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社
殿
や
御
装
束
神
宝
の
全
て
を
一
新
し

て
、20
年
に
一
度
行
わ
れ
る
神
宮
式
年
遷
宮
。

「
建
て
替
え
続
け
る
こ
と
で
、
永
久
の
建
築

物
に
す
る
」
と
い
う
発
想
は
、
世
界
に
も
類

を
見
な
い
持
続
可
能
な
仕
組
み
で
、
日
本
の

木
の
文
化
を
伝
え
、
伝
統
技
術
を
継
承
す

る
上
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

お
よ
そ
１
３
０
０
年
前
に
第
一
回
の
式
年
遷

宮
が
営
ま
れ
ま
し
た
。　
　

　

社
殿
の
ご
造
営
は
御み

そ
ま
や
ま

杣
山
か
ら
木
を
伐
り

出
す
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
ご
造
営
の
た

め
の
木
は
「
御
用
材
」
と
し
て
伊
勢
の
地
へ

運
び
込
ま
れ
、
そ
の
運
搬
が
行
事
化
さ
れ
た

の
が
「
お
木
曳
行
事
」
で
す
。
５
０
０
年
以

上
の
歴
史
が
あ
る
と
さ
れ
、
伊
勢
の
神
領
民

が
地
元
で
そ
れ
ぞ
れ
奉ほ

う
え
い
だ
ん

曳
団
を
つ
く
り
、
奉

曳
車
や
そ
り
に
御
用
材
を
載
せ
て
、
両
宮
に

引
き
入
れ
て
奉
仕
し
ま
す
。

　

老
若
男
女
、
各
世
代
が
大
勢
で
力
を
合

わ
せ
て
綱
を
曳
く
「
お
木
曳
行
事
」
は
、
無

形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
、
20
年
ご

と
の
伊
勢
の
ま
ち
の
節
目
で
あ
る
御
遷
宮
行

事
は
、
伊
勢
市
民
に
と
っ
て
大
き
な
よ
ろ
こ

び
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
連
携
を
深
め
、

日
本
文
化
に
も
触
れ
る
行
事
に
、
各
町
の
奉

曳
団
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

伊
勢
の
地
な
ら
で
は
の
大
切
な
伝
統
行

事
、
そ
し
て
神
領
民
と
し
て
の
誇
り
を
後
世

へ
と
つ
な
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

御樋代木奉曳式　外宮領陸曳・平成17年(2005)6月　
３台の奉曳車に積み込まれた御用材が、白いはっぴに身を包んだ町衆に曳かれ、神域を目指す。

ま
ち

　「
民
俗
行
事
の
継
承
と
伊
勢
の

祭
り
の
創
世
」。こ
の
目
的
を
も
っ

て
う
ま
れ
た
初
穂
曳
。「
20
年
に

一
度
で
は
次
の
世
代
に
伝
え
ら
れ

な
い
。
せ
め
て
見
る
だ
け
、
耳
に

す
る
だ
け
で
も
お
木
曳
が
ど
う
い

う
も
の
か
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
」
と
昭
和
47
年
に
第
一

回
目
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
伊
勢
神
宮
奉
仕
会
青
年
部
で

は
、
初
穂
曳
に
よ
り
奉
納
す
る
お

米
を
、
初
穂
曳
関
係
団
体
の
皆
様

と
と
も
に
田
植
え
か
ら
稲
刈
り
ま

で
を
行
い
、
育
ん
で
い
ま
す
。

伊
勢
御
遷
宮
委
員
会
で
は
、
こ
の
伝
統
行

事
を
継
承
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
皆
様

に
そ
の
大
切
さ
を
お
伝
え
す
る
た
め
に
、

今
年
度
よ
り「
令
和
の
お
木
曳
」を
テ
ー
マ

に
広
報
紙
を
発
行
し
て
い
き
ま
す
。

伊
勢
の
ま
ち
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
と
な
る
神
宮
式
年
遷
宮
。

社
殿
を
建
て
替
え
、
神
様
に
瑞み

ず
み
ず々

し
く
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う

常と
こ
わ
か若

の
精
神
は
、
私
た
ち
伊
勢
の
神
領
民
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
出
発
直
前
ま
で
降
っ
た
雨
が
ウ
ソ
の
よ
う
…
…
。
２

