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多
様
な
世
代
が
対
話
で
き
る
場
を

地
域
の
魅
力
、「
人
柄
」が
最
多

地
域
の
未
来
を
考
え
る
第
一
歩

　
秋
の
初
め
、
各
地
で
の
災

害
が
報
じ
ら
れ
た
。
伊
勢
市

で
も
五
十
鈴
川
が
警
戒
水
位

を
超
え
た
り
、
土
砂
災
害
防

止
の
た
め
の
避
難
指
示
が
発

令
さ
れ
た
り
し
た
▼
そ
の
よ

う
な
危
機
が
迫
る
状
況
で
も

人
は
「
自
分
だ
け
は
助
か
る

は
ず
」
と
考
え
て
し
ま
う
ら

し
い
。
こ
れ
を
心
理
学
で
は

〈
正
常
性
バ
イ
ア
ス
〉と
呼
ぶ

▼
実
際
の
危
機
的
状
況
で
も

そ
う
な
の
だ
か
ら
訓
練
と
な

れ
ば
余
計
に
そ
う
な
の
だ
ろ

う
。
七
月
に
実
施
さ
れ
た
大

学
の
避
難
訓
練
で
は
学
生
諸

君
の
参
加
意
識
の
面
で
課
題

を
残
し
た
▼
し
か
し
、
意
識

が
低
い
こ
と
に
対
し
て
憤
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
を
啓
発
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
転
換
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
▼
予
想
さ
れ
る
南

海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
・
大
津

波
へ
の
物
心
両
面
の
準
備
を

学
生
諸
君
に
対
し
、
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
捉
え
て
繰
り
返
し

説
き
、
主
体
的
な
避
難
行
動

に
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
▼
地
球
物
理
学

者
の
竹
内
均
は
、〈
電
球
が
い

つ
切
れ
る
の
か
を
予
知
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、

切
れ
た
時
の
た
め
に
新
し
い

電
球
を
備
え
て
お
く
こ
と
は

で
き
る
。
同
様
に
地
震
を
予

知
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し

か
し
、
そ
の
対
応
策
を
考
え

て
お
く
こ
と
は
で
き
る
〉
と

説
い
た
。「
備
え
あ
れ
ば
患
い

な
し
」
と
は
『
書
経
』
に
あ

る
言
葉
。
肝
に
銘
じ
た
い
。

　桜
さ
く
ら

田だ

へ

鶴た
づ

鳴
き
渡
る

年あ

ゆ

ち

魚
市
潟が

た

潮し
ほ

干ひ

に
け
ら
し

鶴
鳴
き
渡
る高たけ

市ちの
黒くろ
人ひと

❖
歌
ご
よ
み
❖

多
世
代
で
地
域
課
題
の
解
決
を

Ｃ
Ｏ
Ｃ
事
業
・
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
初
開
催

　九
月
四
日
、
本
学
に
お
い
て
地（
知
）の
拠
点

整
備
事
業
に
よ
る
初
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
伊
勢
志
摩
で
共
に
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
の
ミ

ラ
イ
を
考
え
あ
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
行
わ
れ

た
。
参
加
し
た
行
政
職
員
や
地
域
住
民
、高
校

生
、
本
学
学
生
ら
約
百
名
が
活
発
に
意
見
を
交

わ
し
、
地
域
課
題
の
解
決
策
を
探
っ
た
。

　
九
月
四
日
に
開
催
さ
れ
た

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
Ｃ
Ｏ
Ｃ
事

業
（
地（
知
）の
拠
点
整
備
事

業
）の
進
捗
報
告
、フ
ュ
ー
チ

ャ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
交
流
会

の
三
部
で
構
成
。
清
水
潔
学

長
は
冒
頭
の
挨
拶
で
「
Ｃ
Ｏ

Ｃ
事
業
を
通
し
て
、
地
域
の

課
題
に
対
し
て
大
学
と
し
て

で
き
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え

て
い
く
」
と
述
べ
、
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
「
前
例

に
捉
わ
れ
ず
、
自
由
な
発
想

で
地
域
の
未
来
を
考
え
る
第

一
歩
だ
」
と
語
っ
た
。
続
い

て
、
齋
藤
平
教
育
開
発
セ
ン

タ
ー
長
よ
り
Ｃ
Ｏ
Ｃ
事
業
の

進
捗
説
明
が
行
わ
れ
た
。

　
続
い
て
、
二
時
間
の
「
フ

ュ
ー
チ
ャ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
」

を
実
施
。
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
セ

ッ
シ
ョ
ン
と
は
、
属
性
や
世

代
の
異
な
る
多
様
な
人
が
集

ま
り
、
未
来
に
つ
い
て
対
話

す
る
場
の
こ
と
。
宇
治
山
田

商
業
高
校
の
生
徒
二
名
、
三

重
大
学
と
本
学
の
学
生
計
四

名
、
伊
勢
志
摩
定
住
自
立
圏

域
の
三
市
五
町
の
若
手
職
員

各
一
名
が
登
壇
し
、
進
行
は

板
井
正
斉
准
教
授
と
池
山
敦

助
教
の
二
名
が
務
め
た
。

　
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
一
つ
の
問

い
に
対
し
、
壇
上
の
十
四
名

が
回
答
し
て
意
見
を
交
換
し

合
い
、
本
学
の
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
が
ま
と
め
る
形
式
で
進

行
。
ま
ず
「
あ
な
た
の
ま
ち

の
魅
力
は
」
と
い
う
問
い
に

対
し
、
登
壇
者
ら
は
「
景
観

が
良
い
」「
食
べ
物
が
お
い
し

い
」な
ど
と
回
答
し
た
。「
人

柄
」
と
答
え
た
宇
治
山
田
商

業
高
校
三
年
の
東
端
咲
恵
さ

ん
は
「
伊
勢
は
お
伊
勢
参
り

の
旅
人
を
迎
え
て
き
た
の

で
、
他
人
の
た
め
に
何
か
し

よ
う
と
い
う
精
神
が
根
付
い

て
い
る
」
と
述
べ
た
。
同
じ

問
い
に
対
す
る
聴
講
者
の
集

計
で
も
「
人
柄
」
が
最
も
多

く
、「
景
観
・
自
然
」
が
続
く

結
果
に
。
近
藤
玲
介
准
教
授

は
「
美
し
い
自
然
が
残
っ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
を
守
っ
て

き
た
先
人
の
お
か
げ
。
人
柄

と
自
然
は
密
接
に
関
係
し
て

い
る
」
と
語
っ
た
。「
十
年

後
、
今
の
ま
ち
に
住
ん
で
い

る
か
」
の
問
い
に
は
、
十
四

名
中
九
名
が
「
今
の
ま
ち
に

住
み
続
け
る
」と
回
答
。「
伝

統
の
祭
が
あ
る
か
ら
地
元
に

残
り
た
い
」
と
い
う
高
校

生
、「
進
学
で
都
会
に
行
き
、

故
郷
の
魅
力
を
再
確
認
し
て

戻
っ
て
き
た
」
と
い
う
若
手

職
員
な
ど
、
多
様
な
意
見
が

交
わ
さ
れ
た
。「
十
年
後
も
住

ん
で
い
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
」
の
問
い
の
答
え
は
、「
学

生
の
力
」「
駅
周
辺
の
活
性

化
」「
地
震
津
波
対
策
」な
ど

だ
っ
た
。
高
校
・
大
学
生
ら

は
駅
周
辺
に
伊
勢
ら
し
さ
を

感
じ
る
商
業
施
設
が
ほ
し
い

と
語
る
一
方
で
、
志
摩
市
役

　
三
部
は
、
教
室
前
の
ス
ペ

ー
ス
に
学
生
や
地
域
団
体
に

よ
る
活
動
を
紹
介
す
る
パ
ネ

ル
が
設
置
さ
れ
、
参
加
者
ら

が
交
流
を
楽
し
ん
だ
。

　
登
壇
し
た
三
重
大
学
生
物

資
源
学
部
四
年
の
清
水
梨
央

さ
ん
は
「
地
域
に
つ
い
て
改

め
て
考
え
た
こ
と
で
、
地
域

の
見
方
が
変
わ
っ
た
」
と
語

り
、
聴
講
し
た
現
代
日
本
社

会
学
科
一
年
の
戸
田
康
平
君

は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
意
見

が
聞
け
、
考
え
方
の
違
い
が

わ
か
り
面
白
か
っ
た
」
と
話

し
た
。
南
伊
勢
町
役
場
の
羽

根
俊
介
さ
ん
は
「
形
式
的
な

会
議
で
は
な
く
、
今
回
の
よ

う
に
多
様
な
世
代
が
集
ま
り

フ
ラ
ン
ク
に
対
話
す
る
場
が

今
後
も
っ
と
必
要
に
な
る
」

と
地
域
住
民
が
協
働
で
地
域

課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
重

要
性
を
語
っ
た
。

　
な
お
、
今
年
四
月
に
開
講

し
た
「
伊
勢
志
摩
定
住
自
立

圏
共
生
学
」
は
秋
学
期
か
ら

Ⅱ
～
Ⅳ
が
始
ま
り
、
学
生
が

圏
域
の
課
題
に
取
り
組
む
Ｃ

Ｌ
Ｌ
活
動
も
活
発
化
す
る
な

ど
、
本
事
業
は
連
携
自
治
体

の
三
市
五
町
と
三
重
銀
総
研

の
協
力
を
得
て
着
実
に
進
捗

し
て
い
る
。
今
後
も
学
生
の

地
域
学
修
意
欲
を
向
上
さ

せ
、
地
域
と
の
連
携
を
よ
り

一
層
深
め
な
が
ら
“
地（
知
）

の
拠
点
大
学
”
と
し
て
全
学

一
丸
と
な
っ
て
事
業
を
展
開

さ
せ
て
い
く
。

伊
勢
志
摩
定
住
自
立
圏
共
生
学
・
実
施
報
告

島
の
魅
力
、課
題
を
肌
で
感
じ
る

〜
答
志
島
へ
現
地
学
修
〜

教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
准
教
授
　
板
井
正
斉

　
伊
勢
志
摩
定
住
自
立
圏
共

生
学
で
は
圏
域
市
町
の
現
状

と
課
題
を
現
場
で
学
ぶ
た
め

に
、
現
地
学
修
を
実
施
し
て

い
る
。今
回
は「
島
の
か
あ
ち

ゃ
ん
た
ち
が
も
て
な
す
『
島

の
旅
』で
地
域
創
生
」と
題
し

て
、
鳥
羽
市
答
志
島
へ
十
名

の
学
生
と
と
も
に
赴
い
た
。

佐
田
浜
港
か
ら
市
営
定
期
船

に
乗
る
こ
と
約
十
五
分
。
伊

勢
湾
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境

と
人
情
味
豊
か
な
島
文
化
の

息
づ
く
答
志
島
に
渡
っ
た
。

島
で
は
離
島
の
資
源
を
有
効

に
活
用
し
た
海
女
小
屋
体

験
、
路
地
裏
散
策
な
ど
各
種

体
験
メ
ニ
ュ
ー
の
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス
を
行
っ
て
い
る
「
島
の

旅
社
」
の
ツ
ア
ー
に
参
加
。

大
阪
か
ら
島
に
嫁
い
で
き
た

り
、
地
元
出
身
で
“
リ
ア
ル

海
女
ち
ゃ
ん
”
な
か
あ
ち
ゃ

ん
た
ち
の
優
し
さ
あ
ふ
れ
る

ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
通
じ
て
島

の
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
を
堪
能

す
る
一
方
、
少
子
高
齢
化
や

人
口
減
少
が
も
た
ら
す
課
題

に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
ツ
ア
ー
後
、
学
生
か
ら
は

「
島
民
同
士
の
つ
な
が
り
」

「
信
頼
関
係
」と
い
っ
た
島
の

人
間
関
係
の
豊
か
さ
に
注
目

し
た
意
見
の
ほ
か
、「
離
島
だ

か
ら
こ
そ
発
達
し
て
き
た
独

自
の
文
化
」「
今
後
、離
島
の

文
化
が
ど
の
よ
う
に
保
全
さ

れ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
に
対

す
る
島
民
の
理
解
や
活
動
に

興
味
が
あ
る
」
と

い
っ
た
島
文
化
そ

の
も
の
の
ユ
ニ
ー

ク
さ
、
継
承
に
目

が
向
い
た
意
見

も
。
さ
ら
に
、「
今

ま
で
漁
業
に
は
全

く
興
味
が
な
か
っ

た
が
、
お
い
し
そ

う
な
魚
が
た
く
さ

ん
あ
り
興
味
を
持

っ
た
」
と
、
一
次

産
業
へ
の
関
心
を

高
め
た
学
生
も
い
た
。
定
住

自
立
に
つ
い
て
は
、「
将
来
住

み
た
い
環
境
」「
住
ん
で
し
ま

え
ば
楽
し
い
と
思
っ
た
」
と

い
っ
た
積
極
的
な
意
見
も
あ

り
な
が
ら
、「
旅
行
な
ど
に
行

っ
た
時
『
住
み
た
い
』
と
思

う
け
れ
ど
、
実
際
問
題
、
交

通
や
習
慣
の
違
い
な
ど
も
含

め
簡
単
に
決
め
ら
れ
る
こ
と

で
は
な
く
、
よ
く
考
え
る
べ

き
だ
と
思
っ
た
」「
こ
の
島
に

い
い
印
象
を
持
っ
て
も
、
住

み
た
い
か
と
聞
か
れ
れ
ば
そ

こ
ま
で
は
思
わ
な
い
こ
と
に

気
付
い
た
」
と
、
考
え
を
一

歩
深
め
た
悩
ま
し
い
意
見
も

出
さ
れ
た
。「
訪
れ
る
こ
と
」

の
魅
力
と
「
暮
ら
す
こ
と
」

の
現
実
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ

プ
に
気
付
い
た
こ
と
で
、
島

の
か
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
の
「
想

い
」
に
も
よ
り
近
づ
け
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
帰
り

の
定
期
船
で
手
を
振
り
合
う

島
の
か
あ
ち
ゃ
ん
と
学
生
の

関
係
に
、
今
回
の
学
び
が
詰

ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

所
の
逢
阪
隆
雅
さ
ん
は
「
足

り
な
い
こ
と
を
考
え
る
だ
け

で
な
く
、
あ
る
も
の
の
良
さ

を
伝
え
る
こ
と
も
重
要
」
と

語
り
、
岸
川
政
之
特
命
教
授

は
「
地
域
を
愛
す
る
に
は
、

ま
ず
知
る
こ
と
か
ら
」
と
助

言
し
た
。

聴講者らはあらかじめ配布されたクリッカー（端末）で意見を表明したり、意見が
会場のスライドで紹介されたりと参加型の仕掛けがあり、盛り上がった

島
の
風
習
・
文
化
を
色
濃
く
残
す
路
地
を
散
策

黄色いTシャツ姿の「島の旅社」スタッフと記念撮影

■注目記事
１面
COC事業・公開シンポジウムを初開催
２ 面
心游舎ワークショップの開催
３ 面
記念学術研究事業が完結
７ 面
神社関係者懇談会・協議員会を鳥羽で開催
８ 面
学生３名がフリーペーパー「ふあゆ」を発刊!
■連載
７面

