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天皇の 即位 と大嘗祭

（文責在記者）

村　上　重 　良

　今 日 は東 京神 学大 学の フ ォ
ー ラ ム と い うこ と で ご ざい ま して

， お 招 きを頂 き

ま した 。 私 が頂 い て お りますテ
ー

マ は ，

「
即位 の 礼 と大嘗祭」 とい うテ

ー
マ で

あ ります 。 大 体 1 時間 ぐらい に わ た っ て お 話 し を 申 しあげ た い と思 い ます 。

　 こ うい う問題 は極 め て 最 近
一

般 的な関心 も高 ま っ て お ります し，
い わゆ る市

民 の 方 とか い ろ い ろ な集 会 な どで もお 話 し をす る こ とが 私 も多い わ けで あ りま

す が
， 本 日は 皆様方神学 の 学徒で い ら っ しゃ っ た り， 専 門の 先生 方で い ら っ しゃ

い ますの で ， や や堅苦 しい お 話 しに な る か も知れ ませ ん が， い わ ゆ る 講 演会 や

講 座風 で な い 議 論 の よ うな もの も含 め ま して こ の テ
ー

マ に つ い て 私 が 考 えて い

る こ と を申 し上 げた い と思 い ます 。 そ して 60分 で ご ざい ますの で ， こ の 問題 ，

具体的な， 実証的な問題 を含め ます と大変膨大 なこ とを申 し上 げ る 必要 が あ る

わ けで あ りま しょ うけれ ど も ，
こ こ で は 大体 3 つ に絞 っ て お話 しを申 し上 げ た

い と思 い ます 。

　 そ れ は ， まず 大 嘗 祭 とい う もの は 本来 ど うい う起 源 を持 ち， ど うい う性格 の

祭 りで あ る か
，

とい うこ と を 申 し上 げ た い と思 い ます 。

　 そ れ か ら 2 番 目に は
，

こ の 大嘗祭 は
， 古代国家に お ける 王位継承儀礼 で あ り

ます 。
で す か ら古代 国 家 で 整 え ら れ た 王位 継承 儀礼 と は ど うい う もの か とい う

こ と を大嘗祭の 内容 も含め て ご く簡単 に ご 紹介 した い と思 い ます 。

　 それ か ら 3 番 目に は
， 明 治維 新 以 後 の 近 代 天 皇 制 国家 に お い て こ の 王 位 継 承

儀礼 は どの よ うな 形 で 法的 に も整備 され
，

そ して 行わ れ て きた か ， そ して そ れ

が今 ， 何 が 問題 に な っ て い る の か とい う近 代 ・現 代 の 日本に お け る 王位 継承儀
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紀 　 要 1

礼 の 問題 を最後 に 申 し上 げた い と思 い ます 。

　そ こで まず大 嘗祭 を語 る た め に は ， ご く辞典 的 な簡単 な説 明 をあ らか じめ 申

し上 げ る 必 要が あ る と思 い ますが ，
一

番分 か りや す く考 えて み ます と
， まず第

一 に 大嘗祭 とい うの は 新嘗祭 の 大 祭 で あ ります 。 そ して そ れ は 新 しい 天 皇 が 天

皇 と な っ て 一 度 だ け そ の 初 め に行 う新嘗祭 を意味 して お ります 。 で す か らそ の

意味 で
， 新嘗祭 は 毎年 の 稲 の 収穫 祭で あ ります けれ ども， 大嘗祭 は 王権 の 祭 り

とい う性格 を持つ こ と に な ります 。 そ の 点 に違 い が 出 て 参 ります 。 しか し， 本

質 的に は 大掛 りな新嘗祭 だ とお 考 えい た だ きた い と思 い ます 。 そ して こ の 大嘗

祭 は
， 古代 天皇制 国家の ご く早 い 時期 に 制度 化 され た もの と考 え られ ， そ して

変 転 を経 て 受 け継 が れ ， あ い だ 中断致 します けれ ど も幕末 に 至 り
，

そ して 明治

維 新後再 び拡 充強化 さ れ て 敗 戦 に至 っ た
， 大体そ うい う経過 を辿 っ て お ります 。

　 そ こ で 王 位継承儀 礼 の 中心 に ある と い うこ と をあ らか じめ 申 し上 げて お きた

い わ けで あ ります が
， 天 皇制 の 確 立 と共 にで きた継承儀 礼 ，

大 嘗祭 は もち ろ ん

中心 で あ りますが
，

そ れ の 前後 に 大 きな もの が い くつ か 付 け加 え られ て い きま

す 。 そ の 経過 は 予 め
， 稲 の 収 穫 祭で あ る 新嘗祭 の こ と を申 し上 げた後 で 及 び た

い と思 い ます 。

　 まず新嘗祭で あ ります が ，
こ れ は勤 労感 謝 の 日 とい う国 民 の 祝 日が ご ざい ま

す ね ，
こ れ が 敗 戦前 は新嘗 祭 とい う国の 祭 日で あ りま した 。 11月 23 日で す ね 。

そ して こ の 新嘗祭 は戦 前 の 日 本で は
，
天 皇 が 宮 中 に お い て 行 う も っ と も重 要 な

，

大 きな祭 りと して 毎年秋 に 行 わ れて い た わ けで あ ります 。 そ して そ の 起源 は ，

古代 国家 の 成立期 に 遡 る で あろ うと考 え られ て お りますが
，

この よ うな 日本書

紀 な どに 記 され て い る 新嘗祭に は長 い 長い 前 史が ご ざい ます 。 そ れ は ロ本 の 原

始農耕社会が 受け伝 えて きた稲 の 祭 りで あ る とい うの が ， そ もそ もの 起源で あ

ります 。 こ の 問題 も詳 し くお 話 し して い く と大 きな テ
ー

マ を含 む わ けで ご ざい

ますが ， ご く教科 書風 に 申 し ます と ，
ご承知 の よ うに 縄文 晩期 ， 弥 生 時 代 の 始

ま りご ろ か ら 日本 列 島に は急 速 に稲 の 水 田耕作 が広 が っ て まい ります 。 そ して

社 会生活 そ の もの も稲 を作 る原始 農耕社 会 とい う形 で 整 っ て い くわ けで あ りま
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す。
こ の 稲作 りの 社会の 宗教生 活の お そ ら く

一一
番基 本に な っ た もの は ， 翌年 の

稲 を豊 か に 実 らせ る た め の 祭 りで あ っ た と考 え られ ます 。 こ うい う祭 りは
， 世

界 の どの 原始 的 な農耕民族 に も見 られ る もの と思 わ れ ますが ， 日本の 場合 は 稲

が大 陸か らあ る い は 南方 か ら海 を経 て 伝 わ っ て
， そ して 高度 な水田耕作 の 技術

が 東 へ 進 む わ け なん で すね 。 そ して ， こ の よ うに して 成立 した農耕儀 礼 ，
こ れ

が 日本 の 原始 宗教 の 骨格 を作 っ たの だ ろ う と考 え られ て お ります 。

　 ど うい う内容 を持つ か と言い ます と
， 稲 は今 日で も同 じで あ りますけれ ど も，

春先 に 農作 業 を開始 して ， 秋 に収穫 を致 し ます 。 で す か ら稲 をめ ぐる 祭 りは，

春 先の 農 耕開始 に先立 っ て の 祭 り
一

普通 こ れ を予祝 と 申 します 。 それ か ら

収穫が 終 わ っ て
， その 収穫 を神 に感謝す る収穫祭 に 当た る もの 。 こ の 二 つ か ら

成 り立 っ て い た と考 え られ ます 。 日本の 古 い 呼 び方 で は ， こ の 春先 の 祭 りの 方

は年乞い とい い ました 。 それ か ら秋の 収穫 の 祭 りの 方 は 芯嘗 と言 っ て お ります 。

「
年 」 とい うの は 1 年 と い うこ とで あ り， ま た稲 の 実 りの 意味 に使 い ます。 で

す か ら ， 年乞 い とい うの は 稲 の 実 りを願 う祈 る 祭 りとい う意味 に な ります 。
で

すか ら今 日神社 で 「祈年祭」 とい うの は
厂
祈 る年」 と書 き ます ね 。 こ れ は年 乞

い の 伝 統 を漢字 に移 した もの で あ ります 。 稲 の 実 りを願 う祭 り， 祈 る 祭 りで あ

ります 。 そ れ に対 して 秋 の 方 は ， 収 穫祭 は 「新嘗 」 で あ ります 。 こ の 語源 に は

今 日で も諸説あ ります。 しか しその 意味する とこ ろ は新 しく取れ たお米を神に

捧 げ て 感 謝 す る 。 そ して 翌 年 の 実 りの 豊 か な らん こ と を願 うとい う主 旨で あ り

ます 。

　 こ の よ うに 二 つ の 春 と秋 の 祭 りを軸 と して ， 原 始農耕社会 の 宗教 と い う もの

は 組 み 立 て ら れ て い た の で あ ろ うと い う風 に考え られ ます 。 こ れ が普通 に 宗教

史な どで 言 う 「原 神道」 とい うもの の
一

番重 要 な 内容 な ん で す ね 。 原神 道 とい

うの は稲の 農耕儀 礼が 基本 で あ りま した 。 そ の 稲 の 農耕儀礼は ， 年乞い と新嘗

に よ っ て 1 年 の 祭 りが で きて い た とい う風 に 考 え られ ます 。 そ して ど ち らが 重

要か と言 い ます と
，

こ れ は今 日の 神社の 祭 りの 編成 に も反映 して お ります け れ

ど も， 新嘗が もっ と も重 く， 年 乞 い は そ れ に 準ず る軽 い と い う扱 い を受 け ます 。

それ は なぜ か と言 い ます と
， 農作業 の 開始 で 行 わ れ る 祭 り と い うの は そ の 年 の
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紀 　 要 1

