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深
緑
が
蘇
る
。
薫
風
に
包

ま
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
。
五
月

十
六
日
㈰
、
全
国
の
父
母
を

招
い
て
の
萼が

く

の
会
。
今
年
は

教
職
員
を
加
え
て
四
〇
〇
人

を
超
し
、
初
め
て
一
〇
〇
周

年
記
念
講
堂
が
会
場
と
な
っ

た
。
萼
は
《
う
て
な
》
と
も

い
う
。台う

て
な

の
意
か
ら
と
い
う
、

花
の
萼
の
こ
と
で
あ
る
。
か

つ
て
は
父
兄
会
と
称
し
た
。

昭
和
三
十
七
年
、
本
学
再
興

と
同
時
に
全
国
の
大
学
に
先

駆
け
て
設
立
さ
れ
た
▼
子
弟

を
花
に
、
父
兄
を
萼
に
譬
え

た
三
位
一
体
の
教
育
は
、
皇

學
館
の
底
流
に
脈
打
ち
、
伝

統
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い

る
。
記
念
館
に
設
営
さ
れ
た

茶
室
日
月
庵
で
は
、
茶
道
部

が
終
日
も
て
な
し
の
心
を
披

露
し
た
。千
玄
室
大
宗
匠
は
、

新
刊
の
機
関
誌
で
、「
私
た
ち

茶
の
道
を
志
す
も
の
は
単
に

知
識
の
習
得
だ
け
に
偏
重
」

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説

い
て
お
ら
れ
る
。「
一
盌わ

ん

を

心
で
味
わ
う
誠
が
あ
っ
て
こ

そ
、
意
が
通
い
合
う
」
と
い

う
▼
茶
道
は
、
知
識
よ
り
も

知
恵
を
、
形
よ
り
も
誠
を
示

唆
し
て
い
る
。
鷗
外
作
「
寒か

ん

山ざ
ん

拾じ
っ

得と
く

」は
、《
盲
目
の
尊
敬
》

を
揶
揄
し
、
文
殊
菩
薩
と
普

賢
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
寒
山

と
拾
得
の
現う

つ

し
身
を
描
い

て
、
我
々
を
啓
発
す
る
。
教

育
と
学
問
に
は
、
早
急
な
結

論
は
な
い
。
信
頼
に
基
づ
く

誠
の
営
為
を
、
未
来
を
信
じ

て
永
続
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。 倉

田
山
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平
成
二
十
二
年
度

皇
學
館
大
学
入
学
式

　

四
月
三
日
、
平
成
二
十
二
年
度
皇
學
館
大
学
入
学
式
が

伊
勢
学
舎
記
念
講
堂
で
行
わ
れ
た
。
今
年
、
新
設
さ
れ
た

現
代
日
本
社
会
学
部
に
入
学
し
た
九
十
八
名
を
は
じ
め
、

文
学
部
三
七
四
名
、
教
育
学
部
二
六
四
名
ほ
か
、
大
学
院

二
十
六
名
、
専
攻
科
三
十
一
名
な
ど
計
七
九
五
名
の
新
入

生
が
新
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

満
開
の
桜
が
見
守
る
な

か
、
式
典
は
十
時
か
ら
始
ま

っ
た
。
開
式
の
辞
、
国
家
斉

唱
の
後
、
厳
粛
な
雰
囲
気
の

な
か
で
、
伴
五
十
嗣

郎
学
長
が
「
賀
陽
宮

邦
憲
王
殿
下
令
旨
」

を
奉
読
。
続
く
式
辞

で
は
、
こ
の
令
旨
が

「
建
学
の
精
神
」を
最

も
簡
潔
か
つ
的
確
に

表
明
し
た
も
の
と
し

て
大
切
に
継
承
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
伝
え

た
。
ま
た
国
際
化
が

進
む
現
代
社
会
の
な

か
で
正
し
く
対
応
し

て
い
く
に
は
、
自
分

が
日
本
人
で
あ
る
と

い
う
自
覚
を
確
立
す

る
こ
と
が
第
一
に
必

要
で
あ
る
と
語
り
、

「
い
ず
れ
の
学
科
に

属
し
て
い
て
も
、
世

界
に
開
か
れ
た
広
い

視
野
を
も
っ
て
勉
学

に
努
め
る
と
同
時

に
、
日
本
人
に
ふ
さ

わ
し
い
学
識
と
人
格
・
識
見

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
忘
れ

ず
努
力
し
て
ほ
し
い
」
と
述

べ
た
。
ま
た
佐
古
一
洌
理
事

長
は
告
辞
の
な
か
で
、「
学
べ

ば
学
ぶ
ほ
ど
自
分
が
何
も
知

ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ

く
。
気
づ
け
ば
気
づ
く
ほ
ど

ま
た
学
び
た
く
な
る
」
と
い

う
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言

葉
を
引
用
し
、
わ
が
国
の
真

髄
に
触
れ
て
、大
い
に
学
び
、

良
友
と
語
ら
い
、心
を
練
り
、

身
体
を
鍛
え
る
よ
う
新
入
生

を
激
励
し
た
。

　

続
く
来
賓
か
ら
の
祝
辞
で

は
、
神
宮
大
宮
司
の
鷹
司
尚

武
氏
が
挨
拶
。高
度
情
報
化
・

国
際
化
が
進
む
こ
れ
か
ら
の

社
会
に
お
い
て
現
代
日
本
社

会
学
部
の
新
設
に
高
い
期
待

を
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
新
入

生
に
も
充
実
し
た
学
生
生
活

を
送
る
よ
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

送
ら
れ
、
新
入
生
は
緊
張
し

た
面
持
ち
で
拝
聴
し
た
。

　

こ
れ
ら
を
う
け
、
新
入
生

代
表
の
六
名
が
壇
上
に
上
が

り
、「
建
学
の
精
神
に
思
い
を

到
し
固
く
学
則
を
守
り
将
来

国
家
有
用
の
人
材
と
な
る
べ

く
努
力
し
た
い
」
と
宣
誓
。

日
本
人
と
し
ての
自
覚
を
忘
れ
ず
に

日
本
人
と
し
ての
自
覚
を
忘
れ
ず
に

現
代
日
本
社
会
学
部
が

現
代
日
本
社
会
学
部
がス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

　

平
成
二
十
二
年
度
よ
り
、

新
設
さ
れ
た
現
代
日
本
社
会

学
部
。
今
年
は
、
そ
の
期
待

す
べ
き
一
期
生
の
入
学
式
で

あ
っ
た
。

　

松
阪
市
か
ら
現
代
日
本
社

会
学
部
へ
入
学
し
た
深
田
浩

子
さ
ん
は
、
学
部
を
選
ん
だ

理
由
を
「
自
分
が
学
び
た
い

こ
と
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
か

ら
」と
語
り
、国
際
関
係
へ
の

進
路
を
志
望
し
て
い
る
が
、

現
代
社
会
の
問
題
に
も
興
味

が
あ
る
と
述
べ
た
。ま
た「
こ

れ
か
ら
の
社
会
を
良
く
し
て

い
け
る
よ
う
、
頑
張
っ
て
勉

強
し
た
い
」
と
い
う
力
強
い

受
け
答
え
か
ら
、
意
識
の
高

さ
が
う
か
が
え
た
。

　

ま
た
教
員
を
目
指
し
て
教

育
学
部
へ
進
ん
だ
中
林
美
和

さ
ん
は
「
教
員
の
採
用
率
が

高
く
、
入
学
を
決
め
た
。
授

業
や
新
し
い
出
会
い
を
期
待

し
て
い
る
」
と
明
る
い
表
情

で
学
生
生
活
へ
の
意
欲
を
み

せ
た
。

　

式
終
了
後
は
、
十
一
時
か

ら
校
歌
指
導
お
よ
び
参
拝
作

法
の
指
導
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
後
、
学
生
は
保
護
者
と
と

も
に
移
動
し
、
外
宮
・
内
宮

参
拝
へ
と
向
か
っ
た
。

そ
の
後
、
閉
式
の
辞
で
も
っ

て
入
学
式
は
滞
り
な
く
終
了

し
た
。

現代日本社会学部開設記念講演会「現代日本と広域観光」

中部を世界の観光交流中枢に
東海旅客鉄道
　　　相談役須田寛氏が講演

　

今
年
度
か
ら
現
代
日
本
社

会
学
部
が
新
た
に
開
設
さ
れ

た
こ
と
を
記
念
し
た
講
演
会

が
四
月
二
十
二
日
、
伊
勢
学

舎
に
て
行
わ
れ
た
。
講
師
と

し
て
壇
上
に
立
っ
た
の
は
東

海
旅
客
鉄
道
相
談
役
で
本
学

の
特
別
招
聘
教
授
で
あ
る
須

田
寛
氏
。
須
田
氏
は
産
業
に

関
す
る
歴
史
や
文
化
を
対
象

と
す
る
「
産
業
観
光
」
を
提

唱
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら

れ
、
観
光
活
動
の
推
進
に
携

わ
っ
て
い
る
。
今
回
の
講
演

会
で
は
「
現
代
日
本
と
広
域

観
光
」
を
テ
ー
マ
に
約
一
時

間
熱
弁
を
振
る
っ
た
。

　

会
の
冒
頭
、須
田
氏
は「
観

光
は
人
や
物
の
交
流
を
通
じ

て
文
化
を
創
造
発
展
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
地
域
の
活
性

化
に
果
た
す
役
割
は
大
き

い
」
と
講
演
。
そ
し
て
、
観

光
の
新
た
な
展
開
と
し
て
地

域
の
特
性
を
活
か
し
つ
つ
も

県
や
町
と
い
っ
た
行
政
区
画

単
位
の
観
光
か
ら
脱
皮
し
、

観
光
地
同
士
が
連
携
す
る

〝
広
域
観
光
〞
の
推
進
を
訴

え
た
。
最
後
に
伊
勢
の
地
が

数
多
く
の
参
宮
客
を
迎
え
て

き
た
歴
史
に
触
れ
、
モ
デ
ル

コ
ー
ス（
広
域
）を
作
成
す
る

な
ど
伊
勢
志
摩
、
ひ
い
て
は

中
部
、
近
畿
が
こ
れ
か
ら
の

観
光
を
リ
ー
ド
す
る
中
枢
地

域
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
締
め

く
く
っ
た
。

　

現
代
日
本
社
会
学
部
一
年

の
松
本
大
輝
さ
ん
は
「
中
国

人
観
光
客
を
呼
び
込
む
な

ど
、〝
広
域
〞
の
範
囲
が
ど
ん

ど
ん
広
が
っ
て
い
く
話
に
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
感
じ

た
」
と
感
想
を
話
し
た
。
同

一
年
の
藤
本
紋
さ
ん
は
「
地

域
の
魅
力
と
特
性
を
活
か
す

と
い
う
話
が
印
象
に
残
っ

た
。
地
元
に
住
む
一
人
ひ
と

り
が
も
っ
と
地
域
の
魅
力
に

敏
感
に
な
っ
て
、
観
光
資
源

を
発
掘
で
き
た
ら
い
い
」
と

語
っ
て
い
た
。

●今号の注目記事
1 面

大学で入学式を挙行
2 面
新旧事務局長対談
3 面
新任教職員紹介
4・5 面　 学生責任編集ページ

伊勢の海の玄関口 神社・大湊を歩く
6 面　 高校・中学

中高で入学式を挙行
7 面
教職員人事
8 面
カリキュラム「伝統の心と技」が充実

●連載
2 面
皇學館人物列伝⑦
足立巻一
3 面
リレーエッセイ　私の学生時代
天花寺由紀子（学務課臨時職員）
7 面
先輩、お元気ですか
水谷宗和氏（海上自衛隊護衛艦きりさめ艦長）

