
 

　

変
革
期
の

変
革
期
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
語
る

像
を
語
る

　

先
日
、
就
任
早
々
の
大
臣

が
辞
任
し
た
。
被
災
者
の
心

を
傷
つ
け
る
発
言
の
責
任
を

と
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
。
人

を
励
ま
し
勇
気
づ
け
る
の
は

言
葉
で
あ
る
が
、
人
の
心
を

傷
つ
け
落
胆
さ
せ
る
の
も
言

葉
で
あ
る
。
そ
の
人
の
言
葉

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
態
度

も
被
災
者
の
気
持
ち
に
寄
り

添
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え

な
か
っ
た
。
気
持
ち
は
態
度

に
も
表
れ
る
の
で
あ
る
▼
昨

年
話
題
に
な
っ
た
詩
集
、
柴

田
ト
ヨ
さ
ん
の
白
寿
の
処
女

詩
集
『
く
じ
け
な
い
で
』
は
、

本
欄（
第
29
号
）で
も
取
り
上

げ
ら
れ
た
。
新
聞
に
投
稿
し

た
詩
が
選
者
の
目
に
留
ま

り
、
詩
集
に
ま
で
な
っ
た
の

で
あ
る
。
プ
ロ
の
詩
人
で
は

な
い
。
平
易
な
言
葉
で
あ
る

が
、
そ
の
詩
が
人
々
に
感
動

を
与
え
る
。
そ
の
理
由
は
、

作
者
の
感
性
も
あ
る
の
だ

が
、
誠
実
に
人
生
を
歩
ん
で

き
た
姿
勢
が
詩
に
投
影
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
▼
東

日
本
大
震
災
後
、
テ
レ
ビ
で

金
子
み
す
ゞ
や
宮
澤
章
二
の

詩
の
一
節
が
多
く
流
さ
れ
話

題
に
な
っ
た
。
日
頃
、
詩
に

縁
が
な
い
と
感
じ
て
い
た
人

で
も
、
詩
を
身
近
に
感
じ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、

宮
澤
の
「
行
為
の
意
味
」
の

一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
確
か
に
〈
こ
こ
ろ
〉
は
だ
れ

に
も
見
え
な
い
／
け
れ
ど

〈
こ
こ
ろ
づ
か
い
〉は
見
え
る

の
だ
／
そ
れ
は　

人
に
対
す

る
積
極
的
な
行
為
だ
か
ら
」。

倉
田
山

節電にご協力を!

皇
學
館
大
学
教
育
講
演
会

変
革
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リ
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語
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講
師
◆

葛
西
敬
之
氏

大大
お お

御御
み

心心
こ こ ろ

に胸熱く、心に復興を誓うに胸熱く、心に復興を誓う
帰宅難民帰宅難民となり、となり、皇居皇居に宿泊させていただく宿泊させていただく

皇居勤労奉仕
　

学
生
有
志
に
よ
る
「
皇
居

勤
労
奉
仕
団
」
が
三
月
八
日

か
ら
十
一
日
ま
で
の
四
日

間
、
勤
労
奉
仕
を
行
っ
た
。

参
加
し
た
団
員
は
二
十
名
。

最
終
日
に
奇
し
く
も
東
日
本

大
震
災
に
遭
遇
し
た
こ
と

で
、
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
日

に
な
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
時
の
様
子
を
、
団
長

を
務
め
た
国
史
学
科
三
年
の

柴
田
晃
治
郎
君
は
次
の
よ
う

に
語
る
。

「
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
よ
り

御
会
釈
と
労
い
の
御
言
葉
を

賜
っ
た
後
、
賜
物
の
伝
達
式

に
参
加
す
る
た
め
宮
内
庁
庁

舎
に
向
か
い
ま
し
た
。
伝
達

式
直
前
に
凄
ま
じ
い
地
響
き

が
聞
こ
え
地
震
の
発
生
を
知

り
ま
し
た
。
大
学
へ
連
絡
し

よ
う
に
も
携
帯
電
話
が
な
か

な
か
通
じ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

中
、
両
陛
下
の
特
別
な
思
し

召
し
に
よ
り
、
皇
居
内
の
窓

明
館
で
一
泊
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
」。

　

夕
刻
に
は
両
陛
下
が
奉
仕

団
員
の
体
調
を
御
心
配
く
だ

さ
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
聞

い
た
。
翌
十
二
日
早
朝
に
は

皇
后
陛
下
が
御
み
ず
か
ら
窓

明
館
へ
御
越
し
く
だ
さ
り
、

「
大
丈
夫
で
す
か
」「
体
調
が

悪
い
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
ん
か
」
と
御
言
葉
を
か
け

て
く
だ
さ
っ
た
ば
か
り
か
、

体
調
を
崩
し
宮
内
庁
病
院
へ

入
院
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

た
女
子
団
員
に
御
見
舞
い
を

賜
っ
た
と
い
う
。

　
「
こ
の
貴
重
な
体
験
を
心

に
刻
む
と
と
も
に
、
あ
り
が

た
い
皇
室
を
戴
く
日
本
人
と

し
て
こ
れ
か
ら
の
復
興
に
貢

献
し
た
い
」と
語
る
柴
田
君
。

両
陛
下
の
温
か
い
御
心
配
り

に
触
れ
、
そ
の
思
い
を
一
層

強
く
し
た
よ
う
だ
。

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
発
電
設
備
の
被
災
に
続

き
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
停
止
に
よ
り
今
夏
の

電
力
需
給
が
厳
し
く
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
学
に
お
き
ま
し
て
も
、
前
年
度
使
用
量
の

十
五
％
減
を
目
標
に
節
電
行
動
計
画
を
策
定
し
、

照
明
や
空
調
設
備
の
使
用
時
間
短
縮
な
ど
電
力
削

減
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
実
施
に
あ
た
っ
て
は
教

職
員
・
学
生
な
ら
び
に
関
係
各
位
に
ご
不
便
、
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
致
し
ま
す
。

　

七
月
十
一
日
、
名
古
屋
駅
前
の
ウ
イ
ン
ク
あ
い
ち（
愛
知
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
）に
お

い
て
本
学
客
員
教
授
で
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長
の
葛
西
敬
之
氏
が

講
演
を
行
っ
た
。
演
題
は「
日
本
が
必
要
と
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」。
時
宜
を
得
た
テ

ー
マ
で
も
あ
り
、
定
員
八
〇
一
名
の
会
場
が
ほ
ぼ
満
員
と
な
る
大
盛
況
で
あ
っ
た
。

　

清
水
潔
学
長
の
挨
拶
に
続

き
壇
上
に
立
っ
た
葛
西
敬
之

氏
。
講
演
で
は
、
国
鉄
の
分

割
民
営
化
な
ど
数
々
の
困
難

を
乗
り
切
っ
て
き
た
鉄
道
人

生
を
振
り
返
り
、
平
時
と
非

常
時
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
違
い
に
つ
い
て
「
①

大
戦
略
の
提
起
、②
企
画
・
立

案
、③
統
率
・
実
行
と
い
う
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
必
要
な
三

要
素
の
中
で
、
地
図
の
な
い

道
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
変
革
の
時
代
に
は
①
の
大

局
を
見
て
長
期
を
展
望
で
き

る
資
質
が
と
く
に
求
め
ら
れ

る
」と
語
っ
た
。
そ
し
て
、日

本
を
近
代
国
家
に
作
り
変
え

た
明
治
維
新
を
成
功
例
、
戦

争
へ
と
突
入
す
る
原
因
を
作

っ
た
近
衛
内
閣
を
失
敗
例
に

挙
げ
、「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が

弱
く
大
衆
に
迎
合
す
る
と
国

の
弱
体
化
、衰
退
化
を
招
く
。

民
に
従
う
の
で
は
な
く
、
民

を
導
く
の
が
リ
ー
ダ
ー
の
務

め
」
と
示
唆
に
富
む
発
言
を

し
て
い
た
。
そ
の
上
で
混
迷

を
極
め
る
復
興
対
応
や
原
発

問
題
に
触
れ
、「
東
日
本
大
震

災
後
の
国
難
を
乗
り
切
る
た

め
に
は
、
国
政
を
指
導
す
る

強
い
真
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

が
必
要
。日
本
に
は
今
、原
発

ア
レ
ル
ギ
ー
が
拡
が
っ
て
い

る
が
、
量
・
質
・
コ
ス
ト
を
鑑

み
る
と
原
子
力
の
代
替
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
存
在
し
え
な
い
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
流
さ
れ
る

こ
と
な
く
現
実
を
直
視
し
、

リ
ス
ク
を
見
据
え
な
が
ら
安

全
対
策
を
強
化
し
、
人
知
と

努
力
を
尽
く
し
て
リ
ス
ク
を

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
し
て
い
く
こ

と
が
肝
要
だ
」
と
持
論
を
展

開
し
た
。
ま
た
、
原
発
問
題

に
つ
い
て
は
「
事
故
の
収
束

と
賠
償
、
安
定
的
な
電
力
供

給
の
両
方
を
一
つ
の
企
業
が

行
う
の
は
不
可
能
。
東
京
電

力
の
活
力
を
失
わ
せ
な
い
よ

う
な
再
建
策
を
用
い
る
べ

き
」と
し
、ス
リ
ー
マ
イ
ル
島

原
発
事
故
の
際
に
ア
メ
リ
カ

が
と
っ
た
対
策
を
例
に
挙
げ

な
が
ら
「
廃
炉
の
処
理
と
賠

償
問
題
は
国
が
行
い
、
電
力

供
給
は
東
京
電
力
が
行
う
、

と
い
う
よ
う
に
責
任
の
所
在

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が

重
要
。
明
確
な
目
標
が
与
え

ら
れ
て
こ
そ
、
人
や
組
織
は

活
性
化
す
る
も
の
だ
。
東
京

電
力
を
日
本
経
済
や
国
民
生

活
の
た
め
に
安
定
的
な
電
力

供
給
が
で
き
る
活
力
あ
る
企

業
に
再
生
さ
せ
て
こ
そ
、
原

発
事
故
に
よ
る
国
民
負
担
は

最
小
化
す
る
」
と
現
実
的
な

解
決
策
を
提
示
し
た
。

　

会
場
に
は
愛
知
県
内
の
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
を
中
心
に
約
八

百
名
が
聴
講
に
訪
れ
た
。
国

鉄
民
営
化
を
成
し
遂
げ
た
実

績
を
持
つ
葛
西
氏
の
体
験
的

リ
ー
ダ
ー
論
に
、
熱
心
に
メ

モ
を
と
る
姿
が
多
く
見
ら
れ

た
。

　

名
古
屋
市
内
の
会
社
に
勤

め
る
と
い
う
五
十
代
の
男
性

は
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
必

要
な
資
質
に
つ
い
て
よ
く
理

解
で
き
た
」
と
語
っ
た
。
三

十
代
の
女
性
は
「
具
体
例
を

挙
げ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
の

で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
歴

史
は
繰
り
返
す
と
思
っ
た
」

と
感
想
を
話
し
て
い
た
。
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き
た
お
か
し
ろ
う
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皇
學
館
女
子
短
期
大
学
の
創
設
に
尽
力

北
岡
四
良　

き
た
お
か
し
ろ
う

そ
の
人
で
あ
る
。
遺
言
に
「
蔵
書
一
切
附

属
図
書
館
に
寄
贈
す
べ
し
」
と
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
が
、
廃
学
以
来
再
興
に
至
る
ま

で
に
刊
行
さ
れ
た
国
語
学
関
係
の
も
の
も

多
く
含
み
、
本
学
に
と
っ
て
欠
落
の
十
七

年
を
補
う
重
要
な
図
書
群
で
あ
る
。

　

