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先
日
、天
皇
陛
下
の
譲
位

（
退
位
）の
御
意
思
を
受
け
、

平
成
31
年
４
月
30
日
に
は
天

皇
陛
下
の
ご
譲
位
、５
月
１
日

に
皇
太
子
殿
下
が
皇
位
継
承

さ
れ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。明
治
、大
正
、昭
和
と
、

平
成
の
時
代
、一
番
の
違
い
は

他
国
と
の
戦
争
が
な
い
、そ
の

名
の
通
り「
平
和
の
御
代
」で

あ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。30
年
の
間
、様
々
な
事

を
乗
り
越
え
て
、こ
う
し
て
新

し
い
世
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
は

国
民
と
し
て
素
直
に
喜
び
た
い

も
の
で
す
。

　

年
が
明
け
る
と
譲
位・即
位

の
準
備
が
始
ま
り
ま
す
。平

成
30
年
は
、平
成
の
御
代
に
感

謝
し
、次
代
へ
、日
本
の
未
来
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
節
目
の
年
。

日
本
中
に
お
祝
い
の
気
運
が
高

ま
る
か
つ
て
な
い
機
会
で
す
。

　

内
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
天

照
大
御
神
は
皇こ

う
そ
し
ん

祖
神
と
い
わ

れ
皇
室
の
最
初
の
祖
先
と
さ

れ
て
い
る
の
は
ご
承
知
の
通
り

　