伊勢学舎　
法人本部・大学院・専攻科・文学部・
教育学部・現代日本社会学部　　　

名張学舎 ［大学院・社会福祉学部］

高等学校・中学校

学
園
報

学
園
報

第
26
号

発行・編集
学校法人皇學館（総務課） TEL0596・22・6308青

峰
に

日
の
夕
ぐ
れ
の

風
ふ
き
ぬ

鳥
羽
の
港
か

白
き
路
見
ゆ

釋
迢
空

皇 學 館 学 園 報()　第26号 平成22年 5 月31日９１

◉◉
伊
勢
・
歌
ご
よ
み

伊
勢
・
歌
ご
よ
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時
は
流
れ
大
正
も
、
は
や
歴
史
の
一
齣
に
繰

り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
正
生
ま
れ
の

人
物
列
伝
に
そ
の
名
を
連
ね
る
人
の
描
写
を
、

同
世
代
の
私
が
引
き
受
け
よ
う
と
は
夢
想
も
し

な
か
っ
た
。

　

い
ま
足
立
巻
一
君
の
足
跡
を
辿
れ
ば
、
あ
ま

り
に
も
偉
大
な
存
在
で
、
私
な
ど
の
出
る
幕
で

は
な
い
。
せ
め
て
、
そ
の
一
斑
な
り
と
も
紹
介

し
て
、
全
貌
は
不
朽
の
名
著
『
や
ち
ま
た
』
に

譲
り
た
い
。

　

さ
て
、
学
生
時
代
の
彼
は
詩
歌
を
友
と
し
、

小
説
や
随
筆
を
試
み
、
さ
て
は
老
荘
の
思
想
に

憧
れ
も
し
た
が
、
神
な
が
ら
の
道
に
は
馴
染
め

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
酒
井
秀
夫
教
授
の

文
法
概
論
は
別
だ
っ
た
。
わ
け
て
も
、
本
居
春

庭
に
は
深
く
傾
倒
し
、『
詞
の
八
衢
』『
詞
の
通

路
』を
知
る
に
及
ん
で
は
、
人
生
行
路
を
変
え

ん
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

彼
は
国
文
学
を
愛
し
神
宮
皇
學
館
に
入
学
し

た
が
、
特
に
文
法
は
数
学
の
よ
う
な
論
理
美
を

持
つ
点
で
興
味
が
あ
っ
た
。
そ
の
文
法
で
用
い

ら
れ
る
動
詞
の
活
用
の
法
則
や
名
称
が
、
既
に

百
数
十
年
も
前
に
、
盲
目
の
国
語
学
者
に
よ
っ

あ
だ
ち
け
ん
い
ち

7

盲
目
の
国
学
者
・
本
居
春
庭
を
研
究

　
　

評
伝
文
学
の
傑
作『
や
ち
ま
た
』を
執
筆

足
立
巻
一　

あ
だ
ち
け
ん
い
ち

て
、
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
た
の
に
は
驚
嘆
し
た
。

足
立
は
教
授
の
一
言
一
句
を
も
聞
き
漏
ら
す
ま

い
と
耳
を
澄
ま
せ
た
。「
文
法
は
あ
ら
ゆ
る
学

問
の
中
で
も
、
最
も
孤
独
で
さ
び
し
い
、
つ
つ

ま
し
い
学
問
で
あ
る
」。
そ
の
声
は
、
ま
る
で

天
の
啓
示
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。

　

そ
れ
以
来
、神
宮
文
庫
に
通
う
日
が
続
い
た
。

だ
が
当
時
は
こ
こ
に
さ
え
、
春
庭
に
関
す
る
資

料
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
関
係
地
を
訪
ね
、

先
学
の
教
え
を
乞
い
、
遍
歴
は
四
十
数
年
に
も

及
ん
だ
。
よ
う
や
く
初
稿
の
執
筆
を
思
い
立
っ

た
の
は
、本
居
宣
長
記
念
館
の
設
立
が
決
ま
り
、

そ
れ
に
伴
い
本
居
家
文
書
の
精
査
が
始
ま
り
、

春
庭
に
か
か
る
資
料
も
現
れ
た
昭
和
四
十
二
年

で
、
上
梓
は
さ
ら
に
七
年
後
だ
っ
た
。

　

晩
年
の
彼
の
温
容
は
、
ま
る
で
ロ
イ
ド
眼
鏡

の
布
袋
さ
ん
そ
っ
く
り
。
文
章
は
分
か
り
や
す

く
、
思
わ
せ
振
り
や
気
取
っ
た
と
こ
ろ
の
な
い

自
然
体
。
そ
れ
は
ま
さ
に
詩
の
世
界
だ
。
そ
の

集
大
成
で
あ
る『
や
ち
ま
た
』こ
そ
は
、
か
れ
畢

生
の
偉
業
だ
。
ぜ
ひ
、
諸
君
の
一
読
を
薦
め
た

い
。 

本
科
四
十
六
回
国
漢
科（
昭
和
十
二
年
）卒

小
野
田
一
馬

　
　

こ
れ
ま
で
の
経
験
か

ら
、
事
務
局
に
求
め
ら
れ
て

い
る
役
割
は
何
だ
と
思
わ
れ

ま
す
か
。

大
竹　

事
務
局
と
い
う
の
は

教
育
と
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
大
切
な
セ
ク
シ
ョ
ン
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
ん

な
状
況
の
変
化
も
見
逃
す
ま

い
、
と
い
う
姿
勢
で
感
度
を

研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
が
大
事
で

す
ね
。
た
と
え
ば
、
数
字
は

正
直
で
、
志
願
者
の
数
や
就

職
率
は
現
況
を
如
実
に
示
す

わ
け
で
す
。
下
げ
幅
は
わ
ず

か
だ
と
し
て
も
な
ぜ
そ
う
な

っ
た
の
か
、
先
手
先
手
で
考

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す

ね
。
そ
の
上
で
皇
學
館
の
発

展
に
つ
な
が
る
方
策
や
案
を

経
営
陣
・
教
授
陣
に
提
示
す

る
の
が
事
務
局
の
役
割
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

西
谷　

大
竹
さ
ん
が
以
前

「
経
営
と
教
学
の
向
い
て
い

る
と
こ
ろ
は
一
つ
だ
よ
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
が
印
象

的
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
入

学
者
を
定
員
よ
り
多
く
と
る

と
教
育
の
質
が
低
下
す
る
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
収
入
の
プ

ラ
ス
分
は
教
育
や
施
設
・
設

備
の
充
実
と
い
う
形
で
還
元

さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
経
営

と
教
学
は
相
反
す
る
も
の
で

は
な
く
、
学
園
運
営
の
両
輪

で
す
。

大
竹　

教
育
研
究
そ
の
も
の

の
成
果
が
志
願
者
獲
得
に
結

び
つ
い
て
い
く
わ
け
で
す
か

ら
ね
。

　
　

在
任
中
、
印
象
に
残
っ

た
仕
事
は
あ
り
ま
す
か
。

い
て
も
日
本
研
究
の
メ
ッ
カ

と
な
る
よ
う
頑
張
っ
て
ほ
し

い
で
す
ね
。

　
　

皇
學
館
の
さ
ら
な
る
発

展
に
向
け
、
一
言
お
願
い
し

ま
す
。

西
谷　

外
部
の
人
材
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ

と
、
そ
の
上
で
、
建
学
の
精

神
を
護
り
受
け
継
い
で
い
く

こ
と
に
留
意
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
長
い
歴
史
と
伝
統
を

持
つ「
皇
學
館
」と
い
う
看
板

を
一
人
ひ
と
り
が
背
負
っ
て

い
る
自
覚
を
持
ち
、
例
え
ば

挨
拶
を
交
わ
す
こ
と
一
つ
に

し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
事
務
局

の
人
間
が
率
先
し
て
行
動
す

る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

大
竹　

建
学
の
精
神
の
現
代

化
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

を
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
検
証

す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う

ね
。
再
興
し
た
昭
和
四
十
年

前
後
の
教
育
と
今
の
状
況
は

ま
っ
た
く
違
う
わ
け
で
す
か

ら
、
建
学
の
精
神
を
ど
う
す

れ
ば
現
代
に
沿
う
具
体
的
な

行
動
、
形
と
し
て
表
せ
る
の

か
、
教
職
員
一
人
ひ
と
り
が

問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

次次のの5050年後年後をを見据見据えてえて
　

八
年
間
に
わ
た
り
事
務
局
長
を
務
め
ら
れ
た
大
竹
辰
也
氏
の
勇
退
に
伴
い
、
西
谷
豊
氏

が
後
任
に
就
い
た
。
後
継
者
に
後
を
託
す
大
竹
氏
の
思
い
、
ま
た
そ
の
後
を
引
き
継
い
だ

西
谷
氏
の
意
気
込
み
、
学
園
に
対
す
る
両
者
の
思
い
な
ど
を
伺
っ
た
。

新旧事務局長対談

皇
學
館
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を

皇
學
館
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を

残
ら
な
く
て
も
、
安
全
な
教

学
の
場
と
い
う
次
の
五
十
年

の
第
一
歩
、
再
興
百
周
年
の

始
ま
り
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境

に
な
る
と
思
い
ま
す
よ
。

西
谷　

た
し
か
に
、
問
題
を

先
送
り
せ
ず
、
き
っ
ち
り
取

り
組
ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
次

の
事
業
に
も
取
り
掛
か
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
、
見
習

　
　

今
後
の
構
想
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

西
谷　

国
際
交
流
事
業
を
積

極
的
に
展
開
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。
諸
外
国
の
学
生
や

研
究
者
に
日
本
の
文
化
を
正

確
に
理
解
し
て
も
ら
う
機
会

を
増
や
す
こ
と
は
と
て
も
重

要
だ
と
考
え
ま
す
。

大
竹　

新
し
く
ス
タ
ー
ト
し

た
現
代
日
本
社
会
学
部
は
も

と
よ
り
、
ほ
か
の
学
部
に
つ

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、透
明
化
が
必
須

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、透
明
化
が
必
須

　
　

新
事
務
局
長
に
期
待
す

る
こ
と
は
。

大
竹　

誰
で
も
そ
う
で
す

が
、
前
任
者
の
短
所
を
改
善

す
る
の
は
当
然
な
こ
と
で

す
。
手
段
や
方
法
は
異
な
る

と
し
て
も
皇
學
館
が
果
た
す

役
割
を
再
確
認
し
て
、
着
実

に
改
革
を
進
め
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

西
谷　

事
務
局
の
体
制
と
し

て
現
時
点
で
最
強
の
ス
タ
ッ

フ
を
大
竹
さ
ん
か
ら
引
き
継

い
だ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

こ
の
精
鋭
メ
ン
バ
ー
と
一
緒

に
、
次
の
世
代
に
バ
ト
ン
タ

ッ
チ
す
る
ま
で
全
力
で
職
務

に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
竹　

私
の
在
職
中
に
名
張

学
舎
の
撤
退
や
定
年
の
引
き

下
げ
、
建
物
の
耐
震
問
題
な

ど
、
そ
の
時
々
の
喫
緊
の
課

題
に
は
取
り
組
ん
で
き
た
つ

も
り
で
す
。
金
銭
と
し
て
は

感
度
を
研
ぎ
澄
ま
す

感
度
を
研
ぎ
澄
ま
す

　

わ
が
国
の
学
術
振
興
の
た
め
交
付

さ
れ
る
「
科
学
研
究
費
補
助
金
」（
文

部
科
学
省
・
日
本
学
術
振
興
会
所
管
）

の
平
成
二
十
二
年
度
採
用
者
に
、
河

野
訓
神
道
学
科
教
授
と
中
村
哲
夫
教

育
学
科
教
授
の
二
名
が
選
ば
れ
た
。

　

