
17
年
目
の「
祭
の
ま
つ
り
」

　

初
穂
曳
と
と
も
に
、日
本
各
地
か

ら
伝
統
あ
る
お
祭
り
が
来
勢
し
て
神

嘗
祭
を
お
祝
い
す
る「
神
嘗
奉
祝
祭・

祭
の
ま
つ
り
」は
今
年
で
17
年
目
。伊

勢
の
秋
の
風
物
詩
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
三
大
民
謡
、日
本
三
大
盆
踊

り
、日
本
三
大
パ
レ
ー
ド
…
つ
ま
り
誰

も
が
知
る
有
名
な
、そ
れ
も
そ
れ
ぞ

れ
伝
統
あ
る
お
祭
り
の
、地
元
で
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
踊
り
連
等
が
、毎
年
遠
路

は
る
ば
る
各
地
か
ら
伊
勢
に
来
て
披

露
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。こ
れ
は「
お

伊
勢
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
」と
い
う
、神

　

外
宮
領・陸
曳
は
、神
宮
の
奉

曳
車
を
使
用
し
、運
営
実
務
は

伊
勢
神
宮
奉
仕
会
青
年
部
が

行
い
ま
す
。初
穂
曳
を
次
世
代

へつ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、で
き

る
限
り
青
年
層
が
中
心
と
な
っ

て
、奉
曳
の
技
術
を
研
鑽
し
て

い
ま
す
。ま
た
そ
の
一
環
と
し

て
、初
穂
曳
で
奉
納
す
る
お
米

づ
く
り
も
毎
年
行
って
い
ま
す
。

次
世
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
に

伝
え
る
活
動
と
し
て

　

お
米
づ
く
り
に
は
Ｊ
Ａ
伊
勢

と
農
家
の
協
力
の
も
と
、初
穂

曳
に
曳
き
手
と
し
て
出
る
子
ど

も
た
ち
が
田
植
え
か
ら
参
加
、

８
月
末
に
は
稲
刈
り
も
行
い
ま

し
た
。自
分
た
ち
が
収
穫
し
た

お
初
穂
と
い
う
こ
と
で
喜
び
は

よ
り
大
き
く
、行
事
の
大
切
さ

を
感
じ
て
も
ら
え
る
体
験
と

な
って
い
ま
す
。

　

２
０
２
１
年
に
は
50
回
を
迎

え
る
初
穂
曳
。新
世
代
の
青
年

部
会
員
も
増
え
、次
の
御
遷
宮

に
向
か
っ
て
毎
年
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。

※
神
宮
奉
仕
会
青
年
部
の
活
動
に
つ
い
て
は
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

宮
を
敬
う
気
持
ち
と
、各
団
体
の
心

意
気
で
成
り
立
っ
て
い
る
証
し
で
す
。

２
日
間
に
わ
た
る
踊
り
の
奉
納
の
あ
と

は
、祭
り
団
体
の一人
ひ
と
り
が一握
り

の
新
米
を
携
え
、伊
勢
の
神
様
に
参
拝

を
し
て
、ま
た
地
元
に
帰
っ
て
い
く
。日

本
の
伝
統
芸
能
、文
化
を
守
り
伝
え
て

い
る
熱
い
心
が
伊
勢
に
集
い
ま
す
。

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
で
の
前
夜
祭

　

今
年
は
18
団
体
が
来
勢
。地
元
だ

け
で
な
く
日
本
の
お
祭
り
好
き
に
は

見
逃
せ
な
い
機
会
で
あ
る
と
、県
内
外

の
フ
ァ
ン
に
も
知
ら
れ
、ま
ち
に
何
万

人
も
の
人
を
集
客
す
る
お
祭
り
に
な

り
ま
し
た
。今
年
は
日
曜
日
に
あ
た

り
、外
宮
前
会
場
は
た
いへ
ん
な
賑
わ
い

が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、踊
り
連
の
皆
さ

ん
の
熱
気
を
間
近
で
感
じ
ら
れ
、お
祭

り
気
分
も
最
高
で
す
。外
宮
参
拝
と

と
も
に
、ぜ
ひ
ご
観
覧
に
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

　

前
夜
祭
は
土
曜
の
夜
。入
場
無
料

で
、民
謡
や
踊
り
の
名
演
が
次
々
と
披

露
さ
れ
る
の
を
、良
い
音
響
で
じ
っ
く

り
楽
し
め
る
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
の
ス
テ
ー

ジ
も
ま
た
一
度
は
ご
覧
い
た
だ
き
た
い

催
し
で
す
。（
駐
車
場
有
。宇
治
山
田

駅
か
ら
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
運
行
）
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十
月
十
四
日　
・
十
五
日　
・
十
六
日　

