
え瑠|つ

トミ心ハふ御ご対卜｀と「蛸(‖ば翌G日〔堅W懇」

l― ミ心ハヽ御小 1卜 ｀対とよいG壇
′

翌斜 [Gヽ ,い 逆こ|ミミ Wと や最終ミーーヽ■役
′

|よ や分

一億―′ヽトト G薫株対と,い′(代 jト ヤト神至型つ韓くやとや
°

授喪Xtt G雪包逆 Qと メヽ 投:=

還半ンくI習重や程暮拘スマ半ノ杓ミ廼
′

やミ符ミ進ま翌上2狂瑠 Q+貿 や Q半ノミ Qトノや 「ミ G対杓生登
′

ミャ

Gヽ 6逆軍笙■や りヽ円続くコ智豊楔 Qtt G W■ J対 と卜いにとに逆雲となミや糸なや■
°

鯉咲剣OW′ 寝喪XttNに 63-｀ ―Q悪く里や林標謹ヤ壇ぎ壇点S拘ミ牛
′

巡や招食い

ミ楔蟹逆ⅢEと に続や杓やミ的メいミ
′

対る大い軽七々逆々 Q1/禅喪基投後や・
TJミ やGW飛ミ廼

′
末)

ミ 壇 ヽ 一 気 一 ハ 小 卜 Gぷ 無 WD糸 ミ ーー 朽 や く
°

卜 代 小 卜 ふ 御 31卜 や 対 と ′い 「 |=せ G′卜 ヽ |ト

ヽ」終
′
ミペQV相車ネ捜神G事

=せ
芸態G枚思逆中GVO相 GVと や食どW■

°

←柊め

豊x/「

″
ぷS臣里?黛量業本や勾G田 ハト |ト

ヽ卜ヽヽ判堅や宴OW=雲 や豊K拘ややヽ大いやぐ黙逆建
′ IQG「→(瑠暉J後飛ぶ相■

°
や

ミ壇ぷ性キ*G難翌くや橿翠逆DW日 は申や謡捜め
′

わ楔zl‐ お逆球挙Qぎや吾v対 といヽ′ニ

ミeゃ 「鷲ホgけ 、ハXヽ と」遭軍慈0トノニ楔
′

句二よいメリ句や■
°

とヽW連
=室

ミお部旨拘

望拘ミWる 時k封 W■終
′
ぷ+壇ヽW連

′
盟偽申遭く'QV翠

=葦
書字婆ヾ懲

=く
Gヽ狩くや勾

逆ヽ Ql‐/「ぐ球運疑G饗持ギJ‐
ll予 ヽ日 ′々ミ台部倉や?拘ミW二 収QN想ぺ 1/と やよや二や

やめ｀小い°

よサミ壇糸QWQHヽ 臣ヽつ亘0や G1/■ 検
′

く試彗や 「ヽ 長■ y」 逆時的黙倉W革電■や

N/― 業QぶV壇 ′
やQこ ,こ ヽW「荏ホこ整連士書」逆ヽ QW=至 ミ心達怒拘ミWる 時ヽ一ヽ終

へやV樽 るやや■黒
°

ギ坦D楔 月――
′

小ヽ Hヽ ヽ収ど逆ギ垂めWこ 収Gや坦
′

キ*筆吉ヨG彗選?準 0そ 建狂御ヘ

mハ G章や
=D廼

W杓相やく
°トルいるQ楔 に選球ぎQモニ相喪茎投遭程&W建′

勾リミや

「擢雪翌や選JJ対 こよい王型望Qこ V壇車―~SQ楔 ギW′ 「やややつこや0楔 3Gへ い」「ナリ

Gコ養巾勺Gヽ′いせ憩ぺ楔とG糸いJ句 と′い″′小′卜品｀学K小 ′ヽ前ヽせ業ゆとW単受基投■

やナ)円 終黎ぷ遭や――
′

やG楔 食遭連翠士単G「こ筆」学「筆華」
′

|二 3ミペミ笹「ポギ受寵」

せ栄やる楔くhlllj樽 授三|ネ投後やぷ逆や――村■
°

Xサ Qヽ大いや喧に W′ 本や Hハ ヽG代逆重畏N報 るV′ 提苦豊遭選出Qに と思章笹糸S遭剖

告赳持運どミ廼
′

ヤ粂W罫ぶ起ぷきD′ 中|ト ミG ttμ 対ヽミ■レG ttt判 とい王製役型杓や

G廷 イ楔S'こ G卜 )対 Ψ■
°

ｏ
へ

，

障
電

典

（
旺

コ
′【
）
『

し
や
へ
ヽ

マ
ミ
等
押

「
懸
静

歌
一レ
詢

マ
ロ
ュ
‐
〔
Ｈ
ら
蒔
メ
』



⑥

異
な
る
価
値
観
運
ぶ
「人
」

会
社
員
　
夷

先
日
、
駅
の
ホ
ー
ム
を
外
国

人
の
老
夫
婦
が
歩
い
て
い
ま
し

た
。
と
て
も
ゆ

っ
く
り
で
す
が
、

歩
調
を
合
わ
せ
伸
良
く
