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冨
軍士
出
特
世
界
文
化
遺
産
登
録
へ
の

新
た
！な
階
段
を
登
り
始
め
る
理

正
取
組
を
振
り
返
る
と

「
学
術
委
員
会
で
の

５
月
～
と

「
世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
登
載

の
世
界
遺
産
委
員
会
報
告

（平
成
１９
年
６

〒仰
月
、

平
成
２０
年
３
周
と

な
ど
登
録
の
た

す
つ
着
実
に
登
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ

ち
冒
ヨ士
山
』
に
対
し
特
別
な
想
い
を
持
つ

私
た
ち
日
本
人
の
感
覚
で
作
っ
た
階
段
で
す
。

『世
界
文
化
遺
産
登
録
』
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
に
は
、世

界
標
準
の
階
段
を
章
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、昨

年
１１
月
、海

外
の
世
界
遺
産
専
門
家
を
富
士
山

に
招
へ
い
し
、世

界
的
か
つ
専
門
的
見
地
に
基
づ
く
意
見
を
求
め
ま
し
た
。

△
フ
後
は
こ
の

意
見
な
ど
を
基
に
検
討
作
業
等
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

そ
う
、宮

ヨ士
山
は
、△

フ
、ま

さ
に
、世

界
標
準
と
い
う
新
た
な
階
段
を
登
り
始
め
た
の
で
す
！

◎

目
昌
士
山
と
日
本
絵
画
』

（静
岡
県
学
術
委
員
会
　
委
員
　
片
桐
　
弥
生
）

◎
シ
リ
ー
ズ

「構
成
資
産
候
補
の
紹
介
」

『三
保
松
原
』

◎
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら

◎
世
界
遺
産
用
語
解
説

『世
界
遺
産
評
価
基
準
』
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富
士
山
は
平
安
時
代
以
来
描
き
続
け
ら
れ
て

