ご
用
材
と
な
っ
た
。

　

遠
い
昔
か
ら
、
天
地
の
さ
ま
ざ
ま
な

事
物
に
神
を
感
じ
て
、
尊
び
、
感
謝

し
、
加
護
を
祈
っ
て
暮
ら
し
て
き
た
日

本
人
。
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
が
、
遷
宮

の
祭
に
は
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

　

用
材
が
伊
勢
へ
運
ば
れ
た
の
ち
、
鎮

地
祭
か
ら
立り

っ

柱ち
ゅ
う

祭さ
い

・
上じ

ょ
う

棟と
う

祭さ
い

へ
、
新
宮

の
造
営
工
程
が
す
す
む
と
き
も
、ま
ず
、

大
宮
地
の
神
々
、
造
営
を
守
る
屋や

船ふ
ね
の

大お
お

神か
み

に
加
護
を
祈
る
祭
り
が
つ
づ
い
た
。

神
領
民
の
出
番

　

式
年
遷
宮
と
お
伊
勢
さ
ん
の
地
元
・

伊
勢（
旧
神
領
）と
の
間
に
も
長
い
歴
史

が
あ
る
。

　

古
く
は
、
内な

い

宮く
う

、
外げ

宮く
う

の
門
前
を
中

心
に
宿
泊
・
観
光
を
兼
ね
た
御お

ん

師し

の
活

動
が
、
伊
勢
を
〝
せ
め
て
一
生
に
一
度

で
も
〟
と
憧
れ
の
聖
地
へ
と
導
い
た
。

　

ま
た
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
用
材
が
伊
勢

に
到
着
す
る
と
、
五
十
鈴
川
を
遡
ぼ
っ

て
内
宮
へ
、
宮
川
か
ら
陸
路
で
外
宮
へ

運
搬
し
た
課
役
が
、
今
で
は
、
二
十
年

に
一
度
、
旧
神
領
民
あ
げ
て
の
お
木き

曳ひ
き

行
事
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

今
年
の
夏
、
猛
暑
の
中
で
行
わ
れ
た

お
白し

ら

石い
し

持も
ち

行
事
も
遷
宮
と
神
領
民
の
深

い
つ
な
が
り
の
う
ち
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
も
う
一
つ
の
二
十
年
に
一
度
で
あ
る
。

　

毎
秋
、
神か

ん

嘗な
め

祭さ
い

に
日
を
合
わ
せ
て
行

わ
れ
る
初は

つ

穂ほ

曳び
き

で
は
、
奉
曳
車
が
倉
か

ら
引
き
出
さ
れ
、
木
遣
り
唄
も
披
露
さ

れ
る
。
二
十
年
に
一
度
の
お
木
曳
や
お

白
石
持
行
事
の
手
順
を
忘
れ
な
い
た
め

の
行
事
で
も
あ
る
。

　

日
参
、
朔つ

い

日た
ち

参
り
、
十
五
日
参
り
な

ど
、
お
伊
勢
さ
ん
ゆ
か
り
の
慣
わ
し
は

日
々
の
暮
ら
し
に
根
付
い
て
お
り
、
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

御
戸
祭
か
ら
総
仕
上
げ
へ

　

木
の
香
を
放
つ
神し

ん

明め
い

造づ
く
り

の
ご
正
殿
が

建
ち
上
が
り
、
周
り
に
白
石
が
敷
き
詰

め
ら
れ
た
九
月
、
総
仕
上
げ
の
祭
り
と

式
が
次
々
に
行
わ
れ
た
。

　

ま
ず
、御み

戸と

祭さ
い

。新
正
殿
の
御み

扉と
び
ら

に
御み

鑰か
ぎ

穴
を
穿う

が

つ
祭
り
で
、
宮
大
工
た
ち
の

正
殿
の
仕
事
は
こ
れ
で
終
了
と
な
っ
た
。

　

次
に
、
ご
神
体
の
八や

咫た
の

鏡か
が
み

を
お
入
れ

す
る
御み

樋ひ

代し
ろ

を
納
め
る
御み

船ふ
な

代し
ろ

の
準

備
。
技
師
や
小こ

工だ
く
み

た
ち
が
東
宝
殿
に
こ

も
っ
て
こ
れ
を
彫
り
、
神
職
た
ち
が
新

正
殿
に
移
し
納
め
る
御み

船ふ
な

代し
ろ

奉ほ
う

納の
う

式し
き

が

行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
竣
工
し
た
正
殿
、
東
西
の
宝

殿
、
御み

饌け

殿で
ん（

外
宮
）を
す
み
ず
み
ま
で

清
め
る
洗あ

ら
い

清き
よ
め

も
禰ね

宜ぎ

、
権ご

ん

禰
宜
た
ち
の

手
で
丁
重
に
行
わ
れ
た
。

　

心し
ん
の

御み

柱は
し
ら

奉ほ
う

建け
ん

は
秘
儀
と
さ
れ
、
夜
の

し
じ
ま
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
。
正
殿
の

床
の
真
ん
中
の
地
中
に
深
く
建
て
ら
れ

る
神
聖
な
柱
で
、
ご
神
体
の
御
鏡
は
そ

の
真
上
の
位
置
に
安
置
さ
れ
る
と
い
う
。

　

九
月
最
後
の
祭
り
は
、
饗き

ょ
う

膳ぜ
ん

も
あ
る

め
で
た
い
杵こ

築つ
き

祭さ
い

で
あ
っ
た
。
新
宮
の

完
成
を
祝
っ
て
、
神
職
と
造
営
庁
職
員

の
総
員
が
長
い
白は

く

杖じ
ょ
う

を
手
に
新
宮
へ
向

か
っ
た
。

　
　

五
十
鈴
の
宮
の
杵
築
し
て
け
り

　
　

国
ぞ
栄
ゆ
る　

郡こ
お
り

ぞ
栄
ゆ
る

　
　

万よ
ろ
づ

代よ

ま
で
に　

万
代
ま
で
に

　

古
代
よ
り
伝
わ
る
祝
い
歌
を
口
ず
さ

み
つ
つ
、
柱
の
周
り
を
突
き
固
め
た
。

　