北
岡
の
専
門
は
国
語
学
で
、
特
に
谷
川

士
清
と
そ
の
女
婿
で
あ
る
蓬
莱
尚
賢
の
研

究
や
三
重
県
方
言
の
研
究
は
有
名
で
あ

る
。
三
重
県
方
言
の
記
述
的
研
究
を
め
ざ

し
た『
三
重
県
方
言
資
料
集
』は
志
摩
・
伊

賀
・
南
勢
の
各
篇
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
牟

婁
篇
は
脱
稿
し
た
も
の
の
未
刊
行
に
終
っ

た
。
こ
の
資
料
集
は『
日
本
国
語
大
辞
典
』

の
方
言
項
目
の
資
料
と
し
て
も
用
い
ら

れ
、現
在
に
至
る
ま
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

北
岡
は
三
重
県
立
宇
治
山
田
中
学
校
を

卒
業
後
、
神
宮
皇
學
館
に
進
む
。
皇
學
館

で
は
国
漢
を
専
攻
す
る
第
一
部
で
学
び
、

昭
和
十
年
本
科
卒
業
。
さ
ら
に
研
究
科
を

経
て
神
宮
文
庫
司
書
と
な
っ
た
。
当
時
の

神
宮
文
庫
は
神
宮
皇
學
館
長
の
所
管
で
将

来
を
嘱
望
さ
れ
た
者
が
司
書
に
就
い
た
。

つ
い
で
、
昭
和
十
四
年
の
大
阪
府
立
阿
倍

野
高
等
女
学
校
教
諭
を
皮
切
り
に
静
岡
や

三
重
県
内
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
阿
倍
野
高

女
赴
任
に
あ
た
っ
て
は
後
任
の
文
庫
司
書

を
西
川
順ま

さ

土た
み（
後
、皇
學
館
大
学
史
料
編
纂

所
教
授
）
が
固
辞
し
た
た
め
に
着
任
が
遅

れ
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。ま
た
、

西
宮
一
民（
後
、
皇
學
館
大
学
長
）が
「
北

岡
先
生
が
、
論
文
は
書
く
こ
と
で
考
え
が

ま
と
ま
る
、
と
言
わ
れ
た
。
自
分
と
同
じ

だ
と
思
っ
て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
」
と
学

生
に
語
っ
て
い
る
が
、
西
宮
ほ
ど
の
学
者

も
あ
こ
が
れ
た
先
輩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
八
年
、
皇
學
館
大
学
教
務
課

長
兼
皇
學
館
高
等
学
校
主
事
と
し
て
母

館
・
皇
學
館
大
学
に
帰
っ
た
。高
等
学
校
の

設
置
や
昭
和
四
十
一
年
の
皇
學
館
女
子
短

期
大
学（
後
、
皇
學
館
短
期
大
学
）の
創
設

に
尽
力
し
、
助
教
授
・
教
授
を
歴
任
し
た
。

こ
の
短
期
大
学
の
陣
容
を
み
る
と
神
宮
皇

學
館
関
係
者
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

神
宮
皇
學
館
の
同
期
生
に
「
わ
れ
わ
れ
が

神
宮
皇
學
館
で
学
ん
だ
史
学
と
違
っ
た
や

り
か
た
を
す
る
人
が
い
る
の
で
、
い
さ
さ

か
寂
し
い
」と
語
っ
た
と
さ
れ
る
が
、北
岡

の
も
つ
神
宮
皇
學
館
の
学
の
印
象
、
そ
れ

は
司
馬
遼
太
郎
が
神
宮
皇
學
館
の
卒
業
生

に
も
つ
印
象
で
あ
る
「
江
戸
中
期
の
日
本

的
な
人
文
科
学
の
思
考
法
の
合
理
的
な
部

分
を
う
け
つ
い
で
い
る
」（『
街
道
を
ゆ
く

壱
岐
・
対
馬
の
道
』）こ
と
と
も
重
な
ろ
う
。

北
岡
は
そ
の
継
承
を
短
期
大
学
に
構
想
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
短

期
大
学
を
発
展
的
に
解
消
さ
せ
て
文
学
部

に
教
育
学
科
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
り
、

昭
和
五
十
一
年
、
北
岡
は
短
期
大
学
廃
学

に
伴
っ
て
国
文
学
科
へ
移
籍
し
て
い
る
。

　

酒
豪
で
も
知
ら
れ
、「
酔
泣
き
」
す
る
ま

で
飲
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
昭
和
五
十
二
年

六
月
、
六
十
四
歳
で
生
涯
を
閉
じ
た
。

 

文
学
部
准
教
授　

齋
藤　

平

　

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
に
「
北
岡
四

良
文
庫
」
が
あ
る
。
谷
川
士
清
を
は
じ
め

と
す
る
国
学
関
係
の
和
本
を
中
心
に
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
旧
蔵
者
が
北
岡
四
良

百
名
百
名
がが
写
真
写
真
のの
清
浄
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

清
浄
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
功
績

が
あ
っ
た
人
に
贈
ら
れ
る
春

の
叙
勲
（
四
月
二
十
九
日
付

発
令
）で
、本
学
の
宗
林
正
人

名
誉
教
授
が
瑞
宝
中
綬
章
を

受
章
し
た
。
宗
林
先
生
は
ア

ブ
ラ
ム
シ
の
生
態
学
・
分
類

学
に
お
け
る
世
界
的
研
究

者
。
約
五
十
年
に
及
ぶ
研
究

活
動
の
中
で
六
十
三
種
に
及

ぶ
新
種
の
発
見
や
分
類
、
標

本
の
作
成
な
ど
で
大
き
な
成

果
を
上
げ
た
。
受
章
に
つ
い

て
、「
こ
の
よ
う
な
名
誉
な
章

を
い
た
だ
け
る
と
は
思
い
も

よ
ら
な
か
っ
た
」
と
謙
虚
に

喜
び
を
語
る
。

　

一
九
二
六
年
生
ま
れ
。
高

校
の
生
物
教
師
を
し
て
い
た

が
、
三
十
歳
の
と
き
、
思
い

切
っ
て
研
究
者
の
世
界
に
飛

び
込
ん
だ
。
当
時
、
ア
ブ
ラ

ム
シ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

っ
た
高
橋
良
一
先
生
に
師
事

し
た
縁
で
同
じ
道
を
歩
む
こ

と
に
。「
こ
の
虫
に
す
っ
か
り

魅
せ
ら
れ
ま
し
て
な
」と
、野

外
調
査
や
採
集
、
飼
育
に
没

頭
し
た
日
々
を
振
り
返
る
。

　

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六

六
）に
本
学
に
奉
職
。研
究
分

野
を
分
類
学
に
転
向
し
、
過

去
十
年
に
集
め
た
資
料
を
も

と
に
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
分
類
整

理
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
、

特
別
に
許
可
を
い
た
だ
き
伊

勢
神
宮
の
神
域
や
宮
域
林
の

学
術
調
査
に
も
着
手
。
多
く

の
新
種
の
発
見
や
生
態
に
関

す
る
新
知
見
に
つ
な
が
っ

た
。「
ア
ブ
ラ
ム
シ
は
害
虫
で

は
あ
っ
て
も
、
憎
む
べ
き
存

在
で
は
な
い
。
根
絶
や
し
に

す
れ
ば
彼
ら
を
捕
食
し
て
い

る
虫
や
鳥
も
い
な
く
な
る
。

つ
ま
り
、
人
間
と
同
じ
く
、

自
然
サ
イ
ク
ル
を
支
え
る
生

命
体
の
一
つ
な
ん
で
す
よ
」。

　

研
究
生
活
の
傍
ら
、
学
内

で
は
寮
監
や
学
生
部
長
、
文

学
部
長
と
し
て
教
育
指
導
に

従
事
。
ま
た
、
図
書
館
長
や

神
道
博
物
館
長
な
ど
要
職
を

歴
任
し
、
本
学
の
発
展
に
多

大
な
貢
献
を
さ
れ
た
。
教
職

を
め
ざ
す
学
生
に
は
「
自
分

で
飼
育
し
て
み
る
と
ア
ブ
ラ

ム
シ
の
繁
殖
力
や
自
然
が
い

か
に
う
ま
い
仕
組
み
に
な
っ

　

東
日
本
大
震
災
の
津
波
被

害
に
よ
り
泥
に
ま
み
れ
た
写

真
や
ア
ル
バ
ム
の
洗
浄
作
業

が
六
月
十
八
日
、
二
十
五
日

に
本
学
で
行
わ
れ
、
の
べ
約

百
名
の
学
生
・
教
職
員
が
参

加
し
た
。

　

こ
の
活
動
は
、「
思
い
出
戻

し
隊
・
み
え
」
と
い
う
名
称

で
み
え
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

支
援
セ
ン
タ
ー
が
県
内
各
地

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を

得
な
が
ら
活
動
し
て
き
た
も

の
。
伊
勢
市
で
は
い
せ
市
民

活
動
セ
ン
タ
ー
が
拠
点
と
な

っ
て
い
た
。

　

今
回
は
本
学
の
学
生
に
た

く
さ
ん
参
加
し
て
も
ら
お
う

と
、
い
せ
市
民
活
動
セ
ン
タ

ー
と
皇
學
館
大
学
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ル
ー
ム
が
協
力
し
、
場

所
を
本
学
に
移
し
て
実
施
さ

れ
た
。
写
真
は
み
え
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
セ
ン
タ
ー

　

本
学
と
連
携
協
定
を
結
ん
で
い
る
伊
勢
市
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
〝
地
元

愛
〞
を
町
づ
く
り
に
活
か
す
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
伊
勢
市
役
所
の
方
々

に
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
や
伊
勢
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

皇
學
館
大
学
と
伊
勢
市
は
、
お
互
い

の
関
係
を
強
化
し
、
文
化
・
教
育
・
学

術
等
の
分
野
で
相
互
に
機
能
向
上
を
図

る
と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
と
人
材

の
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
平

成
二
十
年
七
月
十
一
日
に
連
携
協
定
を

締
結
し
ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
主
な
取
り
組
み
と
し
て

は
、
伊
勢
市
が
行
う
計
画
策
定
へ
教
授

や
准
教
授
の
方
々
が
有
識
者
と
し
て
参

加
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
学
生
に
よ
る

「
市
役
所
見
学
」「
市
長
ト
ー
ク
in
キ
ャ

ン
パ
ス
」「
環
境
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
〜
大
学

生
と
語
る
伊
勢
の
環
境
〜
」「
教
育
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
〜
教
員
志
望
の
学

生
の
活
躍
〜
」
な
ど
が
あ
り
、
今
後
も

そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
て
い
く

予
定
で
す
。

　

皆
さ
ん
が
皇
學
館
大
学
に
入
学
さ

れ
、
大
学
生
活
を
こ
の
伊
勢
市
で
過
ご

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
何
か
の

「
縁
」で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
伊
勢

と
い
う
ま
ち
を
舞
台
に
様
々
な
貴
重
な

経
験
を
し
て
い
た
だ
き
、
卒
業
さ
れ
て

か
ら
も
、「
伊
勢
は
い
い
ま
ち
だ
よ
」
と

友
人
に
自
慢
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
魅

力
あ
る
ま
ち
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

伊
勢
に
住
ま
れ
て
い
る
方
は
も
ち
ろ

ん
、
伊
勢
を
訪
れ
る
方
に
と
っ
て
も
、

愛
着
や
誇
り
の
持
て
る
ま
ち（
伊
勢
市
）

と
な
る
よ
う
に
、
皇
學
館
大
学
の
皆
さ

ま
の
お
力
を
お
借
り
し
な
が
ら
、
又
、

学
生
の
視
点
で
の
ご
意
見
も
い
た
だ
き

な
が
ら
、
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

〝
学
生
の
視
点
〞に
期
待

て
い
る
か
、
驚
か
さ
れ
る
。

体
験
を
通
し
て
学
ん
だ
知
識

や
技
術
は
机
上
で
得
た
そ
れ

よ
り
も
ず
っ
と
深
く
、
教
え

ら
れ
る
側
に
と
っ
て
も
心
に

残
る
だ
ろ
う
。
教
壇
に
立
つ

前
に
、
実
際
に
自
分
で
い
ろ

ん
な
こ
と
を
経
験
し
て
ほ
し

い
」
と
エ
ー
ル
を
送
る
。

　