農作業 につ い て の 最終 的 なお 願 い ・祈 りな ん で すね 。 とこ ろ が 新嘗 の 方は 現 に

収穫 が あ っ て
，

み ん なが 心 が 浮 き立 っ て い る v そ して そ れ を神 に 捧 げ る こ とで

翌 年 も同 じよ うに 豊か に稲 が実 る とい うこ と を確実 にす るため の 祭 りとい う性

格 を持 っ て お ります 。 そ うい うこ とか らお そ ら く新嘗が 中心 で
， よ り重 い と考

え た よ うで す 。 そ して こ れ は 今 日の 感 覚で は
， 皆様方 は 宗教 の 方 で あ りますか

ら ち ょ っ と違 うか も知 れ ませ ん が ，

一
般 の 人 々 は お 祭 りと言 えば 非常 に 形式的

な こ とと して しか 受 け取 らない 風 が 強 い よ うに思 うん で す ね 。 と こ ろ が ， 言 う

まで もな くこ うい う原始農耕の 社 会で は ， 生 産 を確保 す る とい うこ とは 生 き残

る ため に は 絶対 の 仕事な ん で す ね 。 そ れ を滞 りな く祭 りをする こ とで は じめ て

神 の 力で 稲 が 確 実 に 実 っ て 自分 達 は 絶 滅 しな い で す む とい うこ とで あ っ た ろ う

と考 え ます 。 で す か ら こ れ は 単な る い わ ゆ る お 祭 りで は な い の で あ っ て で す ね，

全 集落 を挙げて の 必 死 の 営み で あ っ た ろ うと考 え られ ます。 そ うい う位 置 に 毎

年 秋の 新 嘗が あ っ た と考 え られ ます 。

　 そ して こ の 新 嘗祭 は ， お そ ら く弥 生 の 社 会． そ れ か ら古墳時 代 に な る わ けで

す が ， そ うい う段階の 社会で はそ の 土地 の 神 を招 い て 行 っ た もの で あ ろ う とい

うふ うに 考 え られ て お ります 。 こ の 問 題 は あ ま り深入 りもで き ませ ん が ， 当時

の 日本 人 の 意識 で は土 地 ご とにそ の 土 地 を支 配 して い る神 が 住ん で い る と考 え

て い た もの と思 わ れ ま す 。 で すか ら そ の 土 地 に 住 ん で い る 不 気 味 な姿 の 見 え な

い 恐 ろ し い 存在で あ る 神 ， こ れ の 意 を迎 えて で す ね ， そ の もた らす害悪 を防 い

で お い て ， そ の 力 をで きれ ば 自分 た ちに有利 に 使 う ， そ うい う働 きか け が 必 ず

必 要 だ と考 え ら れ て い た もの と 思 わ れ ます 。 そ の 意 味 で こ うい う農 耕儀礼 で ま

つ る 神 は
， 基本 的 に は そ の 上 地 の 神で あ っ たろ う と考 え られ ます 。

　 こ れ は 実 は
， 神 社 とい う もの の 起 源 に 深 くか か わ っ て お ります 。

つ ま り今 日

全 国 で 8 万 内外 の 神社 が ご ざい ます ね 。 そ して そ の 圧 倒 的 多数 とい うの は 土 地

と結 び つ い た 小 さ な神社で あ ります 。 氏神 とか ， 産 土 （うぶ す な） とか鎮 守 と

か 呼 ば れ る 小 さ い 神社 ，
こ うい うの は 「地縁 的小社祠 」 と我 々 言 うんで す け ど

地縁 的 な神杜 で すね 。 こ れ は何 を意 味 して い る か と言 う と
，

一
定 の 土 地

，
ひ と

まとま りの 地域 が あ っ て ， そ こ に住 ん で い る 人た ちが 土 地の 神 を祭 っ て
， そ し
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て神社 とい うもの を管理 し
， 運営 して い っ た 。

こ れ が 基本 的 な形 と考 え られ ま

す 。 そ して 実 は で すね ， 神社 とい うの は 本来で すね ， 土地神 をその 土 地 で 祭 っ

た の が 元 来 の あ り方で あ っ た ろ う と考 え られ て お ります 。

　で すか らその 後で すね ，
お稲荷 さん が現 わ れ た り八 幡 さん が現 われた り， そ

うい うの は古代以 降の 発展 で あ ります 。
い ろ ん な神様 が 登場 して 神社の 祭神で

あ りますが ， 本来の 神社 とい うの は土 地神 を祀 っ た もの とい うふ うに考え られ

る の で あ ります 。 そ して こ の 土地 神 は もと よ りそ の 土 地 の 神 とい うこ とに 尽 き

ます か ら， 事々 しい 神 名 （神様 と して の 名前） を持 っ て い な か っ た で す ね 。 今

日 は
， も っ ぱ ら明 治維新後 の 変化 が 大 きい ん で す けれ ど も， 古事記 ・日本書 紀

な どか ら付 けた もの もの しい 名 前 の 祭神 と い うこ とに な っ て い ます け ど
， 本来

は例 え ば東京 の 新宿 に あ る 氏神 な ら 「新宿 の 神」 と しか 呼 び よ うが ない
， と く

に名 前 が ない 神 が 本来 な ん だ とい うふ うに 神社界 で も考え られ て い る次 第で あ

ります。
で す か らそ うい う現状 をた ど っ て い くとまさにそ うい う原 始農耕社会

に お け る農 耕 儀 礼 ， 原神 道 で す ね ， 原神 道 の あ り方 が 遠 く伝 わ っ た もの とい う

ふ うに思 われ ます。

　そ うい うこ とで 弥生 時代か ら古墳時代あた りまで は
，

お そ ら く村 ご とに村の

土 地 神 を祭 っ て 稲 の 祭 りが 営 まれ て い た とい うふ うに 考 え られ ます 。 こ うい う

集落が 古墳時代 に は次 々 に よ り大 きな力で ま とめ られ て い っ て 小 国家が で きて

ま い ります ね 。 お そ ら く小 国 家 の 支 配 者 ， キ ミ とか ワ ケ とか 呼 ば れ て い るわ け

で あ りますが ， こ うい う人 た ち は そ うい う自分 の 支 配 下 の 村 々 の 祭祀 権 （お 祭

りをす る権限） をどん どん 上 へ 吸 い 上 げ て い っ た の だ ろ う とい うふ うに考 え ら

れ ます 。 で す か ら古代 国家 の 成 立 に は 絶対 年代 に つ い て も ， そ れ か ら地域 に つ

い て も諸 説 あ る の は皆 様 よ くご 承知 の とお りで 邪 馬台国 な どは 大変話題 に な っ

て い て い ろ い ろ あ ります け ど
， 全体 の 成 り行 きか ら言 えばで す ね， 次第 に そ う

い う国家 が 大 き な連 合 を作 っ た り， あ る い は よ り強 い 国 を作 っ て い くとい う傾

向が 進 み
， それ に つ れ て そ の 支 配領域 の 祭祀 権 ，

も っ ぱ ら 一 番重 要 な の は新 嘗

で す か ら新嘗 を行 う権 限 とい うの は その 族 長 と言 い ますか首長 に 帰 し， そ うい

う形 が進 ん だ とい うふ うに 考 え られ ます 。 で すか ら各地 の 小国家が 連 合 した り，
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服 属 した り して で す ね ， 少 し大 きな もの に な る と ， そ うい う大 きな ま と ま りを

