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神
領
と
さ
れ
て
い
た
伊
勢
で
は
昔

か
ら
、神
宮
の一
年
で
一
番
大
き
な
お

祭
り
で
あ
る
神か

ん
な
め
さ
い

嘗
祭
を
町
々
の
会え

し
き式

で
お
祝
い
し
て
い
ま
し
た
。１
８
９
５
年

（
明
治
28
年
）に
は
、「
お
お
ま
つ
り
」

と
い
う
名
称
で
、ま
ち
全
体
の
祭
り

と
し
て
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
、そ

れ
は
平
成
ま
で
続
く
伊
勢
市
民
の
奉

祝
行
事
の
伝
統
と
な
り
ま
し
た
。現

在
は「
お
お
ま
つ
り
」が
土
日
の
市
民

祭
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、本
流
を

絶
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、「
神か

ん
な
め嘗
奉ほ

う

祝し
ゅ
く
さ
い
祭
」と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。全

国
で
10
月
15
日・16
日
周
辺
に
た
く

さ
ん
の
秋
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
が
、

元
々
は
神
嘗
祭
の
お
祝
い
が
由
来
と

な
って
い
る
場
合
が
多
い
の
で
す
。

　

神
嘗
祭
は
、そ
の
年
収
穫
さ
れ
た

稲
穂
を
天
照
大
御
神
に
供
す
る
、神

宮
で一
年
を
通
し
て
最
も
大
き
な
祭

2005年 御樋代木奉曳式

　

御
遷
宮
諸
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
伊
勢
の
民

俗
行
事「
お
木
曳
」は
国
の
無
形
文
化
財
と
し

て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。地
元
伊
勢
の
町
衆（
神

宮
の
旧
神
領
民
～
現
在
は
全
市
民
）に
よ
り
催

さ
れ
、独
特
の
様
式
の
大
き
な
奉
曳
車
や
木
そ

り
に
御
用
材
を
載
せ
て
、「
エン
ヤ
！
」の
掛
け
声

を
か
け
な
が
ら
綱
を
曳
き
車
を
運
行
し
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
は
、御
遷
宮
の
た
め
の
御
用
材
の
運

搬
と
し
て
律
令
制
下
の
課
役
か
ら
始
ま
り
、江

戸
時
代
は
、神
宮
領
の
住
民（
神
領
民
）の
労
役

奉
仕
で
し
た
。近
世
に
入
っ
た
頃
に
は
、す
で
に

行
事
は
労
働
作
業
だ
け
で
は
な
く
、お
祭
り
に

近
い
特
別
な
意
味
を
持
つ
民
俗
行
事
と
な
っ
て

いっ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

伊
勢
の
伝
統
文
化
を
伝
え
る

知
っ
て
お
き
た
い
、
伊
勢
の
こ
と

神
宮
の
お
正
月 

神か

ん

な

め嘗
祭 

儀
。大お

お

御み

け饌（
＝
神
様
の
ご
ち
そ
う
）

を
奉
り
、命
の
源
で
あ
る
お
米
が
収
穫

で
き
た
こ
と
を
神
に
感
謝
し
ま
す
。

　

そ
れ
は「
神か

ん
な
め嘗

正し
ょ
う
が
つ月

」、神
宮
の
お

正
月
と
も
言
わ
れ
、神
嘗
祭
を
も
って

一
年
ご
と
に
神
事
に
ま
つ
わ
る
も
の
を

一新
、そ
れ
が
毎
年
繰
り
返
さ
れ
た
20

年
目
を「
大だ

い
か
ん
な
め
さ
い

神
嘗
祭
」…
そ
れ
が
式

年
遷
宮
で
す
。式
年
と
は
何
年
に一度

と
い
う
決
ま
り
の
こ
と
で
、繰
り
返
し

新
し
く
す
る
こ
と
で
永
遠
に
伝
え
て

い
く「
常と

こ
わ
か若

」の
考
え
方
か
ら
、20
回

目
の
実
り
を
迎
え
る
大
神
嘗
祭
に
、

す
べ
て
の
社
殿
な
ど
も
新
調
さ
れ
、宮

遷う
つ

し
＝
御
遷
宮
と
な
る
の
で
す
。

　

神
宮
の
お
祭
り
の
多
く
は
、自
然

と
と
も
に
生
き
、稲
作
を
中
心
と
す

る
古
来
か
ら
の
日
本
の
生
活
文
化
そ

の
も
の
で
あ
り
、そ
れ
は
現
代
人
に

とって
も
す
ん
な
り
理
解
で
き
る
神
様

へ
の「
感
謝
」と「
祈
り
」の
様
式
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。神
宮
と
共
に
生
き

