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令
和
２
年
に
続
き
、令
和
３

年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て

初
穂
奉
曳
は
自
粛
い
た
し
ま

し
た
。
初
穂
曳
と
し
て
五
十

回
を
数
え
る
記
念
の
年
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
神
嘗
祭
奉

祝
行
事
と
し
て
、
お
初
穂
奉

納
の
み
を
行
い
ま
し
た
。

　

15
日
外
宮
で
は
午
前
10
時

よ
り
伊
勢
神
宮
奉
仕
会
役

員
、
同
青
年
部
が
参
列
、
そ

れ
ぞ
れ
が
束
ね
た
初
穂
を
手

に
静
か
に
神
域
へ
と
奉
納
参

拝
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
16
日
内
宮
で
は
午

前
９
時
30
分
よ
り
内
宮
領
川

曳
の
今
年
度
の
担
当
団
で
あ

る
四
郷
奉
献
団
に
よ
り
お
初

穂
の
奉
納
、
参
拝
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

マ
ス
ク
姿
で
最
小
限
の
人

数
、
粛
々
と
行
わ
れ
た
初
穂

奉
納
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

初
穂
の
実
り
に
感
謝
し
、
コ

ロ
ナ
禍
が
こ
の
ま
ま
終
息
に

向
か
い
来
年
こ
そ
の
開
催
を

神
前
に
て
祈
る
と
い
う
気
持

ち
を
ひ
と
つ
に
し
た
行
事
と

な
り
ま
し
た
。

第
五
十
回  

初は
つ

穂ほ

曳び
き

お初穂奉納
令
和
３
年

10
月
15
日
外
宮

10
月
16
日
内
宮

奉
曳
を
自
粛
し
、関
係
者
に
よ
る
お
初
穂
奉
納・参
拝
を
行
い
ま
し
た

伊
勢
の
た
い
せ
つ
な
民
俗
行
事「
お
木
曳
」、そ
し
て
御
遷
宮
を
目
標
に

伊
勢
市
民
こ
ぞ
っ
て
の
参
加
を
目
指
し
て

　

神
宮
の
御
遷
宮
行
事
の
一
環
で
あ
る
伊
勢
市
の
民

俗
行
事
「
お
木
曳
」
。
前
回
の
例
を
た
ど
れ
ば
、
遷

宮
年
の
７
年
前
か
ら
２
年
に
亘
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

御
遷
宮
の
実
施
は
20
年
を
「
式
年
」
と
し
て
い
ま
す

が
、
歴
史
的
に
も
戦
争
の
混
乱
な
ど
様
々
な
事
情
で

20
年
毎
が
叶
わ
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
重
要
な
神

事
の
日
時
は
「
御ご

じ
じ
ょ
う

治
定
」
と
し
て
天
皇
陛
下
が
決
定

さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
進
み
ま
す
。
次
期
御
遷
宮
に

つ
い
て
は
、
前
回
に
倣
い
実
施
時
期
を
予
定
し
な
が

ら
準
備
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
お
木
曳
行
事
」と
い
う
名
称
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
神
宮
の
祭
祀
と
並
ぶ
、
伊
勢
の
市
民
に
よ

る
御
遷
宮
関
連
民
俗
行
事
で
あ
り
、
御
遷
宮
の
ご
用

材
が
伐
り
出
さ
れ
運
ば
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
た
め

神
宮
の
御
遷
宮
諸
祭
・
諸
行
事
に
合
わ
せ
て
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

伊
勢
市
内
に
分
布
す
る
奉
曳
団
は
、
そ
の
地
域
、

あ
る
い
は
歴
史
的
由
緒
に
よ
り
、
内
宮
領
・
外
宮
領

の
い
ず
れ
か
に
属
し
、
行
事
の
数
年
前
か
ら
各
地

区
で
奉
曳
団
が
結
成
さ
れ
本
曳
に
臨
み
ま
す
。
時
代

毎
に
市
民
の
生
活
も
変
わ
り
、
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
事

情
、
変
化
も
あ
り
ま
す
が
、
今
も
、
歴
史
を
伝
え
る

市
を
挙
げ
て
の
民
俗
行
事
の
準
備
が
少
し
ず
つ
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
参
加
申
込
が
は
じ
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
神
宮
と
と
も
に
あ
る
旧
神
領

の
市
民
と
し
て
、
ご
奉
仕
の
心
を
表
す
伝
統
あ
る
民

俗
行
事
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。　

■キーワード「お木曳の歴史を説明したい！」
　550年以上の歴史がある民俗行事「お木曳」。ご遷宮で造営される
お宮のご用材を運搬する作業が行事化したものです。
　当初、御遷宮は国の直轄で行われ、全国からご造営資金といえ
る「役

やくぶ く ま い
夫工米」が集められ実施されていました。そして地元神領民

には御遷宮に伴う「ご用材」や「敷石」の運搬などが課せられてお
り、その労役が慣例となったのがはじまりです。

※写真は第62回神宮式年遷宮お木曳行事／平成18、19年

地
域
の
絆
を
深
め
、ま
ち
の
歴
史
文
化
を
つ
な
ぐ

令
和
の
お
木
曳
は
…

復刻版絵葉書　お木曳行事〈陸曳〉／大正時代

　

伊
勢
神
宮
奉
仕
会
青
年
部
で
は
、

そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、30
年
前

か
ら
初
穂
曳
で
お
納
め
す
る
お
米

（
稲
穂
）づ
く
り
を
手
が
け
、田
植

え
、稲
刈
り
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

例
年
は
子
ど
も
た
ち
を
交
え
て

開
催
す
る
恒
例
行
事
で
す
が
今
年

も
残
念
な
が
ら
、多
く
の
方
に
ご
参

加
い
た
だ
く
こ
と
は
自
粛
。伊
勢
神

宮
奉
仕
会
青
年
部
と
関
係
者
の
み

少
人
数
で
田
植
え
、稲
刈
り
を
行

い
、お
初
穂
奉
納
の
準
備
を
行
い
ま

し
た
。

実
り
の
時
期
を
迎
え
て

田植えはあいにくの雨（令和3年 4月） 奉納のための稲束は手刈りで（令和3年 8月）

御
遷
宮
関
連
行
事
年
表