手
を

つ

な
い
で
い
ま
し
た
。
日
本
人
の

一
若
い
カ

ッ
プ
ル
が
手
を
つ
な
い

で
歩
く
の
は
度
々
目
に
し
ま
す

！
が
、
老
夫
婦
が
仲
良
く
手
を
つ

！
な
い
で
い
る
姿
は
あ
ま
り
見
か

一
け
ま
せ
ん
。
恥
ず
か
し
い
と
思

う
の
は
日
本
人
の
気
質
で
し

ょ

う
か
。
目
の
前
の
外
国
人
老
夫

婦
の
歩
く
姿
が
と
て
も
新
鮮
で

亮
輔
２６

（東
京
都
杉
並
区
）

ほ
ほ
突
ま
し
く
思
い
ま
し
た
。

日
本
の
労
働
力
不
足
に
伴
い

入
管
法
の
改
正
が
国
会
で
審
議

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
外

国
人
労
働
者
を
、
日
本
人
で
は

足
り
な
い

「労
働
力
」
の
代
替

と
し
て
し
か
考
え
て
お
ら
ず
、

外
国
人
労
働
者
を

「も
の
」
と

し
て
扱

っ
て
い
く
よ
う
な
印
象

を
受
け
ま
す
。
日
本
人
と
は
違

っ
た
価
値
観
を
運
ん
で
く
れ
る

「人
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
け
な
い
気
が
し
ま
す
。

今
後
は
訪
日
外
国
人
が
ま
す

ま
す
増
え
て
、
国
内
消
費
が
活

発
に
な
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る

で
し

ょ
う
。
し
か
し
日
常
生
活

で
垣
間
見
え
る
外
国
人
の
、
日

本
人
と
は
異
な
る
価
値
観
を
感

じ
る
こ
と
も
大
切
に
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

】々↑プす

違
い
認
め
合
い
、美
点
を
磨
こ
う

中
学
生
　
西
村

な
ぜ
、
人
間
は

「自
分
と
違

う
」

「み
ん
な
と
違
う
」
と
い

う
こ
と
で
、
い
じ
め
を
し
た
り

差
別
し
た
り
す
る
の
で
し

ょ
う

か
。
太

っ
て
い
る
か
ら
？
　
人

前
で
は
緊
張
し
て
う
ま
く
話
せ

な
い
か
ら
？
　
そ
れ
と
も
、
た

だ
う
ざ
い
か
ら
？

自
分
に
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
と

い
う
２
人
の
友
達
が
い
た
と
し

ま
す
。
Ａ
さ
ん
か
ら

「
Ｂ
さ
ん

の
こ
と
嫌
い
や
か
ら
、
ｖあ
ま
り

話
さ
ん
と
い
て
」
と
言
わ
れ
た

ら
、
そ
う
し
な
く
て
は
い
け
な

い
の
で
し

ょ
う
か
。
私
は
違
う

と
思
い
ま
す
。
誰
と
話
し
て
も

藍
１５

（大
阪
市
天
王
寺
区
）

い
い
と
思
う
し
、
人
の
こ
と
を

い
ち
い
ち
嫌
い
と
言

っ
て
も
何

か
変
わ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
自
分
の
美
点
を
磨
く
の
で

は
な
く
、
汚
点
だ
け
が
目
立

っ

て
い
き
