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（
藤
本
）　
神
道
文
化
会
も
七
十
周
年
を
迎
え
、
本
年
、
平
成
三
十
年
五

月
に
は
、
物
故
者
慰
霊
祭
と
と
も
に
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

七
十
年
と
い
う
、
時
の
長
さ
に
感
慨
深
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

平
成
と
な
っ
て
か
ら
の
歴
史
も
既
に
三
十
年
を
経
ま
し
た
。
人
で
い
え

ば
、本
会
は
、ま
さ
に
「
古
稀
」。
平
成
に
入
っ
て
か
ら
で
も
孔
子
の
『
論

語
』「
為
政
」
の
言
葉
を
喩
え
て
い
え
ば
、「
自
立
」
を
迎
え
る
わ
け
で
す
。

顧
み
ま
す
と
、
こ
の
七
十
年
は
決
し
て
順
風
満
帆
で
あ
っ
た
わ
け
で
な

く
、
本
会
に
お
い
て
は
設
立
四
十
年
と
な
っ
た
平
成
元
年
が
、
本
会
に

と
っ
て
も
大
き
な
節
目
で
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
本
会
の
会
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
徳
川
宗
敬
会
長
、
松
山
能
夫
専
務
理
事
が
相
次
い
で
逝
去
さ
れ
た

の
が
、
こ
の
平
成
元
年
と
い
う
年
で
あ
り
、
本
会
に
お
い
て
は
大
き
な

危
機
、
転
機
と
も
い
え
る
時
期
で
し
た
。
こ
の
転
機
を
ど
の
よ
う
な
思

い
で
乗
り
越
え
、
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
、
こ
の
平
成
の
三
十
年

間
の
活
動
、
事
業
を
行
っ
て
き
た
の
か
、
こ
れ
を
振
り
返
る
こ
と
で
、

あ
ら
た
め
て
未
来
志
向
と
申
し
ま
す
か
、
こ
れ
か
ら
の
本
会
の
活
動
、

事
業
の
方
向
性
を
新
た
に
模
索
す
る
た
め
の
一
つ
の
契
機
と
し
た
い
と

い
う
の
も
今
回
の
座
談
会
の
趣
旨
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
た

回
顧
と
展
望
の
営
み
も
ま
た
、
戦
後
の
神
社
界
の
歴
史
を
辿
る
上
で
も
、

ま
た
神
道
文
化
会
に
と
っ
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
。

　

斯
様
な
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
私
自
身
が
こ
の
平
成
初
め
の
当
時

を
直
接
知
っ
て
い
る
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
本
会
の
中
心
的
な
役

割
を
果
た
さ
れ
た
理
事
の
面
々
の
方
々
、
あ
る
い
は
戦
後
間
も
な
い
時

期
か
ら
の
本
会
を
知
っ
て
い
た
葦
津
珍
彦
先
生
や
澁
川
謙
一
先
生
も
現

在
で
は
、
既
に
逝
去
さ
れ
、
上
田
賢
治
先
生
の
よ
う
に
戦
後
か
ら
の
本

会
の
歩
み
を
知
る
斯
界
の
重
鎮
方
も
ほ
と
ん
ど
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
会
で
も
設
立
五
十
周
年
の
折
、
平
成
九
年
の
一
月
一
日
号

の
『
神
社
新
報
』
の
紙
面
に
お
い
て
松
山
文
彦
専
務
理
事
、
阪
本
是
丸

理
事
、
茂
木
貞
純
神
社
本
庁
研
究
室
長
、
今
井
達
神
社
新
報
編
輯
長
に

よ
る
座
談
会
「
新
春
座
談
会
神
道
文
化
会
５
０
年
～
先
人
の
志
の
高
さ

を
い
か
に
受
け
継
ぐ
か
～
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
過
去
を
振
り
返
る

試
み
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
を
基
点
と
致
し
ま
し
て
も
す
で
に
二
十

年
を
経
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
一
度
過
去
を
省
み
、
あ
ら
た
め
て

次
の
世
代
に
バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
時
期
に
来
つ
つ
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
二
十
年
余
前
の
『
神
社
新
報
』
の

座
談
会
で
も
神
道
文
化
会
誕
生
に
至
る
設
立
当
初
の
事
情
や
趣
旨
を
よ

く
知
る
本
会
の
理
事
と
し
て
阪
本
是
丸
先
生
が
登
場
さ
れ
て
お
り
、
葦

津
珍
彦
先
生
も
『
神
道
文
化
』
創
刊
号
に
て
、
当
時
の
事
情
を
一
番
よ

く
知
る
方
と
し
て
、阪
本
先
生
の
名
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、昭
和・

平
成
に
か
け
て
の
こ
こ
四
十
年
間
の
本
会
の
事
業
に
つ
い
て
も
、
上
田

先
生
と
と
も
に
種
々
ご
尽
力
戴
い
て
き
た
の
が
阪
本
先
生
で
す
。
ゆ
え

に
阪
本
先
生
に
、
今
回
、
色
々
お
尋
ね
す
る
な
か
で
、
過
去
を
振
り
返
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り
つ
つ
も
、
未
来
へ
向
け
た
本
会
の
歩
み
の
標
と
な
る
よ
う
な
お
話
が

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
は
あ
る
の
で
す

が
、
ま
ず
は
、
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
三
十
年
前
の
神
道
文
化
会
に
訪
れ
た

危
機
、
あ
る
い
は
転
機
・
契
機
と
申
し
ま
す
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
あ

ら
た
め
て
阪
本
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
少

し
お
話
戴
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
阪
本
）　
小
生
は
、
父
の
阪
本
健
一
が
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
神
道

文
化
会
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
昭
和
の
半
ば
か
ら
の
本
会

の
歩
み
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
こ
と
は
存
じ
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
、

小
生
自
身
が
、
本
会
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
國
學
院
大
學
日

本
文
化
研
究
所
の
助
手
、
あ
る
い
は
神
社
新
報
社
に
勤
務
し
て
い
た
昭

和
五
十
年
代
か
ら
で
す
。
で
す
の
で
、
本
会
の
七
十
年
の
歴
史
の
な
か

で
は
四
十
年
、
四
十
五
年
余
の
歴
史
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
、

本
誌
の
三
十
五
頁
～
五
十
頁
に
付
さ
れ
て
い
る
本
会
の
略
年
表
も
是
非

御
覧
戴
き
た
い
わ
け
で
す
。

　

神
道
文
化
会
は
、
草
創
期
か
ら
平
成
八
年
ま
で
は
東
京
大
神
宮
に
事

務
局
を
置
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
昭
和
二
十
五
年
の
藤
原
郁
夫
著

『
平
和
の
象
徴
』、
星
野
健
著
『
平
和
と
神
宮
崇
敬
』
の
冊
子
に
始
ま
り

ま
す
が
、
こ
の
折
は
大
神
宮
の
禰
宜
で
あ
っ
た
高
次
秀
直
氏
が
担
当
さ

れ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
ど
も
当
時
の
活
動
は
淡
々
と
し
た
も
の
で
、

昭
和
二
十
七
年
に
は
小
冊
子
『
道
の
は
じ
め
謹
解
』
が
、
昭
和
三
十
年

に
は
、
宮
川
先
生
の
関
係
で
『
舞
楽
解
説
』（
神
宮
司
庁
雅
楽
講
習
所

編
）
が
発
刊
さ
れ
、『
神
社
神
道
百
問
百
答
』（
小
野
祖
教
著
）
も
発
刊

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
会
の
事
業
と
し
て
学
術
面
に
大
き
く
舵
を

切
る
の
は
、
大
規
模
な
総
合
学
術
調
査
と
し
て
な
さ
れ
た
調
査
の
報
告

書
で
あ
る
『
高
千
穂
・
阿
蘇
』
の
発
刊
が
契
機
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
の
協
力
を
得
て
発
刊
し
た

『
神
道
要
語
集
』
を
は
じ
め
、
設
立
二
十
周
年
記
念
と
も
な
っ
た
昭
和

四
十
三
年
の
『
明
治
維
新　

神
道
百
年
史
』（
全
五
冊
）、
設
立
二
十
五

周
年
に
は
、『
戦
後
神
道
論
文
選
集
』
が
発
刊
さ
れ
、
昭
和
五
十
七
年

に
設
立
三
十
五
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
『
天
照
大
御
神
』（
研
究
篇
・

資
料
篇
全
四
冊
）、
昭
和
六
十
二
年
に
設
立
四
十
周
年
記
念
事
業
と
し

て
『
神
道
と
現
代
』（
二
冊
）
な
ど
を
出
版
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
斯

界
を
中
心
に
お
い
て
反
響
が
あ
り
、
高
い
評
価
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
こ

の
時
期
の
神
道
文
化
会
の
事
業
実
施
の
中
心
に
は
、
安
津
素
彦
先
生
、

西
田
廣
義
先
生
の
お
二
人
が
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
は
岡
田
米
夫
先
生
、
葦
津
先
生
、
西
田

広
義
先
生
、
私
の
父
（
阪
本
健
一
）
な
ど
が
主
に
な
っ
て
、
学
術
的
な

素
地
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
も
っ
と
神
社
・
神
道
を
一
般
的
に
普
及
・
啓

蒙
さ
せ
よ
う
と
出
さ
れ
た
の
が
「
神
道
文
化
叢
書
」
の
シ
リ
ー
ズ
で
し

た
。
神
道
文
化
奨
励
賞
の
第
一
回
も
ち
ょ
う
ど
昭
和
四
十
三
年
度
か
ら

で
、
ほ
ぼ
同
時
期
で
す
が
、
当
初
の
意
図
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
の
神
道

文
化
叢
書
は
、
や
や
役
割
が
異
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

先
ほ
ど
、
藤
本
君
か
ら
も
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
か
ら
思
え
ば
、

平
成
元
年
前
後
あ
た
り
が
、
ま
さ
に
本
会
と
し
て
は
節
目
と
い
い
ま
す

か
、『
神
道
と
現
代
』
の
発
刊
頃
か
ら
が
、
ち
ょ
う
ど
事
業
と
し
て
は

代
替
わ
り
の
時
期
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
昭
和
五
十
年
代
ま
で

は
、
安
津
素
彦
と
西
田
廣
義
先
生
が
事
業
運
営
の
ま
さ
に
中
心
で
、
小

生
は
、
設
立
三
十
周
年
記
念
と
し
て
企
画
さ
れ
た
『
昭
和
大
礼
要
録
』

を
も
と
に
し
た
『
昭
和
の
御
大
典
』
を
神
道
文
化
会
で
復
刻
発
刊
す
る

際
に
西
田
先
生
か
ら
、
そ
の
編
集
作
業
を
依
頼
さ
れ
た
の
が
本
会
に
小

生
が
本
格
的
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
き
っ
か
け
で
す
。

　
『
昭
和
の
御
大
典
』
の
編
輯
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
小
生
は
、
当

時
ま
だ
二
十
代
後
半
で
、
そ
の
後
、
西
田
先
生
が
昭
和
五
十
七
年
に
神

社
新
報
を
辞
め
ら
れ
、
六
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
体
調
の
関
係
で
ほ

と
ん
ど
携
わ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
上
田
先
生
が
事
業
運
営
の
中
心
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
、
藤
本
君
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
平

成
元
年
三
月
十
三
日
に
松
山
専
務
理
事
、
同
五
月
一
日
に
会
長
で
あ
る

徳
川
統
理
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
戦
前
か
ら
戦

後
の
斯
界
を
支
え
た
多
く
の
名
物
宮
司
が
逝
去
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
り

ま
し
た
。
先
に
申
し
た
小
生
の
父
も
翌
年
の
平
成
二
年
、
神
道
文
化
会

の
設
立
日
と
な
る
九
月
十
三
日
に
逝
去
し
ま
し
た
が
、
会
の
ま
さ
に
中

核
、
主
柱
と
な
る
会
長
、
専
務
理
事
が
不
在
と
い
う
中
で
、
会
の
運
営

を
ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、当
時
、本
当
に
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

本
会
の
創
設
に
も
関
与
し
、
宮
川
宗
徳
氏
と
と
も
に
草
創
期
を
知
る

理
事
で
あ
っ
た
葦
津
珍
彦
先
生
も
平
成
元
年
当
時
、
既
に
七
十
八
歳
で
、

そ
の
四
年
後
に
は
、
八
十
二
歳
で
逝
去
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
当
時
、
葦