卒業生奮闘中! 
佐野雄也氏（万協製薬株式会社勤務）
８ 面

皇學館ミュージアム  
東山天皇御即位式図
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心
游
舎
ワ
ー
ク
ショップの
開
催

彬
子
女
王
殿
下
と
学
生
が
御
花
神
饌
づ
く
り

　彬
子
女
王
殿
下
が
総
裁
を
務
め
ら
れ
、
本
学
も
会
員

と
な
っ
て
い
る
「
心
游
舎
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
八

月
二
十
五
日
、
本
学
・
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
に
お
い

て
開
催
さ
れ
、学
生
約
六
十
名
が
「
御お

花は
な

神し
ん

饌せ
ん

」
づ
く
り

を
体
験
し
た
。

　「
子
ど
も
た
ち
に
本
物
の

日
本
の
文
化
に
触
れ
る
機
会

を
提
供
し
た
い
」　
　
そ
う

し
た
彬
子
女
王
殿
下
の
思
い

に
共
鳴
し
た
有
志
一
同
に
よ

り
設
立
さ
れ
た「
心
游
舎
」。

こ
れ
ま
で
子
ど
も
を
対
象
に

さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
開
催
さ
れ
て
き
た
が
、

子
ど
も
を
育
み
受
け
と
め
る

立
場
に
あ
る
大
人
に
も
感
性

を
磨
い
て
ほ
し
い
と
、「
心
游

舎
」
と
し
て
は
初
と
な
る
大

学
生
を
対
象
に
し
た
「
御
花

神
饌
」
づ
く
り
が
八
月
二
十

五
日
、本
学・佐
川
記
念
神
道

博
物
館
に
て
行
わ
れ
た
。

　
御
花
神
饌
と
は
古
代
染
め

の
和
紙
で
作
ら

れ
る
造つ

く
り

花ば
な

で
、

毎
年
九
月
十
五

日
に
石
清
水
八

幡
宮（
京
都
府
）

で
執
り
行
わ
れ
る
勅
祭
・
石

清
水
祭（
放ほ

う

生じ
ょ
う

会え

）に
お
い
て

供
さ
れ
る
神
饌
で
あ
る
。
今

回
、
学
生
た
ち
が
制
作
し
た

の
は
そ
の
一
部
。
午
前
の
部

で
は
南
天
、
午
後
は
桜
を
担

当
し
た
。

　
九
時
三
十
分
に
始
ま
っ
た

午
前
の
部
で
は
岡
野
友
彦
研

究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
に

続
い
て
彬
子
女
王
殿
下
が
ご

挨
拶
。
次
に
、
植
物
染
め
に

よ
る
古
代
色
・
技
法
の
復
元

に
取
り
組
み
国
宝
の
修
復
等

国
内
外
で
活
躍
さ
れ
て
い
る

染
色
史
家
・
吉
岡
幸
雄
氏
が

「
単
な
る
懐
古
主
義
で
は
な

く
、
実
際
、
化
学
染
料
に
は

な
い
重
厚
さ
、
美
し
さ
が
あ

る
」
と
、
自
然
染
料
の
魅
力

に
つ
い
て
語
っ
た
。そ
の
後
、

参
加
し
た
学
生
は
各
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
、
御
花
神
饌
づ

く
り
に
挑
戦
。
吉
岡
氏
の
工

房
「
染
司
よ
し
お
か
」
の
吉

岡
更
紗
氏
を
中
心
と
し
た
指

導
の
も
と
、
繊
細
な
作
業
に

苦
戦
し
つ
つ
、
真
剣
な
表
情

で
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
作
り

込
ん
で
い
た
。

　
国
史
学
科
四
年
の
西
山
祐

実
さ
ん
は
「
南
天
を
知
っ
て

は
い
て
も
、
実
物
を
注
意
し

て
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

で
難
し
か
っ
た
。
今
回
実
際

に
制
作
し
た
こ
と
で
、
和
紙

の
柔
ら
か
い
手
触
り
や
自
然

の
優
し
い
色
合
い
が
感
じ
ら

れ
て
よ
か
っ
た
」
と
語
り
、

神
道
学
科
三
年
の
新
田
惠
三

君
は
「
神
様
に
お
供
え
す
る

際
に
は
、
作
り
う
る
最
高
の

も
の
を
捧
げ
た
い
と
願
う
。

そ
の
気
持
ち
が
大
事
だ
と
思

う
」
と
話
し
て
い
た
。

就
任
の
ご
挨
拶

新
常
務
理
事
　
山や

ま

口ぐ
ち

建た
て

史ぶ
み

任
期
／
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
〜
平
成
三
十
年
八
月
二
十
六
日

　
昭
和
四
十
七
年
に
母
館
を
卒
業
以

来
、
四
十
三
年
間
神
社
界
に
身
を
置

き
ま
し
た
が
、
此
度
先
輩
方
よ
り
お

話
が
あ
り
謹
ん
で
お
受
け
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
長
年
神

職
と
し
て
ご
奉
仕
で
き
た
悦
び
に
対

す
る
お
礼
と
、
感
謝
の
気
持
ち
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

　
私
の
神
職
と
し
て
の
心
の
支
え

は
、
母
館
で
学
び
得
た
敬
神
尊
皇
に

尽
き
ま
す
。
皇
學
館
に
根
ざ
す
学
問

は
、
我
が
国
の
歴
史
・
文
化
・
伝
統

に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
原
点
は
皇
室

へ
の
こ
よ
な
き
戀
慕
、
戀
闕
心
に
宿

る
も
の
で
す
。

　
皇
室
を
仰
ぐ
日
本
人
で
あ
る
こ
と

の
幸
せ
を
噛
み
し
め
つ
つ
、
皆
さ
ん

と
と
も
に
、
稀
代
な
る
全
学
一
体
の

学
風
を
明
る
く
愉
し
く
育
ん
で
ゆ
き

た
い
、
そ
れ
が
就
任
に
当
た
っ
て
の

抱
負
で
す
。

　
と
は
言
っ
て
も
、
学
校
法
人
業
務

は
未
知
の
世
界
で
、
戸
惑
う
こ
と
も

多
々
あ
り
、
皆
さ
ん
の
ご
教
導
を
切

に
願
う
次
第
で
す
。

萼の会地区別教育懇談会を実施
全国9会場で教職員と保護者が懇談

　
本
年
も
大
学
の
教
職
員
が

各
地
に
伺
い
、
教
育
方
針
や

大
学
の
現
況
を
説
明
す
る

「
萼
の
会
地
区
別
教
育
懇
談

会
」
が
、
八
月
二
十
九
日
～

九
月
六
日
に
、
全
国
九
会
場

（
浜
松
・
名
古
屋
・
四
日
市
・

津
・
名
張
・
伊
勢
・
京
都
・

神
戸
・
福
岡
）で
開
催
さ
れ
、

前
年
よ
り
約
五
十
名
多
い
四

一
八
名
の
保
護
者
に
ご
参
加

い
た
だ
い
た
。

　
地
区
別
教
育
懇
談
会
で
は

ど
の
会
場
で
も
「
全
体
会
」

「
個
別
懇
談
会
」「
懇
親
会
」が

行
わ
れ
た
。「
全
体
会
」
は
、

三
十
分
と
い
う
限
ら
れ
た
時

間
で
は
あ
る
が
、
本
学
の
教

育
の
全
体
像
を
掴
ん
で
い
た

だ
く
た
め
、
大
学
の
現
況
や

就
職
状
況
な
ど
の
説
明
が
な

さ
れ
た
。「
個
別
懇
談
会
」は
、

各
学
科
の
教
員
が
保
護
者
に

マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
履
修
状
況

や
成
績
を
説
明
す
る
も
の

で
、
将
来
の
進
路
に
対
す
る

希
望
や
そ
の
実
現
の
可
能
性

が
具
体
的
に
話
し
合
わ
れ

た
。
ま
た
、
教
員
に
よ
る
個

別
懇
談
会
と
並
行
し
て
、
就

職
担
当
者
に
よ
る
相
談
ブ
ー

ス
や
卒
業
生
と
の
懇
談
ブ
ー

ス（
浜
松
・
四
日
市
の
み
）も

設
け
ら
れ
、
よ
り
現
実
的
な

進
路
相
談
を
す
る
こ
と
も
で

き
た
。
立
食
パ
ー
テ
ィ
ー
形

式
で
行
わ
れ
る
「
懇
親
会
」

は
、
教
員
と
保
護
者
、
ま
た

保
護
者
同
士
の
距
離
が
近
く

な
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
最
大

の
利
点
で
あ
る
。

　「
萼
の
会
」は
本
学
の
保
護

者
会
の
名
称
で
、
学
生
を

「
花
」に
、保
護
者
を
花
を
支

え
る
「
萼が

く

」
に
例
え
た
こ
と

に
由
来
す
る
。学
生
の
開
花・

結
実
を
保
護
者
・
教
職
員
双

方
で
支
え
る
た
め
、今
後
も
、

萼
の
会
の
行
事
に
ぜ
ひ
ご
参

加
い
た
だ
き
た
い
。

障
害
者
雇
用
優
良
事
業
所
と
し
て
表
彰

　九
月
八
日
に
東
京
で
行
わ
れ
た
平
成
二
十
七

年
度
障
害
者
雇
用
優
良
事
業
所
等
全
国
表
彰
式

に
お
い
て
、本
法
人
が
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
理
事
長
表
彰
」

を
受
賞
し
た
。
こ
の
賞
は
、
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
と
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
障
害
者
を

積
極
的
に
多
数
雇
用
し
た
事
業
所
、
長
年
に
わ

た
り
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
と
職
業
の
安
定
に

貢
献
し
た
団
体
又
は
個
人
等
に
贈
ら
れ
る
も

の
。
今
年
度
は
、
全
国
よ
り
三
十
三
の
事
業
所

が
同
賞
に
選
ば
れ
、
学
校
法
人
と
し
て
は
唯
一

の
受
賞
と
な
っ
た
。
本
法
人
で
は
今
後
も
障
害

者
の
採
用
及
び
職
場
定
着
を
計
る
べ
く
取
り
組

ん
で
い
く
。

来場者の満足度高し
第 3回オープンキャンパス

　
八
月
九
日
、
本
学
に
お
い

て
第
三
回
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

パ
ス「
学
び
」体
験
Ｄ
Ａ
Ｙ
が

開
催
さ
れ
、
お
よ
そ
千
百
名

の
来
場
者
で
賑
わ
っ
た
。

　
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け

て
ほ
し
い
と
、
体
験
型
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
目
白
押
し
と
な

