
伊勢のお白石持
平成27年1月20日発行　第12号

外
宮
別
宮

「
月
夜
見
宮
」

　
　
　
　
　（
伊
勢
市
宮
後
）

　

伊
勢
市
駅
前
か
ら
５
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
距
離
に
あ
る
月
夜
見
宮
。地
元
で
は

「
つ
き
よ
み
さ
ん
」と
呼
ば
れ
、親
し
ま
れ

て
い
る
お
宮
で
す
。

　

県
道
沿
い
で
街
の
中
心
地
、鳥
居
前
に

は
厚
生
小
学
校
が
あ
り
、子
ど
も
た
ち

の
賑
や
か
な
声
が
聴
こ
え
て
き
ま
す
。し

か
し
鳥
居
を
く
ぐ
り
、神
域
に
入
る
と
、

月
夜
見
宮
は
、外
宮
の
ご
近
所
に
あ
る
別
宮
で
す
。

農
業
に
は
と
て
も
大
事
な
月（
旧
暦
）の
神
様
。

食
を
司
る
外
宮
の
豊
受
大
神
と
密
接
な
関
係
で
す
。

し
って
お
き
た
い
神
宮・別
宮
の
こ
と

外
宮
か
ら
まっ
す
ぐ「
月
夜
見
宮
」

      別宮のお白石持　日程

杜
の
間
か
ら
太
陽
の
光
が
差
し
込
み
、街

の
中
の
お
宮
と
は
思
え
な
い
、清
々
し
さ

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。外
宮
か
ら
近
い
こ
と

も
あ
り
、近
年
、遠
方
か
ら
の
参
拝
者
も

増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

外
宮
か
ら
は
、ほ
ぼ一直
線
、徒
歩
で
５

分
ほ
ど
。お
社
に
は
、月
夜
見
尊（
つ
き
よ
み

の
み
こ
と
）と
月
夜
見
尊
荒
御
魂（
つ
き
よ

み
の
み
こ
と
の
あ
ら
み
た
ま
）が一つ
の
社
殿

に
、合
わ
せ
て
お
ま
つ
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
域
内
は
お
社
を
ぐ
る
り
と
囲
む
よ
う

に
大
き
な
木
々
が
お
い
茂
り
、さ
ら
に
そ

の
周
り
は
、お
堀
に
囲
ま
れ
て
守
ら
れ
て

い
ま
す
。

お白石持行事   遷 御　

月夜見宮
平成27年
2月22日（日）
実施奉献団／宮後

平成27年
2月28日（土）

※「遷御」は、神様が新宮へお遷りされる儀が執り行われる日です。その前後日に
　遷宮の諸祭が行われます。参拝停止となる場合がありますのでご留意ください。

　
ご
祭
神
の
月
夜
見
尊
は
、天
照
大
御
神

の
弟
神
。中
村
町
に
あ
る
内
宮
別
宮
の
月

読
宮
と
お
な
じ
神
さ
ま
で
す
が
、外
宮
の

別
宮
で
は「
月
夜
見
」の
文
字
が
用
い
ら
れ

て
ま
す
。天
照
大
御
神
に
次
ぐ
ご
神
徳
が

あ
り
、そ
の
名
の
通
り
、月
の
出
る「
夜
」

を
治
め
る
神
様
で
す
。

　

外
宮
の
神
さ
ま
は
豊
受
大
御
神（
と
よ

う
け
の
お
お
み
か
み
）。天
照
大
御
神
の
食

を
司
る
神
と
し
て
こ
の
地
に
祀
ら
れ
、農

業
神
と
し
て
も
代
表
的
な
神
さ
ま
で
す
。

農
業
は
、月
の
暦（
太
陰
暦
）に
そ
って
行

う
も
の
、つ
き
よ
み
さ
ん
と
外
宮
さ
ん
と
の

関
係
は
深
い
よ
う
で
す
。

　

外
宮
の
北
御
門（
き
た
み
か
ど
）か
ら
月

夜
見
宮
ま
で
の
、ま
っ
す
ぐ
な
道
は「
神
が
通

る
道
」と
さ
れ
、「
神
路
通
り（
か
み
じ
ど
お

り
）」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。こ
ち
ら
に
は
、月

夜
見
尊
が
、夜
な
夜
な
外
宮
の
豊
受
大
神
の

別宮
お白石持行事

開催日程　※雨天決行

●奉献参加について
神域内への奉献の際は、団の指示に従い、服装を整え、静粛にご奉献ください。
お白石奉献は、実施される奉献団以外の一般の方は参加できません。
ぜひ沿道にてご観覧ください。

と
こ
ろ
へ
通
う
、神
さ
ま
の
通
い
道
で
あ
っ
た
、

と
い
う
神
話
が
残って
い
ま
す
。

　

そ
の
伝
説
で
は
、月
夜
見
宮
の
入
口
正
面

の
石
垣
の
石
の
ひ
と
つ
が
、夜
に
な
る
と
白
馬

に
変
身
し
て
、入
口
で
神
さ
ま
を
待
ち
、そ
し

て
、月
夜
見
尊
を
乗
せ
た
馬
が
神
路
通
り

を
外
宮
へ
と
通
り
ま
す
。そ
の
馬
に
ぶ
つ
か
ら

な
い
よ
う
に
、こ
こ
を
歩
く
人
は
夜
は
で
き
る

だ
け
こ
の
路
を
通
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、ど
う

し
て
も
用
が
あ
る
時
は
、道
の
端
を
通
る
よ

う
に
気
を
付
け
て
い
た
、と
語
り
継
が
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
通
り
に
は
、今
も
歴
史
を
感
じ
る
風

情
の
あ
る
町
並
み
を
残
そ
う
と
案
内
板
や
や

道
路
舗
装
な
ど
が
工
夫
さ
れ
、地
域
の
皆
さ

ん
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

月
夜
見
宮
ご
参
拝
の
機
会
に
は
、ぜ
ひ
歩
い
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
道
以
外
で
も
参
道
の
中
央
は
神
様
が

通
る
神
聖
な
と
こ
ろ
、と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

宮後町奉献団「お白石持行事」外宮奉曳のようす（平成 25年）

外
宮
か
ら
参
道
つ
な
が
る
別
宮

神
路
通
り
に
伝
わ
る
神
話

月夜見宮


