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神
宮
の
神
嘗
祭
、当
日
は
全
国
の
神

社
で
、そ
し
て
皇
居
の
宮
中
で
も
祭
祀

が
行
わ
れ
、神
話
の
時
代
よ
り
稲
作
を

中
心
に
国
を
造
っ
て
き
た
日
本
古
来
の

文
化
を
伝
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

神
嘗
祭
の
日
は
、明
治
６
年
に
法
律

で
祭
日
と
定
め
ら
れ
た
ほ
ど
日
本
の
重

要
な
お
祭
り
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。明

治
28
年
に
は
伊
勢
の
ま
ち
、当
時
の
宇

治
山
田
町
で「
伊
勢
お
お
ま
つ
り
」と
し

て
神
宮
の
神
嘗
祭
を
奉
祝
す
る
大
き
な

祭
り
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。記
録
に
よ

る
と
、伊
勢
の
人
々
は
地
域
ご
と
に
神
嘗

祭
を
祝
う
会
式
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
ま
ち
全
体
の
祭
り
と
し
て
ま
と

め
て「
お
お
ま
つ
り
」と
な
り
ま
し
た
。

宮
川
や
五
十
鈴
川
で
花
火
が
揚
が
り
、

お
囃
子
を
の
せ
た
花
車
が
出
て
…
な
ど

華
や
か
な
催
し
が
市
中
で
開
催
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

戦
後
、昭
和
23
年
に
新
し
い
法
律
で

お
木
曳
、そ
し
て
御
遷
宮
を
目
標
に

祭
日
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、伊
勢
で

は
変
わ
ら
ず
、ま
ち
を
挙
げ
て
の
大た

い

祭さ
い

と
し
て
会
社
や
学
校
も
休
日
で
し
た
。

時
代
が
移
り
、神
宮
の
神
嘗
祭
と
い
う

お
祭
り
の
名
前
ま
で
は
知
ら
な
く
て
も
、

伊
勢
音
頭
、た
く
さ
ん
の
屋
台
、花
車
、

自
衛
隊
や
仮
装
パ
レ
ー
ド
、鼓
笛
隊
…

「
お
お
ま
つ
り
」は
市
民
に
と
っ
て
一
年
で

一
番
伊
勢
の
ま
ち
が
賑
わ
う
催
事
と
し

て
定
着
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
時
世
の
流
れ
に
よ
り「
お
お
ま

つ
り
」は
土
日
開
催
に
移
行
、市
民
祭
り

と
し
て
平
成
21
年
よ
り「
伊
勢
ま
つ
り
」

と
改
称
。一
時
期
は
開
催
時
期
が
９
月
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、近
年
は

元
々
の
神
嘗
祭
奉
祝
の
起
源
に
近
づ
け

て
10
月
15
日
直
前
の
土
日
に
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

神
嘗
祭
を
奉
祝
す
る
伊
勢
の
大
切
な

お
祭
り
。途
絶
え
さ
せ
な
い
よ
う
今
年
も

お
初
穂
奉
納
行
事
を
執
り
行
い
ま
す
。

　
　
　

神か

ん

な

め

さ

い

嘗
祭

   

奉
祝
に
よ
せ
て

奉
祝
行
事
「
伊
勢
お
お
ま
つ
リ
」
の
は
じ
ま
り

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、多
く
の
行
事
が

中
止
と
な
り
、伊
勢
の
ま
ち
で
も
恒
例

の
賑
や
か
な「
伊
勢
ま
つ
り
」、「
初
穂

曳
」も
例
年
の
よ
う
に
開
催
で
き
ず
、

少
し
さ
み
し
い
秋
と
な
り
ま
し
た
。

伊
勢
の
神
嘗
月
に
、
今
こ
そ
の
感
謝
と
祈
り

　

そ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
、神
宮
の
お

祭
り
は
粛
々
と
行
わ
れ
ま
す
。10
月
15

日
か
ら
17
日
は
神
宮
の「
神
嘗
祭
」。年

間
１
５
０
０
回
に
及
ぶ
神
宮
の
お
祭
り

の
中
で
、最
も
重
要
な
お
祭
り
で
す
。そ

20
年
と
い
う
伊
勢
の
周
期

　

全
国
か
ら
人
々
が
伊
勢
参
宮
に
訪

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
。や
は

り
式
年
遷
宮
に
な
る
と
参
拝
者
数
が

増
え
、伊
勢
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。昔
も
今
も
、神
宮
と
と

も
に
あ
る
伊
勢
の
ま
ち
、町
衆
に
と
っ
て

式
年
遷
宮
は
人
生
の
節
目
、ま
ち
づ
く

り
を
考
え
る
と
き
に
外
す
こ
と
の
で
き

な
い
20
年
の
周
期
で
す
。

　

災
害
や
災
禍
、時
代
の
流
れ
の
な
か

で
、無
事
に
20
年
ご
と
の
御
遷
宮
を
迎

え
ら
れ
る
こ
と
を
祈
り
、そ
の
時
を
目

指
し
て
次
世
代
に
伝
え
、準
備
を
整
え

て
い
く
こ
と
は
伊
勢
の
人
々
に
は
不
可

避
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

令
和
２
年
、ま
だ
先
の
よ
う
で
す
が
、

御
遷
宮
諸
祭
行
事
の
始
ま
り
は
５
年

後
。早
け
れ
ば
来
年
に
は
お
木
曳
の
準

備
が
動
き
出
す
地
区
も
あ
り
ま
す
。

次
の
御
遷
宮
ま
で
、自
分
が
、ま
た
子

ど
も
た
ち
が
幾
つ
で
ど
の
よ
う
に
携
わ

る
の
か
、下
記
年
表
を
ご
参
考
に
伊
勢

の
民
俗
行
事
に
つ
い
て
ご
家
族
で
話
題

に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日
・
十
六
日
・
十
七
日

の
年
に
収
穫
さ
れ
た
新
穀
を
天
照
大
御

神
に
捧
げ
て
、恵
み
に
感
謝
し
、安
寧
を

祈
り
ま
す
。

　