平
成
十
三
年
、
研
究
の
集

大
成
と
も
い
え
る
五
三
九
種

七
六
三
六
枚
の
標
本
を
フ
ラ

ン
ス
・
パ
リ
に
あ
る
国
立
自

然
史
博
物
館
へ
寄
贈
し
た
。

昨
年
八
月
に
常
務
理
事
の
任

期
を
満
了
し
た
現
在
、
ア
ブ

ラ
ム
シ
の
研
究
に
専
念
し
た

い
と
話
し
、「
で
き
る
限
り
長

く
研
究
生
活
を
続
け
て
標
本

の
作
成
に
取
り
掛
か
り
た

い
」
と
意
欲
を
語
っ
た
。

が
岩
手
県
山
田
町
か
ら
預
か

っ
た
も
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
参
加
し
た
学
生
た
ち
は

結
婚
式
の
写
真
や
卒
業
ア
ル

バ
ム
、
家
族
の
何
気
な
い
日

常
な
ど
大
切
な
思
い
出
が
詰

ま
っ
た
写
真
を
一
枚
一
枚
水

で
泥
を
落
と
し
、
乾
か
す
作

業
を
進
め
た
。

　

国
文
学
科
三
年
生
の
成
瀬

さ
ん
は
「
実
際
に
泥
ま
み
れ

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
写
真
を

見
て
、
今
回
の
地
震
に
よ
る

津
波
の
被
害
の
深
刻
さ
を
改

め
て
痛
感
し
ま
し
た
。
写
真

に
写
っ
て
い
る
人
達
が
今
ど

う
し
て
い
る
の
か
を
考
え
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
写
真

が
少
し
で
も
多
く
持
ち
主
の

元
へ
戻
っ
て
く
れ
た
ら
と
思

い
ま
す
」と
話
し
て
く
れ
た
。

ア
ブ
ラ
ム
シ
研
究
に
五
十
年

ア
ブ
ラ
ム
シ
研
究
に
五
十
年

宗
林
名
誉
教
授
が
瑞
宝
中
綬
章
を
受
章

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

お
仕
事
拝
見

お
仕
事
拝
見

職 歴（抜粋）

宗
そう

林
りん

正
まさ

人
と

（84歳）

昭和47年　皇學館大学教授
昭和52年　皇學館大学

学生部長併任
昭和55年　皇學館大学

文学部長併任
平成 6年　皇學館大学

神道博物館長
平成 9年　皇學館大学

附属図書館長
平成12年　皇學館大学

名誉教授・評議員・
理事・常任理事

平成17年　皇學館大学
常務理事
（平成22年 8 月任期満了）

皇 學 館 学 園 報平成23年 8 月 1 日 　第33号　()２
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人との繋がりを大切に
学生支援部学生担当課長　中 井 良 明

　
「
慶
大
か
ら
頭
脳
流
出
」と
新
聞
に
大

き
く
報
道
さ
れ
た
、
三
重
県
初
の
社
会

科
学
系
の
大
学
・
松
阪
大
学
に
、
私
は

第
一
期
生
と
し
て
入
学
し
ま
し
た
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
入
学
当
初
の
学
生
は

私
た
ち
だ
け
。
単
位
の
こ
と
、
履
修
登

録
の
仕
方
、
授
業
の
受
け
方
な
ど
、
先

輩
が
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
こ
と
ば

か
り
で
し
た
。
手
探
り
で
友
達
と
相
談

し
な
が
ら
、
履
修
登
録
し
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、最
初
の
授
業
。
先
生
は
、慶

應
義
塾
大
学
か
ら
み
え
た
教
授
で
す
。

大
学
の
講
義
、
初
体
験
の
私
た
ち
第
一

期
生
は
興
味
半
分
、
不
安
半
分
の
心
境

で
授
業
に
臨
み
ま
し
た
。
授
業
の
内
容

は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
仕
立
て
の
よ

い
ス
リ
ー
ピ
ー
ス
の
背
広
を
着
た
紳
士

だ
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま

す
。
そ
の
姿
は
教
授
と
し
て
の
誇
り
と

品
位
に
溢
れ
て
い
ま
し
た
。

　

授
業
に
も
慣
れ
た
頃
、
大
学
で
初
め

て
の
試
験
で
す
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の

よ
う
に
大
学
の
授
業
は
、教
科
書
な
し
、

参
考
書
沢
山
。
そ
し
て
、
試
験
範
囲
は

半
年
分
の
授
業
内
容
で
す
。
試
験
の
傾

向
と
対
策
は
？
ど
の
よ
う
な
問
題
が
出

題
さ
れ
る
の
か
？
聞
き
た
く
て
も
先
輩

は
い
な
い
。
さ
あ
、ど
う
し
よ
う
…
…
。

と
い
う
の
が
、
私
の
大
学
生
活
の
始
ま

り
で
し
た
。

　

何
も
な
い
、
何
を
す
る
の
も
初
め
て

と
い
う
状
況
の
中
、友
達
と
話
し
合
い
、

先
生
に
相
談
し
、
一
つ
ひ
と
つ
問
題
を

解
決
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
立
ち
上
げ
た
Ｂ
Ｓ
Ｔ
（
ス

キ
ー
サ
ー
ク
ル
）は
、最
初
私
を
入
れ
て

五
名
で
し
た
が
、
私
が
卒
業
す
る
と
き

に
は
部
に
昇
格
し
、
部
員
も
八
十
名
を

超
え
る
大
学
で
も
有
数
の
部
に
な
り
ま

し
た
。

　

大
学
時
代
、
共
に
過
ご
し
た
友
達
と

今
で
も
交
流
が
あ
り
ま
す
。彼
ら
と
は
、

卒
業
し
て
数
十
年
ぶ
り
に
再
会
し
て

も
、会
っ
た
瞬
間
に
学
生
時
代
に
戻
り
、

楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
も
生
涯
の
友
と
し
て
、
続

い
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

大
学
時
代
の
友
達
は
、
生
涯
の
友
達

で
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
も
人
と
の
繋
が

り
を
大
切
に
し
て
、
有
意
義
な
学
生
生

活
を
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。

シ
リ
ー
ズ

学
び
の
現
場
か
ら
Ⅰ

伝
統
の
心
と
技

　

我
が
国
が
誇
る
伝
統
文
化

の
ひ
と
つ
、
雅
楽
。
本
講
義

で
は
雅
楽
器
の
な
か
で
も
と

く
に
龍

り
ゅ
う

笛て
き

を
選
び
、
演
奏
法

や
雅
楽
の
歴
史
、
意
義
な
ど

を
学
ぶ
。

　

授
業
は
実
技
が
主
体
だ
。

市い
ち

比ひ

賣め

神
社
禰
宜
で
い
ち
ひ

め
雅
楽
会
役
員
で
あ
る
飛
騨

大
富
講
師
が
実
際
に
吹
く

と
、
そ
れ
に
倣
う
よ
う
に
学

生
た
ち
が
音
色
を
響
か
せ

る
。
時
折
り
、

飛
騨
講
師
は
日

本
の
伝
統
文
化

に
対
す
る
理
解

を
雅
楽
の
見
地

か
ら
深
め
よ
う

と
解
説
を
加

え
、
学
生
は
熱

　

礼
儀
作
法
の
本
質
は
、〈
相

手
を
尊
重
し
思
い
や
る
気
持

ち
〉を〈
具
体
的
な
行
為
〉
と

し
て
表
し
た
も
の
。
本
講
義

で
は
、
作
法
や
エ
チ
ケ
ッ
ト

の
修
得
を
魅
力
的
な
人
間
を

め
ざ
す
た
め
の
「
不
可
欠
な

学
び
」
と
位
置
付
け
、
学
生

が
日
々
応
用
し
、
実
践
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

今
回
の
授
業
前
半
で
は
元

キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
の

堀
田
明
美
講
師
が
和
食
食
卓

作
法
に
つ
い
て
説
明
。
豆
を

別
の
皿
に
移
す
作
業
を
通
し

て
箸
の
正
し
い
持
ち
方
を
教

え
た
り
、
懐
石
料
理
の
手
ほ

ど
き
を
し
た
。
後
半
に
は
テ

ー
ブ
ル
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
し

て
レ
ス
ト
ラ
ン
さ
な
が
ら
の

雰
囲
気
を
演
出
。
実
際
に
男

女
二
人
の
学
生
を
モ
デ
ル
に

エ
ス
コ
ー
ト
や
着
席
の
方

法
、
ナ
プ
キ
ン
の
使
い
方
な

　

六
月
十
七
日
、
本
学
に
お

い
て
名
誉
教
授
就
任
式
が
執

り
行
わ
れ
た
。
就
任
し
た
の

は
伴
五
十
嗣
郎
文
学
部
神
道

学
科
特
別
教
授
と
掛
本
勲
夫

教
育
学
部
教
育
学
科
客
員
教

授
の
二
名
。

　

伴
教
授
は
昭
和
十
八
年
生

ま
れ
。神
道
神
学
を
中
心
に
、

本
学
教
授
と
し
て
二
十
二
年

間
に
わ
た
り
教
鞭
を
と
っ

た
。
学
内
の
役
職
と
し
て
は

学
生
部
長
や
文
学
部
長
を
歴

任
。
平
成
十
五
年
四
月
か
ら

同
二
十
三
年
三
月
に
至
る
ま

で
学
長
を
務
め
た
。
ま
た
、

松
平
春
嶽
を
主
に
近
世
神
道

思
想
の
研
究
に
尽
力
。
そ
の

成
果
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講

演
会
で
発
表
し
、
第
六
十
一

回
式
年
遷
宮
に
あ
た
っ
て
は

「
伊
勢
神
宮
の
総
合
的
研
究
」

に
取
り
組
ま
れ
る
な
ど
国
内

の
神
道
研
究
者
を
代
表
す
る

業
績
と
存
在
を
示
し
て
き

た
。
そ
の
功
績
は
学
外
で
も

高
く
評
価
さ
れ
、
安
政
の
大

獄
で
短
い
生
涯
を
終
え
た
幕

末
の
先
覚
・
橋
本
景
岳
（
左

内
）の
『
啓
発
録
』
を
中
心
と

し
た
書
簡
・
意
見
書
等
の
訳

注
が
講
談
社
学
術
文
庫
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

　

掛
本
教
授
は
昭
和
二
十
年

生
ま
れ
。
東
京
教
育
大
学
教

育
学
科
を
卒
業
後
、
同
大
学

院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程

を
単
位
取
得
に
よ
り
満
期
退

学
。
そ
の
後
、
筑
波
大
学
講

師
な
ど
を
経
て
昭
和
五
十
八

年
に
本
学
に
奉
職
さ
れ
た
。

平
成
二
十
年
に
は
教
育
学
部

設
置
に
伴
い
初
代
学
部
長
に

就
任
。
本
学
着
任
以
来
二
十

◤◥

雅
楽
◣◢　

 

講
師
●
飛
騨
大
富
先
生

実
技
を
通
し
て
伝
統
芸
能
を
体
感

◤◥マナ
ー
◣◢　

 

講
師
●
堀
田
明
美
先
生

作
法
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
知
る

心
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。

　