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、
自
分
と
は
違

う
い
る
ん
な
人
と
話
し
た
り
し

て
、
そ
の
人
の
い
い
と
こ
ろ
を

見

つ
け
、
そ
れ
を
見
習
う
こ
と

が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い

で
し

ょ
う
か
。
そ
の
人
た
ち
と

一
緒
に
美
点
を
磨
こ
う
と
思
い

ま
す
。

毎頂
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⑤

稲健酪ダ ①
吉浜のスネカ
(岩手県大船渡市)

栖 繋 饒 評
事 ②

米川の水か′酎り
(宮城県登米市)

能登のアマメハギ
(石川県輪島市 B能登町)

見島のカセドリ
(佐賀市)

ン 獲建築ぎ|1内市)③

的
中
巾
印
中
¨
巾
巾
導
確
中

一

と
し

て
家

々
を
訪
れ
る
行

一

文
化
の
多
様
性
示
す

国
連
教
育
科
学
文
化
機
関

（
ユ
ネ
ス
コ
）
は
２９
日
、

イ
ン
ド
洋
の
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
で
政
府
問
委
員
会
を
開
き
、
日

本
政
府
が
申
請
し
た

「
来
訪
神
　
仮
面

。
仮
装
の
神
々
」
を
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
来
訪
神

は

「
男
鹿
の
ナ
マ
ハ
ゲ
」

（秋
田
県
男
鹿
市
）
な
ど
８
県
１０
件
の
行
事
で
構
成
さ
れ
る
。
登
録
は
２
０
１
６
年
の

「
山

・
鉾

（
ほ
こ
）

・
屋
台
行
事
」
以
来
と
な
る
。

ン

！

事
。
人
々
に
幸
福
を
も
た
ら

す
と
さ
れ
、

１０
件
は
い
ず
れ

も
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
各

地
域
で
伝
承
さ
れ
、
住
民
の

結
び

つ
き
を
深
め
て
き
た
と

し
て
、
政
府
が
ユ
ネ
ス
コ
に

登
録
を
中
請
。
登
録
の
可
否

を
事
前
審
査
す
る

ユ
ネ
ス
コ

の
補
助
機
関
が
１０
月
、

「
地

域
文
化
の
多
様
性
を
示
し
て

い
る
」
な
ど
と
し
て
登
録
す

る
よ
う
勧
告
し
て
い
た
。

行
事
の
う
ち

「
飯

（
こ
し

き
）
島
の
ト
シ
ド
ン
」

（鹿

児
島
県
薩
摩
川
内
市
）
は
０９

年
に
登
録
さ
れ
た
。
政
府
は

続
い
て
「
男
鹿
の
ナ
マ
ハ
ゲ
」

の
登
録
を
目
指
し
た
が
、
ト

シ
ド
ン
と
類
似
し
て
い
る
た

め
に
１１
年
の
政
府
間
委
員
会

で
見
送
り
が
決
定
。
こ
の
た

め
政
府
は
複
数
の
行
事
を
ま

と
め
て
１
つ
の
遺
産
と
す
る

方
法
に
切
り
替
え
た
。

来
訪
神
は
ト

シ
ド

ン
の

「
拡
張
」
と
し
て
扱
わ
れ
る

た
め
、
日
本
の
登
録
総
数
は

２‐
件
で
変
わ
ら
な
い
。
政
府

薩摩硫黄島のメンドン
(鹿児島県三島村)

悪石島のボゼ
(鹿児島県十島村)

宮占島のパーントウ
(沖縄県宮古島市)