遷
御
前
日
の
朝
に
は
、
後ご

鎮ち
ん

祭さ
い

が
あ

ど
け
な
い
物も

の

忌い
み

の
奉
仕
の
も
と
に
行
わ

れ
た
。
完
成
し
た
新
宮
が
い
つ
ま
で
も

堅
固
で
あ
る
よ
う
に
と
祈
る
祭
り
で
、

神
前
に
は
鶏
卵
、
つ
が
い
の
白
鶏
も
供

え
ら
れ
た
。
ま
た
、新
宮
の
床
下
に
は
、

神
職
に
よ
り
由
緒
あ
る
古
事
に
ち
な
む

天あ
め
の

平ひ
ら
か瓮
が
安
置
さ
れ
た
。

祭
に
、神
々
の

ご
加
護
を

祈
り
な
が
ら

小工による木造始祭は遷宮の起工式。
（平成18年4月21日）

御杣始祭木造始祭

立柱祭

後鎮祭 杵築祭 御戸祭

槌音高らかに立柱祭。
（平成24年　内宮3月4日・外宮6日）

新宮の竣工に感謝し、安泰を祈る後鎮祭では物忌として伊勢市立浜郷小３年の
森薫子さんが奉仕した。写真は外宮。（内宮10月1日・外宮4日）

白杖を手に新宮へ。完成を祝って柱の周りを築き固めた。
写真は内宮。（内宮9月28日・外宮29日）

御扉の鑰穴をあける祭。
これで宮大工の新宮の仕
事は終わる。写真は内宮。

（内宮9月13日・外宮15日）

木曽谷国有林（長野県）で伝統の“三ツ尾伐り”
によりご神木を伐採した。（平成17年6月3日）

新
宮
の
造
営
、御お

ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

の
調
製
─
─
。

振
り
返
る
と
、八
年
の
歳
月
が
流
れ
、

三
十
三
の
祭
り
と
行
事
を
重
ね
て
い
た
。

第
62
回
神
宮
式
年
遷
宮
へ
の
道
程
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京
漆
の
辛
櫃
に
、御
装
束
神
宝

　

遷
御
の
前
日
に
行
わ
れ
る
御お

ん
装し

ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

読と
く

合ご
う（

神
宝
類
を
点
検
す
る
式
）か

ら
、
三
日
間
に
わ
た
る
重
要
な
祭
り
は

「
遷
宮
祭
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

奉
仕
者
一
同
、
真
新
し
い
遷
宮
装
束

と
な
り
、
池
田
厚
子
祭さ

い

主し
ゅ

も
こ
の
祭
り

か
ら
奉
仕
を
は
じ
め
ら
れ
た
。

　

祭
主
の
装
束
は
、
小こ

袿う
ち
ぎ

・
表う

わ
ぎ著

・
緋ひ

袴ば
か
ま

と
華
や
ぎ
あ
る
色
目
に
、
白
の
明み

ょ
う

衣え

を
重
ね
る
。
大
宮
司
・
少
宮
司
は
、
束そ

く

帯た
い

黒こ
く

袍ほ
う

で
、
朝
廷
で
公
事
に
用
い
ら
れ

た
格
調
高
い
装
い
だ
。

　

遷せ
ん

御ぎ
ょ

前
日
、
夕
刻
の
祓は

ら
え

所ど

に
御ご

料り
ょ
う

の

す
べ
て
を
納
め
た
辛か

ら

櫃ひ
つ

が
運
ば
れ
、
祭

主
は
じ
め
、
奉
仕
者
全
員
が
会
し
て
川か

わ

原ら

大お
お

祓は
ら
い

が
行
わ
れ
た
。

　

前
回
、
辛
櫃
は
す
べ
て
素し

ら

木き

だ
っ
た

が
、
御
装
束
神
宝
を
納
め
た
も
の
は
黒

と
朱
の
京き

ょ
う

漆う
る
し

の
塗
と
な
り
、
金
色
の
御

錠
が
付
け
ら
え
た
。
辛
櫃
の
緒
も
緋
色

に
染
ま
り
、
厳
粛
な
う
ち
に
も
華
や
ぎ

を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

遷
御
の
儀
の
当
日
と
な
り
、
正
午
に

正
殿
の
内
部
を
新
し
い
御
装
束
で
調
え

る
御お

飾か
ざ
り

が
行
わ
れ
た
。

秋
晴
れ
の
夜
に
、遷
御
の
儀

　

遷
御
の
日
の
夕
刻
、
黒
田
清
子
臨
時

祭
主
は
参
進
に
先
立
っ
て
、
お
浄
め
の

川
原
大
祓
を
受
け
ら
れ
た
。「
遷
御
の

儀
は
夜
の
祭
典
で
も
あ
り
、
池
田
祭
主

に
代
わ
り
、
黒
田
清
子
臨
時
祭
主
が
奉

仕
さ
れ
る
」
模
様
と
事
前
に
報
道
関
係

者
へ
通
知
が
あ
っ
た
。
直
前
の
こ
と
で

は
あ
っ
た
が
、
黒
田
臨
時
祭
主
の
毅
然

と
し
て
た
お
や
か
な
ご
奉
仕
の
様
子

に
、賞
賛
を
惜
し
ま
ぬ
声
が
聞
か
れ
た
。

　

出
御
と
な
る
ま
で
の
時
間
、
三
千
の

奉
拝
席
に
は
つ
つ
し
み
深
い
静
寂
が
流

れ
て
い
た
。
五
十
鈴
川
の
支
流
、
島し

ま

路じ

川
の
瀬
音
が
高
ま
る
。種
々
の
虫
の
音
、

時
折
、
夜
鳴
き
鳥
が
そ
れ
に
和
す
る
。

片
時
で
は
あ
っ
た
が
、
悠
久
の
時
の
流

れ
の
中
に
い
る
心
地
と
な
っ
た
。

最
終
日
、五
つ
の
祭
り
・
式

　

遷
御
の
翌
日
、
早
朝
か
ら
遷
宮
装
束

に
威
儀
を
た
だ
し
た
祭
主
を
は
じ
め
と

す
る
奉
仕
員
た
ち
に
よ
っ
て
、
五
つ
の

祭
り
・
式
が
行
わ
れ
た
。
新
居
に
遷
ら

れ
た
大
神
に
心
地
よ
く
お
過
ご
し
い
た

だ
く
お
祝
い
の
祭
り
で
あ
る
。

　

し
ら
じ
ら
と
夜
の
明
け
た
午
前
六

時
、
新
宮
に
初
め
て
の
お
食
事
を
お
供

え
す
る
大お

お

御み

饌け

が
行
わ
れ
た
。
く
つ

ろ
い
で
お
召
し
上
が
り
い
た
だ
け
る
よ

う
、
お
傍
近
く
で
雅
楽
も
奏
さ
れ
た
。

　

午
前
十
時
に
は
奉ほ

う
幣へ

い
。
天
皇
陛
下
か

ら
の
お
供
え
物
で
あ
る
。
勅ち

ょ
く

使し

と
随
員

が
二
つ
の
辛
櫃
に
幣へ

い

帛は
く

を
携
え
て
参
進

し
、
五ご

丈じ
ょ
う

殿で
ん

前
の
大
庭
で
祭
主
に
目
録

に
お
目
通
し
い
た
だ
い
た
。
ご
正
殿
に

向
か
う
に
あ
た
り
、
勅
使
一
行
、
大
宮

司
・
少
宮
司
ら
も
太ふ

と

玉た
ま

串ぐ
し

を
両
手
に
持

ち
、
束
帯
の
裾き

ょ

を
長
く
ひ
き
な
が
ら
参

進
す
る
様
子
は
、こ
れ
が
〝
一
社
奉
幣
〟

と
呼
ば
れ
る
重
儀
で
あ
る
こ
と
を
感
じ

さ
せ
た
。

　