っ
た
今
回
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
。国
史
学
科
で
は「
ク

イ
ズ
歴
史
発
見〈
古
代
編
〉」、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科

は
「
ゲ
ー
ム
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
～
リ
フ
レ
ー
ム
の

心
理
学
～
」、
教
育
学
科
は

「
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、

現
代
日
本
社
会
学
科
は

「NIPPO
N

を
動
か
そ
う
会

議
」
な
ど
、
ど
の
学
科
も
趣

向
を
凝
ら
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施
し
、
い
ず
れ
も
好
評

を
博
し
た
。
ま
た
、
午
前
中

に
行
わ
れ
た
Ａ
Ｏ
対
策
模
擬

講
義
も
盛
況
で
、
関
心
の
高

さ
を
う
か
が
わ
せ
た
。

　
参
加
い
た
だ
い
た
保
護
者

か
ら
は
「
学
生
さ
ん
が
皆
明

る
く
挨
拶
な
ど
も
し
っ
か
り

さ
れ
て
い
て
好
印
象
だ
っ

た
」「
研
究
室
で
直
接
先
生
に

質
問
で
き
た
の
で
、
研
究
室

の
雰
囲
気
が
よ
く
わ
か
っ

た
。
子
ど
も
も
大
学
で
学
ぶ

こ
と
に
対
す
る
意
欲
が
高
ま

っ
た
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
意

見
、
高
校
生
か
ら
は
「
学
食

が
す
ご
く
お
い
し
か
っ
た
」

「
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
が
緑
に

包
ま
れ
て
い
て
、
と
て
も
落

ち
着
い
た
環
境
」「
学
生
ス
タ

ッ
フ
の
皆
さ
ん
が
優
し
く
気

さ
く
に
声
を
か
け
て
く
れ

て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
教

え
て
く
れ
た
」「
模
擬
講
義
の

質
が
他
の
ど
の
大
学
よ
り
も

高
く
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
内

容
だ
っ
た
」
等
の
声
が
寄
せ

ら
れ
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
満
足
度
調
査
で
は
「
予
想

以
上
に
良
か
っ
た
」「
良
か
っ

た
」
と
回
答
し
た
参
加
者
が

九
割
を
超
え
る
嬉
し
い
結
果

と
な
っ
た
。

　
十
一
月
一
日
に
行
わ
れ
る

「
大
学
祭
」同
時
開
催
Ｄ
Ａ
Ｙ

は
伝
統
の
倉
陵
祭
と
あ
わ

せ
、
本
学
の
学
風
と
学
び
の

環
境
が
体
感
で
き
る
ま
た
と

な
い
機
会
。
納
得
の
い
く
大

学
選
び
の
た
め
に
も
、
足
を

お
運
び
い
た
だ
き
た
い
。

学
生
の
御
花
神
饌
づ
く
り
を
指
導
す
る
吉
岡
更
紗
先
生
と

彬
子
女
王
殿
下

【
経
歴
】
山
口
建
史
（
67
歳
）

昭
和
47
年
3
月

　皇
學
館
大
学
文
学
部�

国
史
学
科
卒
業

昭
和
47
年
4
月

　熱
田
神
宮

昭
和
47
年
8
月

　神
社
本
庁

昭
和
49
年
6
月

　山
口
県
神
社
庁

昭
和
52
年
5
月

　神
社
新
報
社

昭
和
54
年
12
月

　神
社
本
庁

昭
和
57
年
4
月

　防
府
天
満
宮

昭
和
59
年
10
月

　山
口
県
護
国
神
社

平
成
元
年
7
月

　神
社
本
庁

平
成
10
年
7
月

　靖
國
神
社

神戸会場での全体会で挨拶をする「萼の会」の松本真人会長

実際の学びの雰囲気を体感できる「模擬講義」

個別懇談会（津会場）の様子

「
南
天
と
兎
」、

奥
が「
桜
と
蝶
」
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皇
學
館
大
学
創
立
百
三
十
周
年
・
再
興
五
十
周
年

記
念
学
術
研
究
事
業
が

　

皇
學
館
大
学
創
立
百
三
十
周
年
・
再
興
五
十
周
年

記
念
学
術
研
究
事
業
が
■完 

■結

　平
成
二
十
四
年
に
迎
え
た
皇
學
館
大
学
創
立
百
三
十

周
年
・
再
興
五
十
周
年
に
あ
わ
せ
、
着
々
と
進
め
ら
れ

て
き
た
記
念
学
術
研
究
事
業
。
今
年
八
月
を
も
っ
て
全

三
十
五
冊
が
刊
行
さ
れ
、
今
後
の
研
究
・
活
用
の
礎
と

な
る
学
術
史
料
群
と
し
て
結
実
し
た
。

　「
神
宮
の
総
合
的
研
究
」に

お
い
て
刊
行
さ
れ
た
『
久
邇

親
王
行
実
』（
別
名『
朝
彦
親

王
行
実
』）は
、
皇
學
館
の
創

立
者
に
あ
た
る
久
邇
宮
朝
彦

親
王
に
つ
い
て
の
伝
記
史

料
。
原
本
は
宮
内
大
臣
を
編

集
委
員
長
に
明
治
三
十
三
年

に
完
成
し
、
明
治
天
皇
に
捧

呈
さ
れ
た
。
幕
末
期
に
は
激

動
の
政
局
に
身
を
置
き
、
維

新
後
は
神
宮
祭
主
と
し
て
尽

く
さ
れ
た
朝
彦
親
王
の
ご
生

涯
を
知
る
好
史
料
で
、今
回
、

『
行
実
』と
と
も
に
、そ
の
典

拠
史
料
を
掲
載
し
た
『
行
実

出
典
』
四
冊
も
あ
わ
せ
て
京

都
大
学
附
属
図
書
館
本
に
よ

　地
理
学
を
専
門
的
に
学
ぶ
、
と
志
を
持
っ

て
わ
ざ
わ
ざ
北
海
道
か
ら
京
都
の
某
大
学
に

進
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
大
学
生
ら

し
い
退
廃
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
可
能
で

有
名
な
大
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
入
学
後
に
知

っ
た
。
天
気
が
良
け
れ
ば
、
講
義
時
に
友
人

た
ち
と
集
合
し
て
、
バ
イ
ク
に
テ
ン
ト
を
積

ん
で
旅
に
出
た
。
友
人
た
ち
も
私
同
様
に
地

理
学
を
愛
し
て
い
た
の
で
、
ツ
ー
リ
ン
グ
先

の
た
き
火
の
前
で
も
、
ス
タ
ジ
オ
で
の
ギ
タ

ー
練
習
の
合
間
で
も
、
居
酒
屋
で
酩
酊
状
態

で
も
、
メ
イ
ン
ト
ピ
ッ
ク
は
地
理
学
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
要
は
、
旅
好
き
、
地
図
好
き
、

文
系
だ
け
ど
生
態
学
や
地
学
が
好
き
、
を
コ

ジ
ら
せ
た
若
者
た
ち
が
結
集
し
て
お
り
、
自

由
な
大
学
生
活
で
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　大
学
三
・
四
回
生
時
は
年
間
の
大
半
を
バ

イ
ク
で
放
浪
し
て
い
た
。
地
理
学
は
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
基
本
と
す
る
の
で
、
私
も
友

人
も
バ
イ
ク
で
旅
を
し
な
が
ら
卒
業
研
究
が

可
能
な
テ
ー
マ
を
選
択
し
、「
卒
論
の
た
め
」

と
い
う
錦
の
御
旗
を
掲
げ
て
野
宿
生
活
を
続

け
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、現
地
で
観
て
・

感
じ
て
・
調
べ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
テ
ー

マ
を
選
択
し
た
こ
と
は
、
現
在
の
地
理
学
研

究
者
と
し
て
の
私
の
ス
タ
ン
ス
を
決
定
づ
け

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ゼ
ミ
を
休
ん

で
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
た
め
な
ら
、
と
笑
顔

で
送
り
出
し
て
く
れ
た
指
導
教
官
の
存
在
も

か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、

一
緒
に
バ
イ
ク
で
放
浪
旅
を
し
て
い
た
友
人

た
ち
の
多
く
は
卒
業
後
大
学
院
へ
進
学
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
地
理
学

の
視
点
を
活
か
し
た
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て

現
在
も
社
会
で
活
躍
し
て
い
る
。

　博
士
課
程
在
籍
中
に
明
治
大
学
で
ご
指
導

い
た
だ
い
た
小
疇
尚
名
誉
教
授
か
ら
は
「
歩

け
・
観
よ
・
考
え
よ
」
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド

を
対
象
と
す
る
研
究
者
全
般
に
通
じ
る
考
え

を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
の
考
え
は
、
人

文
学
的
分
野
や
非
研
究
分
野
で
あ
っ
て
も
、

地
域
の
実
情
を
基
盤
に
問
題
を
解
決
す
る
必

要
性
が
生
じ
た
際
に
は
、
重
要
な
ス
タ
ン
ス

で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
の
教
育
活
動
や
地

域
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
こ
の
モ
ッ
ト
ー
を

成
果
発
信
や
教
育
に
活
か
し
た
い
所
存
で
あ

る
。

県
内
外
か
ら
二
九
六
名
が
受
講

教
員
免
許
状
更
新
講
習

　
八
月
十
七
日
か
ら
二
十
二

日
に
か
け
て
、
教
員
免
許
状

更
新
講
習
を
伊
勢
会
場
（
本

学
）お
よ
び
四
日
市
会
場（
じ

ば
さ
ん
三
重
）で
開
催
し
た
。

五
日
間
三
十
時
間
に
及
ぶ
講

習
に
は
二
九
六
名
が
参
加
。

三
重
の
み
な
ら
ず
、
静
岡
、

愛
知
、
奈
良
、
大
阪
、
兵
庫
、

山
口
な
ど
県
外
か
ら
の
受
講

者
も
あ
っ
た
。
本
学
で
の
開

催
は
今
年
で
七
回
目
。

　
五
日
間
の
う
ち
、
前
半
の

二
日
間
は
必
修
領
域
と
し
て

「
教
職
に
つ
い
て
の
省
察
」

「
子
ど
も
の
変
化
」「
教
育
政

策
の
動
向
」「
学
校
の
内
外
に

お
け
る
連
携
協
力
」
を
、
後

半
の
三
日
間
で
は
「
伝
統
と

文
化
の
理
解
」「
道
徳
教
育・

生
徒
指
導
」「
教
科
内
容
の
充

実
」
を
テ
ー
マ
に
最
新
の
教

育
事
情
を
踏
ま
え
、
直
面
し

て
い
る
教
育
課
題
や
本
学
の

特
色
、
地
域
性
に
配
慮
し
た

内
容
も
取
り
入
れ
た
講
習
が

行
わ
れ
た
。
講
師
陣
は
本
学

教
員
の
他
、
著
名
な
外
部
講

師
も
担
当
し
た
。
講
習
後
、

受
講
者
か
ら
は
「
皇
學
館
ら

し
さ
の
あ
る
講
習
（
特
に
伝

統
文
化
）で
良
か
っ
た
」「
新

し
い
知
識
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
、
今
後
の
教
育
に
活
か
せ

る
」「
久
し
ぶ
り
に
学
生
に
な

っ
た
気
分
で
と
て
も
勉
強
に

な
っ
た
」「
母
校
で
受
講
す
る

こ
と
が
で
き
と
て
も
良
か
っ

た
」「
実
技
を
取
り
入
れ
た
講

習
は
今
後
も
続
け
て
い
た
だ

き
た
い
」「
運
営
面
で
五
日
間

と
も
わ
か
り
や
す
く
説
明
い

た
だ
き
助
か
っ
た
」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

 

教
職
支
援
担
当

り
翻
刻
し
て
い
る
。『
荒
木
田

経
雅
著
作
撰
集
』
は
神
宮
禰

宜
と
し
て
三
十
二
年
間
に
わ

た
り
皇
大
神
宮
に
奉
仕
し
、

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』の
注
釈

書
『
大
神
宮
儀
式
解
』（
三
十

巻
）
を
著
す
な
ど
考
証
学
者

で
も
あ
っ
た
荒
木
田（
中
川
）

経
雅
（
一
七
四
二
～
一
八
〇

五
）の
著
作
撰
集
。多
く
の
経

雅
自
筆
本
の
著
述
・
記
録
類

の
中
か
ら
、
神
事
日
記
や
個

別
の
祭
典
記
録
、
学
問
研
究

上
の
備
忘
や
交
友
録
、
実
地

踏
査
の
紀
行
文
、
神
家
の
家

訓
書
等
に
関
す
る
史
料
六
件

二
十
二
点
を
翻
刻
し
た
。
経

雅
の
敬
虔
な
神
宮
奉
仕
と
学

問
研
究
の
生
涯
が
知
ら
れ
る

と
と
も
に
、
近
世
の
神
宮
祭

祀
や
宇
治
山
田
の
実
態
、
神

宮
考
証
学
を
生
み
出
し
た
背

景
を
見
る
上
で
貴
重
な
史
料

集
で
あ
る
。

　「
福
祉
と
地
域
連
携
に
関

す
る
総
合
的
研
究
」
に
お
い

て
刊
行
さ
れ
た
『
地
域
・
福

祉
・
文
化
』
は
、
平
成
十
年

に
名
張
市
に
開
設
さ
れ
た
社

会
福
祉
学
部
と
附
置
機
関
の

地
域
福
祉
文
化
研
究
所
（
同

十
五
年
設
置
）
と
が
進
め
て

き
た
「
社
会
福
祉
学
部
と
地

域
社
会
と
の
連
携
に
関
す
る

総
合
的
研
究
」「
神
道
福
祉
の

可
能
性
に
関
す
る
研
究
」
を

柱
と
し
た
教
育
研
究
実
践
の

成
果
を
ま
と
め
た
記
念
出

版
。「
地
域
福
祉
」「
地
域
文

化
研
究
・
国
際
学
術
交
流
」

「
地
域
貢
献
活
動
」
の
三
編・

四
分
冊
・
一
六
二
八
頁
か
ら

な
り
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
を
付
す
。

地
域
福
祉
の
最
前
線
と
国
際

比
較
研
究
、
官
学
地
域
連
携

の
実
践
モ
デ
ル
、新
分
野「
神

道
福
祉
」
へ
の
果
敢
な
取
組

み
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
実
践
的
研
究
ス
タ

イ
ル
は
現
代
日
本
社
会
学
部

へ
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　「
儀
式
踐
祚
大
嘗
祭
儀
の

研
究
」で
は『
訓
読
註
釈
儀

式
踐
祚
大
嘗
祭
儀
』を
刊
行

し
た
。
大
嘗
祭
は
、
即
位
さ

れ
た
天
皇
が
親
祭
さ
れ
る
一

代
一
度
の
国
家
祭
祀
。
大
嘗

祭
の
具
体
的
な
全
容
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
最
古
で

最
詳
の
規
定
は
、
平
安
時
代

前
期
の
『
儀
式
』
巻
二・三・

四
の
「
踐
祚
大
嘗
祭
儀
」
で

あ
る
。
本
書
は
、
本
学
神
道

満
席
の
会
場
か
ら
惜
し
み
な
い
拍
手

高
校
吹
奏
楽
部
・
第
八
回
定
期
演
奏
会

　
九
月
二
十
日
、
二
十
一
日

の
両
日
、
皇
學
館
高
校
吹
奏

楽
部
の
第
八
回
定
期
演
奏
会

が
伊
勢
市
観
光
文
化
会
館
で

開
催
さ
れ
た
。

　
演
奏
会
は
二
部
構
成
で
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
を
中
心
に
し
た