(注 )①は秋田県男鹿市、それ以外
は各自治体の教委の提供

問
委
員
会
最
終
日
の
１２
月
１

回
、
遺
産
リ
ス
ト
に
記
載
さ

れ
る
。

無
形
文
化
遺
産
は
０８
年
に

初
め
て

「
能
楽
」

「
人
形
浄

昭
指
文
楽
」

「
歌
舞
伎
」
の

３
件
が
登
録
。

「
和
食
　
日

本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」

（
‐３
年
）
や

「
和
紙
　
日
本

の
手
漉

（
て
す
き
）
和
紙
技

術
」

（１４
年
）
な
ど
１４
年
ま

で
７
年
連
続
で
登
録
さ
れ
た

が
、

‐５
年
と
１７
年
は
な
か

っ

た
。
各
国
か
ら
の
申
請
が

ユ

ネ
ス
コ
の
審
査
件
数
の
上
限

を
超
え
、
中
国
に
次
い
で
登

録
件
数
が
多
い
日
本
の
案
件

に
つ
い
て
は
審
査
の
ペ
ー
ス

が
抑

え
ら
れ

て
い
る
た
め

だ
。来

訪
神
と
し
て
申
請
し
た

の
は
１６
年
３
月
。
通
常
は
翌

年
の
Ｈ
月
ご
ろ
に
審
査
さ
れ

る
が
１
年
の
先
送
り
が
決
ま

り
政
府
は
１７
年
３
月
に
再
提

案
し
た
。
日
本
の
案
件
が
次

一

的
弥
輸
壊
輸
一
り
韓
嚇
綻
相

一

万
歳
し
て
喜
ぶ

「
男
鹿
の
ナ
マ
ハ
ゲ
」
や

関
係
者

（２９
日
、
秋
田
県
男
鹿
市
役
所
）

|夕 海生″/ョど
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日
本
政
府
は
要
請
を
受
け
、

ブ

エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
今
週
末

に
開
か
れ
る
主
要
２０
ヵ
国

・
地

域

（
０
２０
）
首
脳
会
議
に
合
わ

せ
て
、
両
首
脳
が
短
時
間
、
面

会
す
る
調
整
を
進
め
て
い
る
。

ル
メ
ー
ル
仏
経
済

・
財
務
相

は
２２
日
、
世
耕
弘
成
経
済
産
業

相
と
パ
リ
で
会
談
し
た
際
、
日

本
側
に
捜
査
情
報
の
提
供
を
求

め
た
。
関
係
者
に
よ
る
と
、

マ

ク

ロ
ン
氏
も
捜
査
の
「透
明
化
」

な
ど
を
求
め
る
意
向
と
い
う
。

一
日
本
側
は
捜
査
情
報
の
詳
細
な

！
開
示
は
不
可
能
と
説
明
す
る
見

通
し
だ
。

一
　

一
方
、
ル
メ
ー
ル
氏
が
世
耕

一
氏
と
会
談
し
た
後
、
ル
ノ
ー
と

一
日

産

の

資

本

関

係

に

つ
い

て

一

「現
状
維
持
が
望
ま
し
い
と
の

考
え
で

一
致
し
た
」
と
述
べ
た

こ
と
に
対
し
、
世
耕
氏
が
抗
議

十
す
る
異
例
の
書
簡
を
送

っ
た
こ

一
と
も
判
明
し
た
。
世
耕
氏
は
２７

．
日
の
記
者
会
見
で
も

「人
事
や

ガ
バ
ナ
ン
ス

（企
業
統
治
）
に

つ
い
て
政
府
は
日
出
し
を
す
べ

・
き
で
は
な
い
」
と
ル
メ
ー
ル
氏

一
の
発
言
を
否
定
し
て
い
た
。

！　

両
社
は
現
在
、
ル
ノ
ー
が
日

一
産
株
の
４３

。
４
物
、
国
産
が
ル

一
ノ

ー

株

の

１５

夕

を

持

ち

合

う

が
、
ル
ノ
ー
の
み
が
議
決
権
を

持

つ
。
国
産
は

「不
平
等
」
と

し
て
見
直
し
を
求
め
て
い
る

が
、
ル
ノ
ー
は
現
状
維
持
を
主

張
。
両
社
の
主
導
権
争
い
は
日

仏
一円
政
府
を
巻
き
込
む
様
相
を

一

一
見
せ
て
い
る
。

一　

　

