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1. 次の設問に答えなさい。 

 

(1) 次の文献が書かれた時期が古い順に正しく並んでいるのはどれですか。 

   (イ) 古語拾遺―古事記―日本書紀―延喜式 

   (ロ) 古事記―日本書紀―古語拾遺―延喜式 

   (ハ) 延喜式―古事記―日本書紀―古語拾遺 

   (ニ) 日本書紀―古事記―古語拾遺―延喜式 

 

(2) 平安時代初期に作成された「皇太神宮儀式帳」と「止由気宮儀式帳」の説明とし

て正しくないものはどれですか。 

   (イ) 2 つを総称して「延暦儀式帳」と呼ばれている。 

   (ロ) 作成を命じたのは桓武天皇である。 

   (ハ) 古代祭祀の詳細な記録であり、重要な文書である。 

   (ニ) 作成された時点では仏教用語を言い換える忌詞は書かれていない。 

  

 

2. 次の文章の( )の中に入る適語を各語群より選び、記号で答えなさい。 

 古代、歴代天皇は天照大神の神勅に従い神鏡と天皇が「床を同じく、殿を共に」さ

れていたが、第 10 代の( 3 )の御代に( 4 )が発生し民の大半を失ってしまった。 

 同床共殿では畏れ多いという( 5 )の発想によって神鏡を笠縫邑へ遷すことになった。 

 

(3) (イ) 崇神天皇      (ロ) 垂仁天皇 

   (ハ) 景行天皇     (ニ) 天武天皇 

 

(4)  (イ) 津波   (ロ) 地震   (ハ) 疫病   (ニ)噴火 

 

(5)  (イ) 隔離分祀    (ロ) 神体分離 

(ハ) 神鏡僊行    (ニ) 神人分離 
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3. 次の設問に答えなさい。 

 

(6) 草薙剣を日本武尊に授けたのは誰ですか。 

     (イ) 櫛名田比売    (ロ) 豊玉毘売    

    (ハ) 豊鍬入姫命    (ニ) 倭姫命 

 

(7) 内宮御手洗場の整備に寄進をされた桂昌院は誰の生母ですか。 

    (イ) 徳川家光   (ロ) 徳川家綱   (ハ) 徳川綱吉   (ニ) 徳川家宣 

 

(8) おかげ参りは江戸時代に盛んに行われた記録が有りますが、宝永 2 年(1705)には

50 日間で 362 万人が参拝したと記録されています。このことを記した書物は以

下の内どれですか。 

     (イ) 吾妻鏡           (ロ) 神都名勝誌   

   (ハ) 参宮名所図会     (ニ) 玉勝間 

 

(9) 現在、神宮は宗教法人となっており、神社本庁が中心となって護持され、同庁の

本宗という立場ですがこのような形式になった時期はいつからですか。 

     (イ)  昭和 21 年  (ロ) 明治 4 年  (ハ) 平成元年  (ニ) 昭和 16 年 

 

 

4. 次の文章の( )に入る適語を各語群より選び、記号で答えなさい。 

 

内宮の正宮正殿には天照大神が祀られていますが、相殿神として東に( 10 )、西に

( 11 )の 2 座が同殿に祀られています。外宮の正宮正殿には豊受大神を祀り、相殿神と

して御伴神を東に( 12 )、西に( 13 )が祀られています。東宝殿西宝殿の位置は内宮は

正殿の( 14 )、外宮は正殿の( 15 )となっています。また( 16 )は外宮では正宮御垣内の

( 17 )にありますが内宮では正宮御垣外( 18 )の北側にあります。 

 

(10)  (イ) 万幡豊秋津姫命    (ロ) 天児屋命 

 (ハ) 天手力男神      (ニ) 太玉命  
 

(11)  (イ) 万幡豊秋津姫命    (ロ) 天児屋命 

 (ハ) 天手力男神      (ニ) 太玉命 

 

(12)  (イ) 1 座   (ロ) 2 座   (ハ) 3 座   (ニ) 4 座 

 

(13)  (イ) 1 座   (ロ) 2 座   (ハ) 3 座   (ニ) 4 座 
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(14)  (イ) 北側   (ロ) 南側   (ハ) 東側   (ニ) 西側 

