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「
吾あ

が
児み
こ

、
こ
の
宝
た
か
ら
の
か
が
み

鏡
を
視み

ま
さ
む
こ
と
、

吾あ
れ

を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
と
も
に
床
を
同

じ
く
し
殿
お
ほ
と
のを

共
に
し
て
斎
い
は
ひ
の
か
が
み

鏡
と
為
す
べ
し
」

八や

た咫
鏡
を
お
祭
り
す
る
神
宮
の
起
源
は
、
遙
か

神
話
に
遡
り
ま
す
。
天
照
大
御
神
が
そ
の
子
孫

に
宝
鏡
の
お
祭
り
を
命
じ
た
神
勅
に
遵し
た
がい
、
御

歴
代
の
天
皇
は
皇
居
内
で
そ
れ
を
お
祭
り
申
し

上
げ
ま
し
た
。

　
「
こ
の
神
風
の
伊
勢
の
国
は
、
す
な
は
ち
常と
こ

世よ

の
浪
の
重し
き
な
み浪
帰よ

す
る
国
な
り
。
傍か
た
く
に国
の
う
ま

し
国
な
り
。
こ
の
国
に
居を

ら
ん
と
お
も
ふ
」

さ
ら
な
る
神
勅
に
よ
り
天
照
大
御
神
は
伊
勢
に

永
く
お
祭
り
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
天
照
大
御

神
と
御
歴
代
天
皇
と
が
こ
の
国
を
守
り
栄
え
さ

せ
る
た
め
の
お
祭
り
が
こ
こ
に
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。

御
師
の
誕
生

　

私
幣
禁
断
。
天
照
大
御
神
と
天
皇
と
が
神
勅

に
基
づ
く
祈
り
で
繋
が
る
神
宮
で
す
か
ら
、
そ

こ
に
他
者
の
祈
り
が
入
り
込
む
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
尊
い
御
神
威
を

仰
ぎ
た
い
国
民
の
心
情
は
止
み
が
た
く
、
そ
れ

を
受
け
て
祈
り
を
執
り
持
っ
た
の
が
伊
勢
の
御

師
と
呼
ば
れ
る
神
主
た
ち
で
し
た
。

神
宮
と
国
民
と
の
懸
け
橋
と
し
て
活
動
し
た

伊
勢
の
御
師
が
廃
絶
し
て
百
五
十
年
。

し
か
し
そ
の
心
は
今
日
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

天照大御神の神勅によって天皇の祭祀が継承される皇大神宮。

特
集
お　
ん　
し
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御
師
の
誕
生
は
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
。

そ
の
後
、
戦
乱
の
世
を
掻
い
潜
り
な
が
ら
活
動

を
全
国
に
展
開
。
世
の
安
定
を
得
た
江
戸
時
代

に
は
全
国
の
国
民
を
神
宮
へ
と
誘
い
、
伊
勢
を

日
本
一
の
信
仰
と
観
光
の
聖
地
と
し
て
確
立
さ

せ
ま
し
た
。

御
師
が
展
開
し
た
主
要
な
活
動

①
神
宮
神
徳
の
宣
揚
普
及

　

伊
勢
か
ら
遠
く
離
れ
た
津
々
浦
々
に
ま
で
神

宮
の
尊
さ
を
伝
え
信
仰
心
を
定
着
さ
せ
て
い
き

ま
し
た
。

②
国
民
の
祈
願
に
応
じ
た
祈
祷

　

御
師
の
自
宅
に
祈
祷
所
を
設
け
て
豪
華
な
神

楽
を
伴
う
祈
祷
を
行
い
人
々
の
願
い
を
大
御
神

に
伝
え
ま
し
た
。

③
御
祓
大
麻
の
授
与

　

祈
祷
（
御
祓
）
を
凝
ら
し
た
神
札
（
大
麻
）

を
頒わ
か

ち
全
国
の
人
々
が
日
常
身
近
に
神
宮
の
神

徳
を
仰
げ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

④
伊
勢
暦
の
授
与

　

