
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
と
大だ

い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭

　
現
在「
勤
労
感
謝
の
日
」と
さ
れ
て
い
る
11

月
23
日
は「
新
嘗
祭
」。天
皇
陛
下
が一
年
を

通
し
て
宮
中
で
行
わ
れ
る
中
で
も
特
に
重
要

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
祭
祀
で
、そ
の
年
の
新

穀（
お
米
）に
感
謝
し
て
神
饌
を
捧
げ
、神
様

と
共
に
お
召
し
あ
が
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
31
年
、い
よ
い
よ
ご
譲
位
に
よ
り
今

上
陛
下
の
ご
退
位
、５
月
１
日
に
新
天
皇
陛

下
即
位
式
が
行
わ
れ
新
元
号
と
な
り
ま
す

が
、そ
の
後
、即
位
さ
れ
た
最
初
の
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
を

「
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」と
し
て
、皇
居
内
に
造
営
さ
れ

た
大だ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

嘗
宮
に
て
大
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。こ
れ

が
天
皇
陛
下
の
実
質
的
な
最
初
の
大
祭
と

な
り
ま
す
。天
皇
陛
下
が
１
２
６
代
と
な
る

日
本
は
建
国
以
来
、こ
う
し
て
稲
作
を
中
心

と
し
た
日
本
の
国
づ
く
り
を
象
徴
す
る
祭
祀

が
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
ま
す
。

　
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
を
行
わ
れ
た
後
、天
皇
皇
后
両
陛

下
は
、神
宮
、京
都
御
陵
へ
と
ご
奉
告
さ
れ
る

「
ご
親
謁
の
儀
」の
た
め
行
幸
啓
を
さ
れ
る

こ
と
が
明
治
以
降
の
慣
例
と
な
って
い
ま
す
。

　
元
年
と
な
る
年
、伊
勢
は
こ
れ
ま
で
以
上

に
、奉
祝
に
湧
く
一
年
と
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
明
治
維
新
以
降
、神
宮
に
も
大
き
な
変
革

が
あ
り
ま
し
た
。神
領
制
度
が
廃
止
さ
れ
、御

造
営
や
物
流
な
ど
の
近
代
化
も
あ
って
、御
遷

宮
の
た
め
に
必
要
な
ご
用
材
を
搬
入
す
る
神

領
民
の
労
役
奉
仕
で
あ
っ
た「
お
木
曳
」は
現

代
に
継
続
さ
れ
る
よ
う
な
民
俗
行
事
と
し
て

の
意
味
合
い
が
強
く
な
り
ま
し
た
。神
宮
の
お

膝
元
で
生
き
て
き
た
旧
神
領
民
と
し
て
の
誠

意
、神
宮
への
昔
に
変
わ
ら
ぬ
思
い
が
強
く
、古

来
の
慣
例
に
則の

っ
と

り
ご
用
材
奉
曳
を
行
い
た
い

と
申
し
入
れ
、ご
用
材
の
配
分
や
日
程
、方
針
、

実
施
要
綱
な
ど
が
細
か
に
調
整
さ
れ
る
よ
う

に
なっ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
正
時
代
に
は
、第
五
十
八
回
式
年
遷
宮

に
か
か
わ
る
お
木
曳
を
実
施
。こ
の
頃
に
は
写

真
撮
影
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、絵
葉
書
な
ど

に
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
残
っ
て
い
て
当
時
の
様

子
が
伺
え
ま
す
。

　
二
十
年
ご
と
の
行
事
で
す
か
ら
、社
会
情
勢

に
応
じ
て
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、伊
勢
の
民
の「
お
木
曳
」は
、時
代
を

超
え
て
奉
曳
車
の
形
や
装
飾
、ご
用
材
の
荷
積

み
、木
遣
り
唄
な
ど
、各
町（
団
）そ
れ
ぞ
れ
の

歴
史
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　伊
勢
の
民
俗
行
事

　お
木き

曳ひ

き

昔の
一枚

５
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る「
お
木
曳
」。神
宮

に
御
遷
宮
の
た
め
の
ご
用
材
を
運
ぶ
労
役
を
起
源

と
す
る
伊
勢
な
ら
で
は
の
民
俗
行
事
で
す
。

大
正
時
代
の
お
木
曳

天
皇
陛
下
の
ご
譲
位・ご
即
位

●
キ
ー
ワ
ー
ド

大正時代の陸曳（絵葉書から）

お初穂を外宮へ奉納

 