 

(15)  (イ) 北側   (ロ) 南側   (ハ) 東側   (ニ) 西側 

 

(16)  (イ) 四丈殿   (ロ) 御饌殿   (ハ) 興玉神   (ニ) 外幣殿  
 

(17)  (イ) 西   (ロ) 北東   (ハ) 南西   (ニ) 北西    
 

(18)  (イ) 風日祈宮  (ロ) 御酒殿  (ハ) 五丈殿  (ニ) 御稲御倉   
 

 

5. 次の設問に答えなさい。 

 

(19) 正宮の中重鳥居の近くにある、玉砂利が敷かれ石で囲われた所を何と言いますか。 

   (イ) 祓着座   (ロ) 石壺   (ハ) 清石坐   (ニ) 勅使処 

 

(20) 皇大神宮の宇治橋から正宮に向かうとき、それぞれの施設が正しい順番で表わさ

れているのはどれですか。 

    (イ) 二ノ鳥居・御饌殿・神楽殿・忌火屋殿・五丈殿・正宮 

    (ロ) 御手洗場・二ノ鳥居・五丈殿・神楽殿・忌火屋殿・御贄調舎 

    (ハ) 神楽殿・四至神・五丈殿・御贄調舎・忌火屋殿・正宮 

    (ニ) 火除橋・手水舎・一ノ鳥居・祓所・御手洗場・二ノ鳥居 

 

(21)  江戸時代の暦についての説明で正しくないのはどれですか。 

    (イ) 暦屋は全国に 40 数軒しかなく、伊勢暦は貴重品であった。 

    (ロ) 江戸暦と伊勢暦が大きなシェアを持っていた。 

    (ハ) 伊勢暦には農事の事は記載されていなかった。 

    (ニ) 御師が御祓大麻を配布する際、土産に伊勢暦を持参した。 

 

(22) 大正天皇が皇太子のときに、お手植えされた松の木の説明で正しいのはどれですか。 

    (イ) 内宮、外宮、徴古館の 3 か所に植えられている。 

    (ロ) 内宮と外宮に植えられている。 

    (ハ) 内宮と神宮農業館に植えられている。 

    (ニ) 植えられているのは内宮神苑だけである。 
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(23) 宇治橋は約 100m の⾧さがあり、純日本風の反り橋となっています。この「反り」

は橋中央と両端でどれ位の差がありますか。 

   (イ) 約 0.8m      (ロ) 約 1.4m 

   (ハ) 約 1.8m      (ニ) 約 2.2m 

 

(24) 神社本庁傘下の全国の神社がそれぞれの氏子に頒布している神札を何と言いますか。 

 (イ) 授与大麻  (ロ) 御饌大麻  (ハ) 神宮大麻  (ニ) 御祓大麻 

 

(25) 授与品の御神号軸(掛け軸)に関して以下の説明で正しくないものはどれですか。 

   (イ) 捺されている内宮の神璽には雲形の模様がある。 

   (ロ) 捺されている外宮の神璽には稲穂の模様がある。 

   (ハ) 神璽は神宮外で市販されている掛け軸にも神宮の許可を得て捺されている。 

   (ニ) 神宮の神号軸は最上の吉例とされ、正月などに祀る家が多い。 

        

(26) 神宮の神馬はどこで育てられた馬ですか。 

    (イ) 神宮神馬休養所     (ロ) 神馬献進会 

   (ハ) 神宮崇敬会        (ニ) 宮内庁御料牧場 

 

(27) 神宮で使われる榊に関して以下の説明で正しくないのはどれですか。 

   (イ) 真榊は落葉せず生命力が強いことから「栄える木」が語源ともいわれる。 

   (ロ) 神宮で年間に使用される本数は約 2 万本である。 

   (ハ) 八重榊は内宮のみにあり、外宮にはない。 

   (ニ) 榊にはいろいろな種類があるが全国の神社本庁傘下の神社では神宮と同じ

真榊が使われている。 
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6. 神宮神田に関する次の文章で( )に入る適語を各語群より選び、記号で答えなさい。 
 

