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新
殿
・
旧
殿
、並
び
建
つ

初
日
に
映
え
る
ご
正
宮
。

新
し
い
御
敷
地
に
鎮
ま
れ
た

お
伊
勢
さ
ん
は

清
々
し
さ
も
ひ
と
き
わ
。

良
き
一
年
、こ
こ
に
始
ま
る
。
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旧
年
十
月
、
式
年
遷
宮
を
終
え
た
ば

か
り
の
神
宮
は
、
ご
正し

ょ
う

宮ぐ
う

も
神
域
も
す

が
す
が
し
さ
に
満
ち
て
い
る
。

　

新
旧
の
ご
正
殿
が
並
び
た
つ
姿
が
見

ら
れ
る
の
も
、
今
し
ば
ら
く
の
こ
と
。

良
き
一
年
の
は
じ
ま
り
は
、
こ
こ
で
祈

り
を
さ
さ
げ
た
い
。

　

二
十
年
に
一
度
の
大
祭
、
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
儀

が
行
わ
れ
た
神
宮
の
参
道
を
た
ど
る
と
、

手て

水み
ず

舎し
ゃ

、
第
一
・
第
二
鳥
居
、
御み

贄に
え

調ち
ょ
う

舎し
ゃ

な
ど
も
真
新
し
く
、
大
祭
の
夜
の
厳

か
な
空
気
が
今
も
流
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

今
年
は
午う

ま

年
。
跳
躍
の
年
。
馬
は
昔

か
ら
神
様
の
乗
り
物
と
し
て
神
社
に
奉

納
さ
れ
て
き
た
。
絵
馬
を
供
え
る
風
習

も
そ
こ
に
源
が
あ
る
。

　

神
宮
に
は
現
在
、
内な

い

宮く
う

・
外げ

宮く
う

そ
れ

ぞ
れ
に
二
頭
、
皇
室
か
ら
神し

ん

馬め

が
奉
納

さ
れ
、
大
切
に
飼
わ
れ
て
い
る
。
毎
月

一
の
つ
く
日
に
は
、
菊
の
ご
紋
の
馬ば

衣い

を
つ
け
、
ご
正
宮
に
牽け

ん

参ざ
ん（

お
参
り
）す

る（
た
だ
し
、
雨
天
や
神
馬
の
体
調
に

よ
り
中
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。

　

一
方
、
今
年
の
注
目
さ
れ
る
話
題
に
、

別
宮
の
ご
遷
宮
が
あ
る
。
十
四
別
宮
の

う
ち
、
第
一
別
宮
の
荒あ

ら

祭ま
つ
り
の

宮み
や（

内
宮
）

と
多た

賀か
の

宮み
や（
外
宮
）は
す
で
に
新
宮
と
な

っ
て
い
る
。
残
り
十
二
別
宮
の
ご
遷
宮

が
平
成
二
十
六
年
秋
か
ら
二
十
七
年
春

に
か
け
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
は
す
べ
て

終
了
と
な
る
。

　

今
年
も
お
伊
勢
さ
ん
か
ら
目
が
離
せ

そ
う
に
な
い
。

●
主
な
内
容

２
・
３
面
　
内
宮
初
参
り
ガ
イ
ド

４
・
５
面
　
外
宮
初
参
り
ガ
イ
ド

６
・
７
面
　
ご
遷
宮
10
大
ニ
ュ
ー
ス

８
面
　
　
　
い
せ
び
と
歳
時
記

新宮（内宮）に牽参する神馬。　　撮影／鈴木一弘

〈
次
号
予
告
〉
二
月
下
旬
発
行

特
集
「
別
宮（
十
二
社
）の
ご
遷
宮
」
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【
内
宮
参
り
】

式
年
遷
宮
の〝
現
場
〞を
訪
ね
る
│
│

お
伊
勢
さ
ん
の
初
詣

二
十
年
に
一
度
の
式
年
遷
宮
を
終
え
て
初
め
て
の
お
正
月
。

新
し
い
ご
正
宮
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、神
域
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

遷
宮
の
余
韻
が
感
じ
ら
れ
る
。そ
の
一つ
ひ
と
つ
に
目
を
と
め
な
が
ら
、

今
年
な
ら
で
は
の
初
詣
を
楽
し
も
う
。

が
見
え
る
。
遷
宮
に
奉
仕
す
る
勅ち

ょ
く

使し

、

祭さ
い

主し
ゅ

、
神
職
た
ち
が
身
を
清
め
る
た
め

に
参さ

ん

籠ろ
う

し
た
と
こ
ろ
だ
。
ご
神
体
を
お

運
び
す
る
大
役
を
果
た
す
大
宮
司
・
少

宮
司
・
禰ね

宜ぎ

は
最
も
長
く
五
日
間
も
こ

こ
に
籠
っ
て
心
身
を
浄
め
、「
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の

儀
」
に
そ
な
え
た
と
い
う
。

　

こ
こ
か
ら
表
参
道
よ
り
は
ず
れ
、
右

手
に
つ
づ
く
静
か
な
脇
参
道
へ
入
ろ
う
。

　

脇
参
道
の
右
手
に
あ
る
瀧た

き

祭ま
つ
り
の

神か
み（

内

宮
所
管
社
）に
お
参
り
し
て
、
さ
ら
に

先
へ
進
む
と
、
右
手
へ
分
か
れ
る
小
道

が
あ
る
。
し
め
縄
が
張
っ
て
あ
り
進
入

禁
止
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
奥
に

「
川か

わ

原ら

大お
お

祓は
ら
い

」
の
行
わ
れ
た
祓は

ら
え

所ど

が
あ

る
か
ら
だ
。
御お

ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

を
納
め
た
辛か

ら

櫃ひ
つ

、
神
職
全
員
な
ど
、「
遷
御
の
儀
」

に
臨
む
人
と
物
の
す
べ
て
が
祓
い
清
め

ら
れ
た
場
所
だ
。

　

さ
ら
に
先
へ
進
み
、
Ｔ
字
路
に
出
た

と
こ
ろ
で
、
右
手
へ
。
風か

ざ

日ひ
の

祈み
の

宮み
や

橋
を

渡
り
、
風
日
祈
宮
に
参
拝
し
よ
う
。
稲

作
に
関
わ
り
深
い
風
雨
を
つ
か
さ
ど
る

神
を
ま
つ
る
こ
の
お
宮
は
、
こ
れ
か
ら

遷
宮
を
迎
え
る
十
二
別
宮
の
一
つ
だ
。

現
在
も
、
こ
の
宮
で
風
雨
の
害
な
く
豊

作
と
な
る
よ
う
五
月
と
八
月
に
神
事
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　

再
び
、
今
来
た
橋
を
も
ど
る
と
、
表

参
道
の
神か

ぐ
ら楽

殿で
ん

前
に
出
る
。
神
楽
殿
に

は
帰
路
に
立
ち
寄
っ
て
、
初
詣
の
記
念

に
神
楽
を
奉
納
を
す
る
と
し
よ
う
。

　

表
参
道
を
正
宮
の
石せ

っ

階か
い

下
ま
で
進
む

と
、
右
手
に
遷
宮
に
合
わ
せ
て
新
し
く

建
て
替
え
た
御み

贄に
え

調ち
ょ
う

舎し
ゃ

が
あ
る
。

　

大
祭
に
は
大お

お

御み

饌け（
神
様
の
お
食

事
）が
お
供
え
さ
れ
る
が
、
食
物
の
中

で
も
と
り
わ
け
由
緒
あ
る
ア
ワ
ビ
を
調

理
す
る
御
贄
調
理
の
儀
が
行
わ
れ
る
の

が
、
こ
の
御
贄
調
舎
だ
。
奥
ま
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
石
積
は
、
食
物
の
神
、
豊と

よ

受う
け
の

大お
お

神み
か
み

の
座
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
石
階
を
の
ぼ
り
、
ご
正
宮

に
参
拝
し
よ
う
。

「
遷
御
の
儀
」
で
は
、
旧
宮
か
ら
こ
の

石
階
を
経
て
、
新
宮
に
至
る
道
筋
に
雨う

儀ぎ

廊ろ
う（
雨
天
に
そ
な
え
た
屋
根
つ
き
の

回
廊
）が
設
け
ら
れ
、
道
に
は
菰
の
上

に
白
布
が
敷
き
延
べ
ら
れ
た
。

　

ご
正
宮
前
で
、
二
拝
、
二
拍
手
、
一

拝
。
心
を
込
め
て
お
祈
り
し
よ
う
。

　

帰
り
口
へ
は
、
混
雑
期
の
み
だ
が
、

左
右
に
分
か
れ
て
ル
ー
ト
が
設
け
ら

れ
、
右
手
に
す
す
む
と
、
ぐ
る
り
と
旧

宮
の
御
敷
地
を
め
ぐ
る
。
そ
の
道
す
が

ら
、
歳
月
を
経
た
萱か

や

屋
根
に
千ち

木ぎ

や
鰹か

つ
お

木ぎ

の
飾
り
金
具
が
今
も
輝
い
て
い
る
旧

正
宮
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ひ
し
ひ

し
と
式
年
遷
宮
が
実
感
さ
れ
る
情
景
だ
。

　