治 め る 人 間 は 大 君 と呼 ば れ た ん で す ね 。 日本 列 島 の 各地 に 大 君 が 出現 して い っ

た と思 わ れ ます 。 そ して 大 君 の 重要 な仕 事 は
， 自分 の 支 配領 域 の 稲 を実 らせ る

仕 事 だ っ た と考 え られ ます 。
つ ま り， 自 ら祭 りを行 っ た 。 そ して そ の 祭 りの 効

果で 翌 年の 稲 が た わわ に 実 る ， そ うい うこ と を左 右 す る 力 が
， そ うい う王 と し

て 地 方 を作 っ て い っ た とい うふ うに 思 わ れ ます 。 こ うい うの を王 権 の 概念 の 中

で は 祭司 王 と言 っ て お ります 。
つ ま り祭 りをする権限 を持 っ て い る王 なん で す

ね 。 priest　king とい うの は そ うい う もの な ん で す ね 。 そ して そ の 最 後 に登 場

した の が 大和政権 の 大 君 で あ り， それ が 古 代 天 皇 制 国 家 を作 っ た とい うふ うに

考 え ら れ ます 。 で すか ら大 和 政 権 の 大 君 ， 即 ち天 皇 と い う もの は ， そ もそ も 日

本 の 政 治支 配者 ， 軍 事 支配 者 で あ る とい うよ り， 日本 の 国 土 （日本 列 島の 主 要

部分 とい う意 味 で あ ります が） の 稲 を実 らせ る王 だ っ た
， そ うい うふ うに 考 え

られ ます 。
こ こ に天 皇 とい うも の の 基 本 的 な性格 が定 ま っ て 行 っ た と い う風 に

思 わ れ ます 。

　 で す か ら ， 天 皇 を世襲 で （血 筋 で ）受 け継 ぐとい うこ とは最初か ら始 ま りま

す 。 そ して
一

体 そ の と きに受 け 継 が れ る
一番 の ポ イ ン トは 何 か と言 えば

， そ れ

は 祭祀 の 権 限 （祭祀権） を受 け継 ぐこ とで あ る わ けで す 。 で す か ら毎年秋 の 新

嘗 を行 う， そ れ が 祭 司 王 と して は 一 番重 要 な 仕事 とな っ た とい うふ うに 考 え ら

れ ます 。 さ て
，

こ うい う王 は 同 時 に もち ろ ん 祭 りをた だ 一
人 ， 国 を代 表す る 最

高 の 祭 司 と して 行 わ れ ます ね 。 the　highest　priest で す ね 。 で す か ら た だ者 で は

な い ん で す ね 、 や は りこ れ は特 別 な 霊 力 を持 っ た存 在 ， そ して 怖 れ ら れ た で あ

ろ うとい うふ うに思 わ れ ます 。 そ うい う天 皇が代替 わ りをする
，

次 の 天 皇 が 出

て くる とい うと きに で す ね ，
こ の 毎年の 新嘗祭 が ， 今 度は 大 嘗祭 と し て 営 まれ

る ， そ うい う経 過 をた どる わ けで あ りま す 。

　 古代 天皇 制 国家 が で きて まい ります と ， 今申し ま し た よ うに 原 始社 会か ら古

代 国 家 へ と歩 む わ け で あ りますが
， そ うい う段 階 で 営 まれ て い た宗教が ， そ の

ま ま国 家 的 規 模 の もの と して 整 え ら れ て い く，
こ れ が 古代 宗教 の 段 階 で あ りま

す 。 で す か ら ，

一 ・番原始 的 な段 階 の 宗 教 は 宗教学 で 言 う
「
民 族宗 教 」 （ethnic
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religion と申 しますが）で あ っ て
，

こ れ は 集団が 自分 た ちの 神 を拝す る ， そ し

て そ の た め に 祭 りをする 。 そ うい う宗教 と言 っ て よろ しい で し ょ う。 で す か ら

そ こ に は そ の 後の 歴 史に登 場 して くる創 唱 宗教 （キ リス ト教 な ど に 代表 され ま

す found　religion で す ね） と非常 に違 っ て そ こ に は集団 の 宗教 とい う基 本的 な

性格 が あ ります 。 集 団が 宗 教 を担 うわ けで す ね 。 で す か ら宗教 集団 とい う意 味

で は
， 単位 社 会集 団が その ま ま宗教 集団 に な っ て い る とい う形 を取 ります の で ，

合致的宗教 集 団 と 申 し ます 。 集団の 宗教 で あ る とい うこ と 。

　それ か ら宗教 と して の 教 えな ど ， 内容 を欠 い て い て ， もっ ぱ ら儀礼 （祭 り）

を受け継 ぐ， 行 う宗教 で す 。
つ ま り機能 は儀礼 に 代表 され る宗教 で す 。 そ うい

う特徴 が ご ざい ます 。 体系 の あ る教 え とい うもの は無い と言 っ て い い で しょ う

ね 。 非常 に 発 達 して い な い もの しか ない ， 断片 的 な もの しか な い わ けで す 。 断

片的 な観念は い ろ い ろ ありますが ， 特 に神学 にな っ て い くような弁証 あ る い は

理論 ， そ うい うもの は 元 々 な い ん で すね 。 た だ
， 儀 礼 が あ る 。 そ して こ の 儀礼

を営 む こ とが 主 た る機 能で ある 。 そ うい う宗教 で あ ります 。 で すか ら非常 に プ

リ ミ テ ィ ブ な もの だ とい うこ とで す ね
， 宗教 と して は 。

　そ して
， そ うい うもの が 国家的規模 に受 け継 がれ て 発展 した もの が古 代宗教

で あ ります か ら ， 天 皇制 が 作 り上 げた古代 宗教 とい う もの は 基盤 は こ うい う民

族 宗教 の タ イプ を離 れ られ な い わ けです ね。
つ ま り国家 と して 国家 の 神 を祭 る

とい うの が基 本 に あ り ， そ して そ の 役割 の 長 に立 つ
， 率 い る ， そ の 頭 に立つ 者

が 天 皇 だ と ， 大 体 そ うい う構造 に な る と思 い ます 。

　 こ の よ うに で すね ， 今 日の 神道 は こ の 民族宗教 の 構造を伝えて い るわ けで す

ね 。 そ して ， 古代 国家 の 段 階 で は
，

こ うい うふ うに 古 代 国 家 の 宗教 とい うか た

ちで
一

つ の 発展 が あ り ， そ こ に 仏教 や 道教が 結 びつ くとい うふ うに な っ て 参 り

ます 。 で すか らい よい よ神 道 自体が 習合 に よ っ て 内容 を作 っ て い く段 階 に 入 る

わけで す。 そ うい う中 に あ っ て 天 皇の 宗教 と言 うべ きもの
，

こ れが 整 っ て い く

わ けで あ ります 。 そ して 古代 国 家 は た い へ ん こ うい う宗教 的儀 礼 の 整 備 に は 力

を入れ ます。 実に 大掛か りな もの を次々 に考えて 整 えて い くわ けで あ ります 。

そ して こ の よ うに して 整 っ た ， 天 皇が 関与 す る祭 りは
，

大 祀 ・中祀 ・小祀 と い
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うふ うに 区 別す る ん で すが ， 毎年 の 新嘗祭 と い うの は 中祀 なん で す ね 。 古代 の

制度 で は 中祀 ， 真 ん 中の ク ラ ス の 祭 りとい うこ とで す ね 。 そ して
， 大 祀 は 唯

一

大嘗祭 だ けで す 。 で す か ら大 嘗祭 とい うの は 特別 の 祭 りなん で す ね ，
とい うふ

うに考 え られ る と思 わ れ ます 。

　 そ こ で で すね ， 大嘗祭が ど うい う成 り立 ち とい うこ と はお 分 か り頂 けた こ と

と思 い ますの で ， それ で は 天 皇が 受 け継 が れ る ， 皇位 が継承 され る とい う際 に

何 が 古代 国家で は 行 わ れ る の か とい うこ と に 進 ん で ま い ります 。 大体 こ うい う

皇位継 承 つ ま り王権継 承儀 礼が 整 うの は 7 世 紀 の 末 ぐ らい で は な い か と考 え

られ ます 。 時代か ら言 い ます と大 体 天 武 天 皇 の あ た りで あ ろ うと見 られ て お り

ます 。 そ して
， そ れ 以 前 も天皇が 新 し く替 わ る とい う際 に

，
い くつ か の 儀 式の

よ うな もの が あ っ た こ とが 分 か っ て お ります 。 日本書紀 な どに はそ うい う点が

比較 的詳 し く記録 され て い る ん で すが ， 大体で すね ， 天 皇の 位 を表す ， あ る い

は 身を守 る呪物的 な宝 物 と して 鏡 とか ， 剣 とか ， 玉 とか い うもの が 知 られ て お

ります ね ， 3 種 の 神 器 とい う， そ うい うもの が 古墳時代 の 各地 の 族長 に もあ っ

た こ とは 明 らか で あ り ます け ど ， そ うい うこ と は大和 政 権 に もあ っ た ん で す ね 。

そ うい うこ とか ら 日本書紀 な どの 記述 で は 天 皇 の 御 し る し を新 し い 天 皇の も と

に 差 し上 げた
， 奉 っ た とい うよ うな記事 もあ る わ け で す ね 。 あ る い は 鏡 とつ る

ぎを奉 っ た
， あ る い は け ん と鏡 ， な どの 記事が 見え ます v そ うい う身の 回 りに

あ っ た立 派 な宝 物 を新 しい 天 皇 の と こ ろ に捧げ た もの で あ る とい うこ とは 知 ら

れ ます 。 そ して 天 武天 皇 ご ろ か ら整 え られ て い っ た形 は
，

お そ ら く皇位 の 継 承

が ある とで す ね ， そ うい う前天 皇が 持 っ て い た よ うな宝物類 ， それ を新 しい 天

皇が受 け継 ぐ，
こ れ は ご く早 くか らあ っ た と思 わ れ ますが ， 特 にで す ね ， 受け

継 い だ後 の 新嘗 祭 を大 掛 か りに す る とい う こ とが 始 ま っ た と考 え られ ます 。 こ

れ は新嘗祭が 天 皇 が行う祭 りで 一 番重 要 なわ けで すね ，
で す か らそれ をさ らに

大 々 的 に行 うとい うこ とに な っ た の で あろ う と思 わ れ ます 。 そ して 更 に で す ね ，

こ の 大嘗祭が 天 皇の 位 を受 け継 ぐ儀 式 だ とい うこ とで 先ず ， 強化 ・拡充 され て

い っ た わ けで すが ， そ の 際 に で すね ， 天 皇が 替 わ る ， とす ぐに 鏡 とか 剣 とか い

う類 の もの が 新 しい 天 皇 の と こ ろ へ 行 くわ けで す か ら
， そ うい うもの と一

体 と
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考 え られ て い た わ けで すね 。 そ の 年の 秋 に 行 う大 嘗祭 と一
体 の もの で あ る 。 そ