き
た
。

富
士
山
そ
の
も
の
の
形
は
現
在
と
平
安

時
代
で
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
が

（噴
火
の
有

無
や
宝
永
山
の
出
現
な
ど
は
あ
る
が
）
、

描
か
れ

た
富
士
山
の
姿
は
時
代
に
よ

っ
て
変
化
す
る
と

と
も
に
、

そ
の
時
代
の
人
々
の
様
々
な
知
識
や

思
想
が
投
影
さ
れ
て
き
た
。

現
存
す
る
最
古
の
富
士
山
を
描
く
絵
画
は
、

平
安
時
代
延
久
元
年

（１
０
６
９
）
に
描
か
れ
た

「聖
徳
太
子
絵
伝
ス
東
京
国
立
博
物
館
）
の
聖

徳
太
子
が
黒
駒
に
乗

っ
て
富
士
山
に
登
る
場
面

で
あ
る
。

聖
徳
太
子
の
超
人
性
を
強
調
す
る
エ

ピ
ツ
ー
ド
だ
が
、

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
富
士

山
は
、

私
た
ち
が
今
イ
メ
ー
ジ
す
る
富
士
山
と

は
か
な
り
異
な
る
。

山
の
傾
斜
は
非
常
に
急
で

あ
り
、

山
頂
は
い
く

つ
か
の
不
規
則
な
峯
に
別

れ
て
い
る
。

山
頂
に
雪
は
描
か
れ
ず
当
初
は
緑

色
に
塗
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

平
安
時
代
、

富
士
山
は
霊
山
と
し
て
あ
が
め

ら
れ
る

一
方
、

歌
枕
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
、

『
竹
取
物
語
』
や

『伊
勢
物
語
』
に
も
登
場
す
る

な
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

現
存
し
な
い
も
の

の
絵
画
で
も
、

和
歌
と
と
も
に
鑑
賞
す
る
名
所

絵
と
し
て
屏
風
や
障
子

（今
の
襖
）
に
描
か
れ
た

り
、

『竹
取
物
語
』
や

『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
物

語
絵
に
も
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ

の
多
く
は
富
士
山
か
ら
遠
く
離
れ
た
京
の
都
の

貴
族
た
ち
が
描
か
せ
た
も
の
で
あ
り
、

描
い
た

絵
師
た
ち
も
京
都
を
中
心
に
活
動
し
実
際
に
富

士
山
を
見
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
の
で

は
な
い
か
。

先
に
記
し
た

「聖
徳
太
子
絵
伝
」
の

不
思
議
な
富
士
山
の
描
写
も
そ
の
よ
う
な
絵
師

た
ち
が
、

「高
い
山
」
軍
並
山
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー

ジ
を
元
に
中
国
唐
代
の
山
水
画
な
ど
を
手
本
に

作
り
上
げ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
富
士
山
の
描
写
は
、

鎌
倉
時
代
に

な
り
東
海
道
を
行
き
来
し
実
際
に
富
士
山
を
見

る
人
が
増
え
る
に
つ
れ
次
第
に
変
化
し
て
く
る
。

止
安
元
年

（１
２
９
９
）
制
作
の

「
一
遍
聖
絵
」

（歓
喜
光
寺
）
第
六
巻
第
二
段
に
描
か
れ
た
富

士
山
は
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
姿
に
近
い
。

き
れ
い
な
円
錐
型
で
雪
を
い
た
だ
く
頂
上
は
整

然
と
四
つ
の
峯
に
分
か
れ
て
い
る
。

こ
の
姿
は

実
景
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、

実
際
の
富
士
山
は

こ
の
よ
う
に
整
然
と
頂
上
が
四
つ
に
分
か
れ
て

は
お
ら
ず
、　

一
種
理
想
化
さ
れ
た
形
と
も
い
え

る
。

同
じ
こ
ろ
の
絵
巻
に
は
頂
上
を
き
れ
い
に

三
つ
の
峯
に
分
け
て
描
く
も
の
も
見
ら
れ
、

次

第
に
こ
の
三
峯
型
が
富
士
山
を
描
く

一
つ
の
型

に
な

っ
て
い
く
。

室
町
時
代
雪
舟
筆
と
さ
れ
る
ご
邑
士
三
保
清
見

寺
図
ス

永
青
文
庫
）
は
、

こ
の
三
峯
型
の
富
士

山
を
画
面
左
に
描
き
、

そ
の
ふ
も
と
に
清
見
寺
、

右
側
に
三
保
松
原
を
描
く
。

こ
の
よ
う
な
位
置

関
係
に
実
際
に
富
士
山
や
三
保
松
原
が
見
え
る

場
所
と
し
て
、

静
岡
市
南
西
部
日
本
平
方
面
が

挙
げ

ら
れ

て
い
る
。

こ
の
作
品
自
体
は
雪
舟
の

原
画
で
は
な
く
室
町
時
代
の
古
模
本
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、