内な
い

宮く
う（

皇
大
神
宮
）の
玄
関
口
、
宇
治

橋
。
五
十
鈴
川
に
架
か
る
こ
の
橋
を
渡

る
と
い
よ
い
よ
神
域
に
入
る
。
ヒ
ノ
キ

造
り
の
こ
の
和
橋
は
、
式
年
遷
宮
に
先

立
つ
こ
と
四
年
、
平
成
二
十
一
年
十
一

月
に
架
け
替
え
ら
れ
た
。「
宇
治
橋
渡わ

た
り

始は
じ
め

式し
き

」
に
は
、
全
国
か
ら
三
世
代
揃
っ

て
い
る
め
で
た
い
夫
婦
が
大
勢
参
加

し
、
に
ぎ
に
ぎ
し
く
奉
祝
行
事
が
行
わ

れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
宇
治
橋
の
東
と
西
の
橋

詰
に
あ
る
大
鳥
居
は
、
な
ぜ
か
、
古
い

ま
ま
…
…
。

　

実
は
、
こ
の
鳥
居
は
、
遷
宮
後
に
旧

正
殿
を
解
体
し
、
そ
の
最
も
太
い
棟
持

柱
を
再
利
用
す
る
慣
わ
し
な
の
だ
。
西

の
鳥
居
は
外げ

宮く
う

正
殿
、
東
は
内
宮
正
殿

の
二
本
の
柱
を
鉋か

ん
な

で
き
れ
い
に
削
り
直

し
て
建
て
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
現
在
建
っ
て
い
る
二
本

の
鳥
居
も
再
利
用
さ
れ
、
東
海
道
・
関せ

き

宿じ
ゅ
く

の
東
の
追
分（
亀
山
）と
七
里
の
渡
し

（
桑
名
）へ
運
ば
れ
、
お
伊
勢
さ
ん
を
遙

拝
す
る
鳥
居
と
な
る
。
い
わ
ば
、
木
の

リ
サ
イ
ク
ル
の
お
手
本
な
の
だ
。

　

参
道
を
進
み
、
真
新
し
い
第
一
鳥
居

を
く
ぐ
っ
て
五
十
鈴
川
の
御み

手た

洗ら

場し

ま

で
来
る
と
、
参
道
の
左
手
に
斎さ

い

館か
ん

の
門

上／新旧のご正宮。
（写真提供・中日新聞社）
右／新しくなった第一鳥居。

大御饌のアワビを調理する御
贄調舎。

上／遷宮祭は束帯の礼装で。
右／五十鈴川の御手洗場。

上／瀧祭神は神路川
と島路川の合流点に
まつられている。
下／静かな脇参道。

宇
治
橋
は
新
し
い
の
に
、

東
西
の
鳥
居
は
、
な
ぜ
？

遷
御
の
前
日
、
す
べ
て
を

祓
い
清
め
る「
川
原
大
祓
」

大
御
饌
の
ア
ワ
ビ
を
調
理
す
る

御
贄
調
舎
も
新
し
く
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年
越
し
情
報

お

伊

勢

さ

ん

の

元
気
あ
ふ
れ
る
御
魂
を
祭
る

第
一
別
宮
・
荒
祭
宮
は

真
新
し
い
ご
社
殿
に

皇大神宮（内宮）ご正宮。

御稲御倉と外幣殿。

上／内宮神苑の大かがり火。
下／高く積み上げられた奉納の
酒樽。

宇治神社

宇治橋

旧林崎文庫

皇大神宮

興玉神
宮比神
屋乃波比伎神

御稲御倉

四至神

由貴御倉

瀧祭神
御酒殿神

津長神社
新川神社
石井神社

大水神社
川相神社
熊淵神社

饗土橋姫神社

荒祭宮

風日祈宮

子安神社
大山祇神社

神宮司庁

白鷹・三宅商店

才屋神宮会館

お伊勢さん
観光案内人

百鱗房（岩戸屋）
赤福本店・おかげ横丁
豆腐庵山中へ

参宮案内所

衛士表見張所

衛士
見張所

参集殿
甘酒の振る舞い（大晦日～7日正午）

大かがり火
（大晦日）

外御厩
饗膳所

伊勢茶の振る舞い
（大晦日～3日16時）

外幣殿

古殿地
内御厩

御贄調舍

※3社は御正宮より遥拝

正
月
の
混
雑
期
の
み

斎館

神楽殿

五丈殿

忌火屋殿

風日祈宮橋

川原大祓が
行われた祓所

御池

御
手
洗
場

脇
参
道

火除橋

神宮茶室（春と秋の神楽祭でのみ公開）

二光堂寶来亭
（生姜糖博物館）

岩戸屋内宮前

島路川

五
十
鈴
川

→ →

※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。

　

ご
正
殿
の
斜
め
後
ろ
に
位
置
し
て
、

天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

神み
か
み

の
荒あ

ら

御み

魂た
ま

を
祭
神
と
す
る
荒あ

ら

祭ま
つ
り

宮の
み
や

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
昨
年
十
月
の

ご
正
宮
の
遷
宮
か
ら
ほ
ど
な
く
式
年
遷

宮
が
行
わ
れ
た
。
真
新
し
い
社
殿
は
ヒ

ノ
キ
の
素し

ら

木き

造
り
特
有
の
白
さ
で
辺
り

を
明
る
く
し
て
い
る
。

　

内
宮
に
所
属
す
る
別
宮
は
十
宮
あ
る

が
、
そ
の
中
で
荒
祭
宮
は
第
一
別
宮
と

し
て
重
き
を
お
か
れ
て
い
る
。
神
宮
の

重
要
な
祭
り
で
あ
る
神か

ん

嘗な
め

祭さ
い

、祈き

年ね
ん

祭さ
い

、

新に
い

嘗な
め

祭さ
い

の
と
き
も
ご
正
宮
に
つ
づ
い
て
、

勅
使
、
大
宮
司
、
少
宮
司
を
は
じ
め
と

す
る
神
職
が
参
向
し
て
幣へ

い

帛は
く

を
奉
る
。

　

こ
の
と
こ
ろ
、
荒
祭
宮
は
参
拝
す
る

の
に
長
い
行
列
が
で
き
る
ほ
ど
人
気
が

高
い
。
と
り
わ
け
若
い
人
た
ち
の
姿
が

目
立
つ
。

　

そ
の
ワ
ケ
は
、
祭
ら
れ
て
い
る
荒
御

魂
に
あ
り
そ
う
な
…
…
。

　

神
様
は
、
そ
の
働
き
に
よ
り
、
和に

ぎ

御み

魂た
ま

、荒
御
魂
、奇く

し

御み

魂た
ま

、幸さ
き

御み

魂た
ま

な
ど
に

分
け
て
信
仰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
幸

御
魂
は
幸
せ
に
し
て
く
れ
る
御
魂
、
奇

御
魂
は
不
思
議
な
力
を
与
え
て
く
れ
る

御
魂
、
荒
御
魂
は
活
発
で
積
極
的
な
御

魂
、
和
御
魂
は
柔
和
で
円
熟
し
た
御
魂
、

と
い
う
具
合
だ
が
、
諸
説
あ
る
よ
う
だ
。

　

荒
祭
宮
の
人
気
に
は
、「
和
御
魂
を

祭
る
御
正
殿
は
国
の
平
安
や
神
恩
感
謝

を
す
る
と
こ
ろ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
荒

御
魂
を
祭
る
荒
祭
宮
に
は
、
個
人
的
な

祈
り
が
で
き
る
か
ら
」
と
い
う
見
方
も

あ
る
。
若
者
に
と
っ
て
は
、
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
だ
か
ら
、
と
い
う
受
け
取
り
方

も
あ
る
よ
う
だ
。

　

荒
祭
宮
か
ら
再
び
表
参
道
に
も
ど
る

と
、
右
手
に
重
厚
な
入い

り

母も

屋や

造づ
く
り

の
神
楽

殿
が
見
え
る
。

　

神
楽
は
神
遊
び
と
も
い
っ
て
、
大
昔

か
ら
神
事
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
神
様

へ
の
お
供
え
物
だ
。
楽
師
や
舞
女
に
よ

る
管
絃
や
舞
は
雅
び
そ
の
も
の
。
願
主

と
な
っ
て
神
楽
を
奉
納
し
、
神
様
の
ご

相
伴
に
あ
ず
か
れ
ば
、
こ
れ
に
勝
る
初

詣
記
念
は
な
い
だ
ろ
う（
５
頁
コ
ラ
ム

参
照
）。

　

神
楽
殿
と
棟
つ
づ
き
の
お
札
授
与
所

で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
守
り
や
〝
午う

ま

〟

の
干え

支と

守ま
も
り

も
並
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
、
参
道
を
進
む
と
、
改
築
さ

れ
た
参
集
殿
が
あ
る
。
こ
こ
は
参
拝
者

の
た
め
の
休
憩
所
で
遷
宮
ビ
デ
オ
の
上

映
も
あ
り
、
湯
茶
、
ト
イ
レ
の
設
備
も

あ
る
。
待
ち
合
わ
せ
や
ひ
と
休
み
す
る

の
に
お
す
す
め
だ
。

　

