
　

神
宮
や
地
元
の
伊
勢
市
で
は
第
六
十
三
回
ご
遷
宮

（
令
和
十
五
年
予
定
）
に
向
け
た
準
備
が
動
き
始
め

ま
し
た
。

　

七
月
に
は
内
宮
と
外
宮
の
「
古
殿
地
」
に
、「
第

六
十
三
回
式
年
遷
宮
御
敷
地
」
の
表
示
が
設
置
さ
れ
、

神
域
に
は
説
明
板
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
御
正
宮
東

の
こ
れ
ま
で
の
「
古
殿
地
」
は
、
今
後
は
「
御
敷
地
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
地
元
で
は
令
和
八

年
か
ら
始
ま
る
お
木き

曳ひ
き

行
事
を
控
え
て
、
町
ご
と
に

奉ほ
う

曳え
い

団
が
結
成
さ
れ
、
早
く
も
奉
曳
車
の
調
整
や
木

遣
り
の
練
習
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

来
年
初
夏
、
山
口
祭･

木こ
の

本も
と

祭
に
続
く
御
杣
始
祭

が
長
野
県
上あ
げ

松ま
つ

町
内
の
木
曽
谷
国
有
林
で
行
わ
れ
る

予
定
で
す
。
御
杣
始
祭
は
ご
神
体
を
お
納
め
す
る

「
御み

樋ひ

代し
ろ

」
の
御
用
材
を
伐
採
す
る
神
聖
な
お
祭
り

で
す
。
こ
の
辺
り
一
帯
は
赤
沢
自
然
休
養
林
と
し
て

知
ら
れ
、
古
く
か
ら
木
曽
ヒ
ノ
キ
を
産
す
る
貴
重
な

天
然
更
新
※
の
森
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ご
遷
宮
に

使
わ
れ
る
御
用
材
を
伐
り
出
す
山
は
「
御
杣
山
」
と

呼
ば
れ
、
木
曽
で
は
江
戸
時
代
か
ら
約
三
百
年
に
わ

た
り
、
御
用
材
が
伐
り
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

前
回
の
ご
遷
宮
で
も
木
曽
谷
国
有
林
、
裏
木
曽
国

有
林
が
天
皇
陛
下
よ
り
御
杣
山
と
し
て
お
定
め
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
御
杣
始
祭
は
神
事
の
あ
と
、
内
宮
、
外
宮

の
二
本
の
御
樋
代
木
が
伝
統
の
技
法
「
三
ツ
緒
伐

り
」
に
よ
っ
て
伐
り
倒
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
伐

採
を
担
う
の
が
杣
夫
と
呼
ば
れ
る
、
木
曽
の
林
業
等

に
携
わ
る
人
た
ち
で
す
。
前
回
か
ら
保
存
会
が
結
成

さ
れ
、
技
法
の
伝
承
に
努
め
て
い
ま
す
。
杣
夫
た
ち

は
「
三
ツ
緒
伐
り
は
、
木
曽
の
杣
人
の
何
よ
り
の
誇

り
で
あ
り
、
証
で
あ
る
」
と
語
り
ま
す
。
杣
夫
た
ち

の
斧お
の

音と

が
木
曽
の
谷
に
響
く
日
が
、
も
う
す
ぐ
巡
っ

て
き
ま
す
。
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い
よ
い
よ
来
年
、山
口
祭
、

御み

杣そ

ま

始は

じ

め

祭さ

い

が
行
わ
れ
る
！

「
古こ

殿で
ん

地ち

」
は
「
御み

敷し
き

地ち

」
に
―

第
六
十
三
回
の
ご
遷
宮
に
向
け
て
人
々
の
期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

「
三
ツ
緒お

伐ぎ

り
」
は

木
曽
の
杣そ

ま

夫ふ

の
誇
り

江
戸
時
代
か
ら
続
く

御み

杣そ
ま

山や
ま

・
木
曽

公開された「御敷地」の前を通り参拝に向かう「神
しん

馬
め

牽
けん

参
ざん

」（外宮）

※�

森
林
の
伐
採
後
、
植
栽
を
行
わ
ず
に
自
然
に
種
子
か
ら
育
っ

た
若
木
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
、
森
林
の
再
生
（
更
新
）
を

図
る
方
法
の
こ
と
。（
参
考�

林
野
庁
Ｈ
Ｐ
よ
り
）

目
次

２
面�

木
曽
ヒ
ノ
キ
の
ま
ち

�

長
野
県
上
松
町
・
赤
沢
自
然
休
養
林
へ

３
面�

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

日
本
一
の
木
を
日
本
一
の
お
宮
へ

４
面�

木
曽
・
裏
木
曽
の
森
か
ら
伊
勢
の
神
宮
へ

�

い
よ
い
よ
来
年　

御
神
木
の
祭
り
が
始
ま
る

５
面�

御
杣
山
や
御
用
材
に
つ
い
て

�

“
せ
ん
ぐ
う
館
”
で
知
ろ
う

６
面�

式
年
遷
宮
の
森
を
未
来
へ　

後
編

７
面�

お
木
曳
行
事
入
門
講
座　

其
の
一

�

伊
勢
の
お
木
曳
行
事
調
査
団
レ
ポ
ー
ト
２

８
面�

伊
勢
志
摩
の
ま
つ
り
暦
・
ご
案
内

令和6年10月10日号1



令和6年10月10日号 2

　

赤
沢
自
然
休
養
林
は
、
標
高

一
〇
八
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
森
林

浴
発
祥
の
地
。
木
曽
林
業
を
代
表

す
る
歴
史
を
持
ち
、
一
帯
は
江
戸

時
代
か
ら
森
林
政
策
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
、
樹
齢
三
百
年
を
超
え
る
木

曽
ヒ
ノ
キ
の
針
葉
樹
林
に
、
七
つ
の

散
策
コ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

ヒ
ノ
キ
の
自
生
す
る
様
子
を
間

近
に
見
よ
う
と
中な

か
だ
ち立

コ
ー
ス
へ
向

か
っ
た
。
大
樹
を
前
に
将
来
の
御

神
木
と
な
る
木
が
あ
る
の
で
は
、

と
期
待
す
る
が
「
樹
皮
に
傷
が
あ

り
ま
す
し
、上
の
方
で
少
し
曲
が
っ

て
い
ま
す
ね
」
と
、
村
瀬
さ
ん
が

即
答
し
、
さ
ら
に
「
御み

杣そ
ま

始は
じ
め

祭さ
い

で

伐
採
す
る
御み

樋ひ

代し
ろ

木ぎ

は
、
大
き
さ

だ
け
で
は
な
く
、欠
点
の
な
い
真
っ

直
ぐ
な
木
が
求
め
ら
れ
る
。」
し
か

も
そ
れ
は
内
宮
・
外
宮
の
二
本
が

近
い
位
置
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

木
曽
の
天
然
林
を
守
っ
て
き
た

の
は
、
尾
張
藩
に
よ
る
厳
格
な
保

護
政
策
だ
。
関
ケ
原
の
戦
い
以
降
、

木
曽
谷
の
森
林
伐
採
が
急
激
に

増
加
す
る
と
、「
木
一
本
首
一
つ
」

と
い
う
お
触
れ
が
出
さ
れ
、
伐
採

を
厳
し
く
制
限
し
て
き
た
。

　

現
在
は
「
木
曽
悠
久
の
森
」
と

し
て
、
維
持
管
理
が
な
さ
れ
て
い

る
。「
古
く
か
ら
地
域
の
木
材
産

業
の
継
承
や
振
興
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
温
帯
性
針
葉
樹

林
を
、
厳
格
に
復
元
す
る
た
め
の

保
護
で
す
。
天
然
の
ヒ
ノ
キ
や
サ

ワ
ラ
な
ど
の
針
葉
樹
を
中
心
に
さ

ま
ざ
ま
な
植
物
や
動
物
が
生
育
・

生
息
し
、
世
界
的
に
も
貴
重
で
希

少
な
森
林
で
す
」
と
村
瀬
さ
ん
。

　

次
に
昭
和
六
十
年
に
行
わ
れ
た

御
杣
始
祭
の
祭
場
跡
を
め
ざ
し
た
。

そ
こ
に
残
る
切
り
株
は
、
内
宮
・

外
宮
の
御
樋
代
木
で
神
木
と
し
て

崇
め
ら
れ
る
。
御
杣
始
祭
で
は
神

事
の
後
、
斧
を
使
っ
た
古
式
の
作

法
「
三
ツ
緒
伐
り
（
三
ツ
紐ひ

も

伐
り
）」

で
、
杣
夫
た
ち
に
よ
り
奉
伐
さ
れ

る
。
そ
の
指
揮
を
取
る
の
が
杣そ

ま

頭が
し
ら

だ
。
池
田
さ
ん
は
「
昔
は
木
曽
の

山
に
一
万
人
近
い
杣
が
い
た
と
い

わ
れ
、
そ
の
棟
梁
に
あ
た
る
杣
頭

は
斧
の
使
い
方
は
も
ち
ろ
ん
、
人

を
統
率
で
き
る
品
格
と
能
力
、
知

識
を
併
せ
持
っ
て
の
資
格
。
腕
が

よ
く
て
も
事
故
を
起
こ
し
た
人
は

棟
梁
に
は
選
ば
れ
な
か
っ
た
。
風

や
枝
の
張
り
具
合
、
ど
こ
に
木
が

寝
た
が
る（
倒
れ
る
）か
を
全
て
判

断
で
き
る
方
で
し
ょ
う
」
と
話
す
。

　

池
田
さ
ん
は
当
時
二
十
四
歳
。

木
曽
奉
賛
会
長
を
務
め
た
祖
父
・

池
田
作
二
さ
ん
を
車
に
乗
せ
て
祭

場
近
く
へ
。「
祖
父
に
『
木
が
泣

く
の
を
知
っ
て
る
か
』
と
言
わ
れ

て
ね
。
最
後
の
斧
が
入
る
と
き
、

ギ
ィ
ー
ッ
と
、
弦つ

る

（
伐
り
残
し
た

部
分
）
の
ち
ぎ
れ
る
音
が
悲
鳴
の

よ
う
に
聞
こ
え
ま
し
た
。
命
あ
る

木
曽
ヒ
ノ
キ
を
扱
う
材
木
商
と
し

て
、
性し

ょ
う

根ね

を
据
え
さ
せ
て
も
ら
っ

た
の
が
、
こ
の
祭
り
で
す
」。

　