一
部
で
は
先
の
三
重
県
吹
奏

楽
コ
ン
ク
ー
ル
で
演
奏
し
た

曲
を
披
露
し
た
。
屋
久
島
の

森
に
着
想
を
得
た
「
森
の
贈

り
物
」
で
は
自
然
の
驚
異
を

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
サ
ウ
ン
ド

で
表
現
。
演
奏
後
、
会
場
は

ひ
と
き
わ
大
き
な
拍
手
と
歓

声
に
包
ま
れ
た
。

　
二
部
は
衣
装
や
照
明
の
雰

囲
気
を
ガ
ラ
リ
と
変
え
、
ポ

ッ
プ
ス
曲
中
心
の
ス
テ
ー
ジ

に
。「
ア
ニ
メ
メ
ド
レ
ー
」で

は
部
員
が
「
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー

ル
」
や
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
に

登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に

扮
し
て
踊
っ
た
り
、「
昭
和
歌

謡
大
賞
メ
ド
レ
ー
」で
は「
勝

手
に
し
や
が
れ
」
な
ど
ミ
リ

オ
ン
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
名

曲
で
盛
り
上
げ
た
。
部
員
全

員
で
「
あ
り
が
と
う
」（
作

詞・作
曲
／
大
橋
卓
弥
）を
合

唱
し
家
族
に
感
謝
の
気
持
ち

を
伝
え
た
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
は

涙
を
浮
か
べ
て
聴
き
入
る
人

の
姿
も
見
ら
れ
た
。

　
四
日
市
か
ら
訪
れ
た
と
い

う
家
族
連
れ
は
「
小
一
、
年

少
の
子
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と

来
ま
し
た
。
ア
ニ
メ
の
曲
な

ど
は
子
ど
も
た
ち
も
口
ず
さ

ん
で
い
て
、
最
後
ま
で
楽
し

め
ま
し
た
」
と
語
り
、
伊
勢

市
在
住
の
六
十
代
の
男
性
は

「
親
や
祖
父
母
世

代
を
意
識
し
た
選

曲
か
ら
幼
い
子
ど

も
が
楽
し
め
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ま

で
、
ど
の
年
代
も

楽
し
め
る
よ
う
練
ら
れ
た
企

画
、
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
素
晴

ら
し
か
っ
た
で
す
」
と
満
足

そ
う
に
話
し
た
。

　
な
お
、
前
述
の
県
大
会
で

は
三
年
連
続
金
賞
を
、
東
海

大
会
で
は
銀
賞
を
受
賞
し

た
。
顧
問
の
前
川
幸
生
先
生

は
「
今
の
良
い
雰
囲
気
は
残

し
た
ま
ま
、音
楽
性
、技
術
を

さ
ら
に
磨
き
、
演
奏
の
質
を

高
め
て
い
き
た
い
。
来
年
は

今
年
の
反
省
を
活
か
し
て
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
め
ざ
し
ま

す
」
と
さ
ら
な
る
飛
躍
へ
向

け
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

研
究
所
が
長
年
に
わ
た
り
取

り
組
ん
で
き
た『
儀
式
踐
祚

大
嘗
祭
儀
』
の
訓
読
注
釈
研

究
の
集
大
成
だ
。

　
ほ
か
、
本
学
の
建
学
の
精

神
と
歴
史
を
ひ
も
解
く
『
皇

學
館
大
學
百
三
十
年
史
』、

『
續
日
本
紀
史
料
』
な
ど
、い

ず
れ
も
長
年
の
調
査
研
究
を

も
と
に
編
纂
さ
れ
た
価
値
の

高
い
学
術
書
ば
か
り
。
本
学

で
は
今
後
も
知
の
成
果
を
広

く
社
会
に
還
元
し
、
そ
の
発

展
に
貢
献
す
べ
く
、
研
究
活

動
を
推
進
し
て
い
く
。

全
三
十
五
冊
を
刊
行

周
年
記
念
学
術
研
究
事
業

１ 

神
宮
の
総
合
的
研
究

『
神
宮
と
日
本
文
化
』論
文
集�

非
売
品 

Ｈ
24
・
４
・
30
刊
行

『
大
神
宮
故
事
類
纂
総
目
録
』�

非
売
品 

Ｈ
24
・
４
・
30
刊
行

『
伊
勢
神
宮
研
究
文
献
目
録
』�

販
売
品 

Ｈ
24
・
４
・
30
刊
行

『
荒
木
田
経
雅
著
作
撰
集
』�

非
売
品 

Ｈ
27
・
４
・
30
刊
行

『
久
邇
親
王
行
実
』�

非
売
品 

Ｈ
25
・
12
・
30
刊
行

２ 

福
祉
と
地
域
連
携
に
関
す
る
総
合
的
研
究

『
地
域
・
福
祉
・
文
化
』�

非
売
品 

Ｈ
24
・
４
・
30
刊
行

３ 

儀
式
踐
祚
大
嘗
祭
儀
の
研
究

『
訓
読
註
釈 

儀
式
踐
祚
大
嘗
祭
儀
』�

販
売
品 

Ｈ
24
・
６
・
30
刊
行�

�

但
し
、
思
文
閣
出
版
に
て
販
売

　定
価
１
５
７
５
０
円

４ 

續
日
本
紀
史
料
の
刊
行

『
續
日
本
紀
史
料
』
全
20
巻（
22
冊
）�

�

販
売
品 

Ｓ
62
・
３
・
25
〜
Ｈ
26
・
３
・
20
刊
行

５ 

皇
學
館
大
學
百
三
十
年
史
の
刊
行

総
説
篇�

販
売
品 

Ｈ
24
・
４
・
30
刊
行

資
料
篇（
全
3
冊
）「
資
料
篇
一
」�

販
売
品 

Ｈ
25
・
３
・
25
刊
行

　
　
　
　
　
　
　「
資
料
篇
二
」�

販
売
品 

Ｈ
26
・
３
・
31
刊
行

　
　
　
　
　
　
　「
資
料
篇
三
」�

販
売
品 

Ｈ
26
・
３
・
31
刊
行

年
表
篇
・
写
真
篇�

販
売
品 

Ｈ
26
・
12
・
25
刊
行

正
誤
並
人
名
索
引�

非
売
品 

Ｈ
27
・
８
・
15
刊
行

歩け・観よ・考えよ
　

教育開発センター准教授　近藤玲介　明治大学大学院修了

真剣な表情で講習を受ける参加者

自然と手拍子が起こる会場。一部の途中には、
本校と親交のある東海大学付属高輪台高校吹
奏楽部の顧問・畠田先生と生徒4名が飛び入
り参加するサプライズもあった

販
売
書
籍
の
ご
注
文
は
左
記
へ

お
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

皇
學
館
大
学
出
版
部�

TEL
／

FAX
０
５
９
６・２
２・６
３
２
０
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問合せ 学生支援部 学生担当　☎０５９６−２２−６３１７

倉陵祭�開催
10／30●金〜11／1●日

　
家入レオさんのライブに落語家・林家木久扇氏　
の講演など、楽しいイベントがいっぱい!　
ご家族や友人と一緒に、ぜひお越しください。　

講演会
11月1日●日
開場◦１０：００
開演◦１１：００〜１２：３０
会場◦皇學館大学 
　 記念講堂
入場無料・先着順

林家木久扇
「僕の人生、落語だよ!」
笑点でおなじみの林家木久扇氏が皇學館大学へやって
きます。講演ではどのようなお話をしてくださるのか？
ぜひ会場でお聞きください!

アーティストライブ
10月31日●土
開場◦１５：３０
開演◦１６：００〜１8：００
会場◦皇學館大学 
　 記念講堂
入場無料・要整理券
※整理券の配布については 

HPをご覧ください。

家入レオ
女性シンガーソングライターとして２０１２年 ２月にメジャーデビューを
果たし、第５４回日本レコード大賞最優秀新人賞など数多くの新人賞
を受賞。若く多感な世代に寄り添う歌詞と、自らの経験を歌にして
伝えようとする純粋な姿勢が、多くの人に支持されています。

11月1日〜7日は

　今年で５７回目を迎える「教育・文化週間」。
期間中は全国各地で体験活動や公開講座、
美術館・博物館の無料開放など、さまざま
なイベントが開催されます。ぜひ興味のあ
るイベントに足を運び、学ぶ愉しみ、芸術
に触れる喜びを味わってみませんか？

詳しくは文部科学省のHPをご覧ください�

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-bunka/

　

研究分野の深化のきっかけに
大学院・国史学専攻　
村 松 菖 蒲

　今年度の大学院国史学専攻のフィールドワーク
は、 ２泊 ３日の日程で長野県へ向かった。今回の旅
行では、参加者の専攻する時代が全時代にわたって
いたため、それぞれの時代に関わる地を巡った。
　私の専攻する近代史関係では、岡谷蚕糸博物館を
訪れた。製糸業に関わる機械の歴史や、近代の社会
経済史において製糸業が果たす役割の大きさを知る
ことができた。そのため、自分の研究の中でも生糸
について掘り下げていく必要性を感じた。また、館
長さんに案内をしていただいたことで、博物館学芸
員をめざす身としても、案内の仕方についてなど得
るものの多い博物館であった。
　諏訪大社の上社本宮で正式参拝を行ったが、同日
午後下社では例大祭が行われていた。大学の講義で
神道や祭りについて学んでいるが、その祭りが行わ
れている様子を実際に見ることで、自分の中に映像
として残すことができたのは今回の旅の中でも大き
な成果であったといえる。
　真田宝物館や真田邸を訪れた際には、中世を中心
とする真田一族についてや、中近世の文書の形式な
どを、その時代を専攻している院生に教えてもらい
ながら見学した。近代史を専攻していると触れるこ
とのない時代の史料はわからないことも多いが、そ
の分、私に新しい興味関心を抱かせるには十分な印
象であった。
　他に印象に残ったのは、善光寺に建立されている
日本忠霊殿である。日本で唯一の仏式の「靖國」と
もいうべき霊廟があるのを知ったのは驚きであっ
た。また松本城の威容と街並みの風情は信州の文化
と歴史の深さを感じさせるものだった。

日本の過去と未来を考察
現代日本社会学科 ３年（岩崎ゼミ）

田 中 清 忠

　「日本を動かそう」を合言葉とする現代日本社会学
部。その伝統文化コース・岩崎ゼミの研修旅行のテ
ーマは「江戸の伝統文化を学び、東京の首都機能を
学ぶ」だ。
　まずは靖國神社へ。本殿で正式参拝をさせていた
だき、鈴木貴彦禰宜の詳しい解説により遊就館を見
学させていただいた。幕末〜大東亜戦争までの国難
に際して、国を守るために尊い命を捧げられた約
２４６万 ６ 千柱もの神霊に感謝の意を伝えることがで
きた。続いて、二重橋前より皇居を遥拝させていた
だいた（以上は橋本ゼミ＋富永ゼミと合同）。
　翌日からは、現代の国防の要である防衛省および
市ヶ谷記念館（極東軍事裁判の地）を見学。続いて立法
の要である国会を衆議院三ツ矢憲生代議士の平松大
輔秘書のご案内で見学した。これからの日本を考え
公務員をめざす者として大変刺激になった。
　銀座の歌舞伎座では「伽

めい

羅
ぼく

先
せん

代
だい

萩
はぎ

」（玉三郎・吉右衛
門・染五郎ほか）を鑑賞。初めての体験だったが、そ
の洗練された姿に心を動かされた。神宮外苑・聖徳
記念絵画館では、明治という時代を築かれた明治天
皇・昭憲皇太后お二方の御事績を描いた８０枚の壁画
を拝観し、その偉業の数々を学ばせていただいた。
また、宿泊先の帝国ホテルでは日本の最高の「おも
てなし」を目の当たりにし、感銘を受けた。
　現代の日本の平和と繁栄がどのようにして出来た
のか、そして、これからどのようにしていくべきな
のかを深く考える機会となった。大変身の引き締ま
る思いであり、今後も頑張っていきたいと思う。

　

ゼミ生との交流が一番の思い出
コミュニケーション学科 ３年（外山ゼミ）　 
戸 田 紗 貴

　私たち外山ゼミは、 ９月１４日から ３泊 ５日の日程
でベトナム北部と中部へフィールドワークに出かけ
た。河野ゼミ、張ゼミ、川島ゼミもあわせ、 ４ゼミ
合同の総勢４０名で巡る旅である。
　ハノイ空港に着いてまず感じたのは蒸し暑さだ。
また、道の至る所に牛や鶏、アヒルがいる光景や、
ナイトマーケットの熱気に異文化を感じた。 ２日目
は世界遺産のハロン湾で ３時間のクルーズを楽しん
だ。海に浮かぶ巨岩は「海の桂林」と呼ばれており、
石灰岩の奇岩が海上に並ぶ様は圧巻で、まるで映画
の世界にいるようだった。ベトナムの自然を肌で感
じたところで、 ３日目には国内便で中部のダナンに
飛び、ミーソン遺跡などの世界遺産を訪れながらベ
トナムの歴史に触れた。また、ホイアンの旧市街地
では福建会館や海のシルクロード博物館、来遠橋な
どを巡った。この橋は日本人が架けた橋で、小さい
ながらも歴史の重みを感じるとともに、これからも
ずっと日本とベトナムとの友好関係の象徴となると
思った。 ４日目にはフエを訪れ、王宮やティエンム
ー寺、トゥドゥック帝廟、市場など、歴史と人々の
生活に触れた。海鮮料理や郷土料理、宮廷料理を堪
能し、食事においても異文化を体験した。
　この旅行の一番の思い出は他のゼミ生と交流がで
きたことだ。普段は交流する機会がないため、この
５日間を通してそれぞれの良いところや個性が発見
できて親しくなれた。今後にも繋げていけるような
貴重な経験で、充実したフィールドワークとなった。