原
本
の
筆
者
と
さ
れ
る
雪
舟
が
、

実
際
に
日
本
平
あ
た
り
か
ら
富
士
山
を
眺
望
し

て
本
図
を
描
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

三
保

松
原
、

清
見
寺
も
古
来
名
所
と
し
て
知
ら
れ
、

こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
描
く
絵
が
雪
舟
以
前

に
も
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
あ
る
。

い

ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
画
面
左
側
に
富
士

山
を
描
き
、

そ
の
ふ
も
と
に
清
見
寺
、

右
側
に

三
保
松
原
を
配
置
す
る
構
図
は
、

こ
の
後
多
く

の
作
品
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。　

一
種
富
士
山
の

理
想
の
姿
と
し
て
、

人
々
に
認
め
ら
れ
、

求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

狩
野
探
幽
は
、

江
戸
幕
府
の
御
用
絵
師
と
な

り
江
戸
時
代
を
通
じ
て
の
狩
野
派
隆
盛
の
基
礎

を

つ
く

っ
た
人
物
で
あ
る
が
、

多
く
の
富
士
山

に
三
峯
型
の
富
士
山
を
描
き
、

ふ
も
と
に
清
見

寺
、

右
側
に
三
保
松
原
を
描
く
の
は
、

雪
舟

の

作
品
と
同
じ
で
あ
る
。

探
幽
は
江
戸
と
京
都
を

行
き
来
す
る
生
活
の
中
で
、

何
度
か
東
海
道
を

旅
し
、

実
際
に
富
士
山
を
目
に
し
、

そ
れ
を
ス

ケ

ッ
チ
す
る
と
い
う
こ
と
を
行

っ
て
い
る
。

ス

ケ

ッ
チ
さ
れ
た
の
は
様
々
な
場
所
か
ら
見
た
富

士
山
の
変
幻
す
る
様
子
で
あ
り
、

生
き
生
き
と

し
た
描
写
が
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら

の

ス
ケ

ッ
チ
は
実
際

の
富
士
山
図

の
制
作
に
そ

の
ま
ま
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

む
し

ろ
探
幽
は
こ
の
作
品
で
は
様

々
な
イ
メ
ー
ジ

を
富
士
山
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
腐
心
し

て
い
る
。

例
え
ば
中
国

の
名
所
、

濡
湘
八
景
の

イ
メ
ー
ジ
。
「遠
浦
帰
帆
」
の
帆
船
、

「洞
庭
秋
月
」

の
月
、

「平
沙
落
雁
」
の
雁
と
い
っ
た
よ
う
な
モ

チ
ー
フ
を
描
き
こ
む
こ
と
で
、

日
本
の
名
所
で

あ
る
富
士
山
に
中
国
の
名
所
で
あ
る
滞
湘
八
景

が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。

ま
た
三
保
松
原
の
先

端
近
く
に
飛
別
す
る
鶴
を
小
さ
く
描
く
が
、

こ

れ
は
富
士
山
を
蓬
茉
山

（中
国
で
仙
人
が
住
む

と
さ
れ
る
山
、

蓬
莱
山
に
は
鶴
が
描
か
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
）
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
古
来
の
考

え
方
に
よ

っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

こ

の
絵
を
見
た
人
は
細
か
く
描
写
さ
れ
た
こ
れ
ら

の
モ
チ
ー
フ
を
見

つ
け
る
中
で
、

さ
ま
ざ
ま
な

イ
メ
ー
ジ
を
富
士
山
に
重
ね
合
わ
せ
る
、　

一
種

知
的
な
遊
戯
を
行

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は

一
部
の
例
だ
が
、

富
士
山
に
は
時
代

に
よ

っ
て
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
き

た
。

単
に
美
し
い
山
を
描
く
と
い
う
だ
け
で
な

く
、

そ
こ
に
何
が
託
さ
れ
て
き
た
の
か
、

富
士

山
に
古
来
人
々
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て

き
た
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

静岡県学術委員会 委員 片 桐  弥 生

(静岡文化芸術大学 文化政策学部 准教授)
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。
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今
回
は
、