神か

ん

な

め嘗
奉ほ

う

し

ゅ

く

さ

い

祝
祭 

開催

10
月

15
日（
日
）外
宮
領
・
陸
曳

16
日（
月
）内
宮
領
・
川
曳

　

伊
勢
の
神
嘗
奉
祝
の
主
軸
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る「
初
穂
曳
」。伊
勢
の
民

俗
行
事「
お
木
曳
行
事
」「
お
白
石
持

行
事
」の
伝
統
継
承
と
い
う
意
義
を
踏

ま
え
昭
和
47
年
か
ら
開
催
さ
れ
、今
回

で
第
46
回
を
数
え
ま
す
。

　

15
日
、外
宮
領
・
陸
曳
で
は
、お
木

曳
・
お
白
石
持
の
荷
締
め
技
術
を
伝

え
よ
う
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
車
に「
お
木
」・

「
樽
」・そ
し
て「
米
俵
」が
積
ま
れ
、そ

の
年
に
収
穫
さ
れ
た
お
初
穂
が
飾
ら

れ
た
３
台
の
奉
曳
車
が
出
て
、伊
勢
市

民
や
県
内
外
の
特
別
神
領
民
な
ど
、約

１
５
０
０
名
に
よ
り「
祭
の
ま
つ
り
」会

場
を
運
行
し
ま
す
。16
日
の
内
宮
領

は
、初
穂
船
を
曳
き
五
十
鈴
川
を
さ
か

の
ぼ
る
川
曳
で
す
。今
年
は
長
峰
連
合

奉
献
団
が
運
行
を
担
当
し
ま
す
。

　

木
遣
り
や
、「
エ
ン
ヤ
！
」の
掛
け
声

が
秋
空
に
響
き
、祭
り
気
分
も
最
高

潮
。神
宮
に
着
い
た
後
は
、静
か
に
神
域

へ
。お
初
穂
や
お
米
を
奉
納
し
、参
拝

し
ま
す
。

 
陸
曳 

・ 

川
曳
で
お
初
穂
を
奉
納

初は

つ

ほ穂
曳び

き

■平成２９年 開催日程

10 月 14 日（土）　前夜祭
　会場　三重県営サンアリーナ
　開催時間　16：20 〜 21：00

10 月 15 日（日）　祭のまつり
　会場　外宮前大通り
　　　　・勾玉池奉納舞台
　開催時間　11：30 〜 15：20
10 月 15 日（日）　初穂曳（外宮）
　会場　高柳商店街〜外宮
　開催時間　10：00 〜 12：30

10 月 16 日（月）　初穂曳（内宮）
　会場　五十鈴川
　　　　（浦田橋〜宇治橋）
　開催時間　10：00 〜 14：30

初穂曳（陸曳）

神か
ん
な
め嘗
奉ほ

う
し
ゅ
く
さ
い

祝
祭「
祭
の
ま
つ
り
」 

神
嘗
祭
を
お
祝
い
す
る
伊
勢
の
お
祭
り「
神
嘗
奉
祝
祭
」。三
重
県
営
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
で
の

前
夜
祭
、そ
し
て
外
宮
前
で
の「
祭
の
ま
つ
り
」本
番
。全
国
各
地
の
著
名
な
お
祭
り
等
が

神
宮
奉
納
と
し
て
伊
勢
に
集
い
、華
や
か
に
賑
や
か
に
踊
り
、唄
い
ま
す
。

土

日

月

全
国
の
有
名
な
祭
り
が
伊
勢
に
！　

ほ
か
で
は
み
ら
れ
な
い
競
演

前夜祭の最後は、サンアリーナ前での
迫力たっぷりの奉祝花火。（打上／
長野県の伊那火工堀内煙火店）

阿波踊り（徳島県）

花笠踊り（山形県）

よさこい鳴子踊り（高知県）

エイサー（沖縄県）

さんさ踊り（岩手県）

西馬音内盆踊り（秋田県）

おんぽい節（岐阜県）

佐渡おけさ（新潟県）

諏訪御柱木遣り（長野県）

お初穂を外宮へ奉納

田植え

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

15 日／全国各地からのお祭り踊り連がひとつになる神嘗奉祝祭ならではの 「総踊り」（大通り会場）

初穂曳（川曳）

お木曳技術の伝承として３本の木を積んだ奉曳車（陸曳）