津
先
生
は
自
身
も
高
齢
に
な
ら
れ
て
お
り
、
神
社
本
庁
統
理
で
か
つ
本

会
会
長
で
も
あ
っ
た
徳
川
宗
敬
氏
の
逝
去
、
ま
た
、
事
務
局
を
東
京
大

神
宮
に
置
い
て
い
た
だ
け
に
、
物
心
両
面
に
わ
た
る
支
援
を
し
て
き
た

専
務
理
事
の
松
山
能
夫
宮
司
の
逝
去
と
い
う
も
の
が
、
会
の
今
後
の
運

営
に
与
え
る
ダ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
即
位
礼
や
大
嘗
祭
と
い
う
御
代
替

わ
り
の
儀
式
を
控
え
て
、
神
社
界
が
全
力
を
注
い
で
時
期
で
あ
っ
た
だ

け
に
、
神
道
文
化
会
の
今
後
に
大
い
に
危
惧
を
さ
れ
て
い
た
か
と
思
い

ま
す
が
、
神
社
・
神
道
の
文
化
的
、
学
術
的
な
興
隆
に
務
め
て
き
た
会

の
功
績
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
ま
さ
に
非
常
に
辛
い
時
期
で
、

会
の
存
亡
に
も
か
か
わ
る
時
期
だ
け
に
、
私
ど
も
に
と
っ
て
本
当
に
混

迷
を
極
め
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

（
藤
本
）　
認
識
が
間
違
っ
て
い
た
ら
ご
教
示
戴
き
た
い
の
で
す
が
、
私

は
、
神
道
文
化
会
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
の
中
で
、
も
し
神
社
本
庁
や

全
国
神
社
が
廃
さ
れ
る
よ
う
な
危
機
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
神
社
新
報

社
が
神
社
に
か
か
る
広
報
・
宣
伝
を
担
い
、
財
団
法
人
で
あ
る
神
道
文

化
会
が
神
道
に
か
か
る
文
化
面
の
普
及
や
支
援
を
な
し
て
、
占
領
が
解

け
た
後
、
と
も
に
神
社
界
復
活
の
受
け
皿
と
も
な
れ
る
よ
う
に
と
、
宮

川
宗
徳
先
生
や
葦
津
先
生
が
苦
心
、
尽
力
さ
れ
て
設
立
に
至
っ
た
も
の

だ
と
い
う
理
解
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
神
道
文
化
会
と
い
う

も
の
の
存
在
は
、
ま
さ
に
神
社
本
庁
、
神
社
界
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
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道
芸
能
普
及
費
」
の
授
与
を
実
施
し
た
の
も
こ
の
時
期
か
ら
で
す
。
ま

さ
に
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
神
社
お
よ
び
神
道
文
化
の

普
及
・
啓
発
に
携
わ
る
学
術
文
化
団
体
と
し
て
、
公
共
性
、
公
益
性
を

よ
り
深
め
た
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
時
期
だ
と
。
そ

う
小
生
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

機
関
誌
『
神
道
文
化
』
草
創
の
頃

（
藤
本
）　
そ
う
い
え
ば
、
機
関
誌
『
神
道
文
化
』
の
発
刊
第
一
号
に
は
、

葦
津
先
生
が
「
神
道
文
化
会
創
設
当
時
の
事
情
」
と
い
う
回
顧
録
を
書

か
れ
て
い
ま
す
ね
。

（
阪
本
）　
あ
の
第
一
号
の
葦
津
先
生
の
原
稿
は
小
生
が
依
頼
し
た
も
の

で
す
が
、
平
成
初
め
の
頃
の
本
会
の
事
情
を
知
る
も
の
と
し
て
は
、
非

常
に
思
い
出
深
い
も
の
で
す
。

　

創
刊
号
で
は
、
上
田
先
生
が
「
神
道
文
化
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文

を
書
か
れ
て
お
り
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
で
す
が
、
そ
の
後
、
平

成
十
四
年
に
國
學
院
大
學
に
神
道
文
化
学
部
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、「
神
道
学
科
」
で
は
な
く
、「
神
道
文

化
」
を
学
部
の
名
称
と
し
て
冠
す
る
だ
け
に
、「
神
道
文
化
」
と
は
何

か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
も
神
道
文
化
会
と
い
う
も
の
が
、
昭
和

二
十
二
年
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
名
称
そ
の
も
の
と
な
る
「
神
道

文
化
」
に
つ
い
て
探
ろ
う
と
す
る
も
の
を
論
文
と
し
て
書
か
れ
て
い
る

こ
と
は
、
単
に
神
道
文
化
会
と
い
う
も
の
の
意
義
の
み
な
ら
ず
、
平
成

十
四
年
の
学
部
設
置
に
際
し
て
も
そ
の
役
割
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と

も
思
う
わ
け
で
す
。
こ
の
神
道
文
化
会
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
、
あ

る
い
は
、
こ
の
平
成
初
め
の
頃
の
時
期
が
な
け
れ
ば
、
國
學
院
大
學
の

神
道
文
化
学
部
も
文
部
科
学
省
か
ら
設
置
の
認
可
が
簡
単
に
下
り
て
い

な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
点
で
は
、
本
会
そ
の
も
の
の
存
在

や
、
本
会
が
こ
れ
ま
で
な
し
て
き
た
事
業
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
大
学
の

学
部
設
置
の
方
に
ま
で
も
広
く
貢
献
し
て
き
た
と
も
思
う
わ
け
で
す
。

（
藤
本
）　
そ
う
で
す
か
。『
神
道
文
化
』
の
創
刊
号
は
、
今
見
て
も
驚

く
ほ
ど
、
斯
界
の
錚
々
た
る
面
々
が
随
想
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
機
関
誌
『
神
道
文
化
』
の
文
字
の
揮
毫
は
、
櫻
井
勝
之
進
先
生
で

す
ね
。

（
阪
本
）　
櫻
井
先
生
は
、
当
時
、
斯
界
の
三
筆
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
達

筆
で
知
ら
れ
た
方
で
す
か
ら
ね
。
平
成
元
年
の
徳
川
、
松
山
両
氏
の
逝

去
の
頃
は
、
多
賀
大
社
宮
司
で
神
社
本
庁
総
長
の
職
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
六
月
が
改
選
期
で
し
た
の
で
、
副
総
長
で
あ
っ
た
白
井
永
二

宮
司
が
総
長
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
櫻
井
先
生
か
ら
は
本
会
の
護
持
・

維
持
に
、
本
庁
と
し
て
率
先
し
て
協
力
を
す
る
旨
の
言
葉
を
頂
戴
し
た

の
も
覚
え
て
い
ま
す
し
、
創
刊
号
の
巻
頭
の
随
想
は
、
櫻
井
先
生
で
あ

る
こ
と
に
も
そ
れ
は
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。
単
に
そ
れ
は
櫻
井
先
生
が

学
者
神
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
神
道
文
化
会
の
使

命
、
役
割
を
よ
く
ご
存
知
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
お
言
葉
だ
っ
た
と
思
っ

あ
る
と
い
う
認
識
な
ん
で
す
が
、
そ
の
神
道
文
化
会
の
屋
台
骨
が
ぐ
ら

つ
い
た
、
こ
の
平
成
初
め
の
時
期
、
さ
き
ほ
ど
葦
津
先
生
の
危
惧
の
お

話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
上
田
先
生
や
阪
本
先
生
は
、
ど
の
よ
う
に
思

わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
阪
本
）　
葦
津
先
生
は
、
ま
さ
に
本
会
の
設
立
の
目
的
を
知
る
方
、
草

創
期
を
知
る
方
で
す
か
ら
ね
。
実
際
に
は
、
平
成
の
こ
の
時
期
を
過
ぎ

て
も
葦
津
先
生
に
は
協
力
し
て
戴
い
た
の
で
、
先
生
の
危
惧
が
ど
こ
ま

で
で
あ
っ
た
の
か
は
推
し
量
る
す
べ
が
な
い
の
で
す
が
、
上
田
賢
治
先

生
は
、
神
道
文
化
会
が
こ
れ
ま
で
の
戦
後
の
神
社
界
に
果
た
し
て
き
た

学
術
的
、
文
化
的
役
割
の
大
き
さ
、
そ
し
て
今
後
も
果
た
し
て
ゆ
く
べ

き
役
割
と
い
う
も
の
を
考
え
、
今
後
も
会
を
確
実
に
維
持
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
だ
と
仰
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
「
自
ら
が
こ
の
神
道
文

化
会
を
支
え
て
い
く
」
と
。
ま
さ
に
四
十
年
を
迎
え
た
神
道
文
化
会
に

と
っ
て
は
、
藤
本

君
が
先
ほ
ど
、
孔

子
の
『
論
語
』
を

出
し
て
い
ま
し
た

が
、「
四
十
に
し

て
惑
は
ず
」
と
い

う
、「
不
惑
」、
惑

わ
ず
前
に
進
め
よ

と
い
う
時
期
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、
上
田
先
生
が
、
本
会

の
「
中
興
の
祖
」
な
の
も
知
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。

　

徳
川
会
長
、
松
山
専
務
理
事
が
逝
去
さ
れ
る
少
し
前
か
ら
、
具
体
的

な
事
業
と
し
て
動
き
出
し
て
い
た
の
が
、
ま
さ
に
今
年
で
三
十
号
を
迎

え
る
機
関
誌
『
神
道
文
化
』
の
発
行
で
し
た
。
こ
の
機
関
誌
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
は
、
神
道
文
化
を
神
社
・
神
職
一
般
に
広
く
啓
蒙
す
る
雑
誌

と
し
て
発
刊
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
上
田
賢
治
先
生
と
小
生
と
で
、

単
な
る
出
版
物
や
周
年
ご
と
の
記
念
出
版
と
い
う
形
で
の
書
籍
の
刊
行

だ
け
で
は
、
本
当
の
意
味
で
の
神
道
文
化
の
普
及
・
啓
蒙
に
は
な
ら
な

い
と
考
え
て
、
毎
年
一
回
の
発
刊
で
も
い
い
の
で
、
神
社
や
神
職
へ
と

訴
え
か
け
る
も
の
、
そ
れ
も
小
冊
子
で
は
な
く
機
関
誌
的
な
雑
誌
と
し

て
読
め
る
も
の
を
作
り
た
い
と
相
談
し
て
、
何
と
か
創
刊
に
漕
ぎ
付
け

た
の
が
機
関
誌
の
『
神
道
文
化
』
で
、
小
生
が
葦
津
先
生
、
櫻
井
勝
之

進
先
生
を
は
じ
め
諸
先
生
方
に
原
稿
を
お
願
い
し
て
創
刊
号
を
編
集
し

て
い
る
最
中
に
一
番
の
理
解
者
で
あ
っ
た
徳
川
、
松
山
両
氏
が
相
次
い

で
逝
去
さ
れ
た
と
い
う
訳
で
す
。

　

ま
た
、
当
時
既
に
第
十
四
輯
ま
で
発
刊
し
て
い
た
神
道
文
化
叢
書
の

完
全
な
学
術
書
へ
の
転
換
と
い
う
の
も
こ
の
時
期
か
ら
で
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
昭
和
五
十
年
代
後
半
か
ら
、
こ
れ
は
東
京
都
教
育
委
員

会
か
ら
、
財
団
法
人
と
し
て
再
三
、
事
業
の
拡
大
を
な
す
べ
き
と
の
行

政
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
っ
て
始
め
た
こ
と
で
す

が
、
昭
和
六
十
二
年
か
ら
寄
附
行
為
の
改
正
を
行
っ
て
全
国
か
ら
「
神
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て
船
、
山
に
登
る
」
状
態
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
非
常
に
印
象
深

い
で
す
ね
（
笑
）。

　

昨
年
の
座
談
会
は
、「
鉄
道
と
神
道
文
化
」
で
し
た
が
、
近
代
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
、
鉄
道
を
通
じ
、
日
本
文
化
、
神
道
文
化
、
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
か
ら
田
園
都
市
論
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
内
容
で
あ
り
ま
し

た
。
鉄
道
も
好
き
な
神
職
さ
ん
も
少
な
か
ら
ず
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の

で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
反
響
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
と
は
申
し
て
も