国
史
学
科
一
年
の
谷
垣
元

彦
君
は
「
リ
コ
ー
ダ
ー
と
似

た
も
の
か
と
思
っ
て
い
た

が
、
必
要
と
さ
れ
る
肺
活
量

が
ま
っ
た
く
違
う
」
と
驚
い

た
様
子
。
音
符
の
な
い
譜
面

も
初
め
て
見
た
と
言
い
、
口

伝
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て

き
た
雅
楽
の
歴
史
に
思
い
を

ど
、
洋
食
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー

に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　

教
育
学
科
一
年
の
清
水
裕

太
君
は
「
今
後
の
生
活
に
つ

な
が
る
こ
と
ば
か
り
で
、
と

て
も
役
に
立
っ
た
。
彼
女
が

で
き
た
ら
堂
々
と
エ
ス
コ
ー

ト
し
た
い
」
と
感
想
を
話
し

た
。
同
一
年
の
宇
城
芳
紀
君

は
「
教
員
を
め
ざ
し
て
い
る

の
で
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
恥

ず
か
し
く
な
い
常
識
を
身
に

　

五
月
十
四
日
に
平
成
二
十

三
年
度
萼
の
会
役
員
会
、
翌

十
五
日
に
総
会
が
開
催
さ
れ

た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報
告

す
る
。

◉
萼
の
会
役
員
会

　

十
四
日
、
午
後
二
時
よ
り

伊
勢
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
に
お
い

て
、
萼
の
会
会
長
並
び
に
清

水
潔
学
長
の
挨
拶
に
よ
り
役

員
会
が
開
催
さ
れ
、
全
国
か

ら
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
役

員
二
十
七
名
、
参
与
で
も
あ

る
本
学
教
職
員
十
七
名
で
、

総
会
に
諮
る
べ
き
議
事
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
た
。

◉
萼
の
会
総
会

　

十
五
日
、
皇
學
館
大
学
記

念
講
堂
に
お
い
て
、
文
学
部

会
員
一
二
五
名
、
社
会
福
祉

学
部
会
員
二
十
一
名
、
教
育

学
部
会
員
一
一
六
名
、
現
代

日
本
社
会
学
部
会
員
三
十
一

名
及
び
大
学
教
職
員
七
十
九

名
の
出
席
の
も
と
、
午
前
九

時
三
十
分
よ
り
総
会
が
開
催

さ
れ
た
。
議
事
に
つ
い
て
は

次
の
通
り
審
議
さ
れ
、
盛
会

の
う
ち
に
閉
会
と
な
っ
た
。

【
議　

事
】

㈠
平
成
二
十
二
年
度
行
事
事

業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い

て
㈡
平
成
二
十
三
年
度
役
員
選

出（
案
）に
つ
い
て

㈢
平
成
二
十
三
年
度
行
事
事

業
計
画
（
案
）
及
び
予
算

（
案
）に
つ
い
て

㈣
諸
規
程
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

㈤
そ
の
他
、
大
学
の
現
況
報

告
な
ど

　

議
事
㈠
に
つ
い
て
は
原
案

通
り
承
認
さ
れ
、
㈡
は
後
載

の
方
々
が
新
役
員
に
選
任
さ

伴
五
十
嗣
郎
氏

掛
本
勲
夫
氏 

名
誉
教
授
に
就
任

名
誉
教
授
に
就
任

平
成
二
十
三
年
度
萼
の
会
役
員
名
簿
（
敬
称
略
）

北

島

清

博

慈　

人

神
道

四

小
田
谷　
　
　

司

美　

緒

社
福

四

石

田

拓

也

智　

紀

教
育

三

柴

田

俊

一

晃
治
郎

国
史

三

中

村
　

誠

侑　

衣

教
育

三

山

中

幹

也

那
知
子

現
日

二

平
成
二
十
三
年
度

萼
の
会
総
会
及
び
役
員
会
報
告

れ
た
。
㈢
は
平
成
二
十
三
年

度
行
事
事
業
計
画
及
び
予
算

が
承
認
さ
れ
た
。
㈣
は
萼
の

会
会
則
及
び
諸
規
程
に
つ
い

て
大
学
事
務
組
織
の
改
編
に

伴
い
一
部
変
更
さ
れ
た
。
㈤

に
つ
い
て
は
特
に
な
し
。

馳
せ
て
い
た
。
現
代
日
本
社

会
学
科
一
年
の
南
部
恵
利
佳

さ
ん
は
祭
り
な
ど
で
篠
笛
を

吹
い
た
経
験
が
あ
り
、
本
講

義
を
選
択
し
た
と
語
り
、「
和

ふ
く
ら

（
低
音
）」
と
「
責せ

め（
高
音
）」

の
吹
き
分
け
が
難
し
い
。
コ

ツ
コ
ツ
練
習
を
重
ね
る
こ
と

で
奏
法
を
修
得
し
た
い
」
と

意
気
込
ん
で
い
た
。

つ
け
た
か
っ
た
」
と
満
足
気

な
表
情
。
神
道
学
科
一
年
の

大
谷
こ
ず
え
さ
ん
は
「
割
り

箸
の
割
り
方
な
ど
正
し
い
礼

儀
作
法
を
知
っ
た
こ
と
で
と

て
も
勉
強
に
な
っ
た
。
こ
れ

か
ら
は
ド
キ
ド
キ
せ
ず
、
食

事
を
愉
し
み
た
い
」
と
話
し

て
い
た
。

九
年
目
と
な
る
平
成
二
十
三

年
四
月
か
ら
は
客
員
教
授
と

な
り
、
学
部
の
運
営
に
尽
力

さ
れ
た
。
研
究
面
に
お
い
て

は
、
と
く
に
明
治
前
期
の
教

育
制
度
・
政
策
を
対
象
に
日

本
教
育
史
研
究
の
進
展
に
寄

与
。
そ
の
真
摯
な
研
究
姿
勢

と
穏
や
か
な
人
柄
に
惹
か
れ

て
か
先
生
の
ゼ
ミ
に
は
毎
年

多
く
の
学
生
が
集
ま
り
、
ユ

ニ
ー
ク
な
観
点
か
ら
教
育
を

歴
史
的
に
研
究
す
る
卒
業
論

文
が
数
多
く
生
ま
れ
た
。

　

名
誉
教
授
就
任
に
あ
た
り

両
氏
に
は
引
き
続
き
学
生
の

指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
、
今
後
の
さ
ら

な
る
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　

本
学
で
は
平
成
二
十
年
度
よ
り
講
義
「
伝
統
の
心
と
技
」
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ

て
い
る
。
目
的
は
日
本
の
伝
統
文
化
に
触
れ
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
「
心
と
技
」
の
真
意
を

学
ぶ
こ
と
。
実
際
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
す
る
。
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　体育・スポーツ史ゼミは体育やス
ポーツを歴史的に研究していこうと
するゼミです。私自身現在、1930年
代のオリンピックを中心とする国際
スポーツの動向を調査・検討してい
ます。第 2次世界大戦を挟んで、ス
ポーツの世界的な発展の推
移を検討するための作業に
なります。
　ゼミの現場を学生諸君により理解
してもらうために、以下、現 4年生
の卒業研究を紹介します。学生にと
っては、やはり、自らが経験してき
たスポーツに関心があるようです。
　武道系では柔道の創始者である嘉

納治五郎の柔道思想や講道館柔道の
成立過程、柔道の国際化の経緯につ
いて、柔道経験者がそれぞれ解明に
取り組んでいます。弓道をしていた
学生は弓の歴史的変遷を、大相撲の
八百長問題に関心を示した学生は神

事・興行・スポーツの 3つの観点から
大相撲のあり方を研究しています。
　球技系ではひとつの企業内バレー
ボールチームが東京オリンピックで
金メダルを取るまでの経緯とそれが
日本社会に与えた影響について、ま

た、大正 4年に始まった高校野球の
甲子園大会に注目しそれぞれの時代
において甲子園大会がどのように意
味づけされてきたのかを研究する学
生もいます。ほか、サッカーのルー
ルの変遷とそれがもたらす戦術やシ

ステムの関係、ほとんどの
スポーツが抑制・禁止され
た戦時中、同盟国ドイツ発

祥のハンドボールだけが優遇され、
日独ハンドボール交流が進められた
経緯の解明など、テーマはさまざま。
　以上のように、体育やスポーツを
歴史的な眼で検討することが、本ゼ
ミの特徴となります。

クローズアップゼミ
研究室探訪12

教育学科 教授

中村哲夫ゼミ

３年
神宮ゆかりの名所を訪ねる
　日本三大御田植祭のひとつが執り
行われる皇大神宮の別宮・伊雑宮や
重要な御料である鰒の調製所など、
神宮の御

み

贄
にえ

処
どころ

を中心にめぐる。

目的地

伊雑宮
御料鰒調製所
金剛證寺

　

時の流れに
思いを馳せて

川島大嗣

　参拝見学で 3年生は志摩方面へと向

かった。伊雑宮、国崎の御料鰒調製所、

最後に朝熊山にある金剛證寺を訪れ

た。その中で、最も印象に残ったのが

金剛證寺である。

　金剛證寺は伊勢神宮の鬼門を守る寺

として知られている。江戸時代には「伊

勢に参らば朝熊をかけよ、朝熊かけね

ば片参り」という言葉があったそうだ。

　奥まで続く境内を歩いてゆくと、左

右に高さ 2メートルは優に超える卒塔

婆が、所狭しと並んでいる。岩には鮮

やかな緑色をした苔が生い茂ってお

り、時の流れを感じずにはいられなか

った。見上げれば万華鏡のように美し

い木漏れ日が、そよ風と共に、この舞

台で共演している。時間さえ許せば、

もう少しその静寂の中に、身を置いて

いたかった。今度は一人でじっくりと、

この雰囲気を味わいたいと思った。

歴史の深さを学んだ
草谷知昌

　名張学舎ではキャンパス・セミナー

で地域のお祭りや町並みを見て周るこ

とで、名張の地域を知る勉強をしてき

た。今回は、伊勢学舎での初めての参

拝見学だ。

　まず、伊雑宮に参拝。次いで国崎に

ある御料鰒調製所に行き、熨
の

斗
し

鰒
あわび

づく

りを見学。伊勢神宮に納める熨斗鰒を

薄く削いでいく光景に、2000年の伝統

を感じることができた。昼食は鳥羽展

望台から眺めるきれいな景色の中で友

達と楽しくお弁当を食べることができ

た。最後の金剛證寺では、林立する卒

塔婆に出会った。この地域では人が亡

くなるとその霊魂が 1週間かけて朝熊

山に登り、ふもとの人々を見守るとい

う言い伝えがあると聞いた。

　今回の参拝見学を通して歴史の深さ

を学ぶことができ、さまざまな場所が

関係していることで伊勢神宮があると

実感できた。この機会がなければ知る

ことができない貴重な経験となった。

４年
先人、偉人の足跡をたどる
　戦没者をお祀りする三重県護国神社や郷土が生んだ偉人、国学者・本居宣長
や北海道の名付け親として有名な松浦武四郎の記念館へ赴き、足跡をたどる。

　