台
の
奉
曳
車
が
町
を
進
む
頃
に
は
、
澄
み
渡
る
青
空
。

奉
曳
車
に
は
、
お
木
曳
・
お
白
石
持
の
荷
締
め
技
術
も

伝
承
す
る
意
義
も
あ
り
、
お
木
、
樽
を
積
み
、
た
わ
わ

に
実
っ
た
お
初
穂
が
飾
ら
れ
ま
し
た
。
曳
き
手
は
伊
勢

の
町
衆
や
次
世
代
を
担
う
皇
學
館
大
学
生
、
そ
れ
に
伊

勢
の
子
ど
も
た
ち
。
木
遣
り
唄
が
秋
空
に
響
く
中
、
外

宮
ま
で
の
一
キ
ロ
あ
ま
り
の
道
の
り
を
練
り
歩
き
、
お

初
穂
や
お
米
を
手
に
し
て
外
宮
へ
奉
納
、
収
穫
へ
の
感

謝
を
こ
め
て
参
拝
し
ま
し
た
。
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お
木
曳
行
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準
備

※
準
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委
員
会
設
置

　 

令
和
6
年
2
月
11
日

行
事
予
定

年
度
（
西
暦
）

神
宮
の
御
遷
宮

諸
　
祭

浜
参
宮 

試
し
曳
等

山
口
祭
～

御み

樋ひ

代し
ろ

木ぎ

奉
曳
式

木こ
づ
く
り
は
じ
め
さ
い

造
始
祭

鎮ち
ん
ち
さ
い

地
祭

宇
治
橋

渡
始
式

立り
っ
ち
ゅ
う
さ
い

柱
祭
、

上じ
ょ
う
と
う
さ
い

棟
祭
な
ど

【
遷
宮
年
】

 

遷せ
ん

　
御ぎ

ょ

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

※
奉
曳
本
部
等
結
成

　 

令
和
7
年
2
月
11
日

※
一
連
の
行
事
開
催
年
は
前
例
を
も
と
に
し
た
予
定
で
す
。

　
４
年
ぶ
り
に
五
十
鈴
川
に
歓
声
が
響
き
ま
し
た
。
初

穂
船
が
五
十
鈴
川
を
さ
か
の
ぼ
る
川
曳
は
、
５
つ
の
地

区
が
持
ち
回
り
で
行
い
、
今
年
は
大
湊
奉
献
団
が
担
当
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
令
和
２
年
か
ら
お
初
穂
の
奉
納
の
み

と
な
っ
て
い
た
た
め
、
前
年
の
奉
曳
を
参
考
と
で
き
ず

に
本
番
を
迎
え
ま
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
も
大
勢
参
加

し
、
木
遣
り
唄
を
披
露
。
元
気
に
出
発
。「
エ
ン
ヤ
」の

掛
け
声
に
合
わ
せ
、
綱
を
手
に
時
折
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
、

1.2
キ
ロ
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
川
を
進
み
、
無
事
内
宮
へ

奉
納
し
ま
し
た
。

外宮領  陸
お か

曳
び き

内宮領  川
か わ

曳
び き

　
外
宮
の
参
道
を
進
み
、
正
宮
の
手
前
に
広

大
な
敷
地
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
平
成
25
年

10
月
ま
で
正
宮
が
鎮
座
し
て
い
た
場
所
で
、

現
在
は
「
古こ

で
ん
ち

殿
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
内
宮
・
外
宮
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
東
と
西
に

同
じ
広
さ
の
敷
地
が
あ
り
、
20
年
ご
と
交
互

に
社
殿
が
造
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
次

の
御
遷
宮
の
諸
祭
が
始
ま
る
と
、「
古
殿
地
」

は
「
新し
ん
み
し
き
ち

御
敷
地
」
と
い
う
呼
び
名
に
。
ま
た

正
宮
が
鎮
ま
る
光
景
が
、
20
年
ご
と
に
繰
り

返
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
期
式
年
遷
宮
で
新
た
な

ご
正
宮
が
輝
く
神
聖
な
場
所

伊
勢
の						

　
　こ
れ
か
らの
遷
宮
年
表

新穀に感謝を込め、奉曳車・初穂船で稲穂を運び、 

令和5年10月15日には800人が外宮へ、10月16日にも800人が内宮へ

それぞれ奉納。4年ぶりに通常の規模で行われました。

伊
勢
に
暮
ら
す
私
た
ち
の

20
年
に
一
度
の
よ
ろ
こ
び

令和のお木曳 創刊号

伊勢御遷宮委員会
伊勢市岩渕 1丁目7-17

（伊勢商工会議所 5 階）
TEL 0596 -25 -5215
　　jimukyoku@ise-gosengu.com

第52回

 お木曳行事の広報紙

【はつほびき】