三
十
年
前
の
座
談
会
か
ら
見
れ
ば
、
昨
年
の
座
談
会
は
先
生
に
も
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
い
う
形
で
参
加
戴
き
ま
し
た
が
、
か
つ
て
の
学
問
的
に
も

重
厚
な
感
じ
の
す
る
座
談
会
と
比
較
す
れ
ば
、
少
々
お
恥
ず
か
し
い
も

の
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。
あ
ら
た
め
て
『
神
道
文
化
』
の

創
刊
号
か
ら
現
在
ま
で
の
目
次
を
拝
見
す
る
と
、
掲
載
し
て
い
る
論
文・

小
論
文
の
執
筆
陣
も
幅
広
い
で
す
ね
。

（
阪
本
）　
執
筆
陣
だ
け
で
な
く
、
機
関
誌
で
は
、
神
道
文
化
の
普
及
と

い
う
側
面
も
鑑
み
て
、
神
社
に
あ
る
宝
物
や
図
書
資
料
な
ど
に
も
着
目

し
て
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
意
味
で
「
神
社
の
文
庫
め
ぐ
り
」
と
い
う
企

画
も
考
え
て
、
機
関
誌
に
掲
載
し
始
め
た
の
も
あ
の
時
期
で
し
た
。
実

際
に
は
、
文
庫
を
持
つ
神
社
の
数
が
多
い
も
の
で
は
な
い
の
で
、
文
庫

な
ど
を
設
置
し
て
欲
し
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
決
し
て
長
く
は
続
か

な
か
っ
た
企
画
だ
け
れ
ど
も
、
後
に
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
や
國
學
院

大
學
の
Ｏ
Ｒ
Ｃ
（
オ
ー
プ
ン･

リ
サ
ー
チ･

セ
ン
タ
ー
事
業
）
で
神
社
博

物
館
の
調
査
や
所
有
文
化
財
の
調
査
、
整
理
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
に
も

繋
が
る
よ
う
な
企
画
で
あ
っ
た
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
神
社
本
庁
教
学

研
究
所
が
主
に『
神
道
文
化
』の
企
画
や
編
集
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
第
十
一
号
く
ら
い
あ
た
り
か
ら
だ
か
ら
、
第
九
号
あ
た
り
ま

で
の
『
神
道
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
上
田
先
生
と
一
緒

に
な
る
べ
く
多
方
面
の
分
野
の
先
生
方
に
依
頼
し
て
い
ま
し
た
。

（
藤
本
）　
発
刊
当
初
の
機
関
誌
の
編
集
自
体
は
、
誰
が
担
当
さ
れ
て
い

た
ん
で
し
ょ
う
か
。

（
阪
本
）　
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
、
神
道
文
化
会
の
事
業

の
一
部
は
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
昭
和
五
十
年
代
ま
で
は
、
安
津
、

西
田
両
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、
安

津
先
生
か
ら
上
田
先
生
へ
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
、
西
田
先
生
か
ら
小

生
へ
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
で
、
平
成
に
入
る
頃

に
は
、
上
田
先
生
と
小
生
と
が
、
お
お
よ
そ
メ
イ
ン
と
な
る
事
業
に
携

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
機
関
誌
の
『
神
道
文
化
』
に
つ
い
て
は
、
企
画
お

よ
び
編
集
・
校
正
も
上
田
先
生
と
小
生
で
や
っ
て
お
り
、
ぜ
ひ
過
去
の

機
関
誌
の
編
集
後
記
を
見
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
初
期
の
機

関
誌
で
は
編
集
後
記
の
部
分
は
上
田
先
生
ご
自
身
が
書
か
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
平
成
八
年
に
神
社
本
庁
に
事
務
局
が
移
転
す
る
ま
で

は
、
東
京
大
神
宮
に
上
田
先
生
と
よ
く
通
っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
な
い
で

す
ね
。

（
藤
本
）　
そ
う
で
す
か
。
そ
の
後
、
私
も
教
学
研
究
所
か
ら
総
合
研
究

所
に
い
た
時
期
、
約
八
年
近
く
機
関
誌
の
担
当
を
致
し
ま
し
た
が
、
も

て
い
ま
す
。

　

現
在
も
機
関
誌
『
神
道
文
化
』
の
随
想
欄
に
は
、
各
県
神
社
庁
の
庁

長
や
別
表
神
社
の
宮
司
ク
ラ
ス
の
方
に
執
筆
戴
い
て
い
ま
す
が
、
顧
み

れ
ば
、
櫻
井
総
長
や
白
井
総
長
に
率
先
し
て
そ
の
範
を
示
し
て
戴
い
た

こ
と
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
白
井
総
長
は
『
神
道

文
化
』
第
二
号
の
巻
頭
の
随
想
だ
け
れ
ど
も
、
白
井
総
長
も
、
そ
の
次

の
岡
本
総
長
に
至
る
迄
、
三
代
の
総
長
が
率
先
し
て
『
神
道
文
化
』
に

執
筆
戴
い
た
こ
と
も
あ
り
、
折
に
触
れ
て
神
社
本
庁
と
し
て
会
の
護
持

協
力
を
述
べ
て
戴
い
た
こ
と
は
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、

平
成
八
年
の
岡
本
総
長
の
時
代
に
神
道
文
化
会
は
、
総
長
の
意
向
も

あ
っ
て
神
社
本
庁
に
一
旦
事
務
局
が
移
転
し
、
会
長
も
統
理
か
ら
総
長

が
務
め
る
よ
う
に
な
る
し
ね
。

（
藤
本
）　
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
創
刊
号
の
随
想
は
、桜
井
、上
杉
千
郷
、

藤
田
勝
重
、
加
藤

隆
久
、岡
本
健
治
、

花
山
院
親
忠
さ
ん

で
す
。
最
近
は
、

女
子
神
職
に
も
随

想
を
書
い
て
戴
く

よ
う
に
も
な
り
ま

し
た
が
、
現
在
で

も
で
き
る
限
り
、

機
関
誌
の
随
想
欄
に
は
、
各
県
神
社
庁
の
庁
長
や
副
庁
長
ク
ラ
ス
の
宮

司
さ
ん
、
あ
る
い
は
別
表
神
社
の
宮
司
さ
ん
、
そ
れ
に
準
ず
る
役
職
の

宮
司
さ
ん
方
に
寄
稿
を
依
頼
し
て
い
ま
す
ね
。

（
阪
本
）　
座
談
会
に
つ
い
て
も
そ
う
で
、
前
回
の
第
二
十
九
号
は
「
鉄

道
と
神
道
文
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
あ
る
種
、
ニ
ッ
チ
な
面
も
あ
っ

た
座
談
会
で
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
創
刊
号
の
座
談
会
は
「
日
本
の
文

化
を
語
る　

古
代
日
本
人
の
他
界
観
か
ら
見
た
葬
制
」
と
題
し
た
も
の

で
、
日
本
考
古
学
界
の
長
老
と
も
い
う
べ
き
斎
藤
忠
大
正
大
学
名
誉
教

授
と
祭
祀
考
古
学
の
杉
山
林
継
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
助
教
授

と
の
対
談
は
、
印
象
深
い
も
の
が
あ
る
ね
。
の
ち
に
杉
山
先
生
は
、
千

葉
県
神
社
庁
長
や
神
社
本
庁
の
理
事
に
も
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
い

は
、
第
八
号
だ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
宗
教
社
会
学
が
専
門
で
東
洋

大
学
の
西
山
茂
教
授
を
招
い
た
「
神
道
と
現
代
宗
教
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
の
座
談
会
な
ど
は
、
あ
れ
も
本
庁
で
は
で
き
な
い
神
道
文
化
会
ら
し

い
企
画
で
、
懐
か
し
い
ね
。
あ
の
頃
ま
で
は
積
極
的
に
上
田
先
生
も
座

談
会
に
出
席
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

（
藤
本
）　
私
は
、
過
去
の
座
談
会
で
は
、
西
山
先
生
の
出
ら
れ
た
も
の

も
印
象
深
い
で
す
が
、
第
十
二
号
の
座
談
会
「
教
学
・
神
学
・
教
化
と

神
道
文
化
」
で
上
田
先
生
、
牟
禮
先
生
、
佐
野
和
史
先
生
、
竹
本
佳
徳

先
生
ら
が
参
加
さ
れ
て
い
た
座
談
会
で
、
司
会
を
務
め
ら
れ
た
牟
禮
先

生
が
、
教
化
・
教
学
・
神
学
の
重
鎮
の
先
生
方
が
集
ま
っ
た
座
談
会
で

誰
が
司
会
を
務
め
て
も
お
か
し
く
な
い
座
談
会
だ
け
に
「
船
頭
多
く
し
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者
育
成
、
若
手
研
究
者
の
育
成
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味

で
は
神
道
文
化
会
が
、
間
接
的
で
あ
っ
て
も
斯
界
に
果
た
し
て
き
た
役

割
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
皇
學
館
、
國
學
院
の
神
道
学
に
か

か
る
若
手
教
員
は
、
全
て
で
は
な
い
で
す
が
、
お
お
よ
そ
座
談
会
か
、

公
開
講
演
会
、
神
道
文
化
叢
書
に
関
与
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

（
藤
本
）　
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
今
後
、
座
談
会
の
企
画
な
ど
を
通
じ
、

ま
だ
ま
だ
本
会
に
関
わ
っ
て
い
な
い
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
若
手
研
究

者
も
ぜ
ひ
発
掘
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
神
道
文
化
叢
書
の
お
話
も
少
し
出
て
き
ま
し
た
の
で
、
叢
書
の

こ
と
に
つ
い
て
お
伺
い
し
て
も
宜
し
い
で
し
ょ
う
か
。
神
道
文
化
叢
書

が
い
わ
ゆ
る
一
般
新
書
的
な
啓
蒙
書
か
ら
重
厚
な
学
術
研
究
書
へ
と
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
の
も
確
か
、
こ
の
時
期
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
。

　
神
道
文
化
叢
書
の
持
つ
意
義

（
阪
本
）　
神
道
文
化
叢
書
も
第
十
四
輯
ま
で
は
、
新
書
サ
イ
ズ
の
も

の
で
、
小
生
の
父
も
第
二
輯
で
『
大
国
隆
正
』
を
執
筆
し
て
い
ま
す
。

十
四
輯
ま
で
の
叢
書
で
は
、
現
在
も
復
刊
さ
れ
て
い
る
第
一
輯
、
岡
田

米
夫
先
生
の
『
神
道
百
言
』
や
、
第
七
輯
、
川
出
清
彦
氏
の
『
皇
室
の

御
敬
神
』
な
ど
、
粒
ぞ
ろ
い
で
な
か
な
か
い
い
も
の
で
あ
っ
た
の
も
事

実
で
し
た
が
、
会
と
し
て
発
刊
す
る
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
出
版
社
が

発
刊
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
神
社
界
内
部
だ
け
に
留

ま
る
流
通
で
し
か
な
い
訳
で
、
そ
の
点
で
本
当
に
広
く
神
道
文
化
を
学

術
的
に
発
信
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
は
、『
明
治
維

新
神
道
百
年
史
』
や
『
神
道
と
現
代
』『
天
照
大
御
神
』
も
そ
う
で
す

が
、
い
く
ら
学
術
的
に
意
義
の
あ
る
も
の
を
出
版
し
て
も
、
ど
う
し
て

も
本
会
に
協
賛
戴
い
て
い
る
神
社
へ
と
配
布
す
る
と
い
う
こ
と
が
中
心

で
、
そ
れ
は
勿
論
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
斯
界
の
中
だ
け
で
は
ダ

メ
な
わ
け
で
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
は
ネ
ッ
ク
で
し
た
。
ゆ

え
に
私
と
上
田
先
生
で
種
々
議
論
し
な
が
ら
、
神
道
文
化
叢
書
の
性
格

自
体
を
学
術
研
究
書
と
し
て
の
媒
体
へ
と
変
更
し
、
啓
蒙
的
な
部
分
は
、

機
関
誌
の
『
神
道
文
化
』
へ
と
転
換
し
、
神
道
文
化
叢
書
に
つ
い
て
は
、

一
般
の
書
店
へ
流
通
す
る
ル
ー
ト
を
持
つ
出
版
社
を
選
定
し
、
本
会
に

毎
年
、
協
賛
戴
い
て
い
る
神
社
へ
配
布
す
る
神
道
文
化
叢
書
（
非
売
品
）

と
、
一
般
の
書
店
に
流
通
す
る
神
道
文
化
叢
書
と
い
う
二
つ
の
ル
ー
ト

を
築
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
叢
書
の
発
刊
形
態
の
変
更
が
平
成