隣
接
す
る
奉
納
舞
台
で
は
、
ご
正
宮

の
遷
宮
が
済
ん
で
約
二
カ
月
間
、
連
日

の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
が
全
国
各

地
か
ら
奉
納
さ
れ
た
。

第一別宮・荒祭宮の参拝に列をなす若者たち。

神
楽
殿
の
大
広
間
に
満
ち
る

お
正
月
の
め
で
た
さ
、雅
や
か
さ

　
毎
年
、
冬
至
前
後
の
内
宮
・

宇
治
橋
前
に
は
夜
明
け
前
か
ら

カ
メ
ラ
を
手
に
し
た
人
が
ぞ
く

ぞ
く
と
集
ま
っ
て
く
る
。
宇
治

橋
の
大
鳥
居
の
中
央
か
ら
昇
る

朝
日
が
お
目
当
て
だ
。
冬
至
を

中
心
に
前
後
一
月
間
は
、
ほ
ぼ

同
じ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
の
日
の

出
が
拝
め
る
。

　
二
十
二
日
の
伊
勢
市
観
光
協

会
に
よ
る
冬
至
祭
で
は
、
冬
至

ぜ
ん
ざ
い
や
柚
子
の
振
る
舞
い

も
あ
る
。

○
大
晦
日
の
夜
八
時
、
神
苑
の

広
場
の「
大
か
が
り
火
」が
あ
か

あ
か
と
燃
え
上
が
る
。
参
道
の

そ
こ
か
し
こ
に
も
か
が
り
火
が

夜
通
し
焚
か
れ
、
参
拝
者
は
手

を
か
ざ
し
た
り
、
お
餅
を
焼
い

た
り
。
火
を
守
る
の
は
日
本
青

伸
会
の
人
た
ち
。

○「
年
越
し
餅
」の
振
る
舞
い
は

伊
勢
市
観
光
協
会
に
よ
り
、
大

晦
日
夜
十
一
時
か
ら
元
旦
に
か

け
て
。
丸
餅
一
万
個
が
内
宮
・

外
宮
で
振
る
舞
わ
れ
る
。

○
三
重
県
特
産
の
「
伊
勢
茶
」

の
振
る
舞
い
は
、
三
重
県
茶
業

会
議
所
に
よ
り
、
大
晦
日
夜
九

時
か
ら
三
日
午
後
四
時
ま
で
。

内
宮
・
饗
膳
所
、
外
宮
・
ま
が

た
ま
池
畔
の
休
憩
所
で
。

○
一
方
、外
宮
・
北
御
門
で
は
神

宮
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
、
ガ
ー
ル

ス
カ
ウ
ト
に
よ
り
、
昆
布
茶
の

接
待
が
行
わ
れ
る
。（
二
～
三

日
、九
時
半
か
ら
十
五
時
ま
で
）

○
伊
勢
神
宮
カ
ケ
チ
カ
ラ
会
に

よ
る
甘
酒
振
る
舞
い
が
、
参
集

殿
の
北
側
で
。
神
宮
に
お
供
え

さ
れ
た
カ
ケ
チ
カ
ラ
で
醸
造
さ

れ
た
特
別
な
甘
酒
だ
。（
大
晦

日
～
七
日
正
午
ま
で
）

■
12
月
冬
至
〜
１
月
末
頃

宇
治
橋
前
で
日
の
出
を
拝
む

お
伊
勢
さ
ん
の
年
越
し
参
り

■
大
晦
日
〜
元
旦

１
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外
宮（
豊
受
大
神
宮
）さ
ん
で

式
年
遷
宮
を
追
想
す
る
初
詣

食
物
の
神
、
外
宮
さ
ん
の
初
詣
は
、

忌
火
屋
殿（
神
様
の
台
所
）の
あ
る
北
御
門
口
か
ら

始
め
よ
う
。
今
な
ら
、新
宮
と
並
ぶ
旧
宮
の
姿
も

じ
っ
く
り
と
拝
見
で
き
る
。る

。
板
葺
の
屋
根
に
煙
出
し
。
毎
朝
七

時
ご
ろ
に
は
、
そ
こ
か
ら
炊
煙
が
立
ち

上
り
、
薪
を
焚
く
懐
か
し
い
匂
い
が
た

だ
よ
っ
て
く
る
。
日ひ

別ご
と

朝あ
さ

夕ゆ
う

大お
お

御み

饌け

祭さ
い

の
準
備
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

外
宮
の
大
切
な
役
目
は
、
三
百
六
十

五
日
、
欠
か
す
こ
と
な
く
朝
に
夕
に
神

様
に
お
食
事
を
ご
用
意
す
る
こ
の
祭
り

に
あ
る
。
遷
宮
の
大
祭
が
あ
っ
た
そ
の

日
に
も
、
き
ち
ん
と
朝
夕
の
御
饌
は
お

供
え
さ
れ
た
と
い
う
。

　

神
々
に
御
食
事
を
奉
る
御み

饌け

殿で
ん（

神

様
の
食
堂
）は
ご
正
殿
の
斜
め
後
ろ
、

ご
正
宮
の
御
敷
地
の
内
に
あ
り
、
萱か

や

葺

で
板い

た

校あ
ぜ

倉く
ら

造づ
く
り

の
御
殿
で
あ
る
。

　

北
御
門
参
道
が
表
参
道
と
交
わ
る
角

に
外
宮
の
神か

ぐ
ら楽
殿で

ん

が
あ
る
。
耳
を
す
ま

す
と
、雅
な
楽
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　

右
手
に
折
れ
て
進
む
と
、
御み

池い
け

の
ほ

と
り
に
し
め
縄
に
囲
ま
れ
た
三
ツ
石
が

あ
る
。
こ
こ
は「
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
儀
」（
宮
遷
り
）

の
前
日
、
御お

ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

や
す
べ
て
の
神

職
た
ち
を
祓
い
清
め
る
「
川か

わ

原ら

大お
お

祓は
ら
い

」

が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
だ
。

　

昔
、
外
宮
の
正
宮
は
宮
川
の
支
流
に

臨
ん
で
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
辺

り
は
そ
の
流
路
に
な
っ
て
い
て
、
三
ツ

石
は
か
つ
て
の
川
原
に
あ
り
、
二
十
年

に
一
度
の
遷
宮
の
と
き
に
だ
け
「
川
原

大
祓
」
の
祓は

ら
え

所ど

と
な
る
。

　

で
は
、
外
宮
の
ご
正
宮
に
参
ろ
う
。

　

諸
産
業
の
守
り
神
で
い
ら
っ
し
ゃ
る

豊と
よ

受う
け
の

大お
お

神み
か
み

に
は
、
全

国
か
ら
農
業
・
漁
業

関
係
者
の
参
拝
も
多

い
。門
前
で
は
、折
々

に
そ
の
物
産
を
並
べ

て
楽
市
や
奉
納
市
も

開
か
れ
る
。

　

外
宮
の
初
詣
は
、ま
ず
北き

た

御み

門か
ど

か
ら
。

　

北
御
門
口
と
い
え
ば
、
お
木き

曳ひ
き

、
お

白し
ら

石い
し

持も
ち

の
行
事
で
は
、
神
領
民
た
ち
が

奉
曳
車
を
神
域
に
曳
き
込
む
エ
ン
ヤ
曳

で
盛
り
上
が
っ
た
も
の
だ
。

　

木
漏
れ
日
の
中
に
つ
づ
く
北
御
門
か

ら
の
参
道
に
は
、
い
つ
も
の
外げ

宮く
う

ら
し

い
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
。

　

神し
ん

馬め

の
い
る
御み

厩う
ま
や

を
過
ぎ
る
と
、
右

手
に
忌い

み

火び

屋や

殿で
ん（

神
様
の
台
所
）が
あ

【
外
宮
参
り
】

三
ツ
石
前
で
行
わ
れ
る

川
原
大
祓

豊受大神宮（外宮）の新宮（左）と旧宮（右）。（写真提供・中日新聞社）

上／表参道（第二鳥居）。下／日別朝夕大御饌祭
のために参進する神職たち（北御門からの参道）。

神様の台所・忌火屋殿（左）と、神様の食堂・御饌殿（右）。

豊受大神宮（外宮）ご正宮に参拝の列がつづく。

「遷御の儀」の前日、三ツ石の前で川原大祓が行われた。
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小高い山腹にまつられている外宮の第一別宮・多賀宮。

上／多賀宮への石階。下／まがたま池畔の休憩所。

午年の干支守り

式年遷宮を奉祝して神苑特設舞台で舞わ
れた「斎庭舞」。

本町

古
殿
地

小西萬金丹

厚生小

花菖蒲

高柳商店街

今社

糀
屋

NTT跡地

伊勢旅館組合

伊勢市立図書館

坂社

常照寺

常明寺

神
路
通
り旧参宮街道

コンビニ
シティプラザ

まがたま池

観光
文化会館

大喜

伊勢市役所
伊勢商工
会議所

旧豊宮崎文庫

祖霊社

伊勢
念法寺 明倫小

内宮へ

御
木
本
道
路

百五
銀行

百五
銀行

コンビニ

伊勢菊一

昆布茶の振る舞い
（1月2～3日）

伊勢茶の振る舞い
（大晦日～3日16時まで）

外
宮
参
道

ＵＦＪ銀行

第三
銀行

みずほ
銀行

伊勢和紙館
（大豐和紙工業）

手荷預所

松阪へ

鳥
羽
へ

ちとせ

ボンヴィヴァン

伊勢せきや本店

◎

須原大社

世木神社

いせし

外宮前
観光案内所

赤福

大かがり火
（大晦日）

37

勢
田
川

宮忠
せんぐう館休憩所

近鉄

ＪＲ

度会国御神社

■月夜見宮

高河原神社

上御井神社

四至神

多賀宮

風宮

度会大国玉比賣神社
伊我理神社
井中神社

下御井神社

御酒殿神

■田上大水神社
■田上大水御前神社

土宮

■山末神社

大津神社

豊受大神宮

清盛楠

斎館

火除橋

北御門

御厩

忌火屋殿
御饌殿

外幣殿 五
丈
殿九丈
殿
神
楽
殿

亀石
川原大祓が行わ
れた祓所

三ツ石

上御井神社の
遥拝所

山田工作場

火除橋

　