正
宮
か
ら
退
下
後
は
、
五
丈
殿
に
お

い
て
、
饗き

ょ
う

膳ぜ
ん

が
行
わ
れ
た
。

　

午
後
二
時
に
は
、
古こ

物も
つ

渡わ
た
し

の
式
。
古

殿
に
残
る
幣
帛
・
宝
物
な
ど
が
正
殿
へ

移
さ
れ
た
。

　

午
後
五
時
に
は
、
夜
の
御み

神か
ぐ
ら楽
に
先

立
ち
、
正
殿
に
御
饌
を
供
え
る
御
神
楽

御
饌
が
行
わ
れ
た
。

　

神
域
に
常
夜
灯
の
み
灯
る
夜
七
時
、

宮
内
庁
楽
師
十
二
名
に
よ
る
御
神
楽
と

秘
曲
の
奉
奏
が
は
じ
ま
っ
た
。
勅
使
、

祭
主
を
は
じ
め
神
職
は
庭に

わ

燎び

に
照
ら
さ

れ
た
四よ

丈じ
ょ
う

殿で
ん

へ
。
今
世
紀
初
め
て
行
わ

れ
た
盛
儀
へ
の
祝
意
と
平
安
へ
の
祈
り

を
込
め
て
、
夜
の
更
け
る
ま
で
御
神
楽

の
宴
は
つ
づ
け
ら
れ
た
様
子
で
あ
っ
た
。

奉仕する神職たち、御
料を納めた辛櫃すべて
が祓い清められた。写
真は外宮。（内宮10月
1日・外宮4日）

川原大祓

御装束神宝読合

奉幣の儀で天皇陛下からの幣帛が供えられた。
写真は内宮。（内宮10月3日・外宮6日）

奉幣の儀の後、五丈殿で饗
膳が行われた。（内宮）

御神楽では、宮内庁楽師12人により神楽
と秘曲が奉奏された。（外宮）

早朝の6時、大御饌が供えら
れた。（内宮）

遷御の翌朝、初参りの人々で鳥居前に
長い列ができた。（内宮・宇治橋前）

遷
宮
装
束
に
威
儀
を
た
だ
し
て
─
─

三
日
間
に
わ
た
り「
遷
宮
祭
」

池田厚子祭主が御装束神宝の目
録を点検した。写真は外宮。（内
宮10月1日・外宮4日）

１
日
目

（
内
宮
10
月
1
日・
外
宮
4
日
）

10
時
　
御
装
束
神
宝
読
合

16
時
　
川
原
大
祓

２
日
目

（
内
宮
10
月
2
日・
外
宮
5
日
）

12
時
　
御
飾

20
時
　
遷
御

３
日
目

（
内
宮
10
月
3
日・
外
宮
6
日
）

6
時
　
大
御
饌

10
時
　
奉
幣

14
時
　
古
物
渡

17
時
　
御
神
楽
御
饌

19
時
　
御
神
楽

◆
遷
宮
祭
の
流
れ

遷御に向け、最終準備
の儀式が行われる。

浄闇のなかで、ご神体
がお遷りになる。

新居に遷られた大神を
お祝いする祭り。
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す
る
と
こ
ろ
を
体
感
し
、
深
い
感
動
を

覚
え
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
外
宮
で
、
新
旧
の
ご
正
殿

前
に
並
ぶ
奉
拝
席
か
ら
厳
か
な
遷
御
の

御
列
を
拝
し
ま
し
た
。
御
殿
の
外
側
か

ら
、
前
回
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
旧
御
殿
か
ら
新
御
殿
へ
の
御
列
の
模

様
を
つ
ぶ
さ
に
拝
見
し
、
そ
の
全
体
像

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
二
回
の
体
験
に
よ
っ
て
、
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
よ
う
す
を
こ
ま
や
か
に
感
じ
、
知
る

こ
と
が
で
き
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
五
年
に
行
わ
れ
た
前
回
の
ご
遷

宮
で
、私
は
文
化
人
特
別
出
仕
と
し
て
、

内
宮
現
宮
の
内な

い

院い
ん

で
庭に

わ

燎び

を
焚
く
役
目

を
務
め
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
、
旧
御

殿
か
ら
ご
神
体
が
遷
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
ご
様
子
を
近
々
と
拝
し
、
そ
の
意
味

　
神
宮
御
遷
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
野
弘
彦

天
の
戸
を
開
く
と
よ
み
の
ひ
び
く
闇
　
み
遷
り
の
と
き
　
近
づ
く
ら
し
き

道み
ち

敷し
き

の
布
の
べ
ら
れ
て
　
み
渡
り
の
道
　
お
ご
そ
か
に
夜
眼
に
顕た

ち
く
る

先
が
け
て
齋

い
つ
き

の
宮
の
踏
み
た
ま
ふ
　
神
の
歩
み
の
道
　
ほ
の
白
し

　

昭
和
四
十
八
年
の
ご
遷
宮
以
降
、
三

回
目
の
奉
拝
で
す
。
最
大
の
印
象
は
、

内
宮
遷
御
に
臨
ま
れ
た
臨
時
祭さ

い

主し
ゅ
・
黒

田
清
子
様
の
美
し
い
お
姿
で
し
た
。
勅ち

ょ
く

使し

の
手
塚
さ
ん
は
じ
め
、
皆
さ
ん
衣
装

も
所
作
も
た
い
へ
ん
ご
立
派
で
し
た
が
、 

中
で
も
清
子
様
は
木ゆ

綿う

蔓か
づ
ら

の
結
び
目
も

凛
々
し
く
、
お
務
め
に
対
す
る
お
気
持

ち
が
ひ
と
き
わ
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。

　

戦
後
四
回
目
の
遷
宮
を
重
ね
、
そ
の

全
体
像
は
毎
回
充
実
し
て
き
て
い
ま

す
。
一
方
で
、
前
回
バ
ブ
ル
経
済
の
最

中
に
行
わ
れ
た
遷
御
で
は
、
奉
拝
席
が

ざ
わ
め
き
立
っ
て
一
部
「
見
物
」
の
よ

う
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た

の
も
事
実
。
そ
の
意
味

で
今
回
は
、
渡
御
の
瞬

間
を
三
千
人
の
奉
拝
者

全
員
が
固
唾
を
の
ん
で

見
守
り
、
懸
命
に
お
参

り
し
て
い
る
こ
と
が
強

く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

内
宮
遷
御
の
臨
時
出
仕
と
し
て
、
新

宮
の
斎ゆ

庭に
わ

で
燎
火
を
焚
く
お
役
を
仕

り
、
新
宮
内
院
で
歌
手
の
藤
井
フ
ミ
ヤ

東
日
本
大
震
災
な
ど
大
変
な
出
来
事
も

あ
り
ま
し
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ
今
、
千

三
百
年
続
く
ご
遷
宮
に
大
勢
の
人
々
が

心
惹
か
れ
、
祈
り
を
捧
げ
る
よ
う
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。

さ
ん
と
と
も
に
ご
奉
仕
い
た

し
ま
し
た
。

　