川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
遮
る
よ
う

に
、
と
き
お
り
森
林
鉄
道
が
汽
笛

を
響
か
せ
る
。
木
曽
谷
で
は
大
正

初
期
に
鉄
道
運
送
が
導
入
さ
れ
、

ト
ラ
ッ
ク
運
材
に
切
り
替
わ
る
ま

で
の
約
六
十
年
、
そ
の
役
目
を
果

た
し
て
き
た
。
そ
し
て
昭
和
六
十

年
の
御
杣
始
祭
で
御
神
木
を
運
ぶ

様
子
が
注
目
を
浴
び
、
観
光
列
車

と
し
て
運
行
が
再
開
さ
れ
た
。

　
元
々
、山
深
い
木
曽
谷
で
の
運
材

は
木
曽
川
流

送
に
よ
る
方

法
が
編
み
出

さ
れ
、
沢
に

ダ
ム
（
堰
）

を
作
っ
て
水

を
溜
め
た
後

に
真
ん
中
を

抜
き
、
一
気

　

赤
沢
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
森
で
、
式
年
遷
宮
に
用
い
ら
れ
る
御
神

木
が
育
つ
。
江
戸
時
代
初
期
に
大
半
の
木
が
伐
採
さ
れ
た
後
、
落

ち
た
種
か
ら
「
木
曽
五
木
※
」
と
呼
ば
れ
る
ヒ
ノ
キ
の
仲
間
が
生
え

育
つ
天
然
更
新
の
森
と
な
っ
た
。
緑
豊
か
な
森
を
、
前
回
御
神
木

の
選
定
か
ら
伐
採
に
ま
で
関
わ
っ
た
元
神
宮
司
庁
営
林
部
技
師
・

村
瀬
昌
之
さ
ん（
69
）
と
一
緒
に
、
上
松
町
で
木
曽
ヒ
ノ
キ
を
取
り

扱
う
池
田
木
材
代
表
・
池
田
聡
寿
さ
ん（
63
）の
案
内
で
歩
い
た
。

古
式
の
作
法
「
三
ツ
緒お

伐ぎ

り
」
で
御
神
木
を
寝
か
す
木
曽
の
杣そ

ま

夫ふ

に
木
材
を
流
し
出
す
技
術
が
伝

わ
っ
て
い
た
。

「
四
十
年
間
、
定
点
観
察
を
し
て

い
る
木
が
あ
り
ま
す
」
と
、
次
に

池
田
さ
ん
に
案
内
さ
れ
た
の
は
、

切
り
株
か
ら
芽
吹
い
た
幼
樹
。
高

さ
十
セ
ン
チ
ほ
ど
で
、
こ
れ
で

四
十
年
か
と
自
然
任
せ
の
時
間
軸

に
言
葉
が
出
な
い
。
木
曽
の
山
は

傾
斜
が
急
な
う
え
に
岩
盤
の
痩
せ

た
土
地
。
寒
さ
厳
し
い
過
酷
な
環

境
で
、
天
然
ヒ
ノ
キ
の
成
長
は
人

工
林
の
三
倍
ほ
ど
か
か
る
と
い
う

が
、
そ
の
分
、
年
輪
は
緻
密
で
き

め
細
か
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
た

美
し
い
材
に
育
つ
。

　

自
然
に
種
が
落
ち
、
根
を
張
っ

た
場
所
や
枝
ぶ
り
に
よ
っ
て
は
大

雪
に
倒
さ
れ
、
春
の
雪
溶
け
で
起

き
上
が
り
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
て

何
十
年
何
百
年
も
か
け
て
、
美
し

い
木
曽
ヒ
ノ
キ
が
育
ま
れ
て
い
る
。

木
曽
ヒ
ノ
キ
の
ま
ち

長
野
県
上あ

げ

松ま

つ

町ま

ち

・
赤
沢
自
然
休
養
林
へ

日本三大美林の一つ。昭和 45 年（1970）に自然休養林第 1 号に認定
された。爽やかなヒノキの森は環境省「かおりの風景 100 選」に選定

森林入口付近に拠点の交流センターや食事処、資料館、森林鉄道記念館がある

天然更新の芽を指差す池田さん 御杣始祭の祭場跡に残された切り株

樹
齢
三
百
年
を

超
え
る
木
曽
ヒ
ノ
キ

木
曽
谷
を
走
る

森
林
鉄
道

※
木
曽
五
木
…
江
戸
時
代
、
尾
張
藩
に
よ

り
伐
採
が
禁
止
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ

ラ
・
ア
ス
ナ
ロ
・
コ
ウ
ヤ
マ
キ
・
ネ
ズ
コ
。

汽
笛
を
鳴
ら
す
森
林
鉄
道



御杣始祭（平成 17 年）での三ツ緒伐り（別名、三ツ紐伐り・三ツ伐りとも）。幹の三方向から斧を入れ、
弦
つる

と呼ばれる三脚を残して、最後に伐倒方向と反対側の弦を伐って倒す技法

い
」
と
話
す
。

　

時
代
は
移
れ
ど
も
御
神
木
に
携

わ
れ
る
喜
び
と
誇
り
が
、
木
曽
人

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
は

十
五
人
。
岐
阜
県
中
津
川
市
の「
裏

木
曽
三
ツ
伐
り
保
存
会
」、
そ
し

て
神
宮
の
営
林
部
と
も
合
同
で
練

習
を
重
ね
て
い
る
。

　

木
曽
で
学
校
卒
業
後
、
山
に
入

り
、“
き
こ
り
”
と
な
っ
た
吉
川
正

樹
さ
ん
（
58
）
は
、
前
回
も
参
加
。

「
恥
ず
か
し
く
な
い
斧
を
振
り
た
い

と
間
伐
の
と
き
も
斧
で
練
習
し
ま

し
た
」
と
振
り
返
り
「
御
杣
始
の

こ
と
を
考
え
な
い
日
は
な
い
。
次

は
指
導
す
る
立
場
で
す
」
と
話
す
。

　

材
木
商
の
池
田
聡
寿
さ
ん

（
63
）
も
、
立
ち
上
げ
メ
ン
バ
ー
だ

が
斧
は
振
ら
な
い
。「
寝
た
ば
か

り
の
御
神
木
の
先
端
を
切
り
株
の

し
、
コ
ン
サ
ー
ト
も
催
さ
れ
た
。

そ
の
頃
に
比
べ
る
と
、
現
在
の
ま

ち
の
人
口
は
四
千
人
と
約
三
分
の

二
に
減
少
。
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

二
十
年
前
と
同
じ
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
不
安
も
出
た
と
い
う

が
、「
夏
ま
つ
り
」
に
集
ま
っ
た

人
々
の
意
気
込
み
は
熱
く
、
林
業

で
栄
え
て
き
た
ま
ち
を
盛
り
上
げ

よ
う
と
、
上
松
町
だ
け
で
な
く
木

曽
郡
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
地
元
の
祭
り
は
日
頃
か
ら
氏

神
に
仕
え
る
“
上
若
連
”
が
支
え

て
い
ま
す
。
総
勢
二
百
人
。
十
八

歳
か
ら
九
十
代
ま
で
が
一
緒
に
活

動
し
て
い
ま
す
」
と
上
松
町
産
業

観
光
課
長
の
横
井
実
さ
ん
（
59
）。

獅
子
狂
言
や
地
歌
舞
伎
な
ど
地
域

の
伝
統
芸
能
を
担
い
、
結
束
も
強

い
。
横
井
さ
ん
は
二
十
年
前
の
御

神
木
に
関
す
る
行
事
の
遂
行
に
裏

方
と
し
て
奔
走
し
、「
日
本
一
の

木
を
日
本
一
の
お
宮
へ
」
と
、
御

杣
始
祭
で
斧
（
ヨ
キ
）
を
振
っ
た

杣
夫
た
ち
の
「
三
ツ
紐ひ

も

伐ぎ

り
保
存

会
」
も
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
。

三
ツ
紐
伐
り
を
後
世
に

　

木
曽
で
は
過
去
十
五
回
、
御
神

木
を
伊
勢
へ
と
送
り
出
し
た
三
百

年
の
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
効
率

化
に
よ
り
斧
を
使
う
機
会
が
減

り
、
三
ツ
紐
（
三
ツ
緒お

）
伐
り
の

継
承
が
困
難
に
な
り
、
当
初
は
神

宮
式
年
造
営
庁

※
が
奉ほ

う
ば
つ伐

を
担
当

す
る
話
が
あ
っ
た
。

　

平
成
十
七
年
一
月
、
経
験
者
や

林
業
従
事
者
を
集
め
「
な
ん
と
し

て
も
木
曽
で
伐
る
」
と
保
存
会
が

立
ち
上
が
り
、
斧
を
振
る
練
習
を

繰
り
返
し
た
。
当
時
神
宮
側
の
担

当
だ
っ
た
村
瀬
昌
之
さ
ん
（
69
）

は
何
度
も
上
松
に
足
を
運
び
、
練

習
を
見
守
っ
た
。「
失
敗
は
で
き

ま
せ
ん
か
ら
何
本
か
伐
っ
て
も

ら
っ
て
時
間
を
見
た
り
、
条
件
を

つ
け
ま
し
た
が
、
杣
の
技
術
に
は

び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。
大
き
く

育
っ
た
木
は
枝
張
り
や
形
状
、
重

心
が
一
本
ず
つ
異
な
り
ま
す
が
、

そ
の
特
徴
を
つ
か
み
狙
っ
た
方
向

に
正
確
に
寝
か
す
の
で
す
」
と
熟

練
の
技
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

　

保
存
会
で
杣
頭
を
務
め
る
橋
本

光
男
さ
ん
（
71
）
は
、
次
で
三
度

目
の
御
杣
始
祭
だ
。「
御
神
木
は

大
切
な
木
。
な
る
べ
く
根
元
近
く

に
ヨ
キ
を
い
れ
る
の
で
す
が
、
前

回
は
粘
り
が
あ
っ
て
時
間
が
か
か

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
山
で
は
慎

重
に
安
全
第
一
。
無
事
寝
か
す
こ

と
が
で
き
て
ほ
っ
と
し
ま
し
た
」。

真
ん
中
に
立
て
て
お
祈
り
を
す
る

の
は
、
木
曽
で“
株
ま
つ
り
（
鳥と

総ぶ
さ

立
て
）”
と
い
う
儀
式
。
山
の
命
に

感
謝
し
、
梢
と
根
株
の
間
の
幹
を

大
切
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と

誓
い
、
根
株
の
上
に
新
た
な
命
が

芽
生
え
大
樹
と
な
る
山
の
再
生
を

祈
る
祭
り
で
す
」
と
語
り
部
に
徹

す
る
。

　

奉
賛
会
で
事
務
局
長
の
原
田
浩

幸
さ
ん
（
62
）
は
、「
木
曽
と
神

宮
さ
ん
の
つ
な
が
り
は
深
く
、
こ

の
山
で
伊
勢
の
祭
り
が
繰
り
返
さ

れ
、
木
曽
材
は
高
い
評
価
を
受
け

て
い
ま
す
。
御
神
木
が
こ
の
あ
と

ど
う
使
わ
れ
る
の
か
、
祭
り
の
意

義
も
み
な
さ
ん
に
知
っ
て
欲
し

夏まつりで車を出してお木曳（上松町役場提供）

山
で
は
慎
重
に
安
全
第
一

御
杣
始
の
こ
と
を

考
え
な
い
日
は
な
い

令和6年10月10日号3
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夏
の
上
松
の
ま
ち
に
御
神
木
の
切
り
絵
の
ポ
ス