こ か ら大嘗祭の こ とを践祚 （せ ん そ）大嘗祭 と呼ぶ 習慣 が出て きた ん で す ね。

践祚 ・大嘗祭 ，
こ れ は どうい う意味か とい うと， 新 しい 天皇の とこ ろ へ 神器 を

移す ，
こ れ が 践祚 と中国風 に 呼 ば れ る ように な っ た わ けで す 。 践祚 とい い ます

と
， 祚 とい うの は 天皇 の 位 なん で す ね 。 践 とい うの は実践 の 践 で 足 で 踏 む， 行

うとい う意味 で す か ら
，

つ ま り天皇 の 位 に つ く ， 即位 と同 じ意 味で すね ， 意味

と して は 。
こ れ を践祚 と呼ん で い る んで すね 。 そ して ， それ と一一

連の もの と し

て 大嘗祭が 行 わ れ る 。 そ うい う考 え方 が生 ま れ て まい ります 。
で すか ら今 日大

嘗祭に 関す る書物 な ん か で も 「践祚大嘗祭」 と題 した本 が あ るの もその ため で

す ね 。 そ うい う伝統 が あ ります 。 そ して で すね ， 実 は 平安時代 に入 っ て 8 世紀

の 末で す け ど， すべ て が 唐 の 風 をまね る こ とが盛 ん だ っ た ん で すね 。

「中国風

で や ろ う」 とい うわ け で す ね 。 そ こ で 中国風 の 天 子 の即位礼 をで すね ，
そ れ を

そ っ くり輸入 した わけなん で す。 そ れで 新た に
， 更 に唐 製の

， 中国式 の 即位式

なる もの を別 に， 更 に行 うとい う風 に変 わ っ て まい ります 。 で すか ら こ こ で 王

位継承儀 礼 は三 つ に な っ て い くん で すね 。
つ ま り， 天皇 が 替わ っ た 直後の 践祚

の 儀式があり， それ か らその 秋の 大嘗祭が あ っ て ， それか ら別 に 中国 の 真似 を

した 即位礼 ， 即 位式で す ね ，
の 儀式 が あ る 。 こ の 三 種類 に な っ て い っ た と考 え

られ ます。

　 そ こ で で すね
， 最後 の と こ ろ で 現 在 そ れ は ど うな る の か と い うこ と を ご説明

しますが
， 今 日

， 戦前の 日本で や っ て い た順序 とい うの は
， 践祚が あ り， そ れ

か ら即位礼 及 び大嘗祭 が次 の 秋 に あ ります。 そ うい う形式 で す ね。
こ れ は ど う

して そ うな っ て い っ た か とい うこ と は後 ほ ど ご説明 します けれ ども， 先ずこ の

践祚 ， 大 嘗祭 ， 即位式 とい う三 つ が ある こ とを覚えて い た だ きた い と思 い ます 。

こ の うちで すね ， 即位式 とい うの は 徹頭徹尾 中国式 で あ ります 。 例 えば 天 皇が

着ける衣装な ど も唐の 王朝で 使 っ て い た袞 冕 （こ ん べ ん） と言 い ま して ね
， 袞

とい うの は着物 の 名前 なん で す ね ，
ふ わ っ と した もの ら しい ん で す け ど

， 冕と

い うの は冠 の 名前 な ん で すね。 中国式の 衣 と冠 を着け て 中国風 の 儀 式 を した も

の で す 。
こ れが 即位式 で す。

で す か ら ， 今 日で も議論があ りますの は
， 践祚大
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紀　 要 1

嘗 祭 は 一
体 の もの だ とい うこ と は言 える ん で す ね ， 確か に 。 そ して こ ち らが 本

当の 即位式 なん だ とい う主 張が今 日で も盛 ん に ある の は その た め なん で すね。

つ ま りい わ ゆ る 即位 の 儀式 とい うの は
， 中 国 の もの を模 倣 した もの で 後で 生 ま

れ た こ と は 事実 で す ね 。 そ れ は そ の とお りで あ ります 。

　それ で は で すね ， 大嘗祭 とい うの は大掛 か りな新嘗 祭 ， そ して こ れ は
一

代
一

度 ，
つ ま り天 皇 が 新 し く天 皇 に な っ た ときだ け そ の 初 め に行 う新嘗祭 で あ りま

す 。 天 皇 が 二 回天 皇 に な る重祚 とい うこ とが 古代 に あ る ん で す ね 。 こ うい う例

が い くつ か あ ります 。 そ の 場合 は もう一
回 大嘗祭 を した よ うで すが ， と もか く

も新 しい 天 皇 に な っ た と きだ け行 うわ けで あ り ます ． そ れで は元 々 は こ れ は 新

嘗祭 ， 更 に言 え ば村 々 の 新 嘗で す ね ，
で すか ら こ れ は 稲 の 収穫 祭で あ る こ とは

基 本的に 変わ ら ない わ けで す 。 稲 の 祭 りなん で すね 。 そ して 収穫 の 後 に行 う祭

りで あ ります 。 そ して 本来 で す と新 嘗祭 は ど うい うふ うに や っ て ， 大 嘗 祭 は ど

こ が 違 うか 詳 し く申 し上 げ なけれ ば い か ん 処 で すが ， 時間 の 関係 もあ ります の

で ， まず新 嘗祭 を大掛か りにす る ん だ とい うこ とが 基 本で す 。 そ して で すね ，

新嘗 祭 は そ の 年 に とれ た お 米 ，
こ れ で 御飯 を作 り，

お 粥 を作 り， そ れ か らお 酒

を作 り （白酒 （しろ き）， 黒 酒 （くろ き＝ どぶ ろ く用の もの で す け ど
「
くろ き」 っ

て 言 っ た っ て 茶色 い
， そ うで す ね， ち ょ っ と薄 い 茶色 ぐ らい の 感 じで す ）そ う

い うもの を作 ります 。 他 に お 米 だ けで はあ りませ ん 。 粟 を使 っ て 御飯 とお粥 を

作 ります 。 そ れ か ら海産 物 ， 野菜等 々
。 海 の 幸 山の 幸 ， そ うい う もの も使 い ま

すが ， 中心 は 新穀 で 作 っ た御飯 ， お 粥 とお 酒 で すが ， こ れ を天 皇が ただ一 人神

に 供 える ん で す ね 。 そ して 天 皇 が 神 と対座 を して 一 緒 に そ れ を飲 食 して
， そ し

て 終 わ る と
，

そ れ を神 饌 とい い ますが ， お 供 え もの を次 々 と下 げる わ けで す 。

そ して こ れ を二 回 す る ん で す ね ， 新 嘗 祭 は 。 二 回 す る と い う意 味 は諸 説 あ りま

す。 しか し， 宵 の 儀 （夕方 の 儀式） と明けの 儀 （暁の 儀式） とい うこ とで 日没

か ら翌 早暁 まで 行 うた い へ ん 大掛 か りな祭 りで す 。
こ れ が 毎年行 われ る 新嘗祭

で あ ります 。 と こ ろ が で す ね ， 大嘗 祭 の 場 合 は 形 の 上 で は 二 つ ほ ど大 きな違 い

が で て きます。

一
つ は で す ね ， 新嘗祭で 捧げる神穀 （お 米）で すね 。

こ れ は 特

に どこ か ら とい うこ と は あ りませ ん 。 大体江 戸時代か ら明治 の 前半 ぐらい まで
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は
， 山城 国 の 御料 地 つ ま り天 皇 領 か ら取 れ た お米 を使 っ て い た ん で す ね 。 明治