薄
闇
の
夕
刻
か
ら
御
垣
内

に
入
り
、
持
ち
場
で
火
を

焚
き
ま
し
た
。
中
で
は
束そ

く

帯た
い

緑り
ょ
く

袍ほ
う

姿
の
神
職
た
ち
が
灯
明

を
と
も
し
て
新
殿
に
出
入
り

し
、
神
様
を
迎
え
る
準
備
を

な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
八
時
の
出
御
を

前
に
、
濡
れ
蓆む

し
ろ

で
土
堝
の
焚

火
を
一
斉
に
消
し
、
入
御
の

と
き
を
迎
え
ま
し
た
。
祭
列

は
雨う

儀ぎ

廊ろ
う

か
ら
新
殿
へ
―
―
体
感
で
お

お
よ
そ
二
十
分
く
ら
い
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
お
遷
り
の
瞬
間
に
立

ち
会
う
こ
と
が
で
き
、
感
激
の
一
言
で

し
た
。

　

私
は
今
回
の
ご
遷
宮
に
際
し
、
神
宮

よ
り
十
六
枚
の
記
録
画
の
制
作
を
承
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
て
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
内
宮
遷
御
は
、
自
身
の
作

品
と
し
て
も
描
き
残
す
つ
も
り
で
す
。

「
歴
史
の
重
み
を
感
じ
た
─
─
」

「
五
感
で
神
さ
ま
に
触
れ
た
─
─
」

「
若
い
人
に
受
け
継
い
で
ほ
し
い
─
─
」

「
二
十
年
後
も
、ま
た
元
気
で
来
た
い
─
─
」

今
世
紀
初
め
て
の
ご
遷
宮
に
触
れ
た

人
々
が
語
る〝
わ
た
し
の
ご
遷
宮
〟。

三
千
人
の
奉
拝
者
の

懸
命
な
祈
り
を

強
く
感
じ
た

浄
じ
ょ
う

闇
あ

ん

の
内
宮
新
宮
で

御
火
焚
き
に

ご
奉
仕
し
て

お
か
の
・
ひ
ろ
ひ
こ

１
９
２
４
年
三
重
県
生
ま
れ
。
国
文
学
者
・
折
口
信
夫

の
内
弟
子
と
し
て
国
文
学
、
民
俗
学
な
ど
幅
広
い
研

究
を
重
ね
る
。
歌
人
と
し
て
も
活
躍
。
昭
和
天
皇
の

和
歌
の
相
談
役
を
は
じ
め
皇
室
と
も
深
く
関
わ
る
。

と
こ
ろ
・
い
さ
お

１
９
４
１
年
岐
阜
県
生
ま
れ
。
京
都
産
業
大
学
名
誉

教
授
。
皇
學
館
大
学
特
別
招
聘
教
授
。
専
門
は
日
本

法
制
史
。
皇
室
に
関
す
る
問
題
の
第
一
人
者
。
著
書
に

『
伊
勢
の
神
宮
』『
皇
位
継
承
の
あ
り
方
―
―
女
性
、

母
系
天
皇
は
可
能
か
―
―
』
他
多
数
。

み
ず
の
・
い
ち
あ
き

１
９
４
４
年
愛
知
県
生
ま
れ
。
日
本
画
家
。
日
本
美

術
院
院
友
。
平
成
17
年
よ
り
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
を

絵
画
で
記
録
す
る
記
録
絵
画
の一
人
と
し
て
取
材
・
制

作
を
行
っ
て
い
る
。

遷 御 に 臨 ん で の声奉拝者
参拝者

10月3日  内宮初参り  参拝者の声
■遷御のテレビ中継を見て、お参りに来ました。
20年後もまた夫婦で元気に来たいと願い、手を
合わせました。
服部章雄さん（62）　松阪市

■20年前も遷御の翌日に訪れました。名古屋か
ら終電に乗り、昨夜は鳥居前で一夜を明かしま
した。暖かくて過ごしやすかったです。初参りで、
初心を思い出しました。
小川真

め ぐ み

愛さん（50）　愛知県

■北海道からきました。昨夜、奉拝しましたが、
ご神体がお遷りになるとき、風が吹きました。
今朝の新宮は、朝の光に輝き、ありがたい気持
ちになりました。
笹川龍子さん（61）　北海道

■5時に外宮さんにお参りをしてから内宮へ来ま
した。これから始まる20年に新たな役割をいた
だいたような気がしました。
大澤いくよさん（43）　愛知県

10月5日  外宮遷御  奉拝者の声
■神様がお遷りになるところを間近に見られて
感動しました。
鈴木伴

とも

子
こ

さん（61）　長野県

■夜の神宮に入るのが初めてなので景色が新鮮
でした。新しい歴史が始まるのを感じました。
奥山和哉さん（26）　度会郡大紀町

■辺りが徐々に暗くなり、ご神体がゆっくりと
新宮に遷るようすが、若い世代に（時代が）移り
変わっていくような感覚を受けました。たくさ
んの若い人に参拝していただいて、遷宮をしっ
かりと受け継いでほしいと思いました。
匿名希望女性（40代）　東京都

■神様が通るタイミングで雨が降り始め、小雨
がちょうど白い霧のようになってとても幻想的
でした。雅楽の音が近づき、ムササビが騒いで
いたことさえ演出的でした。
豊田尚子さん（46）　伊勢市

■雅楽が、神様が遷る間、また中に入っても響
いていて、音で神様との距離を感じました。松
明のにおいにぬくもりさえ感じました。五感で
神様に触れた気がします。
長
おさ

内
ない

馨
けい

子
こ

さん（51）　三重県

■森の中で、虫や鳥の声が響くなかで、自然と
一体となった儀式であることが伝わり、感動し
ました。
治田まゆみさん　東京都　

■静寂の中で行事が営まれ、1300年前も同じよ
うな形でされてきたのかと思うと、歴史の重み
を感じました。昔と同じ情景を見ることができ、
日本人として生まれてきて良かったなと思いま
した。
杉田千里さん（41）　松阪市　

■白い布に囲まれて運ばれていくときは本当に
神様がいるんだなと感じて、言い表せないほど
感動しました。伊勢神宮は地元なので今まで当
たり前のような存在でしたが、本当にすごいと
ころなんだと感じました。
古川奈々香さん（15）　多気郡大台町