【小
倉
祥
徳
、
柳
沢
亮
】

日
産
・ル
ノ
ー
巡
り
交
渉

国
産
自
動
車
前
会
長
の
カ
ル

ロ
ス

・
ゴ
ー
ン
容
疑
者
の
逮
捕

を
受
け
、
マ
ク

ロ
ン
仏
大
統
領
が
安
倍
晋
三
首
相
に
面
会
を
要

請
し
て
い
る
こ
と
が
２９
日
、
明
ら
か
に
な

っ
た
。
逮
捕
の
経
緯

に

つ
い
て
の
説
明
や
、
仏
政
府
が
筆
頭
株
主
で
ゴ
ー
ン
容
疑
者

が
会
長
を
務
め
る
仏
ル
ノ
ー
と
日
産
の
提
携
関
係
維
持
を
求
め

る
と
み
ら
れ
る
。
ゴ
ー
ン
前
会
長
の
逮
捕
が
日
仏
政
府
間
の
ト

ッ
プ
交
渉
に
発
展
し
そ
う
だ
。

（
４
、
８
面
、
社
会
面
に
関
連
記
事
）

マ クロン仏大

統領=AP
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三
菱
重
も
賠
償
確
定

韓
国
最
高
裁

徴
用
工
判
決

【
ソ
ウ
ル
渋
江
千
春
】
第

二

一
の
賠
償
を
命
じ
、
三
菱
重
工
業

！　

一万
徴
用
工
を
巡
る
訴
訟
で
は

歌
瑯
薪
獣
棚
沖
駐
軸
郷
響
韓
動

一
的
取
諭
郵
縦
芽
吋
序
眸
頚
玲
翠
汁

勤
期
一

へ 新
卿
轍
離
能

令
（舶

随
蘇

一

の
軍
需
工
場
で
働
か
さ
れ
た
韓

〓

軸
験
麹
断
靱
期
難
苑
以
郵
貌
致

工
業
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴

訟
２
件
の
上
告
審
で
、
韓
国
の

最
高
裁
は
２９
日
、
三
菱

菫
工
業

の
上

告

を

い
ず

れ

も

棄

却

し

た
。
５
人
の
元
徴
用
エ
ー
人
あ

た
り
８
０
０
０
万
つ
ォ
（約
８
０

０
万
円
）
、
元
挺
身
隊
員
４
人

と
遺
族
１
人
に
計
約
５
億
６
０

０
０
万
カ
ォ
（
約
５
６
０
０
万
円
）

一
し
た
ば
か
り
。
同
様
の
訴
訟
で

一
も
今
後
、
日
本
企
業
の
敗
訴
が

相
次
ぐ
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
に
な

り
、
日
韓
関
係
は
さ
ら
に
冷
え

．
込
む
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
情

一
勢
と
な

っ
た
。

！　

日
本
政
府
は
、
元
徴
用
エ

ヘ

一
の
賠
償
は
１
９
６
５
年
の
日
韓

請
求
権
協
定
で
解
決
済
み
と
の

立
場
を
取
る
。

一
方
、
韓
国
政

！
府

は

現

在
、
李

洛

淵

首

相

を

中
心
に
政
府
対
応
を
取
り
ま
と

め
て
い
る
と
さ
れ
る
。

韓
国
外
務
省
報
道
官
は
判
決

・
後
、
　

ヨ

一権
分
立
の
基
本
原
則

↓
に
従
い
、
行
政
府
は
司
法
府
の

判
断
を
当
然
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
主
張
。
日
本
側

で
抗
議
が
相
次
い
で
い
る
現
状

に
触
れ

「判
決
に
対
し
て
過
度

に
反
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
と

て

も

遺

憾

だ

と

考

え

て

お

り

（
日
本
政
府
に
）
自
制
を
促
す
」

と

コ
メ
ン
ト
し
た
。

元
徴
用
工
５
人
は
４４
年
８
～

１０
月
ご
ろ
に
徴
用
さ
れ
、
広
島

に
あ

っ
た
造
船
所
や
機
械
製
作

所

で

働

か

さ

れ

た

な

ど

と

し

て
、
遺
族
ら
が
慰
謝
料
を
求
め

！
て
い
た
。
最
高
裁
は
先
月
の
新

！
日
鉄
住
金
の
訴
訟
同
様
、
原
告

が
求
め
る
損
害
賠
償
は
不
法
な

一
植
民
地
支
配
な
ど
に
直
結
す
る

！
日
本
企
業
の
反
人
道
的
不
法
行

一
為

へ
の
慰
謝
料
で
あ
る
と
認
め

一
た
。

f日  ''/争 f
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社
外
取
締
役
辞
任
を
表
明