25年 か らで す ね
， 伊藤博 文 の ア イデ ア で も っ て 全 国の 農民 に 献納 を呼 びか けて

，

全国で 慎ん で 作 っ た お 米 を宮 中 に 差 し出 して ， それ で 新嘗祭 を行 う。 そ れ か ら

そ の 後 で すね ， 天 皇が 田植 え をす る とい うこ とが 始 ま っ て ，今 の 天 皇 も何 か や っ

て ますけ どそ れ も新嘗祭 で 一 緒 に使 っ た とい うこ と に変 わ っ て きて い ます 。 特

に どこ か ら とい うこ と は な い わ けで すね 。 日本で 取れ たお米の
，

とい う意味で

し ょ う。 と こ ろ が で す ね ， 大 嘗 祭 で は非常 に 厳格 に決 ま っ て い ます 。 こ れ は 斎

田 を決め て で すね
，
こ の 斎 田か ら厳 重 な方法 で も っ て と りい れ た お 米 をで すね ，

都へ 運 び ます 。 そ して 都 で で すね ， 精米 を した り， お 酒 に 醸 して ， そ して 他 の

草 々 の 食べ 物 もそ こで 調 理 す る ん で す が
，

そ こ か ら大 掛か りな行列 を作 っ て 大

嘗祭の 斎場 へ 繰 り込 む ん で すね 。
こ うい うこ とが 行 わ れ ます。

で す か ら斎 田 を

定め る とい うこ とが
一

つ あ ります 。 大体 ， 斎 田 ，
つ ま り神 に捧 げ るお米 を作 る

田 は ニ ケ 所 に 決 め る こ とに な っ て お ります 。 そ し て こ れ は で す ね
， 都 が 基 準で

す 。 都 の 以東以 南 で 一 ケ所 ， それか ら以西以 北で
一

ケ所 とい うこ とにな っ て お

ります 。 そ して 大 体 こ れ は も う習 慣 と して は 国 は 決 ま っ て い て
， 今 日の 名前 で

言 うと
一

つ は 滋賀県が 多い で すね 。 もう一
つ は 岡山県か京都府 だ っ た ん で す

，

近代 に入 っ て 福岡県に した例が あ ります け ど大体場所 は決 まる ん で すが 。 そ う

い うこ と
一

切 を亀 トに よ っ て 定 め る こ とに な っ て お ります 。 こ れ は 中国 の 殷代

に行 わ れ た と言 わ れ て お ります 。 亀の 亀 甲 （亀の こ うら） に 穴 を開け て 火で 焼

くん で す ね 。 そ うす る と ヒ ビ割 れが走 ります。 で す か らこ れ を見て 占い をす る

わ けで すね 。 こ れ を亀 トと言 い ます 。 トとい う字 は ヒ ビ割 れ か ら来 た象形文字

だ とい う説が あ ります ね 。 トに よ っ て 定 め る ， 卜定す る とい うの が 伝統 で あ り

ます。 それで こ の 亀 トに よ っ て 定め た二 つ の 田 が斎田 とな ります 。 で そ の 田 が

あ る 国 を斎 国 と言 い ます 。 そ して
一

つ を悠紀 田 （ゆ きで ん ） と言 い ます 。 そ れ

か ら もう
一

つ を主基 田 （す きで ん） と呼 び ます 。 こ の 言葉 の 意味 に も諸説あ り

ますが ， 悠紀 とい うの は神 聖 な お 酒 で あ ろ うと普 通言 わ れ て お ります 。 主基 と

い うの は そ れ に次 ぐもの
，

次 の 意味 で あ ろ う とい うの が ほ ぼ 有 力 な説 で あ りま

す。 そ うい う悠紀 ，
主 基二 つ の 田 を決め ま して ， そ こ で 厳重 な 手続 きで 稲 が 栽
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紀　 要 1

培 され る わ けで あ ります。 そ して 秋 に なる とそれ をと りい れ て
，

こ れ は も う問

に い ちい ち朝廷か ら使 い が 来 るん で す ね ， 稲穂 の 使 い とい うの が 来 て ， そ して

最後 は 抜穂 の 使 い ， 稲 を刈 り取 る わ けで す ね
， そ して 都 へ 運 ぶ … … （テ

ー
プ反

転 ）
… …

神饌に作 る わ けで す 。 そ して こ れ が 第
一

の 違 い で あ る わ けで す。

　第二 の 違 い は 大 嘗宮 とい う大嘗祭 の た め の 御殿 を新 た に作 ります 。
こ れ は 大

嘗 祭だ けの た め に 作 る 御殿 で すか ら ， 大 嘗 祭 を前 に して ， 伝 統 で は 7 日間 で作

る ん で す ね 。 非 常 に 短期 間で 作 る ん で す 。 そ して 終 わ る とた だ ちに壊 しち ゃ う

ん で す 。 そ うい う伝 統 が あ ります 。 そ うい うふ うに 大 嘗宮 と申 し ます 。 こ れ を

作 ります 。 こ れ は 平面 図 な ど も最近 で は 方 々 で 紹介 が あ ります 。 じつ に 大掛か

りな もの な んで す ね ，， 数 十 にの ぼ る大小 の 建 物が 並 ん で ， しか も作 り方 に い ろ

い ろ 決 ま りが あ り ま して
， 木 の 皮 を剥 が な い で 黒 木 の 柱 を使 うとか ， 屋根 は 萱

で ふ くとか い ろ い ろ な決 ま りが あ る ん で す け ど
，

まあ とに か く大掛 か りな もの

で す 。 こ れ を作 りま して こ れ が新嘗祭 と違 う点で す 。 なぜ か と言 うと
， 新 嘗祭

は 伝統 的 に宮 中 に あ る特定 の 殿 舎 で 行 い ます ． 今 日 で は 神嘉 殿 とい うの が あ っ

て こ こ で 行わ れ ます ね
。

こ れ は た い へ ん古 い 伝統が ありまして 京都の 皇居 は大

裏 とい い ますね 。 そ の 大裏 の
一

番中央 に 中 和 院 が ご ざい ま して
， そ こ の 殿 舎 に

神 嘉殿 が 作 ら れ ます 。 こ の 神 嘉殿 は新嘗祭 だ け の た め の 殿 舎で す け ど他 に は使

い ませ ん 。 特 別 な殿 舎で す ね ， こ こ で 同 じ祭 りを二 回 や る ん で す ね 。 夕方の 儀

式 と明 け方 の 儀式 ， 二 回 や ります 。 と こ ろ が 大 嘗 祭 の 場 合 は こ こ は 使 わ ず に 別

に 大嘗宮 を作 る とい う違い が あ ります 。 そ して 大嘗宮 の 中で 行 わ れ る 次 第 とい

うの は 新嘗 祭 と ほ ぼ 同 じで あ ります 。
つ ま りそ の 前 日 に 天 皇 に 鎮魂 祭 とい う も

の が あ りま して
， 天皇 の 魂 の ボ ル テ

ー
ジ を高 め る ん で す ね 。 こ れ は 毎年の 新嘗

祭で も前 の 日は鎮 魂祭 を致 し ます 。 鎮魂 とい うの は 魂 を鎮 め る と書 きます けれ

ど
， 古 い 読 み 方で は 「み た まふ り」 で あ ります 。

つ ま り魂 を エ ン カ レ ッ ジす る

とい うこ と なん で し ょ うか ね 。 奮い 立 た せ る 。 また御霊 鎮め で もあ る ん で す 。

そ れ は あ ま り分か りや 3 くや る と長 くな っ て し ま うか も知 れ ませ ん が 。 ど うい

う意 味か と言 い ます とね ， 今 日の 解釈 で は天 皇 の 霊 力 とい うの は 稲 を実 らせ る

の に専 ら働 か さ れ る わ けで す ね 。 そ の た め の 王 で す か ら 。 そ の た め に で す ね，
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ほ ぼ 1 年 た つ と もう次 の 年 の 稲 が取 り入 れ られ る こ ろ に なる と
， 痩せ 衰 えて ボ

ロ ボ ロ に な っ て 力 を失 っ て い る と考 えた の で あ ろ うと解釈 さ れ ます 。
つ ま り

弱 っ ち ゃ っ て い る ん で す ね 。 そ して 次 の 大 事 な祭 りで ある新嘗祭 を行 うに あ

た っ て は
，

ボ ロ ボ ロ に な っ て 弱 り切 っ た魂 で は
，

霊 力 で は だ め で あ っ て そ れ を

もう一
度奮い 立 た せ て

， 力 を与 えて で す ね ， 霊 力 に満 ち満ちた 天 皇 が 新 嘗祭 に

臨 む 。 そ うい う考 え方 か ら
， 前 の 日の 夕方 ，鎮魂祭 が 行 わ れ た の で あ る とい う

解釈 され て お ります。 で すか ら鎮魂祭 とい うもの は た い へ ん 興 味あ る の で
， 私

は よ く宗教学の 講義 なん か の 時 は呪術 の 例 を ひ くん で す けれ ど
， 何 をす るか と

言 うとで すね ， 天 皇 自身 は追衾 （お ぶ す ま） に 包 まれて ふ せ っ て い る ん で す 。

何か寝具の よ うな もの をか ぶ っ て 寝 て い る ん で し ょ うか ね 。 そ して 祭 りが 行 わ

れ る とこ ろ に 運 ば れ る の は天 皇 が 身に着 けて い る衣 ， 肌着の よ うな もの ら しい

で す ね 。 それ と天皇の 臍 の 緒 を入 れ て あ る ら しい 「お た ま箱」 なる もの が あ り

ます 。 そ れ が 運 ば れ る わ けで す 。 そ して
， ど うい う儀式 をす るか と言 うと細か

い こ とは略 しますけど
， 左右 に十回ずつ その 衣を振 る ん で すね 。 なぜ振 るか と

言 うと， 魂 を力付 ける 意味 だ と い うわ けで す 。 呪術 の 類 な ん で し ょ うね 。 そ れ

か ら もう一 つ
， お た ま箱 の 方で すが ，

こ れ は紐 をかけて縛 っ た箱 なん で す ね 。

これ は で すね ， 掛 け声 と共 に紐 を縛 っ て い くん で す 。 こ れ は なぜ か とい うとで

すね
，

天 皇の 魂が で す ね
，

ど っ か浮遊 し始め て い る 。 だ か らそれ を中府 に収め

る 。 中府 とい うの は ど う もお へ そ の あた りの こ と を言 うら し い ん で すね 。 鍼 で

もっ て 中府 とい うの は 肩 の とこ ろ なん で こ れ は どう も違 う ら しい の で ， 中府 と

古来言 っ て ますが
，

お な か の 真 ん 中 に魂 を据 え て
，

そ して 奮 い 立 たせ る 。 そ れ

が ど う も鎮魂 祭の 意 味 ら しい で す ね 。 で す か ら こ れ を まず行 い ます 。 そ して 新

嘗祭 に臨 むわけで す。
こ れ と同 じこ とをや は り大 嘗祭で も行 い ます 。

　そ して
， 大嘗祭の 祭儀で すが

， 細 か い 点 は省略 せ ざる を得 ませ んが
，

天 皇 は

お湯 で み そ ぎを します 。 体 を清 め る んで すね 。 そ して で すね ， 大嘗宮 に は二 つ

の 殿 舎 が 中心 に あ ります 。 悠紀殿 と主基 殿 とい い ます 。 悠紀殿 の 方 に は 悠紀 の

田 か ら とれ た お 米 を供 え ます ね 。 主 基 殿 の 方 は主基 の 田 か ら とれ た お 米 を供 え

ます 。 同 じこ と を二 回や る ん で すが ， まず悠 紀殿 へ 行 くわ けで す 。 で
， 悠紀殿
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紀 　 要 1