参 拝 者 の 声 二
度
の
ご
遷
宮
を
奉
拝

二
十
年
を
経
て

内
と
外
か
ら

渡
御
御
列
が
ゆ
く
。

遷御翌日、早朝5時の宇治橋前

歌
人岡

野
弘
彦
さ
ん

京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授

所
　
功
さ
ん

日
本
画
家

水
野
一
昭
さ
ん
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遷
宮
を
記
念
し
て

「
斎ゆ

庭に
わ

舞ま
い

」

　

奉
祝
奉
納
行
事
に
先
立
ち
、
両
宮
で

は
奉
祝
舞
楽
が
公
開
さ
れ
、
今
回
の
遷

宮
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
舞
楽
「
斎
庭

舞
」
が
披
露
さ
れ
た
。

　

元
神
宮
祭
主
の
鷹た

か

司つ
か
さ

和
子
さ
ん
が
詠

ん
だ
和
歌
「
み
そ
の
ふ
は　

秋
の
夜
ふ

け
て　

み
か
ぐ
ら
の　

笛
の
音
高
く　

ひ
び
き
わ
た
り
ぬ
」
か
ら
着
想
し
、
宮

内
庁
式
部
職
楽
部
が
作
っ
た
も
の
。
遷

御
の
翌
日
、
浄じ

ょ
う

闇あ
ん

の
中
で
秘
曲
が
奉
奏

さ
れ
る
「
御み

神か
ぐ
ら楽
」
を
詠
っ
た
も
の
で
、

清
雅
な
調
べ
が
特
徴
だ
。
舞
人
は
花
菱

模
様
を
あ
し
ら
っ
た
千ち

早は
や

に
蜜み

柑か
ん

朱し
ゅ

色い
ろ

の
袴
を
は
き
、
ゆ
っ
た
り
し
た
音
色
に

合
わ
せ
て
舞
い
、
観
客
を
魅
了
し
た
。

遷
宮
奉
納
行
事（
予
定
）

【
内
宮
】
場
所
：
神
苑
特
設
舞
台

　
　
　
　
（
一
部
、
参
集
殿
）

◆
10
月
26
日（
土
）

9
時
15
分　

目
名
太
神
楽（
青
森
）

11
時　
　
　

桧
獅
子
舞（
徳
島
）

13
時
15
分　

小
國
神
社
十
二
段
舞
楽（
静
岡
）

14
時
35
分　

伊
予
国
浮
穴
郡
里
神
楽（
愛
媛
）

◆
10
月
27
日（
日
）

9
時
20
分　

早
池
峰
大
償
神
楽（
岩
手
）

10
時
30
分　

山
添
社
田
海
太
神
楽（
新
潟
）

11
時
30
分　

法
霊
神
楽（
青
森
）

12
時
30
分　

劔
神
社
敬
神
団
獅
子
舞（
福
井
）

12
時
50
分　

劔
神
社
明
神
ば
や
し（
福
井
）

13
時
20
分　

鴻
八
幡
宮
祭
り
ば
や
し（
岡
山
）

14
時
30
分　

日
雲
神
社
太
鼓
踊（
滋
賀
）

◆
10
月
28
日（
月
）

10
時
35
分　

大
前
神
社
大
大
御
神
楽（
栃
木
）

13
時
30
分　

天
下一関
白
神
獅
子
舞（
栃
木
）

◆
10
月
29
日（
火
）

10
時
50
分　

下
坂
神
社
獅
子
舞（
香
川
）

12
時
5
分   

新
田
稲
荷
神
社
神
楽（
静
岡
）

◆
10
月
30
日（
水
）　

10
時
45
分　

肥
後
神
楽（
熊
本
）

13
時
20
分　

伊
豫
神
楽（
愛
媛
）

14
時
30
分　

分
林
真
謡
会
観
世
流
舞
囃
子

　
　
　
　
　
（
京
都
）　

※
参
集
殿
に
て

◆
10
月
31
日（
木
）

9
時
15
分　

壱
岐
神
楽（
長
崎
）

10
時
50
分　

さ
ぬ
き
里
神
楽（
香
川
）

◆
11
月
1
日（
金
）

10
時
50
分　

塩
竈
神
楽（
宮
城
）

◆
11
月
2
日（
土
）

9
時
30
分　

大
峡
神
楽（
宮
崎
）

10
時
35
分　

大
日
堂
舞
楽（
秋
田
）

13
時
20
分　

早
池
峰
岳
神
楽（
岩
手
）

15
時　
　
　

小
野
獅
子
舞（
三
重
）

◆
11
月
3
日（
祝
）

9
時
10
分　

岩
根
沢
太
々
神
楽（
山
形
）

10
時
45
分　

平
戸
神
楽（
長
崎
）

13
時
15
分　

池
川
神
楽（
高
知
）

15
時　
　
　

黒
森
神
楽（
岩
手
）

【
外
宮
】
場
所
：
ま
が
た
ま
池
奉
納
舞
台

　
　
　
（
雨
天
時
せ
ん
ぐ
う
館
催
事
室
）

◆
10
月
26
日（
土
）

10
時
55
分　

箱
根
湯
立
獅
子
舞（
神
奈
川
）

13
時
15
分　

美
和
神
社
太
々
神
楽（
山
梨
）

14
時
45
分　

北
海
道
く
し
ろ
蝦
夷
太
鼓

　
　
　
　
　
（
北
海
道
）

◆
10
月
27
日（
日
）

9
時
20
分　

三
島
伶
人
会
大
々
御
神
楽
舞

　
　
　
　
　
（
新
潟
）

10
時
40
分　

伊
予
里
神
楽（
愛
媛
）

13
時
15
分　

玖
珠
神
楽（
大
分
）

14
時
30
分　

日
本
古
武
道
振
興
会
演
武

　
　
　
　
　
（
東
京
）

◆
11
月
3
日（
祝
）

10
時
05
分　

籠
神
社
太
刀
振
り
・
大
神
楽
・

　
　
　
　
　

笹
囃
子（
京
都
）

13
時
20
分　

尾
園
三
輪
神
楽（
熊
本
）

14
時
50
分　

宮
原
祇
園
社
獅
子
舞（
熊
本
）

　