農
耕
や
漁
業
の
必
需
品
で
あ
る
精
確
な
暦
を

頒
ち
人
々
の
生
活
に
安
定
と
安
心
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。

⑤
伊
勢
産
物
の
贈
答

　

大
御
神
が
「
う
ま
し
国
」
と
認
め
た
伊
勢
の

風
土
の
魅
力
を
土
産
物
と
し
て
全
国
の
人
々
へ

伝
え
ま
し
た
。

⑥
参
宮
者
の
宿
泊
接
遇

　

全
国
か
ら
の
参
宮
者
を
自
宅
に
宿
泊
さ
せ
て

旅
の
疲
れ
を
癒
す
と
と
も
に
山
海
の
美
味
珍
味

で
も
て
な
し
ま
し
た
。

⑦
参
宮
の
案
内

伊勢では御師が豪華な神楽を伴う御祈祷で参宮者の祈りを大御神に伝えました。（伊勢大大御神楽之図）〈神宮徴古館蔵〉
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神
宮
を
熟
知
し
た
御
師
な
ら
で
は
の
丁
寧
で

適
確
な
案
内
に
よ
っ
て
参
拝
の
行
程
を
充
実
し

た
も
の
と
し
ま
し
た
。

御
師
の
終
焉

　

こ
の
よ
う
な
活
動
の
展
開
に
よ
っ
て
江
戸
時

代
後
期
に
は
全
国
の
約
九
割
に
も
及
ぶ
家
々
に

伊
勢
の
御
祓
大
麻
が
祭
ら
れ
、
度
々
起
こ
っ
た

御
蔭
参
り
や
抜
け
参
り
と
い
っ
た
爆
発
的
な
参

宮
の
大
波
も
御
師
の
活
動
が
あ
れ
ば
こ
そ
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
日
本
の

社
会
は
大
き
な
改
新
を
遂
げ
ま
す
。
そ
の
断
行

の
た
め
に
は
旧
来
の
制
度
を
一
旦
断
絶
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
宮
の
制
度
も
ま
た
大

改
革
を
強
い
ら
れ
ま
す
。
神
宮
祭
主
か
ら
末
端

の
神
主
に
至
る
ま
で
神
宮
の
奉
仕
者
は
そ
の
世

襲
を
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
国
家
の
官
吏
と
し
て

の
神
官
が
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
永
く
続
い
た
伊
勢
の
御
師
も
歴

史
か
ら
消
え
去
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
明
治

四
年
、
今
か
ら
一
五
〇
年
前
の
事
で
す
。

御
師
の
継
承

　

日
本
の
国
家
制
度
を
一
新
し
、「
神
社
の
儀

は
国
家
の
宗
祀
に
て
一
人
一
家
の
私
有
に
す
べ

き
に
非
ざ
る
は
勿
論
の
事
に
候
」
と
発
令
し
た

政
府
に
と
っ
て
御
師
の
廃
止
は
当
然
の
事
で
し

た
が
、
そ
れ
ま
で
御
師
の
恩
恵
に
浴
し
て
き
た

多
く
の
国
民
は
困
惑
し
ま
す
。鎌
倉
時
代
以
来
、

信
仰
の
拠
り
所
と
し
て
き
た
御
師
の
大
麻
や
祈

祷
な
ど
は
も
う
受
け
ら
れ
な
く
な
る
の
か
と
い

う
不
安
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
多
く
の
国
民
の
信
仰
上
の
要
望