神田における祭儀には春から冬に向かって順に( 28 )、神田御田植始、( 29 )が行われる。 

( 28 )は先ず神田を耕すのに必要な( 30 )の柄を山から採る儀式をおこなった後、苗代(ナ

ワシロ)に籾種を播く。神田御田植始は神事の後、神職より( 31 )に早苗が授けられ( 31 )

は作丁を引連れて苗を植え始める。その後、近郷の男女の奉仕により田植えが行われ、

田植が終わると( 32 )を持った 2 名が神田に入り( 32 )を合わせて神田の中を 3 回巡り御

田植式が終了する。その後( 33 )と称して奉仕員が神田近くにある内宮摂社・( 34 )に踊込

んで「ほこり」という踊りを踊り「船漕」・「とうまい」と言う所作を行う。 

 

(28) (イ) 神田種蒔祭    (ロ) 神田下種祭 

   (ハ) 神田耕作祭    (ニ) 神田灌漑始祭 

 

(29) (イ) 刈取祭   (ロ) 収穫祭   (ハ) 穂収祭   (ニ) 抜穂祭 

 

(30) (イ) 神刀     (ロ) 忌
いみ

鍬
くわ

     (ハ) 御鎌     (ニ) 忌縄  
 

(31) (イ) 工⾧     (ロ) 師⾧     (ハ) 作⾧     (ニ)匠⾧ 

 

(32) (イ) 大団扇   (ロ) 大網     (ハ) 大竹竿   (ニ) 大袋 

 

(33) (イ) 植上げ   (ロ) 植祝   (ハ) 祝入
ほぎいり

     (ニ) 穂入 

 

(34) (イ) 大土御祖神社      (ロ) 国津御祖神社 

 (ハ) 宇治乃奴⿁神社     (ニ) 葦立弖神社 
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7. 神宮の塩についての次の設問に答えなさい。 

 

(35) 神宮では神事に欠かせない御塩が古式のままに造られていますが、通常、神宮で

年間に使用される塩の量はどれですか。 

   (イ) 約 80kg     (ロ) 約 120kg 

   (ハ) 約 160kg     (ニ) 約 190kg 
 

(36) 神宮の製塩は次のうちどれに該当しますか。 

   (イ) 入浜式塩田法     (ロ) 揚浜式塩田法 

   (ハ) 枝条架流式塩田法   (ニ) 藻塩焼き法 

 

(37) 御塩浜で採鹹
さいかん

(濃い塩水を採ること)作業ではどの程度の濃さの塩水を採取しま

すか。 

   (イ) 約 10％   (ロ) 約 20％   (ハ) 約 30％   (ニ) 約 40％ 

 

 

8. 次の設問に答えなさい。 

 

(38) 現在、御神酒を造っているところはどこですか。 

   (イ) 斎館    (ロ) 饗膳所   (ハ) 御酒殿   (ニ) 忌火屋殿 

 

 

9. 次の文章の( )の中に入る適語を各語群より選び、記号で答えなさい。 

 

豊受大神は天照大神の( 39 )であり、外宮では毎日朝夕の 2 度、日別朝夕大御饌祭が

続けられている。これを( 40 )とも言う。この御祭の奉仕員の数は( 41 )である。 

 

(39) (イ) 相伴神   (ロ) 御饌都神   (ハ) 随伴神   (ニ) 守護神  
 

(40) (イ) 日常御饌   (ロ) 日毎大御饌   (ハ) 常典御饌   (ニ) 通常御饌 

 

(41) (イ) 権禰宜 1 名、宮掌 2 名、出仕 2 名の合計 5 名 

 (ロ) 禰宜 1 名、権禰宜 1 名、宮掌 1 名、出仕 2 名の合計 5 名 

 (ハ) 朝は権禰宜 1 名、宮掌 2 名、出仕 2 名の合計 5 名 夕は宮掌 1 名に減員 

 (ニ) 権禰宜 1 名、宮掌 1 名、出仕 2 名の合計 4 名 
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10. 次の設問に答えなさい。 

 

(42) 日別朝夕大御饌祭の説明文で正しくないものはどれですか。 

   (イ) 調理に使用される忌火は朝夕の 1 日 2 度火鑚具で鑚り出される。 

   (ロ) 供えられる御饌は御飯・魚・海草・野菜・果物・鰹節・塩・水・酒である。 

   (ハ) 奉仕する神職は前日から斎館に泊まり潔斎する。 

   (ニ) 忌火屋殿から御饌殿に向かう際、御饌殿の御鑰
み か ぎ

も運ばれる。 

 