遷
御
が
終
わ
る
と
内
宮
・
外
宮
は
、

新
宮
参
り
の
人
々
で
大
に
ぎ
わ
い
。
神

域
は
参
拝
者
で
あ
ふ
れ
、
現
代
版
・
お

蔭
参
り
の
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
奉
祝
ム
ー
ド
を
高
め
て

い
る
の
が
遷
宮
を
祝
い
、
全
国
各
地
か

ら
奉
納
さ
れ
る
伝
統
芸
能
だ
。
内
宮
で

は
神
苑
に
特
設
舞
台
が
設
け
ら
れ
、
外

宮
で
は
ま
が
た
ま
池
の
水
上
に
あ
る
奉

納
舞
台
が
主
な
会
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

初
日（
十
三
日
）は
、
茨
城
・
福
島
・

東
京
・
大
分
な
ど
八
つ
の
都
県
か
ら
十

の
芸
能
が
奉
納
さ
れ
た
。
中
で
も
ひ
と

き
わ
元
気
よ
く
盛
り
上
げ
た
の
が
櫻
川

ぴ
ん
助
さ
ん（
68
）率
い
る
「
江
戸
芸
か

っ
ぽ
れ
」（
東
京
）だ
。
八
十
三
名
で
来

勢
。
威
勢
の
い
い
囃
子
に
合
わ
せ
、
揃

い
の
タ
ス
キ
を
身
に
つ
け
た
浴
衣
姿
で

軽
妙
に
踊
る
よ
う
す
に
、
観
客
も
笑
顔

で
手
拍
子
を
と
り
な
が
ら
楽
し
ん
だ
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
福

島
、宮
城
、岩
手
か
ら
も
八
団
体
が
奉
納
。

初
日
に
訪
れ
、「
御ご

宝ほ
う

殿で
ん

熊
野
神
社
稚

児
田
楽
・
風
流
」（
福
島
）を
奉
納
し
た

御
宝
殿
熊
野
神
社
の
宮
司
・
下
山
田
大だ

い

膳ぜ
ん

さ
ん（
81
）は
「
震
災
も
あ
っ
た
が
、

多
く
の
支
え
の
お
か
げ
で
、
お
伊
勢
さ

ん
に
奉
納
で
き
感
謝
し
て
い
る
」
と
語

っ
た
。
期
間
中
、
全
国
各
地
か
ら
百
三

十
九
の
奉
納
行
事
が
行
わ
れ
る
。　

「北口本宮富士浅間神社太々神楽」
（山梨県富士吉田市）

手子后神社総代会による「あばれ太
鼓」（茨城県神栖市）

「御宝殿熊野神社稚児田楽・風流」
は国指定の重要無形民俗文化財。

（福島県いわき市）

取材・文　中川絵美子

「江戸芸かっぽれ」（東京都台東区）

保存会による「日田祇園囃子」
（大分県日田市）

出雲流神楽の原型を継承する「出雲國大原神主神楽」より「山神祭」。
（島根県雲南市）

舞衣もこの曲に合わせて特別に作られた。頭の天冠には日陰糸を垂らし、手には榊の枝をもって「斎庭舞」を清楚に舞う神宮舞女。

洋遊会による雅楽（富山県高岡市）

伊
勢
神
宮
に
日
本
各
地
の

伝
統
芸
能
が
集
ま
る

大
神
が
お
遷
り
に
な
る
と

日
本
各
地
か
ら
お
祝
い
の
神
楽
や

お
国
自
慢
の
芸
能
が
伊
勢
に
集
ま
る
。

十
月
～
十
一
月
初
旬
の
土
日
は

神
苑
に
囃
子
や
太
鼓
の
音
が
響
き

奉
祝
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
て
い
る
。【遷 宮 奉 祝 奉 納 行 事】

●内宮では、神苑特設舞台のほかに参集殿、神苑などでも行事が行われています。●平成25年9月10日現在の奉納予定。奉納開始時間は多少前後することがあります。
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伊
勢
の
神
宮
徴ち
ょ
う

古こ

館か
ん

の
本
館
・
新
館
で
は
第

62
回
神
宮
式
年
遷
宮
を
記
念
し
、
企
画
展
「
お

お
み
や
う
つ
し
」
を
開
催
中
だ
。

　

本
館
で
は
、
遷
宮
諸
祭
の
流
れ
を
振
り
返
る
。

祭
り
当
日
の
写
真
と
と
も
に
、
木
造
始
祭
の
手

斧
、
立
柱
祭
の
木
槌
な
ど
今
回
実
際
に
使
用
さ

れ
た
祭
器
具
な

ど
が
並
び
、
臨

場
感
あ
ふ
れ
る

展
示
が
見
ど

こ
ろ
だ
。
さ
ら

に
奥
へ
進
む
と
、

当
代
一
流
の
名

工
に
よ
り
製
作

さ
れ
た
ご
神
宝

を
実
際
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

訂
正
と
お
詫
び

12
号
６
面
の
前
山
町
養
命
団
の
紹
介
記
事
に
あ

る
「
女
性
部
に
よ
る
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン（
小

学
生
）」
を
「
女
性
部
に
よ
る
よ
さ
こ
い
ソ
ー

ラ
ン
」
に
訂
正
し
ま
す
。
ま
た
、
13
号
８
面
の

お
白
石
持
行
事
の
余
興
記
事
に
お
け
る
前
山
町

養
命
団
の
写
真
説
明
文
「
木
遣
り
の
メ
ロ
デ
ィ

を
サ
ッ
ク
ス
で
披
露
」
を
「
伊
勢
音
頭
さ
わ
ぎ

の
メ
ロ
デ
ィ
を
サ
ッ
ク
ス
で
披
露
」
に
訂
正
し
、

関
係
者
に
お
詫
び
し
ま
す
。

　

新
館
で
は
、
遷
宮
諸
祭
で
着
用
さ
れ
る
装
束

や
、
今
回
の
遷
宮
を
記
念
し
た
土
産
品
な
ど
を

展
示
。
前
回
の
遷
宮
時
に
池
田
厚
子
祭
主
や
大

宮
司
、
禰
宜
、
物
忌
な
ど
が
実
際
に
着
用
し
た

貴
重
な
装
束
を
解
説
の
パ
ネ
ル
つ
き
で
間
近
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

新
宮
へ
の
お
参
り
と
合
わ
せ
て
参
観
す
れ
ば
、

い
っ
そ
う
遷
宮
へ
の
理
解
が
深
ま
る
。

■
第
62
回
神
宮
式
年
遷
宮
展
Ⅰ

「
お
お
み
や
う
つ
し
」

w

開
催
中
～
平
成
26
年
8
月
24
日（
日
）

　
9
時
～
4
時
30
分
ま
で（
入
館
は
4
時
ま
で
）

q
神
宮
徴
古
館
　
本
館
・
新
館

e
月
曜（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）※
11
／
24
ま
で
は
無
休

i
大
人
３
０
０
円
、
高
大
生
１
５
０
円
、

 