第
47
回   

初は

つ

ほ穂
曳び

き

※
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

伊勢のごせんぐう平成30年12月23日発行【第8号】

　
平
成
最
後
の
開
催
と
な
っ
た「
初
穂
曳
」。

「
お
木
曳
」「
お
白
石
持
」と
い
う
、ご
遷
宮
に

関
わ
る
民
俗
行
事
を
伝
承
す
る
と
共
に
、神

嘗
祭
を
お
祝
い
し
感
謝
の
気
持
ち
で
そ
の
年

の
御
初
穂
を
奉
納
し
ま
す
。

　
15
日
の
外
宮
領・陸
曳
は
今
年
も
三
台
の

奉
曳
車
に「
お
木
」・「
樽
」・「
米
俵
」が
積
ま

れ
、お
初
穂
が
飾
ら
れ
ま
し
た
。一
番
車
に
子

ど
も
た
ち
や
皇
學
館
大
学
生
、二
番
車
に
は

伊
勢
の
町
衆
、三
番
車
に
は
県
内
外
の
特
別

神
領
民
が
曳
き
手
と
し
て
参
加
、予
想
外

の
雨
の
奉
曳
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、総
勢
約

１
５
０
０
名
が
元
気
よ
く
奉
曳
。外
宮
北
御

門
か
ら
は
、お
初
穂
や
お
米
を
持
って
無
事
お

納
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
16
日
の
内
宮
領・川
曳
は
持
ち
回
り
で
行

わ
れ
、今
年
は
大
湊
奉
献
団
が
運
行
を
担

当
。10
月
に
し
て
は
寒
い
日
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、初
穂
船
を
曳
い
て
五
十
鈴
川
を
遡
り
、無

事
内
宮
へ
と
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
か
ら
始
ま
り
平
成
へ
と
毎
年
欠
か
さ

ず
繋
い
で
き
た
初
穂
曳
は
、今
年
で
第
47
回

を
数
え
ま
す
。来
年
以
降
は
、新
た
な
元
号
の

時
代
と
な
り
、三
年
後
の
第
50
回
、そ
し
て
、

七
年
後
か
ら
始
ま
る「
お
木
曳
」を
見
据
え

て
、神
宮
と
と
も
に
歴
史
を
重
ね
た
伊
勢
の

伝
統
を
繋
ぎ
ま
す
。

神
嘗
祭
を
祝
い
、感
謝
の
心
で
御
初
穂
を
奉
納
す
る
初
穂
曳
。

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
、大
学
生
、伊
勢
の
町
衆
、

特
別
神
領
民
も
、み
ん
な
で「
エ
ン
ヤ
ー
！
」と
心
を
合
わ
せ
ま
す
。

20年後に右の絵葉書の元写真を彩色して広報に使用された

　
初
穂
曳（
外
宮・陸
曳
）

は
、主
旨
を
ご
理
解
い
た

だ
い
た
方
で
あ
れ
ば
、曳

き
手
と
し
て一般
参
加
し

て
い
た
だ
け
る
行
事
で

す
。奉
曳
全
般
を
担
う

の
は
、伊
勢
の
有
志
に
よ

る
団
体「
伊
勢
神
宮
奉
仕
会
青
年
部
」、そ
し
て

多
く
の
企
業
や
有
志
に
よ
る
協
力
団
体
が
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
で
支
え
て
い
ま
す
。