(43) 摂社・末社の説明で正しいのはどれですか。 

   (イ) 明和町に神宮所属の 125 社は祀られていない。 

   (ロ) 度会町には 2 社の摂社がある。 

   (ハ) 鳥羽市には内宮の末社がある。 

   (ニ) 神麻続機殿神社では絹の反物が織られる。 
 

(44) 内宮の第一摂社はどこですか。 

   (イ) 田乃家神社     (ロ) 宇治山田神社    

   (ハ) 朝熊神社      (ニ) 堅田神社  
 

(45) 外宮の第一摂社はどこですか。 

   (イ) 草奈伎神社     (ロ) 田上大水神社    

   (ハ) 大河内神社     (ニ) 河原神社 

 

(46) 祭神は「まなご」さんとよばれている土地の神で、急流の瀬に渡りあぐねていた

倭姫命を助けたことから命が社を定めたと伝えられている神社はどこですか。 

   (イ) 久具都比売神社   (ロ) 多岐原神社    

   (ハ) 園相神社      (ニ) 川原神社 

 

(47) 毎年 6 月に「ゆかた祭」と呼ばれる例祭が行われ、杉の小枝が授与される神社は

どこですか。 

   (イ) 赤崎神社      (ロ) 宇須乃野神社    

   (ハ) 志等美神社     (ニ) 清野井庭神社 

 

(48) 内宮で雨天の祓所や摂社・末社の遙祀、遷宮諸祭の饗膳の場となるのはどこです

か。 

   (イ) 御饌殿   (ロ) 五丈殿   (ハ) 四丈殿   (ニ) 神楽殿 
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(49) 五十鈴川は倭姫命伝承から別の名称でも呼ばれています。それはどれですか。 

   (イ) 神領川             (ロ) 潔斎川    

   (ハ) 御裳濯
み も す そ

川           (ニ) 御祓川 

 

(50) 次の神社で社殿のある神社はどれですか。 

   (イ) 屋乃波比伎神   (ロ) 加努弥神社    

   (ハ) 宮比神      (ニ) 津⾧神社 

 

(51) 神宮の祭を 1 月から 12 月までの順に並べると、正しいのはどれですか。 

   (イ) 元始祭・神御衣祭・天⾧祭   (ロ) 神武天皇祭遙拝・祈年祭・神嘗祭 

   (ハ) 建国記念祭・天⾧祭・月次祭  (ニ) 御塩殿祭・御園祭・新嘗祭 

 

(52) 神嘗祭と月次祭は祭儀の内容はほぼ同じですが、説明で正しいのはどれですか。 

   (イ) 月次祭の時、内宮の神事は外宮より 1 日前に行う。 

   (ロ) 神嘗祭だけ興玉神祭、御卜を行う。 

   (ハ) 月次祭では正殿の御扉は開かれず、東宝殿が開かれる。 

   (ニ) 神宮祭主が奉仕されるのは神嘗祭だけである。 

 

(53) 「としごいのまつり」とも呼ばれるのは、どの祭典ですか。 

   (イ) 神嘗祭   (ロ) 大嘗祭   (ハ) 春の神楽祭   (ニ) 祈年祭 

 

(54) 祝詞についての説明で正しくないのはどれですか。 

   (イ) 神前に申し上げる詞を祝詞という。 

   (ロ) 神を称え、祭りをおこなう趣旨を述べ、祈願の詞を述べる。 

   (ハ) 祝詞は古文体で作られ、奉書紙に漢字と平仮名で記される。 

   (ニ) 祝詞を奉上するのは宮司など上席の神職で、微音で奉上する。 

 

(55) 神宮のお酒についての説明で正しくないのはどれですか。 

   (イ) 神宮は酒類の製造免許を持ち、税務署に届け出ている。 

   (ロ) 白酒、黒酒、醴酒は神職が祭典の度に神社で酒造りをする。 

   (ハ) 醸造方法は神宮職員のうちでも限られた数人しか知らない。 

   (ニ) 白酒は「一夜酒」とも言われ、祭事の度に造る。 
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(56) 1 年間の祭と行事についての説明で正しいのはどれですか。 