小
中
生
１
０
０
円

u
神
宮
徴
古
館
　
☎
０
５
９
６
・
２
２
・
１
７
０
０

※
次
号（
15
号
）は
12
月
中
旬
頃
発
行
予
定
で
す
。

●
特
集

光
輝
く
新
宮
へ
　お
伊
勢
さ
ん
の
初
詣

　
御
遷
宮
が
終
わ
り
、
伊
勢
は
新
宮
参
り

を
す
る
人
々
で
賑
わ
い
、
ま
る
で
、
か
つ

て
の
お
蔭
参
り
を
み
る
よ
う
で
す
。
神
域

で
は
全
国
か
ら
神
楽
や
郷
土
芸
能
の
奉
祝

行
事
が
行
わ
れ
、
お
正
月
を
迎
え
た
よ
う

な
、
華
や
い
だ
雰
囲
気
で
す
。
参
拝
者
の

表
情
も
晴
れ
や
か
で
、
日
本
が
遷
宮
と
共

に
、
若
返
っ
た
感
じ
す
ら
し
ま
す
。

伊
勢
文
化
舎
代
表
　
中
村
　
賢
一

伊

勢

か

ら

の

便

り

～
11
月
4
日
㊊

開
館
20
周
年
記
念
特
別
展「
日
本
の
原
風
景
」

神
や
ふ
る
さ
と
の
風
景
な
ど
、
環
境
と
人
々
の

営
み
が
描
か
れ
た
、
近
現
代
の
作
品
約
４
０
点

を
展
示
。

w

９
時
～
16
時
30
分

q
伊
勢
市
、
神
宮
美
術
館

u
神
宮
美
術
館
　
☎
０
５
９
６
・
２
２
・
５
５
３
３

26
日
㊏
～
27
日
㊐

神
恩
感
謝
日
本
太
鼓
祭

全
国
各
地
の
太
鼓
衆
が
伊
勢
に
集
い
、
郷
土
色

豊
か
な
共
演
を
み
せ
る
。

w

10
時
～
17
時（
催
し
に
よ
っ
て
異
な
る
）

q
伊
勢
市
、
お
か
げ
横
丁
一
帯

u
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

☎
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

27
日
㊐
河
崎
商
人
市

伝
統
的
な
町
家
や
蔵
が
残
る
江
戸
時
代
か
ら
の

町
並
み
で
行
う
市
。
伊
勢
志
摩
の
物
産
を
は
じ

め
、
手
づ
く
り
の
作
品
や
衣
食
住
の
様
々
な
店

が
河
崎
本
通
り
に
並
ぶ
。

w

10
時
～
15
時

q
伊
勢
市
河
崎
、
本
通
り
と
伊
勢
河
崎
商
人
館
及
び
河
崎
・

川
の
駅

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

5
日
㊋
倭や

ま
と

姫ひ
め
の

宮み
や

秋
の
例
大
祭

神
宮
に
よ
る
祭
典
、
お
神
楽
奉
納
の
後
、
参
拝

者
に
福
引
き
、甘
酒
、お
神
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。

w

10
時
～

q
伊
勢
市
、
倭
姫
宮

u
神
宮
司
庁
　
☎
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

7
日
㊍
片
田
稲
荷
神
社
秋
季
大
祭

地
元
の
人
に
「
い
な
り
ま
い
り
」
と
親
し
ま
れ

て
い
る
例
大
祭
。
五
穀
豊
穣
と
大
漁
満
足
を
祈

願
す
る
祭
り
。
祭
典
後
、
お
神
酒
の
ふ
る
ま
い

や
、
15
時
か
ら
餅
ま
き
が
あ
る
。
露
店
も
並
び

地
元
の
人
や
参
拝
客
で
賑
わ
う
。

w

10
時
～

q
志
摩
市
志
摩
町
、
片
田
稲
荷
神
社

u
片
田
稲
荷
神
社
　
☎
０
５
９
９
・
８
５
・
２
３
４
２

9
日
㊏
港
ま
つ
り

大
漁
祈
願
の
祭
り
。
午
前
中
は
地
元
の
子
ど
も

た
ち
に
よ
る
子
ど
も
み
こ
し
や
鼓
笛
の
他
、
な

ぶ
ら
太
鼓
の
演
奏
が
あ
る
。
午
後
か
ら
は
カ
ツ

オ
み
こ
し
・
船
み
こ
し
・
鯛
み
こ
し
や
、
今
年

新
調
し
た
女
性
だ
け
の
カ
ジ
キ
ま
ぐ
ろ
み
こ
し

な
ど
が
、
地
区
内
を
勇
壮
に
練
り
歩
く
。

w

９
時
～

q
南
伊
勢
町
、
田
曽
浦
漁
村
セ
ン
タ
ー
前
、
宿
浦
消
防
団

詰
所
前
広
場

u
田
曽
浦
区
事
務
所
　
☎
０
５
９
９
・
６
９
・
３
１
７
５

9
日
㊏
～
10
日
㊐
秋
の
伊
勢
楽
市

伊
勢
志
摩
の
地
場
産
品
が
60
店
舗
以
上
並
ぶ
市

で
、
春
と
秋
の
年
２
回
行
わ
れ
る
。
地
元
の
人

や
観
光
客
で
賑
わ
う
。

w

10
時
～

q
伊
勢
市
、
外
宮
バ
ス
停
前
広
場
周
辺

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

10
日
㊐
～
11
日
㊊

丸が
ん

興こ
う

山さ
ん

庫こ

蔵ぞ
う

寺じ

・
秘
仏
特
別
公
開

九く

鬼き

水
軍
ゆ
か
り
の
寺
・
丸
山
さ
ん
の
本
堂
や

鎮
守
堂
の
公
開
や
住
職
の
法
話
、
庫
蔵
寺
文
化

財
に
つ
い
て
の
話
、
コ
ー
ラ
ス
や
絵
画
奉
納
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
あ
る
。