河
野
教
授
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
宗

教
都
市
伊
勢
に
お
け
る
神
仏
分
離
と

寺
院
・
神
祠
の
景
観
変
化
に
関
す
る

歴
史
的
研
究
」。
近
世
以
前
、
伊
勢
、

と
り
わ
け
山
田
地
区
に
は
多
数
の
寺

院
が
存
在
し
て
い
た
。
明
治
期
の
廃

仏
毀
釈
に
よ
り
建
物
の
多
く
は
消
失

し
た
が
、
仏
像
や
宝
物
の
一
部
は
商

人
の
手
に
よ
っ
て
他
県
に
流
出
し
今

な
お
残
存
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
調
査
や
資
料
の
分
析
か
ら
山
田

大
火
お
よ
び
廃
仏
毀
釈
の
前
後
に
お

け
る
伊
勢
の
景
観
の
変
化
を
バ
ー
チ

ャ
ル
画
像
化
し
、
神
仏
混
淆
の
状
態

か
ら
神
仏
分
離
を
経
て
神
宮
を
中
心

と
す
る
宗
教
都
市
と
な
っ

た
経
過
を
明
ら
か
に
し
た

い
と
河
野
教
授
は
語
る
。

研
究
に
は
、
民
俗
学
・
地

理
学
・
近
代
史
な
ど
の
教
授
陣
も
加

わ
り
、
神
仏
分
離
と
い
う
テ
ー
マ
を

多
角
的
に
分
析
し
て
い
る
の
も
特
筆

す
べ
き
点
だ
。

　

中
村
教
授
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
一

九
三
〇
年
代
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委

員
会
に
お
け
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
政

治
的
中
立
性
の
形
成
過
程
」。一
九
三

〇
年
代
は
、
三
三
年
の
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ナ
チ
ス
政
権
誕
生
、
三
六
年
の

ベ
ル
リ
ン
五
輪
、
四
〇
年
に
予
定
さ

れ
て
い
た
東
京
五
輪
と
代
替
地
ヘ
ル

シ
ン
キ
五
輪
の
中
止
な
ど
、
五
輪
と

政
治
の
関
係
が
最
も
議
論
さ
れ
た
時

期
。
中
村
教
授
は
、
こ
の
時
期
の
諸

議
論
を
調
査
・
分
析
す
る
こ
と
で
、

国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ

Ｃ
）
に
お
い
て
五
輪
の
政
治
的
中
立

性
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
か
を
実
証
し
た
い
、
と
語
る
。
当

時
の
史
料
の
調
査
・
収
集
や
、
一
九

三
〇
年
代
を
対
象
と
し
た
先
行
研
究

の
分
析
を
通
じ
て
、〝
五
輪
と
政
治
〞

と
い
う
現
代
も
な
お
議
論
と
な
る
テ

ー
マ
に
取
り
組
む
。

二
名
が
新
規
採
用
者
に

　
平
成
二
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

大
竹　

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

が
、
大
学
や
高
校
の
課
外
活

動
に
は
目
を
向
け
ま
し
た
。

野
球
に
し
ろ
吹
奏
楽
に
し

ろ
、
世
間
に
評
価
さ
れ
る
成

功
体
験
を
生
徒
や
学
生
に
は

積
ん
で
ほ
し
か
っ
た
し
、
皇

學
館
ら
し
さ
を
打
ち
出
し
た

い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し

う
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

大
竹　

課
題
を
解
決
す
る
に

は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、
す

な
わ
ち
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス

の
透
明
化
が
必
須
で
す
。
事

た
。
駅
伝
競
走
部
の
創
部
は

単
に
強
化
指
定
ク
ラ
ブ
に
す

る
だ
け
で
な
く
、
武
田
千
代

三
郎
第
六
代
館
長
が
駅
伝
の

名
付
け
親
で
あ
り
、
神
宮
皇

學
館
時
代
に
駅
伝
部
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
考
え
た

ら
、
自
ず
と
実
行
す
る
こ
と

が
見
え
て
き
ま
し
た
。

務
局
は
、
あ
く
ま
で
黒
子
で

す
。
財
政
面
等
の
客
観
的
裏

づ
け
を
提
示
し
て
、
法
人
に

意
思
決
定
を
委
ね
る
。
決
定

さ
れ
た
ら
、
即
実
行
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
ね
。

皇 學 館 学 園 報平成22年 5 月31日 　第26号　()２



///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

　●リ ●レ ●ー ●エ ●ッ ●セ ●イ  私私の学生時代の学生時代

倉田山の思い出
学務課（教育学科研究室）臨時職員　天

て ん

花
げ い

寺
じ

由紀子

　

学
生
さ
ん
に
、「
天
花
寺
さ
ん
の
卒
業

論
文
は
ど
う
で
し
た
か
？
」
と
い
う
質

問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

何
事
も
追
い
込
ま
れ
な
い
と
動
か
な

い
私
は
、
資
料
集
め
だ
け
は
す
る
も
の

の
筆
の
方
は
一
向
に
進
み
ま
せ
ん
で
し

た
。
何
と
か
提
出
で
き
た
の
も
、
ゼ
ミ

生
が
十
二
月
に
企
画
し
て
く
れ
た
卒
論

追
い
込
み
合
宿
で
の
先
生
の
ご
指
導
の

お
蔭
で
す
。
今
の
よ
う
に
パ
ソ
コ
ン
は

な
か
っ
た
の
で
全
て
手
書
き
で
行
い
ま

し
た
。
書
い
て
は
消
し
書
い
て
は
消
し

…
…
。
既
に
完
成
し
、
先
生
の
合
格
が

出
た
学
生
は
温
泉
を
満
喫
で
き
る
の

に
、
自
分
は
右
手
に
ペ
ン
だ
こ
を
作
っ

て
原
稿
用
紙
に
向
か
う
。「
あ
ぁ
、
も

っ
と
早
く
か
ら
や
っ
て
お
け
ば
。
夏
休

み
に
あ
ん
な
に
時
間
が
あ
っ
た
の
に
」

と
強
く
後
悔
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
そ
の
反
省
が
活
か
さ
れ
、
今
は
早

め
早
め
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

と
言
え
ば
、
な
か
な
か
性
格
と
い
う
も

の
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
、
相
変
わ
ら

ず
提
出
物
の
締
切
間
際
に
、
バ
タ
バ
タ

慌
て
て
い
る
自
分
が
い
ま
す
。

　

研
究
旅
行
は
総
勢
一
三
〇
名
の
大
所

帯
で
し
た
。
行
き
先
は
神
戸
や
北
海
道

な
ど
い
ず
れ
も
国
内
で
、
ス
ー
ツ
姿
で

ぞ
ろ
ぞ
ろ
並
ん
で
歩
く
私
た
ち
を
見
た

地
元
の
方
に
「
ど
ち
ら
の
企
業
の
新
人

研
修
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
、
返
答
に

困
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
現
在
の

少
人
数
で
の
ゼ
ミ
旅
行
を
羨
ま
し
く
思

い
つ
つ
、
あ
の
大
人
数
で
の
研
究
旅
行

も
普
段
な
か
な
か
話
さ
な
い
よ
う
な
先

生
方
や
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
思
い
が
け
ず

深
い
話
が
で
き
、
寝
食
を
共
に
す
る
こ

と
に
よ
り
新
し
い
友
人
関
係
が
築
け
る

い
い
機
会
だ
っ
た
と
思
い
返
し
ま
す
。

　

教
育
学
科
の
授
業
は
一
号
館
や
そ
の

周
辺
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
施
設
的
に
は
ピ
カ
ピ

カ
の
四
号
館
や
二
号
館
の
方
が
い
い
の

で
す
が
、
な
ぜ
か
一
号
館
に
入
る
と
落

ち
着
く
、
独
特
の
雰
囲
気
が
そ
こ
に
は

あ
り
ま
し
た
。
秋
学
期
に
は
新
校
舎
が

完
成
し
、
も
う
一
号
館
で
の
講
義
は
な

く
な
る
よ
う
で
す
。
真
新
し
い
校
舎
や

教
具
、
機
器
な
ど
に
期
待
は
ふ
く
ら
む

反
面
、
当
時
の
授
業
を
思
い
出
す
と
、

少
し
寂
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

皇
學
館
高
校
を
卒
業
後
、
皇
學
館
大

学
で
大
学
生
活
を
送
り
、
大
学
を
卒
業

し
た
翌
日
か
ら
教
育
学
科
研
究
室
で
勤

務
。
気
が
つ
け
ば
長
い
時
を
こ
の
倉
田

山
で
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
私
の
学
生

時
代
に
は
十
数
名
だ
っ
た
教
育
学
科
の

先
生
方
も
、
現
在
は
二
十
四
名
に
。
学

生
数
も
倍
増
し
ま
し
た
。
戸
惑
う
こ
と

も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も

先
生
方
や
学
生
に
刺
激
を
受
け
な
が

ら
、成
長
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

新
任
教
職
員
紹
介
❶

❷

❸

❹

❷
天
文
・
演
芸
鑑
賞
・
野
球

観
戦　

❸
初
志
貫
徹　

 

❹
教
育
と
研
究
に
、
精
一
杯

が
ん
ば
り
ま
す
。

文
学
部
教
育
学
科
教
授

 

錦に
し
き

か
よ
子こ

❶
津
市
・
愛
知
県
立
芸
術
大

学
音
楽
学
部
大
学
院
（
作
曲

専
攻
）修
了

❷
生
け
花　

❸
人
生
は
終
っ

て
み
れ
ば
チ
ャ
ラ

❹
驕
る
こ
と
な
く
、
悲
観
す

る
こ
と
な
く
、
自
分
を
信
じ

て
今
を
一
生
懸
命
に
生
き
ま

し
ょ
う
。

文
学
部
教
育
学
科
准
教
授

 

有あ
り

門か
ど

秀ひ
で

記き

❶
福
岡
県
・
三
重
大
学
大
学

院
教
育
学
専
攻（
修
士
）

❷
音
楽
鑑
賞
・
読
書
・
家
庭

菜
園　

❸
待
て
、
而
し
て
希
望
せ
よ

❹
現
場
で
の
工
夫
を
、
学
問

的
に
整
理
し
、発
展
さ
せ
、新

し
い
発
見
を
目
指
し
ま
す
。

教
育
学
部
教
育
学
科
准
教
授

 

渡わ
た

邊な
べ　

毅つ
よ
し

❶
名
古
屋
市

❷
手
話
が
少
し
出
来
ま
す
。

一
輪
車
も
何
と
か
乗
れ
ま

す
。

現
代
日
本
社
会
学
部
長

 
宮み

や

川か
わ

泰や
す

夫お

❶
仙
台
市
・
東
北
大
学
法
学

部
及
び
理
学
部

❷
温
泉
旅
行
、
合
気
道
。

❸
一
期
一
会
、
超
容
通
徹

❹
現
代
日
本
の
課
題
を
的
確

に
と
ら
え
、
皇
學
館
大
学
の

伝
統
的
学
風
を
活
か
し
て
、

学
問
的
に
探
究
を
す
る
喜
び

に
浸
っ
て
い
ま
す
。

大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

 

毛も
う

利り

正ま
さ

守も
り

❶
岐
阜
県
・
皇
學
館
大
学
大

学
院（
第
一
期
生
）　

❷
ス
ポ
ー
ツ
観
戦　

❸
明
鏡
止
水

❹
研
究
者
と
し
て
、長
年
、経

験
し
て
き
た
こ
と
を
、
授
業

を
通
し
て
み
な
さ
ん
に
伝
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
育
学
部
教
育
学
科
教
授

 

小こ

孫ま
ご

康や
す

平ひ
ら

❶
筑
波
大
学
大
学
院
教
育
研

究
科
修
士
課
程
修
了
、
東
北

学
院
大
学
大
学
院
人
間
情
報

学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修

了
・
博
士（
学
術
）　

尽
力
申
し
上
げ
ま
す
。

教
育
学
部
教
育
学
科
助
手

 