タ
ー
が
貼
り
出
さ
れ
た
。
来
年
予
定
さ
れ
て
い
る
御み

杣そ
ま

始は
じ
め

祭さ
い

の
奉
祝
行
事
を
今
回
は
オ
ー
ル
木
曽
で
取
り

組
む
と
い
う
。
奉
賛
会
、
保
存
会
、
町
役
場
の
方
々

に
話
を
伺
っ
た
。

　

来
年
予
定
さ
れ
て
い
る
御
杣
始

祭
ま
で
、
一
年
を
切
っ
た
。「『
ひ

の
き
の
里
の
夏
ま
つ
り
』
で
は
本

番
さ
な
が
ら
に
、
御
神
木
と
同
じ

大
き
さ
の
材
を
用
意
し
、
お
木
曳

台
車
を
出
し
て
み
ん
な
で
練
り
歩

き
ま
し
た
」
と
伊
勢
神
宮
木
曽
奉

賛
会
・
会
長
の
山
田
弘
さ
ん
（
59
）。

　

前
回
の
平
成
十
七
年（
二
〇
〇
五
）

六
月
に
は
「
お
木
曳
行
事
」
が
営

ま
れ
、
二
日
目
は
お
神
楽
や
木
遣

り
唄
、
太
鼓
演
奏
の
ほ
か
木
曽
踊

り
と
い
っ
た
伝
統
芸
能
を
奉
納

オ
ー
ル
木
曽
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
る

“
株
ま
つ
り
”
は
木
曽
の
歴
史
文
化

上
あ げ ま つ ま ち

松町
インタビュー

伊勢神宮木曽奉賛会
山田弘さん

上松町産業観光課
横井実さん

三ツ紐伐り保存会
橋本光男さん

三ツ紐伐り保存会
吉川正樹さん

伊勢神宮木曽奉賛会
原田浩幸さん

※
神
宮
式
年
造
営
庁
…
遷
宮
の
さ
ま
ざ

ま
な
準
備
に
当
た
る
執
行
機
関
。
神
宮

司
庁
内
に
設
置
さ
れ
る
。

多
く
の
子
ど
も
に

御
神
木
祭
を
経
験
さ
せ
た
い

な
ん
と
し
て
も

御
神
木
は
木
曽
で
伐
る

三ツ紐伐り保存会
池田聡寿さん

山
の
文
化
を
伝
え
る
の
も

保
存
会
の
役
割

遷
宮
と
の
関
わ
り
は

山
が
元
気
で
い
ら
れ
る
源

取
材
・
文 

中
村
元
美
／
撮
影 

阪
本
博
文



　

前
回
遷
宮
に
倣
え
ば
、
令
和

七
年
初
夏
に
は
最
初
の
御
用
材

を
伐
り
出
し
、
神
域
に
運
び
込

む
祭
り
が
行
わ
れ
る
予
定
だ
。

厳
か
に
、
ま
た
、
喜
び
に
満
ち

た
祭
り
や
行
事
が
繰
り
広
げ
ら

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

は
じ
め
は
「
山
口
祭
」

　

式
年
遷
宮
諸
祭
の
は
じ
め
は

「
山
口
祭
」（
前
回
は
平
成
十
七
年

五
月
二
日
斎
行
）。
皇
大
神
宮
は

神
路
山
、
豊
受
大
神
宮
は
高
倉
山

の
麓
に
祭
場
を
設
け
、
御
杣
山
の

口
に
坐ま

す
神
に
御
料
木
奉
採
の
安

全
を
祈
る
。
五
丈
殿
で
の
古
式
ゆ

か
し
い
「
饗き

ょ
う

膳ぜ
ん

の
儀
」
の
後
、
五

色
の
幣
を
掲
げ
た
小こ

 
だ
く
み工

や
物も

の
 
い
み忌

の

子
ど
も
た
ち
が
時
代
絵
巻
さ
な
が

ら
に
祭
場
に
向
か
う
。

「
木
本
祭
」
は
神
秘
の
祭
り

　
「
山
口
祭
」
と
同
日
の
深
夜
に

行
わ
れ
、
御
正
宮
の
心し

ん
の

御み

柱は
し
ら

の
御

料
木
を
奉
採
す
る
。
両
宮
宮
域
内

で
行
わ
れ
る
秘
儀
で
、
奉
仕
す
る

神
職
ら
以
外
に
詳
細
は
伝
え
ら
れ

な
い
。

木
曽
の
御
山
で

「
御
杣
始
祭
」

　

御
神
体
を
お
納
め
す
る
「
御
樋

代
」
と
な
る
御
用
材
を
奉
伐
す
る
。

前
回
は
長
野
県
上
松
町
と
岐
阜
県

中
津
川
市
に
定
め
ら
れ
た
御み

杣そ
ま

山や
ま

で
「
御
杣
始
祭
」「
裏
木
曽
御
用

材
伐
採
式
」
が
行
わ
れ
た
。
作
業

の
安
全
を
祈
っ
た
後
、
昔
な
が
ら

の
「
三
ツ
緒
伐
り
」
で
大
樹
を
奉

伐
す
る
。
御
樋
代
木
は
、
各
地
で

「
御
神
木
」
と
歓
迎
を
受
け
、
多

く
の
人
々
に
奉
曳
さ
れ
て
伊
勢
の

地
を
目
指
す
。

川
曳
・
陸
曳
で

「
御
樋
代
木
奉
曳
式
」

　

伊
勢
の
地
に
「
御
樋
代
木
」
が

奉
搬
さ
れ
る
と
、
両
宮
に
運
び
込

む
「
御
樋
代
木
奉
曳
式
」
が
行

わ
れ
る
。
内
宮
へ
は
川
曳
で
五
十

鈴
川
を
遡
り
、
外
宮
へ
は
そ
の
翌

日
、
陸
曳
で
山
田
の
ま
ち
を
進
む
。

秋
に
は
「
御
船
代
祭
」
も

　

秋
の
気
配
が
訪
れ
る
こ
ろ
、
両

宮
の
域
内
で
「
御
船
代
祭
」
が
行

わ
れ
る
（
前
回
は
平
成
十
七
年
九

月
十
七
日
、
十
九
日
斎
行
）。
御

樋
代
を
お
納
め
す
る
御
船
代
の
御

用
材
を
奉
採
す
る
祭
り
で
、
御
正

宮
の
祭
り
の
後
、
御
杣
山
で
は
御

用
材
が
奉
採
さ
れ
る
。
祭
場
で
は
、

続
い
て
第
一
別
宮
、
諸
別
宮
の
祭

り
が
斎
行
さ
れ
る
。　
　
　
（
堀
）

「
裏
木
曽
古
事
の
森
」
と

斧お
の
い
れ入
式

　

前
回
御
遷
宮
の
平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
）、
御
樋
代
木
二
本
を

伐
り
出
す
「
裏
木
曽
御
用
材
伐
採

式
」
が
国
有
林
の
「
旧
神
宮
備
林
」

に
て
行
わ
れ
、
こ
ち
ら
で
も
裏
木

曽
の
杣そ

ま

夫ふ

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
伝

統
の
技
が
披
露
さ
れ
た
。

　

そ
の
山
を
一
目
見
よ
う
と
中

津
川
市
付つ

け

知ち

か
ら
林
道
に
入
り
、

加か

し

も
子
母
の
森
へ
と
車
を
走
ら
せ

た
。
古
く
か
ら
ヒ
ノ
キ
が
育
ち
、

ま
だ
標
高
の
低
い
道
沿
い
に
は
、

ヒ
ノ
キ
に
よ
く
似
た
サ
ワ
ラ
も
立

派
に
育
っ
て
い
て
、
里
人
は
森
を

大
切
に
守
っ
て
き
た
。
現
在
は「
裏

木
曽
古
事
の
森
」
と
し
て
管
理
さ

れ
、
姫
路
城
の
昭
和
の
大
修
理
で

“
運
命
の
木
”
と
呼
ば
れ
た
西
大

柱
や
、
最
近
で
は
名
古
屋
城
の
本

丸
御
殿
の
御
用
材
に
も
利
用
さ
れ

て
い
る
。

　

国
道
か
ら
離
れ
る
こ
と
約
四
十

分
、
急
峻
な
地
形
に
ヒ
ノ
キ
が
並

ん
だ
尾
根
を
遠
望
で
き
る
場
所
に

出
た
。
前
回
の
伐
採
式
は
、
あ
の

斜
面
に
斎
場
を
つ
く

り
、
内
宮
・
外
宮
の

二
本
の
木
を
交
差
さ

せ
、
滞
り
な
く
行
わ

れ
た
。

　

同
じ
く
こ
の
森

で
、
平
成
二
十
九
年

（
二
〇
一
七
）
十
一

月
に
は
次
期
式
年
遷

宮
に
向
け
た
「
斧
入

式
」
が
行
わ
れ
、
樹

齢
約
百
年
の
ヒ
ノ
キ

一
本
が
「
裏
木
曽
三

ツ
伐
り
保
存
会
」
に

よ
り
奉
伐
さ
れ
た
。

御
用
材
と
し
て
用
い

る
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
伐

採
は
始
ま
っ
て
い
る
。

各
地
で
歓
迎
を

受
け
な
が
ら
伊
勢
へ

　

木
曽
山
の
御
神
霊
を
祀
る
、
ふ

も
と
の
護も

り
や
ま山

神
社
を
訪
れ
た
。
こ

こ
に
は
前
回
、
伐
採
式
の
あ
と
御

神
木
が
運
ば
れ
、
奉
安
祭
・
奉
送

祭
を
斎
行
し
、
翌
日
は
中
津
川
・

恵
那
市
民
が
参
加
し
、「
木
遣
音

頭
」
や
「
お
ん
ぽ
い
節
」
な
ど
で

に
ぎ
や
か
に
、
約
八
キ
ロ
の
行
程

を
お
木
曳
で
運
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
長
野
と
岐
阜
で
伐
採

さ
れ
た
御
神
木
は
、
陸
路
で
三
日

間
か
け
て
伊
勢
ま
で
奉
搬
さ
れ

た
。
道
中
の
各
地
で
「
奉
迎
送
」

の
行
事
が
行
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な

郷
土
芸
能
を
披
露
し
て
歓
迎
。
御

神
木
を
一
目
見
よ
う
と
沿
道
に
は

多
く
の
人
々
が
集
ま
り
、
そ
の
喜

び
を
載
せ
た
ま
ま
、
伊
勢
へ
と
到

着
。
御
樋
代
木
奉
曳
式
の
川か

わ

曳び
き

、

陸お
か

曳び
き

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
内
宮
・

外
宮
へ
と
奉
安
さ
れ
た
。　
（
元
）

木
曽
・
裏
木
曽
の
森
か
ら
伊
勢
の
神
宮
へ

裏
木
曽
古
事
の
森
と

御
神
木
奉
搬
の
旅 

い
よ
い
よ
来
年 

御
神
木
の
祭
り
が
始
ま
る
！

　