諏訪大社 上社本宮にて

世界遺産フエにて

防
衛
省
・
市
ヶ
谷
記
念
館
に
て
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仲間と切磋琢磨し成長
学　科 引率教員（敬称略） 日　　程 目的地・方面

国

内

神道
加茂正典 ９/１４㈪〜１７㈭ 奈良・京都
菅野覚明 ９/１２㈯〜１５㈫ 函館・札幌
松本　丘 ９/１３㈰〜１６㈬ 伊豆・横浜・東京

国文

大島信生 ９/１４㈪〜１７㈭ 福岡・佐賀・長崎
齋藤　平 ９/１４㈪〜１７㈭ 岩手
髙倉一紀 ９/１４㈪〜１７㈭ 近江・越前・丹後

深津睦夫 ９/１４㈪〜１７㈭ 岩手・宮城・福島・ 
那須・東京

中川照将 ９/１４㈪〜１６㈬ 京都
岡野裕行 ９/１３㈰〜１７㈭ 東京方面

国史

上野秀治 ９/１４㈪〜１７㈭ 福島・栃木
岡田　登 ９/１１㈮〜１５㈫ 九州
岡野友彦 ９/１９㈯〜２２㈫ 山陰
松浦光修 ９/１６㈬〜１８㈮ 山口県
多田實道 ９/１４㈪〜１８㈮ 近畿・中国地方

コミ 芳賀康朗 ９/１３㈰〜１６㈬ 長崎

現日
富永　健 ９/１４㈪〜１７㈭ 東京
橋本雅之 ９/１４㈪〜１７㈭ 東京
岩崎正彌 ９/１４㈪〜１７㈭ 東京

海

外

国文 上小倉一志、松下道信 ９/ ６ ㈰〜 ９ ㈬ 中国（上海・杭州）

国史 田浦雅徳、谷口裕信、
堀内淳一 ９/ ７ ㈪〜１１㈮ 台湾

コミ
児玉玲子、山田やす子 ９/ ７ ㈪〜１１㈮ 台湾
豊住　誠、川村一代、
クリストファーメイヨー ９/ ８ ㈫〜１１㈮ シンガポール

現日 筒井琢磨、藤井恭子 ９/１１㈮〜１４㈪ 台湾

神道・コミ 河野　訓、外山秀一、
張　　磊、川島一晃 ９/１４㈪〜１８㈮ ベトナム中北部

現日 笠原正嗣、関根　薫 ９/１４㈪〜１８㈮ グアム準州

平成２７年度フィールドワーク（研究旅行）日程一覧

秋学期のフィールドワークが国内組は ９ 月１１日〜 
２２日、海外組は ９ 月 ６ 日〜１８日にかけて行われた。
座学だけでは得られない視野の広がりや専門性の
深まりを実感した学生たち。高い向上心を持つ仲
間と共に過ごしたことも大きな刺激となったようだ。

現地体験の重要性を認識
神道学科 ３ 年（加茂ゼミ） 

吉 藤 大 樹

　私たちは加茂先生の引率のもと、 ２名（大竹君・吉
藤）で、９月１４日から１７日にかけて奈良・京都を旅し
た。
　初日は奈良の吉野を中心に吉野神宮・金峯山寺・
吉水神社・吉野水分神社・如意輪寺・談山神社・石
舞台古墳を巡った。吉野は奈良県の南部一帯を占め
る地域で、古くから役小角（役行者）が開いた修験道
の中心地の一つとして発展してきた聖地だ。南北朝
時代には後醍醐天皇が吉野朝廷（南朝）を成立させた
地でもある。吉野を巡って感じたことは、明治時代
に修験禁止令が出され、廃仏毀釈によって大打撃を
受けた修験道の精神が形を変えつつもしっかり受け
継がれているということだ。吉水神社では、後醍醐
天皇の行宮の御座所を拝見し（写真参照）、さらに、同
天皇の塔尾陵を拝して、「玉骨はたとひ南山の苔に埋
もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まん」（太平記）の
一文を偲んだ。
　 ２日目は、奈良市の元興寺・東大寺・手向山八幡
宮・春日大社・興福寺・平城京資料館・平城京跡・
平城京歴史館を巡った。正式参拝をさせて頂いた春
日大社は、藤原氏（中臣氏）の氏神を祀るために創設
された神社で、旧社格は官幣大社。朱色の社殿と多
くの燈籠がとても印象的で、藤原氏と奈良の都の繁
栄を物語っているようだった。
　 ３日目は、京都の伏見稲荷大社・東寺・泉涌寺・
東本願寺・二条城・京都御所・北野天満宮・渡月橋・
野宮神社を、 ４日目は、同じく京都の下賀茂神社・
詩仙堂・吉田神社・真如堂・平安神宮・八坂神社を
巡った。二条城は徳川家康が京都御所の守護と将軍
上洛の際の宿泊所として造営した城だが、実は平安
京の神祇官が置かれていた場所だと知り、とても驚
いた。
　奈良・京都の古社寺・古蹟を訪れ、現地体験の重
要性を認識した。得られた知見を、これからの学習
に十分に活かしたい。

『源氏物語』の世界観を感じる
国文学科 ３ 年（中川ゼミ）

西 坂 未 優

　私たち中川ゼミは、 ２泊 ３日のフィールドワーク
を京都で行った。旅の目的は「実際に京都を歩き、
『源氏物語』の世界観を感じること」、「これから長い
時間を共にするゼミ生同士が親交を深めること」だ
った。
　初日、京都に着いた私たちは、祇

ぎ

園
おん

の通りを眺め
ながら、八坂神社をめざした。ここでは、正式参拝
をした後、本殿を見学させていただいたり、祇園祭
の中で八坂神社が主催する神事等について話を伺っ
た。正式参拝では、普段味わうことのない緊張感と
特別感に体がこわばった。その後、嵐山にある渡月
橋を渡り、神秘的な竹林の中を散策した。京都駅に
隣接したホテルはとても綺麗だった。夕食にはおい
しい料理を堪能しながら、会話を楽しんだ。
　 ２日目は京都御所を訪れた。当時、貴族たちがど
のくらいの距離を歩き出勤していたのかを知るた
め、御所から貴族が暮らしていたとされる所までを
実際に歩いた。大変な道のりだったが、歩く距離が
長い分、ゼミ生同士で話す時間も多く、仲良くなる
ことができたと思う。午後には風俗博物館を訪れた。
ここでは、『源氏物語』のワンシーンが人形で細かく
再現されていて、現代では想像し難い貴族の暮らし
などを見ることができた。また、単

ひと

衣
え

や直
のう

衣
し

など、
平安時代の貴族が着ていた衣装を試着させていただ
いた。
　 ３日目は宇治にある源氏物語ミュージアムに行っ
た。『源氏物語』第三部・宇治十帖

じょう

についてたくさん
展示されていて、授業で学んだことを復習できた。
　今回のフィールドワークで学んだことを、これか
らの学習に活かしていきたいと思う。

想再去一次臺灣!〜また行きたい台湾〜
国史学科 ３ 年（堀内ゼミ）

後 藤 貴 希

　海外へ行くということは、言葉と文化の違う場所
へ行くということ。
　高雄へ向かう飛行機の中で、既に言葉の壁が高く
そびえ立っていた。CAさんに何か伝えようにも、僕
の拙い語学力では伝わらない。でも、身振り手振り
を加えて、やっとCAさんが笑顔で応えてくれた。
これがきっかけで、外国の人と会話することの楽し
さを知り、旅行中、積極的に現地の人たちと話そう
と思った。台湾に着いてまず立ち寄った台南では、
戦前からある林百貨店を見学した。店内では「おで
ん」が売られていた。僕の拙い言語力を駆使してお
でんを買い、店員さんとも一緒に写真を撮って、帰
る頃にはすっかり仲良くなっていた。
　烏山頭ダムでは、八田與一の記念館や復元された
住居を見学した。日本統治時代の台湾において日本
人が残した足跡をたどることで、近代における日本
と台湾の関係、台湾の世界史的位置について考えさ
せられた。台北の自由行動では故宮博物院を見学し、
さらに「象棋」という中国の将棋を買った。しかし
遊び方を知らないので、その夜に宿泊した北投温泉
で、ホテルのフロントの人にルールを教えてもらい、
一緒に遊んだ。現地の人とのコミュニケーションを
通じて、中国の文化と歴史に触れることができた。
　台湾を発つ時、現地のガイドさんから「台湾ト日
本の懸け橋にナって下サイ」と言われた。いつかそ
うなれたらいいなァと思う。

中
華
民
国
総
統
府（
旧
台
湾
総
督
府
）前
に
て

後
醍
醐
天
皇
行あ

ん

在ざ
い

所し
ょ

の
玉
座（
吉
水
神
社
）

嵐山・時雨殿にて

フィールド 
ワーク 
報告記
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皇高 N E W S

皇中 N E W S

メ
ン
バ
ー
と
力
を
合
わ
せ
全
力
で

総
務
副
委
員
長
　
村
木
彩
里

ク
ラ
ス
全
員
が
朝
練
に
参
加

三
年
Ｂ
組
　
中
川
陽
菜

校
友
会
新
役
員
が
抱
負

姉
妹
校
提
携
を
五
年
延
長

第
十
四
回
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
語
学
研
修

絆
を
強
め
た
体
育
大
会

第
三
十
六
回
体
育
大
会

七
月
三
日
に
行
わ
れ
た
校
友
会
役
員
選
挙
で
立
候
補
者
全

員
が
信
任
さ
れ
た
。
以
下
に
三
名
の
抱
負
を
紹
介
す
る
。

　
七
月
二
十
日
か
ら
八
月
二
日
の

二
週
間
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ

ル
ボ
ル
ン
に
お
い
て
語
学
研
修
を

行
っ
た
。

　
姉
妹
校
ロ
ー
ズ
ヒ
ル
・
セ
カ
ン

ダ
リ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
と
の
交
流
も

今
年
で
十
四
年
目
。
実
は
今
年
で

契
約
満
了
を
迎
え
た
の
だ
が
、
両

校
の
強
い
希
望
で
新
た
に
五
年
の

契
約
延
長
の
調
印
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
育
ん
で
き
た
ロ
ー
ズ
ヒ

ル
校
と
の
友
情
が
ま
す
ま
す
深
ま

り
、
今
後
も
良
好
な
関
係
が
築
け

る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

　
今
年
度
は
本
校
か
ら
十
一
名
の

生
徒
が
語
学
研
修
に
参
加
し
た
。

生
徒
た
ち
は
例
年
同
様
、
本
校
の

代
表
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

積
極
的
に
活
動
し
、
ロ
ー
ズ
ヒ
ル

の
先
生
方
や
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

か
ら
非
常
に
高
い
評
価
を
い
た
だ

い
た
。

　
毎
年
そ
う
な
の
だ
が
、
参
加
し

た
生
徒
た
ち
は
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ

　
校
友
会
総
務
委
員
長
と
な
り
二

カ
月
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
が
、

感
想
は
正
直
、「
大
変
」の
一
言
で

す
。
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
皇

高
祭
に
向
け
て
夏
休
み
か
ら
何
回

か
集
ま
り
ま
し
た
が
、
準
備
す
る

こ
と
が
多
く
驚
き
ま
し
た
。
そ
し

て
校
友
会
役
員
に
な
っ
て
初
め

て
、
行
事
を
進
め
て
い
く
大
変
さ

を
実
感
し
ま
し
た
。
ど
ん
な
行
事

で
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
動
く
人

が
い
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
校
友
会
役
員
と
し
て
、
裏

方
で
仕
事
を
進
め
て
い
け
る
こ
と

が
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。
生
徒
の

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
高
校
生
活

が
楽
し
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
ど
ん
な
こ
と
に
も
挑
戦
し
、

こ
れ
か
ら
の
行
事
で
み
ん
な
が
輝

け
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

　
総
務
副
委
員
長
に
な
っ
て
初
め

て
感
じ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
。
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

仕
事
が
多
く
、
責
任
が
大
き
い
こ

と
、
そ
し
て
先
生
方
と
の
距
離
も

と
て
も
近
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
後
は
今
ま
で
の
校
友
会
の
先
輩

　
私
は
生
徒
の
皆
さ
ん
と
積
極
的

に
向
き
合
い
、
意
見
を
言
い
や
す

い
環
境
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
生

徒
の
皆
さ
ん
が
学
校
生
活
や
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
に
満
足
で
き
る
学
校

に
な
る
よ
う
全
力
で
頑
張
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
皇
高
祭
や
体
育
祭

な
ど
で
は
今
ま
で
築
い
て
き
た
こ

方
が
し
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

に
感
謝
し
な
が
ら
、
生
徒
の
皆
さ

ん
の
意
見
を
学
校
に
伝
え
、
皇
學

館
高
校
が
よ
り
よ
く
楽
し
い
学
校

に
な
る
よ
う
小
林
君
、
島
田
さ
ん

と
力
を
合
わ
せ
全
力
で
仕
事
に
取

り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
を
大
切
に
し
て
生
徒
の
皆
さ
ん

の
声
に
応
え
、
校
友
会
の
メ
ン
バ

ー
と
十
分
協
力
し
な
が
ら
よ
り
楽

し
い
行
事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　
生
徒
に
近
い
存
在
で
あ
り
つ
つ