の
御
代
替
わ
り
の
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
嘗
祭
の
研
究

で
纏
ま
っ
た
領
域
の
研
究
論
文
を
多
く
出
さ
れ
て
い
た
岡
田
莊
司
先
生

の
協
力
を
戴
い
て
、
学
生
社
か
ら
『
大
嘗
の
祭
り
』
と
題
し
て
、
大
手

出
版
社
か
ら
の
発
刊
に
よ
る
神
道
文
化
叢
書
を
発
行
で
き
た
こ
と
は
大

き
な
成
果
で
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
学
生
社
は
そ
の
一
冊
だ
け
で
、
次
輯
の
第
十
六
輯

か
ら
は
、
上
田
賢
治
先
生
の
『
神
道
神
学
』
や
『
国
学
の
研
究
』『
神

う
一
度
改
め
て
機
関
誌
の
意
義
や
会
の
事
業
の
意
義
を
深
く
考
え
な
が

ら
、
諸
種
の
依
頼
を
し
、
皆
に
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
紙
面
作
成
に

務
め
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
ね
。

（
阪
本
）　
座
談
会
で
は
、
日
本
中
世
史
が
専
門
で
、
と
く
に
板
碑
や
護

符
の
研
究
で
著
名
な
千
々
和
到
先
生
を
招
い
て
行
っ
た
の
も
懐
か
し
い

で
す
が
、
機
関
誌
で
は
特
に
こ
の
座
談
会
の
企
画
を
通
じ
て
、
他
分
野

で
活
躍
す
る
色
々
な
有
識
者
の
先
生
方
に
小
生
が
直
撃
し
て
電
話
な
ど

で
依
頼
し
て
Ｏ
Ｋ
を
貰
う
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
内
に

籠
る
の
で
は
な
く
、
神
社
本
庁
の
名
前
で
は
、
な
か
な
か
難
し
く
て
で

き
な
い
こ
と
で
も
、
財
団
法
人
の
神
道
文
化
会
だ
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ

容
易
に
で
き
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
点
で
は
積
極
的
に
考
え
方

の
異
な
る
多
分
野
の
先
生
方
、
高
名
、
著
名
な
先
生
方
で
あ
っ
て
も
座

談
会
を
企
画
し
て
、ぜ
ひ
直
撃
依
頼
し
て
欲
し
い
と
も
思
う
わ
け
で
す
。

ま
あ
決
し
て
無
理
は
し
な
く
て
も
良
い
で
す
が
。

（
藤
本
）　
そ
う
で
し
た
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
座
談
会
で
は
著
名
な
先

生
方
も
お
招
き
し
て
い
ま
す
が
、
私
自
身
も
研
究
者
と
し
て
は
第
十
六

号
の
「
神
道
文
化
と
福
祉
文
化
」
や
第
十
八
号
の
「
葦
津
珍
彦
と
そ
の

時
代
」
な
ど
で
登
場
さ
せ
て
戴
い
た
の
が
最
初
で
す
が
、
十
一
号
を
過

ぎ
た
頃
か
ら
は
、
若
手
の
神
道
研
究
者
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
座
談
会

に
出
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
も
あ
り
ま
す
ね
。

（
阪
本
）　
そ
う
そ
う
。
ま
さ
に
『
神
道
文
化
』
掲
載
の
座
談
会
や
神
道

文
化
叢
書
の
発
刊
を
通
じ
て
、
神
道
・
宗
教
に
か
か
る
次
世
代
の
後
継

　表１　機関誌『神道文化』に掲載された座談会のテーマ一覧
号数 座談会テーマ 号数 座談会テーマ

創刊号 古代日本人の他界観から見た葬制 第 16 号 福祉文化と神道文化
第 2 号 日本文化と和歌 第 17 号 神社と美術工芸
第 3 号 日本の建築文化−神社建築を中心に 第 18 号 葦津珍彦とその時代
第 4 号 戦後日本の思想 第 19 号 文明開化と神道文化
第 5 号 神と仏 第 20・

21 号
生命倫理と神道を考える

第 6 号 神道とキリスト教 旅と神道文化
第 7 号 神道の起源

第 22 号
神道文化とこれからの伝統文化教育

第 8 号 神道と現代宗教 笏と神道文化
第 9 号 中世の神道と文化 第 23 号 郷土史研究と神道文化
第 10 号 情報化社会と神社神道 第 24 号 流行と神道文化
第 11 号 海外神社をめぐって 第 25 号 御製と神道文化
第 12 号 教学 ･ 神学 ･ 教化と神道文化 第 26 号 装束と神道文化
第 13 号 近世の神道思想と国学 第 27 号 葬送儀礼と神道文化
第 14 号 日本の護符文化について 第 28 号 神宮奉斎会とは何だったのか
第 15 号 有職故実をめぐって 第 29 号 鉄道と神道文化
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道
神
学
論
考
』
等
の
著
書
を
出
版
さ
れ
て
い
た
、
地
理
学
、
宗
教
学
関

係
の
学
術
研
究
出
版
も
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
大
明
堂
か
ら
出
版
を
お

願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
同
社
が
出
版
不
況
で
倒
産
す
る
間
際

に
発
刊
さ
れ
た
、平
成
十
五
年
の
『
記
紀
神
話
の
神
学
』（
第
二
十
八
輯
）

ま
で
を
同
社
で
発
刊
で
き
た
の
は
大
変
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
藤
本
）　
大
明
堂
が
発
刊
元
と
な
っ
た
第
十
六
輯
か
ら
第
二
十
八
輯
に

つ
い
て
は
、
と
く
に
第
十
六
輯
、
櫻
井
治
男
著
の
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』

や
、
第
十
七
輯
の
阪
本
先
生
の
『
明
治
維
新
と
国
学
者
』
な
ど
、
神
道

文
化
叢
書
は
学
術
書
と
し
て
は
異
例
の
人
気
書
で
重
版
、
第
三
版
と
、

版
を
重
ね
て
い
た
書
も
多
か
っ
た
の
が
実
情
で
し
た
ね
。

　

大
明
堂
の
倒
産
の
報
を
受
け
た
際
に
は
、
私
も
当
時
事
務
局
で
し
た

の
で
、
皆
、
信
じ
ら
れ
ず
驚
愕
し
た
の
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
箱

入
り
で
赤
い
装
丁
も
好
き
で
し
た
し
、
私
自
身
、
大
学
の
学
部
時
代
に

初
め
て
自
前
で
買
っ
た
学
術
研
究
書
が
神
道
文
化
叢
書
の
一
つ
、
高
橋

美
由
紀
先
生
の
『
伊
勢
神
道
の
成
立
と
展
開
』
で
し
た
の
で
。
ゆ
え
に

私
と
当
時
、
本
会
の
事
務
局
に
い
た
松
本
丘
先
生
（
現
皇
學
館
大
学
教

授
）
と
と
も
に
残
部
の
神
道
文
化
叢
書
を
引
取
り
に
ラ
イ
ト
バ
ン
を
借

り
て
神
田
神
保
町
の
会
社
ま
で
取
り
に
伺
っ
た
の
は
、
悲
し
い
思
い
出

で
も
あ
り
ま
す
。
大
明
堂
に
代
わ
る
出
版
社
を
探
し
に
、
当
時
事
務
局

で
吉
川
弘
文
館
や
東
京
堂
出
版
な
ど
を
探
し
歩
き
ま
し
た
。
結
果
、『
神

道
事
典
』
な
ど
を
は
じ
め
、
神
道
関
係
の
学
術
書
も
発
刊
さ
れ
て
い
る

弘
文
堂
に
出
版
を
引
き
受
け
て
戴
い
た
の
は
、
本
当
に
有
難
い
こ
と
で
、

皆
で
安
堵
し
た
次
第
で
す
。

（
阪
本
）　
何
と
言
っ
て
も
第
十
五
輯
以
降
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
か
ら

の
神
道
文
化
叢
書
の
持
つ
意
義
は
、
岡
田
莊
司
氏
の
第
十
五
輯
『
大
嘗

の
祭
り
』
か
ら
、
現
在
の
第
四
十
二
輯
に
至
る
ま
で
、
こ
の
神
道
文

化
叢
書
を
き
っ
か
け
に
、
各
大
学
か
ら
、「
博
士
」
の
学
位
を
取
得
し

た
者
が
十
五
名
に
も
及
ぶ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
以

降
の
神
道
文
化
叢
書
の
執
筆
者
は
、
ほ
と
ん
ど
が
大
学
の
専
任
教
員

や
、
國
學
院
大
學
の
研
究
開
発
推
進
機
構
（
か
つ
て
の
日
本
文
化
研
究

所
含
む
）、
あ
る
い
は
明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
な
ど
の
神
社

関
係
の
付
置
研
究
所
の
研
究
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
新
輯
と
な
る
第

四
十
三
輯
も
建
築
学
の
山
田
岳
晴
氏
に
よ
る
も
の
で
、
著
書
の
発
刊
に

よ
っ
て
間
接
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
此
の
四
月
か
ら
福
井
大
学
に

専
任
教
員
へ
と
奉
職
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
第
三
十
七
輯
の

星
野
光
樹
氏
『
六
人
部
是
香
と
近
代
祭
式
』
に
つ
い
て
は
、
神
社
祭
式

に
か
か
る
学
術
書
と
し
て
こ
の
書
を
も
と
に
、
改
め
て
博
士
学
位
論
文

を
し
た
た
め
て
神
社
祭
式
を
教
授
す
る
大
学
専
任
教
員
と
し
て
、
初
の

博
士
の
学
位
を
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
も
神
道
文
化
の
学
術
的

普
及
、
研
究
者
の
学
術
的
支
援
と
い
う
二
点
に
お
い
て
公
益
に
供
す
る

意
義
は
少
な
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
弘
文
堂
に

出
版
社
が
変
わ
っ
て
以
降
も
毎
年
、
学
術
的
に
有
益
か
つ
高
い
評
価
を

得
て
い
る
こ
と
は
有
難
い
限
り
で
す
。

表３  これまで発刊された神道文化叢書の一覧（なお著者の役職は発刊当時のものを記載）
輯　数 書　名 著　者 役　職
第 1 輯 『神道百言』 岡田米夫 神社本庁調査部長
第 2 輯 『大国隆正』 阪本健一 神社本庁常任講師
第 3 輯 『会津鑑』 千葉　榮 東洋大学教授
第 4 輯 『神宮式年遷宮今昔物語』 岡田米夫 神社本庁教学研究室長
第 5 輯 『神社読本』 小野迪夫 神社本庁調査部長
第 6 輯 『皇室の御敬神』 川出清彦 菟足神社宮司
第 7 輯 『続神道百言』 岡田米夫 神社本庁教学研究室長
第 8 輯 『イギリスの戴冠式』 蒲生俊仁
第 9 輯 『日の丸』 安津素彦 國學院大學教授
第 10 輯『お伊勢さまを讃えまつる』 西川元泰 神宮禰宜
第 11 輯『お伊勢さま百話』 阪本是丸 國學院大學日本文化研究所助手
第 12 輯『明治と昭和』 村松嘉津 作家・明治大学講師
第 13 輯『遷宮を巡る歴史』 茂木貞純 神社本庁調査室長
第 14 輯『永世への祈り』 中西正幸 神宮権禰宜
第 15 輯『大嘗の祭り』 岡田莊司 國學院大學助教授
第 16 輯『蘇るムラの神々』 櫻井治男 皇學館大学助教授
第 17 輯『明治維新と国学者』 阪本是丸 國學院大學助教授
第 18 輯『まつり伝承論』 茂木　栄 國學院大學助教授
第 19 輯『伊勢神道の成立と展開』 高橋美由紀 東北福祉大学助教授
第 20 輯『神宮式年遷宮の歴史と祭儀』 中西正幸 國學院大學助教授
第 21 輯『維新期天皇祭祀の研究』 武田秀章 國學院大學助教授
第 22 輯『近代政教関係の基礎的研究』 新田　均 皇學館大学助教授
第 23 輯『戦後の社会変動と神社神道』 石井研士 國學院大學助教授
第 24 輯『ハワイの神社史』 前田孝和 北海道神社庁参事
第 25 輯『平安時代の宮廷祭祀と神祇官人』 藤森　馨 国士舘大学助教授
第 26 輯『大国隆正の研究』 松浦光修 皇學館大学助教授
第 27 輯『近世出雲大社の基礎的研究』 西岡和彦 國學院大學専任講師
第 28 輯『記紀神話の神学』 上田賢治 國學院大學名誉教授
第 29 輯『伊勢御師と旦那』 久田松和則 富松神社宮司
第 30 輯『神仏と村景観の考古学』 笹生衛 千葉県教育庁
第 31 輯『祝詞の研究』 本澤雅史 皇學館大学助教授・宇佐神社禰宜
第 32 輯『修験と神道のあいだ』 中山　郁 國學院大學研究開発推進センター講師
第 33 輯『垂加神道の人々と日本書紀』 松本　丘 皇學館大学准教授
第 34 輯『国学者の神信仰』 中野裕三 國學院大學研究開発推進センター講師
第 35 輯『日本の護符文化』（編著） 千々和　到 國學院大學教授
第 36 輯『ささえあいの神道文化』 板井正斉 皇學館大学准教授
第 37 輯『近代祭式と六人部是香』 星野光樹 國學院大學助教
第 38 輯『明治初期の教化と神道』 戸浪裕之 明治神宮国際神道文化研究所研究員
第 39 輯『悠久の森—神宮の祭祀と歴史』 音羽　悟 神宮主事
第 40 輯『三条教則と教育勅語』 三宅守常 日本大学医学部教授
第 41 輯『千古の流れ　近世神宮考証学』 吉川竜実 神宮権禰宜
第 42 輯『近現代神道の法制的研究』 河村忠伸 秋葉山本宮秋葉神社権禰宜