岐
阜
県
中
津
川
市
で
は
来
年
、

「
裏
木
曽
御
用
材
伐
採
式
」
が
行

わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
長
野
県

上あ
げ

松ま
つ

町ま
ち

同
様
に
「
三
ツ
緒お

伐ぎ

り
」

の
技
法
で
御み

樋ひ

代し
ろ

木ぎ

が
伐
採
さ

れ
る
。
裏
木
曽
の
森
を
訪
ね
た
。

平
成
17
年
に
御
用
材
伐
採
式
が
行
わ
れ
た
裏
木
曽
の
森（
中
津
川
市
）

御神木が運ばれた護山神社（中津川市）
桑名宗社（桑名市）に到着した御神木（平成 17 年）

山や
ま

口ぐ
ち

祭さ
い

木こ
の

本も
と

祭さ
い

御み

杣そ
ま

始は
じ
め

祭さ
い

御み

樋ひ

代し
ろ

木ぎ

奉ほ
う

曳え
い

式し
き

御み

船ふ
な

代し
ろ

祭さ
い

山口祭の祭場に向かう。
竹かごの中はお供えされる
つがいの白鶏

（外宮・平成 17 年）

忌⽕屋殿前で木本祭のお祓
いを行う（内宮・平成 17 年）

五
十
鈴
川
を
遡
る
内
宮
の
御
樋
代
木
は
風

日
祈
宮
橋
の
手
前
か
ら
曳
き
上
げ
ら
れ
る

（
平
成
17
年
）
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オマツリジャパン HP 内において紹介中。
URL：https://omatsurijapan.com/areastory/goshinbokusai/

語り継ぐ、木曽の誇り、御神木
協賛 伊勢神宮木曽奉賛会

〒399-5604 長野県木曽郡上松町正島 2-45
℡ 0264-52-2480

（一社）上松町観光協会
〒399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松159-3
℡ 0264-52-1133

御樋代木の伐採
（平成１7年６月）
御樋代木の伐採

（平成１7年６月）
御神木祭を描いた切り絵 株まつり



展示室5

エントランス
ロビー

舞台

まがたま池

展示室４

展示室２

展示室 5

展示室６

展
示
室
３

展
示
室
１

展
示
室
８

展
示
室
７

遷宮
シアター

地階

展
示
室
６
に
あ
る
「
木
取
り
」
や
鰹
木
の
調
製
工
程

本
物
の“
御み

扉と
び
ら

”が
お
出
迎
え

　

外
宮
、
ま
が
た
ま
池
の
ほ
と
り

に
立
つ
「
せ
ん
ぐ
う
館
」。
最
初

に
迎
え
て
く
れ
る
の
は
外
宮
御

正
殿
の
御
扉
だ
。
昭
和
二
十
八

年
（
一
九
五
三
）
か
ら
二
十
年
間
、

実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、

巨
大
な
ヒ
ノ
キ
の
一
枚
板
も
、
御み

鑰か
ぎ

な
ど
の
金
物
も
、
七
十
年
の
歳

月
を
経
て
な
お
、
堂
々
た
る
風
格

と
美
し
さ
だ
。
高
ま
る
期
待
感
を

胸
に
、
奥
の
展
示
室
に
向
か
う
。

見
上
げ
る
御
屋
根
に
感
動

　

展
示
室
５
に
入
る
と
、
手
前
に

は
外
宮
御
正
宮
の
殿
舎
配
置
模

型
。
二
十
分
の
一
の
大
き
さ
の
精

巧
な
造
り
に
目
を
奪
わ
れ
る
が
、

さ
ら
に
そ
の
奥
に
そ
び
え
る
外
宮

御
正
殿
の
原
寸
大
模
型
は
、
圧
巻

と
言
う
ほ
か
な
い
。
近
寄
っ
て
見

上
げ
る
と
、
御
屋
根
の
高
さ
、
棟む

な

持も
ち

柱ば
し
ら

の
太
さ
な
ど
、
驚
き
と
と
も

に
そ
の
壮
大
さ
を
実
感
す
る
。
神

宮
司
庁
文
化
部
学
芸
員
の
深
田
一

郎
さ
ん
は
「
神
宮
で
は
宮
大
工
の

こ
と
を
小こ

工だ
く
み

と
呼
び
ま
す
が
、
原

寸
大
模
型
は
神
宮
の
小
工
が
同
じ

技
術
を
用
い
、
御
正
宮
と
同
じ
様

に
ヒ
ノ
キ
材
を
使
っ
て
建
て
ま
し

た
」
と
言
う
。小

工
伝
統
の
技

　

展
示
室
６
は
、

「
神し

ん

明め
い

造づ
く
り

」
と
呼
ば

れ
る
神
宮
社
殿
の
建

築
と
、
そ
の
節
目
に

行
わ
れ
る
祭
り
に
つ

い
て
の
展
示
だ
。

　

小
工
の
道
具
や
伝

統
の
技
を
示
す
木
組

み
な
ど
も
並
ん
で
い

る
。
木
の
断
面
に
墨

で
線
や
文
字
を
記
す

「
木
取
り
」
も
小
工

の
仕
事
の
一
つ
。
御

用
材
を
少
し
も
無
駄

に
せ
ず
、
正
し
い
寸

法
に
切
り
出
す
た
め
、
心
を
砕
く

と
い
う
。

“
鳥と

総ぶ
さ

立た

て
”
に

象
徴
さ
れ
る
思
い

　

遷
宮
で
は
、
御
正
宮
だ
け
で

な
く
別
宮
の
社
殿
も
造
り
替
え

る
。
こ
の
壮
大
な
造
替
を
支
え
る

の
は
森
。
大
量
の
御
用
材
を
供
給

す
る
御
杣
山
で
あ
る
。
こ
こ
の
展

示
で
は
、
古
く
は
伊
勢
の
神
路
山

に
設
け
ら
れ
た
御
杣
山
が
鎌
倉
時

代
か
ら
次
第
に
他
国
の
山
に
な
っ

て
い
っ
た
こ
と
や
、
大
正
十
二

年
（
一
九
二
三
）
か
ら
二
百
年
の

計
画
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
宮

域
林
で
の
ヒ
ノ
キ
育
成
の
こ
と
な

ど
が
分
か
る
。「
ヒ
ノ
キ
は
日
本

の
固
有
種
で
す
。
使
う
だ
け
で
な

く
、
育
て
、
残
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、
山
に
携
わ

る
人
々
が
思
っ
て

い
ま
す
」
と
深
田

さ
ん
は
言
う
。

　

展
示
の
中
に
、

大
木
の
切
り
株
に

梢
を
刺
し
た
“
鳥

総
立
て
”
が

あ
る
。
幹
の

部
分
を
頂

き
、
根
本
と

梢
を
山
に
返

し
て
、
感
謝

を
奉
げ
再
生

を
祈
る
と
い

う
。
神
職
が

斎
行
す
る
祭
り
と
は
違
い
、
山
を

生
業
と
す
る
杣そ

ま

人び
と

の
素
朴
な
風
習

だ
が
、
そ
こ
に
、
御
用
材
に
携
わ

る
人
々
の
思
い
が
象
徴
さ
れ
て
い

る
よ
う
だ
。

御
屋
根
の
下
に
浮
か
ぶ
直
線

　

神
宮
で
は
、
御
屋
根
を
葺ふ

く
萱か

や

（
ス
ス
キ
）
も
萱
山
で
育
て
て
い

る
。
御
屋
根
の
下
を
ス
ス
キ
の
茎

を
つ
な
い
だ
蛇じ

ゃ

腹ば
ら

で
支
え
る
が
、

展
示
さ
れ
て
い
る
蛇
腹
を
見
る

と
、
端
の
方
に
う
っ
す
ら
と
直
線

が
浮
か
ん
で
い
る
。
深
田
さ
ん
に

聞
く
と
、「
一
本
ず
つ
茎
の
皮
を

薄
く
は
い
で
い
ま
す
が
、
先
端
部

分
の
皮
を
一
枚
残
し
て
お
り
、
こ

れ
を
袴は

か
ま

と
い
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。

も
う
一
度
、
御
正
宮
の
模
型
の
下

に
立
っ
て
見
上
げ
る
と
、
蛇
腹
は

き
れ
い
に
並
び
、
端
に
は
一
筋
の

直
線
が
浮
か
ん
で
い
る
。
目
立
た

ぬ
と
こ
ろ
に
も
、
繊
細
で
て
い
ね

い
な
、
そ
し
て
膨
大
な
量
の
作
業

が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
「
せ
ん
ぐ
う
館
」
に
は
、
御
用

材
の
こ
と
以
外
に
も
、
稲
の
生
育

に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
神
宮
の
祭
り

や
式
年
遷
宮
の
歴
史
、
匠た

く
み

と
呼

ば
れ
る
人
々
が
技
術
の
粋
を
極

め
、
古
式
の
通
り
に
作
り
上
げ
る

御
装
束
神
宝
の
調
製
工
程
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
展
示
が
あ
る
。
す
べ

て
の
展
示
室
を
回
り
、「
せ
ん
ぐ

う
館
」
に
は
、
神
と
自
然
へ
の
ま

ご
こ
ろ
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
感
じ
た
。

　

シ
ア
タ
ー
の
動
画
も
充
実
し
て

い
る
し
、
ま
が
た
ま
池
の
景
色
も

美
し
い
。
ゆ
っ
く
り
余
韻
を
楽
し

む
の
が
お
勧
め
だ
。

取
材
・
文　

堀
口
裕
世

御み

杣そ
ま

山や
ま

や
御
用
材
に
つ
い
て
“
せ
ん
ぐ
う
館
”で
知
ろ
う

　
式
年
遷
宮
の
こ
と
が
詳
し
く
わ
か
る
「
せ
ん
ぐ
う
館
」。

御
杣
山
で
の
祈
り
か
ら
、
社
殿
の
壮
大
さ
と
そ
れ
を
支
え
る

作
業
ま
で
“
木
”
に
つ
い
て
の
情
報
も
充
実
し
て
い
る
。

所 伊勢市豊川町前野１２６-１
℡ ０５９６・２２・６２６３
時 午前９時～午後４時（観覧は午後４時 30 分まで）
休 毎月第 2、第 4 ⽕曜（祝日の場合は翌日）
入館料　一般 300 円、小中学生 100 円