て
き
た
伊
勢
の
民
は
、神
嘗
祭
の
お
祭

り
に
あ
わ
せ
収
穫
を
感
謝
し
、五
穀

　

そ
し
て
11
月
23
日
に
行
わ
れ
る

新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
は
、現
在
の
勤
労
感
謝
の
日

で
す
が
、も
と
も
と
は
主
要
な
宮
中

行
事
の
ひ
と
つ
で
す
。天
皇
陛
下
に

よ
って
皇
居
に
て
斎
行
さ
れ
、御
初
穂

を
捧
げ
、収
穫
を
感
謝
し
新
穀
を
お

召
し
上
り
に
な
り
ま
す
。そ
の
日
は

神
宮
で
も
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、天
皇
が
即
位
の
後
、初
め
て

の
新
嘗
祭
は「
大だ

い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」と
い
い
、皇

室
の
長
い
伝
統
を
受
け
継
い
だ
、皇

位
継
承
に
伴
う
一世
に一度
の
重
要
な

儀
式
で
す
。日
本
の
は
じ
ま
り
を
伝

え
る
神
話
の
時
代
か
ら
、天
照
大
御

神
が
国
を
治
め
る
も
の
に
託
し
た
と

い
わ
れ
る
稲
作
が
国
づ
く
り
の
根
幹

で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

第
62
回
式
年
遷
宮
か
ら
早
４
年
、次

へ
の
準
備
は
す
で
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と

も
い
え
ま
す
が
、御
用
材
を
伐
り
だ
す

「
山
口
祭
」が
御
遷
宮
諸
祭
の
は
じ
ま

り
と
な
り
ま
す
。そ
の
年
の「
御み

ひ
し
ろ

樋
代
木き

奉ほ
う
え
い
し
き

曳
式
」が
伊
勢
の
民
の
最
初
の
ご
奉

仕
、そ
の
翌
年
か
ら
２
年
が
伊
勢
の
民
俗

行
事「
お
木
曳
行
事
」で
す
。

●
第
63
回
式
年
遷
宮
関
連
諸
祭
予
定

■
２
０
２
５
年

　
　

山
口
祭
、木
本
祭
、御
杣
始
祭

　
　
　
（
御
用
材
を
伐
り
だ
す
御
杣
山
で
の
神
事
）

　
　

御
樋
代
木
奉
曳
式　

　
　
　
（
御
用
材
を
神
宮
へ
と
運
ぶ
行
事
の
は
じ
ま
り
）

■
２
０
２
６
年

　
　

お
木
曳
行
事
／
第
一
次

■
２
０
２
７
年

　
　

お
木
曳
行
事
／
第
二
次

陸曳（写真提供／小川町奉曳団）

川曳（大正時代の絵葉書より）

命
の
糧
、稲
の
実
り
に
感
謝
し
、豊
穣
を
祝
い
ま
す
。

神
宮
の
お
祭
り
は
一
年
を
通
し
て
米
づ
く
り
と
共
に
め
ぐ
り
ま
す
。豊

穣
を
祈
る
こ
と
を
当
た
り
前
に
続

け
て
き
た
の
で
す
。

　

神
嘗
祭
に
は
、天
皇
陛
下
が
皇
居

の
御
田
で
作
ら
れ
た
御
初
穂
も
神
宮

に
奉
献
さ
れ
ま
す
。

「伊勢 神話への旅」ホームページ
http://www.isesengu.jp

　
　
伊
勢
の
民
俗
行
事　

お
木き

曳ひ

き

５
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
伝
統
行
事「
お
木
曳
」。四
十
二
本
の
御ご

用よ
う
ざ
い材

を
積
ん
だ
車
や
曳

き
手
の
衣
装
⋮
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
や
現
代
と
は
異
な
る
奉ほ
う
え
い曳

の
様
子
は
興
味
深
く
、

伊
勢
の
町
ま
ち
し
ゅ
う

衆
が
そ
の
時
代
ご
と
に
、誇
り
を
も
っ
て
伝
え
継
い
で
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

次
の
お
木き

曳ひ
き

は
い
つ
？

８
年
後（
２
０
２
５
年
）に
は
次
の

御
遷
宮
の
お
祭
り
が
始
ま
り
ま
す
。

Q

昔の
一枚

平成29年10月14日（土）・15日（日）・１6日（月）  神
か ん な め

嘗奉
ほう し ゅ く さ い

祝祭 開催（中面をご覧下さい）　

税
金
代
わ
り
の
労
役
奉
仕
か
ら

神か
ん
な
め
さ
い

嘗
祭
を
重
ね
て
、御
遷
宮

収
穫
を
感
謝
し
て
お
祭
り
を

新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
と
大
だ
い
じ
ょ
う嘗
祭さ
い