今の平和は
先人あってこそ

川北愛子

　参拝見学では結城神社、三重県護国

神社、松浦武四郎記念館に行った。そ

の中で一番印象に残っているのは三重

県護国神社だ。ここには戦争で亡くな

った三重県出身者が 6 万300柱お祀り

されている。私は、自分と同じ三重県

出身者だけでこんなに多くいると知り

驚いた。ここには私の先祖はお祀りさ

れていないが、先祖の親戚や友人、知

り合いだった方がお祀りされているか

もしれない。その方々の遺品や手紙な

どを実際に見学させて頂き、とても心

に響くものがあった。私たちが今平和

で豊かに暮らしているのはお祀りされ

ている方々のおかげだと思う。本当に

感謝しなければならないと思った。

専攻科
　

奉職について
思索を深めた2日間　

宮部弘陽

　専攻科の参拝見学は 5月 7日、 8日

に担任の井後先生の引率で実施され

た。昨年に続き奈良・京都方面で、 1

日目の奈良県は大
おお

神
みわ

神社・橿原神宮と

神武天皇陵・春日大社を巡り、 2日目

は京都を中心として八坂神社・松
まつ

尾
のお

大

社・賀
か

茂
も

御
み

祖
おや

神社（下鴨神社）・滋賀県

の日
ひ

吉
よし

大社を訪れた。各神社の皆様に

は熱心にご説明をいただき、各神社の

成り立ちや雰囲気の違いがとても鮮明

になり大変勉強になった。今回参加し

た神道学専攻科一同も、神様への崇敬

の心や、神職として活躍されておられ

る先輩方を前にして神社への奉職につ

いて改めて深く考えるきっかけとな

り、とても有意義な 2日間であった。

目的地

奈良・京都方面

戦争は、
まだ終わっていない

木村紗理

　文学部・教育学部 4年生は松浦武四

郎記念館と結城神社、三重県護国神社

を訪れた。その中で特に印象に残った

のは、三重県護国神社だ。ポツダム宣

言受諾から今年で66年経つが、海外で

戦死し、未だに遺骨が日本に還ってこ

ない方がいる。戦死した家族に会えな

い方もいる。遺骨収集に取り組み、戦

死者を日本に還そうという活動を行っ

ている方がいる。そういったことを今

回の参拝見学で知って、戦争は本当の

意味ではまだ終わっていないのではな

いかと考えるようになった。

Ａ…神道、国文、国史、コミュ、教育
三重県護国神社
結城神社
松浦武四郎記念館
Ｂ…社会福祉

神服織機殿神社
本居宣長記念館
松浦武四郎記念館

体育・スポーツを歴史的に研究
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参拝見学記
　本学では全学年において神宮にゆかりのある場所や神社を
訪ねる参拝見学を毎年行っている。学年別に 4コースが設定
され、今年は 5月13日に実施された。目的地を初めて訪ねる
学生も多く、みな有意義な一日を過ごしたようだ。

１年
王朝ロマンの香りに包まれて
　 1年生がたどったのは倭姫宮や斎宮跡など王朝ロマンあふれるコース。展示
品の数々を通して往時の様子や時代背景、雅な文化に触れることができる。

　

神宮の奥深さを体感
南部珠奈

　斎宮歴史博物館では、斎王の復元模

型や群行の様子、輿など展示品の数々

を見て、平安の世のことが甦ってくる

ようだった。

　中でも印象的なのは、後朱雀天皇の

皇女、良子内親王がわずか10歳で斎王

に選ばれたことだが、神道や仏教など

のあり方が大きく変化した時代背景か

ら考えてみると、若くして任じられる

こともいたしかたなかったのであろ

う。

　また、天皇から「別れの小櫛」をさ

していただき、良子内親王が内裏を退

出する時のシーンが非常に印象的で、

重大な使命を負わされたということが

分かる。さらに、近江から伊勢国に至

る 5泊 6日の旅の中で、かつぎ手がふ

らつき、斎王の乗った輿が

揺れてしまうことや、鈴鹿

の頓宮で何も用意されて

いなかったことな

ど、様々なハプニ

ングがあり、

苦難の群行だ

ったことが映

像から窺えた。改めて、

平安時代の斎宮制度の流

れを十分理解することが

できた。

　他にも、神宮徴古館や

神宮農業館では御装束神宝や天皇が宮

中の田で作った稲の束など、展示品を

実際に目で見なければ感じることがで

きない体験をし、大きな刺激となった。

神宮の奥深いところを感じることがで

きた。

　今回の参拝見学での学習が今後さら

に発展できるように努力したい。

伊勢の
歴史、文化を学ぶ

安城直輝

　私は鈴鹿市民なので伊勢のことは全

く知らなかったが、倭姫宮を訪れ、伊

勢神宮がどれほどの歴史を持ち大切に

されてきたのかを肌で感じることがで

きた。徴古館では天照大神が日本国民

の総氏神であることや、天皇親祭・風

日祈祭などの祭事について、農業館で

は日本の稲作の歴史、斎宮では古代か

ら中世の皇族に仕えていた女性・斎王

の存在を初めて知った。入学前には知

らないことばかりだったが、今回の参

拝見学で少しながらも知識が増えた。

　これからも少しずつ伊勢の歴史、文

化を学び、家族や友人と伊勢に訪れた

際、歴史や文化を教えられるくらいの

知識を身につけたいと思う。

２年
神杉の木立に囲まれ癒しの時を過ごす
　静寂に包まれた長い参道が、心を
穏やかにする瀧原宮。水銀鉱山の町
の富裕さを彷彿させる古刹・丹生大
師。どちらも信心深い人々が集う、ひ
なびた山里だ。

目的地

瀧原宮
丹生神社・神宮寺

　

美しい自然と静けさに
心洗われた

伊藤美有

　お天気に恵まれた 5月13日、私たち

は参拝見学に出かけた。今回の行き先

は、瀧原宮と丹生神社・神宮寺である。

どちらも、名前は知っていたが

訪れたことはなかったので、今

回の参拝見学を以前から楽しみ

にしていた。

　瀧原宮は木に囲まれた参道を

進み、川添いの御手洗場で身を

清めた。神域は厳かで大勢の学

生がいるのにもかかわらず川の

ほうからは河鹿蛙の声も聞こえ

た。また、御敷地には御船倉があるの

に驚いた。この御船倉は水運と関係が

あるとのことであった。

　つぎに向かった丹生神社・神宮寺は

多気町丹生にある。丹は水銀のことで

それを産出することから丹生の名があ

るという。神仏習合時代の名残で丹生

大師と隣接しているため、美しい鯉が

泳ぐ池などもあり、境内は広く感じら

れた。

　どちらも私の想像より自然に囲まれ

た環境にあって美しく、静けさに心が

洗われるような印象を受けた参拝見学

であった。

気が引き締まり、
心が洗練

山中那知子

　 5月13日、私たち 2年生は瀧原宮と

丹生神社・神宮寺を訪れた。

　瀧原宮は皇大神宮の別宮だ。私自身、

瀧原宮には幼い頃から何回も参拝に行

っているので伊勢神宮と関係があるこ

とは昔から知っていたが、改めて瀧原

宮を歩いてみて、やはり伊勢の外宮や

内宮の雰囲気とどこか似ていると感じ

られた。

　丹生神社・神宮寺のある丹生は、水

銀を産出する土地であった。水銀は古

い時代から魔除けに用いられ、防腐な

どの目的で塗るために使われていたそ

うだ。

　参拝をするたび、気が引き締まり、

心が洗練されたように感じた。

目的地

倭姫宮
神宮徴古館・神宮農業館
斎宮跡・斎宮歴史博物館
神麻続機殿神社
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募 集 定 員 345名（予定）

入 学 資 格 中学卒業者および平成24年 3月卒業見込みの者

出 願 期 間 平成24年 1 月10日㈫～16日㈪ 午前 9時～午後 3時まで
※ただし14日㈯・15日㈰は受付ができません。

出 願 手 続 ●入学願書（本校所定の用紙）　●調査書（本校所定の用紙）　●受検料 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 検 査
【日　時】 1 月27日㈮ 10時までに入場完了
【教　科】国語・数学・英語　　【検査場】皇學館高等学校

合 格 発 表 2 月 6日㈪に、合格通知を中学校と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）

入 学 手 続 2 月17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 200,000円
【入学後の経費】（月額） 授業料  21,500円 【参考】9,900円を国が負担（Ｈ23年度）
 教育充実費  10,000円
 その他  4,400円

特　　 典

❶皇學館大学への進学として、附属高校特別推薦（Ａ指定校、Ｂ国公立併願型）など
の推薦制度があり、皇學館大学合格への最短コースとなります。
❷皇學館高校から皇學館大学への進学者には、入学金が半額になる制度がありま
す。（平成22年度現在　30万→15万）

推薦および
特別奨学生
に つ い て

❶「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があります。
❷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特別
奨学生としての特典が認められます。
❸県大会などで顕著な競技実績をもつと同時に、本学の授業内容を習得できる学
力を有し、人物面でも優秀な生徒に対しては、スポーツ・芸術推薦及びスポーツ・
芸術特別奨学生の制度があります。（詳細はお問い合わせください）

皇學館高等学校  
平成24年度平成24年度 生 徒 募 集 要 項生 徒 募 集 要 項

A日程 B日程
募 集 人 員 約60名 約10名

入 学 資 格 平成24年 3月小学校卒業見込みの者（男女共学）

出 願 書 類 ●入学志願票（本校所定の用紙・受験票を含みます）
●受験料 12,000円（支払金受領証をもって領収書に代えます）

出 願 期 間

平成23年12月12日㈪～26日㈪
午前 9時～午後 3時
※17日㈯は正午まで。18日㈰・23日㈷・24日㈯・
25日㈰は受付ができません。

平成24年 1 月10日㈫～14日㈯
午前 9時～午後 3時
※14日㈯は正午まで。
　

出 願 方 法

【持参する場合】 出願書類を取り揃え、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〈書留速達代
770円〉の貼付が必要）を所定の封筒に入れ、必ず書留速達で郵送。

 ➡〒516-8588 伊勢市楠部町138 皇學館中学校事務室　TEL0596－23－1398

試 験 日 時 平成24年 1 月 7日㈯ 午前 9時30分より 平成24年 1 月15日㈰ 午前 9時30分より

試 験 教 科 国語・算数・作文（各50分・100点） 国語・算数（各50分・100点）

合 否 発 表
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）

平成24年 1月10日㈫ 平成24年 1月18日㈬

合格者登校日 平成24年 1月14日㈯ 午前10時より本校にて 平成24年 1月21日㈯ 午後 2時より本校にて

入 学 手 続
入学金 45,000円 ＋ 教育充実費（入学時）150,000円 ＝ 計 195,000円

1 月13日㈮午後 3時までに振り込んでください。 1 月20日㈮午後 3時までに振り込んでください。

学 費
●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・図書費ほか）
※入学試験の成績優秀者は選考の上、特別奨学生として授業料免除の特典が与えられます。

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（入学を確約する者に限ります）。
❶入学試験の成績が特に優秀な者
❷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

皇學館中学校  
平成24年度平成24年度 生 徒 募 集 要 項生 徒 募 集 要 項

学校説明会学校説明会
日時 9 月 4日㈰ 午前9：30より（11：30終了）
場所 本校セミナーホールおよび各教室

●学校説明 ●入試説明
●体験授業（国語・数学・英語）

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）

3 450,000 450,000
42 4,240,000 4,180,000

16 535,000 535,000

155 6,897,000 6,897,000
65 1,105,000 1,105,000

125 3,685,000 3,635,000

合　　　計 406 16,912,000 16,802,000

第32回第32回 皇 中 祭皇 中 祭
開催日 11月 5日㈯・6日㈰
入学を希望する小学生と保護者に公開いたします。

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

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

一
般（
旧
教
職
員

篤
志
家
等
）

　

平
成
二
十
三
年
度
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
の
三
重
県
予
選

大
会
が
五
月
二
十
七
日
か
ら
三
十

日
の
四
日
間
、
県
内
各
地
で
開
催

さ
れ
た
。

　

皇
學
館
高
校
か
ら
は
男
子
バ
レ

ー
ボ
ー
ル
部
、柔
道
部
個
人（
81
㌔

級
）、男
女
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
団
体

と
男
子
ダ
ブ
ル
ス
が
優
勝
、
同
バ

ド
ミ
ン
ト
ン
部
男
子
シ
ン
グ
ル
と

女
子
ダ
ブ
ル
ス
が
準
優
勝
し
、
全

　