藤ふ
じ

村む
ら

京き
ょ
う

子こ

❶
名
古
屋
市
立
保
育
短
期
大

学　

❷
紙
芝
居
・
絵
本
の
読

み
聞
か
せ

❸
継
続
は
力
な
り

❹
今
ま
で
の
経
験
を
で
き
る

だ
け
多
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う

に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

神
道
研
究
所
助
手

 

佐さ

野の

真ま
さ

人と

❶
静
岡
県
・
皇
學
館
大
学
大

学
院
博
士
後
期
課
程
満
期
退

学　

❷
オ
ペ
ラ
・
バ
レ
エ
・

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
等
の
鑑
賞

❸
明
鏡
止
水
・
異
体
同
心

❹
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
皇

學
館
に
奉
職
さ
せ
て
い
た
だ

き
、感
謝
の
念
で
一
杯
で
す
。

神
道
博
物
館
助
手

 

太お
お

田た

光み
つ

俊と
し

❶
津
市
・
大
阪
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

満
期
退
学　

❷
三
重
を
あ
る

く

三
重
を
は
し
る

❸
一
世
ノ
智
勇
ヲ
推
倒
シ
、

万
古
ノ
心
胸
ヲ
開
拓
ス

❹
道
徳
教
育
を
担
当
し
ま

す
。
学
生
諸
君
と
夢
の
あ
る

道
徳
の
授
業
を
考
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

社
会
福
祉
学
部

社
会
福
祉
学
科
准
教
授

 

山や
ま

本も
と

智さ
と

子こ

❶
京
都
府
・
京
都
教
育
大
学

大
学
院（
障
害
児
教
育
）

❷
夜
会
鑑
賞
・
も
の
作
り

❸
脚
下
照
顧

❹
自
然
豊
か
で
落
ち
着
い
た

環
境
の
中
、
特
別
支
援
教
育

に
つ
い
て
研
鑽
で
き
る
こ
と

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

現
代
日
本
社
会
学
部

現
代
日
本
社
会
学
科
准
教
授

 

岩い
わ

崎さ
き

正ま
さ

弥や

❶
東
京
都
・
早
稲
田
大
学
理

工
学
部
建
築
学
科
及
び
大
学

院　

❸
伝
統
文
化
の
輝
く
、

美
し
い
日
本
の
未
来
を
、
創

造
す
る
。

❹
京
都
よ
り
大
和
の
神
々
の

お
導
き
に
よ
り
伊
勢
の
国
に

参
り
ま
し
た
。
皇
国
の
為
に

❷
映
画
・
演
劇
鑑
賞
（
特
に

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
が
好
き
で

す
）　

❸
一
期
一
会

❹
若
い
皆
さ
ん
か
ら
パ
ワ
ー

を
い
た
だ
き
、
自
分
の
糧
に

と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
生
部
・
大
学
事
務
部

学
務
課 

池い
け

山や
ま

幸こ
う

志じ

❶
津
市　

❷
野
球　

❸
一
日
一
生　

❹
皇
學
館
の
発
展
に
貢
献
で

き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

貞
明
寮
寮
監

 

營つ
く

田た

友と
も

美み

❶
青
森
県

❷
料
理
作
り
・
花
を
愛
で
生

け
る
こ
と

❸
朝
・
夕　

神
棚
に
ご
挨
拶

❹
傍
に
居
て
く
れ
る
だ
け
で

癒
さ
れ
る
人
と
慕
わ
れ
る
女

性
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

学
生
部
教
職
支
援
室

教
職
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

 

上か
み

森も
り

敏と
し

和か
ず

❶
松
阪
市
立
第
四
小
学
校
長

❷
釣　

❸
一
所
懸
命

❹
若
草
萌
ゆ
る
…
の
倉
田
山

に
て
奉
職
で
き
光
栄
な
反
面

身
が
引
き
締
る
思
い
で
す
。

❸
三
重
を
知
り　

三
重
で
考

え
る　

❹
地
域
の
宗
教
・
文
化
や
織

豊
期
の
研
究
を
し
て
い
ま

す
。

学
生
部
・
大
学
事
務
部

学
務
課
課
長

 

浅あ
さ

井い

誠せ
い

司じ

❶
伊
勢
市　

❷
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
・
釣
り

❸
謙
虚

❹
人
と
人
と
の
出
会
い
を
大

切
に
し
、
一
日
も
早
く
皇
學

館
大
学
の
職
員
に
成
れ
ま
す

よ
う
精
進
い
た
し
ま
す
。

学
生
部
・
大
学
事
務
部

就
職
課
課
長

 

中な
か

井い

良よ
し

明あ
き

❶
伊
勢
市

❷
釣
り
・
映
画
鑑
賞

❸
一
期
一
会

❹
建
学
の
精
神
を
し
っ
か
り

と
受
け
継
い
で
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

皇
學
館
中
学
・
高
等
学
校

事
務
長 

中な
か

尾お

信し
ん

一い
ち

❶
三
重
県
職
員
Ｏ
Ｂ
で
す
。

財
務
部
管
財
課
嘱
託

 

川か
わ

邊べ

成な
る

人と

❶
伊
勢
市
・
建
築
関
係
28
年

❷
ラ
ジ
コ
ン
飛
行
機
製
作

❸
人
事
を
尽
し
て
天
命
を
待

つ　

❹
早
く
仕
事
を
覚
え
て

部
署
の
み
な
さ
ん
の
足
を
引

っ
張
ら
な
い
よ
う
努
力
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

六
月
二
十
六
日
に
東
京
・

日
本
武
道
館
で
開
催
さ
れ
る

全
日
本
学
生
柔
道
優
勝
大
会

（
団
体
戦
）
に
女
子
柔
道
部

（
国
文
学
科
四
年
小
宮
瑞
希

さ
ん
・
教
育
学
科
二
年
瀧
野

和
美
さ
ん
・
同
学
科
一
年
北

川
ひ
と
み
さ
ん
・
同
学
科
一

年
松
本
知
浩
さ
ん
）が
出
場

す
る
。

　

こ
れ
は
五
月
十
六
日
に
行

わ
れ
た
東
海
学
生
柔
道
夏
季

優
勝
大
会
に
お
い
て
団
体
三

位
の
好
成
績
を
収
め
出
場
権

を
獲
得
し
た
も
の
で
、
主
将

の
小
宮
さ
ん
は
、「
そ
れ
ぞ
れ

が
自
分
の
役
割
を
果
た
せ

ば
、
結
果
は
自
ず
と
付
い
て

く
る
」
と
自
信
を
見
せ
る
。

柔
道
部
部
長
の
増
井
節
郎
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
教

授
は
、「
実
力
の
あ
る
顔
ぶ
れ

が
揃
い
、
女
子
柔
道
部
史
上

最
も
強
い
。
今
後
、
全
国
で

戦
う
足
が
か
り
と
な
る
よ
う

な
実
り
あ
る
大
会
に
し
た

い
」と
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

女
子
柔
道
部
が
全
国へ

女
子
柔
道
部
が
全
国へ

創
部
以
来
、初
の
快
挙
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廣池千九郎
　　「誠の体験の地」

志宝屋神社

み
な
と
ま
ち
館

島重

鷲
ヶ
浜

神
宮
貯
木
池
跡

井坂家具 大
湊
大
仏

日
保
見
山
八
幡
宮

御食神社
辰の井

神社港・海の駅神社港・海の駅

廣池千九郎
　　「誠の体験の地」

志宝屋神社

み
な
と
ま
ち
館

島重

鷲
ヶ
浜

大湊小

シンフォニア
テクノロジー

神
社
港

伊勢型木造船みずき
発着場

ゴルフ
練習場

松
並
木

ヤ
マ
ダ
電
機

菊
川
鉄
工
所

大
湊
・
海
の
駅

ゴーリキアイランド

神
宮
貯
木
池
跡

井坂家具 大
湊
大
仏

日
保
見
山
八
幡
宮

御食神社
辰の井

展望ポイント。
知多半島や、時には
富士山も見える。

風情ある町並み。

ここから眺める
景色がきれい。

大湊町

下野町

神社港

竹ヶ鼻町

　研究室といえば、私はこれまで 6
回移動している。本学が100周年を迎
えた頃の建設ラッシュと国文学科、
神道研究所、神道学科、社会福祉学
科という所属の変転に起因する。ゼ
ミとして卒業研究の指導をしたのは
神道学科の10年間で、あとは社
会福祉学科 1年生の教養ゼミと
大学院神道学・社会福祉学専攻
の修論指導が主で、学生の皆さんと
は馴染みが薄いかもしれない。
　研究室で大切にしているものは、
調査カードである。地域神社の調査
研究を通して神道を理解するスタイ
ルを進めると、聞き書きした内容を

整理・保管する必要が生じてくる。
現在ではパソコン利用でデータベー
ス化しやすくなったが、それまでは
京大式カードと称されたものを活用
してきた。本学へ入学以降、先生方
は折にふれメモすることを勧められ

た。これはその後も、そして今も有
難い躾であると思っている。
　私の研究は、地域といっても一般
にムラと呼ばれてきた社会の構造を
見つめ、人々の生活と宗教文化の姿
を、社会変動とのかかわりで解明す

ることが一貫したテーマであるが、
手づくりの調査資料が重きをなす。
特に焦点を当ててきたのが明治末期
に政府の施策として行なわれた神社
合併と祭礼の変化、その後の神社復
祀の状況である。学部を移籍してか

らは、地域＝福祉＝文化の関係
に関心を寄せてきた。調査で大
事なことはコミュニケーショ

ンである。お酒を酌み交わしながら、
相槌をうち、メモをとる。自身の籠
もる枠から離れて他者に耳を傾ける
ことは、異文化理解と〈共在〉社会の
構築に大切なことといえよう。研究
のガラパゴス化を避けるためにも。

クローズアップゼミ
研究室探訪7

社会福祉学部長

櫻井治男ゼミ

他者に耳を傾ける大切さ

　神社港周辺の情報を得るな
らここへ。NPO法人「神社み
なとまち再生グループ」の拠
点事務所としてスタッフが常
駐しており、いろいろな話を
聞くことができる。前には桟
橋やデッキ、かつての船参宮
ルートを巡る和船「みずき」の
発着場が広がる。

●みなとまち館
　港町の歴史を伝える博物館。多彩な資料や
民具、船具などから往時の繁栄が感じられる。
屋上の展望デッキは神社港の町並みや伊勢湾
を見晴らせる絶好のビューポイント!
「伊勢まちか
ど博物館」に
登録されてい
る。入館無料。

●御食神社
　伊勢神宮の125社のひとつで祭神は「水
戸御饗都神」。古来より港に揚がった海産
物を神宮に調進してきた御饌の神であ
る。「水戸」というのは水の入り込んでい
る港のことを指すという。船形の手水鉢
がユニークだ。

●辰の井
　御食神社内の境内にある井戸。産土神、
火除けの神として地元の方々に尊ばれて
いる。 1月の初辰の日には、初水が参拝
者に授与され、水をもらいに来る人でに
ぎわう。その水を家の周りにまくと火災
除けになると信じられている。

神 社
●島重
　神社港の古い町
並みの中にある、
創業56年の和菓子
店。独創的なアイ
デアを取り入れた
創作和菓子に定評
がある。港町にち
なんだ「伊勢夢街道」は、バターが効い
た生地でミルク風味の黄身餡を包み、ア
クセントにブルーベリーのジャムが入っ
ている。餡の甘みとブルーベリーの酸味
とのバランスが絶妙で、神社港のお土産
にぴったりだ。 5個入り788円～。