─31─ ─30─

加
し
て
お
り
、
平
成

十
四
年
度
の
第
四
回
の

火
と
神
道
文
化
の
開
催

直
後
か
ら
、
こ
の
公
開

講
演
会
を
八
年
ほ
ど
担

当
致
し
ま
し
た
。「
自

然
と
神
道
文
化
」
の
講

演
会
の
企
画
は
な
か
な

か
大
変
で
、
た
ま
た
ま

「
千
年
の
森
工
房
」
に

か
か
わ
っ
て
い
た
関
係

で
環
境
問
題
に
は
多
少

の
関
わ
り
は
あ
り
ま
し

た
が
、
理
系
・
文
系
の

融
合
の
よ
う
な
企
画
の

講
演
会
で
し
た
か
ら
、

講
師
の
先
生
方
の
選
定

に
非
常
に
苦
労
し
ま
し

た
。

　

平
成
十
九
年
に
総
括

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い

う
形
で
三
方
の
先
生
を

お
招
き
し
て
開
催
し
て
、
一
旦
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
終
え
、
以
後
、
相
撲

と
神
道
文
化
、
雅
楽
と
神
道
文
化
、
酒
と
神
道
文
化
と
い
っ
た
形
で
、

広
く
神
道
文
化
に
関
わ
る
事
柄
へ
と
企
画
内
容
を
変
更
し
ま
し
た
が
、

あ
ら
た
め
て
思
う
と
、
現
在
の
地
球
温
暖
化
の
問
題
や
地
震
や
津
波
、

火
山
の
噴
火
な
ど
の
問
題
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
環
境
問
題
と
神

道
と
の
か
か
わ
り
は
大
事
で
、
自
然
と
神
道
文
化
に
か
か
る
問
題
に
も

う
一
度
踏
み
込
み
な
が
ら
、
講
演
会
が
で
き
な
い
か
な
と
い
う
気
持
ち

も
あ
り
ま
す
。
公
開
講
演
会
に
つ
い
て
は
、
先
生
は
、
い
か
が
お
考
え

で
す
か
。

（
阪
本
）　
平
成
二
十
一
年
の
雅
楽
と
神
道
文
化
の
開
催
の
際
に
は
、
小

生
も
初
期
の
講
演
会
以
来
と
な
る
公
開
講
演
会
で
の
講
演
を
行
っ
た
の

で
す
が
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
國
學
院
大
學
研
究

開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
と
の
共
催
と
い
う
形
で
國
學
院
大
學
を
会
場
と
し

て
開
催
し
て
い
る
の
は
、
非
常
に
良
い
試
み
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
ま
で
の
初
期
の
二
回
の
講
演
会
は
、
都
内
の
神
社
の
一
室
を
お
借
り

し
て
の
開
催
で
し
た
し
、
平
成
十
年
か
ら
平
成
十
九
年
ま
で
の
会
場
は

神
社
本
庁
で
し
た
。
や
は
り
神
社
の
会
館
の
一
室
や
神
社
本
庁
よ
り
、

大
学
に
て
開
催
す
る
方
が
、
参
加
す
る
一
般
の
方
々
に
と
っ
て
は
、
参

加
へ
の
垣
根
が
低
く
、
多
少
、
参
加
し
や
す
さ
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

（
藤
本
）　
確
か
に
現
在
、
六
月
の
土
曜
は
、
國
學
院
大
學
で
は
、「
日

本
文
化
を
知
る
講
座
」
を
連
続
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一

（
藤
本
）　
今
後
も
ぜ
ひ
神
道
文
化
に
か
か
る
研
究
者
の
著
書
が
発
刊
さ

れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
で
す
し
、
博
士
の
学
位
取
得
者
の
著
書
だ
け
で

は
な
く
、
博
士
の
学
位
取
得
に
も
寄
与
す
る
よ
う
な
書
籍
の
刊
行
が
で

き
る
と
い
い
で
す
ね
。

（
阪
本
）　
そ
う
で
す
ね
。
小
生
の
頃
は
、学
術
書
の
中
心
が
出
版
メ
デ
ィ

ア
で
あ
り
、
今
も
そ
れ
に
は
か
わ
り
な
い
で
す
が
、
ぜ
ひ
本
会
の
既
存

メ
デ
ィ
ア
も
含
め
、『
神
道
要
語
集
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
本
会
発
刊

の
学
術
書
の
電
子
書
籍
化
も
今
後
は
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

（
藤
本
）　
私
が
事
務
局
の
頃
に
、
六
十
周
年
記
念
事
業
で
「
神
道
と
生

命
倫
理
」
に
か
か
る
懸
賞
論
文
を
実
施
し
て
、
そ
の
受
賞
者
の
論
文
と

研
究
者
の
論
文
を
中
心
に
『
神
道
と
生
命
倫
理
』
を
編
ん
で
弘
文
堂
か

ら
発
刊
し
た
の
は
、
や
は
り
先
ほ
ど
の
阪
本
先
生
の
話
で
は
な
い
で
す

が
、
一
般
書
店
へ
の
流
通
ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
る
出
版
社
か
ら
本
会
の

持
つ
学
術
事
業
の
成
果
を
広
く
流
通
さ
せ
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
で
し

た
。
平
成
十
年
か
ら
実
施
し
て
い
た
公
開
講
演
会
の
シ
リ
ー
ズ
「
自
然

と
神
道
文
化
」
を
全
三
巻
に
て
弘
文
堂
か
ら
六
十
周
年
記
念
事
業
の
一

つ
と
し
て
発
刊
し
た
の
も
同
じ
意
図
で
、
や
は
り
後
々
に
さ
ま
ざ
ま
な

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
書
が
論
文
等
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る

と
、
一
般
の
流
通
ル
ー
ト
に
い
か
に
乗
せ
る
か
、
あ
る
い
は
、
宗
教
学・

神
道
学
・
民
俗
学
な
ど
を
問
わ
ず
、
広
く
異
分
野
の
研
究
者
か
ら
読
ん

で
も
ら
え
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
の
仕
方
と
い
う
も
の
が
大
事
だ

と
い
う
の
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
次
第
で
す
。

　
公
開
講
演
会
に
つ
い
て

（
藤
本
）　
公
開
講
演
会
の
話
も
出
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
次
い
で
公

開
講
演
会
に
つ
い
て
も
少
し
伺
い
た
い
の
で
す
が
。

（
阪
本
）　
平
成
十
年
よ
り
、
毎
年
六
月
に
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る

公
開
講
演
会
の
も
と
と
な
る
講
演
会
を
実
施
し
始
め
た
の
も
、
実
は
こ

の
平
成
の
初
め
の
時
期
で
し
た
。

　

第
一
回
の
講
演
会
は
、
昭
和
六
十
三
年
の
「
動
物
お
も
し
ろ
咄
」
と

い
う
も
の
で
、
作
家
の
戸
川
幸
夫
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。

　

第
二
回
は「
御
大
典
に
つ
い
て
」と
い
う
も
の
で
、小
生
が
担
当
し
て
、

講
演
を
行
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
講
演
会
の
記
録
が
報
告
書
と
い
う
形

で
残
っ
て
お
り
、
何
を
話
し
た
か
、
報
告
書
の
よ
う
な
形
で
残
し
て
お

く
こ
と
も
、
こ
う
し
て
昔
の
事
業
を
振
り
返
る
際
に
や
は
り
大
事
だ
な

と
思
う
次
第
で
す
。
小
生
も
こ
の
時
期
あ
た
り
か
ら
、
日
本
文
化
研
究

所
か
ら
文
学
部
神
道
学
科
に
移
籍
し
た
こ
と
も
あ
り
、
大
学
の
学
務
が

多
忙
と
な
り
、
本
会
の
新
た
な
目
玉
で
あ
っ
た
講
演
会
の
開
催
が
二
回

で
一
旦
中
断
し
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
し
た
が
。

（
藤
本
）　
そ
の
八
年
後
、
公
開
講
演
会
が
「
自
然
と
神
道
文
化
」
と
い

う
形
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
す
ね
。

　

当
初
、
私
は
こ
の
講
演
会
に
は
、
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

お
お
よ
そ
公
開
講
演
会
に
は
、
三
回
目
の
「
川
と
神
道
文
化
」
か
ら
参

表２　公開講演会のタイトル一覧
回　数 開催年度 公開講演会タイトル 回　数 開催年度 公開講演会タイトル
第 1 回 昭和 63 年 動物おもしろ咄 第 12 回 平成 19 年 自然と神道文化
第 2 回 平成 2 年 御大典について 第 13 回 平成 20 年 相撲と神道文化
第 3 回 平成 10 年 海と神道文化 第 14 回 平成 21 年 雅楽と神道文化
第 4 回 平成 11 年 山と神道文化 第 15 回 平成 22 年 酒と神道文化
第 5 回 平成 12 年 川と神道文化 第 16 回 平成 23 年 暦と神道文化
第 6 回 平成 13 年 樹と神道文化 第 17 回 平成 24 年 お伊勢さまと神道文化
第 7 回 平成 14 年 火と神道文化 第 18 回 平成 25 年 神社建築と神道文化
第 8 回 平成 15 年 土と神道文化 第 19 回 平成 26 年 占いと神道文化
第 9 回 平成 16 年 水と神道文化 第 20 回 平成 27 年 神話と神道文化
第 10 回 平成 17 年 風と神道文化 第 21 回 平成 28 年 和歌と神道文化
第 11 回 平成 18 年 鉄と神道文化
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問
題
が
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
す
が
、
今
後
の
公
開
講
演
会

の
事
業
の
検
討
課
題
と
し
て
戴
け
れ
ば
有
難
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
神
道
文
化
の
さ
ら
な
る
興
隆
に
向
け
て

（
藤
本
）　
時
間
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
わ
り
に
あ
た
っ
て
、
是
非
、

阪
本
先
生
か
ら
、
今
後
の
神
道
文
化
会
の
事
業
に
つ
い
て
も
期
待
を
込

め
た
言
葉
を
戴
き
た
い
の
で
す
が
。

（
阪
本
）　
や
は
り
、
設
立
五
十
周
年
の
折
、
神
社
新
報
社
の
座
談
会
が

あ
っ
た
際
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
今
一
度
、
本
会
の
設
立
の
原
点
、
構
想
に
立
ち
戻
る
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
し
ょ
う
。

　

本
会
の
生
み
の
親
で
あ
る
宮
川
宗
徳
先
生
は
、
昭
和
二
十
二
年
三
月

三
日
付
の
『
神
社
新
報
』
に
て
「
神
道
文
化
会
構
想
」
に
つ
い
て
発
表

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
八
点
の
構
想
を
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
一
）
神
道
並
び
に
神
道
に
関
係
深
き
宗
教
の
学
術
研
究