   (イ) 歳旦祭は天津日嗣(皇統)の元始を祝う。 

   (ロ) 元始祭は年の始めを寿ぎ、皇室の弥栄・五穀の豊穣・国家の隆昌・国民の

平安を祈る。 

   (ハ) 一月十一日御饌は内宮正宮の五丈殿において、両正宮や諸宮社のすべての

神々に御饌を奉る。 

   (ニ) 祈年祭は天皇陛下が春の耕作始めの時期にあたり、五穀の豊穣を祈る。 

 

(57) 1 年間の祭と行事についての説明で正しいのはどれですか。 

   (イ) 天⾧祭は天皇陛下、皇后陛下の御誕生日をお祝いして、御⾧寿並びに国民

の平安を祈る。 

   (ロ) 春季皇霊祭遙拝は宮中皇霊殿での皇祖皇宗の御祭に際しての外宮でおこな

う遙拝式。 

   (ハ) 御園祭は丸山祭場で野菜、果物などの豊作を祈る。 

   (ニ) 神武天皇祭遙拝は神武天皇のおかくれの日、宮中皇霊殿にて御親祭が行わ

れるにあたり、神宮でも遙拝式を行う祭。 

 

(58) 1 年間の祭と行事についての説明で正しいのはどれですか。 

   (イ) 神御衣奉織始祭は明和町の神服織機殿神社、神麻続機殿神社において奉織さ

れる。 

   (ロ) 神御衣祭は皇大神宮と多賀宮に和妙と荒妙の神御衣を奉る。 

   (ハ) 御酒殿祭は内宮の御酒殿で、三節祭にお供えする御料酒がうるわしく醸造

できるよう祈る。 

   (ニ) 御卜は巫女が、奉仕直前に神の御心にかなうかどうかを占う。 
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11. 神宮の参拝についての次の文章の(  )の中に入る適語を各語群より選び、記号

で答えなさい。 

 

神社を( 59 ) する作法の一般的なものは( 60 )である。神宮を参拝する際にもこの作

法でよい。ただし、神宮の祭典における( 61 )の( 59 ) 作法は独特のものがあり、通常

これを( 62 )拝と呼んでいる。( 62 )拝は座って行うことを基本とし、( 63 )と( 64 )を

( 65 )回、お辞儀をした状態のまま( 66 )を( 67 )度打つ。これを( 68 )回繰り返すこと

を( 62 )拝といい、わが国で( 69 )の( 59 )作法とされている。 

 

(59) (イ)拝礼   (ロ) 御供   (ハ) 賽銭   (ニ) 参宮 

 

(60) (イ) 一拝二拍手一拝     (ロ) 一拝四拍手一拝 

 (ハ) 二拝二拍手一拝      (ニ) 二拝四拍手一拝 

 

(61) (イ) 造宮使   (ロ) 神職   (ハ) 小工   (ニ) 斎王 

 

(62) (イ) 手一   (ロ) 四度   (ハ) 八度   (ニ) 十六度 

 

(63) (イ) 会拝   (ロ) 起拝   (ハ) 起立   (ニ) 会釈 

  

(64) (イ) 深拝   (ロ) 座礼   (ハ) 座拝   (ニ) 平伏 

 

(65) (イ) ２   (ロ) ４   (ハ) ６   (ニ) ８ 

 

(66) (イ) 拍手   (ロ) 報鼓   (ハ) 警蹕   (ニ) 古歌 

 

(67) (イ) ２   (ロ) ４   (ハ) ６   (ニ) ８ 

 

(68) (イ) ２   (ロ) ４   (ハ) ６   (ニ) ８ 

 

(69) (イ) 一般的   (ロ) 最上級   (ハ) 通常   (ニ) 恐悦至極 
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12. 次の設問に答えなさい。 

 