の 外陣 （げ じん ） とい い ます か
， 建物 の 外 で すね ， 付属 の 建物 とお 考 え くだ さ

い
。 そ こ に まず 天 皇 は 入 る わ けで す 。

　そ うし ます と
， そ の 次 に で すね ， 十 姫 十男 つ ま り10人 の 男性 と10人 の 女性 ，

合 わせ て 20人が行列 を作 っ て で すね ， 神饌 を捧げて 行列で も っ て 繰 り込 む わ け

で す 。 こ れ を神饌 行 立 （ぎ ょ う りゅ う） と言 い ます 。
こ れ は た い へ ん 大 掛 か り

な もの な ん で すね 。 全 部何 を持 っ て い くか とい うの は 決 ま っ て い ます 。 干物 が

あ っ た り， あつ もの が あ っ た り， 食物 の 歴 史 の 上 か ら面 白い で すね 。 そ うい う

もの を捧 げ る 。 中心 は さ っ き言 い ま した よ うに ， 米の 御飯 ， そ れ か らお 粥 ， 白

酒 ， 黒 酒 ， そ の 辺 が 中 心 で あ ります 。 そ して で す ね ， そ れ を中に 運 び 込 むわ け

で す 。 行 列 が 運 び 終 わ っ て 去 ります ね
， そ う します と天 皇 は 内 陣に 入 る わ けで

す 。
い よい よ神 の 祭 っ て あ る場 所に 入 る わ け で す 。 そ して 一 品ず つ 自分 の 手で

供 えて い くら しい ん で す ね 。 なぜ
「
ら しい 」 と言 うか とい うと， そ れ か ら次 は

秘儀 な ん で す 。 だ か ら こ れ は 天 皇以 外 に は 知 らない こ と に な る は ず なん で す ね 。

絶 対他 言 で きない
。 だ か ら 良 く解 ら な い ん で す が ， ま あ供 え る の で し ょ う。

　 そ して で す ね ，
こ の 時 に そ の 内陣 が ど うな っ て い るか とい うの は平 安時 代 ご

ろ か ら補説 図 とい い ます け ど， 平 面図 の よ うな も の が 世 の 中 に 出て お りま して

い ろ ん な こ とが わ か る ん で す けれ ど も，
一 つ は 神 座 が あ る ん で す ね 。 ま ， 当然

で す け ど も。 そ して ど うも ， そ の 神 とい うの が
， 今 日で も説 が 分 れ る ん で すが ，

新 嘗 祭 ・大嘗 祭で 祭 る 神 は 何か とい うの が 定説 が な い ん で す ね 。

一
番差 し障 り

の な い と こ ろ で は 天 照 大神 だ ろ うとい うこ と に な る ん で す け ど
，

い ろ ん な 見 方

が あ っ て 結 び の 神 だ と い う説 もあ る ん で す ね 。 八 白万 の 神 ，
天 神 地祗 が そ こ に

来 る とい う説 もあ り ます 。 た だ ， 非 常 に お も しろ い こ と は ， 大 嘗 祭 の （新 嘗 も

そ うで あ り ますが ）神座 とい うの は
， 寝所 に な っ て い ます。 寝座 な ん で す 。 手 っ

取 り早 くい え ば ベ ッ ドなん で す 。
で すか ら枕 が あ ります 。 そ れ か ら布 団 が 敷 い

て あ ります ね 。 靴 が そ ろ えて あ ります 。 そ ば に衣 類 を脱 い で 置 く台が あ ります 。

そ して ど うや ら古来の 神 に お い て は で すね ， 大嘗宮 （こ の 場 合 悠紀殿 で す が ）

に 神が 長 い 旅 を して きて ， 入 っ て きて そ こ に 寝 る ら しい ん で す ね ， ほ こ りを は

ら う道 具 なん か まで 用 意 して あ る と伝 え られ て い る ん で すが 。 そ こ へ 天 皇 が
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入 っ て きて 食べ 物 を供 え る ん で す ね 。 お そ ら く神 と共 に そ こ で 飲 食 をす る と か

い わ れ て お ります 。 で す か らそ こ で 神 と交流 す る ん で す ね 。

一 体 に な る と言 っ

て もい い
。 そ して そ れ が 終 わ る と天 皇 は 出 て きて ， 廻 立 （か い りゅ う）殿 で す

が ， も と の 殿 舎 に 戻 る わ けで す。 そ こ で も う
一 ぺ ん み そ ぎを して 暁 の 儀 （明 け

の 儀 ） に 臨 む 。 こ れ は 主 基 殿 で す ね 。 そ うい う順 序 に な りま す 。 で す か らこ れ

は た い へ ん 大 掛 か りな祭 りで あ りま して
， 毎 年 の 新 嘗祭 で もた い へ ん な ん で す

ね 。 時 間 が か か っ て
， 夕方か ら始 ま りま し て ， 深夜 2 時 3 時 まで 及 ぶ とい うこ

とで す 。

　そ して で す ね
， もう

一
つ の 違 い に つ い て い う と

， 新嘗 祭 は 卯 の 日な ん で す 。

こ れ は古 来 か ら伝統 が あ っ て 11，月の 下 の 卯 日 と い うこ と に 祭 りの 日は な っ て お

ります 。 大体 人嘗 祭 も同 じ よ うに 行 わ れ て い ます 。 新 嘗祭 の 場 合 は 翌 日宴 会 を

す る ん で す 。 こ れ を豊 明 （と よ あ か り）の 節会 と もう します 。 豊 楽院で い た し

ます。 なぜ 豊明 とい うか とい うと豊 明 と い う言 葉 は お 酒 を飲 ん で 顔 が赤 くな っ

た様 子 な ん だ そ うで す 。 だ か ら豊 明の 節 会 とい うの は 酒 宴 の 意味 だ ろ うと言 わ

れて お ります 。
こ れ を

一
日や る わ けで す 。 こ れ は か な り重 要 な意 味 で あ っ た ら

し くて ， 古 来 ， 新嘗 祭 の こ と は
「
新 嘗 会」 とい うの が 普 通 な ん で す ね 。

「
会 」

とい うの は節会 で
， 宴会 の こ とで す 。 で すか ら新嘗会 とか大嘗会 とか

， 明治以

前 の 古 い もの で は ほ とん ど 「会 」 と 書い て あ る の は そ の た め なん で す ね 。 節 会

が重 要 な わ けで す 。

　そ れ か ら， 大嘗祭 の 場合は で す ね ，
三 日 間 に わ た っ て 行い ます 。 さ っ き言 っ

た よ うに 寅の 日の 鎮魂祭を行 い ますね 。 卯 の 日に大嘗祭が あ りますね。 それ で

辰 の 日の 明 け方 ま で か か ります ね 。 す る と辰 の 日に は 悠紀 の 節 会 が 行 わ れ ます 。

まず最初 の 宴会で す 。 そ れか ら巳の 日 に は主 基 の 節会 ， 第二 の 宴 会 。 そ れで 最

後の 日 に お酒 が 中心 の 豊 明の 節会 が行 われ る 。 だ か ら三 日間 に わ た っ て 宴会 が

続 く。 そ うい うわ けで す 。
で すか ら ，

こ れ は 余 程 印象が 強か っ た もの と見 え て

平 安時代以来 の 文献で も ， 普通大嘗祭の こ とで も大嘗会 とい っ て る み た い で す

ね 。 そ れ は で す ね ， お 祭 りは 天 皇 が
一

人 で や る こ となん で
， そ う関係 な い け ど，

宴会 の 方 はみ ん な興味が ある か ら大 嘗会 とい っ たか とい うとそ うで もない ん で
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紀 　 要 1