（
二
）
神
道
の
儀
式
典
礼
の
研
究
、
雅
楽
、
舞
楽
、
神
楽

─
芸
能

の
研
究
奨
励

（
三
）
神
社
に
関
す
る
調
査

─
特
殊
神
事
の
紹
介
宣
伝

（
四
）
新
聞
、
雑
誌
、
図
書
の
発
行

（
五
）
神
道
に
関
す
る
映
画
・
音
楽
・
舞
踊
・
演
劇
・
紙
芝
居
・
小
説
・

講
談
等
の
創
作
、
普
及

（
六
）
講
習
会
、
講
演
会
の
開
催

（
七
）
会
館
、
図
書
館
等
の
建
設

（
八
）
神
道
文
化
功
労
者
の
顕
彰

─
そ
の
他

こ
れ
ら
（
一
）
～
（
八
）
は
、
い
ず
れ
も
現
在
の
神
道
文
化
会
の
活
動

に
つ
な
が
る
も
の
ば
か
り
で
、
実
際
に
は
あ
る
程
度
実
現
で
き
て
い
る

も
の
も
多
い
わ
け
で
す
が
、
実
現
で
き
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
事
業
と

し
て
は
、
や
や
弱
い
、
達
成
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

も
の
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
。

　

と
く
に
昭
和
六
十
二
年
に
大
幅
な
寄
附
行
為
改
正
を
な
し
た
後
か

ら
、
あ
る
い
は
、
一
般
財
団
法
人
と
な
っ
て
か
ら
も
含
め
、
実
際
に
、

寄
附
行
為
と
も
見
比
べ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
が
ど
こ
ま
で
達
成
し
得
て
い

る
の
か
、
達
成
で
き
て
な
い
の
か
、
近
年
よ
く
い
わ
れ
る
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
で
は
な
い
で
す
が
、
き
ち
ん
と
事
業
の
達
成
度
合
い
に
つ
い

て
検
証
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
制
度
的
に
は
、
こ
の

ま
ま
の
一
般
財
団
法
人
と
い
う
途
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
本
会
の
活

動
の
趣
旨
、
そ
の
組
織
の
事
業
の
性
格
上
、
公
益
財
団
法
人
へ
の
組
織

変
更
と
い
う
も
の
も
ぜ
ひ
模
索
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
、

事
務
作
業
面
で
の
問
題
な
ど
も
あ
り
、
な
か
な
か
難
し
い
と
は
思
い
ま

す
が
、
神
社
本
庁
や
國
學
院
大
學
等
と
も
協
力
し
つ
つ
、
ぜ
ひ
お
願
い

般
の
方
が
沢
山
、
大
学
に
お
見
え
に
な
っ
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
、
公

開
講
演
会
を
「
日
本
文
化
を
知
る
講
座
」
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
時
間
帯

で
開
催
し
て
お
り
、
時
間
を
ず
ら
し
て
開
催
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

は
し
ご
酒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
講
演
会
を
は
し
ご
さ
れ
る
方
々
も
少

な
か
ら
ず
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね（
笑
）。
文
理
融
合
の
よ
う
な
形
の「
自

然
と
神
道
文
化
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
折
と
比
べ
て
、
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
的
な

要
素
も
取
り
入
れ
て
、
参
加
者
の
方
が
、
ガ
リ
ガ
リ
の
勉
強
の
た
め
の

講
演
会
だ
け
と
い
う
の
で
は
な
く
、
や
さ
し
く
、
参
加
し
や
す
く
、
わ

か
り
や
す
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
こ
こ
十
年
間
の
公
開

講
演
会
と
い
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

（
阪
本
）　
「
相
撲
と
神
道
文
化
」
の
折
が
ま
さ
に
そ
う
だ
っ
た
ね
。
大
学

生
も
気
軽
に
参
加
し
て
い
た
し
、
以
降
、
講
演
会
の
参
加
者
の
層
も
多

少
変
化
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
ね
。
あ
と
、
講
演
会
の
報

告
書
は
、
平
成
二
十
二
年
の
「
酒
と
神
道
文
化
」
の
開
催
以
降
、
途
絶

え
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
、
今
後
は
余
力
が
あ
れ
ば
、
充
実
し

た
も
の
で
な
く
て
も
、
作
成
し
て
お
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
ど
の

回
も
興
味
深
い
講
演
会
を
企
画
し
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
の
話

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、先
ほ
ど
藤
本
君
か
ら
も『
自
然
と
神
道
文
化
』（
全

三
巻
）
の
発
刊
の
話
も
出
ま
し
た
が
、
事
後
の
メ
デ
ィ
ア
媒
体
で
の
書

籍
等
の
刊
行
と
い
う
点
で
、
そ
の
元
と
な
る
講
演
会
の
報
告
書
が
な
い

の
は
、
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
無
理
し
て
発
刊

し
て
欲
し
い
と
い
う
わ
け
も
な
い
で
す
し
、
事
務
局
の
体
力
、
余
力
の

企画をリニューアルして開催した平成 20 年の公開講演会「相撲と神道文化」
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神道文化会 70 年の歩み ( 年表 )
年 月 日 記　載　事　項 備

昭和 22 年 2 月 20 日 神社本庁理事会において神道文化会の設立について協議がなさ
れる。

昭和 22 年 8 月 22 日 東京都教育委員会に財団法人設立の申請を提出。
昭和 22 年 9 月 13 日 東京都教育委員会より財団法人神道文化会の設立が許可される。

会長佐佐木行忠氏 ( 神宮大宮司 )、宮川宗徳氏を専務理事として
発足を見たが諸事情により 3 ヶ月にて辞任。

昭和 23 年 5 月 会長に神社本庁統理鷹司信輔氏 ( 初代とする ) を迎え、本格的に
活動を開始。

昭和 24 年 神詣芸術写真展開催。( 日本橋三越 )
昭和 25 年 福岡、神戸、大阪、四国において神道文化展を開催。宮地直一、

瀧川政次郎、大場磐雄各博士の月例講演会も開催される。
昭和 27 年 出版活動として津田敬武、千葉栄氏による英文雑誌「神道ブリテ

ン」を発行するが財政難で 3 号で打ち止めとなる。
昭和 31 年 終戦 10 年の事業として、神道文化会主催、宮川宗徳氏を委員長

に高千穂阿蘇綜合学術調査団を結成し、高千穂、阿蘇の古代文化
の調査研究に着手。調査団は、団長に瀧川政次郎氏、考古班長駒
井和愛氏、宗教班長原田敏明氏、民族班長今和次郎氏、美術文献
班長安藤更生氏で構成され、7 月 25 日から 2 週日間、熊本県の
阿蘇地方から宮崎県高千穂にかけ調査を行った。

昭和 34 年 鷹司信輔会長逝去、宮川専務理事が会長に就任。
昭和 35 年 調査報告書『高千穂・阿蘇』を刊行。故鷹司会長の墓前に刊行を

報告。
昭和 38 年 1 月 18 日 宮川宗徳会長逝去。
昭和 38 年 6 月 宮川会長の死去により、役員会は、神社本庁統理佐佐木行忠氏を

会長に、専務理事には松山能夫氏、常務理事に葦津珍彦、岡田米夫、
千葉栄各氏を選出し、新体制のもと新事業に向け協議を重ねた。
新事業構想として
1、神道文化功労者の顕彰、奨励のため「神道文化奨励賞」を設定。
　( 昭和 43 年度より実施 )
2、手軽に読める神道の啓蒙書として、新書版『神道文化叢書』の
　刊行。 
以後、新書版としては、14 輯まで刊行。
また同時に、佐佐木会長のもと、来る昭和 43 年の明治維新百年
の記念事業として、近代神道史の総合的研究を行い、各神道関係
研究者に論文を依頼し、書籍として刊行することとなった。

昭和 41 年 4 月 30 日 研究論文『明治維新神道百年史』全 5 巻を刊行。
昭和 45 年 良書普及の一環として神道文化叢書第 1 輯『神道百言』岡田米夫

著を刊行。好評を博す。
昭和 47 年 9 月 1 日 会報「神道文化」1 号を発行。以後昭和 63 年まで、年 1 回発行。
昭和 47 年 9 月 13 日 東京大神宮神殿にて創立 25 周年奉告祭を斎行。祭典後役員会を

開催し、25 周年記念事業につき協議、『神道論文選集』、カラー
写真集『舞楽』( 大塚巧芸社 ) を記念出版することとなった。

昭和 48 年 5 月 21 日 創立 25 周年記念式典を東京大神宮会館にて挙行。上記出版物を
刊行。また、第 59 回神宮式年遷宮を記念して神道文化叢書第 4
輯『神宮式年遷宮今昔物語』を刊行。

昭和 49 年 11 月 5 日 『神道要語集』祭祀篇 1 を刊行。昭和 33 年以降十数年に亘り、

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
神
道
文
化
の
普
及
、
啓
蒙
と
い
う
面
で
は
、
こ
の
二
十
年
の

高
度
情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴
っ
て
、
七
十
年
前
に
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
公
開
講

演
会
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
時
代
に
合
っ
た
告
知
、
周
知
の
方
法
も
必

要
で
し
ょ
う
。
ま
た
、こ
れ
ま
で
は
神
道
青
年
全
国
協
議
会
と
タ
イ
ア
ッ

プ
し
た
「
杜
の
シ
リ
ー
ズ
」
な
ど
、
子
供
向
け
の
も
の
も
含
め
、
書
籍

や
冊
子
の
刊
行
は
、
主
に
紙
媒
体
が
中
心
で
し
た
が
、
今
や
動
画
配
信

や
電
子
図
書
な
ど
が
、
当
た
り
前
、
一
般
的
な
時
代
と
も
な
っ
た
の
で
、

な
か
な
か
権
利
関
係
も
難
し
い
も
の
が
あ
る
と
は
存
じ
ま
す
が
、
ぜ
ひ

復
刊
す
る
も
の
も
含
め
て
、
積
極
的
に
電
子
媒
体
な
ど
で
の
配
信
、
配

布
も
検
討
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
な
ど
は
喫
緊
の
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

祭
や
祭
に
と
も
な
う
民
俗
芸
能
な
ど
の
継
承
へ
の
支
援
、
助
成
な
ど
の

問
題
は
、
ぜ
ひ
、
研
究
面
の
深
化
、
祭
礼
調
査
・
研
究
者
の
支
援
も

含
め
て
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で

は
、
昭
和
四
十
三
年
か
ら
始
め
た
表
彰
事
業
も
、
今
井
達
理
事
の
尽
力

も
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
「
神
道
文
化
奨
励
賞
」
か

ら
規
約
を
改
め
、
一
般
の
方
々
に
も
門
戸
を
広
げ
ま
し
た
し
、「
神
道

芸
能
普
及
費
」
に
つ
い
て
も
規
程
を
設
け
て
事
業
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
か
つ
て
の
伝
統
文
化
活
性
化
国
民
協
会
が
文
化
庁
の
支
援
を
受
け

て
や
っ
て
い
た
、
神
社
の
祭
礼
や
民
俗
芸
能
等
へ
の
助
成
金
支
援
の
先

駆
け
と
な
る
よ
う
な
事
業
が
本
会
の
事
業
と
し
て
継
続
し
て
い
る
こ
と

は
、
非
常
に
意
義
あ
る
も
の
で
、
今
後
こ
れ
ら
の
事
業
も
社
会
へ
も
っ

と
広
く
認
知
さ
れ
、
発
展
す
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
藤
本
）　
阪
本
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
神
道
文
化

の
さ
ら
な
る
普
及
・
興
隆
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

先
生
か
ら
頂
戴
し
た
事
も
含
め
、
か
つ
て
事
務
局
と
し
て
携
わ
っ
て
き

た
一
員
と
し
て
も
、
今
後
も
思
案
し
な
が
ら
、
協
力
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
山
椒
は
小
粒
で
ぴ
り
り
と
辛
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
阪
本
先
生
が

時
折
、
喩
え
に
出
し
て
仰
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
財
団
と
し
て
の
規
模
か

ら
い
え
ば
、
本
会
は
、
ま
さ
に
小
粒
で
大
き
な
財
団
で
は
な
い
わ
け
で

す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
後
、
公
益
性
を
さ
ら
に
高
め
つ
つ
、
神
社
界
の