富
士
山
を
対
象
に
優
れ
た
文
学
≧
蚕
術
作
品
を
生
み
出
し
た
地
で
あ
る

「
三
保
松
原
」
を
紹
介
し
ま
す
。

古
よ
り
知
ら
れ
た
景
勝
地

約
７
ｋｍ
の
俳
野
に
５
万
４
千
本
の
黒
松
が

茂
り
、

北
東
に
富
士
山
を
仰
ぐ
三
保
松
原
は

古
く
か
ら
日
本
的
景
観
美
の
典
型
と
し
て
有

名
な
存
在
で
し
た
。

一二
保
松
原
の
あ
る
三
保

半
島
は
、

有
渡
丘
陵

（日
本
平

・
久
能
山
）
の

南
半
分
が
波
に
削
ら
れ
て
で
き
た
砂
礫
と
安

倍
川
か
ら
の
砂
礫
が
駿
河
湾
の
沿
岸
流
に
よ

っ
て
運
ば
れ
で
き
た
も
の
で
、約
６
千
年
前

に
現
在
の
形
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

地
名
の
由
来
は
沿
岸
流
の
強
弱
に
よ
っ

て
で
き
た
内
海
側
の
三
つ
の
岬
を
稲
穂
に
た

と
え
た
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。

半
島
の
ほ
と
ん
ど
は
砂
地
で
あ
り
、や

せ
た

土
地
を
好
む
松
が
全
体
に
生
い
茂
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

対
岸
の
清
見
潟

（現
静
岡
市
清

水
区
興
津
）か
ら
見
た
そ
の
景
色
の
美
し
さ

は
奈
良
時
代
に
編
ま
れ
た
万
葉
集
に

「臆
原

の

浄
見
の
崎
の

見
穂
の
浦
の

ゆ
た
け
き

見
つ
つ

も
の
念
い
も
な
し
」
（田
口
益
人
）

と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
初
期
に
は

後
鳥
羽
上
皇
が
「清
見
潟

官
口
士
の
姻
や

消

え
ぬ
ら
ん
　
月
か
け
み
か
く
　
一二
保
の
う
ら

な
み
」
（玉
葉
集
異
本
歌
）
と
富
士
山
と
と
も

に
こ
の
景
色
を
詠
い
ま
し
た
。

上
皇
は
各
地

の
名
所
を
襖
な
ど
に
描
か
せ
、

そ
れ
を
和
歌

の
題
材
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

三
保
松
原

が
よ
く
知
ら
れ
た
景
勝
地
の

一
つ
だ

っ
た
こ

と
が
伺
え
ま
す
。

室
町
時
代
に
な
る
と
足
利
家
や
今
川
家
な

ど
が
三
保
か
ら
清
見
潟

へ
船
で
渡
る
コ
ー
ス

で
三
保
の
景
色
や
富
士
山
の
眺
め
を
楽
し
み

ま
し
た

（後
に
は
、

逆

コ
ー
ス
の
方
が

一
般

的
に
な
り
ま
す
）
。

ま
た
、

徳
川
家
康
は
こ

の
コ
ー
ス
上
の
三
保
半
島
内
海
側
に

「貝
島

御
殿
」
を
建
て
、

そ
こ
に

「富
士
山
見
櫓
」

を
設
け
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
を
通
し
て
美

し
い
砂
浜
と
松
原
で
東
海
道
の
名
所
と
さ
れ

た
三
保
松
原
は
、

大
正
１１
年

（１
９
２
２
）

に
日
本
最
初
の

「名
勝
」
の

一
つ
と
し
て
国

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
な
思
い
を
抱
か
せ
る
場

右
下
の
図
は
三
保
松
原

・
富
士
山

・
清
見

寺

（第
二
面
参
照
）
を
西
洋
の
技
法
に
よ
っ

て
描
い
た
司
馬
江
漢

（１
７
４
７
１
１
８
１
８
）

の
作
品
で
す
。

明
治
以
降
は
、

富
士
山
に
魅

せ
ら
れ
、

三
保
に
居
を
構
え
た
洋
画
家
の
和

田
英
作

（１
８
７
４
１
１
９
５
９
）
や
富
士
山

写
真
家
と
し
て
有
名
な
岡
田
紅
陽

（１
８
９
５
１

１
９
７
２
）
が
外
海
側
か
ら
の
風
景
を
題
材

に
し
た
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

松

・
海

・
富
士
山
の
織
り
成
す
景
観
美
は
、

隙
に
羽
衣
を
取
り
返
し
天
上

へ
帰
る
と
い
う

も
の
で
す

（東
海
道
名
所
記
）
。

室
町
時
代
に
は
漁
師

・
白
龍
と
天
女
の
交

わ
り
を
描
い
た
謡
曲

「羽
衣
」
も
創
作
さ
れ

ま
し
た
。

羽
衣
伝
説
と
は
異
な
り