昔
、伊
勢
は
神
領
と
い
わ
れ
、地
元
に
住
ま
う

「
神
領
民
」は
そ
の
役
割
と
し
て
神
宮
へ
の
ご
奉

仕
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。中
で
も
式
年
遷
宮
に

伴
う
ご
用
材
の
運
搬
作
業
、５
５
０
年
以
上
前

か
ら
継
続
さ
れ
て
い
る「
お
木
曳
」は
、大
変
な

労
働
で
あ
り
な
が
ら
崇
敬
の
意
を
も
っ
て
神
領

民
の
栄
誉
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。昨
今
は
１
～
３

本
の
木
を
積
む
こ
と
が
普
通
で
す
が
、実
質
的

な
運
搬
を
担
っ
て
い
た
時
代
は
、一
度
に
何
十
本

も
積
ん
で
、そ
の
技
術
を
競
っ
た
り
、必
要
と
あ

れ
ば
昼
間
だ
け
で
な
く
夜
曳
も
行
わ
れ
た
り
、

期
間
も
長
く
何
か
月
も
か
け
て
行
わ
れ
る
な

伊
勢
の
伝
統
文
化
を
伝
え
る

で
す
。天
皇
即
位
式
の
後
、初

め
て
行
わ
れ
る
11
月
23
日
の
新

嘗
祭
を「
大だ

い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」と
し
て
、皇

居
に
設
え
ら
れ
た
御
神
殿
に
て

一
代
に
一
度
限
り
の
儀
式
が
行

わ
れ
ま
す
。そ
の
祭
儀
を
終
え

て
、数
日
後
、「
ご
親し

ん
え
つ謁

の
儀
」の

た
め
に
、天
皇
陛
下
と
し
て
初

め
て
の
神
宮
ご
親し

ん
ぱ
い拝

と
な
る
こ

と
が
こ
れ
ま
で
の
記
録
か
ら
伺

え
ま
す
。平
成
２
年
今
上
天
皇

ご
親
拝
の
際
、伊
勢
の
ま
ち
で

お
迎
え
し
た
こ
と
を
ご
記
憶
さ

れ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

建
国
以
来
、万
世
一
系
の
天

皇
が
即
位
さ
れ
る
他
国
に
例
の

な
い
歴
史
を
持
つ
日
本
。神
話

と
し
て
語
ら
れ
る
時
代
か
ら
現

代
ま
で
途
絶
え
る
事
な
く
国

陸曳（大正時代の様子）

が
続
い
て
い
ま
す
。皇
室
と
神

宮
と
の
つ
な
が
り
は
、た
だ
、皇

祖
神
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。代
々
、天
皇

陛
下
は
ご
自
身
で
、宮
中
に
お

い
て
祭
典
等
を
行
い
、神
宮
の

お
祭
り
と
同
じ
よ
う
に
神
恩

を
感
謝
し
、国
の
安
寧
、国
民
の

幸
福
を
祈
る
こ
と
を
重
要
な
お

つ
と
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
孫
降
臨
の
神
話
で
は
歴
代

天
皇
陛
下
に
継
承
さ
れ
る「
三

種
の
神
器
」と
と
も
に
天
照
大

御
神
か
ら「
稲
穂
」が
託
さ
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。米
を
つ

く
る
暮
ら
し
が
、こ
の
国
の
繁

栄
と
平
和
を
も
た
ら
す
と
の

教
え
か
ら
は
じ
ま
り
、お
米
を

命
の
糧
と
し
て
国
を
建
て
、稲

作
を
営
み
、神
々
を
祀
り
豊
作

を
願
い
ま
し
た
。毎
年
神
嘗
祭

に
は
陛
下
ご
自
身
が
皇
居
で
作

ら
れ
た
御
初
穂
も
神
宮
に
奉

ど
、総
出
で
労
を
い
と
わ
ず
と
い
う
時
代
も
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。と
は
い
い
な
が
ら
も
、江
戸
時
代
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
飾
り
や
衣
装
な
ど
、町
々
の
個
性
が
発
揮
さ

れ
、ず
い
ぶ
ん
華
や
か
な
も
の
に
なって
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
明
治
時
代
に
は
、ご
遷
宮
は
新
政
府
国
家

が
行
う
も
の
と
な
り
神
宮
独
自
の
用
材
搬
入
が
進
め

ら
れ
ま
し
た
が
、神
領
民
が
願
い
出
て
奉
仕
の
民
俗

行
事
と
し
て
継
続
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
なっ
た
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。当
時
は
ま
だ
ま
だ
労
役
奉

仕
の
必
要
性
は
高
く
、大
正
時
代
の
第
58
回
お
木
曳

は
３
次（
春
か
ら
夏
の
期
間
の
み
３
年
間
）に
渡
り
、最

大
規
模
の
奉
仕
と
な
り
ま
し
た
。

献
さ
れ
ま
す
。そ
う
し
て
日
本

古
来
の
文
化
、大
切
な
心
が
伝

承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。二
十
年

ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
式
年

遷
宮
も
同
様
に
千
三
百
年
の

伝
統
を
も
つ
神
事
で
す
。

　

伊
勢
は
、神
領
と
さ
れ
て
い

た
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、ご
鎮
座

以
来
、神
宮
の
歴
史
と
と
も
に

歩
ん
で
き
た
ま
ち
。こ
の
地
に

生
き
る
人
々
は
、日
常
的
に
、ま

た
遷
宮
行
事
な
ど
を
通
じ
神

宮
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
、

身
近
に
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
き
ま
し
た
。

　

神
恩
感
謝
の
言
葉
通
り
、時

代
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
今
、

こ
の
伊
勢
だ
か
ら
こ
そ
、平
成

に
生
き
た
民
と
し
て
感
謝
の
心

を
表
し
た
い
も
の
で
す
。

伊
勢
に
生
き
て
、新
し
い
御み

よ代
を
迎
え
ら
れ
る
喜
び

「伊勢 神話への旅」ホームページ
http://www.isesengu.jp

　
　
伊
勢
の
民
俗
行
事　

お
木き

曳ひ

き

５
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
伝
統
行
事「
お
木
曳
」。神
宮
に
ご
用
材
を
運
び
入
れ
る

労
役
が
、い
つ
し
か
伊
勢
の
町
ま
ち
し
ゅ
う

衆
に
よ
り
町
ご
と
が
競
い
合
う
よ
う
な
、伊
勢
な
ら
で
は
の

特
別
な
民
俗
行
事
に
な
り
ま
し
た
。

昔の
一枚

平成29年 神
か ん な め

嘗奉
ほうしゅくさい

祝祭、初
は つ ほ び き

穂曳 報告（中面をご覧下さい）　

明
治
、大
正
時
代
の
お
木
曳

天
皇
陛
下
の
ご
譲
位
に

平
成
の
時
代
へ
の
感
謝

瑞
穂
の
国
・
日
本
の
歴
史
と

伊
勢
の
神
宮
の
お
祭
り

平
成
の
最
後
の
年
に

伊
勢
の
民
と
し
て
感
謝
を

川曳（明治時代の様子）