●廣池千九郎「誠の体験の地」
　神社港は麗澤大学・モラロジー
研究所の創立者である廣池千九郎
ゆかりの地でもある。明治43年当
時、神宮皇學館教授であった廣池
氏は、二見町今一色で病に苦しむ
中年女性のもとへ神社港から幾度
となく船で通い、見舞ったという。
後年、廣池は「思わず知らず、わが身を捨ててもこの人を助け
たいと思った心が、誠の心であった」と述べている。現在、海
の駅前の桟橋にこのことを記した看板が設置されている。

●井坂家具
　大湊港へつづく道路沿いにある
手作り家具の店。離れのギャラリ
ーには、店主の井坂益水さんが制
作した作品がたくさん並んでいる。
コップや皿、タンスをはじめ、木製
のサックスやトランペット、自転
車もあり、その精巧さには感嘆のた
めいきがもれるほど。井坂さんの気
さくな人柄も魅力のひとつだ。

●大湊大仏
　大湊墓地にある大きな石仏。地元
では「おぼとけさん」と呼び親しま
れている。東にあるのが釈迦如来、
西が阿弥陀如来。元禄 8 年（1695）に
伊豆の石材で江戸の石工が造ったと
伝えられる。県内では最大の石仏だ。

●志宝屋神社
　伊勢神宮125社のひとつ。祭神
の「鹽土老翁」は塩業、海路の
守護神。地元では、湊の明神さ
ま、塩屋明神などと呼ばれ親し
まれているほか、安産の神とし
て参拝する人も多いとか。防波
堤がぐるりとめぐるいかにも河
口らしい風景の中にある。

●鷲ヶ浜
　伊勢湾に面した遠浅の海岸。渡り鳥や水
鳥が多く飛来し、夏はウミガメも産卵にや
ってくる。島である立地から日の出、夕日、
月明かりが美しく、古歌にも多く歌われて
いる。名前は、倭姫命が大湊に立ち寄った
とき、鷲取の翁が冷たい水をさしあげ、倭
姫命がたいそう喜ばれて大湊の浜を「鷲取
りの小浜」と名付けられたことに由来する。

大
湊

●日保見山八幡宮
　鷲ヶ浜のすぐ近くにある神社。まず、
神社の正面にある大松に圧倒される。
境内には、倭姫命と鷲取の翁の話に関
わる「水饗神社」もまつられている。日
保見山というのは、日和見山、または
潮見山という意味で、船出の日和や潮
のようすを見る山のことを指すそう。

●神宮貯木場（池）跡
　大湊小学校の西側道路から南側水路
に囲まれたところは、もともと神宮貯
木池で、昭和20年代まで神宮の遷宮御
用材の貯木池として使われていた。御
造営材は、木曽から筏でここに運ばれ、
内宮へは五十鈴川を、外宮へは宮川を
それぞれ上って運ばれていたという。

●神社港・海の駅

かみやしろ

お
お
み
な
と
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神社 大湊

〈神社港〉という町名が
物語る往時の繁栄
　市内を流れる宮川、五十鈴川、勢
田川の 3川が出合う河口は、古くか
ら良港として多くの船が出入りして
いた。その 1つが神社港だ。神宮に
近い地の利から参宮客の上陸港に。
鐘や太鼓で伊勢音頭を囃しながら入
港して来たので、伊勢っ子は彼らを
〝どんどこさん〞と呼んでもてなした
という。「町の名が神社町ではなく神
社港なのは、港として大変栄えてい
た証拠」と語るのは、NPO法人神社
みなとまち再生グループの代表・中
村清さんだ。昭和 8年の統計による
と貨物船や漁船など出入りした船舶
は約 2万6000隻。周辺には船関係の
店や宿、遊郭、芝居小屋までがあり、
それは賑やかだったとか。中村さん

いわく「近所に銭湯がいくつかあっ
て家に風呂を作る必要がなかったで
すからな。役所に銀行、何でも揃っ
た便利なところでしたわ」。

港町としての誇りを
取り戻す動き
　界隈を歩くと、往時の面影を留め
るものは創業120年の料理旅館「柏
屋」のみ。しかし、中村さんたちを
はじめ地元では港町としての誇りが
埋もれてしまうことへの危機感から
6年前に前述のNPOを立ち上げ、海
の駅の設置や和船「みずき」の就航、
おんべ鯛奉納行事の継続などに尽力
してこられた。船参宮を支えてきた
〈港〉としてのアイデンティティーが
次世代に守り継がれていくことを願
う。 澤　友美（教育学科 3年）

神宮とも深い縁
　現在、大湊小学校の西側道路から
南側水路に囲まれたところは昭和20
年代まで神宮の貯木場だった。ご造
営にこの地の船大工が関わるなど神
宮と縁は深く、お木曳の陸曳・川曳
ともに許されている特別な地域だ。
そんな町の歴史を後世に伝えたい
と、地域住民が主体となって郷土歴
史研究会を立ち上げ、古文書や史料
を読み解く作業が行われている。「大
湊の家にかけられている注連縄は独
特の結び方がされているんですよ」
と教えてくれたのは、今回ガイドを
してくださった長屋好子さんと山口
あい子さん。お木曳車の縛り方も大
湊独自の伝統的な技術が用いられて
いるといい、誇らしげに語る 2人の
表情からは郷土を愛する心が伝わっ
てくる。何気なく通り過ぎていた風
景も、調べてみると多くの人の思い
や歴史、秘話が詰まっていると感じ
た 1日だった。 山田拓也（神道学科 3年）

伊勢の海の玄関口
神社・大湊を歩く
　伊勢市の北東部。市内を流れる宮川、五十鈴川、勢田川
が出合う河口に広がる神社・大湊地区は、伊勢の海の玄関
口として古くから栄えていました。おびただしい数の船参
宮客を迎えてきた神社、造船業が発達した大湊……水運と
ともに発展してきた 2つのまちを歩きながら、海から見た
伊勢の歴史をたどります。

かみや
しろ

おおみ
なと

数々の名船を生みだした
大湊の造船技術
　神社から河口へ約 2キロ。伊勢湾
に面した三角州に大湊はある。宮川
の源は国内屈指の多雨地域といわれ
る大台山系。杉や檜などの造船用材
が豊富で、水流にのって河口の大湊
まで運ぶことが容易であったことか
ら造船業が発達したそうだ。豊臣秀
吉が朝鮮出兵する際の旗艦「日本丸」
や伊能忠敬の測量船、白瀬中尉の南
極探検船など日本の歴史に登場する
数々の名船がここで造られている。
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ド
、
三
年
生
は
合
格
祈
願
を
か
ね

て
北
野
天
満
宮
を
中
心
と
し
た
京

都
市
内
散
策
へ
と
向
か
っ
た
。
特

に
三
年
生
に
と
っ
て
は
高
校
生
活

最
後
の
遠
足
に
な
っ
た
。
北
野
天

満
宮
で
は
、
半
年
後
に
控
え
る
受

験
へ
の
若
干
の
不
安
と
、
高
校
生

活
も
い
よ
い
よ
最
終
年
だ
と
い
う

や
や
複
雑
な
感
情
に
包
ま
れ
た
よ

　

季
節
は
ず
れ
の
寒
さ
と
嵐
に
見

舞
わ
れ
た
四
月
二
十
七
日
、
生
徒

た
ち
の
最
も
楽
し
み
に
し
て
い
る

学
校
行
事
の
一
つ
で
あ
る
遠
足
が

実
施
さ
れ
た
。

　

あ
い
に
く
の
悪
天
候
で
は
あ
っ

た
が
予
定
通
り
、
一
年
生
は
平
等

院
を
中
心
と
し
た
京
都
・
宇
治
方

面
、
二
年
生
は
長
島
ス
パ
ー
ラ
ン 初

め
て
の
神
宮
御
垣
内
参
拝
に
や

や
緊
張
し
た
面
持
ち
を
し
つ
つ
、

ま
だ
架
け
替
え
ら
れ
て
日
の
浅
い

宇
治
橋
を
渡
り
、
五
十
鈴
川
で
身

を
清
め
た
あ
と
、
正
殿
で
の
参
拝

へ
と
向
か
っ
た
。

　

学
生
た
ち
は
玉
砂
利
を
踏
み
し

め
る
ザ
ク
ザ
ク
と
い
う
音
と
と
も

に
整
然
と
列
を
な
し
て
移
動
。
正

　

四
月
十
三
日
、
前
日
の
春
の
嵐

を
思
わ
せ
る
激
し
い
雨
と
は
う
っ

て
変
わ
っ
た
晴
天
の
も
と
、
皇
學

館
高
校
新
一
年
生
に
よ
る
神
宮
参

拝
が
実
施
さ
れ
た
。
出
発
前
に
正

式
参
拝
の
作
法　

再
拝
・
二
拍
手
・

一
拝　

の
説
明
を
受
け
た
生
徒
た

ち
は
し
ば
ら
く
練
習
を
し
た
後
、

全
員
が
バ
ス
で
内
宮
へ
と
移
動
。

殿
前
の
石
段
を
上
が
り
、
整
列
を

す
る
頃
に
は
初
体
験
と
な
る
こ
の

様
な
形
で
の
参
拝
に
全
員
の
間
に

緊
張
し
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
参
拝
を
無
事
に
終

え
る
と
、
全
員
が
ど
こ
か
不
思
議

そ
う
な
、
し
か
し
、
清
々
し
い
表

情
を
見
せ
た
。
そ
の
後
、
生
徒
た

ち
は
荒
祭
宮
を
参
拝
し
た
後
、
往

路
同
様
バ
ス
に
て
学
校
に
戻
り
、

初
め
て
の
神
宮
正
式
参
拝
は
無
事

に
終
了
し
た
。

護
者
の
方
々
に
向
か
っ
て
祝
辞
を

述
べ
る
と
と
も
に
、「
正
し
い
日
本

人
と
し
て
の
生
き
方
を
身
に
つ

け
、
こ
の
日
本
社
会
に
、
ひ
い
て

は
世
界
に
貢
献
を
し
得
る
人
材
と

な
っ
て
欲
し
い
」
と
令
旨
の
顕
す

と
こ
ろ
・
本
学
の
教
育
方
針
な
ど

に
触
れ
た
。
ま
た
、「
人
間
形
成
の

上
で
大
切
な
こ
の
三
年
間
で
正
確

な
知
識
と
正
し
い
判
断
力
を
見
に

つ
け
、
学
校
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る

言
葉
〈
清
明
正
直
〉
に
表
さ
れ
て

　

四
月
八
日
、
時
折
小
雨
の
混
じ

る
あ
い
に
く
の
天
気
に
な
っ
た

が
、
皇
學
館
高
校
第
四
十
八
回
入

学
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
満
開
の

桜
の
華
や
か
さ
と
ま
ば
ゆ
い
ば
か

り
の
新
入
生
の
笑
顔
も
あ
っ
て
、

会
場
は
厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
に
も

ど
こ
と
な
く
陽
気
さ
を
感
じ
さ
せ

る
雰
囲
気
。
そ
う
し
た
中
、
式
は

例
年
通
り
国
歌
斉
唱
、
令
旨
奉
読

と
滞
り
な
く
進
ん
だ
。
次
に
中
村

貴
史
校
長
が
新
一
年
生
お
よ
び
保

い
る
よ
う
に
、
日
々
を
清
く
明
る

く
正
し
く
、
率
直
に
送
っ
て
欲
し

い
」
と
そ
の
期
待
を
述
べ
た
。
そ

し
て
、
最
後
に
夏
目
漱
石
の
名
作

『
三
四
郎
』
の
中
か
ら
「
人
間
の
脳

こ
そ
世
界
で
一
番
広
い
」
旨
の
内

容
を
引
用
し
、「
人
間
の
可
能
性
は

無
限
で
す
。
諸
君
は
三
年
間
で
こ

の
可
能
性
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い

っ
て
欲
し
い
」と
言
葉
を
贈
っ
た
。

　