(70) 神宮の祭典に関する文章で正しいのはどれですか。 

   (イ) 祈年祭は由貴大御饌と奉幣が行われる。 

   (ロ) 神嘗祭は御卜と奉幣が行われる。 

   (ハ) 新嘗祭は由貴大御饌と奉幣が行われる。 

   (ニ) 月次祭は御卜と御神楽が行われる。  
 

(71) 外宮では行われない祭典の組み合わせで正しいのはどれですか。 

   (イ) 風日祈祭・神御衣祭・大祓 

   (ロ) 神御衣祭・日別朝夕大御饌祭・御酒殿祭 

   (ハ) 神嘗祭奉幣・神御衣祭・一月十一日御饌 

   (ニ) 神武天皇祭遙拝・一月十一日御饌・大祓 

 

(72) 神宮の祭典のお供え物で、最後にお供えされるのはどれですか。 

   (イ) 御塩   (ロ) 御水   (ハ) 御飯   (ニ) 御酒 

 

(73) 三節祭の御饌祭を由貴大御饌と称しますが、その説明で正しくないのはどれですか。 

   (イ) 外宮は午後 10 時と午前 3 時、内宮は午後 10 時と午前 3 時に行われる。 

   (ロ) 瑞垣の四隅にも神饌がお供えされる。 

   (ハ) 夕(ゆうべ)と朝(あした)の 2 度行われる。 

   (ニ) 乾鯛や玉貫鰒がお供えされる。 

 

(74) 戦国時代に中断していた式年遷宮の惨状を、織田家や豊臣家にはたらきかけて遷

宮復興に大きな功績を残した御師は誰ですか。 

   (イ) 橋村肥前大夫      (ロ) 三日市大夫次郎 

   (ハ) 福島御塩焼大夫     (ニ) 上部越中守大夫 

 

(75) 御白石持行事の一日神領民の制度が導入されたのは何回目の遷宮の時でしょうか。 

   (イ) 第 40 回   (ロ) 第 50 回 (ハ)第 59 回   (ニ) 第 62 回 

 

(76) 次の遷宮の説明で間違っているのはどれですか。 

   (イ) 8 年を費やして両正宮の遷宮を行う。 

   (ロ) 寛永 6 年の第 43 回の式年遷宮が前回より数えて 21 年目(実年数 20 年)に行

われ、以後これに倣い、第 62 回の式年遷宮(前回)まで続いている。 

   (ハ) 式年遷宮は 1330 年の伝統がある。 

   (ニ)現在の式年遷宮には天皇から御内帑金の献進がある。 
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(77) 江戸幕府は式年遷宮ごとにどれだけ造営料を寄進していましたか。 

   (イ) 3000 貫文   (ロ) 金子 500 枚   (ハ) 3 万石   (ニ) 10 万石 

 

(78) 古代の神宝奉献の際、伊勢遷宮行事所始の儀は宮中の神祇官西院で行われて、御料

の組立着手し、すべて整うと天覧に供し、のちにどの使が神宮に派遣されましたか。 

   (イ) 造宮使   (ロ) 神宝使   (ハ) 検察使   (ニ) 本様使 

 

(79) 式年遷宮の中核である遷御の際、御神体を取り囲む白い絹の覆いを何といいますか。 

   (イ) 絹垣   (ロ) 絹幕   (ハ) 幄巻   (ニ) 帷幄 

 

(80) 第 62 回の式年遷宮の執行機関として設置される神宮式年造営庁の総裁は誰が就任

しましたか。 

   (イ) 鈴木英敬   (ロ) 宮田亮平   (ハ) 黒田清子   (ニ) 鷹司尚武 

 

(81) 造営奉行(山田奉行)が行事官を厳しく督励し、御装束や神宝の工作が粗略になら

ないよう見本を幾たびか取り寄せ、作業現場に派遣されたのは誰ですか。 

   (イ) 本様使   (ロ) 造宮使   (ハ) 検察使   (ニ) 神宝使 

 

(82) 式年遷宮を「皇大神宮正殿・東宝殿・西宝殿・及び外幣殿を 20 年に 1 度新造し、

度会宮・別宮等もこれに倣い、宮所を定めて交互に遷座する」と記してある資料

はどれですか。 

   (イ) 神祇令       (ロ) 皇太神宮儀式帳 

   (ハ) 延喜太神宮式    (ニ) 太神宮諸雑事記 

  