w

両
日
と
も
10
時
～
15
時

q
鳥
羽
市
、
丸
興
山
庫
蔵
寺

u
丸
興
山
庫
蔵
寺
保
存
会

☎
０
５
９
９
・
２
６
・
３
３
５
４

11
日
㊊
磯い

そ

部べ

神
社
例
大
祭

祭
典
の
後
、
子
ど
も
達
に
よ
る
磯
部
太
鼓
の
演

奏
や
、
子
ど
も
み
こ
し
、
ち
び
っ
子
相
撲
な
ど

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
。
餅
の
ふ
る
ま

い
や
、
露
店
も
並
び
賑
わ
う
。

w

10
時
～
祭
典
、
11
時
30
分
～
奉
祝
行
事

q
志
摩
市
磯
部
町
、
磯
部
神
社

u
磯
部
神
社
　
☎
０
５
９
９
・
５
５
・
０
１
３
８

15
日
㊎

秋
の
お
い
し
い
ハ
イ
キ
ン
グ
浦
村
コ
ー
ス

加か

茂も

地
区
か
ら
櫛
ヶ
峰
を
歩
き
、
カ
キ
の
国
・

浦
村
へ
と
行
く
コ
ー
ス
。
受
付
は
30
分
前
よ
り
。

w

集
合
　
近
鉄
加
茂
駅
10
時
40
分
　
出
発
10
時
50
分

q
鳥
羽
市
、
近
鉄
加
茂
駅
～
本
浦
か
き
横
丁
～
近
鉄
松
尾

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

16
日
㊏
伊
勢
の
伝
統
能
楽
祭
り

ご
遷
宮
の
奉
祝
行
事
と
し
て
、
５
０
０
年
の
伝

統
を
有
す
る
、
一い
っ

色し
き

能
、
通と
お
り

能
、
馬ま

瀬ぜ

狂
言
が

披
露
さ
れ
る
。

w

12
時
～

q
伊
勢
神
宮
、
内
宮
参
集
殿

u
伊
勢
の
伝
統
の
能
楽
を
継
承
す
る
会

☎
０
５
９
６
・
２
５
・
６
５
２
６（
吉
川
さ
ん
方
）

16
日
㊏
～
17
日
㊐

頭こ
う
べ

之の

宮み
や

四よ

方も
う

神
社
例
大
祭

１
年
の
祭
事
の
中
で
最
も
重
要
な
お
祭
り
。

16
日
当
日
祭
。
17
日
の
奉
祝
祭
は
、
楽
師
・
舞

女
に
よ
る
雅
楽
の
奉
奏
や
伊
勢
大
神
楽
に
よ
る

曲
芸
、
頭
之
福
餅
の
餅
ま
き
が
あ
り
、
露
店
も

並
び
、
賑
わ
い
を
見
せ
る
。

w

８
時
30
分
～
17
時

q
大
紀
町
大
内
山
、
頭
之
宮
四
方
神
社

u
頭
之
宮
四
方
神
社
　
☎
０
５
９
８
・
７
２
・
２
３
１
６

23
日
㊏
二に

船ふ
ね

祭ま
つ
り

海あ

士ま

潜か
ず

女き
め

神
社
の
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
神
事
。

地
元
の
若
者
た
ち
が
２
隻
の
船
に
分
か
れ
て
乗

り
込
み
、
そ
の
早
さ
を
競
い
合
う
勇
壮
な
祭
り
。

海
の
恵
み
の
豊
漁
が
祈
願
さ
れ
る
。

w

14
時
す
ぎ
～

q
鳥
羽
市
国
崎
、
前
の
浜

u
国
崎
町
内
会
　
☎
０
５
９
９
・
３
３
・
７
４
２
８
　

23
日
㊏
～
29
日
㊎
新に

い

嘗な
め

祭さ
い

天
皇
陛
下
が
宮
中
で
新
穀
を
神
々
に
奉
ら
れ
、

御
自
ら
も
お
召
し
上
が
ら
れ
る
の
に
際
し
て
行

わ
れ
る
祭
り
。

w

外
宮
奉
幣
23
日
７
時
～
、
内
宮
奉
幣
23
日
14
時
～

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
外
宮
・
内
宮
ほ
か

u
神
宮
司
庁
　
☎
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

23
日
㊏
～
30
日
㊏

備
前
焼
・
石
川
泰
二
郎
展

各
地
の
選
り
す
ぐ
り
の
「
藝
」
の
品
々
を
展
示

す
る
10
月
に
河
崎
で
オ
ー
プ
ン
し
た
ギ
ャ
ラ
リ

ー
・
伊い

勢せ

御み

屋や

藝げ
い

品ひ
ん

店て
ん

の
特
別
展
。

w

10
時
～
18
時
　
28
日
は
休
み
。

q
伊
勢
市
河
崎
、
伊
勢
御
屋
藝
品
店

u
伊
勢
御
屋
藝
品
店
　
☎
０
５
９
６
・
６
３
・
８
８
０
５

1
日
㊐
御み

酒さ
か

殿ど
の

祭さ
い

12
月
に
行
わ
れ
る
月
次
祭
の
ご
料
酒
が
う
る
わ

し
く
醸
造
さ
れ
る
よ
う
祈
願
し
、
全
国
酒
造
業

の
繁
栄
を
祈
る
。

w

10
時
～
　

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

u
神
宮
司
庁
　
☎
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１
　

7
日
㊏

秋
の
お
い
し
い
ハ
イ
キ
ン
グ
白
滝
さ
ん
コ
ー
ス

恋
愛
成
就
に
ご
利
益
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

白
滝
さ
ん
を
巡
る
ル
ー
ト
。
受
付
は
30
分
前
よ

り
。 

w

集
合
　
近
鉄
船
津
駅
10
時
10
分
　
出
発
：
10
時
20
分

q
鳥
羽
市
、
近
鉄
船
津
駅
～
白
滝
さ
ん
～
白
言
寺
～
大
庄

屋
か
ど
や
～
鳥
羽
駅

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

写
真
展
「
日
本
人
の
こ
こ
ろ
」

～
神
宮
の
森
～

●
常
設（
平
成
26
年
春
頃
ま
で
）入
場
無
料
。

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

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

10
月

12
月

11
月

秋
の
伊
勢
志
摩
の
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト
情
報

い

せ

び

と

歳

時

記

● 

デ
ー
タ
は
10
月
10
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
。

購読のご案内
本紙を購読ご希望の方は、ご住所・お名前・
電話番号・号数・部数を明記の上、下記の
料金案内をご確認いただき、伊勢文化舎まで
お送りください。（１・3・６・7・８・11号在庫なし）
・１〜５部 送料１００円（切手可）
・６〜１０部 送料２００円（切手可）
・１１部以上  送料は着払い。
　　　　　　別途梱包料５００円が必要です。

（注） １０１部以上は料金が異なりますので、お
問い合せください。

〈お問い合せ・送付先〉
〒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
ＴＥＬ０５９６・２３・５１６６

実
際
に
使
わ
れ
た
遷
宮
装
束・神
宝
も
公
開
展
示

■
第
62
回
神
宮
式
年
遷
宮
展
Ⅰ「
お
お
み
や
う
つ
し
」（
神
宮
徴
古
館
）

頭之宮四方神社例大祭

港まつり

全77奉曳団の奉曳記録に加えて、一般には公
開されない「遷御」グラビアを含む、８年間
の遷宮ダイジェストを掲載。巻末には資料編
「お白石持行事辞典」を収録する。

記
念
出
版
第
１
弾
！
　
好
評
発
売
中

テーマは『第62回神宮式年遷宮』 

１部１０００円（送料込み）・２部１５００円（送料込み）

お問い合わせ　伊勢文化舎

予
約
受
付
中
！

２
０
１
４
年

「
伊
勢
講
ご
よ
み
」

〔
11
月
中
旬
発
行
〕

｢伊勢講ごよみ」は神宮と神領の一年がわかるカレン
ダーです。８年をかけて行われる神宮のご遷宮をテー
マに、写真に添える和歌・俳句などとともに、ご遷宮
の厳かに美しい祭の風景や、ご造営成ったばかりの輝
く新御正殿の雰囲気をお楽しみください。

☎０５９６・２３・５１６６