冨
山
　
和
彦
氏

ロ
ー
バ
ル
で
ト

ッ
プ
レ
ベ
ル
の
投

資
を
行
い
た
い
と
考
え
た
」
も
の

の
、
政
府
が
態
度
を
変
え
た
と
指

摘
。
プ

ロ
サ

ッ
カ
ー
の
試
合
を
例

に

「ゴ
ー
ル
を
狙

っ
て
い
る
時
、

誰
に
パ
ス
を
出
す
か
い
ち
い
ち
本

国
に
報
告
し
て
い
た
ら
戦
い
に
な

ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

報
酬
水
準
に
つ
い
て
は
ズ
最
大

１
億
円
超
で
）
あ
れ
だ
け
の
優
秀

な
メ
ン
バ
ー
が
集
ま

っ
た
だ
け
で

も
奇
跡
的
。
本
来
は
２
ケ
タ
億
円

を
得
て
い
る
人
た
ち
だ
」
と
し
て

正
当
な
水
準
だ

っ
た
と
強
調
。
自

身
が
運
営
の
中
核
を
担

っ
た
官
民

フ
ァ
ン
ド
「産
業
再
生
機
構
」
（
２

０
０
３
～
０７
年
）
は
富
庁
の
事
務

次
官
並
み
の
約
２
５
０
０
万
円
だ

っ
た
が
、
「短
期
だ

っ
た
か
ら

一
流

の
人
材
が
集
ま
れ
た
。
し
か
し
、
Ｊ

Ｉ
Ｃ
は
長
期
に
存
続
す
る
機
関
で

あ
り
、

（報
酬
で
は
な
く
）
気
合

と
根
性
で
乗
り
切
れ
る
と
政
府
が

考
え
る
の
な
ら
、
非
現
実
的
で
あ

り
、
認
識
が
甘
い
」
と
批
判
し
た
。

報
酬
や
運
営
に
対
す
る
国
の
関
与

に
つ
い
て
は
、
「国
民
の
資
産
を
厳

格
に
管
理
す
る
必
要
性
は
ま

っ
た

く
否
定
し
な
い
」
と
し
た
上
で
、
成

果
を
あ
げ
る
に
は

「投
資
の
プ
ロ

に
自
由
を
与
え
、
（途
中
で
は
日
を

出
さ
ず
に
）
結
果
責
任
を
問
う
シ

ス
テ
ム
に
す
べ
き
だ
」
と
語

っ
た
。

経
産
省
は
新
た
な
経
営
陣
を
選

定
し
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
を
再
ス
タ
ー
ト
さ

せ
る
方
針
だ
。
冨
山
氏
は
、
官
民

フ
ァ
ン
ド
の
あ
り
方
に
つ
い
て
報

酬
水
準
も
含
め

「聖
域
な
く
議
論

し
な
い
と
い
け
な
い
」
と
述
べ
た
。

そ
の
上
で
官
民
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い

て
国
民
の
納
得
を
得
る
た
め
政
府

が
努
力
す
る
必
要
性
を
強
調
。
「国

民
の
理
解
を
得
て
プ
ロ
の
戦
い
に

挑
む
か
、
も
う
関
わ
ら
な
い
か
の

分
岐
点
に
来
て
い
る
」
と
し
て
、

今
回
の
騒
動
の
検
証
を
通
じ
、
政

府
方
針
の
抜
本
的
な
再
検
討
を
求

め
た
。
【清
水
憲
司
、
和
田
憲

二
】
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①

大
芭暴
に
公
費
国
民
負
担
を
懸
念

５３
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
た
秋
篠
宮
さ
ま
が
記
者
会
見
で
、
大
嘗
祭
に

公
費
を
支