式年遷宮記念

せんぐう館で
“本物”を見よう

展示室 1  「瑞穂の国」

展示室 2 「神宮式年遷宮」

展示室 3・4  「御装束神宝の調製」

展示室 5・6 「新宮の造営」

展示室 7・8 情報コーナー・
 企画展示

“鳥総立て”には山の神への感謝と再生の祈りが込められる

御正殿の原寸大模型の前では、せんぐう館
職員による展示ガイドも行われる

蛇腹の展示について話す、学芸員の深田
一郎さん

令和6年10月10日号5

伊勢・内宮前おはらい町

TEL 0596・23・3188
FAX 28・1322

生姜糖 一口サイズ

お
多
福
と
と
も
に

　
　岩
戸
屋
は

　
　
　今
も
昔
も
内
宮
前

生姜糖 大剣

金
時
生
姜
を
使
っ
た

　岩
戸
屋
の
生
姜
糖

伊勢市宇治中之切町 95 番地
電話 0596・23・5558  木曜定休
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前
号
で
は
神
宮
の
森
の
沿
革
と

と
も
に
、大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）

に
樹
立
さ
れ
現
在
も
神
宮
の
森
を

管
理
す
る
基
本
方
針
と
な
っ
て
い

る
神
宮
森
林
経
営
計
画
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
し
た
。
今
号
で
は
、

式
年
遷
宮
の
御
造
営
に
供
さ
れ
る

御
用
材
を
育
成
す
る
ヒ
ノ
キ
林
の

管
理
の
方
法
や
式
年
遷
宮
へ
の
展

望
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

御
用
材
と
な
る

ヒ
ノ
キ
林
の
管
理

　

式
年
遷
宮
の
御
用
材
と
な
る
ヒ

ノ
キ
は
平
均
で
直
径
六
十
㌢
、
太

い
も
の
で
は
一
㍍
を
超
え
る
よ
う

な
大
径
木
が
使
用
さ
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
大
径
木
に
育
つ
ま
で
の
期

間
と
し
て
、
神
宮
森
林
経
営
計
画

で
は
植
林
し
て
か
ら
二
百
年
を
目

途
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
ヒ
ノ
キ
林
の
管
理
の

あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ま

ず
、
神
宮
の
森
の
中
か
ら
種
を
採

取
し
苗
木
づ
く
り
か
ら
始
め
ま

す
。
植
林
後
は
苗
木
の
成
長
を
阻

害
す
る
雑
草
木
の
刈
り
払
い
、
無

節
の
良
材
に
す
る
た
め
の
枝
打
ち

　

伊
勢
の
地
で
二
十
年
に
一
度
行

わ
れ
る
式
年
遷
宮
。
新
た
な
社
殿

御
造
営
に
は
多
く
の
御
用
材
が
必

要
と
な
る
。
神
宮
の
森
で
は
、
御

用
材
と
な
る
ヒ
ノ
キ
を
持
続
的
に

育
成
す
る
計
画
の
下
、
式
年
遷
宮

と
と
も
に
永
遠
に
続
く
循
環
型
の

森
林
管
理
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ

て
い
る
。

を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
大
径
木
に

育
成
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
間

伐
作
業
は
、
成
長
に
合
わ
せ
て
十

～
二
十
年
間
隔
で
繰
り
返
し
行
い

ま
す
。
間
伐
に
よ
り
御
用
材
の
候

補
と
な
る
形
質
の
良
い
木
の
成
長

を
阻
害
す
る
周
辺
木
を
伐
採
し
、

林
内
の
密
度
を
調
整
し
ま
す
。
密

度
は
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
三
～

四
千
本
植
林
し
た
ヒ
ノ
キ
を
百
年

目
に
は
二
百
本
、
二
百
年
目
に
は

百
本
程
度
を
存
立
さ
せ
る
こ
と
を

目
安
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
御
用
材
候
補
と
し
て
直

径
六
十
㌢
以
上
を
目
指
す
木
は
一

重
ペ
ン
キ
、
直
径
一
㍍
以
上
を
目

指
す
木
は
二
重
ペ
ン
キ
で
表
示

し
、
将
来
ま
で
残
す
木
と
し
て
選

抜
し
て
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

成
長
の
一
例
と
し
て
、
昭
和
三

年
に
植
栽
さ
れ
た
二
重
ペ
ン
キ

表
示
の
ヒ
ノ
キ
は
平
均
で
直
径

五
十
七
㌢
ま
で
成
長
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
順
調
に
成
長
し

て
い
る
ヒ
ノ
キ
林
で
は
間
伐
材
の

中
に
も
御
用
材
と
し
て
使
用
で
き

る
良
材
が
あ
り
、
前
回
の
遷
宮
で

は
、
量
的
に
は
限
ら
れ
ま
す
が
、

実
に
七
百
年
ぶ
り
に
神
宮
の
森
か

ら
伐
り
出
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ
が
使
用

さ
れ
ま
し
た
。

式
年
遷
宮
へ
向
け
た
展
望

「
神
宮
森
林
経
営
計
画
」

大
正
十
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
未
来
へ
の
森
づ
く
り

神
宮
司
庁
営
林
部
長
／
神
宮
技
監　

松
永 

彦
次

　

百
年
前
か
ら
始
め
ら
れ
た
神
宮

の
森
で
の
ヒ
ノ
キ
植
林
は
、
昭
和

の
時
代
に
二
千
五
百
㌶
ま
で
造
成

さ
れ
、
神
宮
森
林
経
営
計
画
で
目

的
と
し
た
規
模
に
概
ね
達
し
て
い

ま
す
。
今
後
は
徐
々
に
樹
齢
百
年

を
超
え
る
ヒ
ノ
キ
が
増
え
て
い

き
、
あ
と
百
年
先
に
は
大
半
が
樹

齢
二
百
年
以
上
の
ヒ
ノ
キ
の
森
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
机
上
の
計
算

で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
回
の
遷
宮

で
約
一
万
本
の
木
材
が
使
用
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た

り
百
本
の
御
用
材
候
補
木
が
存
立

す
る
と
し
て
、
将
来
の
神
宮
の
森

は
、
式
年
遷
宮
二
十
五
回
分
の
御

用
材
を
五
百
年
周
期
で
循
環
さ
せ

て
い
く
持
続
可
能
な
森
林
と
な
っ

て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
五
百
年
周
期
で
の
伐
採

を
考
え
る
と
、
最
初
は
樹
齢
二
百

年
で
の
伐
採
か
ら
始
め
て
も
、

徐
々
に
伐
採
す
る
木
の
樹
齢
は
高

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
成
長
の
旺

盛
な
ヒ
ノ
キ
は
樹
齢
二
百
年
で
伐

採
す
る
こ
と
な
く
引
き
続
き
成
長

を
見
守
る
こ
と
で
、
樹
齢
三
百
年
、

四
百
年
で
直
径
が
一
㍍
を
超
え
る

よ
う
な
大
径
材
を
計
画
的
に
増
や

し
て
い
く
こ
と
も
夢
で
は
な
い
と

思
い
描
い
て
い
ま
す
。

　

初
め
て
の
遷
宮
の
時
に
御み

杣そ
ま

山や
ま

と
さ
れ
た
千
三
百
年
前
の
神
宮
の

森
は
、
奇
し
く
も
今
回
の
五
百
年

周
期
と
同
じ
五
百
年
ほ
ど
で
伐
り

尽
く
さ
れ
、
他
の
地
域
に
御
杣
山

が
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
進
め
て
い
る
ヒ
ノ
キ
林

の
育
成
は
、
千
三
百
年
前
の
森
林

を
伊
勢
の
地
で
再
現
し
、
今
度
は

そ
れ
を
持
続
さ
せ
て
い
く
と
い
う

壮
大
な
挑
戦
の
第
一
歩
で
あ
る
よ

う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
神
宮
の
森
か
ら
の
御

用
材
の
供
給
は
、
今
後
も
式
年
遷

宮
の
度
に
増
加
し
て
い
く
見
込
み

で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
御
用
材
の
多

く
を
供
給
で
き
る
ま
で
に
は
相
当

　内宮の南側に位置する神宮の森は、伊勢市の面積の４分の１にあた

る約５，５００㌶の広さがあり、内宮の宇治橋や御
み た ら し

手洗場を流れる五十鈴

川の源流部まで含まれます。

　神宮の森では、神宮にふさわしい風致景観や五十鈴川の清らかな流

れを守るための管理が行われるとともに、式年遷宮で使用される御用材

となるヒノキが育成されています。また、神宮の祭典などに使用される榊
サカキ

をはじめ、木彫りの干支守の原料となる楠
クスノキ

なども神宮の森の産物です。

　このように神宮の営みを支える森は、神宮司庁営林部の職員によっ

て守り育てられています。営林部には森林管理の計画を作る人、ヒノキ

の育成作業をする人、山⽕事や不法投棄がないよう巡視をする人などが

働いています。それぞれの役

割を担う職員が、神宮の森が

百年先、千年先まで神宮の営

みを支え続けることができるよ

う、未来に引き継ぐ森林管理

を日々続けています。

式
年
遷
宮
の
　
　
　     

森
を
未
来
へ

の
年
月
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
時
代
か
ら
何
百
年
と

木
曽
ヒ
ノ
キ
を
御
用
材
と
し
て
供

給
し
て
い
た
だ
い
て
き
た
中
で
、

御み

杣そ
ま

始は
じ
め

祭さ
い

な
ど
は
神
宮
の
祭
典
で

あ
る
と
同
時
に
木
曽
地
方
の
文
化

と
し
て
根
付
い
て
い
ま
す
。
今

後
は
、
伊
勢
と
木
曽
地
方
の
ヒ
ノ

キ
の
森
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や

資
源
量
を
踏
ま
え
つ
つ
、
と
も
に

持
続
的
、
循
環
的
に
末
永
く
式
年

遷
宮
を
支
え
続
け
て
い
く
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。

神宮の森を守る人々

神宮の森（伊勢志摩スカイラインからの遠望）

ヒノキが育つ神宮の森
神宮の森でヒノキの種を採る営林部職員

後
編

〒514- 8635　津市中央１番１号　TEL. 059-229-5533
URL. https://www.sanco.co.jp/

伊勢鳥羽方面へお出かけの際は、
観光施設割引がついた乗り降り
自由なバスフリーきっぷで！

フリー乗降区間や発売場所は
HPをご覧ください！

私の旅行スタイル、ふるさと納税。

鳥羽市観光協会

鳥羽市ふるさと納税

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

（
ま
つ
な
が
　
ひ
こ
じ
）
…
平
成
三
年
、
林
野

庁
入
庁
。
静
岡
森
林
管
理
署
長
、
近
畿
中
国

森
林
管
理
局
計
画
保
全
部
長
等
を
経
て
令
和

四
年
よ
り
現
職
。

↖
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（
た
に
ど
　
ゆ
う
き
）　
三
重
県
津
市
生
ま