中
で
も
、
一
般
へ
の
神
道
文
化
の
普
及
と
い
う
面
で
も
広
く
社
会
へ
と

「
ピ
リ
リ
」
と
し
び
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
い
つ
つ
、
世
間
に
よ
り
存

在
感
を
示
せ
る
よ
う
な
企
画
や
事
業
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

私
も
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
後
も
本
会
の
事
業
に
尽
力
し
て
ま

い
り
ま
す
が
、
阪
本
先
生
も
本
会
の
理
事
の
立
場
で
も
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
ど
う
か
お
身
体
を
大
切
に
し
て
戴
き
、
今
後
と
も
ご
教
示
、
ご
指

導
戴
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま
す
。

　

本
日
は
、
お
忙
し
い
中
、
種
々
貴
重
な
お
話
を
頂
戴
し
、
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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7 月 10 日 第 1 回理事会において草案作成。
10 月 東京都教育委員会より寄附行為の変更を検討するよう指示あり。

作成につき指導を受け再度作成 ( 原案 )
11 月 9 日 第 2 回理事会にて原案を審議、可決。
12 月 東京都教育委員会に寄付行為変更届を提出。

昭和 63 年 1 月 7 日 東京都教育委員会より寄附行為改正が認可され、設立以来 40 年、
新寄附行為に基づき事業が推進されることとなった。昭和 63 年
1 月 8 日施行。

昭和 63 年 4 月 17 日 神道文化叢書第 13 輯『お伊勢さまをめぐる歴史』を刊行。第
六十一回式年遷宮に向けての啓蒙書として好評を博した。

5 月 26 日 理事会開催。昭和 63 年度事業計画、および収支予算を審議。新
事業とし、講演会の開催と機関誌仮称「神道文化」の発行が決議
された。

6 月 26 日 東京・赤坂日枝神社において公開講演会開催。講師に作家の戸川
幸夫氏を迎え、「動物おもしろ咄」と題し講演。200 名参加。

昭和 64 年 1 月 7 日 昭和天皇崩御。元号は「平成」と改められた。
・・・・・・・・これより神道文化会平成３０年の歩み・・・・・・・・

平成元年 2 月 1 日 神道文化会会報20号発行。これをもって会報発行は終了し、平
成の御代替りをもって、機関誌「神道文化」を創刊することと
なった。

3 月 13 日 専務理事松山能夫氏逝去。昭和 39 年の専務理事就任以来 25 年
の長きに亘り本会事業運営の中心として活動。機関誌「神道文化」
が最後の企画となった。

5 月 1 日 会長徳川宗敬氏逝去。昭和 51 年 5 月会長就任以来、役員会、評
議員会開催などは、自らできるだけ出席され、本会発展に大きく
尽力された。

5 月 12 日 理事会を開催。去る 3 月に松山専務理事、5 月に徳川会長の相次
ぐ逝去があり、これを受け、議案は、「神道文化会の今後について」
とし、葦津珍彦理事より存続を憂慮する意見が上がったが、葦津
理事を除く理事全員が存続を希望し、本会の存続が決議された。

5 月 27 日 機関誌「神道文化」創刊号発行。
5 月 28 日 評議員会を開催。上記の存続の決議を再度評議員にはかった結果、

全員一致で存続が決議され、第 2 号議案の理事補充に移り、細川
護貞氏、松山文彦氏 2 名を選出した。

7 月 1 日 神社本庁統理に決定した細川護貞氏を第 5 代会長に、専務理事に
は、松山文彦氏、常務理事に上田賢治氏、福島信義氏が就任。こ
れより新体制にて再出発することとなった。

10 月 神道文化叢書第 14 輯『永世への祈り』を刊行。
10 月 24 日 理事会開催。昭和 63 年度事業報告、決算報告のほか、平成元年

度協賛金についても審議された。協賛金依頼のため趣意書、依頼
書を作成し、財政確立のため再度審議することとなった。

11 月 14 日 神道文化会財政確立委員会が設置され、神社本庁において協賛金
につき審議が行われた。委員は、岡本健治、上田賢治、澁川謙一、
松山文彦の各氏で協議された。

12 月 6 日 理事会開催。平成元年度協賛金について具体案を提出。事業計画
進捗状況報告等。

平成 2 年 5 月 22 日 理事会、および評議員会開催。評議員会では、昭和 63 年度事業
報告、決算報告につづき、理事会同様平成 2 年度事業計画および
収支予算についてを審議。また、葦津珍彦、福島信義理事の辞任

國學院大學日本文化研究所が紀要に発表した「神道要語集」を纏
め刊行。以後祭祀篇 2、3、宗教篇 1,2 全 5 巻を随時刊行するこ
ととなった。

昭和 50 年 天皇陛下御在位五十年記念とし、神道文化叢書第 6 輯『皇室の御
敬神』を出版。

昭和 50 年 8 月 10 日 佐佐木行忠会長逝去。
昭和 51 年 5 月 23 日 神社本庁統理徳川宗敬氏第 4 代神道文化会会長に就任。就任後、

神道文化会創立 30 周年記念事業に着手。
昭和 52 年 6 月 創立 30 周年記念事業計画の骨子は、記念出版として、国際情報

社発行の「昭和聖帝御即位大典画史」を「昭和御大典画帖」「昭
和御大典絵巻」として復刻、内閣大礼記録編纂委員会編「昭和の
御大礼要録」( 昭和 3 年刊 ) の大嘗祭に関する部分の要録抄とし
て「昭和の御大典」の出版を計画。

昭和 53 年 5 月 24 日 東京大神宮にて神道文化会創立 30 周年記念式典を挙行。鷹司、
宮川、佐佐木歴代会長の慰霊祭の斎行。先に計画した記念出版「昭
和御大典画帖」「同絵巻」抄録「昭和の御大典」を刊行。御即位
を記念し神道文化叢書第 8 輯『イギリスの戴冠式』を刊行。

昭和 54 年 神道文化叢書の刊行としては、国旗布告百十周年を記念し、神道
文化叢書第 9 輯『日の丸—千三百年史—』を刊行。版を重ねるほ
ど好評を博す。

昭和 55 年 創立 35 周年を迎えるに当たり、記念事業の一環として、神宮の
御祭神である天照大御神に関する論文集、また資料集の出版を
企画。

昭和 57 年 5 月 東京大神宮にて神道文化会創立 35 周年記念式典を挙行。鷹司、
宮川、佐佐木歴代会長の慰霊祭の斎行。また、記念出版としては、
約 40 名の研究者が執筆した論文集『天照大御神』研究篇 1.2 を
刊行および資料篇 1.2 を随時刊行。これに因み神道文化叢書第
10 輯として、『お伊勢さまを讃え奉る─神宮奉讃詞華集─』を
刊行

昭和 58 年 昭和 58 年は、第六十回神宮式年遷宮から 10 年、次期六十一回
遷宮へ向けて 10 年の年にあたるため、神道文化会では、神宮に
関連した神道文化叢書を刊行していくことを企画。

昭和 59 年 10 年後に控えた第六十一回神宮式年遷宮の向け、神道文化叢書
第 11 輯『お伊勢さま百話』を刊行。

昭和 60 年 7 月 1 日 新役員体制にて始動。会長に徳川宗敬氏、専務理事に松山能夫、
常務理事に葦津珍彦、副島廣之、猿渡盛文、上田賢治各氏 4 名、
監事西田廣義、瀧本正彦、横田　茂各氏 3 名を選出。このころよ
り東京都教育委員会より寄附行為の改正を迫られること再三とな
り、基本財産増額要請も頭の痛い課題であった。

昭和 61 年 11 月 神道文化会創立 40 周年記念事業の骨子は、記念出版として、神
道にとって重要と考えられる天皇論・大嘗祭・遷宮あるいは政教、
国際化および都市化に対応しての問題、神道の歴史・民族に関す
る問題など今日明らかにすべき諸問題についての論文集を企画。

昭和 62 年 5 月 25 日 東京大神宮にて、神道文化会創立 40 周年記念式典を挙行。関係
物故者慰霊祭を斎行。先に計画した論文集『神道と現代』上・下
2 巻を 11 月 3 日に刊行。また、かねてより主務官庁より要請さ
れていた、基本財産増額についても、本事業の余剰金をもって基
本財産 5000 万円となった。

6 月 東京都教育委員会より寄附行為の変更を検討するよう指示あり。
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を選出。
11 月 1 日 機関誌「神道文化」6 号発行。
10 月 20 日 神道文化叢書第 19 輯『伊勢神道の成立と展開』高橋美由紀著の

刊行。
平成 7 年 5 月 25 日 理事会、評議員会開催。①平成 5 年度事業報告および収支決算に

ついて。②平成 7 年度事業計画および収支予算についてを審議。
評議員会では、理事 4 名を選出した。

11 月 23 日 神道文化叢書第 20 輯『神宮式年遷宮の歴史と祭儀』中西正幸著
を刊行。

12 月 1 日 機関誌「神道文化」7 号を発行。
平成 8 年 5 月 27 日 理事会、評議員会の開催。①平成 6 年度事業報告および収支決算

について。②平成 8 年度事業計画および収支予算に次いで。③創
立 50 周年記念事業計画および収支予算について。④事務所移転
について。③の 50 周年記念事業については、神社本庁が所有す
る内務省神社局時代 ( 戦前 ) に撮影された神社関係資料を厳選し、
写真集として出版予定。④事務所移転について。④の事務所移転
ついては、かねてより取沙汰されていたが、50 周年を機に登記
上の事務所である神社本庁に移転する案が提出され、承認された。
移転時期は、平成 8 年 7 月 1 日と決定した。

7 月 1 日 これより事務所は東京大神宮から神社本庁へ。本会の設立提唱者
の宮川宗徳氏の活動拠点が、東京大神宮であったため設立当初本
会事務所は東京大神宮に置かれていたが、本会創立 50 周年を迎
えるに当たり、登記上の事務所である神社本庁に移転することと
なった。

12 月 1 日 機関誌「神道文化」8 号発行。
12 月 神道文化叢書第 21 輯『維新期天皇祭祀の研究』武田秀章著を刊行。

平成 9 年 3 月 24 日 東京都教育委員会より文書にて業務および財産についての改善点
につき回答の要請があり、回答書を作成。主に寄附行為の変更と
基本財産の増額及び事務局体制を改善するとの回答を提出。これ
より都の教育委員会の指導による、寄附行為の変更へ向け検討に
入った。

4 月 29 日 神道文化叢書第 22 輯『近代政教関係の基礎的研究』新田　均著
を刊行

5 月 26 日 東京大神宮に於いて、本会創立 50 周年記念式典を挙行。式典に
先立ち関係物故者慰霊祭を斎行。記念出版として、写真集『近代
の神社景観ー神社局時代に撮影された神社ー』を刊行（平成 9 年
12 月刊）。また、同日理事会、評議員会が開催され、平成 7 年度
事業報告および収支決算、平成 9 年度の事業計画および収支予算
を審議。

6 月 6 日 創立 50 周年記念講演会の開催。演題は「日本の文化的風土と政
教問題」−戦没者慰霊を巡って—と題し、基調講演を大原康男氏
に、また共同討議者として百地章、武田道生、阪本是丸 3 氏を迎
え、國學院大學で開催された。

6 月 19 日 理事会、評議員会を開催し、寄附行為の変更を審議。東京都教育
委員会指導に基づき作成した寄附行為の変更案を審議した結果、
出席者全員了承の上可決された。おもな変更は、理事、評議員の
任期の短縮、数の削減てあり、また、名誉会長の条を設け、各細
則などの決議は、理事会の決議と変更された。
また、寄附行為変更が議決されたのち、5 月 26 日に創立 50 周

に伴い、在間完一郎、佐野和史両氏を理事に選出。
8 月 8 日 文京区本郷金刀比羅神社において公開講演会の開催。講師に阪本

是丸氏を迎え、「御大典について」と題し講演。
9 月 1 日 機関誌「神道文化」2 号発行。
9 月 30 日 神道文化叢書第 15 輯『大嘗のまつり』岡田莊司著を刊行。新事