御
池
に
か
か
る
亀
石
を
わ
た
っ
て
、

さ
ら
に
進
み
、
自
然
石
九
十
八
段
の
石

段
を
の
ぼ
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
外
宮
の

第
一
別
宮
・
多た

賀か
の

宮み
や

が
あ
る
。

　

社
殿
は
真
新
し
い
。
祭
神
は
豊
受
大

神
の
荒あ

ら

御み

魂た
ま

で
あ
り
、
豊
受
大
神
宮
の

数
日
後
に
式
年
遷
宮
を
終
え
て
い
る
。

第
一
別
宮
は
古
く
か
ら
ま
つ
ら
れ
て
お

り
、
荒
御
魂
は
積
極
的
、
進
取
的
、
活

動
的
な
御
魂
と
さ
れ
る
。
何
事
か
始
め

る
と
き
に
は
、
ご
加
護
を
祈
り
た
い
。

　

再
び
石
段
を
く
だ
り
、
二
つ
の
別
宮

に
も
お
参
り
し
よ
う
。
右
手
は
風か

ぜ
の

宮み
や

、

農
作
物
の
生
育
に
か
か
わ
る
風
雨
の
順

調
を
お
祈
り
す
る
お
宮
。
左
手
は
外
宮

神
域
の
地
主
神
と
い
う
土つ

ち
の

宮み
や

。
い
ず
れ

も
、
式
年
遷
宮
は
こ
れ
か
ら
だ
。

　

左
手
斜
面
の
中
腹
に
、
神
様
の
井
戸
、

下し
も
の

御み

井い

神
社（
外
宮
所
管
社
）も
あ
る
。

　

帰
路
は
、
ま
が
た
ま
池
の
畔
の
休
憩

所
で
ひ
と
休
み
し
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な

冬
鳥
が
遊
ぶ
憩
い
の
水
辺
で
あ
る
。

　

そ
の
隣
に
あ
る
「
せ
ん
ぐ
う
館
」
は

今
回
の
式
年
遷
宮
記
念
事
業
と
し
て
開

館
、
す
で
に
入
場
者
数
九
十
万
人
を
越

え
る
人
気
の
資
料
館
だ
。
宮
大
工
が
建

て
た
正
殿
の
実
物
大
模
型
や
美
し
い
御

装
束
神
宝
の
調
製
工
程
な
ど
、
こ
こ
な

ら
で
は
の
展
示
が
評
判
を
呼
ん
で
い
る
。

　

外
宮
参
道
─
─
外
宮
前
か
ら
伊
勢
市

駅（
Ｊ
Ｒ
と
近
鉄
）ま
で
の
約
五
百
㍍
が

門
前
町
と
し
て
本
来
の
に
ぎ
わ
い
を
取

り
戻
し
た
。
こ
れ
も
遷
宮
の
お
か
げ
で

あ
ろ
う
。
食
の
神
様
の
お
膝
元
だ
け
あ

っ
て
、
食
べ
も
の
の
店
が
多
い
。
ゆ
る

り
と
ア
フ
タ
ー
〝
お
伊
勢
参
り
〟
を
お

楽
し
み
あ
れ
。

年
越
し
情
報

２

お

伊

勢

さ

ん

の

　
神
社
の
絵
馬
に
そ
の
名
残
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら

馬
は
神
様
の
乗
り
物
と
し
て
神

社
に
牽け

ん

進し
ん

さ
れ
て
き
た
。

　
伊
勢
神
宮
に
も
す
で
に
奈
良

時
代
に
そ
の
記
録
が
あ
る
。
両

宮
に
二
頭
ず
つ
飼
い
、
ほ
か
は

度
会
郡
佐
八
村
の
牧
場
で
飼
育

さ
れ
て
い
た
と
い
う（
神
宮
神

事
図
録
よ
り
）。

　
式
年
遷
宮
の
御
装
束
神
宝
に

も
六
体
の
檜
彫
を
土
台
と
し

て
、
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
た
彫え

り

馬う
ま

が
調
製
さ
れ
て
き
た
。

　
二
年
前
、
皇
室
か
ら
二
頭
の

神
馬
が
牽
進
さ
れ
、
現
在
、
内

宮
と
外
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
二
頭
飼

育
さ
れ
て
い
る
。
毎
月
一
日
、

十
一
日
、
二
十
一
日
に
は
、
菊

花
紋
の
馬ば

衣い

を
つ
け
て
神
前
に

う
や
う
や
し
く
牽
参
す
る
。

　
今
年
の
午う

ま

の
干え

支と

守
ま
も
り

、
草
原

を
天
馬
の
よ
う
に
駆
け
る
よ
う

す
を
表
わ
し
た
と
い
う
。
彫
刻

家
・
山
下
清
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン

で
、
神
宮
宮
域
林
の
ク
ス
材
を

彫
っ
た
一
刀
彫
だ
。
十
二
月
一

日
か
ら
内
宮
と
外
宮
の
神
楽
殿

や
参
集
殿
で
授
与
さ
れ
る
。

特
製
干
支

（
高
さ
十
三

㌢
）一
万
円
、

一
般
干
支

二
千
五
百
円

（
い
ず
れ
も

モ
ミ
材
の
木

箱
入
り
）。

（
授
与
数
に

限
り
あ
り
）

　
神
楽
殿
で
は
大
晦
日
の
午
前

零
時
か
ら
元
旦
へ
、
途
切
れ
な

く
初
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
。

　
と
く
に
、
今
回
は
午
前
零
時

か
ら
の
一
番
神
楽
で
、
式
年
遷

宮
を
記
念
し
て
奉
納
さ
れ
た
新

し
い
演
目
「
斎ゆ

庭に
わ

舞ま
い

」
が
舞
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
神
宮

祭
主
を
務
め
た
鷹た

か

司
つ
か
さ

和
子
さ
ん

が
詠
ま
れ
た
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
」
に
着
想
し
、
宮

内
庁
式し

き

部ぶ

職
し
ょ
く

楽が
く

部ぶ

が
作
っ
た
も

の
。
舞
衣
も
こ
の
曲
に
合
わ
せ

て
特
に
誂
え
ら
れ
た
。
神
宮
の

花
菱
模
様
を
あ
し
ら
っ
た
衣
に

蜜み

柑か
ん

朱し
ゅ

色い
ろ

の
袴
を
つ
け
、
天
冠

に
は
日ひ

蔭か
げ

糸い
と

を
垂
ら
し
、
手
に

は
榊
を
も
っ
て
優
美
に
舞
う
。

　
神
宮
雅
楽
課
で
は
森
井
楽
長

は
じ
め
、
楽
師
三
十
一
名
、
舞

女
三
十
七
名
が
奉
仕
し
て
い

る
。
内
宮
と
外
宮
の
二
班
に
分

か
れ
て
の
奉
仕
で
あ
り
、
新
春

は
出
番
つ
づ
き
と
な
り
そ
う
だ
。

今
年
は
ウ
マ
年
、神
馬
も
元
気
！

神
楽
殿
で
夜
通
し
初
神
楽

神宮の神馬

九
十
八
段
の

石
段
を
の
ぼ
っ
て

第
一
別
宮
・
多
賀
宮
へ

ま
が
た
ま
池
畔
で
ひ
と
休
み
し
、

せ
ん
ぐ
う
館
で
遷
宮
を〝
見
聞
〟

初
穂
料　

１
５
０
０
０
円
よ
り

　
　
　
　
（
一
座
15
名
以
内
）

※
神
楽
殿
で
当
日
申
し
込
む
。
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式
年
遷
宮
で
建
て
替
え
ら
れ
る
舎
殿

は
約
六
十
五
棟
、
御
杣
山
か
ら
伐
出
さ

れ
る
檜
の
ご
用
材
は
一
万
三
千
本
に
上

る
。
か
つ
て
は
伊
勢
の
宮
域
林
か
ら
そ

れ
ら
の
ご
用
材
す
べ
て
を
出
し
て
い

た
が
、
次
第
に
適
材
の
確
保
が
む
ず

か
し
く
な
っ
た
た
め
他
の
地
域
で
も

木
を
伐
る
よ
う
に
な
り
、
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）の
第
五
十
二
回
遷
宮
以

後
、
御
杣
山
は
木
曽
山（
長
野
県
、
岐

阜
県
）に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。

　