れ
。
博
士
（
文
学
）。
令
和
五
年
か
ら
皇

學
館
大
学
文
学
部
国
史
学
科
の
准
教
授
。

専
門
は
日
本
近
世
史
。
平
成
二
十
五
年
、

徳
川
奨
励
賞
受
賞
。
主
著
は
『
近
世
前
期 

神
宮
御
師
の
基
礎
的
研
究
』（
岩
田
書
院
）。

伊
勢
市
郷
土
資
料
館
基
本
計
画
策
定
委
員

会
の
委
員
な
ど
を
務
め
る
。 

＊ご希望の方に見本誌（最新号） 
　をお送りしています

お問合せ▶ 神宮司庁 広報室

お手紙またはFAXに、住所・氏名・電話
番号・『瑞垣』希望とご記入の上、神宮
司庁広報室までお送り下さい

〒516-0023 伊勢市宇治館町1
TEL : 0596-24-1111
FAX : 0596-22-5503

お伊勢さんの広報誌 を読んでみませんか瑞垣
み  ず   が  き

 

年に３回、神宮の折 の々話題をお届けします

お問い合わせ

予約受付中！
２０２５年「伊勢講暦」

＜１１月上旬発行＞

三重県内の主な書店・Amazonでも購入できます
詳細は HP で http://www.isebito.com/

テーマ「お伊勢さん ご神木ゆかりの地をゆく」

伊勢文化舎　☎0596・23・5166

1 部　1,700 円（送料込み） ・ 2 部　2,400 円（送料込み）
７枚綴り（表紙 +６枚） 

　「伊勢講暦」は神宮と神領の一年がわかるカレンダーです。
2025年には、いよいよ第 63 回ご遷宮の諸祭行事が始まりま
す。ご遷宮に使われるご用材は、木曽（長野県）の御杣山で
伐採され、伊勢へと運ばれて神宮神域に納められます。ご神木
をテーマに、ゆかりある地の写真と和歌や俳句でご紹介します。

みそまやま

　

調
査
団
で
は
、
学
生
と
お
木
曳
行

事
の
文
献
資
料
を
輪
読
し
始
め
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
近
隣
の
図
書
館
な

ど
で
比
較
的
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き

や
す
い
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

『
伊
勢
の
お
木
曳
行
事
・
白
石
持
ち

行
事
』（
文
化
庁
、
昭
和
五
十
年
）

　

国
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
昭

和
四
十
一
・
四
十
八
年
の
指
定
に
あ
た

り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
元
神
宮
禰

宜
古
川
真
澄
氏
ら
に
よ
る
史
資
料
の

丁
寧
な
提
示
と
、
第
六
十
回
の
詳
細

な
記
録
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

『
神
宮
の
式
年
遷
宮
』

（
皇
學
館
大
学
、
昭
和
六
十
一
年
）

　

第
六
十
一
回
に
あ
わ
せ
て
開
催

し
た
本
学
月
例
文
化
講
座
の
講
演

録
で
す
。
櫻
井
治
男
先
生
の
「
お
木

曳
き
と
お
白
石
持
ち
」
は
、
話
し
言

葉
で
わ
か
り
や
す
く
読
み
や
す
い
一

冊
で
す
。

『
伊
勢
市
史
』

（
⼋
、
民
俗
編
、
伊
勢
市
、
平
成
二
十
一
年
）

　

特
に
「
奉
曳
団
の
諸
相
」
は
、
第

六
十
二
回
の
各
奉
曳
団
の
現
状
と
課

題
を
記
録
し
て
お
り
貴
重
で
す
。

夫ぶ

役や
く

か
ら

住
民
の
奉
仕
へ

　

ご
遷せ

ん
ぐ
う宮

は
、
伊
勢
神
宮
の
近
く

で
生
活
す
る
人
々
に
と
っ
て
も
大

切
な
お
祭
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
が
、

今
回
取
り
上
げ
る
「
お
木
曳
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
社
殿
の
建
替
え
に

使
用
す
る
御ご

用よ
う

材ざ
い

を
地
域
の
人
々

が
宮
域
ま
で
奉ほ

う
え
い曳

す
る
と
い
う
行

事
で
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
中
世
に
ま

で
遡さ

か
の
ぼ

る
。 

　

御
用
材
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、

古
代
に
お
い
て
は
、
律
令
制
の

枠
組
み
の
も
と
、
伊い

せ勢
（
三
重

県
の
北
中
南
部
）・
美み

の濃
（
岐
阜

県
南
部
）・
尾お

張わ
り

（
愛
知
県
の
西

部
）・
三み

河か
わ

（
愛
知
県
の
中
東
部
）・

遠と
お
と
う
み江

（
静
岡
県
西
部
）
の
五
ヵ
国

や
神し

ん
ぐ
ん郡

・
神か

ん

べ戸
［
①
］
か
ら
集
め

ら
れ
た
人
夫
が
従
事
し
て
い
た
。

そ
れ
が
中
世
に
入
り
、
律
令
制
の

崩
壊
に
伴
っ
て
変
容
を
遂
げ
る
。

鎌
倉
後
期
に
な
る
と
、
度わ

た
ら
い会

郡
・

多た

け気
郡
・
飯い

い

野の

郡
の
人
々
が
夫
役

を
勤
め
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

室
町
中
期
に
は
、
伊
勢
神
宮
か
ら

の
依
頼
に
応
え
て
鳥
居
前
町
や
近

郊
村
落
の
人
々
が
運
搬
を
行
う
事

例
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

伊
勢
の
お
木
曳
行
事

き

ひ
き

調
査
団
レ
ポ
ー
ト2

　

こ
の
よ
う
に
地
域
住
民
に
よ
る

自
発
的
な
「
奉
仕
」
と
し
て
の
性

格
が
強
く
な
っ
て
ゆ
き
、
お
木
曳

が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
近
世
最
初
の
天て

ん

正し
ょ
う

年
間
の

遷
宮
［
②
］
に
お
い
て
も
、
武
家

政
権
か
ら
運
搬
の
指
示
が
出
さ
れ

て
お
り
、
夫
役
と
し
て
の
側
面
が

文　

谷
戸　

佑
紀
（
皇
學
館
大
学
文
学
部
国
史
学
科　

准
教
授
）

　

江
戸
時
代
に
は
各
町
が
華
美
を
競
い
合
い
、
娯
楽
的
な
趣
向
に

な
っ
て
い
っ
た
お
木
曳
。
そ
の
ル
ー
ツ
は

｜
｜

。

①
神し

ん
ぐ
ん郡

・
神か

ん

戸べ 

　

神
郡
は
伊
勢
神
宮
領
と
さ
れ
た

郡
。
当
初
は
伊い

せ
の
く
に

勢
国
の
度わ

た
ら
い会

・
多た

け気

の
二
郡
で
あ
っ
た
が
、
後
に
飯い

い
の野
・

飯い
い
た
か高

・
安あ

の濃
・
三み

え重
・
朝あ

さ
け明

・
員い

な

弁べ

が
加
え
ら
れ
て
⼋
郡
と
な
る
。
神
戸

は
神
社
に
付
与
さ
れ
た
民み

ん

戸こ

で
、
税

で
あ
る
祖そ

・
庸よ

う
・
調ち

ょ
う

や
雑ぞ

う
や
く役
を
納
め
た
。 

②
天て

ん

正し
ょ
う
せ
ん
ぐ
う

遷
宮 

　

中
世
後
期
に
途
絶
え
た
式
年
遷
宮

は
、
織
田
信
長
の
遺
志
を
継
い
だ

豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
天
正
十
三
年

（
一
五
⼋
五
）
に
再
興
さ
れ
た
。
尾
張

国
出
身
の
秀
吉
や
そ
の
家
族
は
篤
く

崇
敬
し
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
時
、

生
母
の
「
な
か
」（
大お

お
ま
ん
ど
こ
ろ

政
所
）
が
参
宮

し
て
い
る
。 

 

③
山や

ま

田だ

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

　

江
戸
幕
府
が
設
置
し
た
遠お

ん
ご
く国
奉ぶ

ぎ
ょ
う行
。

定
員
一
～
二
名
。
伊
勢
神
宮
の
警
護

な
ど
を
行
う
ほ
か
、
鳥
居
前
町
と
そ

の
周
辺
地
域
の
司
法
・
立
法
・
行
政

に
関
し
て
権
限
を
持
ち
、
住
民
組
織

の
活
動
を
監
督
し
た
。
ま
た
、
遷
宮

に
際
し
て
は
造
営
の
責
任
者
を
務
め

た
。
後
に
江
戸
町
奉
行
と
な
っ
た
大お

お

岡お
か

忠た
だ

相す
け

は
十
⼋
代
奉
行
で
あ
る
。 

 

④
宇う

じ治
会か

い
ご
う合

・
山や

ま

田だ

三さ
ん
ぽ
う方 

　

中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
存

在
し
た
住
民
組
織
。
町
の
有
力
者
で

あ
る
御お
ん

師し

（
祈き

禱と
う

・
配は
い
さ
つ札
等
を
生
業

と
す
る
宗
教
者
）
が
運
営
し
、「
自
治
」

的
活
動
を
行
っ
た
。
権
限
は
時
期
に

よ
っ
て
異
な
る
。
内
宮
側
が
宇
治
会

合
、
外
宮
側
が
山
田
三
方
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
お
木
曳
を
描
い
た
絵
「
太
神
宮
御
造
宮
御
木
曳
略
図
」（
皇
學
館
大

学
神
道
博
物
館
所
蔵
）。
大
幟の

ぼ
り

が
は
た
め
き
華
美
を
競
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。 

お
木
曳
事
典

令
和
八
年
第
１
次
お
木き

曳ひ
き

行
事　

入
門
講
座

其
の
一

な
ぜ
お
木
曳
は

始
ま
っ
た
か

完
全
に
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

 「
神
領
民
」
の

意
識
を
育は

ぐ
く

む
奉
曳 

　

江
戸
期
に
な
る
と
、
奉
曳
車
に

飾
り
物
を
拵こ

し
ら

え
た
り
、
曳
き
手
が

扮
装
を
し
た
り
す
る
な
ど
娯
楽
的

要
素
が
加
わ
り
、
今
日
に
連
続
す

る
住
民
主
体
の
行
事
と
し
て
確
立

す
る
。
娯
楽
的
な
趣
向
は
次
第
に

過
剰
に
な
っ
た
ら
し
く
、
た
び
た

び
山や

ま

田だ

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

［
③
］
や
住
民
組
織

（
宇う

治じ

会か
い

合ご
う

・
山や

ま
　
だ
　
さ
ん
　
ぽ
う

田
三
方
［
④
］）

か
ら
華
美
を
戒
め
る
通
達
が
出
さ

れ
て
い
る
。奉
曳
を
行
っ
た
の
は
、

両
宮
の
鳥
居
前
町
（
宇
治
・
山
田
）

の
ほ
か
、
神
領
と
な
っ
て
い
た
地

域
の
人
々
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
行

事
へ
の
参
加
は
、
伊
勢
神
宮
と
の

結
び
つ
き
を
実
感
す
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、
自
ら
を
「
神
領
民
」
と

す
る
意
識
を
育
ん
だ
。 

　