も
総
務
副
委
員
長
と
し
て
総
務
委

員
長
を
支
え
、
よ
り
よ
い
皇
學
館

を
創
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

な
り
、
徐
々
に
み
ん
な
で
頑
張
り

優
勝
し
た
い
と
思
え
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
本
番

に
は
練
習
通
り
に
力
を
発
揮
し
、

最
終
的
に
優
勝
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
優
勝
は
み
ん
な
で

頑
張
っ
た
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
も

の
。そ
し
て
笑
顔
に
な
れ
た
の
は
、

み
ん
な
と
の
絆
が
深
ま
っ
た
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

ッ
ク
を
経
験
す
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
生
活
や
授
業
ス
タ
イ
ル
に

驚
き
、
面
食
ら
う
。
同
時
に
彼
ら

は
日
本
の
そ
れ
と
比
較
す
る
。
そ

し
て
、
日
本
の
文
化
や
日
本
人
に

つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
。
日

本
と
い
う
国
、
あ
る
い
は
自
分
が

日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
一
番
強
く

意
識
す
る
の
は
、
海
外
に
い
る
と

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
今
回
の
参
加
者
も
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
日
本
の
こ
と
を
思
い
、
自

分
自
身
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
認
識
し
た
に
違
い
な
い
。

彼
ら
が
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
強
く
持
ち
、
将

来
海
外
で
華
々
し
く
活
躍
し
て
く

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

�

国
際
交
流
担
当

　角
屋
重
文

裏
方
に
徹
す
る

総
務
委
員
長
　
小
林
聖
也

よ
り
よ
い
皇
學
館
を
創
っ
て
い
き
た
い

総
務
副
委
員
長
　
島
田
め
ぐ

表情豊かなスピーチを披露
第10回皇學館中学校・高等学校英語スピーチコンテスト

　
今
年
で
十
回
目
を
迎
え
た
皇
學
館
中

学
校
・
高
等
学
校
英
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン

テ
ス
ト
。
小
学
生
の
部
は
五
十
二
名
、

中
学
生
の
部
は
二
十
六
名
と
、
記
念
す

べ
き
こ
の
節
目
の
回
に
も
県
内
各
地
か

ら
た
く
さ
ん
の
参
加
を
い
た
だ
い
た
。

　
小
学
生
の
部
〈
ビ
ギ
ナ
ー
〉
は
「
北

海
道
」、〈
ア
ド
バ
ン
ス
ト
〉は「
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
を
テ
ー
マ
に
英

文
を
暗
唱
。
中
学
生
の
部
で
は
「
英
語

と
日
本
語
」「
世
界
平
和
」「
私
の
長
所
」

の
三
テ
ー
マ
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
ス
ピ

ー
チ
を
行
っ
た
。ど
の
部
に
お
い
て
も
、

ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を

効
果
的
に
交
え
な
が
ら
表
情
豊
か
に
ス

ピ
ー
チ
を
披
露
す
る
姿
が
印
象
的
で
あ

っ
た
。
結
果
は
、小
学
生
の
部
で
は〈
ビ

ギ
ナ
ー
〉藤
本
胡
桃
さ
ん（
Ｇ
Ｅ
Ｓ
松
阪

校
）、〈
ア
ド
バ
ン
ス
ト
〉前
川
陽
香
さ
ん

（
三
重
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
）、

中
学
生
の
部
で
は
井
村
め
い
さ
ん
（
暁

中
学
校
）が
そ
れ
ぞ
れ
優
勝
に
輝
い
た
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
ま
す
ま

す
求
め
ら
れ
る
英
語
力
や
発
信
力
。
こ

の
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
を
き
っ
か
け

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
表
現
力
を
ぜ
ひ

磨
い
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
。

 

英
語
科

　小
林
誠
治

　
九
月
一
日
の
防
災
の
日
に
合
わ
せ
て

中
学
校
・
高
校
合
同
の
地
震
避
難
訓
練

が
実
施
さ
れ
た
。
今
回
の
地
震
避
難
訓

練
は
、
震
度
五
～
六
程
度
の
東
海
地
震

が
授
業
中
に
発
生
し
た
と
の
想
定
で
行

わ
れ
た
。
十
時
四
十
五
分
に
地
震
発
生

の
非
常
放
送
が
入
る
と
学
級
担
任
が
第

一
次
避
難
の
指
示
を
し
、
生
徒
は
頭
部

を
守
る
た
め
に
机
の
下
に
身
を
隠
し
、

机
の
脚
を
し
っ
か
り
と
握
っ
た
。
同
時

に
学
級
担
任
は
教
室
の
出
入
口
を
開
け

避
難
口
を
確
保
。
こ
の
間
に
担
任
以
外

の
教
員
は
避
難
経
路
の
安
全
確
認
を
行

い
、
確
認
が
終
わ
る
と
「
避
難
開
始
」

の
指
示
に
よ
り
第
二
次
避
難
を
開
始
し

た
。避
難
誘
導
係
教
員
の
指
示
を
受
け
、

生
徒
は
冷
静
に
速
や
か
に
避
難
場
所
へ

移
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
避
難
場
所

は
高
校
生
が
旧
武
道
館
跡
地
駐
車
場
、

中
学
生
は
精
華
寮
前
駐
車
場
と
な
っ
て

い
る
が
、
当
日
は
雨
天
で
あ
っ
た
た
め

に
高
校
生
は
第
二
体
育
館
に
、
中
学
生

は
第
三
体
育
館
に
集
合
し
点
呼
を
受
け

た
。

　
今
回
の
地
震
避
難
訓
練
を
機
に
、
今

後
発
生
が
想
定
さ
れ
て
い
る
東
海
地
震

へ
の
備
え
と
防
災
意
識
の
向
上
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

防
災
の
日
に
合
わ
せ
、地
震
避
難
訓
練

　雨
天
の
た
め
順
延
と
な
っ
て
い
た
第
三
十
六
回
体
育
大
会
が

九
月
二
十
日
開
催
さ
れ
、
生
徒
全
員
の
頑
張
り
で
成
功
裏
に
終

わ
っ
た
。
以
下
に
生
徒
の
感
想
を
掲
げ
る
。

　
体
育
大
会
を
終
え
て
私
が
一
番

感
じ
た
の
は
、「
仲
間
の
絆
が
深
ま

っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
三
年
Ｂ
組
の
優
勝
は
難
し
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
の
み

ん
な
も
思
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

で
も
、こ
の
ま
ま
じ
ゃ
い
け
な
い
、

他
の
ク
ラ
ス
に
負
け
て
い
ら
れ
な

い
と
ク
ラ
ス
で
朝
練
を
始
め
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
、
ど
の
ク
ラ
ス
よ

り
も
早
い
時
期
、
時
間
か
ら
行
っ

た
と
思
い
ま
す
。
最
初
、
朝
練
に

来
る
の
は
三
、
四
人
で
し
た
が
、

最
後
に
は
ク
ラ
ス
全
員
来
る
よ
う

に
な
り
、
バ
ト
ン
パ
ス
な
ど
満
足

い
く
ま
で
練
習
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
朝
練
の
お
か
げ
で

話
す
機
会
が
増
え
、
結
束
も
強
く

左から、島田さん、小林君、村木さん

フ
ェ
ア
ウ
ェ
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
で
の
集
合

写
真

優勝した3 －Bと準優勝した3 －A

先生からの注意事項を聞く生徒たち

小学生の部入賞の皆さん 中学生の部入賞の皆さん

　皇學館中学校では英語特化プログラム
の一環として、希望者を対象に来年 3月
20日（日）から11日間の日程でカナダ・バ

ンクーバーへの語学研修を実施する。現
地では同年代のカナダ人学生がバディと
して帯同し、午前中は英語レッスン、午
後は様々なアクティビティーや体験学習
を予定している。英語の実践力を向上さ
せるとともに、ホームステイなどの生活
体験を通して現地の文化や慣習を肌で感
じ、国際的な視野を広げてもらいたい。

カナダ・バンクーバー
海外短期語学研修
実施のお知らせ

皇 學 館 学 園 報平成２7年10月２0日� 第58号　（� ）6
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佐野 雄也さん　万協製薬株式会社 製造部製造課 課長
国文学科 第41期（平成18年 ３月）卒

皇學館高等学校
募集人数 ３４0名（ ６年制内部進学者を含む）

入学資格 中学卒業者および平成２8年 ３月卒業見込みの者

出願期間 平成２8年1月８日㈮〜1月１5日㈮
午前 ９時〜午後 ３時（土日および祝日は除く）

出願手続
①入学願書（本校所定の用紙）　②調査書（本校所定の用紙）
③受験料 1２,000円（本校所定の用紙〈郵便振替〉にて、必ずゆうちょ銀行窓口
で、お納めください）

入学試験

日　時 平成２８年 1 月２9日㈮ 午前 9時〜� 　※追試験 ２月 ８日㈪

教　科 国語、数学、英語、理科、社会

方　式 マークシート方式

試　験
会　場

〈本会場〉皇學館高等学校
〈津会場〉大原簿記医療観光専門学校（津駅西口より徒歩 １分）

合格発表
平成２8年 ２ 月 5日㈮に合格通知を各中学校および本人宛に発送します
（電話によるお問い合わせには、お答えできません）
※得点開示…平成２８年 ２ 月15日㈪〜２0日㈯（詳細は合格発表後にHPにてご案内します）

入学手続 平成２8年 ２ 月１8日㈭ 午後 ３ 時までに、入学金４5,０００円を納入してくだ
さい（本校所定の用紙にて、必ず銀行窓口でお納めください）

学　　費

入学時の経費 ◦教育充実費（入学時）２50,000円

入学後の経費
（月額）

◦授業料 ２３,000円�※各家庭によって補助金の額に差があります
◦教育充実費 ８,500円　◦修学旅行積立 ４,500円
◦その他 約４,４00円

入試制度について
①特別進学コース・進学コース、それぞれのコースに推薦制度（専願）があります。
②所属中学校長の推薦書により、学業・人物優秀と認められる生徒に対しては、学
力特別奨学生、また顕著な競技実績をもつと同時に、本校の授業内容を習得でき
る学力を有し、人物優秀な生徒に対しては、スポーツ・芸術推薦およびスポーツ・
芸術特別奨学生の制度があります。

お
知
ら
せ

第3回オープンスクール（学校見学会）
日時◦１１月２２日㈰
……………………………………………………………………………………………
午前の部10：00〜1２：３0 学校説明、吹奏楽部による歓迎ミニコンサート、校舎見学など
午後の部1３：３0〜15：00 クラブの見学と説明など　 ※午後の部は自由参加
……………………………………………………………………………………………
★当日は軽食を準備します。　★スリッパは各自でご持参ください。

上記日程以外の見学も可能です。お気軽にお問い合わせください。�入試広報部☎059６－２２－0２05

６ 年一貫教育 皇學館中学校
A日程 B日程

一　　般 専　　願
募集人数 A日程（一般・専願）・B日程合わせて ７0名
入学資格 平成２8年 ３月小学校卒業見込みの児童（男女共）

出願手続 ◦入学志願票（本校所定の用紙）
◦受験料 1２,000円（ゆうちょ銀行かコンビニエンスストアでお納めください）

出願期間

平成２7年	 平成２8年
１２月１４日㈪〜1月６日㈬
午前 ９時〜午後 ３時（土曜日は正午まで）

※1２月２0日㈰・２３日㈷・２６日㈯〜 1 月 5日㈫を除く

平成２8年
1月２5日㈪〜２月３日㈬
午前 ９時〜午後 ３時
（土曜日は正午まで）
※ 1月３1日㈰を除く

出願方法

【持参する場合】
出願書類を取りそろえ、所定の封筒に入れて学校事務室へ持参

【郵送する場合】
出願書類と受験票返信用封筒（住所氏名の記入、返信切手）

試験日時 平成２８年 1 月 9日㈯ 午前 9時〜 平成２８年 ２ 月 ６日㈯
午前 9時〜

試験教科 国語、算数、理科、社会 国語、算数、面接 国語、算数

合否発表
平成２8年 １月１２日㈫ 平成２8年 ２月 9日㈫

各家庭に郵送（電話によるお問い合わせにはお答えできません）

入学手続 入学金４5,000円＋教育充実費２00,000円＝合計２４5,０００円
（所定の用紙にて銀行窓口でお納めください）

学　　費
（月額）

◦授業料 ２1,500円　◦教育充実費 10,000円
◦その他 ４,３00円（保護者会費、後援会費、校友会費、図書費）

特別奨学生制度
人物優秀で、次のいずれかの基準を満たす者から選考し、入学金および授業料の
納入を免除します。
①小学校長または学習塾長から学業成績が特に優秀であると推薦され、入学試験
の成績が優秀な者（専願に限ります）
②入学試験の成績が特に優秀な者

お
知
ら
せ

皇 中 祭
日程◦１０月２４日㈯・２5日㈰
場所◦大学記念講堂、中学校校舎
内容◦合唱コンクール、クラス展示、

Ms.OOJAコンサート、
tupera�tupera記念講演など

第3回
オープンスクール2015
〜皇學館で学ぼう〜
日時◦１１月１5日㈰ ９：３０〜
内容◦学校説明、入試案内、体験授業、
　　　入試対策授業など
※小学校 3〜 ６年生対象とします。
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神
社
関
係
者
懇
談
会
・