　
伊
勢
神
宮
奉
仕
会
青
年
部
は
初
穂
曳
を
行

う
こ
と
で
神
宮
に
つい
て
学
ん
だ
り
、次
世
代
へつ

な
げ
て
い
け
る
よ
う
、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
毎
年
、J 

A
の
協
力
の
も

と
に
、奉
納
す
る
稲
穂
づ
く
り
を
行
って
い
ま
す
。

田
植
え
、稲
刈
は
初
穂
曳
に
曳
き
手
と
し
て
参

加
す
る
子
ど
も
た
ち
も一緒
に
経
験
。稲
穂
を
整

え
奉
納
す
る
稲
束
を
つ
く
る
な
ど
の
準
備
作
業

も
す
べ
て
奉
仕
会
青
年
部
と
、地
元
協
力
団
体

が
行
って
い
ま
す
。

田植えの様子（４月29日）

稲刈り（8月26日）

■
伊
勢
の
民
俗
行
事
を

　
次
世
代
に
つ
な
ぐ
初
穂
曳

初は
つ
ほ
び
き

穂
曳
は
例
年
、

神
嘗
祭
の
日
、10
月

15
日
・
16
日
に
開
催
。

３
年
後（
２
０
２
１
年
）に

第
50
回
を
迎
え
ま
す
。

川曳

陸曳
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伊
勢
御
遷
宮
委
員
会
は

二
十
年
に一
度
斎
行
さ
れ
る
神

宮
式
年
遷
宮
に
伴
う
伊
勢
の

民
俗
行
事
の
保
存
継
承
を
目

的
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

11
月
23
日（
祝
）、今
上
天
皇
の

ご
譲
位
に
伴
い
天
皇
陛
下
ご
自

身
が
皇
居
で
行
う
最
後
の
新

嘗
祭
の
日
に
あ
わ
せ
、神
宮
と

と
も
に
生
き
る
伊
勢
の
民
と
し

て
戦
争
も
な
く
平
和
な
時
代

で
あ
っ
た
平
成
の
御
代
に
感
謝

を
表
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。平

成
の
二
度
の
御
遷
宮
に
伴
う
伊

勢
の
民
俗
行
事
を
無
事
に
納

め
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
感
謝
を

込
め
、次
の
お
木
曳
行
事
を
担

う
各
町
、地
域
の
奉
献
団
の
皆

様
と
共
に
御
神
楽
奉
納
、特
別

参
拝
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、あ
わ
せ
て
記
念
講
演

会
を
開
催
し
ま
し
た
。ご
講
演

い
た
だ
い
た
の
は
、日
頃
よ
り
伊

勢
市
の
文
化
財
保
護
委
員
な

ど
に
よ
り
縁
の
あ
る
富
山
大
学

准
教
授
、島
添
貴
美
子
先
生
。

民
俗
芸
能
の
研
究
者
の
お
立
場

か
ら
全
国
の
お
祭
り
、伝
統
行

事
等
に
伊
勢
の
民
俗
行
事「
お

木
曳
」で
唄
わ
れ
る
木
遣
り
と

似
た
よ
う
な
唄
、囃
子（
あ
い
の

て
）が
あ
る
こ
と
か
ら
、伊
勢
か

ら
全
国
に
波
及
し
た「
伊
勢
系

木
遣
り
」と
考
え
、そ
の
研
究

内
容
の一部
を
実
際
の
音
源・画

像
を
交
え
て
ご
紹
介
い
た
だ
き

ま
し
た
。一
例
と
し
て
、北
海
道

か
ら
日
本
海
を
南
下
し
行
き

来
し
た「
北き

た
ま
え
ぶ
ね

前
船
」と
い
わ
れ

る
物
流
船
が
物
資
と
と
も
に

各
地
の
伝
統
芸
能
な
ど
を
持

ち
帰
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
北

海
道
の
ニ
シ
ン
漁
に
伝
わ
る
作

業
唄
の
な
か
に「
伊
勢
系
木
遣

り
」を
発
見
し
た
お
話
な
ど
、た

い
へ
ん
興
味
深
く
拝
聴
。地
域

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
に
影

響
力
が
あ
っ
た
伊
勢
の
歴
史
を

途
絶
え
さ
せ
る
こ
と
な
く
、伝

統
あ
る
民
俗
行
事
と
し
て
未
来

へ
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
の
意

義
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
講
演

会
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
に
感
謝
し
て
内
宮
参
拝

　い
よ
い
よ
天
皇
陛
下
ご
譲
位
に
伴
う
、御
代
替
わ
り
の
新
年
を
迎
え
ま
す
。

　今
上
天
皇
最
後
の
新
嘗
祭
の
日
に
平
成
の
御
代
に
感
謝
す
る
特
別
行
事
を
開
催
。

　伊
勢
の
民
俗
行
事
、伝
統
文
化
を
新
時
代
へつ
な
ぐ一歩
と
な
り
ま
し
た
。

伊
勢
木
遣
り
は
全
国
に

平
成
最
後
の
新
嘗
祭
に

平
成
感
謝
行
事

　
そ
の
後
、三
連
休
の
初
日
で

も
あ
り
夕
方
近
く
に
な
っ
て
も

参
拝
客
が
絶
え
な
い
内
宮
参

道
を
、伊
勢
の
民
と
し
て
誇
ら

し
い
思
い
を
感
じ
な
が
ら
町
の

伝
統
を
繋
ぐ
半
被
を
着
た
約

２
５
０
名
が
揃
っ
て
進
み
、御
垣

内
参
拝
を
行
い
ま
し
た
。

　
次
の
御
遷
宮
諸
行
事
、お
木

曳
ま
で
は
ま
だ
八
年
と
い
う
期

間
が
あ
り
ま
す
が
、伊
勢
の
ま

ち
づ
く
り
、伝
統
文
化
の
継
承

の一
環
と
し
て
、今
後
も
こ
の
よ

う
に
節
目
ご
と
に
機
会
を
持

ち
、結
束
し
な
が
ら
次
の
世
代

へ
繋
ぐ
た
め
の
機
運
を
高
め
て

い
く
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

平
成
感
謝
の
神
宮
参
拝

平成30年 神
かんなめ

嘗奉
ほうしゅくさい

祝祭、初
は つ ほ び き

穂曳 報告（中面をご覧下さい）　

新
し
い
時
代
へ
伝
統
を
つ
な
ぐ

内宮参集殿での記念講演会

内宮参道を進む各町（団）代表者