近
代
に
な
り
、
新
た
な
国
家
体

制
の
も
と
遷
宮
が
執
り
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
不
要
と
な
っ
た

お
木
曳
は
廃
止
の
危
機
に
瀕
し
た

が
、
こ
れ
ま
で
奉
仕
し
て
き
た
住

民
た
ち
の
請
願
に
よ
っ
て
一
部
の

奉
曳
が
認
め
ら
れ
、
特
色
あ
る
地

域
の
行
事
と
し
て
存
続
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
い
く
つ

か
の
変
遷
を
経
て
、
今
日
に
至
っ

て
い
る
。 

先
人
の
記
録
に
学
ぶ

副
団
長　

板
井
正
斉

（
い
た
い 

ま
さ
な
り
／
皇
學
館
大
学
文
学
部

神
道
学
科
教
授
）

復元された山田奉行所（伊勢市御薗町）は現在、
記念館として公開されている。 

『
伊
勢
の
お
木
曳
』

（
伊
勢
文
化
舎
、
平
成
十
⼋
年
）

『
伊
勢
の
お
白
石
持
』

（
伊
勢
文
化
舎
、
平
成
二
十
五
年
）

　

豊
か
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
と
地
域
に

密
着
し
た
聞
き
取
り
に
よ
る
記
録

は
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。

　

先
人
の
記
録
に
学
び
、
次
回
行

事
を
心
待
ち
に
し
ま
す
。



　
“
日
の
本一の
こ
の
檜 

伊
勢
の
社
に

納
め
ま
す 

エ
ン
ヤ
ラ
ヨ
イ
ト
セ
”。
こ

の
夏
は
木
曽
で
聴
い
た
木
遣
り
唄
が

ず
っ
と
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
伊
勢

で
も
あ
ち
こ
ち
で
木
遣
り
唄
の
練
習

が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
あ
る
夜
、

伊
勢
市
駅
前
に
勇
ま
し
い
唄
声
が
響

い
た
。
近
く
の
世
木
神
社
社
務
所
屋

上
で
采ざ

い

を
手
に
し
た
二
人
組
に
、
観

光
客
も
立
ち
止
ま
っ
て
耳
を
傾
け
て

い
る
。
晴
れ
や
か
な
る
御
遷
宮
行
事

へ
期
待
が
高
ま
って
い
る
。（
元
美
）

■
ス
タ
ッ
フ　

発
行
人　
中
村
賢
一

編
集
長　
中
村
元
美

編　
集　
堀
口
裕
世　
出
口
伊
都
穂　

	

福
所
淳
子

制　
作　
髙
木
恵
奈
（
ア
イ
ブ
レ
ー
ン
）

印　
刷　
大
享
印
刷
（
株
）

編
集
長
雑
感
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次
号
は

令
和
７
年
７
月
上
旬
発
刊
予
定

令和6年10月10日号 8

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
情
報

23
日（
土
・
祝
）～
29
日（
金
）

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
る
の
に
際
し
て
行
わ
れ
る
祭
り
。

時 

外
宮
奉
幣
：
23
日
7
時
～
、
内
宮
奉
幣
23
日

14
時
～　

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
外
宮
内
宮
ほ
か

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

23
日（
土
・
祝
）（
予
定
）
　　
二に

船ふ
ね

祭ま
つ
り

海あ

士ま

潜か
づ
き

女め

神
社
で
海
の
恵
み
の
豊
漁
を

祈
願
す
る
神
事
。
蒙
古
襲
来
の
故
事
に
ち

な
み
、
ミ
ズ
ノ
キ
で
小
舟
と
大
舟
を
作
っ

て
供
え
る
。

所 

鳥
羽
市
国
崎
、
前
の
浜

問 

国
崎
町
内
会　

℡
0
5
9
9
・
３
３
・
7
4
2
8

23
日（
土
・
祝
）

猿
田
彦
神
社
み
ち
ひ
ら
き
大
神
輿

新
嘗
祭
の
日
に
新
穀
を
感
謝
し
、
猿
田
彦
神

社
の
ご
本
殿
と
同
じ
「
さ
だ
ひ
こ
造
り
」
の

大
神
輿
を
担
い
で
お
は
ら
い
町
を
練
り
歩
く
。

所 
伊
勢
市
、
猿
田
彦
神
社

問 

猿
田
彦
神
社　

℡
0
5
9
6
・
２
２
・
2
5
5
4

12 
月

１
日
１
日（（
日日
））　
御
酒
殿
祭

御
酒
殿
祭

12
月
の
月つ

き

次な
み

祭さ
い

の
御
料
酒
が
、
う
る
わ
し

く
醸
造
さ
れ
る
よ
う
お
祈
り
を
す
る
。

時 

10
時
～　

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

15
日（
日
）～
25
日（
水
）　
月
次
祭

月
次
祭

暦
を
二
分
す
る
６
月
と
12
月
に
、
皇
室
の

弥
栄
と
国
民
の
平
安
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る

大
祭
。
三
節
祭
の
一
つ
。

時 

外
宮
奉
幣
：
16
日
（
月
）
12
時
～
、
内
宮
奉
幣
：

17
日
（
火
）
12
時
～

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
外
宮
、
内
宮
ほ
か

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

15
日（
日
）
　　
夫め

お
と婦
岩い

わ

大お
お

注し

連め

縄な
わ

張は
り

神し
ん

事じ

夫
婦
岩
に
大
注
連
縄
を
新
た
に
張
り
替
え

る
神
事
。
木
遣
り
唄
が
流
れ
る
中
、
お
祓

い
を
受
け
た
三
本
の
大
注
連
縄
が
氏
子
ら

に
よ
っ
て
張
り
渡
さ
れ
る
。

時 

10
時
～　

所 

伊
勢
市
二
見
町
、
二
見
興
玉
神
社

問 

二
見
興
玉
神
社　

℡
0
5
9
6
・
４
３
・
2
0
2
0

31
日（
火
）
　
大お

お

祓は
ら
い

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
大
宮
司
以
下

の
神
職
・
楽
師
を
祓
い
清
め
る
。

時 

15
時
～　

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

斎
宮
歴
史
博
物
館

10
月
５
日
（
土
）
～
11
月
24
日
（
日
）

開
館
35
周
年
記
念　

特
別
展

中
世
の
斎
宮
と
そ
の
時
代
背
景

―
転
換
期
を
生
き
た
斎
王
た
ち
―

中
世
の
斎
王
制
度
の
様
相
と
廃
絶
に
い
た

る
要
因
を
斎
王
た
ち
の
動
向
と
と
も
に
紹

介
す
る
。

所 

多
気
郡
明
和
町　

時 

９
時
30
分
～
17
時
（
入
館

は
16
時
30
分
ま
で
）　

休 

月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は

翌
日
）　

℡ 

０
５
９
６
・
５
２
・
３
８
０
０

神
宮
徴ち

ょ
う

古こ

館

開
催
中
～
11
月
12
日
（
火
）

特
集
展
示｢

和
―
文
化
と
芸
能
―｣

（
第

Ⅱ
期
）
別
館

日
本
に
昔
か
ら
あ
る
文
化
や
芸
能
を
、
絵

画
や
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
道
具
な
ど

を
交
え
て
展
示
。

所 

伊
勢
市
神
田
久
志
本
町　

時 

９
時
～
16
時
30
分

（
入
館
は
16
時
ま
で
）　

休 

木
曜
日

℡ 

０
５
９
６
・
２
２
・
１
７
０
０

式
年
遷
宮
記
念
神
宮
美
術
館

開
催
中
～
12
月
24
日
（
火
）

特
集
展
示｢

令
和
５
年
度
奉
納　

神
宮
式

年
遷
宮
奉
賛
美
術
品
展｣

令
和
５
年
度
に
当
代
を
代
表
す
る
芸
術
家

の
方
々
か
ら
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
美
術
工

芸
品
を
公
開
。

所 

伊
勢
市
神
田
久
志
本
町　

時 

９
時
～
16
時
30

分
（
入
館
は
16
時
ま
で
）　

休 

木
曜
日

℡ 

０
５
９
６
・
２
２
・
１
７
０
０

賓ひ
ん

日じ
つ

館か
ん

11
月
13
日
（
水
）
～
20
日
（
水
）

12
月
11
日
（
水
）
～
18
日
（
水
）

現
代
美
術
・
金
子
未
弥
展

人
々
の
記
憶
に
も
と
づ
い
て
実
在
し
な
い

都
市
を
思
い
描
く
現
代
美
術
家
の
金
子
未

弥
（
ク
リ
エ
ー
タ
ー
ズ
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
来
勢
）
の
作
品
展
。
作
品
展
に
先
立
っ

て
11
月
１
日
～
４
日
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

も
行
わ
れ
る
。

所 

伊
勢
市
二
見
町　

時 

９
時
～
16
時
30
分
（
最

終
入
館
）　

休 
火
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）　

℡ 

０
５
９
６
・
４
３
・
２
０
０
３

鳥
羽
市
立　

海
の
博
物
館

10
月
５
日（
土
）～
令
和
７
年
１
月
13
日（
月
・
祝
）

海
の
博
物
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
写
真
展

阪
本
博
文
写
真
展
「
海
、
な
り
わ
いetc.

」

三
重
県
で
祭
り
や
民
俗
、
漁
な
ど
の
撮
影
を

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
す
る
阪
本
博
文
氏
（
小
紙

カ
メ
ラ
マ
ン
）。
海
に
生
き
る
人
々
の
な
り

わ
い
（
生
業
）
に
思
い
を
馳
せ
、
映
し
出
さ

れ
た
表
情
に
生
き
る
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る

写
真
展
。

所 

鳥
羽
市
浦
村
町　

時 

９
時
～
17
時
（
３
／
１
～

11
／
30
）
９
時
～
16
時
30
分
（
12
／
1
～
2
／
末
）、

入
館
は
閉
館
30
分
前
ま
で　

休 

６
月
26
日
～
30

日
、
12
月
26
日
～
30
日　

℡ 

０
５
９
９
・
３
２
・
６
０
０
６

12
時
～　

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
外
宮
内
宮
ほ
か

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

15
日（
火
）　
初
穂
曳
（
陸お

か

曳び
き

）

奉
曳
車
に
お
初
穂
を
載
せ
市
内
を
奉
曳
し
、

外
宮
に
奉
納
す
る
行
事
。

所 

伊
勢
市
、
高
柳
商
店
街
（
今
社
付
近
）
～
県
道

22
号
～
伊
勢
神
宮
外
宮

問 

伊
勢
神
宮
奉
仕
会
事
務
局

　
 

℡
0
5
9
6
・
２
５
・
5
1
5
4

16
日（
水
）　
初
穂
曳
（
川
曳
）

初
穂
船
に
お
初
穂
を
載
せ
五
十
鈴
川
を
遡
り
、

内
宮
に
奉
納
す
る
行
事
。

所 

伊
勢
市
、
五
十
鈴
川
浦
田
橋
付
近
～
伊
勢
神
宮
内
宮

問 

伊
勢
神
宮
奉
仕
会
事
務
局

　