六
月
六
日
か
ら
三
週
間
に
わ
た

り
教
育
実
習
が
実
施
さ
れ
た
。
今

年
度
は
国
語
、
理
科
、
英
語
、
体

育
の
四
名
で
の
実
習
と
な
っ
た
。

　

最
初
は
緊
張
の
た
め
か
表
情
も

硬
く
生
徒
と
の
距
離
も
あ
っ
た

が
、
部
活
動
や
休
み
時
間
な
ど
授

業
以
外
で
も
関
わ
っ
て
い
く
う
ち

に
肩
の
力
も
抜
け
、
笑
顔
で
接
し

国
総
体
へ
の
切
符
を
手
に
し
た
。

ま
た
、
男
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

部
、
柔
道
部
団
体
、
弓
道
部
女
子

団
体
、
剣
道
部
個
人
、
陸
上
競
技

　

五
月
二
十
一
日
、
全
校
生
徒
が

体
育
館
に
集
合
し
、
校
友
会
総
会

が
開
催
さ
れ
た
。

　

平
成
二
十
三
年
度
の
会
計
報
告

を
行
う
に
あ
た
り
、
重
点
を
置
い

た
の
は
校
友
会
費
の
支
出
。
中
で

も
生
徒
派
遣
費
は
突
出
し
て
お

り
、
校
友
会
費
の
大
部
分
を
占
め

て
い
る
。
高
い
部
活
動
加
入
率
が

そ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
同
時
に
各
部
が
功
績
を
残
し

て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。

て
い
る
場
面
を
多
く
見
か
け
る
よ

う
に
な
っ
た
。
す
る
と
授
業
も
ス

ム
ー
ズ
に
進
行
で
き
、
生
徒
と
共

に
成
長
し
て
い
る
こ
と
が
実
感
で

き
た
。

　

最
終
日
は
各
学
年
か
ら
サ
プ
ラ

イ
ズ
の
終
礼
が
計
画
さ
れ
て
い

た
。
最
後
の
最
後
ま
で
笑
い
で
送

り
出
す
ク
ラ
ス
や
感
動
で
涙
す
る

　

六
月
二
十
八
日
に
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
が
実
施
さ
れ
た
。
五
月
の

予
定
が
台
風
の
た
め
延
期
と
な
っ

た
の
だ
が
、
今
回
は
晴
天
に
恵
ま

れ
た
。

　

一
年
生
は
志
摩
自
然
学
校
で
の

シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
体
験
を
し
、
無
人

島
ま
で
各
自
ペ
ア
と
な
り
シ
ー
カ

ヤ
ッ
ク
を
漕
い
で
全
身
で
自
然
と

触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
二
年

生
は
信
楽
陶
芸
村
で
陶
芸
を
体
験

し
、
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し
て
作

品
を
作
り
上
げ
て
い
た
。
三
年
生

は
平
城
宮
見
学
。
第
二
次
大
極
殿

の
玉
座
か
ら
見
た
景
色
の
美
し
さ

に
誰
も
が
魅
了
さ
れ
、
一
三
〇
〇

年
の
歴
史
を
感
じ
て
い
た
。

　

部
活
動

の
活
性
化

は
文
武
両

道
を
掲
げ

て
い
る
本

校
に
と
っ

て
大
変
喜

ば
し
い
。

今
回
の
会
計
報
告
の
内
容
は
誇
れ

る
も
の
で
あ
り
、
来
年
度
の
よ
り

一
層
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
る
。

 
総
務
委
員
長　

中
谷
賢
司

　

各
学
年
と
も
充
実
し
た
一
日
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

部
活
動
の
活
性
化
に
期
待

校
友
会
総
会
開
催

生
徒
と
共
に
成
長

平
成
二
十
三
年
度
教
育
実
習

各
学
年
と
も
充
実
し
た
一
日
に

平
成
二
十
三
年
度
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

皇
學
館
パ
ワ
ー
が
炸
裂

県
総
体
・
予
選
大
会

部（
女
子
4
×
100
Ｒ
他
）が
東
海
総

体
へ
駒
を
進
め
た
。
そ
の
他
、
男

女
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
（
ダ
ブ
ル

ス
）、
柔
道
部
個
人（
73
㌔
級
・
100

㌔
級
）、
薙
刀
部
、
弓
道
部
個
人
が

県
大
会
入
賞
を
果
た
し
た
。

 

総
務
副
委
員
長　

橋
本　

匠

ク
ラ
ス
な
ど
様
々
な
形
で
素
敵
な

思
い
出
を
作
り
、
実
習
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

七
月
七
日
現
在
の
募
金
状
況
は
次

の
通
り
で
す
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た

皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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皇
學
館
高
等
学
校
創
立
五
十
周
年
・

皇
學
館
高
等
学
校
創
立
五
十
周
年
・

皇
學
館
中
学
校
創
立
三
十
五
周
年
記
念
事
業

皇
學
館
中
学
校
創
立
三
十
五
周
年
記
念
事
業

  

寄
付
者
芳
名

寄
付
者
芳
名

 

三
重
県 

十
万
円 

西
村
眞
一
郎
様

 

三
重
県 

一
万
五
千
円
﹇
五
千
円
増
額
﹈

 

橋
本　

浩
一
様

五
千
円 

橋
本　

直
実
様

千
円 

出
口　

晴
男
様

　

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
ご
芳
名
・

金
額
等
の
掲
載
を
ご
希
望
さ
れ

な
い
方
々
に
つ
き
ま
し
て
は
、

別
記
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
■
同
窓
会
会
員
／
1
名

皇 學 館 学 園 報平成23年 8 月 1 日 　第33号　()６



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）

634 777,197,000 767,077,000

727 79,814,000 77,409,000

47 31,890,000 31,770,000

1,782 94,431,000 94,431,000

104 62,335,000 61,045,000

258 58,792,000 58,547,000

合　　　計 3,552 1,104,459,000 1,090,279,000
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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

  

寄
付
者
芳
名

寄
付
者
芳
名

　

七
月
七
日
現
在
の
募
金
状
況
は
次
の
通
り
で
す
。
ご
協
力

い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
神
都

「
伊
勢
」
の
地
に
あ
る
「
皇
學
館
大

学
」
に
て
授
業
に
追
わ
れ
、
日
々

勉
強
の
毎
日
だ
と
思
い
ま
す
が
、

楽
し
い
学
生
生
活
を
送
る
為
に
先

輩
と
し
て
一
言
助
言
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
学
生
の
本
分
で
あ
る
勉
強

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
授
業
以
外

に
大
学
で
し
か
学
べ
な
い
課
外
部

活
動
に
入
り
、
体
を
鍛
え
、
又
好

き
な
専
門
学
に
時
間
を
使
っ
て
下

さ
い
。
必
ず
人
生
の
役
に
立
ち
、

一
生
の
友
が
そ
こ
で
出
来
る
は
ず

で
す
。
昔
か
ら
「
よ
く
学
び
、
よ

く
遊
べ
」
と
言
う
様
に
、「
よ
く
遊

南み
な
み

英ひ
で

雄お

氏　
ミ
ナ
ミ
運
輸
代
表
取
締
役
社
長

国
文
学
科
第
九
期（
昭
和
四
十
九
年
三
月
）卒

べ
」
は
、
た
だ
単
な
る
時
間
と
お

金
の
浪
費
で
は
無
く
、
正
課
以
外

に
、
人
生
の
中
で
の
も
う
一
つ
の

自
分
の
道
を
探
す
最
良
の
勉
強
で

す
。

　

先
輩
、
後
輩
に
囲
ま
れ
、
様
々

な
性
格
の
人
々
が
い
る
部
活
動

は
、
こ
れ
か
ら
の
皆
さ
ん
の
生
き

方
を
左
右
す
る
大
事
な
教
室
と
な

る
は
ず
で
す
。

　

私
も
在
学
中
は「
空
手
道
部
」に

属
し
、
何
と
か
四
年
間
頑
張
り
ま

し
た
が
、
り
っ
ぱ
な
先
輩
方
の
指

導
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
の

私
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
緒
に
汗
を
か
い

た
同
級
生
も
一
生
の
友
と
し
て
現

在
も
お
付
き
合
い
さ
せ
て
頂
き
私

の
宝
物
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
中
に
は
、
全
国
あ
ち
こ
ち

で
「
空
手
道
」
を
続
け
、
道
場
を

持
ち
、
青
少
年
に
夢
を
与
え
、
皇

學
館
大
学
の
名
を
全
国
に
広
め
て

い
る
諸
先
輩
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。

　

次
に
、「
伊
勢
」
の
近
辺
に
は
、

「
神
宮
」
に
関
す
る
施
設
、
偉
人
に

関
す
る
文
献
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
在
学
中
に
是
非
時
間
を
作
り

友
人
達
と
回
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
。

　

本
で
勉
強
す
る
だ
け
や
、
聞
く

だ
け
で
は
な
く
現
地
に
赴
く
こ
と

が
大
切
で
す
。
ま
た
様
々
な
祭
り

に
も
是
非
参
加
し
て
下
さ
い
。「
祭

政
一
致
」
と
言
う
言
葉
通
り
祭
り

　学校法人皇學館の平成22年度決算は、平成23年 5 月20日㈮開催の理事会で承認され
ましたので、ここにその内容を公表します。
　なお、公式ホームページ（http://www.kogakkan-u.ac.jp/）の大学概要IR情報公開
「事業報告平成22年度」にて、学生生徒数・入学生数・進路（就職）状況及び法人の事業
実績、決算の詳細説明を公開しておりますので、併せてご覧ください。
　平成22年度収支決算書は、以下のとおりです。

【注意】
●記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
●貸借対照表の注記は省略しています。

■1資金収支計算書
　この計算書は、企業会計におけるキャッシュ
フロー計算書に近いもので、当該会計年度の教
育研究活動及びその活動に付随する全ての資金
の動きと内容を明らかにすることを目的として
います。

●支出の部
人件費支出 2,681,368 2,640,502 40,865
教育研究経費支出 1,246,685 1,135,872 110,812
管理経費支出 696,160 691,643 4,516
借入金等利息支出 8,457 8,456 0
借入金等返済支出 68,750 68,750 0
施設関係支出 866,863 857,339 9,523
設備関係支出 382,226 339,033 43,192
資産運用支出 172,129 181,917 △9,788
その他の支出 230,416 289,993 △59,576
資金支出調整勘定 △201,259 △186,630 △14,628
当年度資金支出合計② 6,151,795 6,026,875 124,920
次年度繰越支払資金 1,045,529 1,284,575 △239,046
支出の部合計 7,197,325 7,311,453 △114,128

当年度資金収支差額
①－② 487,968 727,011 △239,048

●消費支出の部
人件費 2,842,000 2,802,211 39,788
教育研究経費 1,685,021 1,580,554 104,466
管理経費 747,357 734,072 13,284
借入金等利息 8,457 8,456 0
資産処分差額 3,009,734 3,014,180 △4,446
消費支出の部合計③ 8,292,569 8,139,474 153,094

●収入の部
学生生徒等納付金収入 3,711,505 3,703,148 8,356
手数料収入 69,378 81,345 △11,967
寄付金収入 99,122 116,586 △17,464
補助金収入 797,939 816,454 △18,515
資産運用収入 48,909 50,459 △1,550
資産売却収入 813,494 813,493 0
事業収入 50,700 26,675 24,024
雑収入 120,401 143,334 △22,933
前受金収入 707,213 797,271 △90,058
その他の収入 1,070,219 1,067,689 2,529
資金収入調整勘定 △849,117 △862,568 13,450
当年度資金収入合計① 6,639,763 6,753,886 △114,128
前年度繰越支払資金 557,562 557,562 　
収入の部合計 7,197,325 7,311,453 △114,128