こ
の
秋
の
神
嘗
祭
奉
祝
は
、個
々
で
神

宮
へ
足
を
運
び
、恵
み
に
感
謝
す
る
こ
と

と
併
せ
て
、こ
の
事
態
の
早
期
終
息
を
祈

り
た
い
も
の
で
す
。

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

昔の
一枚

■キーワード　御
み

樋
ひし ろ

代木
ぎ

奉
ほうえい

曳式
お木曳行事の前年春より、御遷宮諸行事として木曽の御杣山から御用材
のお祭りがはじまり、最初に伐採されるのが「御樋代木」。御樋代とは御
神体を納めるための御器のことで、そのための特別なご用材ということで
す。木曽を出発し、道中各地の人々に歓迎されながら伊勢へと大切に運ば
れてきます。内宮・外宮でそれぞれ最初の奉曳行事が行われますが、古式
に則ったやり方で神域へ曳き込むところがお木曳との違いです。

年度 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 令和15年

西暦 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

行事
予定

第50回
初穂曳

お木曳
行事準備
※連合会
結成等

御樋代木
奉曳式
浜参宮
試し曳等

第一次
お木曳
行事

第二次
お木曳
行事

お白石持
行事準備
※連合会
結成等

　 お白石持
行事

神宮の
御遷宮
諸祭

山口祭〜
御杣始祭

木造始祭 鎮地祭 宇治橋
渡始式

立柱祭
上棟祭
など

【遷宮年】
遷御

少年
年齢層 ６〜12歳 7〜13 8〜14 9〜15 10〜16 11〜17 12〜18 13〜19 14〜20 15〜21 16〜22 17〜23 18〜24 19〜25

青年
年齢層 13〜44歳 14〜45 15〜46 16〜47 17〜48 18〜49 19〜50 20〜51 21〜52 22〜53 23〜54 24〜55 25〜56 26〜57

壮年
年齢層 45〜64歳 46〜65 47〜66 48〜67 49〜68 50〜69 51〜70 52〜71 53〜72 54〜73 55〜74 56〜75 57〜76 58〜77

老年
年齢層 65歳〜 66〜 67〜 68〜 69〜 70〜 71〜 72〜 73〜 74〜 75〜 76〜 77〜 78〜

※一連の行事開催年は前例を反映した予定です。社会情勢等により変動する場合があります。

●
ご
せ
ん
ぐ
う
千
三
百
年
の
歴
史
か
ら

今
年
の
年
齢

途
絶
え
た
御
遷
宮
と

織
田
信
長

　

百
年
余
り
の
間
、式
年
遷
宮
が
途
絶
え
て

い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

　

時
は
戦
国
。第
40
回
内
宮
御
遷
宮
の
あ

と
、室
町
幕
府
の
力
が
な
く
な
り
役
夫
工
米

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
御
遷
宮
の
実
施
が
財

政
的
に
難
し
く
な
っ
た
の
で
す
。百
年
を
越

え
て
、途
絶
え
荒
廃
す
る
ご
正
殿
を
憂
い
、

立
ち
上
が
っ
た
の
は
伊
勢
の
尼
僧
、慶
光
院

清
順
上
人
。全
国
を
勧
進
行
脚
し
寄
付
を

集
め
、念
願
の
外
宮
の
御
遷
宮
を
再
興
し
た

こ
と
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
時
代
、戦
国
を
収
め
、天
下
人
と
な
っ

た
の
が
織
田
信
長
。神
宮
は
、式
年
遷
宮
を

再
び
途
絶
え
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、信

長
に
次
の
御
遷
宮
費
用
の一部
で
あ
る一千
貫

を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、信
長
は
三
千
貫
を
奉
献
。

さ
ら
に
不
足
分
も
応
じ
る
と
約
束（『
信
長

公
記
』よ
り
）。し
か
し
、信
長
は
御
遷
宮
に

先
立
つ
天
正
10
年
、本
能
寺
の
変
に
て
急
逝
。

信
長
の
御
遷
宮
資
金
と
と
も
に
豊
臣
秀
吉

も
寄
進
す
る
こ
と
と
な
り
、天
正
13
年
、第

41
回
式
年
遷
宮
は
無
事
遂
行
さ
れ
ま
し
た
。

以
降
も
、信
長・秀
吉
の
遺
志
を
継
承
し
徳

川
家
康
が
幕
府
の
管
轄
と
し
て
造
営
資
金

を
献
進
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、長
く
続
い

た
江
戸
時
代
も
式
年
遷
宮
は
途
絶
え
る
こ

と
な
く
、続
け
ら
れ
た
の
で
す
。

第62回御遷宮諸行事　御樋代木奉曳式・陸曳／平成17年
／子ども・女性・町衆の3台奉曳を行いました

平成初め頃の伊勢おおまつり「初穂曳」
※令和三年「初穂曳50回記念」に伴い、昔の初穂曳の写真・映像を募集しています。
（詳しくは中面をご覧ください）