各
方
面
か
ら
の
祝
辞
、
祝
電
披

露
の
後
、
新
入
生
三
二
二
名
を
代

見
せ
て
く
れ
る
な
ど
、
め
ず
ら
し

い
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

五
月
十
三
日
に
春
季
遠
足
が
実

施
さ
れ
た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、

学
年
別
で
親
睦
を
深
め
た
。

　

一
年
生
は
志
摩
自
然
学
校
で
、

シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
体
験
を
し
た
。
二

人
が
ペ
ア
に
な
り
、
自
然
学
校
の

先
生
方
に
パ
ド
ル
の
持
ち
方
や
漕

ぎ
方
な
ど
教
え
て
頂
き
、
全
員
上

手
に
漕
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。
少
し

練
習
し
た
後
は
無
人
島
に
行
き
散

策
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
強
風

の
た
め
中
止
と
な
っ

た
。
し
か
し
生
徒
は
楽

し
か
っ
た
と
満
面
の
笑

み
で
活
動
し
て
い
た
。

　

二
年
生
は
伊
賀
上
野

公
園
に
行
き
、
上
野
城

の
見
学
を
し
、
忍
者
屋

敷
で
は
忍
者
の
方
が
忍

び
の
場
所
や
隠
れ
方
を

昼
食
は
公
園
で
食
べ
、
自
由
時
間

を
活
動
的
に
過
ご
し
た
。

　

三
年
生
は
ブ
ル
ー
メ
の
丘
で
ウ

イ
ン
ナ
ー
作
り
を
体
験
し
た
。
四

人
一
組
で
協
力
し
て
楽
し
く
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
た
。
自
由
散
策

で
は
、
魚
釣
り
、
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
、

変
形
自
転
車
、
ゴ
ー
カ
ー
ト
、
芝

す
べ
り
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
な
ど
を

楽
し
ん
だ
。

　

ど
の
学
年
も
充
実
し
た
一
日
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

徒
か
ら
「
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
」
の
言
葉
と
一
緒
に
名

札
を
受
け
取
っ
た
。
少
し
緊
張
が

と
け
た
生
徒
た
ち
は
ゆ
っ
く
り
席

に
つ
い
た
。

　

四
月
七
日
に
第
三
十
二
回
入
学

式
が
行
わ
れ
た
。
新
入
生
が
真
新

し
い
大
き
な
制
服
に
身
を
包
み
、

緊
張
し
た
面
持
ち
で
セ
ミ
ナ
ー
ホ

ー
ル
ま
で
来
る
と
、
校
友
会
の
生

　

式
典
で
は
、国
歌
斉
唱
、賀
陽
宮

邦
憲
王
殿
下
令
旨
奉
読
に
続
き
、

担
任
に
一
人
一
人
の
名
前
が
呼
ば

れ
る
と
、
元
気
よ
く
返
事
し
起
立

し
た
。
中
村
貴
史
校
長
か
ら
新
入

生
五
十
四
名
の
入
学
が
許
可
さ
れ

た
後
、
学
校
長
式
辞
、
理
事
長
告

辞
、保
護
者
会
長
祝
辞
と
続
い
た
。

　

在
校
生
代
表
と
し
て
総
務
副
委

員
長
の
園
部
拓
く
ん（
三
Ｂ
）が
歓

迎
の
言
葉
を
述
べ
、
入
学
宣
誓
を

中
村
光
希
く
ん（
一
Ａ
）が
堂
々
と

行
い
、
立
派
に
読
み
上
げ
た
。
そ

の
後
、
校
歌
斉
唱
の
後
、
本
校
生

徒
に
な
っ
た
と
い
う
誇
り
を
持

ち
、
ホ
ー
ル
を
退
場
し
た
。
初
め

て
の
学
級
指
導
で
は
、
中
学
生
に

な
っ
た
自
覚
を
持
っ
て
担
任
の
先

生
の
話
を
し
っ
か
り
聞
い
て
い

た
。

第
四
十
八
期
生
三
二
二
人
が
入
学

平
成
二
十
二
年
度
皇
學
館
高
校
入
学
式

新
一
年
生
が
初
め
て
の
神
宮
正
式
参
拝

神
宮
参
拝

春
の
嵐
の
中
、遠
足
を
実
施

平
成
二
十
二
年
度
春
季
遠
足

54名が入学
平成22年度皇學館中学校入学式

学
年
そ
れ
ぞ
れ
に
親
睦
を
深
め
る

平
成
二
十
二
年
度
春
季
遠
足

表
し
て
、
総
代
・
向
原
玲
奈
さ
ん

が
「
建
学
の
精
神
に
基
づ
き
、
学

業
に
専
念
し
、
皇
學
館
高
等
学
校

生
徒
と
し
て
誇
り
を
持
ち
自
覚
あ

る
行
動
を
な
す
」こ
と
を
宣
誓
し
、

式
は
無
事
終
了
し
た
。

　

式
後
、
新
一
年
生
は
担
任
に
引

率
さ
れ
、
や
や
緊
張
し
た
面
持
ち

で
各
自
の
教
室
へ
と
向
か
っ
た
。

い
よ
い
よ
高
校
生
と
し
て
の
生
活

が
ス
タ
ー
ト
す
る
期
待
と
少
し
ば

か
り
の
不
安
が
入
り
混
じ
る
中
、

保
護
者
と
共
に
教
室
に
入
っ
た
新

一
年
生
た
ち
は
早
速
担
任
の
先
生

方
か
ら
事
務
的
な
手
続
き
の
説
明

に
加
え
、
皇
學
館
高
校
生
徒
と
し

て
の
あ
り
方
、
高
校
生
活
を
送
っ

て
い
く
上
で
の
心
構
え
な
ど
の
諸

注
意
を
受
け
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る

高
校
生
と
し
て
の
生
活
に
向
け
、

自
覚
を
新
た
に
し
て
い
た
。

う
で
あ
っ
た
が
、
グ
ル
ー

プ
行
動
す
る
頃
に
は
高

校
生
活
最
高
の
思
い
出
を
作

ろ
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
心
ゆ
く
ま

で
雨
の
京
都
散
策
を
楽
し
ん
で
い

た
。
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甘
甘
甘

本
法
人
関
係

翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫

同
窓
会
会
員

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

宗
教
界
神
社
界

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

館　
　

友

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

萼
の
会
保
護
者
の
会

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘

企　
　

業

　

大
学
で
は
日
本
の
伝
統
等
を
学
ぶ
こ

と
を
通
じ
て
物
事
の
本
質
を
見
出
す
こ

と
と
「
思
い
や
り
」
の
心
を
学
び
ま
し

た
。
卒
業
後
、
外
か
ら
日
本
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
の
想
い
か
ら
海
上
自

衛
隊
に
入
隊
し
ま
し
た
。
海
上
自
衛
隊

は
、勝
海
舟
と
坂
本
龍
馬
が
礎
を
築
き
、

明
治
以
降
坂
の
上
の
雲
を
見
続
け
た
帝

国
海
軍
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
ま

す
。
現
在
は
、
イ
ン
ド
洋
以
西
の
諸
活

動
、
国
際
的
な
共
同
訓
練
、
遠
洋
練
習

航
海
や
通
常
の
訓
練
等
を
通
じ
四
万
二

千
人
と
い
う
日
本
航
空
よ
り
少
な
い
人

数
で
世
界
の
海
に
広
が
る
我
が
国
の
国

益
を
護
る
任
務
に
就
い
て
い
ま
す
。
遥

か
洋
上
で
の
活
動
は
艦
艇
部
隊
と
燃

料
、
食
料
の
補
給
や
修
理
等
後
方
支
援

と
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
な
り
ま
す
が
、
日

頃
の
訓
練
等
を
通
じ
た
蓄
積
や
帝
国
海

軍
以
来
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
あ
り
、
急
遽
ソ

マ
リ
ア
に
行
け
と
言
わ
れ
て
も
驚
く
ほ

ど
に
淡
々
と
任
務
を
こ
な
し
て
い
ま

す
。

　

海
外
の
活
動
で
多
く
の
国
の
人
々
と

交
流
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
が
、
学
生

時
代
に
日
本
に
つ
い
て
学
ん
だ
お
か
げ

で
相
互
の
歴
史
等
の
違
い
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
事
が
で
き
た
と
同
時
に
、

日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
の
誇
り
を

感
じ
ま
し
た
。
皆
が
お
互
い
に
相
手
を

思
い
や
り
、
気
配
り
す
る
こ
と
で
喧
嘩

す
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
現

実
は
ド
ロ
ド
ロ
し
て
一
筋
縄
で
は
い
き

ま
せ
ん
が
国
家
間
も
基
本
は
同
じ
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

紀
元
を
遡
る
こ
と
六
六
〇
年
と
言
わ

れ
る
日
本
の
長
い
歴
史
に
誇
り
を
持
ち

愛
す
る
こ
と
が
、
世
界
に
つ
な
が
る
多

様
な
ス
テ
ー
ジ
で
活
動
す
る
礎
に
な
る

と
実
感
し
て
い
ま
す
。

水
谷
宗
和
氏　
海
上
自
衛
隊　
　
　
　
　

護
衛
艦
き
り
さ
め
艦
長

国
文
学
科
第
十
六
期（
昭
和
五
十
六
年
三
月
）卒

創立130周年・再興50周年記念事業寄付金
進捗状況

区　　分 申込件数 申込金額（円） 納入金額（円）

634 776,847,000 765,077,000

718 78,894,000 75,519,000

44 31,805,000 31,685,000

1,894 82,686,000 82,686,000

103 62,235,000 60,895,000

251 57,852,000 57,512,000

合　　　計 3,644 1,090,319,000 1,073,374,000

　

学
校
法
人
皇
學
館
の
周
年

記
念
事
業
募
金
に
つ
き
ま
し

て
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方

々
に
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
る
と
同
時
に
芳
名
を
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

掲
載
は
四
月
三
十
日
ま
で
の

到
着
分
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

◆◆
創
立
一
三
〇
周
年
・
再
興
五
十
周
年
記
念
事
業

創
立
一
三
〇
周
年
・
再
興
五
十
周
年
記
念
事
業

◆◆
皇
學
館
高
等
学
校
創
立
五
十
周
年
・
皇
學
館

皇
學
館
高
等
学
校
創
立
五
十
周
年
・
皇
學
館  

寄
付
者
芳
名

寄
付
者
芳
名

　　

中
学
校
創
立
三
十
五
周
年
記
念
事
業

中
学
校
創
立
三
十
五
周
年
記
念
事
業

 

滋
賀
県 

五
十
万
円
﹇
二
十
万
円
増
額
﹈

 

日
吉
大
社
様

（
大
津
市
坂
本
）

 

三
重
県 

五
万
円
﹇
四
万
円
増
額
﹈

 

山
路　

太
一
様

（
21
年
度
中
高
後
援
会
会
長
）

一
万
円 
西
口　

静
子
様

 

三
重
県 

四
万
円 

寺
田　

直
喜
様

三
万
円 

藤
村　

京
子
様

一
万
円 

有
門　

秀
記
様

十
万
円
﹇
五
万
円
増
額
﹈

 

山
田　
　

茂
様

六
万
円 

有
門　

秀
記
様

五
万
円 

藤
村　

京
子
様

三
万
円 

錦　

か
よ
子
様

 

愛
知
県 

十
万
円 

武
田　

直
樹
様

 

大
阪
府 

五
万
円 

大
西　

正
文
様

 

文
学
部
神
道
学
科 

三
万
円 
天
岡　

秀
雄
様

 

三
重
県 

三
十
万
円
﹇
二
十
五
万
円
増
額
﹈

 

㈱
日
精
警
備
保
障
様

◆　
　

◆　
　

◆

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

教

職

員

人

事

〔
〕内
は
旧
職
名

大

学

 