●消費収入の部
学生生徒等納付金 3,711,505 3,703,148 8,356
手数料 69,378 81,345 △11,967
寄付金 106,622 121,465 △14,843
補助金 797,939 816,454 △18,515
資産運用収入 48,909 50,459 △1,550
資産売却差額 27,994 22,973 20
事業収入 50,700 25,513 25,186
雑収入 121,806 144,739 △22,933
帰属収入合計① 4,934,853 4,971,101 △36,248
基本金組入額合計 △431,139 △3,000 △428,139
消費収入の部合計② 4,503,714 4,968,101 △464,387

■2消費収支計算書
　この計算書は、企業会計における損益計算書
にあたるものであり、帰属収入（負債とならない
収入）から基本金組入額（施設や設備などの取得に
あてる額）を控除した消費収入と消費支出を比
較して均衡状況を明らかにすることを目的とし
ています。

■3貸借対照表
　この計算書は、決算日における資産及び負債、
基本金、消費収支差額の内容及び在り高を明示し、
学校法人の財政状態を明らかにすることを目的と
しています。

●資産の部
固定資産 15,397,590 18,254,274 △2,856,684
　有形固定資産 13,286,241 15,564,159 △2,277,917
　　土地 551,349 1,276,899 △725,550
　　建物 9,599,964 9,578,881 21,083
　　構築物 683,725 954,881 △271,155

教育研究用機器備品 527,668 352,551 175,116
その他の機器備品 57,841 65,520 △7,679

　　図書 1,732,878 1,757,100 △24,222
　　車輛 10,819 25,568 △14,749
　　建設仮勘定 121,994 1,552,754 △1,430,759
　その他の固定資産 2,111,348 2,690,115 △578,766
　　借地権 0 8,723 △8,723
　　電話加入権 3,959 3,959 0
　　施設利用権 33 13,930 △13,896
　　有価証券 596 596 0
　　敷金 5,620 5,450 170
　　差入保証金 4,960 4,960 0
　　預託金 10,000 10,000 0
　　長期貸付金 10,323 9,623 700

退職金引当
特定資産 1,073,062 998,430 74,632

施設維持引当
特定資産 373,213 333,213 40,000

学生寮施設維持
引当特定預金 131,712 122,930 8,782

一三〇周年記念事
業等引当特定資産 224,212 201,812 22,400

高校五十周年・中学
三十五周年記念事業
等引当特定預金

9,169 15,000 △5,831

学園財政調整
引当特定預金 197,446 197,446 0

施設設備拡充
引当特定資産
（第 2号基本金）

0 700,000 △700,000

第 3 号基本金
引当資産 67,040 64,040 3,000

流動資産 2,354,500 2,656,222 △301,722
　　現金預金 1,284,575 557,562 727,013

補助活動支払資金 291,411 290,081 1,330
研修旅行費等
預り資産 115,528 110,223 5,304

　　未収入金 77,746 330,571 △252,824
奨学金引当特定資産 35,442 32,393 3,049

　　販売用品 12,140 13,302 △1,161
　　短期貸付金 1,492 2,641 △1,149
　　有価証券 0 785,020 △785,020

篠田学術振興基
金引当特定資産 61,222 66,641 △5,419

津田学術振興基
金引当特定資産 319,889 317,769 2,119

教学振興基金
引当特定資産 150,000 150,000 0

　　立替金 3 0 3
　　前払金 5,046 14 5,032
資産の部合計 17,752,090 20,910,497 △3,158,406

●負債の部
固定負債 1,777,746 1,733,337 44,409
　　長期借入金 306,250 350,000 △43,750
　　退職給与引当金 1,233,365 1,073,062 160,303
　　長期未払金 238,130 310,275 △72,144
流動負債 1,310,416 1,344,858 △34,442
　　短期借入金 43,750 68,750 △25,000
　　未払金 258,760 226,073 32,687
　　前受金 797,271 784,821 12,449
　　預り金 210,634 265,213 △54,579
負債の部合計 3,088,163 3,078,196 9,967

●収支差額の部
当年度帰属収支差額
①－③ △3,357,716 △3,168,373

当年度消費支出超過額 3,788,855 3,171,373
前年度繰越消費支出
超過額 5,216,778 5,216,778

基本金取崩額 4,750,838 4,451,893
翌年度繰越消費支出
超過額 4,254,795 3,936,259

●基本金の部
第 1号基本金 18,139,147 21,891,040 △3,751,893
第 2 号基本金 0 700,000 △700,000
第 3 号基本金 67,040 64,040 3,000
第 4 号基本金 394,000 394,000 0
基本金の部合計 18,600,187 23,049,080 △4,448,893

●消費収支差額の部
翌年度繰越消費支出
超過額 3,936,259 5,216,778 △1,280,519

消費収支差額の部合計 △3,936,259 △5,216,778 1,280,519

負債の部、基本金の部及
び消費収支差額の部合計 17,752,090 20,910,497 △3,158,406

平成22年度 収支決算報告

消費収支計算書消費収支計算書（（法人全体法人全体））
平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日 （単位：千円）

科　　　目 予　算 決　算 差　異

資金収支計算書資金収支計算書（（法人全体法人全体））
平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日 （単位：千円）

科　　　目 予　算 決　算 差　異

貸借対照表貸借対照表
平成23年 3 月31日 （単位：千円）

科　　　目 本年度末 前年度末 増　減

に
は
、そ
の
地
域
の
方
々
の
情
熱
、

歴
史
を
継
承
す
る
と
い
う
色
々
な

力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
人
心
が
一
つ
に
な
ら
な
い
と

祭
り
は
行
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
政

（
ま
つ
り
）に
も
っ
て
い
っ
た
の
だ

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
私
は「
ミ
ナ
ミ
運
輸
」
と

い
う
運
送
業
を
三
十
年
以
上
「
志

摩
市
」
で
営
ん
で
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
学
生
時
代
、
人
に
頼
ま
れ
ト

ラ
ッ
ク
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
こ

と
か
ら
、
卒
業
後
自
分
の
こ
の
手

（
ハ
ン
ド
ル
）と
目
で
全
国
を
回
り

見
聞
を
広
め
た
い
と
思
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
、
現
在
に
至
っ
て
お

り
ま
す
。

　

何
か
の
縁
や
人
間
関
係
で
人

は
、
ど
の
道
に
進
む
の
か
が
決
ま

る
時
が
あ
り
ま
す
。
是
非
、
皆
さ

ん
は
、
今
、
何
事
に
も
一
生
懸
命

に
な
り
、
ど
の
様
な
職
業
に
就
こ

う
が
、
こ
の
日
本
の
将
来
を
夢
あ

る
国
家
に
し
て
下
さ
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
皇
學
館

の
建
学
の
精
神
に
基
づ
き
「
敬
神

尊
皇
」
の
念
を
持
ち
、
大
学
で
勉

強
出
来
る
機
会
を
作
っ
て
く
れ
た

「
親
」
に
感
謝
し
、
学
生
時
代
に
友

を
作
り
、よ
き
先
生
の
指
導
の
下
、

す
ば
ら
し
い
四
年
間
だ
っ
た
と
思

え
る
よ
う
勉
強
し
て
下
さ
い
。
若

い
あ
な
た
方
に
は「
夢
」が
あ
り
、

そ
れ
を
実
行
出
来
る
力
が
あ
り
ま

す
。
又
、
失
敗
は
自
分
の
経
験
上

一
番
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
失
敗

を
恐
れ
な
い
で
下
さ
い
。

　

長
い
歴
史
を
も
つ
皇
學
館
の
学

生
と
し
て
誇
り
を
も
っ
て
又
、
自

信
を
も
っ
て
前
へ
向
か
っ
て
下
さ

い
。

 

大
阪
府 

八
十
万
円
﹇
三
十
万
円
増
額
﹈

 

館
友
会
大
阪
府
支
部
様

 

三
重
県 

一
万
円
﹇
五
千
円
増
額
﹈

 

安
藤　

隆
二
様

 

文
学
部
国
文
学
科 

三
万
円 

葛
西　
　

隆
様

 

文
学
部
国
史
学
科 

三
万
円 

濱
地　

重
見
様

 
文
学
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科 

三
万
円 

青
木　

恵
子
様

 

教
育
学
部
教
育
学
科 

三
万
円 
伊
藤　

歳
明
様

三
万
円 
小
笠
原　

渉
様

三
万
円 

水
本　

昌
克
様

三
万
円 

村
上
安
三
郎
様

　

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、ご
芳
名
・
金
額
等
の

掲
載
を
ご
希
望
さ
れ
な
い
方
々
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
記
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
■
館
友
／
1
名
■
萼
の
会
／
2
名
■
一
般
／
1
名

皇 學 館 学 園 報()　第33号 平成23年 8 月 1 日７



 

 

イベント情報（8～9月）

　
◉共催講座（近鉄文化サロン阿倍野）有料
お問合せ▶近鉄文化サロン阿倍野 70120‒106‒718
◉あのつアカデミー 有料
お問合せ▶津市教育委員会 1059‒229‒3248
◉史料編纂所公開講座・古文書講座 お問合せ▶10596‒22‒6462
◉その他　お問合せ▶皇學館大学企画部 10596‒22‒6496

寮生の絆深まる寮生の絆深まる
第50回 寮祭開催

ボ
ー
ル
を
つ
な
げ
て
一
体
に

ボ
ー
ル
を
つ
な
げ
て
一
体
に

春
学
期
・
球
技
大
会

　

梅
雨
明
け
の
夏
本
番
を
迎

え
た
七
月
十
日
、
体
育
館
メ

イ
ン
ア
リ
ー
ナ
で
春
学
期
の

球
技
大
会
が
催
さ
れ
た
。
学

部
や
ク
ラ
ブ
、
寮
な
ど
の
仲

間
で
参
加
し
た
学
生
八
チ
ー

ム
と
教
職
員
一
チ
ー
ム
、
計

九
チ
ー
ム
が
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
に
汗
を
流
し
た
。

　

運
営
を
担
う
学
友
会
が

「
ル
ー
ル
を
し
っ
か
り
守
っ

て
盛
り
上
が
っ
て
い
き
ま
し

ょ
う
」
と
呼
び
か
け
始
ま
っ

た
大
会
は
、
ま
ず
三
チ
ー
ム

ず
つ
で
予
選
リ
ー
グ
を
行

い
、
各
リ
ー
グ
の
一
〜
三
位

ご
と
に
決
勝
リ
ー
グ
を
実

施
。
す
べ
て
の
チ
ー
ム
が
四

試
合
を
楽
し
ん
だ
。

　

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
は

大
き
い
う
え
、
柔
ら
か
く
て

よ
く
弾
む
の
で
ラ
リ
ー
が
続

き
や
す
い
。
一
チ
ー
ム
四
人

（
と
補
欠
二
人
）の
プ
レ
ー
ヤ

ー
が
懸
命
に
一
つ
の
ボ
ー
ル

を
追
い
、
珍
プ
レ
ー
や
フ
ァ

イ
ン
プ
レ
ー
で
ボ
ー
ル
が
つ

な
が
る
た
び
に
大
き
な
歓
声

が
沸
き
あ
が
る
。
決

勝
リ
ー
グ
で
は
、
本

格
的
な
ス
パ
イ
ク
の

応
酬
が
続
く
一
位
リ

ー
グ
か
ら
、
山
な
り

の
ボ
ー
ル
が
飛
び
か

う
三
位
リ
ー
グ
ま
で

暑
気
に
負
け
な
い
熱

戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
、
爽
や
か
な
笑
顔

が
コ
ー
ト
に
あ
ふ
れ
た
。

　