を
受
け
、
新
体
制
と
な
っ
た
神
宮
が
域
内
に
祈

祷
所
を
設
け
て
祈
祷
を
行
い
、
大
麻
の
授
与
も

継
続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
祈
祷
所

が
現
在
の
神
楽
殿
と
な
り
、
御
祓
大
麻
は
授
与

大
麻
と
い
う
新
た
な
体
裁
の
大
麻
と
し
て
今
日

も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
御
師
の
御
祓
大
麻
は
、

明
治
の
御
改
正
で
そ
の
名
称
や
体
裁
は
変
わ
り

ま
し
た
が
、
参
拝
に
際
し
て
の
祈
願
に
応
じ
て

神
徳
を
得
る
た
め
の
大
麻
と
い
う
趣
旨
・
性
格

は
御
師
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
新
た
な
授
与
大
麻

に
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
授
与
大
麻
の
正
式
名
称

に
「
角
祓
」「
剣
祓
」「
守
祓
」
な
ど
「
祓
」
の

大規模なお伊勢まいりを支えたのも
御師の活動でした。（お蔭参扇面）
〈神宮徴古館蔵〉

伊勢の御師が御祈祷によって奉製した御祓大麻。
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名
を
負
う
の
は
前
時
代
に「
千
度
御
祓
」「
剣
祓
」

「
守
祓
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
た
御
祓
大
麻
の

趣
旨
・
性
格
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

御
師
の
活
動
は
先
に
ご
紹
介
し
た
よ
う
に

様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
の
①
神
宮
神
徳
の
宣
揚
普
及
、
②

国
民
の
祈
願
に
応
じ
た
祈
祷
、
③
御
祓
大
麻
の

授
与
、
④
伊
勢
暦
の
授
与
、
に
つ
い
て
は
明
治

以
降
の
神
宮
に
よ
っ
て
直
接
行
わ
れ
る
事
と
な

り
ま
し
た
が
、
残
る
⑤
伊
勢
産
物
の
贈
答
、
⑥

参
宮
者
の
宿
泊
接
遇
、
⑦
参
宮
の
案
内
、
に
つ

い
て
は
神
宮
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

一
般
観
光
地
同
様
に
地
元
の
事
業
者
に
委
ね
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
の
役
割

　

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
の
始
ま
り
は
昭
和
二
十
八

年
と
い
う
新
し
い
も
の
で
す
が
、
そ
の
設
立
以

来
、
①
神
宮
神
徳
の
宣
揚
普
及
を
促
進
す
る
と

と
も
に
、
⑤
伊
勢
産
物
の
贈
答
、
⑥
参
宮
者
の

宿
泊
接
遇
、
⑦
参
宮
の
案
内
、
と
い
っ
た
御
師

が
展
開
し
た
お
も
て
な
し
の
営
み
を
真
心
こ
め

て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
で
第
一
〇
〇
号
と
な
り
ま
し
た
こ
の

『
み
も
す
そ
』
が
そ
の
一
端
を
お
伝
え
し
、
多

く
の
皆
様
の
神
宮
へ
の
崇
敬
の
懸
け
橋
と
な
れ

る
よ
う
、
今
後
も
精
進
し
て
参
り
ま
す
。

御師が参宮者に提供した御祈祷や大麻・暦などを取り扱う神楽殿（内宮）。

神宮の神徳を宣揚普及し、国民を
伊勢へとつなぐ伊勢神宮崇敬会。

参宮者に宿泊や食事、伊勢の産物などを提供する神宮会館。

会員制度について
　平素は本会の活動に対し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、令和4年4月1日より会員皆様のお気持ちをより強固なものにするべく、
会員制度の変更をいたします。内容等につきましては下記をご参照ください。
詳しくは次号・ホームページ等で順次ご案内申し上げます。
　今後とも更なるお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

○変更内容
　個人会員（名称変更）　※待遇は変更ありません
　【現行】　　　　【令和4年4月1日～】
　・正会員　　→　　賛助会員
　・会　員　　→　　正会員
　・準会員　　→　　会　員
　維持会員　※待遇詳細は順次ご案内いたします
　【現行】　　　　　　　　　　【令和4年4月1日～】
 　・1口　10万円（団体・個人）　1口　10万円（団体）／5万円（個人）