 

℡
0
5
9
6
・
２
５
・
5
1
5
4

11 
月

２
日（
土
）・
３
日（
日
・
祝
）

秋
の
伊
勢
楽
市

伊
勢
志
摩
の
地
場
産
品
な
ど
が
並
び
、
地
元
の

人
や
観
光
客
で
賑
わ
う
。
年
２
回
開
催
さ
れ
る
。

時 

9
時
30
分
～
15
時

所 

外
宮
バ
ス
停
前
広
場
周
辺

問 

伊
勢
楽
市
実
行
委
員
会

　

 

℡
0
5
9
6
・
２
８
・
3
7
0
5

４
日（
月
・
振
）・
５
日（
火
）

猿
田
彦
神
社　

秋
季
例
祭

み
ち
ひ
ら
き
の
神
様
・
猿
田
彦
大
神
を
祀

る
神
社
の
秋
の
例
祭
。

時 

４
日
19
時
～
、
５
日
14
時
～

所 

伊
勢
市
、
猿
田
彦
神
社

問 

猿
田
彦
神
社　

℡
0
5
9
6
・
２
２
・
2
5
5
4

４
日（
月
・
振
）　

み
な
み
い
せ
ま
つ
り

ま
ぐ
ろ
の
解
体
シ
ョ
ー
な
ど
が
行
わ
れ
、

物
産
販
売
も
行
わ
れ
る
南
伊
勢
町
の
祭

り
。「
第
44
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大

会
一
年
前
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
」も
同
時
開
催
。

時 

11
時
～
16
時

所 

度
会
郡
南
伊
勢
町
、
宿
田
曽
漁
港

問 

南
伊
勢
町
役
場
水
産
農
林
課

　

 

℡
0
5
9
6
・
７
７
・
0
0
0
7

5
日（
火
）　
倭
姫
宮
秋
の
例
大
祭

倭
姫
宮
御
杖
代
奉
賛
会
に
よ
る
倭
姫
宮
の

例
祭
。祭
典
の
あ
と
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
。

時  

10
時
～　

所 

伊
勢
市
、
倭
姫
宮

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

16
日（
土
）　
伊
勢
お
か
げ
嬉う

楽た

祭さ
い

新
嘗
祭
を
奉
祝
し
て
、
伊
勢
の
伝
統
音
楽

と
縁
の
あ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
音
楽
の

共
演
を
、伊
勢
の
神
様
に
奉
納
す
る
祭
り
。

時 

16
時
30
分
～
20
時
30
分
（
開
場
15
時
）

所 

お
か
げ
横
丁　

問 

お
か
げ
横
丁
総
合
案
内

　

 

℡
0
5
9
6
・
２
３
・
8
8
3
8

1
日（
火
）　
御み

酒さ
か

殿ど
の

祭さ
い

神か
ん

嘗な
め

祭さ
い

に
お
供
え
す
る
御
料
酒
が
う
る
わ

し
く
醸
造
で
き
る
よ
う
祈
り
、
全
国
の
酒

造
業
の
発
展
を
祈
願
す
る
祭
り
。

時 

10
時
～　

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

5
日（
土
）　
御み

塩し
お

殿ど
の

祭さ
い

年
中
の
諸
祭
典
に
お
供
え
す
る
堅
塩
を
焼

き
固
め
る
祭
り
。
全
国
の
塩
業
の
発
展
を

祈
願
す
る
。

時 

10
時
～　

所 

伊
勢
市
二
見
町
、
御
塩
殿
神
社

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

12
日（
土
）　
浜
島
神
祭

宇
気
比
神
社
の
神
祭
。
神
の
恵
み
、
五
穀

豊
穣
、
大
漁
満
足
、
山
幸
海
幸
に
感
謝
し
、

実
り
の
秋
を
寿
ぐ
祭
り
。
子
ど
も
神
輿
や

御
舟
曳
き
が
行
わ
れ
る
。

所 

志
摩
市
浜
島
町
、
宇
気
比
神
社

問 

宇
気
比
神
社　

℡
0
5
9
9
・
５
３
・
0
0
8
8

12
日（
土
）　

第
25
回
伊
勢
の
伝
統
の
能
楽
ま
つ
り

伊
勢
の
伝
統
芸
能
、
仕
舞
、
狂
言
、
連
吟
、

独
吟
、
舞
囃
子
な
ど
が
披
露
さ
れ
る
。

時 

12
時
～
15
時
30
分

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　

 

い
せ
ト
ピ
ア 

多
目
的
ホ
ー
ル

問 

伊
勢
の
伝
統
の
能
楽
を
継
承
す
る
会 

会
長

　

 

河
原
さ
ん　

℡
0
5
9
6
・
３
６
・
4
1
9
0

12
日（
土
）・
13
日（
日
）

伊
勢
ま
つ
り

マ
ー
チ
ン
グ
、神
輿
、太
鼓
な
ど
の
パ
レ
ー

ド
、
イ
ベ
ン
ト
広
場
で
の
演
奏
や
ダ
ン
ス

な
ど
が
行
わ
れ
、
出
店
も
あ
り
賑
わ
う
。

時 

12
日
：
9
時
40
分
～
21
時　

13
日
：
9
時
40

分
～
17
時
（
時
間
は
変
更
の
可
能
性
あ
り
）

所 

伊
勢
市
、
高
柳
商
店
街
周
辺
～
県
道
鳥
羽
松

阪
線
～
伊
勢
市
駅
周
辺

問 

伊
勢
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局

　

 

（
伊
勢
市
市
民
交
流
課
内
）

　

 

℡
0
5
9
6
・
２
１
・
5
5
4
9

14
日（
月
・
祝
）
神か

ん

御み

衣そ

祭さ
い

神か
ん

服は
と
り織
機は

た

殿ど
の

神
社
・
神か

ん

麻お

続み

機は
た

殿ど
の

神
社
で

奉
織
さ
れ
た
和に

ぎ

妙た
え

（
絹
）・
荒あ

ら

妙た
え

（
麻
）

の
二
種
類
の
神
御
衣
が
縫
い
糸
や
針
を
添

え
て
供
え
ら
れ
る
。

時 

内
宮
：
12
時
～
、
荒
祭
宮
：
正
宮
に
引
き
続
き

所 

伊
勢
市
、
伊
勢
神
宮
内
宮
・
荒
祭
宮

問 

神
宮
司
庁　

℡
0
5
9
6
・
２
４
・
1
1
1
1

15
日（
火
）
～
25
日（
金
）
神
嘗
祭

そ
の
年
の
新
穀
を
神
様
に
お
供
え
し
、
豊
穣

に
感
謝
す
る
。
恒
例
祭
典
の
中
で
最
も
重

要
な
祭
り
。

時 

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

伊
勢
志
摩
の

暦

10 
月

入
館
料
等
は
各
施
設
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

初穂曳 川曳

※ 

デ
ー
タ
は
９
月
１
日
現
在
。
主
催
者
側
の
都

合
に
よ
り
、
変
更
又
は
中
止
の
場
合
も
あ
る
。

　

伊
勢
が
最
も
賑
わ
う
お
正
月
。
神

宮
で
も
新
し
い
年
を
寿
ぎ
、
多
く
の

お
祭
り
が
行
わ
れ
る
。

年
越
し
参
り

大
晦
日
、
神
宮
で
は
大
小
の
篝
火
が
焚

か
れ
、
参
拝
客
ら
は
炎
を
囲
ん
で
暖
を

取
る
。
伊
勢
で
は
こ
の
篝
火
で
焼
い
た
餅

を
食
べ
る
と
、
そ
の一年
は
風
邪
を
ひ
か
な

い
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
餅
を
焼
く
た
め
の

網
を
持
参
し
、
年
越
し
参
り
す
る
人
も

多
い
。

お
正
月
（
元
旦
～
３
日
）

午
前
〇
時
か
ら
、
内
宮
、
外
宮
神
楽
殿

で
初
神
楽
の
奉
納
が
あ
る
（
事
前
申
込

み
、
要
初
穂
料
）。
元
旦
の
未
明
（
内

宮
４
時
、
外
宮
７
時
）
か
ら
は
新
し
い
年

の
始
ま
り
を
祝
い
、
五
穀
豊
穣
、
国
の

繁
栄
、
国
民
の
平
安
、
皇
室
の
弥
栄
を

お
祈
り
す
る
歳さ

い

旦た
ん

祭さ
い

が
、
３
日
に
は
両

宮
初
め
諸
宮
社
に
大
御
饌
を
お
供
え
す

る
元げ

ん
始し

祭さ
い

が
行
わ
れ
る
。

一い
ち

月が
つ

十じ
ゅ
う

一い
ち

日に
ち

御み

饌け

正
月
の
賑
わ
い
が
少
し
落
ち
着
い
た
頃

に
、
内
宮
四よ

丈じ
ょ
う

殿で
ん
で
１
月
11
日
午
前
10

時
か
ら
御
饌
が
供
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
神

宮
１
２
５
社
に
祀
ら
れ
る
、
す
べ
て
の
神

様
に
御
饌
を
奉
る
祭
り
で
、
神
々
が一堂

に
集
う
“
神
様
の
新
年
会
”
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
午
後
１
時
よ
り
神
楽

殿
の
隣
に
あ
る
五
丈
殿
で
、
６
人
の
舞
人

に
よ
る
古
式
ゆ
か
し
い
東あ

ず
ま

遊あ
そ
び

が
神
々
に
捧

げ
ら
れ
る
。

●
期
間

前
期　

令
和
６
年
11
月
30
日
（
土
）
～
12
月
15
日
（
日
）

和
紙
人
形
集
『
和
紙
夢
現
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
伊
勢
ゆ
か
り
の
神
々
、

女
性
像
の
仏
さ
ま
、
伊
勢
ゆ
か
り
の
人
物
、
等
約
40
点
を
展
示

後
期　

令
和
７
年
２
月
中
旬
～
３
月
中
旬
予
定
（「
ひ
な
祭
り
」
催
事
）

雛
人
形
多
数
を
展
示

●
会
場　

お
か
げ
横
丁
お
か
げ
座（
前
期
） 

大
黒
ホ
ー
ル
（
後
期
）
入
場
無
料

お
伊
勢
さ
ん
の
お
正
月古式ゆかしい舞楽、東遊

ご
案
内

伊
勢
の
和
紙
人
形
作
家

阿
部
　
夫
美
子
氏
　
遺
作
展

テ
ー
マ
　「
和
紙
夢
現
」

主
催　

お
か
げ
横
丁　

協
力　

伊
勢
文
化
舎

お
か
げ
横
丁
総
合
案
内	

☎
０
５
９
６
・
２
３
・
８
８
３
８

伊
勢
文
化
舎	

☎
０
５
９
６
・
２
３
・
５
１
６
６

お
問
い
合
わ
せ