協
議
員
会
を
鳥
羽
で
開
催

　
神
社
関
係
者
懇
談
会
・
協

議
員
会
が
九
月
十
七
日
、
鳥

羽
国
際
ホ
テ
ル
に
て
合
同
開

催
さ
れ
、
神
社
界
並
び
に
本

学
関
係
者
一
五
五
名
が
一
堂

に
会
し
た
。

　
開
宴
に
先
立
ち
佐
古
一
洌

理
事
長
よ
り
、
神
社
関
係
者

の
方
々
に
は
平
素
よ
り
格
別

の
ご
支
援
を
賜
っ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
昨
年
立
ち
上
げ

皇
學
館
中
学
校

一
年
・
西
山
朱
音
さ
ん
が
優
秀
賞

少
年
の
主
張 

三
重
県
大
会（
中
学
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
二
〇
一
五
）

　「第
三
十
七
回
少
年
の
主
張
三
重
県
大
会
」
が
八
月
二
十
三
日
、御
浜
町
中
央
公
民

館
で
開
催
さ
れ
、
七
八
八
五
名
の
応
募
者
か
ら
選
ば
れ
た
十
四
名（
最
優
秀
賞
一
名
・

優
秀
賞
三
名
・
優
良
賞
十
名
）が
発
表
を
行
っ
た
。
そ
の
一
人
、
見
事
優
秀
賞
を
受
賞

し
た
皇
學
館
中
学
一
年
の
西
山
朱
音
さ
ん
は
「
全
力
の
チ
カ
ラ
」
と
題
し
た
ス
ピ
ー

チ
を
披
露
。
以
下
に
西
山
さ
ん
の
喜
び
の
声
を
紹
介
す
る
。

　「
や
れ
る
事
は
全
力
で
な
」 

　
　
母
が
よ
く
言
う
こ
の
言

葉
に
秘
め
ら
れ
た
思
い
、
そ

し
て
こ
の
言
葉
に
対
す
る
私

自
身
の
思
い
を
込
め
、「
全
力

の
チ
カ
ラ
」
と
題
し
て
発
表

し
ま
し
た
。

　
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
は
、
全

力
で
取
り
組
む
こ
と
の
す
ば

ら
し
さ
を
訴
え
た
も
の
で

す
。
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で

病
気
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た

母
の
姉
は
、
生
前
、
勉
強
に

対
し
て
と
て
も
努
力
し
、
熱

意
を
注
い
で
い
ま
し
た
。
そ

の
様
子
を
見
て
い
た
母
か

ら
、「
健
康
で
何
で
も
や
れ
る

の
だ
か
ら
、
や
れ
る
こ
と
は

何
で
も
全
力
で
や
ら
な
い
と

お
姉
ち
ゃ
ん
に
悪
い
よ
」
と

教
え
ら
れ
、
私
自
身
も
全
力

で
取
り
組
む
こ
と
の
す
ば
ら

し
さ
を
身
を
持
っ
て
知
っ
た

経
験
を
も
と
に
訴
え
ま
し
た
。

　
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
た

め
に
は
、
た
だ
原
稿
用
紙
に

書
い
て
あ
る
文
字
を
読
み
上

げ
る
の
で
は
な
く
、
会
場
で

聴
い
て
く
だ
さ
る
人
々
の
顔

を
し
っ
か
り
と
見
て
伝
え
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
当

日
、
私
は
で
き
る
限
り
聴
衆

の
方
へ
視
線
を
向
け
、
時
に

は
身
振
り
を
交
え
た
り
、
抑

揚
を
つ
け
た
り
し
て
、
少
し

で
も
多
く
の
人
に
自
分
自
身

の
思
い
を
全
力
で
伝
え
ら
れ

る
よ
う
努
め
ま
し
た
。

　
今
回
、
全
力
を
尽
く
し
た

結
果
、
な
ん
と
も
言
え
な
い

達
成
感
を
味
わ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
人
々
に

自
分
の
思
い
を
聴
い
て
い
た

だ
く
こ
と
が
と
て
も
気
持
ち

い
い
と
感
じ
、
新
た
な
発
見

も
あ
り
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り

全
力
っ
て
い
い
も
の
で
す
。

改
め
て
母
の
お
姉
ち
ゃ
ん
と

母
に
感
謝
で
す
。
そ
し
て
こ

れ
か
ら
も
私
は
“
全
力
ガ
ー

ル
”
で
頑
張
り
続
け
ま
す
。

　三
重
県
多
気
郡
多
気
町
五
桂
に
あ
る
万

協
製
薬
株
式
会
社
と
い
う
製
薬
会
社
に
勤

め
て
い
ま
す
。
今
年
で
十
年
目
と
な
り
、

現
在
の
仕
事
内
容
は
主
に
製
造
全
般
の
管

理
及
び
統
括
、
部
下
の
育
成
、
社
外
応
対

で
す
。

　万
協
製
薬
で
は
、
外
用
薬
を
主
に
製
造

し
て
い
ま
す
。
外
用
薬
と
は
、
例
え
ば
虫

に
刺
さ
れ
た
と
き
に
肌
に
直
接
塗
る
薬
で

あ
っ
た
り
、
筋
肉
痛
の
時
に
痛
み
を
や
わ

ら
げ
る
薬
で
あ
っ
た
り
、
冬
場
の
か
さ
か

さ
肌
に
潤
い
を
与
え
る
ク
リ
ー
ム
な
ど
に

な
り
ま
す
。
薬
以
外
に
も
美
容
効
果
の
あ

る
化
粧
品
を
製
造
し
た
り
、
体
内
環
境
を

改
善
す
る
健
康
食
品
も
製
造
し
た
り
し
て

い
ま
す
。

　医
薬
品
は
人
々
に
安
心
と
や
す
ら
ぎ
を

与
え
、
笑
顔
と
幸
せ
を
生
み
出
す
一
方
、

人
の
健
康
に
直
接
影
響
を
与
え
、
大
き
く

言
え
ば
人
の
人
生
を
左
右
す
る
も
の
。
薬

を
作
る
社
会
的
責
任
と
使
命
は
計
り
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
医
薬
品
製
造
で
は
薬

事
法
と
い
う
法
律
を
遵
守
し
、
数
あ
る
製

造
業
の
中
で
も
よ
り
厳
し
い
管
理
と
決
め

ら
れ
た
手
順
に
従
い
作
業
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　大
学
時
代
は
文
系
の
国
文
学
科
で
し

た
。
今
の
職
に
つ
な
が
る
よ
う
な
こ
と
は

一
見
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、

国
文
学
を
学
ん
だ
こ
と
で
、
物
事
を
よ
り

深
く
考
え
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
る
こ

と
、
人
に
伝
わ
る
文
章
の
作
成
方
法
や
自

分
に
と
っ
て
興
味
が
な
い
、
わ
か
ら
な
い

こ
と
で
も
最
後
ま
で
や
り
切
る
気
持
ち
が

備
わ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
大
学
時
代

に
学
ん
だ
こ
と
は
、
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と

は
あ
っ
た
と
し
て
も
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た

こ
と
は
何
一
つ
あ
り
ま
せ
ん
。

　自
分
の
可
能
性
を
信
じ
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
あ
き
ら
め
ず
に
突
き
進
む
気
持
ち
、

苦
労
を
い
と
わ
ず
努
力
し
続
け
る
気
持
ち

さ
え
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
職
種
で
あ
っ
た
と

し
て
も
や
り
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

　周
り
へ
の
感
謝
・
思
い
や
り
を
忘
れ
な

い
こ
と
、
お
ご
り
高
ぶ
ら
ず
謙
虚
で
い
る

こ
と
、
出
来
な
い
い
い
わ
け
を
す
る
の
で

は
な
く
出
来
る
よ
う
に
前
を
向
き
努
力
す

る
こ
と
、
こ
の
三
つ
を
信
条
と
し
て
、
私

は
今
後
も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

こ
れ
か
ら
も“
全
力
ガ
ー
ル
”で

一
年
Ａ
組
　
西
山
朱
音

た
教
学
振
興
会
へ
の
多
大
な

ご
協
力
に
対
し
、
深
い
感
謝

の
意
が
表
さ
れ
た
。続
い
て
、

清
水
潔
学
長
が
学
園
の
現
況

を
報
告
。
地
域
連
携
へ
の
取

組
み
や
奉
職
・
就
職
支
援
、

研
究
・
教
育
設
備
の
整
備
な

ど
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
両
面

で
着
実
に
成
果
を
上
げ
て
い

る
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
そ
の
後
、
ご
来
賓
を
代
表

し
て
北
白
川
道
久
神
社
本
庁

統
理
が
ご
挨
拶
さ
れ
、
続
い

て
鷹
司
尚
武
神
宮
大
宮
司
の

乾
杯
の
ご
発
声
に
よ
り
歓

談
・
会
食
に
移
っ
た
。
会
場

の
あ
ち
こ
ち
で
談
笑
と
食
事

を
楽
し
む
声
が
聞
こ
え
る

中
、
名
残
惜
し
く
も
閉
会
の

時
間
に
。
最
後
は
寺
井
種
伯

神
社
本
庁
常
務
理
事
の
万
歳

三
唱
に
て
お
開
き
と
な
っ
た
。

卒 業 生 奮 闘 中 ！

日
頃
の
ご
支
援
、ご
協
力
に
対
し

て
謝
意
を
述
べ
る
佐
古
理
事
長
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編
集
後
記

　「愛
の
反
対
は
憎
し
み
で
は
な

く
、
無
関
心
」
と
の
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
地
域
活
性
に
お
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
言
え
そ
う
で
す
。

フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
「
ふ
あ
ゆ
」
を

制
作
し
た
学
生
た
ち
は
、
一
人
で

も
多
く
の
人
に
伊
勢
志
摩
に
は
魅

力
的
な
仕
事
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
話
し
ま

す
。
Ｃ
Ｏ
Ｃ
事
業
の
公
開
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
登
壇
し
た
高
校
生
は
、

参
加
を
機
に
「
地
域
の
こ
と
を
見

直
し
た
」
と
語
り
ま
し
た
。
地
元

に
興
味
・
関
心
を
持
つ
若
者
が
増

え
、
地
域
活
性
の
新
た
な
担
い
手

と
し
て
成
長
し
て
く
れ
る
と
期
待

さ
れ
ま
す
。�

【
企
画
部
】

　貞
享
四
年
四
月
二
十
八
日
、
御ご

所し
ょ

紫し

宸し
ん

殿で
ん

で
行
わ
れ
た
東
山
天
皇
の
御
即
位

式
の
様
子
を
描
い
た
絵
図
で
す
。
即
位

式
で
の
天
皇
以
下
諸し

ょ

役や
く

進
退
の
順
路
や

殿で
ん

上じ
ょ
う

・
庭て

い

上じ
ょ
う

で
の
公く

卿ぎ
ょ
う

座ざ

や
参さ

ん

役や
く

者し
ゃ

な

ど
奉
仕
者
の
配
置
の
状
況
・
姓
名
、
調

度
品
の
位
置
に
至
る
ま
で
詳
細
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
儀
式
の
鋪ほ

設せ
つ（
準
備
）、

具
体
的
な
流
れ
が
一
目
で
理
解
で
き
る

よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
記
入
が
難

し
い
場
合
は
、
起お

こ
し

絵え

を
用
い
る
な
ど
の

工
夫
も
見
ら
れ
ま
す
。
加
茂
正
典
教
授

に
よ
れ
ば
、
本
絵
図
製
作
の
意
図
に
つ

き
、
四
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
即
位

式
の
御ご

習し
ゅ

礼ら
い（
練
習
）の
た
め
作
製
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。�

（
小
原
家
文
庫
資
料
の
う
ち
）

研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
博
物
館 

学
芸
員
・
教
授
　
岡
田
芳
幸

学生３名がフリーペーパー
「ふあゆ」を発刊!