す ね 。 こ れ は で す ね ，
お そ ら く

一
番 最 初 の 形 とい うの は お 祭 りに 加 わ っ た 者 ，

村 の 者 す べ て が
一

緒 に 神 と共 に新穀 を食べ た の で ある と考えられ ます。
で

，
こ

うい うの は 原 始宗 教 の communion （神人 共食）なん で すね 。 神 と
一

緒 に 食べ る ，

そ して 神 の 力 を身 に も ら うん で す ね 。 communion で あ っ た ろ う と考 え ら れ ま

す 。 で ， お そ ら く新嘗祭
・大 嘗祭 は宮廷儀礼 と して 整 っ て い く過 程 で

， そ の

communion の 本 来 の 役割 は 天 皇 に 集 中 して い っ た よ うだ 。 だ か ら天 皇 が た だ

… 人で 飲 食 をす る 。 しか し ， そ こ で 切 り捨 て る わ けに は さすが に 行 か な くて ，

今度 は 捧 げ た もの を家来た ち に与えて み ん なで 宴会 をする とい う祝宴 をそ の 後

に 置 い た の で あ ろ う。 で す か ら本来 か ら い えば ， こ れ は 祭 りの 中 に 入 っ て い た

ん じ ゃ ない か と考え られ ます ね 。
と こ ろ が 宮廷儀礼 に な っ て か ら後の 形 で は 大

嘗 祭が 終 わ っ た 後 の 宴 会 な ん で す ね 。 だ け ど， そ の 重 要 度 とい うこ とは長 い 記

憶 だ っ た ん じゃ ない で しょ うか 。 そ れ で 新嘗 祭 の こ と を新 嘗会 （しん じ ょ うえ ）

とい っ た り ， 大 嘗祭 の こ と を大 嘗会 と呼 び 習 わ した ん じゃ ない か と考 え られ ま

す 。

　 こ れ は 今で も神社神道が そ うな ん で す ね 。 神社 神道 で 直会 （な お らい ） とい

うの が あ ります ね 。
こ れ は 起 源 は お そ ら く神 人 共 食 な ん で す 。 とこ ろ が 今 の 解

釈で は 「
な お りあい 」 で あ る 。 祭 りが 終 わ っ て 座 を改 め て 「な お りあ い 」 だ と

い うん で す が
，

こ れ は 御承 知 の よ うに 祭典 が 終 わ る と社 務所 の 2 階 か な ん か に

集 ま っ て 折 り詰 め や お 酒が 出 る 。 そ うい うふ うに 切 り離 そ うと して い ます ね 。

そ うい う変 化 と い うの は
一
潘 早 く宮 廷儀 礼 に現 わ れ た ん じ ゃ ない か と私 は 考 え

て お り ます 。

　 さ て
，

も うそ ろ そ ろ 時 間 で あ ります の で ， 簡略 に 致 し ますが ． こ の よ うに 大

嘗 祭 とい う もの は稲の 収穫 祭 とい うこ とが 基 本に あります。
こ れ は動か ない で

す ね 。 と こ ろ が 単 な る稲 の 収 穫 祭 だ ろ うか ？ とい う疑 問 が 出て き ます 。 そ れ は

で す ね ， 天 皇が即 位 とい うか ， 代替 わ りを して 最 初 に 行 う
一

度 だ けの 祭 りとい

う こ と は で す ね ， や は り天 皇の 支配 ， 統 治 と い い ます か ， と一
体の 祭 りで あ る

はず な ん で
rS

ね ， 当然 。 それ で で す ね ， 初 め て 「
い っ た い 大 嘗 祭 とい うの は 単

に 稲 の 祭 りか ？」 とい う疑問が 出て くる わ けで す 。 多 くの 新 聞 は で す ね ， 今 日
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大 嘗祭の 意味 に なる と 「こ れ はそもそ も稲 の 収穫祭で ある」 と説明 します けれ

ど
， それ はち ょ っ と問題 が あ る ん で す 。 そ れ は なぜ か とい い ます と， 大 嘗祭 の

整 っ た形 を検討 して み ます と
，

こ れ は もう
一

つ 王権 の 祭 り， 王権祭 とい う性格

が 非常 に は っ きりあ る と考 え られ ます。 そ れ は例 えばで すね ， 主 基 田 とか 悠紀

田 とい うの は何 だ ろ うとい うと ，
こ れ は 日本 国 土 の 代 表 な ん で す ね 。

つ ま り日

本 を支配 して い る ぞ ，
と 。 そ こ か ら取 れ た お 米 は都 に 持 っ て きて 天 皇 の も と に

来る ん だ ぞ とい うこ とをデ モ ン ス トレ ー トす る ため に 設定 され る ん じ ゃ ない か

と い う こ とが まず 考 え ら れ る わ けで す 。

　そ れ か ら も う一 つ で す ね 。 祭 りの 儀 式 の 細 か い 手順 の 中に 随所 に （こ れ は も

う今 日 は や め ます けれ ど も）古事記 ・日本書紀 な ど天皇制 神話 か ら由来 す る こ

とが行 わ れ る わ けで す ね 。 そ うい うし ぐさが ある わ けで す 。

　それ か らもう
一

つ です ね 。 この 祭 りの 問 に で す ね ，
い ろ い ろ な広 い 意 味で の

儀礼 が 営 まれ ます 。 例 え ば歌 が 歌 わ れ ます 。 そ れか ら舞 い が 舞 わ れ ます 。 等 々

で す ね 。 そ うい うもの を調べ て い き ます と
，

こ うい うもの の 中 に は 明 らか に 服

属 儀礼 が 含 まれ て い ます 。 服 属 儀礼 と い うの は ど うい う意 味 か とい い ます と ，

日本 の 古代 国 家 の 成立 ，
つ ま り天 皇 に よ る 日 本統

一
で す ね 。

こ れ は神 武 天 皇 の

東征 とい う神 話 に な っ て い ます けど
， 神武 天皇 が 第

一
代 の 天 皇 に な っ た とい う

神話に な りますけど も， それ は武力平定だ っ た ん で すね。
つ ま り原 住民 の ゲ リ

ラ 的抵 抗 を圧 殺 して ， そ して 天 皇 が 即位 した と い う こ とに なる わ け で す 。 そ う

します とね ， 古代国家 に と っ て は ，
こ の 大 嘗祭が で きた段階 とい うの は ， まだ

7 世紀 末 か ら 8 世 紀 とい う段 階で す ね 。 こ うい う段 階 に な っ て きます と ， ま だ

まだ 日本列 島 の 主 要 部分 は もち ろ ん 大和 天 皇 国 家 の 支配下 に あ ります け ど， 東

国 は もちろ ん 支配 に服 して い な い
。 そ れ か ら西 南の 方 も隼 人 そ の 他 い た 地 域 な

ど もなか なか従わ なか っ たわ けで す ね 。 そ うい うまだ まだ服属 しない 地域 を抱

え て い る わ けで す 。 そ して な お で す ね
， 従 え た とい う記憶 は生 々 しか っ た と思

うん で すね ， まだ まだ こ の 段 階で は で す ね ， 武力で 国家 を作 っ たん で 。 そ こ で

で すね
， 大嘗祭に服属儀礼が織 り込 まれた の は そ の ため だろ うと思 うん で す 。

つ ま りこ れ は王権 とい うもの は ， 武 力 で作 っ た とい うこ とをデモ ン ス トレ ー ト
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紀 　 要 1

す る機 会 と して
，

こ うい う もの を行 うの で あ る と考 え られ ます 。 例 えば
， 吉 野

に住 む国栖 （くず） と呼 ば れ る 人々 が い ます 。
こ れ は 土着民で すね 。

こ れ は 結

局朝 廷 に従 うこ とに なる ん で
，

こ の 国栖が 歌 を歌 っ た り， 舞 い を舞 っ た り致 し

ます 。 そ れ か ら悠紀 の 国 ， 主 基 の 国 も国風 （くに ぶ り） と い い ま して ， 民 謡の

よ うな もの を歌 い ます 。 古 言 （語 り伝 えられ た もの ）を語 っ た りする ん で すが
，

もう一つ 注 目 さ れ る の は ， 隼 人 が 活躍 す る ん で す 。 隼 人 と い うの は 九州 の 隅 ，

西南 の 隅 あた りに い た勇猛 な部族 とい うこ とに な っ て い て
， ず い ぶ ん抵抗 した

らしい ん で す ね 。 結 局鎮圧 され て 朝廷に 従 っ て ， 勇猛 で あ る こ とを買 われ て で

す ね ， 都 の
， 皇居 の 番 兵 の よ うな役 を割 り当て られ て い た と言 わ れ て い ます 。

こ の 隼人 がで すね ，
ど うい うこ とをす る か と言 い ます と

，
犬 の 鳴 き真似 をす る

ん で す 。 こ れ は 非常 に 奇妙 な こ と とお 考 え に なるで し ょ うけ れ ども ， 例 えば で

す ね ，

「皇 家御即 位次 第 」 とい う書物 が 漢文調 で 書い て あ ります が ，
こ の 中に

で す ね ，

「
隼人ほ え る こ と三 声」。

こ れ は ど うい う意味か とい い ます と， 隼 人 と

い うの は 耳の 尖 っ た犬 の 頭 の よ うな 頭 巾をか ぶ る ん だ そ うで す 。 そ れ で で す ね，

犬 の 鳴 き真似 をす る ら しい んで す ね 。
こ れ は ケ ン ソ ウ で す 。 犬声 を発 する ん で

す ね 。 そ して 三 回 ワ ン ワ ン とほ え る っ て い うん で す 。 そ れ か ら後， 舞 い が始 ま

るん で すが
，

こ れ は何 を意味 して い る か とい うと
， 人間が 犬の 真似 をす る と い

う こ とは ， 忠 犬 ハ チ 公 の 類 で あ っ て ， 忠 誠 を尽 く して 従順 で あ る と い うこ と を

示す もの だ ろ うと解釈 され ます 。 で すか らこ れ は 隼 人の よ うな もの で あ っ て も

天 皇の 威光の 前 に ひ れ 伏 して
， 犬の よ うに お っ ぽ を振 っ て 仕 え て い ます とい う

こ とをデ モ ン ス ト レ ー トす る服 属儀礼 じ ゃ ない か と解 釈 され ます 。 この 隼人 の

ほ える やつ は もう中世で 滅 ん で い ます 。 だか ら今 日で は もうあ りませ ん 。 記録

に は書 き伝 え られ て お りますね 。

　で す か ら王 権確立 の 祭 り， 服属儀礼 を伴 う王権確立 の 祭 りとい う性格が同時

に あ る ん だ とい うこ とが 非常 に重 要 だ と思 い ます 。 そ うい う意味 で 大嘗祭 とい

うもの は稲の 祭 りで はあ ります けれ ど も， 単 に稲 の 祭 りと解釈 して は な らない

と私 は 考 えて い ます。

　そ れで ， もう時 間で あ りますの で
， 近代 ・現代 の 問題 で あ りますが ， 現在 問
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題 に な っ て お ります の は ， 戦前 は 今 申 し ま し た践祚 ・即位礼 ・大嘗 祭， こ れ は