(83) 式年遷宮のたびに新調される御装束神宝の種類の式目はいくつありますか。 

   (イ) 614 種、1576 点     (ロ) 614 種、2576 点 

   (ハ) 714 種、1576 点     (ニ) 714 種、2576 点 

 

(84) 御装束神宝は単なる美術工芸品ではなく、( 42 )がなければ御料とはなり得ない。 

( )に入る語を選び、記号で答えなさい。 

   (イ) 崇敬の真心  (ロ) おかげ参りの心  (ハ) 職人気質  (ニ)謹厳実直 
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13. 次の文章の( )に入る適語を各語群より選びなさい。 

 

 御白石持行事とは、新しい社殿の立つ御敷地に、( 85 )が敷石を奉献する行事のこと

で、昭和 48 年( 86 )に指定されている。御白石とは神宮の御敷地に敷かれている白色

の石のことで、白石は御敷地の中でも( 87 )の内院より( 88 )まで敷き詰められ、また

( 89 )にも敷かれている。 

 御白石持行事の歴史は古く、史料の上では( 90 )が著した( 91 )によると、寛正 3 年

の遷宮に際して、「司中より瑞垣内に白石を置き奉る、人夫( 92 )」と記されている。

以来、御白石持行事は神領民の伝統行事となったと考えられる。 

 現在の御白石持行事は、式年遷宮の( 93 )に行われる。 

 奉献に際しては( 94 )と称して二見興玉神社へ参拝し、奉献後は( 95 )と称して内宮

と外宮へお礼参りする習わしがある。 

 

(85) (イ) 神領民   (ロ) 国民   (ハ) 市民   (ニ) 参拝者 

 

(86) (イ) 市の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 

   (ロ) 県の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 

   (ハ) 国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 

   (ニ) 世界遺産 

 

(87) (イ) 瑞垣内   (ロ) 内玉垣内   (ハ) 外玉垣内   (ニ) 板垣内 

 

(88) (イ) 瑞垣内   (ロ) 内玉垣内   (ハ) 外玉垣内   (ニ) 板垣内 

 

(89) (イ) 中重の鳥居   (ロ) 中重の正中 (ハ) 冠木門     (ニ) 神域 

  

(90) (イ) 藤波氏経   (ロ) 足代弘訓   (ハ) 荒木田経雅   (ニ) 薗田守良 

 

(91) (イ) 氏経神事記   (ロ) 寛居雑纂  (ハ) 大神宮儀式解  (ニ)神宮典略 

 

(92) (イ) 10 人    (ロ) 100 人     (ハ) 1000 人   (ニ) 1 万人 

 

(93) (イ) 2 年前    (ロ) 前年      (ハ) 当年     (ニ) 翌年 

 

(94) (イ) 浜みそぎ  (ロ) 浜参宮    (ハ) 浜通い   (ニ) 浜奉行 

  

(95) (イ) 上がり参宮 (ロ) 下がり参宮  (ハ) 帰り参宮  (ニ) 仕舞い参宮 
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14. 次の設問を読んで、それぞれ正しいものを選び、記号で答えなさい。 

 

(96) 第 63 回式年遷宮はいつ行われる予定ですか。 

   (イ) 令和 13 年  (ロ) 令和 15 年  (ハ) 令和 18 年  (ニ) 令和 20 年 

 

(97) 遷宮諸祭の中、天皇陛下に日時をお定めいただく「御治定」を仰ぐのはどれですか。 

   (イ) 山口祭    (ロ) 甍祭   (ハ) 御形祭   (ニ) 心御柱奉建 

 

(98) 遷宮諸祭の中で物忌(童男・童女)の奉仕がある祭はどれですか。 

   (イ) 鎮地祭   (ロ) 立柱祭   (ハ) 上棟祭   (ニ) 杵築祭 

 

(99) 御装束神宝の調製に着手する前、神宝の調査を行う際に、西宝殿や外幣殿などに

納められている御料を見て今次の調製の資料としたのは何という役人でしたか。 

   (イ) 本様使   (ロ) 造宮使   (ハ) 検察使   (ニ) 神宝使 

 

(100) 第 62 回神宮式年遷宮の諸祭行事で、最後に行われたのはどれですか。 

   (イ) 大御饌    (ロ) 奉幣   (ハ) 御神楽御饌   (ニ) 御神楽 

 