退
職  

平
成
22
年
3
月
31
日
付

文
学
部
教
授 

安
江　

和
宣

文
学
部
教
授 

渡
辺　
　

寛

文
学
部
教
授 

島
原　

泰
雄

文
学
部
教
授 

川
添　
　

裕

文
学
部
教
授 

織
田　

揮
準

文
学
部
教
授 

市
川　

千
秋

文
学
部
教
授 

西
山
嘉
代
子

大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

 

薗
田　
　

稔

教
育
学
部
教
授 

大
串
兎
紀
夫

社
会
福
祉
学
部
教
授

 

太
田　

正
己

社
会
福
祉
学
部
准
教
授

 

岩
﨑　

利
彦

神
道
研
究
所
教
授

 

牟
禮　
　

仁

佐
川
記
念
神
道
博
物
館
助
手

 

石
川　

達
也

事
務
局
局
長 

大
竹　

辰
也

法
人
本
部
監
査
室
室
長

 

山
田　
　

茂

事
務
局
学
長
室
部
長

 

中
北　

賢
治

事
務
局
財
務
部
管
財
課
課
長

 

中
川　

正
幸

社
会
福
祉
学
部
事
務
部
管
理
課

課
長 

上
村　

正
代

学
生
部
・
大
学
事
務
部
就
職
課

課
長 

堀
畑　

利
治

学
生
部
・
大
学
事
務
部
学
務
課

主
任 

藤
井　

洋
子

学
生
部
入
学
試
験
課
係
長

 

中
川　

紀
子

大
学
事
務
部
学
務
課
寮
長

 

笠
井
三
重
子

学
生
部
教
職
支
援
室
書
記

 

糀
谷　

敦
子

 

採
用  

平
成
22
年
4
月
1
日
付

大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

 

毛
利　

正
守

文
学
部
教
授 

錦　

か
よ
子

文
学
部
准
教
授 

有
門　

秀
記

教
育
学
部
教
授 

小
孫　

康
平

教
育
学
部
准
教
授

 

渡
邉　
　

毅

教
育
学
部
助
手 

藤
村　

京
子

社
会
福
祉
学
部
准
教
授

 

山
本　

智
子

現
代
日
本
社
会
学
部
教
授

 

宮
川　

泰
夫

期
限
／
平
成
25
年
3
月
31
日

現
代
日
本
社
会
学
部
准
教
授

 

岩
崎　

正
弥

現
代
日
本
社
会
学
部

特
別
招
聘
教
授 

植
芝　

守
央

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

現
代
日
本
社
会
学
部

特
別
招
聘
教
授 

須
田　
　

寛

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

佐
川
記
念
神
道
博
物
館
助
手

 

太
田　

光
俊

神
道
研
究
所
助
手

 

佐
野　

真
人

学
生
部
教
職
支
援
室
教
職
ア
ド

バ
イ
ザ
ー 

上
森　

敏
和

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

学
生
部
・
大
学
事
務
部
学
務
課

課
長（
学
生
担
当
）

 

浅
井　

誠
司

学
生
部
・
大
学
事
務
部
就
職
課

課
長 

中
井　

良
明

学
生
部
・
大
学
事
務
部
学
務
課

書
記
補 

池
山　

幸
志

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

大
学
事
務
部
学
務
課
技
術
嘱
託

 

佐
々
木
秀
子

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

法
人
本
部
館
史
編
纂
室
室
長

 

渡
辺　
　

寛

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

 

再
任
用 

文
学
部
教
授 

市
川　

千
秋

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

法
人
本
部
監
査
室
室
長

 

中
北　

賢
治

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

事
務
局
財
務
部
管
財
課
課
長

 

中
川　

正
幸

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

学
生
部
入
学
試
験
課
事
務
嘱
託

 

中
川　

紀
子

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

 

昇
格  

平
成
22
年
4
月
1
日
付

社
会
福
祉
学
部
教
授

 

鵜
沼　

憲
晴

〔
社
会
福
祉
学
部
准
教
授
〕

佐
川
記
念
神
道
博
物
館
教
授

 

岡
田　

芳
幸

〔
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
准
教
授
〕

文
学
部
教
授 

小
木
曽
一
之

〔
文
学
部
准
教
授
〕

文
学
部
教
授 

田
浦　

雅
徳

〔
文
学
部
准
教
授
〕

文
学
部
教
授 

田
口　

鉄
久

〔
文
学
部
准
教
授
〕

社
会
福
祉
学
部
教
授

 

張　
　
　

磊

〔
社
会
福
祉
学
部
准
教
授
〕

文
学
部
教
授 

吉
田　

直
樹

〔
文
学
部
准
教
授
〕

社
会
福
祉
学
部
准
教
授

 

板
井　

正
斉

〔
社
会
福
祉
学
部
講
師
〕

史
料
編
纂
所
准
教
授

 

遠
藤　

慶
太

〔
史
料
編
纂
所
講
師
〕

事
務
局
局
長 

西
谷　
　

豊

〔
事
務
局
次
長
〕

事
務
局
学
長
室
課
長

 

橋
本　
　

久

〔
事
務
局
学
長
室
課
長
補
佐
〕

法
人
本
部
総
務
部
人
事
課

課
長
心
得 

山
邉　

政
彦

〔
法
人
本
部
総
務
部
人
事
課
係
長
〕

事
務
局
財
務
部
管
財
課

課
長
補
佐 

石
橋　

弘
考

〔
事
務
局
財
務
部
管
財
課
主
任
〕

学
生
部
・
大
学
事
務
部
就
職
課

課
長
補
佐 

大
橋　

昌
一

〔
学
生
部
・
大
学
事
務
部
就
職
課
係
長
〕

学
生
部
入
学
試
験
課
課
長
補
佐

 

小
瀬
古　

学

〔
学
生
部
入
学
試
験
課
係
長
〕

 

配
置
換  

平
成
22
年
4
月
1
日
付

文
学
部
教
授 

岡
田　
　

登

〔
史
料
編
纂
所
教
授
〕

現
代
日
本
社
会
学
部
教
授

 

筒
井　

琢
磨

〔
社
会
福
祉
学
部
教
授
〕

現
代
日
本
社
会
学
部
教
授

 

新
田　
　

均

〔
文
学
部
教
授
〕

現
代
日
本
社
会
学
部
教
授

 

橋
本　

雅
之

〔
社
会
福
祉
学
部
教
授
〕

現
代
日
本
社
会
学
部
教
授

 

山
路　

克
文

〔
社
会
福
祉
学
部
教
授
〕

事
務
局
総
務
部
部
長

 

堀
井　

史
仁

〔
大
学
事
務
部
部
長
〕

 

職
名
変
更 

学
生
部
教
職
支
援
室
教
職
ア
ド

バ
イ
ザ
ー 

中
西　

正
嗣

〔
学
生
部
教
職
支
援
室
事
務
嘱
託
〕

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

高

校

 

退
職 

教
頭 

本
間　

一
誠

教
諭 

森
田
二
三
生

教
諭 

小
林　

裕
八

教
諭 

坂
井　

修
司

教
諭 

田
中　

久
志

教
諭 

森
田　

直
美

教
諭 

東　
　

博
美

養
護
助
教
諭 

山
本
あ
す
美

常
勤
講
師 

蒔
田　

幸
代

常
勤
講
師 

吉
村　

有
史

学
校
事
務
部
学
校
事
務
室

事
務
長 

近
藤　

卓
二

学
校
事
務
部
学
校
事
務
室

事
務
嘱
託 

今
西　

澄
子

 

採
用 

常
勤
講
師 

石
本　

豪
希

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

上
野　

祐
介

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

葛
山　

夕
華

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

河
俣　
　

毅

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

熊
﨑　

由
衣

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

田
中　

克
征

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

馬
場　

裕
一

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

山
﨑　

陽
祐

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

皇
學
館
高
等
学
校
養
護
助
教
諭

 

西
井　

理
紗

学
校
事
務
部
学
校
事
務
室

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー 

西　
　

良
孝

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

学
校
事
務
部
学
校
事
務
室

事
務
長 

中
尾　

信
一

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

学
校
事
務
部
学
校
事
務
室

事
務
嘱
託 

小
林　

裕
八

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

 

昇
格 

教
頭 

平
賀　

秀
忠

〔
教
諭
〕

期
限
／
平
成
24
年
3
月
31
日

教
諭 

黒
田　

大
樹

〔
常
勤
講
師
〕

教
諭 

阪
江　

萌
実

〔
常
勤
講
師
〕

教
諭 

福
西
麻
由
子

〔
常
勤
講
師
〕

教
諭 

松
本　

直
之

〔
常
勤
講
師
〕

教
諭 

芳
村　

祐
帆

〔
常
勤
講
師
〕

 

重
任 

校
長
﹇
兼
中
学
校
長
﹈

 

中
村　

貴
史

期
限
／
平
成
24
年
3
月
31
日

教
頭 

多
田　

真
二

期
限
／
平
成
24
年
3
月
31
日

 

配
置
換 

高
等
学
校
教
諭 

中
川　

隆
弘

〔
中
学
校
教
諭
〕

高
等
学
校
常
勤
講
師

 

花
井　

和
美

〔
中
学
校
常
勤
講
師
〕

中

学

 

退
職 

教
頭 

松
本　

裕
人

教
諭 

伊
藤　

文
廣

 

採
用 

常
勤
講
師 

田
中　

秀
幸

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

常
勤
講
師 

服
部　

篤
志

期
限
／
平
成
23
年
3
月
31
日

 

昇
格 

教
頭 

服
部　

円
美

〔
教
諭
〕

期
限
／
平
成
24
年
3
月
31
日

教
諭 

元
永　

恵
子

〔
常
勤
講
師
〕

 

配
置
換 

中
学
校
教
諭 

安
道　

里
巳

〔
高
等
学
校
教
諭
〕

皇學館高等学校創立50周年・皇學館中学校創立35
周年記念事業寄付金進捗状況

区　　分 申込件数 申込金額（円） 納入金額（円）

2 150,000 150,000

40 4,090,000 4,000,000

15 425,000 425,000

127 6,603,000 6,603,000

54 910,000 910,000

125 3,685,000 3,585,000

合　　　計 363 15,863,000 15,673,000

皇 學 館 学 園 報()　第26号 平成22年 5 月31日７



※掲載内容は、昨年度のプログラムです。
　変更する場合がありますので、詳細はＨＰをご確認ください。

伊
勢
学
舎
の
学
食
が
充
実

　

イベントの時間・申込方法等のお問合せは各学舎まで
伊勢学舎☎☎0596・22・0201㈹ 名張学舎☎☎0595・61・3351㈹

２カ月イベント情報

　

本
学
国
史
学
科
が
平
成
十
九
年
度
に

購
入
し
た
戦
国
時
代
の
古
文
書
。
天
正

元
年（
一
五
七
三
）、
織
田
信
長
は
伊
勢

長
島
一
向
一
揆
平
定
の
た
め
、
伊
勢
国

司
北
畠
家
を
介
し
て
、
伊
勢
大
湊
に
出

船
要
請
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
、
伊
勢

河
崎
に
対
し
て
も
「
要
害
船
一
艘
」
を

楠
浦
ま
で
出
船
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
符
合

す
る
本
文
書
は
、
天
正
元
年
の
も
の
と

考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
本
文
書
の

差
出
人
滝
川
一
益
は
、
織
田
信
長
に
仕

え
て
、
主
に
伊
勢
方
面
で
活
躍
し
た
武

将
。
北
畠
攻
め
や
長
島
攻
め
の
主
力
と

な
り
、
長
島
一
揆
壊
滅
後
に
は
長
島
城

主
と
な
っ
た
。
本
文
書
に
よ
れ
ば
一
益

は
、
河
崎
老
分
中
（
中
世
河
崎
の
自
治

組
織
）
か
ら
鉄
砲
を
借
り
て
お
り
、
戦

国
期
に
お
け
る
河
崎
が
、
あ
た
か
も
同

時
期
に
お
け
る
泉
州
堺
の
如
き
、
武
装

可
能
な
「
自
治
都
市
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。
伊
勢
の
中
世
史
を