こ
の
春
、
名
張
学
舎
か
ら

移
転
し
た
社
会
福
祉
学
科
四

年
の
西
村
千
明
さ
ん
は
友
人

同
士
で
参
加
し
た
と
い
い
、

「
今
ま
で
名
張
学
舎
で
も
参

加
し
て
い
ま
し
た
が
、
初
め

て
伊
勢
学
舎
の
人
た
ち
と
一

緒
に
で
き
て
良
か
っ
た
で

す
。
み
ん
な
で
ボ
ー
ル
を
つ

な
げ
て
チ
ー
ム
が
一
体
に
な

れ
て
楽
し
い
」
と
話
し
た
。

学
友
会
総
務
委
員
長
を
務
め

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学

科
三
年
の
坂
徳
人
君
は
「
応

援
す
る
人
も
含
め
て
み
な
楽

し
ん
で
い
る
の
で
、
ぼ
く
た

ち
も
う
れ
し
い
。
学
友
会
の

メ
ン
バ
ー
た
ち
も
協
力
し
合

い
、
自
発
的
に
動
い
て
く
れ

る
の
で
安
心
し
て
任
せ
ら
れ

ま
す
」
と
、
歓
声
が
続
く
ア

リ
ー
ナ
を
見
守
っ
た
。
球
技

学
風
を
肌
で
実
感

学
風
を
肌
で
実
感

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

　

本
学
で
何
を
学
び
、
ど
ん

な
学
生
生
活
を
送
る
の
か
、

高
校
生
た
ち
が
体
験
す
る
オ

ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
「
こ
こ

ろ
の
小
路
ツ
ア
ー
2
0
1

1
」
が
六
月
十
二
日
・
七
月

十
七
日
に
催
さ
れ
た
。「
未
来

の
自
分
に
出
会
う
小
さ
な

旅
」
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
の
も

と
、各
学
科
・
コ

ー
ス
の
説
明
会

や
個
別
相
談
、

入
試
説
明
会
、

学
食
体
験
、
キ

ャ
ン
パ
ス
ツ
ア

ー
、
学
生
寮
見

学
な
ど
多
彩
な

催
し
を
繰
り
広
げ
た
。

　

特
に
、
教
員
と
学
生
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
協
力
し
て
行
っ

た
各
学
科
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
は
、
大
勢
の
高
校
生
が

参
加
。
神
道
学
科
で
は
「
な

り
き
り
神
道
教
室
（
着
付
け

体
験
）」
を
行
い
、
神
職
の
装

束
を
着
た
高
校
生
た
ち
が
学

生
た
ち
か
ら
礼
儀
作
法
を
学

ん
だ
。
現
代
日
本
社
会
学
科

で
は
、
教
員
と
学
生
、
高
校

　

七
月
三
日
、
寮
祭
が
行
わ

れ
た
。
寮
祭
は
、精
華
寮（
男

子
寮
）・
貞
明
寮（
女
子
寮
）同

士
の
交
流
と
と
も
に
、
新
入

生
と
二
年
生
、
ま
た
新
入
生

同
士
が
互
い
に
親
睦
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
。
寮
生
に
よ
る
寮

生
の
た
め
の
催
し
だ
。
寮
の

生
活
の
な
か
で
は
一
年
で
最

大
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
今

年
で
五
十
回
を
迎
え
る
伝
統

を
持
つ
催
し
で
も
あ
る
。

　

今
年
も
例
年
通
り
、
フ
ィ

ル
ム
の
上
映
、
一
年
生
に
よ

る
班
別
の
余
興
、
立
食
パ
ー

テ
ィ
ー
、
ダ
ン
ス
な
ど
、
盛

り
だ
く
さ
ん
の
内
容
が
丸
一

日
か
け
て
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
運
営
を

担
当
し
た
の
は
寮
生
の
二
年

生
。
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
決
め
る
記
録
係
、
一
年
生

に
よ
る
余
興
を
仕
切
る
班
別

余
興
係
な
ど
、
七
つ
の
男
女

混
合
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
、

五
月
初
旬
か
ら
何
度
も
打
合

せ
を
重
ね
て
き
た
。「
各
パ
ー

ト
や
男
子
寮
と
の
連
携
が
大

変
で
し
た
」
と
貞
明
寮
の
幹

事
を
務
め
た
国
文
学
科
の
内

野
美
貴
子
さ
ん
。
ま
た
精
華

寮
の
幹
事
を
務
め
た
教
育
学

科
の
山
田
将
士
君
は
「
昨
年

は
楽
し
む
方
で
し
た
が
運
営

す
る
側
に
な
っ
て
、
先
輩
の

偉
大
さ
に
気
づ
き
ま
し
た
」

と
語
る
。

　

一
方
、寮
生
の
一
年
生
は
、

参
加
す
る
側
と
し
て
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
中
の
余
興
で
活

躍
。
余
興
に
は
一
年
生
の
男

女
混
合
の
班
で
発
表
す
る

「
班
別
余
興
」、
同
じ
寮
内
で

の
有
志
で
構
成
す
る
「
フ
リ

ー
ス
タ
イ
ル
」の
二
つ
あ
り
、

ダ
ン
ス
や
寸
劇
な
ど
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
内
容
で
盛
り

上
げ
た
。

　

Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
曲
に
合
わ
せ

た
ダ
ン
ス
を
披
露
し
た
文
学

部
神
道
学
科
の
馬
屋
原
真
悠

さ
ん
は
「
み
ん
な
の
予
定
を

合
わ
せ
る
の
が
大
変
で
、
練

習
は
夜
十
時
か
ら
で
し
た
。

一
カ
月
前
か
ら
は
ほ
ぼ
毎
日

取
り
組
み
ま
し
た
」
と
語
る

が
、
練
習
す
る
な
か
で
寮
の

仲
間
と
仲
良
く
な
れ
た
の
が

よ
か
っ
た
と
い
う
。

　

学
校
の
授
業
や
寮
の
当

番
、
バ
イ
ト
な
ど
忙
し
い
合

間
を
縫
っ
て
寮
祭
に
取
り
組

む
こ
と
で
、
と
も
に
生
活
す

る
仲
間
と
の
絆
が
グ
ッ
と
強

ま
っ
た
よ
う
だ
。

生
た
ち
が
日
本
の
未
来
を
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
毎
に
語
り

合
う
「N

IPPON

を
動
か
そ

う
会
議
」
を
開
催
。「
地
域
を

知
ら
な
け
れ
ば
福
祉
は
で
き

な
い
」
な
ど
と
語
る
学
生
た

ち
と
接
し
た
高
校
生
か
ら

は
、「
教
職
員
と
学
生
た
ち
が

協
力
し
合
い
、
親
身
に
な
っ

て
く
れ
る
皇
學
館
の
校
風
に

惹
か
れ
た
」「
こ
こ
で
福
祉
を

勉
強
し
た
い
」
と
い
っ
た
感

想
も
出
た
。

　

そ
の
他
、国
文
学
科
が「
い

に
し
え
の
ロ
マ
ン
紀
行
」、国

史
学
科
が
「
ク
イ
ズ
!
歴
史

発
見
」、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
学
科
が
「
第
一
印
象
診
断

ゲ
ー
ム
」、
教
育
学
科
が
「
教

育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
な
ど

の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
。
未
来
を
開
こ
う
と
す
る

高
校
生
た
ち
の
真
摯
な
ま
な

ざ
し
に
教
員
や
学
生
た
ち
も

熱
心
に
応
え
、
い
ず
れ
の
会

場
も
温
か
い
雰
囲
気
に
包
ま

れ
た
。
ま
た
、
教
育
学
科
の

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
展
に
も
多
く

の
高
校
生
が
参
加
。
取
り
組

み
を
活
き
活
き
と
語
る
学
生

た
ち
に
多
彩
な
質
問
を
投
げ

か
け
た
。

　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に

参
加
し
た
高
校
生
た
ち
の
本

学
へ
の
進
学
率
は
高
く
、
オ

ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
は
八
月

二
十
一
日
、
そ
し
て
学
園
祭

が
開
か
れ
る
十
月
三
十
日
に

も
催
さ
れ
る
予
定
だ
。

　

七
月
三
日
、
精
華
寮
・
貞
明
寮
の
寮
祭
が
開
催
さ
れ
た
。

一
、
二
年
生
の
寮
生
二
二
七
名
が
参
加
し
、
余
興
や
ダ
ン

ス
な
ど
で
盛
り
上
が
り
、
互
い
に
交
流
を
深
め
た
。

大
会
は
毎
年
春
学
期
と
秋
学

期
に
催
さ
れ
、
学
生
や
教
職

員
の
交
流
と
親
睦
を
深
め
て

い
る
。

編
集
後
記

◆
七
月
十
一
日
に
ウ
イ
ン
ク
あ
い

ち
で
開
催
さ
れ
た
通
算
五
回
目
の

本
学
教
育
講
演
会
で
は
、
過
去
最

多
の
約
八
百
名
の
来
場
者
を
お
迎

え
し
、
盛
況
の
う
ち
に
終
了
で
き

ま
し
た
こ
と
、
ス
タ
ッ
フ
一
同
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。さ
て
学
園
報
で
は
、

本
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
を
紙
面

に
て
ご
紹
介
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
学
生
の
皆
さ
ん
の
ク
ラ

ブ
・
課
外
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
な
ど
、
学
内
外
を
問
わ
ず
幅

広
く
ご
紹
介
し
て
行
き
ま
す
の

で
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
提
供
を

kikaku@kogakkan-u.ac.jp

ま

で
お
願
い
し
ま
す
。 

【
企
画
部
】

講演会開催のお知らせ
伴五十嗣郎先生退任記念講演会
神道学科・神道学会共催

「生
せ い

祠
し

―神に祀られた人々―」
日時◆11月18日㈮ 16：30～18：00
場所◆皇學館大学 4号館 431教室

聴講無料●事前申込み不要

【問合せ先】神道学科研究室 ☎0596‒22‒6455
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8月
 6●土   遷宮記念講演会 函館市中央図書館
  伊勢の神宮と天照大神◆◆伴五十嗣郎 文学部教授
 20●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 「神仏分離の諸相②神仏分離令と

その全国への波及」◆◆河野訓 文学部教授
  　土   あのつアカデミー 芸濃総合支所
  伊勢平氏の誕生◆◆岡野友彦 文学部教授
 27●土   皇學館大学共催講座 近鉄文化サロン阿倍野
  特別公開講座 「折口信夫と神道」

◆◆半田美永 文学部教授9月
 3●土   皇學館大学共催講座 近鉄文化サロン阿倍野
  特別公開講座 「摂津国一宮の住吉大社と和

泉国の諸大社」◆◆井後政晏 文学部教授
  　土   あのつアカデミー 芸濃総合支所
  都落ち後の伊勢平氏◆◆岡野友彦 文学部教授
 4●日   史料編纂所第19回公開講座 234教室
  日本書紀・古事記の世界③ 事前申込みが必要（先着順）

1.「阿弥陀池の話　『日本書紀』の仏教伝来
　記事　」◆◆遠藤慶太 史料編纂所准教授

  2.古事記の崩年干支について
　 ◆◆荊木美行 史料編纂所教授

  3．雄略天皇紀と伊勢国
　 ◆◆岡田登 文学部教授・史料編纂所長

 10●土   月例文化講座 431教室
  西洋音楽黎明期における子どもの歌

◆◆錦かよ子 教育学部教授

  　   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「天石戸ごもり」

◆◆白山芳太郎 文学部教授

 17●土   史料編纂所古文書講座 712教室
  「中世文書を読む」前編＊◆◆岡野友彦 文学部教授
 24●土   史料編纂所古文書講座 711教室
  「中世文書を読む」後編＊◆◆岡野友彦 文学部教授

 ＊いずれも聴講無料、事前申込みは不要

  　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 「神仏分離の諸相③近畿地方と

伊勢地方における神仏分離」
◆◆河野訓 文学部教授
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