ふ
た
た
び
伊
勢
か
ら
ご
用
材
を
―
と

の
思
い
で
、
大
正
十
二
年
、
神
宮
司
庁

で
は
森
林
経
営
計
画（
二
百
年
計
画
）を

策
定
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
九
十
年
に

わ
た
り
間
伐
、
植
林
を
中
心
と
し
た
計

　

今
回
の
遷
宮
で

は
、
造
営
に
使
わ
れ

る
ご
用
材
の
一
部
が

神
宮
宮
域
林（
神
路

山
）か
ら
伐
り
出
さ

れ
た
。
実
に
七
百
年

ぶ
り
の
こ
と
と
い
う
。

画
的
営
林
に
努
め
て
き
た
結
果
、
今
回

の
遷
宮
で
初
め
て
、
宮
域
林
か
ら
樹
齢

八
十
年
以
上
の
檜
材
六
千
二
十
二
本
が

伐
り
出
さ
れ
、
主
に
御
垣
の
ご
用
材
と

し
て
使
用
さ
れ
た
。

　

と
は
い
え
、
正
殿
の
棟
持
柱
の
ご
用

材
と
も
な
れ
ば
、
樹
齢
二
百
年
、
三
百

年
と
い
う
大
木
が
必
要
と
な
る
。
神
宮

で
は
、
将
来
す
べ
て
の
ご
用
材
を
宮
域

林
で
賄
う
こ
と
を
目
指
し
、
引
き
続
き

森
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
。

　

ご
用
材
に
関
連
し
て
、

今
回
も
う
一
つ
う
れ
し
い

ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

　

平
成
十
七
年
に
木
曽

谷
国
有
林（
長
野
県
上
松

町
）で
行
わ
れ
た
「
御み

杣そ
ま

始は
じ
め

祭さ
い

」。
白
衣
姿
の
杣そ

ま

夫ふ

た
ち
が
斧お

の

を
使
っ
た
「
三み

ツつ

尾お

伐ぎ

り
」
で
ご
神
木
を

伐
採
し
た
こ
と
は
ま
だ
記

憶
に
鮮
や
か
だ
が
、
地
元

木
曽
で
は
こ
の
大
舞
台
を

前
に
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
し
か
知
ら
な
い

現
役
杣
夫
に
二
十
年
に
一
度
の
「
三
ツ

尾
伐
り
」
を
継
承
す
る
た
め
、
保
存
会

が
結
成
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
あ
る
林
業
の
ま
ち

で
さ
え
技
術
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
、

今
回
の
御
杣
始
祭
で
は
三
本
あ
る
ご
神

木
の
う
ち
一
本
を
、
初
め
て
神
宮
司
庁

営
林
部
の
職
員
七
人
が
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
。

　

職
員
た
ち
は
約
一
年
前
か
ら
山
に
入

っ
て
斧
の
練
習
に
励
み
、
木
曽
の
杣
頭

の
指
導
を
受
け
て
当
日
を
迎
え
た
。  

〝
伊
勢
の
杣
夫
〟
に
古
来
の
技
が
継
承

さ
れ
た
歴
史
的
瞬
間
―
―
。
人
づ
く
り

も
着
々
と
進
ん
で
い
る
。

記
念
事
業

造
営

「
せ
ん
ぐ
う
館
」オ
ー
プ
ン

１

七
百
年
ぶ
り
、

宮
域
林
か
ら
ご
用
材

２

伝
統
の「
三
ツ
尾
伐
り
」を

伊
勢
の
杣
夫
に
伝
承
─
御
杣
始
祭
─

３

今
世
紀
初
、

ご
遷
宮

10
大
ニュ
ー
ス

第

六

十

二

回

神
宮
式
年
遷
宮
の

話
題
を
総
ざ
ら
い
！

　
平
成
二
十
五
年
を
振
り
返
っ
て
思
い

浮
か
ぶ
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
二
十
年
に

一
度
の
ご
遷
宮
に
沸
い
た
日
々
。

　
酷
暑
の
さ
な
か
に
行
わ
れ
た
「
お
白し
ら

石い
し

持も
ち

行
事
」
に
は
、
全
国
か
ら
過
去

最
高
、
七
万
人
超
の〝
特
別
神
領
民
〟

が
伊
勢
を
訪
れ
、
内
宮
、
外
宮
の
遷せ
ん

御ぎ
ょ
が
行
わ
れ
た
秋
以
降
も
、
そ
の
熱
気

は
冷
め
る
こ
と
な
く
、
観
光
客
は
増
え

続
け
て
い
る
。

　
ま
た
、「
せ
ん
ぐ
う
館
」
オ
ー
プ
ン
と
、

伊
勢
市
駅
前
・
外
宮
参
道
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
に
よ
り
、
外
宮
の
参
拝
者
数
が
躍

進
。「
一
生
に
一
度
」
の
お
伊
勢
参
り
は

昔
語
り
と
な
り
、
年
に
何
度
も
訪
れ

る
若
者
や
女
性
が
増
え
、
年
間
参
拝

者
数
は
史
上
初
、一
千
三
百
万
人
に
達

し
た
。

　
そ
ん
な
伊
勢
か
ら
、
遷
宮
年
を
締
め

く
く
る
「
ご
遷
宮
10
大
ニ
ュ
ー
ス（
本

紙
選
・
順
不
同
）」
を
お
届
け
し
よ
う
。

　

平
成
二
十
四
年

四
月
、外げ

宮く
う

神し
ん

苑え
ん･ 

ま
が
た
ま
池
の
畔

に
「
式
年
遷
宮
記

念 

せ
ん
ぐ
う
館
」

が
オ
ー
プ
ン
し

た
。
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
記
念

事
業
と
し
て
計
画
さ
れ
、
二
十
年
に
一

度
の
遷
宮
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術

と
精
神
を
次
世
代
に
継
承
す
る
こ
と
を

目
的
に
つ
く
ら
れ
た
博
物
館
だ
。

　

約
一
千
三
百
年
つ
づ
く「
式
年
遷
宮
」

を
伝
え
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
景
観
建

築
に
お
い
て
実
績
の
あ
る
建
築
家
・
栗く

り

生ゅ
う

明あ
き
ら

氏
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
た
。
メ
イ

ン
の
博
物
館
と
、
ま
が
た
ま
池
に
面
し

た
開
放
的
な
休
憩
所
で
構
成
さ
れ
、
博

物
館
の
大
屋
根
は
神
宮
の
社
殿
に
倣
っ

た
「
矩か

ね

勾
配
」、
休
憩
所
は
そ
の
他
の

施
設
の
「
緩
勾
配
」
に
す
る
な
ど
、
時

空
を
超
え
て
神
代
に
つ
な
が
る
よ
う
な

風
格
が
漂
う
。

　

過
去
の
遺
産
を
伝
え
る
歴
史
博
物
館

と
は
違
い
、
同
館
の
目
的
は
、
現
在
進

行
形
の
「
式
年
遷
宮
」
と
い
う
営
み

を
未
来
永
劫
に
伝
え
て
い
く
こ
と
。

そ
の
た
め
、
展
示
手
法
に
大
き
な

特
徴
が
あ
る
。
目
玉
展
示
の
「
外

宮
正
殿
原
寸
大
再
現
模
型
」
は
、

四
重
の
垣
の
内
に
あ
っ
て
普
段
は

目
に
す
る
こ
と
の
な
い
神
殿
の
一

部
を
、
現
役
の
宮
大
工
た
ち
が
製

材
か
ら
萱か

や

屋
根
の
葺
き
付
け
ま

で
を
実
際
に
行
い
建
て
た
と
い
う

〝
本
物
〟だ
。
さ
ら
に
「
御お

ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

」の
展
示
室
で
も
、
同
じ
素
材

を
用
い
て
調
製
者
に
制
作
を
依
頼
し
た

工
程
品
を
使
っ
て
製
作
過
程
を
紹
介

し
、
匠
た
ち
の
工
房
で
の
調
製
風
景
を

モ
ニ
タ
ー
映
像
で
流
し
て
い
る
。

　

ま
た
、遷
御
の
祭
儀
を
再
現
す
る「
遷

御
渡と

御ぎ
ょ

御ぎ
ょ

列れ
つ

模
型（
六
分
の
一
）」
や
、

今
も
使
わ
れ
て
い
る
大
工
道
具
の
展
示

も
─
─
。
二
十
年
に
一
度
の
式
年
遷
宮

だ
が
、
同
館
を
訪
れ
る
こ
と
で
い
つ
で

も
そ
の
営
み
を
感
じ
、
全
容
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義
は
大

き
い
。

　

反
響
は
予
想
を
は
る
か
に
上
回
り
、

開
館
か
ら
二
年
足
ら
ず
で
入
館
者
数
は

百
万
人
を
突
破
し
た（
12
月
中
旬
）。
外

宮
参
拝
者
数
も
増
え
て
い
る
。

外宮まがたま池畔に佇むせんぐう館。

今回初めて神宮宮域林からご用材が伐り出された。

御杣始祭では外宮の1本を伊勢の杣夫たちが受け持った。

宮域林で作業する神宮営林部職員。



7 平成25年12月23日発行

　

今
回
の
遷
宮
祭
で

は
、
池
田
厚
子
神
宮

祭
主
の
も
と
、
天
皇

陛
下
の
ご
長
女
で
あ

る
黒
田
清
子
さ
ん
が

臨
時
祭
主
を
務
め
ら

れ
た
。

　