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
。
懸
念
を
抱
い
て
い

葬
融謡
謗
擁
ン
親
隷
製
韮
璧

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【高
島
博
之
】

宮
中
祭
杷
は
戦
後
、
政

ム
内
廷
会
計
）
で
天
皇
陛
下

教
分
離
の
観
点
か
ら
皇
室

一
ら
が
執
り
行

っ
て
き
た
。

の
行
事
と
な
り
、
内
廷
費

一
し
か
し
、
平
成
の
代
替
わ

り
の
際
、
政
府
は
大
富
祭

に
つ
い
て

「宗
教
的
性
格

を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
が
、
重
要
な
伝
統

的
皇
位
継
承
儀
式
で
公
的

性
格
が
あ
る
」
と
公
費
を

支
出
。
今
回
も
踏
襲
す
る
。

そ
れ
で
も
、
大
嘗
祭
に

公
費
を
支
出
す
る
こ
と
に

は
、
憲
法
で
定
め
る
政
教

分
離
原
則
に
反
す
る
と
の

指
摘
は
根
強
い
。
前
回
の

大
嘗
祭

へ
の
公
費
支
出
な

ど
を
巡

っ
て
は
、
違
憲
訴

訟
が
相
次
い
だ
。
最
高
裁

は
２

０

０

２
年

な

ど

に

「政
教
分
離
原
則
に
反
し

な
い
」
と
判
断
し
た
が
、

１
９
９
５
年
の
大
阪
高
裁

判
決
は

「違
反
す
る
の
で

は
な
い
か
と
の
疑
義
は

一

概
に
否
定
で
き
な
い
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

関
係
者
に
よ
る
と
、
秋

篠
宮
さ
ま
に
は
、
皇
室
の

地
位
は
国
民
の
支
持
が
あ

っ
て
こ
そ
成
り
立

つ
と
い

う
思
い
が
強
い
と
い
い
、

懸
念
の
背
景
に
は
皇
室
行

事
で
あ
る
宮
中
祭
祖
の
た

め
に
国
民
に
負
担
を
掛
け

た
く
な
い
と
い
う
思
い
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近

現
代
の
皇
室
に
詳
し
い
小

田
部
雄
次

・
静
岡
福
祉
大

一
ま
は
た
だ
ち
に
公
費
負
担

名
誉
教
授
は

「秋
篠
宮
さ

！
を
や
め
る
べ
き
だ
と
は
言

っ
て
お
ら
ず
、
問
題
提
起

を
し
た
の
で
は
な
い
か
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

大督祭 (だいじようさい)

奏秦 る笑歪呆斜景霧望客告事慾

おみかみ)や神々に新穀を供え、

自らも食べることで五穀豊穣 (ほ

うじょう)や国の安寧を祈る儀式。

毎年11月 にある「新嘗祭 (にいな

めさい)」 のうち、即位して最初

に行う儀式を指す。平安時代の法

令集 「延喜式」では最も重要な宮

中祭杷 (さいし)と位置付けられ

た。中世に一時中断するなど、儀

式のあり方は変イヒした。1909年に

公布された即位儀式を定めた「登

極令」で実施が明記されたが、47

年の廃止後は法的根拠はない。

赤坂御用地の古地図をこ覧になる秋篠目 ご一家

=東京・元赤坂の秋篠目邸で (宮内庁提供 )
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