、

天
女
は

同
情
し
た
白
龍
に
羽
衣
を
返
し
て
も
ら
い
、

お
礼
に
舞
を
舞

っ
た
後
、

富
士
山
の
天
上
方

向

へ
と
消
え
て
い
き
ま
す
。

こ
の
話
の
中
で
天
女
が
羽
衣
の
松
に
降
り

立

つ
の
は
、

そ
れ
が
海
の
か
な
た
に
あ
る
不

老
不
死
の
常
世
の
国
か
ら
近
く
の
御
穂
神
社

に
神
を
迎
え
る
際
の
依
り
代
に
な

っ
て
い
る

こ
と
、

ま
た
、

天
女
が
富
士
山
の
方
向
に
去

っ
て
い
く
の
は
、

富
士
山
の
煙
が
天
上
と
地

上
と
を
結
ん
で
い
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

羽
衣
の
松
と
海
の
向
こ
う
に
そ
び
え
る
富

士
山
は
、

芸
術
の
対
象
と
な
り
、

伝
説
を
生

む
な
ど
人
々
に
様
々
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ト
シ
ョ

ン
を
与
え
る
特
別
な
場
所
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

昨
年
１１
月
、

三
保
松
原

を
視
察
し
た
世
界
遺
産
の
専
門
家
ノ
ー
ラ

・

ミ
ッ
チ
ェ
ル
氏

（第
四
面
参
照
）
も

「雨
で

見
え
な
か
っ
た
が
富
士
山
の
存
在
を
感
じ
た
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

松
原
を
守
る
た
め
に

残
念
な
が
ら
半
島
全
体
を
覆
っ
て
い
た
松

原
は
明
治
以
降
の
開
発
な
ど
で
失
わ
れ
て
い

き
、

外
海
側
に
残
さ
れ
た
松
も
松
く
い
虫

（マ

ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ

ュ
ウ
）
の
被
害
や
、

安
倍

川
で
の
土
砂
採
取
に
よ
る
砂
礫
の
供
給
減
少

（現
在
は
採
取
が
中
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

）
に

よ
り
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
に
美
し
い
風
景
も
、

そ
の
価
値
を

伝
え
、

守

っ
て
い
く
人
間
の
取
組
が
無
け
れ

ば
時
代
の
変
化
の
中
で
消
え
去

っ
て
し
ま
い

ま
す
。

三
保
松
原
の
美
し
さ
を
め
で
る
だ
け
で
な

く
、

松
原
の
保
存
に
向
け
努
力
さ
れ
て
い
る

方
々
が
い
る
こ
と
や
、

そ
の
方
々
の
三
保
松

原
保
存

へ
の
情
熱
に
も
目
を
向
け
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

む て 羽 が り 羽 あ り 衣 松  し と て く こ
な し 衣 漁 立 衣 ら ま 伝 原 ま た さ 芸 の の

督暑昂3雪督景暑8告骨
°
旨螢台ら

婚
し
ま
す
が

夫
の
い
な
い 司馬江漢《駿河湾富士山遠望図》寛政11年(1799)静 岡県立美術館所蔵

上空から見た三保半島(静岡県清水港管理肩提供)

三保松原からの富士山(撮影 窪田敏)



平
成
２０
年
１１
月
９
日
、

富
士
山
の
顕
著
な
普
遍
的
価
値
を
採
る
た
め
、

国
内
外
の

世
界
遺
産
専
門
家
を
招
へ
い
し
、

「
世
界
遺
産
と
富
士
山
の
象
徴
性
」
を
テ
ー
マ
に
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

海
外
専
門
家
か
ら
富
士
山
の
「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」
は
、

『信
仰
』
と

口
云
術
性
』
か
ら

証
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
御
意
見
を
い
た
だ
き
、

登
録
へ
の
見
通
し
は
明
る
い

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

国
内
外
の
世
界
遺
産
専
門
家
　
　
　
　
富
士
山
へ
の
意
見
・提
言

今
回
招

へ
い
し
た
の
は
、

平
成
２０
年
７
月
の
　
　
　
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

第
３２
回
世
界
遺
産
委
員
会
で
議
長
を
務
め
た
　

　