浄じ
ょ
う

闇あ
ん

の
な
か
で
執

り
行
わ
れ
た
「
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
儀
」
に
は
、
内な

い

宮く
う

（
十
月
二
日
）、
外
宮（
十
月
五
日
）と
も

に
黒
田
臨
時
祭
主
が
ご
奉
仕
。
小こ

袿う
ち
ぎ

、

表う
わ
ぎ著
、緋ひ

袴ば
か
ま

に
す
ず
し
の
明み

ょ
う

衣え

を
重
ね
、

木ゆ

綿う

鬘か
づ
ら

、
木
綿
襷だ

す
き

を
結
ん
だ
晴
れ
や
か

な
お
姿
で
参
進
さ
れ
た
。
終
始
毅
然
と

し
て
た
お
や
か
な
ご
様
子
に
、
特
別
奉

拝
席
の
中
か
ら
称
賛
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　

遷
宮
に
お
い
て
社
殿
の
造
営
と
と
も

に
重
要
な
こ
と
に
「
御
装
束
神
宝
」
の

調
製
が
あ
る
。
神
々
に
献
上
す
る
調
度

品
な
ど
の
御ご

料り
ょ
う

を
、
日
本
全
国
の
名
だ

た
る
匠
た
ち
が
長
い
歳
月
を
か
け
、

技
術
の
粋
を
尽
く
し
て
制
作
す
る
も

の
で
、
そ
の
総
数
は
七
百
十
四
種
、

千
五
百
七
十
六
点
に
上
る
。

　

現
在
の
御
装
束
神
宝
の
仕
様
は
平
安

時
代
の
『
延
喜
大
神
宮
式
』
に
基
づ
く

も
の
だ
が
、
今
回
の
遷
宮
で
は
御
料
に

含
ま
れ
る
多
数
の
織
物
の
染
め
が
、
本

来
の
植
物
染
料
に
戻
さ
れ
た
。

　

私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
衣
類
の

染
色
は
ほ
と
ん
ど
が
合
成
染
料
や
顔
料

に
よ
る
が
、
植
物
染
料
は
そ
れ
で
は
出

せ
な
い
透
明
感
の
あ
る
風
雅
な
色
味
が

持
ち
味
だ
。
し
か
し
、
同
じ
工
程
で

染
色
し
て
も
毎
回
必
ず
同

じ
色
が
出
せ
る
と
は
限
ら

な
い
の
が
天
然
染
料
の
泣

き
ど
こ
ろ
。
担
当
の
職
方

た
ち
が
そ
の
難
題
に
労
を

い
と
わ
ず
向
き
合
っ
た
結

果
、
今
回
、
植
物
染
料
で

古
儀
に
定
め
ら
れ
た
色
相

を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
。

　

平
成
二
十
五
年
は
五
月
に
出
雲
大
社

（
島
根
県
）、
十
月
に
伊
勢
神
宮
で
遷
宮

が
行
わ
れ
、
神
話
の
世
界
を
共
有
す
る

二
社
の
遷
宮
が
初
め
て
重
な
る
、
記
念

す
べ
き
年
と
な
っ
た
。

　

二
つ
の
御
敷
地
を
持
ち
、
二
十
年
ご

と
に
交
互
に
社
殿
を
建
て
る
伊
勢
に
対

し
て
、
出
雲
で
は
仮
殿
を
造
っ
て
ご
神

体
を
遷
し
、
本
殿
修
造
後
に
遷
座
祭
を

行
う
。古
く
遷
宮
は
不
規
則
だ
っ
た
が
、

現
在
は
六
十
年
周
期
で
の
式
年
が
定
ま

る
。
神
話
の
国
譲
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
、
大
国
主
命
が
「
皇
孫
の
住
処
の
様

に
太
く
深
い
柱
で
、
千
木
が
空
高
く
ま

で
届
く
立
派
な
宮
を
」
と
求
め
て
建
て

ら
れ
た
と
い
う
本
殿
は
、
高
さ
二
十
四

㍍
あ
る
堂
々
た
る
姿
だ
。
近
年
境
内
か

ら
古
い
柱
根
が
発
掘
さ
れ
、
か
つ
て
は

四
十
八
㍍
と
今
の
倍
の
大
き
さ
を
誇
っ

　

遷
御
の
前
日
に
行
わ
れ
る
「
川か

わ

原ら

大お
お

祓は
ら
い

」
で
は
、
遷
御
の
御
列
で
ご
神
体
を

お
遷
し
す
る
容
器
、
御
装
束
神
宝
な
ど

を
納
め
た
二
十
合
あ
ま
り
の
辛か

ら

櫃ひ
つ

が
参

進
す
る
。
川
原
大
祓
の
祓は

ら
え

所ど

に
そ
れ
ら

が
ず
ら
り
と
並
ぶ
様
子
は
圧
巻
だ
。

　

前
回
ま
で
は
神
宮
の
通
常
の
祭
と
同

様
に
素
木
の
辛
櫃
が
使
わ
れ
て
い
た

が
、
今
回
、
御
装
束
神
宝
を
納
め
る
も

の
に
つ
い
て
、
黒
と
朱
の
漆
塗
の
辛
櫃

に
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
昭
和
四
年
、
第
五
十
八
回
遷

宮
の
と
き
に
用
い
ら
れ
た
辛
櫃
と
同
じ

様
式
で
、
漆
塗
を
ほ
ど
こ
し
、
金
銅
の

餝
金
具
を
付
け
、
鮮
や
か
な
緋
色
に
染

め
た
辛
櫃
緒
を
付
け
た
も
の
。
厳
粛
な

遷
宮
祭
に
雅
な
華
や
ぎ
を
醸
し
出
し
て

い
た
。

　

神
宮
祭
主
と
は
、
天
皇
陛
下
に
代

わ
っ
て
神
宮
の
祭
事
を
つ
か
さ
ど
る
役

職
で
、
平
成
元
年
に
天
皇
の
姉
君
で
あ

る
池
田
厚
子
さ
ま
が
ご
就
任
。
遷
宮
を

控
え
た
平
成
二
十
四
年
春
、「
万
全
を

期
す
た
め
」
と
の
理
由
で
、
黒
田
清
子

さ
ん
が
臨
時
祭
主
に
就
か
れ
た
。

て
い
た
と
分
か
り
、
話
題
と
な
っ
た
。

　

伊
勢
と
出
雲
、
二
つ
の
古
社
の
遷
宮

が
重
な
っ
た
こ
と
で
、
逡
巡
す
る
日
本

に
「
何
か
が
変
わ
る
」
と
の
期
待
感
が

高
ま
っ
た
一
面
も
あ
る
。

　

神
宮
へ
の
参
拝
客
の
増
加
を
見
込
ん

で
、
各
社
に
よ
る
観
光
交
通
網
の
整
備

も
一
気
に
進
ん
だ
。

　

鉄
道
で
は
近
鉄
が
、
大
阪
―
賢
島
、

名
古
屋
―
賢
島
間
を
一
日
各
一
本
限
定

で
走
る
豪
華
観
光
特
急
「
し
ま
か
ぜ
」、

伊
勢
～
賢
島
間
を
結
ぶ
展
望
列
車
「
つ

ど
い
」の
二
車
両
の
運
行
を
ス
タ
ー
ト
。

　

三
重
交
通
は
、
昔
の
路
面
電
車（
神

都
線
）を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
レ
ト
ロ
な

「
神
都
バ
ス
」
を
運
行
す
る
な
ど
、
近

距
離
の
旅
を
よ
り
快
適
に
、
魅
力
的
に

　

式
年
遷
宮
に
合
わ
せ
、
二
十
年
に
一

度
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
と
い
わ
れ
る
伊

勢
の
ま
ち
。
前
回
遷
宮
で
は
、
内
宮
前

に
「
お
か
げ
横
丁
」
が
完
成
し
て
話
題

を
呼
ん
だ
が
、
今
回
は
外
宮
前
が
大
変

身
を
遂
げ
た
。

　

伊
勢
市
駅
か
ら
徒
歩
す
ぐ
と
ア
ク
セ

ス
の
良
い
外
宮
だ
が
、
前
回
の
遷
宮
以

降
、
駅
前
の
空
洞
化
が
進
み
、
外
宮
門

前
の
山
田
地
区
は
参
拝
客
が
飲
食
す
る

場
所
も
少
な
い
寂
れ
た
状
態
が
続
い
て

い
た
。
そ
こ
で
遷
宮
年
に
向
け
て
、
伊

勢
市
、
伊
勢
商
工
会
議
所
と
地
元
が
一

　

遷
宮
諸
祭
・
行
事
の
う
ち
、
地
元
伊

勢
の
町
衆（
旧
神
領
民
）が
中
心
と
な
っ

て
奉
仕
す
る
の
が
「
お
木き

曳ひ
き

行
事
」（
平

成
十
八
・
十
九
年
）と
「
お
白し

ら

石い
し

持も
ち

行

事
」（
同
二
十
五
年
）だ
。
町
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ「
奉
曳
団
」「
奉
献
団
」を
結
成
し
、

社
殿
の
ご
用
材
、
新
宮
の
庭
の
お
白
石

を
神
域
へ
と
曳
入
れ
る
。
内
宮
へ
は
五

十
鈴
川
を
川か

わ

曳び
き

で
、
外
宮
へ
は
奉
曳
車

演
出
す
る
。

　