登極令 と い う皇室令で 定め られて 法的根拠が ありま した。 とこ ろ が こ れ は敗戦

と 共 に 廃 止 に な っ て お ります 。 で す か ら今 日根拠 に な る もの は皇室 典範 に， 即

位 した と きは 即位 の 礼 を行 うとい う条項 だ けなん で す ね 。 即 位 の 礼 を行 うとい

う内容 は 何だ とい う規 定 は あ りませ ん
。 天 皇 が即位 を した とい うこ と を内外 に

示 す儀式 で あ れば何 をや っ た っ て ， 実 は未決定 ， は っ き り決 ま っ て い ない んで

すね 。 しか し， 先 の 大 葬 の 場 合 に もや っ て ま した よ うに政 府 と して は
， 戦 前の

で すね ， 昭和天 皇 の 儀 を再 現 しよ うとして い る こ とは明 らか で す。 そ の 場合に

は ， 登 極令 に よ っ て 行 っ た ん で す ね 。 で すか ら登極 令 に従 っ て 11月 に 京都で 即

位礼 ， 大 嘗祭 を行 っ た ん で す 。
こ れ は 秋冬 の 間に京都 で行 うとい う規定が あ っ

て そ れ に 従 っ た わ け で す 。 で す か ら ， そ れ の 通 りに や る とす れ ば来年 の 秋 に 予

定 さ れ る とい うこ と に な る と思 い ます 。 そ れ は なぜ か とい うと ， 明治維新後 ，

天 皇 の 喪 は一 年 と皇室 服 喪礼 で は っ き り決 ま っ て い たん で す 。 その た め に
，

1

月 7 日に 死 ん だ ん で
， 満

一
年 間喪 中 なん で す 。 で

， 満
一

年 の 喪 が あ けて 1月 8

日か らす ぐ即 位 式 の 準備 を始 め る 。 そ して ， 稲 を取 り入 れ る の が 秋 で す か ら ，

そ の 年 の 秋 に や る とい うの が 政 府 の 構想 の よ うで す ね 。 しか し ， 非常 に は っ き

りして い る こ とは ， 内容 は特 に法的根拠 は あ りませ ん 。 で す か ら ， ア メ リカ の

大 統 領 就 任 式 の よ うな就任 宣 言 で もい い こ と な ん で す ね 。 法 的 に は 何 ら問 題 は

ない
。 しか し

，
政府 と して は戦前 の もの を再 現 した い 。 百 億 百数 十億 の 予 算

を投 入 したい とい う心構 えの よ うで す け れ ど も， そ こ で 問題 に なる の は， 戦 前

の 通 りだ と大 嘗祭 は い っ た い ど うす るの か とい う問 題 が あ ります 。 大嘗祭 は 今

申し ま した よ うに
， 神 様 が 出て こ ない と大嘗 祭が で きない わ けで すね 。 こ れ は

当た り前の 話で ， お祭 りな んで すか ら ， 最 も重要な祭 り， 皇室神道 最大 の 祭 り

で す か ら
， もち ろ ん こ れ は 宗教 的活動 以 外 の 何物 で もな い の は 当 た り前 の こ と

で す ね 。 とこ ろ が 今 日の 憲 法 で は国 及 び公 共的機 関 は宗教 的活動 をす る こ とは

禁 じ られ て お ります 。 国 の 行事 と して は で きな い とい うこ と な ん で すね 。 非常

に は っ き りして お ります 。 で すか ら即位礼
一

宗教 と関わ りない 即位礼 一 は で

きます 。 こ れ は 当然で きますけれ ど も， そ うで ない もの に つ い て は憲 法上 問題
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紀 　 要 1

が 残 ります 。

「露骨 な憲法 違 反 」 と い う批 判 が 当然 出 ます 。 その ため に で す ね ，

そ れ を ど う回避 す る か とい うこ とで
「皇室 の 伝統」 とか 「こ れ は宗教 とは 違う」

とか い ろ ん な こ とが言 わ れつ つ あ る よ うで す けれ ど も ， 明 ら か に これ は神 道 の

祭 り， しか も重 要 な祭 りで あ る こ とは 明 らか で あ ります 。 しか もです ね ， 今 日

の 憲 法 は 主 権 在 民 の 憲 法 で あ り ます 。
こ れ は も う憲 法 自身 が 明 記 して お ります 。

そ うい う中に あ っ て で すね， 古代 に で きた王権の 祭 りや 服属儀礼が何で 税 金で

再現 され る必 要 が あ る の か とい う大 きな問 題 が あ ります ね 。
つ ま り天 皇 は象徴

で あ る とい う現憲 法 の 下 で は ， こ れ は 所 詮 象徴 な の で あ っ て 国王 じ ゃ な い の で

す か ら
，

王 権の 祭 りな ん て で すね ， 国費 で や られ て は大 変迷惑 で ある とい う反

対が 当然強 ま る で あ ろ うと思 わ れ ます 。 そ うい う面で 政 教分離 問題 を含 め て い

よい よ迫 っ て きた大嘗祭 につ い て は大 きな問題が 今 日生 じて い る とい うこ とを

こ の 機会 に 御 関 心 を持 っ て い た だ きた い と思 う次 第 で 3 。 時 問で ご ざい ます の

で
， 以 上 で 終 わ らせ て い た だ きます 。

質　問 ：

　今 の お 話 しで す と
，

天 皇 は 祭司 で あ る とい うこ とで した が ， 戦前 の 憲法 な ど

で は天 皇 が 神 自身 とい うこ とに な っ て い る と思 うん で すが
，

そ こ ら へ ん は ど う

い うふ うに して 出て 来 た ん で す か ？

答 　 え ：

　占代以 来 の 伝統で は ， 祭 司 王 ，
つ ま り祭祀 をす る こ と で 王 権 を確立 した 王 な

ん で す ね 、，祭 りをす る こ とで 王 権 を確 立 し， 保つ 王 。 そ うい う性格 だ と思 い ま

す D で す か ら本来天 皇 は 人間 なん で す ね ， 当た り前の 話で すが
。

だ けれ ど も国

を代表 す る最 高 の 祭司 と し て ， そ して 神 と交 流 で きる特 別 な人 だ と ， そ うい う

捉 え 方 だ っ た ん で す ね 。 と こ ろ が 明 治維 新後 は 天 皇 は完 全な意 味 に お い て 神 だ

と言 い だ し た わ けで す 。 こ れ は 現 人神 だ とか 現御神 （あ きつ み か み ） とか 言わ

れ る神 で す 。 こ の 場 合の 神 とい うの は で す ね ， 普通 の 人で あ る け どお 祭 りを し

て 神 と交流 して特別な霊力 を持つ ん だ とい うこ とと違 っ て
， 人 間 と隔絶 して い

る と い うこ と な ん で す ね 。 で す か ら今 日言 わ れ て い る こ と は ， こ れ は お そ ら く

99

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

明治維新 政 府 の 官僚 た ちが
， 神観 念 を学 ん で

「こ れで 行 こ う」 とい うこ とに し

たん じゃ なか ろ うか 。 そうな っ て きます と， 天皇 とい うの は人間の 形 を して い

る け れ ど
， 実 は神様 だ， 絶対 の 正 義 とか 最 高の 道徳 とか ， 真理 とか を体現 して

い る 人 間だ とい うこ とに な ら ざる を得 ない ん で すね 。 そ うい う矛 盾 を当然 は ら

ん で い る わけで す 。 そ して で すね， 同時に 明治初年か ら宮中の 祭 りとい うもの

を非 常 に た くさ ん 新 し く作 っ て 来 る ん で すね 。 古事記 ・日本書紀 に基 づ く祭 り

とか で すね 。 皇室 の 祖 先 （？）祭 りだ とか ， そ うい うもの を次々 作 っ て い くわ

けで す。 そ うい うの は すべ て 天 皇が 自ら行 う祭 りだ とい うこ とに した わ けで す 。

で す か らそ うい う意味 の 権 限 を祭祀大権 と言 っ たん で す 。 そ して こ れ は 憲法で

は な くて 皇 室典範 ， 皇室祭祀 令 に 根拠 が あ っ た わ け で す 。 そ うい う体系 を作 っ

た わ けで す 。
で すか らそ うい うふ うに戦 前 の 天 皇 は 政 治上 の 元 首 で

， 政 治大 権

を持 ち ます よ ね 。 軍事上 の 最高司令官で 統 帥権 ， 軍事大権 。 そ して ， 宗教 の 世

界 で は 祭祀大 権 。 そ れで そ の 本 人 は 神様 だ 。 現人神 天 皇。 そ うい う構造 を持 っ

て い たん で すね 。 こ れ は 極 め て 複雑 極 まる構 造 で すけ れ ど
， そ うい う もの を建

前 と して い た とい うこ とで す 。

（本稿 は
，
1989年 6 月 6 日に 本学で な された フ ォ

ーラ ム で の 講演 で あ っ て ， 文責 は 編集

　 部に ある
。 ）
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