語
る
上
で
も
、
き
わ
め
て
貴
重
な
史
料

と
言
え
よ
う
。

武装可能な自治都市であった河崎

ミュージアムミュージアム

翻
刻

皇學館皇學館

戦国時代の古文書
せんごくじだいのこもんじょ

先
度
鉄
砲
事

申
候
之
處
、
則
預
借
□

喜
悦
之
至
ニ
候
、
此
表
悉

任
存
分
候
、
次
先
日
浦
一

舟
召
寄
候
刻
、
各
馳

走
之
由
、
祝
着
無
極
候
、

爰
元
御
用
不
可
有
疎
遠
候
、

恐
々
謹
言

 

十
一
月
五
日　

一
益
（
花
押
）

　

川
崎

　
　

老
分
中

伊
勢
学
舎
の
学
食
が
充
実

「
い
〜
菜
食
堂
」オ
ー
プ
ン

れ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。
ま

た
学
生
た
ち
が
毎
日
で
も
利

用
で
き
る
よ
う
に
と
低
価
格

に
抑
え
、
メ
ニ
ュ
ー
に
ど
こ

か
〝
ひ
と
ひ
ね
り
〞
効
か
せ

て
い
る
の
も
人
気
の
理
由
。

た
と
え
ば
あ
る
日
の
日
替
わ

り
定
食（
四
百
円
）の
メ
イ
ン

は
「
ミ
ル
フ
ィ
ー
ユ
カ
ツ
」。

薄
切
り
豚
肉
の
間
に
チ
ー
ズ

や
イ
ン
ゲ
ン
な
ど
が
層
状
に

挟
ん
で
あ
り
、
サ
ク
サ
ク
の

衣
と
色
々
入
っ
た
具
の
食
感

が
楽
し
い
。
店
長
の
根
津
由

美
さ
ん
は
「
一
人
暮
ら
し
の

学
生
も
多
い
の
で
、
栄
養
面

で
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
き
た
い
」
と
語
る
。

　

お
な
じ
み
の
一
階
の
学
食

も
四
月
か
ら
「
ユ
ー
ズ
キ
ッ

チ
ン
」（
㈱
魚
国
総
本
社
）と

名
前
が
つ
い
た
。
こ
ち
ら
の

魅
力
は
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点

の
定
食
と
種
類
豊
富
な
単
品

メ
ニ
ュ
ー（
五
十
円
〜
）。
た

こ
焼
き
や
コ
ロ
ッ
ケ
な
ど
毎

　

四
月
九
日
、
倉
陵
会
館
の

二
階
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
い

〜
菜
食
堂
」。
さ
っ
そ
く
、女

子
学
生
を
中
心
に
人
気
を
集

め
て
い
る
。
運
営
す
る
㈲
キ

ャ
リ
オ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
は
全

員〝
マ
マ
〞。
も
と
は
幼
稚
園

児
の
母
親
ら
が
お
い
し
く
安

全
な
弁
当
を　
　

と
の
思
い

で
集
ま
っ
た
集
団
だ
。
度
会

町
の
契
約
農
家
か
ら
仕
入
れ

る
米
や
茶
、
自
然
農
法
で
育

て
ら
れ
た
鶏
の
卵
な
ど
、味
・

栄
養
価
と
も
に
よ
く
、
地
産

地
消
の
安
心
素
材
を
取
り
入

　

日
本
文
化
の
素
晴
ら
し
さ

を
体
現
で
き
る
人
材
育
成
を

め
ざ
し
、
本
学
が
平
成
二
十

年
度
入
学
生
か
ら
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

「
伝
統
の
心
と
技
」が
三
年
目

に
入
り
、
ま
す
ま
す
充
実
し

た
教
育
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
特
筆
す
べ
き
は
一
流
の

講
師
、
教
授
陣
だ
。
た
と
え

ば
、「
武
道
」
の
担
当
教
員
の

ひ
と
り
・
植
芝
守
央
氏
は
合

気
道
の
開
祖
で
あ
る
植
芝
盛

平
氏
の
孫
に
あ
た
り
現
合
気

道
道
主
。
文
武
両
道
を
は
じ

め
と
す
る
本
学
の
教
育
方
針

に
深
い
理
解
を
示
し
、
稽
古

を
通
し
て
心
身
の
鍛
練
と
人

材
育
成
に
取
り
組
ん
で
く
だ

さ
っ
て
い
る
。「
能
」の
指
導

者
は
能
楽
師
の
高
林
白
牛
口

二
氏
と
観
世
喜
正
氏
。
日
本

を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
で
あ

る
能
楽
（
能
）
を
学
ぶ
こ
と

で
、
若
い
世
代
に
も
古
典
芸

能
を
身
近
な
も
の
と
し
て
感

じ
取
っ
て
ほ
し
い
、
と
意
気

込
み
を
語
る
。
ほ
か
、
㈳
茶

道
裏
千
家
淡
交
会
参
事
を
務

め
る
淺
沼
宗
博
氏
、
落
語
家

で
本
学
の
卒
業
生
で
も
あ
る

三
遊
亭
栄
楽
氏
、
日
本
マ
ナ

ー
・
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
協
会
の

堀
田
明
美
氏
な
ど
、
様
々
な

顔
触
れ
で
あ
る
。

　
「
茶
道
」を
受
講
し
て
い
た

神
道
学
科
一
年
の
本
田
拓
哉

さ
ん
は
「
神
職
を
め
ざ
し
て

い
る
の
で
、
正
座
な
ど
正
し

い
所
作
を
身
に
付
け
た
い
」

と
選
択
し
た
理
由
を
明
か

す
。
教
育
学
科
一
年
の
辻
岡

美
紀
さ
ん
は
「
母
が
茶
道
を

し
て
い
た
の
で
、
わ
た
し
も

や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

先
生
が
丁
寧

に
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
の

で
分
か
り
や

す
か
っ
た
」

と
感
想
を
話

し
て
い
た
。

「
囲
碁
」を
選

ん
だ
神
道
学
科
一
年
の
佐
々

木
美
紗
さ
ん
は「
漫
画
の『
ヒ

カ
ル
の
碁
』を
読
ん
で
い
て
、

ル
ー
ル
な
ど
を
き
ち
ん
と
知

り
た
い
と
思
っ
た
」
と
現
代

の
若
者
ら
し
い
動
機
を
語

り
、
こ
の
日
は
特
別
に
日
本

棋
院
棋
士
の
水
戸
夕
香
里
女

流
三
段
が
講
師
と
し
て
招
か

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て

「
現
役
の
プ
ロ
の
方
に
教
え

て
も
ら
え
て
光
栄
で
す
」
と

感
動
し
た
様
子
だ
っ
た
。

一流の布陣で一流の教育を
カリキュラム「伝統の心と技」

編
集
後
記

◆
学
園
報
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
一

年
。
多
数
の
お
便
り
と
お
礼
状
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。◆
新
緑

か
ら
梅
雨
の
季
節
へ
。
紫
陽
花
の
開

花
に
や
ぶ
蚊
の
襲
来
…
。
倉
田
山
の

季
節
の
移
り
変
わ
り
を
日
々
実
感
し

て
い
ま
す
。
◆
今
春
よ
り
ス
タ
ー
ト

し
た
女
子
プ
ロ
野
球
。
開
幕
か
ら
五

連
敗
し
て
い
た
京
都
ア
ス
ト
ド
リ
ー

ム
ス
の
歴
史
的
初
白
星
は
、
本
学
出

身
の
大
倉
三
佳
投
手
の
完
封
勝
利
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
チ
ー

ム
の
主
将
も
務
め
る
大
倉
さ
ん
の
活

躍
に
今
後
も
期
待
で
す
! 【
総
務
課
】

日
約
十
種
類
以
上
あ
り
、
中

で
も
人
気
の
揚
げ
だ
し
豆
腐

（
百
円
）は
売
り
切
れ
に
な
る

ほ
ど
だ
と
い
う
。

　

充
実
し
た
学
生
生
活
を
送

る
た
め
に
も
重
要
な
〝
食
生

活
〞。
学
生
も
作
り
手
も
笑

顔
の
絶
え
な
い
二
つ
の
学
生

食
堂
は
、
こ
れ
か
ら
も
学
生

た
ち
を
し
っ
か
り
と
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

6月
 12●土   月例文化講座 伊勢学舎
  持統天皇の伊勢行幸と第一回式年遷宮

◆◆岡田登国史学科教授
  　　   週末あそび塾 名張学舎
  竹で基地を作ろう! スター☆ドームに挑戦

◆◆叶俊文社会福祉学科教授
 19●土   史料編纂所夏セミナー① 伊勢学舎
  中世文書を読む◆◆多田實道国史学科講師
      月例文化講座 名張学舎
  これからの特別支援学校　センター的役割と

しての地域支援　◆◆酒井研作社会福祉学科助教
 23●水   ちょっとちょっと講義 まちなか研究室事務室
  ケアプランを作成してみましょう

◆◆野尻京子社会福祉学科准教授
 24●木   名張の地域文化を語る会 まちなか研究室事務室
  「木と名張文化」

◆◆伊井野雄二氏〔NPO法人赤目の里山を育てる会理事〕
 25●金   神道研究所公開学術講演会 伊勢学舎
  近世陰陽道と暦

◆◆林淳愛知学院大学文学部宗教文化学科教授
 26●土   神道博物館教養講座 神道博物館（伊勢学舎）
  太宰府天満宮の祭り　その成立と変遷　

◆◆太宰府天満宮 禰宜　味酒安則氏7月
 3●土   週末あそび塾 名張学舎
  あそびの丘◆◆叶俊文社会福祉学科教授
 10●土   月例文化講座 伊勢学舎
  鎌倉時代の遷宮◆◆多田實道国史学科講師
  　　   みえアカデミックセミナー 三重県生涯学習センター
  聖徳太子と公務員◆◆新田均現代日本社会学科教授
  福祉と経済「子ども手当」について考える

◆◆山路克文現代日本社会学科教授
 17●土   史料編纂所夏セミナー② 伊勢学舎
  中世文書を読む◆◆多田實道国史学科講師
 17●土～19●祝
    週末あそび塾 名張学舎
  名張学舎でキャンプをしよう

◆◆叶俊文社会福祉学科教授
 21●水   神道博物館夏休み親子教室第1回 伊勢和紙館（大豊和紙工業㈱）
  手すき和紙で折り染めのうちわをつくろう

◆◆伊勢和紙館（大豊和紙工業㈱）スタッフ
 22●木   名張の地域文化を語る会 まちなか研究室事務室
  「火と名張文化　名張の大火と愛宕さん　」

◆◆山口浩司氏〔名張市史編さん室〕
 24●土   月例文化講座 名張学舎
  超高齢社会とクルマの役割

◆◆笠原正嗣社会福祉学科准教授
 25●日   史料編纂所 第18回公開講座 伊勢学舎
  日本書記・古事記の世界◆◆岡田登国史学科教授・

荊木美行史料編纂所教授・遠藤慶太史料編纂所准教授
  　　   神道博物館夏休み親子教室第2回 伊勢和紙館（大豊和紙工業㈱）
  手すき和紙で折り染めのうちわをつくろう

◆◆伊勢和紙館（大豊和紙工業㈱）スタッフ
 28●水   ちょっとちょっと講義 まちなか研究室事務室
  教育における「格差」◆◆酒井研作社会福祉学科助教

皇 學 館 学 園 報平成22年 5 月31日 　第26号　()８