　国
文
学
科
四
年
の
松
島
史
さ
ん
、
中
村
葵
さ
ん
、

佐
藤
祐
也
君
の
三
名
が
「
Ｆフ

ァ

ー

ボ

Ａ
Ａ
Ｖ
Ｏ
三
重＊

１

」

を
活
用
し
た
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ＊

２

で
資

金
を
調
達
し
、
学
生
に
よ
る
学
生
の
た
め
の
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
「
ふ
あ
ゆ
」
を
七
月
二
十
七
日
、
発
刊
し
た
。

伊
勢
志
摩
地
域
で
活
躍
す
る
十
二
名
の
方
に
＂
あ
な
た
に

と
っ
て
「
働
く
」
と
は
？
＂を
テ
ー
マ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

敢
行
し
、
ま
と
め
上
げ
た
力
作
だ
。
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
や
り
遂
げ
た
彼
ら
に
話
を
伺
っ
た
。

　
　「働
く
」を
テ
ー
マ
に
し

た
理
由
は
何
で
す
か
。

松
島
●
自
分
が
卒
業
後
、
働

い
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
な
か

な
か
掴
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
身
近
な
存
在
で
あ

る
地
元
の
方
が
ど
ん
な
会
社

で
ど
う
い
う
仕
事
を
し
て
い

る
の
か
知
る
こ
と
で
、
働
く

こ
と
を
少
し
で
も
自
覚
で
き

る
の
で
は
と
考
え
た
ん
で

す
。
ま
た
、
地
元
で
働
く
こ

と
が
第
一
条
件
だ
っ
た

の
で
、
地
元
の
仕
事

を
知
る
＝イ

コ
ー
ル

就
職
活
動

の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

中
村
●
も
と
も
と
地
元
で
働

き
た
い
気
持
ち
が
あ
り
ま
し

た
。
で
も
、い
ざ
、ど
の
よ
う

な
仕
事
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と

考
え
て
み
る
と
全
く
思
い
つ

か
ず
、
自
分
は
地
元
に
つ
い

て
何
も
知
ら
な
い
ん
だ
な

と
。そ
こ
か
ら
、き
ち
ん
と
調

べ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

佐
藤
●
就
職
活
動
を
す
る
中

で
自
分
の
知
ら
な
い
職
業
が

数
多
く
あ
る
こ
と
を
知
り
、

ど
ん
な
仕
事
が
あ
る
の
か
も

っ
と
知
り
た
い
、
そ
の
上
で

就
職
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

し
た
。

　
　イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
印
象

に
残
っ
て
い
る
こ
と
、
言
葉

は
あ
り
ま
す
か
。

中
村
●
ど
の
方
も
「
仕
事
は

大
変
だ
よ
」と
言
い
な
が
ら
、

と
て
も
素
敵
な
笑
顔
で
仕
事

の
話
を
し
て
い
た
の
が
印
象

的
で
し
た
。
自
分
の
仕
事
に

誇
り
を
持
っ
て
い
て
、
楽
し

ん
で
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。

佐
藤
●「
地
元
を
活
性
化
し

た
い
」「
地
元
の
仕
事
を
守
っ

て
い
き
た
い
」
な
ど
、
皆
さ

ん
そ
れ
ぞ
れ
に
熱
い
想
い
を

持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
ま
れ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

松
島
●
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ナ
ー
で
指
文
字
ア
ー
ト
を

さ
れ
て
い
る
遠
藤
美
和
さ
ん

の
「
自
分
が
本
当
に
や
り
た

い
こ
と
は
迷
わ
な
い
」
と
い

う
言
葉
で
す
。
私
は
こ
こ
ぞ

と
い
う
時
に
本
当
に
よ
か
っ

た
の
か
と
不
安
に
な
っ
て
し

ま
う
性
格
。
こ
の
言
葉
を
き

っ
か
け
に
、
自
分
が
迷
わ
ず

決
め
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
突

き
進
ん
で
や
っ
て
み
よ
う
と

強
く
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
　「ふ
あ
ゆ
」を
制
作
す
る

前
と
後
で
、「
仕
事
」
や
「
地

元
で
働
く
こ
と
」
に
対
す
る

意
識
の
変
化
は
あ
り
ま
し
た

か
。

松
島
●
以
前
は
「
仕
事
」
と

「
生
活
」を
別
々
に
考
え
て
い

て
、
両
立
で
き
る
か
ど
う
か

を
念
頭
に
就
職
活
動
を
し
て

い
ま
し
た
。
で
も
、
取
材
さ

せ
て
い
た
だ
く
う
ち
に
「
仕

事
」
も
「
生
活
」
の
一
部
と

い
う
か
、
両
方
同
じ
線
上
に

乗
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え

方
が
変
わ
り
ま
し
た
。

中
村
●
外
出
し
た
と
き
、
地

元
産
の
商
品
や
お
店
に
目
が

向
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

地
元
で
働
き
た
い
理
由
も
、

以
前
は
“
何
と
な
く
”
で
し

た
が
、
今
は
“
地
元
が
好
き

だ
か
ら
”
と
は
っ
き
り
言
え

ま
す
。

　
　「ふ
あ
ゆ
」を
通
し
て
何

を
伝
え
た
い
で
す
か
。

佐
藤
●
取
材
中
、何
度
か「
若

い
人
た
ち
に
地
元
で
働
く
こ

と
も
考
え
て
ほ
し
い
」
と
の

話
を
聞
き
ま
し
た
。
伊
勢
志

摩
地
域
に
は
魅
力
的
な
仕
事

が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
一

人
で
も
多
く
の
学
生
に
知
っ

て
も
ら
い
、
地
元
の
方
が
守

り
続
け
て
き
た
仕
事
や
技
を

受
け
継
い
で
い
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

松
島
●
就
職
活
動
は
「
動
い

た
人
か
ら
決
ま
る
」
と
言
わ

れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
何
を

し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
す

で
に
働
い
て
い
る
先
輩
に
聞

く
の
が
一
番
と
、
私
は
「
ふ

あ
ゆ
」
の
制
作
に
参
加
し
ま

し
た
。
も
し
就
職
に
つ
い
て

悩
む
人
が
い
た
ら
、
こ
の
フ

リ
ー
ペ
ー
パ
ー
が
動
く
最
初

の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
嬉
し

い
で
す
。

　
　「ふ
あ
ゆ
」の
制
作
で
学

ん
だ
こ
と
を
今
後
、
ど
の
よ

う
に
活
か
し
て
い
き
た
い
で

す
か
。

中
村
●「
働
く
」こ
と
に
つ
い

て
何
か
一
つ
答
え
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
感
じ
方
は
人
そ

れ
ぞ
れ
だ
と
わ
か
り
ま
し

伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
に
向
け
、

	

二
企
画
が
進
行
中
!

　
平
成
二
十
八
年
の
五
月
二

十
六
・
二
十
七
日
に
、
賢
島

で
Ｇ
７
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま

っ
た
。
国
内
の
み
な
ら
ず
海

外
か
ら
も
注
目
を
集
め
る
こ

の
好
機
に
向
け
、
本
学
で
は

二
つ
の
“
情
報
発
信
計
画
”

が
進
行
中
で
あ
る
。
一
つ
は

『
遷
宮
浪
漫
』
の
英
語
版
作

成
、
二
つ
目
は
「
多
言
語
で

伊
勢
志
摩
を
発
信
・
紹
介
し

よ
う
」
カ
ー
ド
の
発
行
だ
。

　『
遷
宮
浪
漫
』は
平
成
二
十

五
年
に
斎
行
さ
れ
た
神
宮
の

式
年
遷
宮
を
機
に
、
本
学
教

員
に
よ
る
読
売
新
聞
へ
の
連

載
記
事
を
再
編
。
コ
ン
パ
ク

ト
な
遷
宮・神
宮・伊
勢
志
摩

情
報
冊
子
と
し
て
好
評
を
得

て
き
た
（
学
園
報
五
十
四
号

参
照
）。
今
回
再
版
に
あ
た

り
、
英
語
版
の
要
約
記
事
を

併
載
し
、
熊
野
古
道
の
祭
り

行
事
紹
介
も
加
え
る
内
容

で
、櫻
井
治
男
教
授（
神
道
学

科
）と
メ
イ
ヨ
ー
准
教
授（
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
）

を
中
心
に
作
成
中
で
あ
る
。

　
も
う
一
点
のW

eb

カ
ー

ド
式
ガ
イ
ド
は
伊
勢
商
工
会

議
所
と
協
働
作
成
の
予
定

で
、
伊
勢
志
摩
の
文
化
的
特

色
、
地
域
の
自
然
と
生
活
・

産
業
等
の
姿
を
「
多
様
性
と

調
和
性
」「
持
続
的
発
展
性
」

「
再
生
と
創
造
の
伝
統
性
」の

観
点
か
ら
紹
介
し
よ
う
と
い

う
も
の
。
神
宮
が
こ
の
地
に

鎮
座
す
る
意
義
と
関
連
付
け

な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会

に
お
い
て
発
信
す
る
上
で
の

共
有
情
報
の
役
割
を
担
う
べ

く
構
想
中
で
あ
る
。
こ
れ
を

手
元
に
お
き
な
が
ら
、
本
学

学
生
の
み
な
ら
ず
、
高
校
生

や
地
域
の
人
た
ち
が
、
自
分

の
得
意
と
す
る
言
葉
で
地
域

を
紹
介
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

め
ざ
し
た
い
。

た
。
こ
れ
か
ら
社
会
人
に
な

る
私
も
自
分
に
と
っ
て
「
働

く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

佐
藤
●
学
生
の
う
ち
に
フ
リ

ー
ペ
ー
パ
ー
を
作
る
と
い
う

経
験
は
な
か
な
か
で
き
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
取
材

で
地
元
の
仕
事
に
触
れ
、
そ

こ
で
働
く
人
た
ち
の
想
い
を

感
じ
取
れ
た
こ
と
で
、
私
自

身
、
今
後
社
会
に
出
た
と
き

に
自
分
な
り
の
想
い
を
持
っ

て
仕
事
に
励
み
た
い
と
思
い

ま
し
た
。

松
島
●
メ
デ
ィ
ア
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
情
報
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も

の
が
多
く
、「
ず
っ
と
学
生
で

い
た
い
」「
働
き
た
く
な
い
」

と
考
え
る
人
も
少
な
か
ら
ず

い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、

取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方

方
は
皆
ご
自
身
の
仕
事
に
誇

り
を
持
ち
、
い
き
い
き
と
話

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
も
皆
さ
ん
の
よ
う
に
な
り

た
い
と
、
今
は
働
く
こ
と
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

即
位
儀
礼
の
詳
細
な
記
録

皇學館ミュージアム　

東山天皇御
ご

即
そ く

位
い

式
し き の

図
ず

紙
し

本
ほ ん

著
ちゃく

色
しょく

　一舗
ほ

江戸時代（貞
じょう

享
きょう

四年＝1６87）	 （部分）
法量　縦２7０.０糎　横1５8.０糎

＊
１ 

Ｆ
Ａ
Ａ
Ｖ
Ｏ

地
域
・
地
方
に
特
化
し
た
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
。

（https://faavo.jp/m
ie

）

＊
２ 

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

〔
英
語
〕Crow

d

（
群
衆
）

　
　
　Funding

（
資
金
調
達
）

目
標
の
実
現
の
た
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
支
援
者（
出
資
者
）を

募
り
、資
金
を
集
め
る
手
法
。「
寄

付
型
」「
融
資
型
」な
ど
が
あ
る
。

学生ならではの視点で取材

左から、松島さん、中村さん、佐藤君

【
訂
正
と
お
詫
び
】前
号（
第
57
号
・
３
面
）

に
掲
載
の
記
事
に
お
い
て
左
記
の
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
訂
正
し
、
お
詫
び
い

た
し
ま
す
。

●◯誤 

楢
本
樹
邨
　
◯正 

樽
本
樹
邨

イベント情報（10〜12月）
10
月

	２４	 土 	佐川記念神道博物館 教養講座	 佐川記念神道博物館講義室
学芸員が語る三重の文化と魅力Ⅱ 
「産業振興と博物館」　松月清郎（真珠博物館館長）
	２４	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
神道と仏教　神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離　 
「貴船神社における神仏習合と神仏分離」
河野　訓（文学部教授）
	２５	 日 	　	 431教室
第1６回高校生英語スピーチコンテスト
	３1	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
１日・短期講習会 『荘子』を読む	 松下道信（文学部准教授）
	３1	 土 	国文学会総会・研究発表会	 ２２4教室
小林秀雄「私小説論」について	
木村優芽（本学大学院生：文学研究科博士前期課程国文学専攻）
大槻文彦の研究　語原に関する姿勢を中心に　
兒島靖倫（本学大学院生：文学研究科博士前期課程国文学専攻）

11
月

	1２	 木 	研究開発推進センター神道研究所 公開学術講演会	 431教室
中世に於ける公家衆の家名伝襲と家伝文書・家
領の継承　橋本政宣（東京大学名誉教授、舟津神社宮司）
	1４	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
『古事記』を読む（上巻）「八雲立つ出雲〜稲羽の
素兎」　白山芳太郎（文学部教授）
	1９	 木 	国文学会講演会	 431教室
本居宣長の国文学　田中康二（神戸大学教授）
	２1	 土 	月例文化講座	 431教室
丘処機『西遊記』を読む　チンギス・ハーンと会った道士　	
松下道信（文学部准教授）
	２1	 土 	研究開発推進センター史料編纂所古文書講座	 佐川記念神道博物館講義室
近世文書を読む　谷戸佑紀（研究開発推進センター共同研究員）
	２1	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
１日・短期講習会 伊勢神宮と熊野権現
多田實道（文学部准教授）
	２８	 土 	佐川記念神道博物館 教養講座	 佐川記念神道博物館講義室
学芸員が語る三重の文化と魅力Ⅱ 
「 1 時間で巡る亀山市の歴史旅行　古文書・古記
録・絵図との出会い　」	小林秀樹（亀山市歴史博物館館長）
	２８	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
神道と仏教　神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離　 
「法隆寺における神仏習合と神仏分離」
河野　訓（文学部教授）

1２
月

	1２	 土 	月例文化講座	 431教室
跋文にみる蘇軾　上小倉一志（文学部准教授）
	1２	 土 	皇學館大学 ふるさと講座	 名張市武道交流館いきいき・多目的ホール
伊賀の古墳文化と雄略天皇朝	 岡田 登（文学部教授）
	1２	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
『古事記』を読む（上巻）「八十神の迫害〜根国で
の試練」　白山芳太郎（文学部教授）
	1９	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
１日・短期講習会 原文で読む『日本書紀』神代巻 
　天照大神の出生　　松本　丘（文学部教授）
	２６	 土 	皇學館大学共催講座	 近鉄文化サロン阿倍野
神道と仏教　神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離　 
「日光における神仏習合と神仏分離」
河野　訓（文学部教授）

◉各講座の詳細につきましては、本学ホームページにてご確認ください。
◉共催講座（近鉄文化サロン阿倍野）のみ、有料です。お問い合わせは近鉄文
化サロン阿倍野（70120−106−718）へお願い致します。

◉佐川記念神道博物館教養講座は、事前の申込みが必要になります【先着
順】。お問い合わせは☎0５９6−22−6４71へお願い致します。
◉研究開発推進センター史料編纂所公開講座・古文書講座は、事前の申
込みが必要になります【先着順】。お問い合わせは☎0５９6−22−6４62へお願
い致します。
◉その他お問い合わせは、皇學館大学地域連携推進室（☎0５９6−22−863５）
へお願い致します。
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