『富
士
山
』
に
対
し
各
専
門
家
か
ら
貴
重
な
意

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・カ
メ
ロ
ン
氏
、

米
国
イ
コ
　
　
見

・
提
言
が
な
さ
れ
た
の
で
、

そ
の
内
容
を
紹

モ
ス
文
化
的
景
観
委
員
会
委
員
の
ノ
ー
ラ

・
Ｊ

・
　

介
し
ま
す
。

ミ
ッ
チ
ェ
ル
氏
、

「紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
　
　
■
富
士
山

の
象
徴
性

道
」
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
尽
力
さ
れ
た

金
峯
山
寺

（奈
良

・
吉
野
）
執
行
長
の
田
中
利
典
　
　
　

日
本
人
が
自
然
に
対
し
抱
い
て
き
た

「自
然

観
」
「自
然
に
対
す
る
畏
怖
」
「神
仏
に
対
す

氏
及
び
静
岡
県
学
術
委
員
会
委
員
の
稲
葉
信
子

る
神
聖
な
思
い
」
が
富
士
山
に
集
約
さ
れ
て

氏
の
４
名
で
す
。

い
る

こ
と

■
富
士
山
の
価
値

・
富
士
山
と
い
う
自
然
に

「信
仰
」
「芸
術
性
」

と
い
っ
た
文
化
が
反
応
し
て
い
る
こ
と

（
ユ

ネ
ス
コ
の

「評
価
基
準
」
の

「
（血
）
文
化
的

伝
統
の
物
証
」
ズ
砿
）
信
仰

・
芸
術
と
の
強

力
な
関
連
性
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
と

の
こ
と
）

■
富
士
山

の
保
存
管
理

。
「関
係
者
の
協
力
体
制
」
「観
光
産
業
の
管
理
」

「関
係
者
全
員
の
『世
界
遺
産
を
守
る
担
い

手
』
と
し
て
の
自
覚
」
の
３
点
が
大
切
な
こ
と

■
富
士
山

へ
の
提
言

・
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
向
け
た
取

組
が

「日
本
人
が
失
い
つ
つ
あ
る

『信
仰
心
』

『
自
然
観
』
を
取
り
戻
す
き

っ
か
け
」
と
な

れ
ば
、

大
き
な
意
義
が
あ
る
こ
と

・
世
界
遺
産
登
録
は

「ゴ
ー
ル
」
で
な
く
、

富

士
山
の
保
護

・
保
全
の

「
ス
タ
ー
ト
」
で
あ

る

こ
と

今
後
の
取
組

今
回
い
た
だ
い
た
意
見
を
基
に
、

現
在
選
定

さ
れ

て
い
る
構
成
資
産
候
補
に

つ
い
て
、

「信
仰
」
翌
蚕
術
性
」
の
観
点
か
ら
幅
広
く
綿

密
に
、

改
め
て
調
査

・
検
証
を
行
い
、

「世
界

遺
産
推
薦
書
（
原
案
と
を
作
成
し
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
会
場
の
様
子

（級醐醐齢誘抑惨加者約３００名が
）

◎世界遺産用講解説 限界遺産評価基準』
世界遺産委員会が定める「世界遺産条約履行のための作業指針」

に規定されており、全部で10の 基準があります。ある資産がこ

の基準の1つ以上を満たすとき、この資産は顕著な普遍的価1直

を有するとみなされます。

海外専門家からの意見にあつた 「(問)文化的伝統の物証」「(M)信仰 芸術との強力な関連性」の全文は、それぞれ次のとおりです。

(111)現存するか消滅しているかにかかわらす、ある文化的伝続又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在 (少なくとも希有な

存在)である。

(M)顕著な普遍的価値を有する出来事 (行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連が

ある。(この基準|よ他の基準とあわせて用しヽられることが望ましい)

ノーラ・」・ミッチェリレ氏

稲業信子 氏田中利典 氏

1逸府覇田ヵ環境配慮した紙インク雄用してtまヽす。