高
速
道
路

も
、
関
Ｉ
Ｃ
か

ら
「
伊
勢
神
宮

ま
で
○
㎞
」
の
標
識
を
建
て
る
一
方
、

平
成
二
十
五
年
、
紀
勢
自
動
車
道
が
紀

伊
長
島
ま
で
の
び
て
、
年
度
内
に
は
伊

勢
―
尾
鷲
間
で
全
線
開
通
す
る
予
定

だ
。
ま
た
伊
勢
～
鳥
羽
を
結
ぶ
第
二
伊

勢
道
路
が
開
通
し
、
伊
勢
か
ら
志
摩
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
改
善
。
参
拝
客
の
日
帰

り
観
光
エ
リ
ア
を
拡
充
し
た
。

致
協
力
し
、
一

帯
の
町
お
こ
し

に
着
手
。
伊
勢

市
駅
前
に
は
鳥

居
が
建
ち
、
外

宮
に
は「
赤
福
」

「
せ
き
や
」
な

ど
伊
勢
の
老
舗
が
次
々
と
進
出
し
て
、

参
拝
後
歩
い
て
楽
し
め
る
魅
力
あ
る
外

宮
参
道
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。「
せ
ん

ぐ
う
館
」
効
果
も
あ
っ
て
、
平
成
二
十

五
年
の
外
宮
参
拝
者
数
は
、
五
百
万
人

突
破
も
目
前
と
い
う
。

を
仕
立
て
て
陸お

か

曳び
き

で
。
多
く
の
人
手
が

必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
少
子

高
齢
化
に
よ
る
団
の
統
廃
合
が
進
ん
だ
。

　

そ
の
一
方
、
平
成
十
七
年
の
市
町
村

合
併
で
新
た
に
伊
勢
市
に
加
わ
っ
た

町
々
か
ら
「
小お

俣ば
た

町
」「
北
浜
連
合
」

「
宮
沼
連
合
」
の
三
団
が
新
し
く
発
足

し
、
二
つ
の
行
事
に
参
加
。
初
々
し
い

法
被
姿
と
、
ひ
と
き
わ
力
強
い
「
エ
ン

ヤ
ー
！
」
の
掛
け
声
は
、
二
十
年
後
へ

の
希
望
を
感
じ
さ
せ
た
。

神
宝

遷
御

ま
ち
の
話
題

織
物
の
染
め
が

天
然
染
料
に
戻
る

４

臨
時
祭
主
に

黒
田
清
子
さ
ん

６

お
木
曳
、

お
白
石
持
に

新
・
伊
勢
市
か
ら

８
生
ま
れ
変
わ
っ
た

外
宮
参
道

９
観
光
交
通
網
が

「
便
利
に
」「
魅
力
的
に
」

10

史
上
初
、

伊
勢
と
出
雲
が
同
時
遷
宮

７

遷
宮
祭
の
辛
櫃
が

素
木
か
ら
漆
塗
に
─
─

５

遷宮祭に奉仕された黒田臨時祭主。

漆塗の辛櫃も晴れやかに、川原大祓（外宮）。

植物染めによる色見本
（「せんぐう館」展示）。

全高24メートルの出雲大社本殿。

市内77団がお白石を奉献した。外宮参道のにぎわい。近鉄の伊勢志摩観光列車「つどい」。
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w

11
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

3
日
㊊
節
分
祭

特
設
撒
豆
台
で
赤
鬼
・
青
鬼
を
追
い
出
し
た
後
、

宮
司
は
じ
め
厄
男
厄
女
ら
が
裃
姿
で
舞
台
に
上

が
り
、
福
豆
・
紅
白
餅
な
ど
縁
起
の
品
を
撒
く
。

w

14
時
～
　

q
伊
勢
市
二
見
町
、
二
見
興
玉
神
社

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

4
日
㊋
～
3
月
9
日
㊐

お
ひ
な
さ
ま
め
ぐ
り
in
二
見

夫
婦
岩
表
参
道
を
中
心
に
約
６
０
０
０
体
の
雛

人
形
が
並
び
、
二
見
浦
一
帯
が
華
や
ぐ
。
恒
例

の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
開
催
さ
れ
る
。 

w

9
時
～

q
伊
勢
市
二
見
町
、
二
見
浦
一
帯

u
伊
勢
市
二
見
総
合
支
所
地
域
振
興
課

☎
０
５
９
６
・
４
２
・
１
１
１
１

8
日
㊏
高た

か

向ぶ
く

の
御
頭
神
事

８
０
０
年
の
伝
統
を
持
つ
国
指
定
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
。
雌
雄
二
体
の
御
頭（
獅
子
頭
）が
地

区
内
を
舞
い
め
ぐ
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は

夜
の
部
の
打
ち
祭
り
で
、
太
鼓
を
先
頭
に
松
明
，

御
頭
の
順
に
２
組
の
勇
壮
な
行
進
が
見
ら
れ
る
。

w

6
時
30
分
～
　

q
伊
勢
市
御
薗
町
、
高
向
大
社

u
伊
勢
市
文
化
振
興
課
　
☎
０
５
９
６
・
２
２
・
７
８
８
４

8
日
㊏
～
16
日
㊐

山
崎
ま
ど
か  

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
展

神
戸
在
住
の
作
家
に
よ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
展
。

ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
身
近
な
作
品
も
多
数
並
ぶ
。

w

10
時
～
18
時

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

15
日
㊏
～
17
日
㊊

答
志
八
幡
祭（
神じ

ん

祭さ
い

）

漁
業
の
守
護
神
を
祀
り
、
大
漁
祈
願
を
行
う
祭

り
。
お
的
を
奪
い
合
う
勇
壮
な
シ
ー
ン
は
見
物
。

q
鳥
羽
市
答
志
島
、
答
志
地
区 

八
幡
神
社

u
鳥
羽
磯
部
漁
協
答
志
支
所
　

☎
０
５
９
９
・
３
７
・
２
０
１
８

17
日
㊊
御
船
祭

海
上
守
護
の
霊
峰
と
し
て
全
国
の
漁
業
者
か
ら

信
仰
さ
れ
る
青
峯
山
正
福
寺
の
海
祭
り
。
境
内

は
大
漁
旗
で
彩
ら
れ
、
多
く
の
露
天
商
が
並
び

参
拝
者
で
賑
わ
う
。

w

６
時
す
ぎ
～
16
時
　

q
鳥
羽
市
、
青
峯
山
正
福
寺

u
青
峯
山
正
福
寺
　
☎
０
５
９
９
・
５
５
・
０
０
６
１

17
日
㊊
～
23
日
㊐
祈
年
祭

一
年
の
五
穀
豊
穣
を
祈
る
祭
り
。
神
饌
を
奉
る

大
御
饌
の
儀
と
、
奉
幣
の
儀
が
行
わ
れ
る
。

w

外
宮
17
日
７
時
～（
奉
幣
）、
内
宮
17
日
14
時
～（
奉
幣
）

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮（
外
宮
、
内
宮
　
他
）

u
神
宮
司
庁
　
☎
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

23
日
㊐
勝
田
流 

通
能

戦
国
末
期
か
ら
伝
わ
る
能
楽
勝
田
流
の
通
能
が

奉
納
さ
れ
る
。
伊
勢
市
無
形
民
俗
文
化
財
。

w

栄
通
神
社
10
時
～
、
通
町
公
民
館
13
時
～
　

q
伊
勢
市
通
町
、
栄
通
神
社
・
通
町
公
民
館

u
通
能
勝
田
流
能
楽
保
存
会

☎
０
５
９
６
・
２
４
・
０
０
０
８

24
日
㊊
汗
か
き
地
蔵
祭

吉
事
に
は
白
い
汗
、
凶
事
に
は
黒
い
汗
を
か
く

と
い
う
汗
か
き
地
蔵
尊
の
祭
り
。
露
店
も
並
ぶ
。

w

9
時
～
　

q
志
摩
市
大
王
町
波
切
、
堂
の
山

u
志
摩
市
観
光
協
会
　
☎
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
）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

　

新
し
い
年
の
始
ま
り
で
す
。
皆
様
に
は

晴
れ
や
か
気
持
ち
で
新
年
を
お
迎
え
の
こ

と
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
小
紙
「
い
せ

び
と
ニ
ュ
ー
ス
」
は
、
遷
宮
を
紹
介
す
る

唯
一
の
ニ
ュ
ー
ス
紙
と
し
て
創
刊
し
、
４

年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
ご
遷
宮
も
終
わ

り
、
こ
の
度
、
媒
体
の
使
命
を
果
た
し
た

も
の
と
し
て
、
一
旦
、
次
号
を
も
っ
て
区

切
り（
最
終
号
）と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

伊
勢
文
化
舎
代
表　

中
村　

賢
一

伊

勢

か

ら

の

便

り

22
日
㊐
冬
至
祭

宇
治
橋
前
で
冬
至
ぜ
ん
ざ
い
・
柚
子
の
ふ
る
ま

い
が
行
わ
れ
る
。
冬
至
の
前
後
一
カ
月
は
、
宇

治
橋
の
大
鳥
居
中
央
か
ら
昇
る
朝
日
が
拝
め
る
。

w

日
の
出
遙
拝
後
７
時
30
分
頃
～

q
伊
勢
市
、
内
宮
宇
治
橋
前

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

25
日
㊌
神
宮
奉
納
餅
つ
き

大
晦
日
に
外
宮
・
内
宮
で
配
る
餅
を
つ
く
行
事
。

式
典
の
後
餅
の
ふ
る
ま
い
が
あ
る
。

w

10
時

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
・
外
宮
ま
が
た
ま
池
奉
納
舞
台

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

～
29
日
㊐

お
か
げ
横
丁　

歳
の
市

し
め
縄
作
り
や
餅
つ
き
な
ど
、
昔
な
が
ら
の
風

習
に
触
れ
る
、
お
正
月
迎
え
の
市
。

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

31
日
㊋
～
1
月
1
日
㊌

お
か
げ
横
丁
行
く
年
来
る
年

笑
う
門
に
は
福
来
る
を
テ
ー
マ
に
大
晦
日
か
ら

元
旦
に
か
け
て
、
お
か
げ
横
丁
を
盛
り
上
げ
る

恒
例
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
。
花
火
と
太
鼓
の
演

出
が
あ
り
、
伊
勢
の
地
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。

w

23
時
30
分
～

q
伊
勢
市
、
お
か
げ
横
丁
「
太
鼓
櫓
」
一
帯

u
お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

☎
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

31
日
㊋
～
1
月
1
日
㊌

名
の
り
・
し
め
切
り
・
火
祭
り

「
名
の
り
」
は
、
各
家
を
回
り
船
頭
役
と
子
ど

も
達
が
掛
け
合
っ
て
、
繁
栄
と
新
年
の
吉
事
を

願
う
。「
し
め
切
り
」
は
５
メ
ー
ト
ル
あ
る
大

注
連
縄
を
切
っ
て
山
の
神
を
迎
え
る
。
そ
の
後

大
里
浜
で
、
豊
漁
を
祈
る
火
祭
り
が
始
ま
る
。

w

名
の
り
　
31
日
20
時
～
、
し
め
切
り
・
火
祭
り
　
元
旦

未
明
　

q
志
摩
市
大
王
町
波
切
、
桂
昌
寺
・
大
里
浜

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

31
日
㊋
～
1
月
1
日
㊌

ゲ
ー
タ
ー
祭
り

祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
「
ア
ワ
」（
直
径
２
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
白
い
輪
）を
竹
で
空
高
く
突
き
上
げ
、

豊
漁
を
祈
願
す
る
天
下
の
奇
祭
。

w

ア
ワ
突
き
１
月
１
日
６
時
頃
～

q
鳥
羽
市
神
島
町
、
八
代
神
社

u
鳥
羽
市
観
光
課
　
☎
０
５
９
９
・
２
５
・
１
１
５
７

31
日
㊋
～
1
月
1
日
㊌

船
越
ア
タ
ラ
シ
キ
・
ト
ト
ツ
リ
ア
イ

新
年
の
祝
詞（
ア
タ
ラ
シ
キ
）を
斉
唱
し
た
後
、

豊
漁
を
祈
る
火
祭
り（
ト
ト
ツ
リ
ア
イ
）が
行
わ

れ
る
。
若
い
男
子
が
派
手
な
花
襦
袢
を
着
て
、

頬
か
ぶ
り
を
し
、
燃
え
盛
る
火
に
丸
太
を
突
き

刺
し
、
火
の
粉
を
空
に
舞
い
上
げ
る
。

w

20
時
～

q
志
摩
市
大
王
町
、
船
越
神
社
・
船
越
前
浜

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

1
日
㊌
歳
旦
祭

元
旦
の
未
明
に
、
新
し
い
年
の
始
ま
り
を
祝
う

神
事
。
参
道
に
は
大
晦
日
の
夜
か
ら
か
が
り
火

が
焚
か
れ
る
。

w

外
宮
４
時
～
、
内
宮
７
時
～

q
伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮（
外
宮
･
内
宮
他
）

u
神
宮
司
庁
　
☎
０
５
９
６
・
２
４
・
１
１
１
１

2
日
㊍
三さ

ん

番ば

叟そ
う

安
乗
神
社
に
ご
神
体
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る

三
体
の
人
形（
三
番
叟
、
翁
、
千
歳
）を
遣
い
、

太
平
洋
に
面
す
る
砂
浜
で
舞
を
奉
納
し
て
、
大

漁
、
海
上
安
全
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
。

w

14
時
～

q
志
摩
市
阿
児
町
安
乗
、
ニ
ワ
の
浜

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

2
日
㊍
ひ
っ
ぽ
ろ
神
事

豊
作
と
大
漁
を
祈
る
神
事
。
獅
子
舞
、
豊
年
竿

の
舞
の
後
に
火
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
ド
ン
ド
火

を
燃
や
す
側
と
た
た
き
消
す
側
に
別
れ
て
攻
防

を
繰
り
返
す
様
子
は
、
迫
力
た
っ
ぷ
り
。

w

13
時
頃
～

q
志
摩
市
阿
児
町
、
宇
気
比
神
社

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

4
日
㊏
～
13
日
㊊

お
か
げ
横
丁　

新
春
郷
土
芸
能

お
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
縁
起
の
よ
い
、
郷
土
色

豊
か
な
伝
統
芸
能
が
、
伊
勢
に
集
う（
土
・
日
・

祝
日
の
み
開
催
）。
ま
た
11
日
の
鏡
開
き
に
は
、

横
丁
に
飾
ら
れ
て
い
た
鏡
餅
の
ぜ
ん
ざ
い
が
約

３
０
０
食
ふ
る
ま
わ
れ
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

5
日
㊐
竈か

ま

方か
た

祭

南
伊
勢
町
に
は
平
家
の
末
裔
と
言
わ
れ
る
竈
の

字
の
つ
く
集
落
が
７
つ
あ
り
、
重
要
事
項
を
記

し
た
文
書
を
各
竈
方
が
順
番
に
一
年
ず
つ
保
管

し
て
い
る
。
一
年
に
一
度
竈
方
の
代
表
が
集
ま

っ
て
古
文
書
が
納
め
ら
れ
た
文
箱
と
目
録
を
照

ら
し
合
わ
せ
る
儀
式
で
、
こ
の
儀
式
の
前
に
射

場
式
も
行
わ
れ
る
。

w

13
時
～

q
南
伊
勢
町
相
賀
浦

u
相
賀
浦
区
事
務
所
　
☎
０
５
９
９
・
６
４
・
３
６
８
０

11
日
㊏
一
月
十
一
日
御み

饌け

（
東
遊
）

内
宮
の
四
丈
殿
で
す
べ
て
の
神
々
に
神
饌
を
奉

る
神
様
の
新
年
会
。
五
丈
殿
で
舞
楽
が
奉
奏
さ

れ
る
。

w

10
時
～
、
東
遊
13
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

11
日
㊏
盤ば

ん

の
魚う

お

と
弓
引
神
事

手
を
触
れ
ず
に
金
箸
と
包
丁
で
ボ
ラ
を
捌
き
、

豊
漁
と
航
海
の
安
全
を
祈
願
す
る
。
そ
の
後
、

弓
引
神
事
で
１
年
の
吉
凶
を
占
う
。

w

13
時
～

q
志
摩
市
浜
島
町
、
宇
気
比
神
社

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

14
日
㊋
湯ゆ

立た
て

神
事

神
前
に
据
え
ら
れ
た
大
釜
で
煮
立
っ
た
湯
に
熊

笹
の
幣
を
入
れ
、
参
拝
者
に
熱
湯
の
湯
を
か
け

て
１
年
の
無
病
息
災
と
家
内
安
全
を
願
う
。

w

11
時
～

q
伊
勢
市
二
見
町
江
、
栄
野
神
社

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

18
日
㊏
～
26
日
㊐

西
田
宣
生
作
陶
う
つ
わ
展

今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
若
手
陶
芸
作
家
の
う
つ

わ
展
。
期
間
中
休
み
無
し
。

w

10
時
～
18
時

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

20
日
㊊
初
え
び
す

町
民
が
鼻
か
け
恵
比
寿
を
囲
ん
で
太
平
洋
に
向

か
い
、
大
笑
い
す
る
ゆ
か
い
な
神
事
。
誰
で
も

参
加
で
き
る
。

w

13
時
～

q
志
摩
市
浜
島
町
、
恵
比
寿
神
社

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

2
日
㊐
水
取
神
事

春
へ
と
向
か
う
こ
の
時
期
に
本
殿
近
く
に
湧
く

御
神
水
「
頭
之
水
」
を
い
た
だ
く
こ
と
で
、
天

地
の
生
命
力
を
取
り
入
れ
、
一
年
の
息
災
を
願

い
厄
除
や
心
願
成
就
を
祈
る
。

12
月

1
月

冬
の
伊
勢
志
摩
の
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト
情
報

い

せ

び

と

歳

時

記

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。（2・12号のみ在庫あります）
・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

水取神事高向の御頭神事

ゲーター祭り

答志八幡祭（神祭）

三番叟

月
2

● 

デ
ー
タ
は
12
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
。

●
単
行
本
ご
注
文
時
の
郵
便
振
替
口
座

　

０
０
８
２
０
・
２
・
４
２
３
９