業の一環として、従来の新書版から、B6 版にて刊行。また、こ
れより広く一般にも良書を普及する目的で出版社名の刊行で店頭
販売することとなった。 

12 月 14 日 理事会、および評議員会開催。ともに、平成元年度事業報告およ
び収支決算について審議。

平成 3 年 5 月 8 日 理事会開催。平成3年度事業計画および収支予算についてを審議。
また、創立 45 周年記念事業計画および収支予算について審議さ
れ承認された。創立 45 周年の記念出版については、元宮内庁掌
典永積寅彦氏聞書き ( 昭和天皇、宮中祭祀などについてのインタ
ビュー記録。聞き手、所功氏、高橋紘氏。翌年に『昭和天皇と私』)
の出版を決定。また、評議員の改選年にあたるため、53 名を選
出した。

5 月 22 日 理事会、評議員会開催。平成 3 年度事業計画等を審議。上記の創
立 45 週年記念事業計画についても承認された。また、役員改選
により、会長に細川護貞氏、専務理事松山文彦氏、常務理事に上
田賢治、在間完一郎氏、佐野和史氏が就任。

8 月 29 日 理事会を開催。神道文化叢書第 16 輯制作費変更についてを審議。
承認。刊行は平成 4 年の 2 月予定となった。

9 月 1 日 機関誌「神道文化」3 号発行。
平成 4 年 2 月 20 日 理事会、評議員会開催。平成 2 年度事業報告および収支決算につ

いてを審議。了承の上可決。
4 月 8 日 神道文化叢書第 16 輯『蘇るムラの神々』櫻井治男著を刊行。こ

れより、出版社である大明堂と連携し、良書普及を目的に一般書
籍として店頭販売することとなった。

5 月 26 日 東京大神宮に於いて、本会創立 45 周年記念式典を挙行。式典に
先立ち関係物故者慰霊祭を斎行。平成元年に相次いで亡くなった、
故徳川会長、松山専務理事、歴代関係者の御霊を慰霊。本会創立
45 周年記念出版『昭和天皇と私』2000 部を刊行。昭和天皇聖
徳財団の協賛を得て全国主要図書館に本書を寄贈。常務理事在間
完一郎氏辞任につき、理事に外山勝志氏を選出。

10 月 1 日 機関誌「神道文化」4 号発行。
平成 5 年 3 月 5 日 理事会、評議員会の開催。平成 3 年度事業報告および収支決算に

ついて、並びに創立 45 周年事業報告および収支予算についてを
審議。了承の上可決。

3 月 30 日 神道文化叢書第 17 輯『明治維新と国学者』阪本是丸著を刊行。
5 月 27 日 理事会、評議員会開催。平成 5 年度事業計画および収支予算につ

いて審議。了承の上可決。
10 月 20 日 神道文化叢書第 18 輯『まつり伝承論』茂木　栄著を刊行。
12 月 1 日 機関誌「神道文化」5 号発行。

平成 6 年 5 月 26 日 理事会、評議員会開催。①平成 4 年度事業報告および収支決算に
ついて。②平成 6 年度事業計画および収支予算について。③評議
員改選について、理事、監事改選についてを審議。会長細川護貞
氏、専務理事松山文彦氏、常務理事上田賢治氏、佐野和史氏を再任。
また、外山勝志の後任として毛利義就氏を選出。評議員は 69 名
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平成 12 年 5 月 25 日 東京大神宮に於いて、理事会、評議員会開催。①平成 12 年度事
業計画及び収支予算について。①については、出席者全員了承の
上、可決。

6 月 24 日「自然と神道文化」シリーズ第 2 回公開講演会『山と神道文化』
を開催。講師に宮家準氏、姫田忠義氏、司会藤田庄市氏により神
社本庁で開催された。報告書を作成。60 名参加。

9 月 11 日 神道文化叢書第 25 輯『平安時代の宮廷祭祀と神祇官人』藤森馨
著を刊行。

9 月 16 日 神宮司庁に於いて、理事会、評議員会を開催。①平成 11 年度事
業報告及び収支決算についてを審議。①については、出席者全員
了承の上可決。

平成 13 年 5 月 24 日 東京大神宮に於いて、理事会、評議員会開催。①平成 13 年度事
業計画及び収支予算書並びに創立 55 周年記念事業計画及び収支
予算書についてを審議。①については、出席者全員了承の上可決。

6 月 23 日「自然と神道文化」シリーズ第 3 回公開講演会『川と神道文化』
を開催。講師に小林茂氏、岡村直樹氏、司会櫻井治男氏により神
社本庁で開催された。報告書を作成。50 名参加。

9 月 16 日 神宮司庁にて理事会、評議員会開催。①平成 12 年度事業報告な
らびに収支計算書について　②役員改選について　③創立 55 周
年記念事業についてを審議。①については出席者全員了承の上可
決。また、②については、藤本勝喜、宮崎義敬、田中安比呂 3 氏
辞任につき、新理事に矢田部正巳、加藤隆久、毛利義就 3 氏を選
任し、ほか 12 名は再任となった。③については、『みことのり』
普及版 ( 歴代天皇詔勅集 ) を刊行することとなった。戦前から戦
後にに欠けての神勅研究者森清人氏がまとめた神代から昭和 21
年までの重要な神勅約二千百余詔勅を奉掲。「杜のシリーズ」『天
神さま』の刊行。

9 月 神道文化叢書第 26 輯『大国隆正の研究』松浦光修著を刊行。
平成 14 年 5 月 24 日 東京大神宮に於いて理事会評議員会を開催。①平成 14 年度事業

計画及び収支予算書についてを審議。①については、出席者全員
了承の上可決。また同日、同会場において、本会創立 55 周年記
念式典を挙行。式典に先立ち関係者の物故者慰霊祭を斎行し、式
典、祝賀会と開催された。また、記念出版詔勅集『みことのり』
縮刷版を刊行し配布。

6 月 22 日「自然と神道文化」シリーズ第 4 回公開講演会『樹と神道文化』
を神社本庁講堂において開催。中村陽一氏、牧野和春氏を講師
に迎え、稲貴夫氏司会により開催。報告書作成。100 名参加。 
神道文化叢書第 27 輯『近世出雲大社の基礎的研究』西岡和彦著
の刊行。

9 月 16 日 神宮司庁に於いて、理事会、評議員会を開催。①平成 13 年度事
業報告及び収支決算について並びに創立 55 周年記念事業報告
及収支決算についてを審議。①については、出席者全員了承の
上可決。創立 55 周年事業の剰余金により、本会の基本財産は、
9700 万円から 1 億円となった。「杜のシリーズ」『八幡さま』を
刊行。

12 月 23 日 神道文化叢書第 28 輯『記紀神話の神学』上田賢治著を刊行。
平成 15 年 3 月 27 日 神道文化会常務理事、前國學院大學学長上田賢治氏逝去。故松山

能夫専務理事の亡き後、神道文化会の常務理事として、本会の事
業運営、推進に尽力。多大なる功績を残した。

年式典は細川会長のもと盛大かつ厳粛裡に挙行されたが、会長は、
平成元年 7 月就任以来、本会の新規事業への理解と協力をおしま
ず発展に尽力されたが、体調などを理由に会長を辞任。また、寄
附行為変更に伴い、役員、評議員が改選され、第 6 代会長に岡本
健治氏が就任となり、また新寄附行為に設けられた名誉会長に細
川護貞氏が就任。

平成 10 年 3 月 1 日 機関誌「神道文化」9 号発行。
4 月 8 日 理事会、評議員会の開催。平成 8 年度事業報告及び収支計算につ

いて並びに創立 50 周年記念事業報告及び収支計算について ( 中
間報告 ) は出席者全員了承のうえ可決。

5 月 18 日 東京大神宮にて理事会、評議員会開催。平成 10 年度事業計画及
び収支予算について　。報告事項として、平成 9 年度事業中間報
告があり、子供向け教化冊子「杜のシリーズ」の第 1 号として『お
宮のはなし』『お稲荷さま』を刊行したと報告。出席者全員了承
の上可決。午後 6 時 30 分より、設立 50 周年出版写真集『近代
の神社景観』の出版祝賀会を開催。

6 月 27 日 公開講演会の開催。演題は「情報化社会と神社神道」と題し、基
調講演を井上順孝氏に、またパネリストとして石井研士、今井達、
稲貴夫各氏、司会に茂木貞純氏迎え神社本庁で開催された。

6 月 30 日 神道文化叢書第 23 輯『戦後社会変動と神社神道』石井研士著を
刊行。

9 月 18 日 神宮司庁にて理事会、評議員会の開催。①平成 9 年度事業報告お
よび収支決算について並びに創立 50 周年記念事業報告及び収支
計算書について②評議員補選について。③会長選出について。 ①、
②については、出席者全員了承の上可決。③については、会長の
岡本健治氏が、健康上の都合により辞任のため、後任として、工
藤伊豆神社本庁総長が第 7 代会長に選任された。岡本会長をはじ
め 4 名の理事が辞任のため、補選により、藤岡重孝、田中安比呂、
大井鋼悦各氏が選出された。

平成 11 年 5 月 27 日 東京大神宮に於いて、理事会、評議員会の開催。①「神道文化奨励」
規約改正について、②平成 11 年度事業計画及び収支予算につい
てを審議。①については、昭和 43 年から実施されてきた「神道
文化奨励賞」は昨年度 30 回を数えたことを機に表彰事業につき
抜本的な表彰事業の見直しを検討。規約を改正し名称を「神道文
化表彰規程」と改称。特に、神社界のみならず広門戸を広げ、一般、
外国籍の人も対象とすることが可能となった。①②につき審議の
結果、全員了承の上可決。児童教化 冊゚子「杜のシリーズ」の『お
伊勢さま』を刊行

6 月 19 日 かねてよりテーマを設定し、講演会を開催すべく検討してきた。
今回より人と自然との関係を問い直すという趣旨のもと「自然と
神道文化」を軸にテーマ選びをすることとなった。第 1 回目とし
て『海と神道文化』と題し、野本寛一氏、中田英昭氏を講師に招き、
神社本庁で開催。100名の参加を得、好評を博した。報告書を作成。

9 月 16 日 神宮司庁にて理事会、評議員会を開催。①平成 10 年度事業報告
および収支決算について②評議員改選についてを審議。①、②に
ついては、出席者全員了承の上可決。なお、事務局より平成 10
年度にて、本会の固定資産が初めて 1 億円（但し基本財産 9700
万円）に達したと報告された。「杜のシリーズ」『靖國さま・護國
さま』を刊行

9 月 30 日 神道文化叢書第 24 輯『ハワイの神社史』前田孝和著を刊行。
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員了承の上、可決。また、さきの 5 月に開催し、了承を得た設立
60 周年の記念事業の一環として、日本財団の助成を受け『お伊
勢さまに学ぶ豊かな自然と恵み』と題する DVD とリーフレット
の作成は終了し、本年 8 月に開催された親子体験学習で活用した
と報告を行った。また、設立 60 周年記念事業の具体案として、『神
道と生命倫理』の刊行、また、CD「神社音楽集」の発行を予定
していると述べた。

平成 19 年 4 月 9 日 日本財団より助成を受け実施した①親子体験学習の実施　②「お
伊勢さまに学ぶ豊かな自然と恵み」の DVD 及びテキストブック
の製作を終了し、助成事業完了報告書を提出。受領された。

5 月 24 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。①平成 19 年度
事業計画及び収支予算書について　②神道芸能普及費支給規程に
ついてを審議。①については、出席者全員了承の上可決。②につ
いては、神道芸能普及費に対する申請数が増しているため、規程
を設け、受給者の条件、資格を明確化する必要があるとの意見を
受け、これまで対象とされていた個人のへの支給をなくし、また、
設立が三年未満の団体に資格を有しないこととしたと説明。出席
者全員了承のうえ可決した。また、会議終了後、同会場において
本会設立 60 周年記念式典を開催し、物故者慰霊祭、式典、祝賀
会を開き、約 120 名の参加をみた。

6 月 23 日「自然と神道文化」シリーズ第 9 回『鉄と神道文化』を開催。松
本岩雄氏、小野寺英輝氏、司会に杉山林繼氏を迎え、約 50 名の
参加のもと開催された。報告書を作成。

7 月 1 日 神道文化叢書第 32 輯『修験と神道のあいだ』中山　郁著を刊行
8 月 11 日 本会設立 60 周年記念懸賞論文の審査委員会が、神社本庁におい

て開催された。審査委員七名による厳正なる審査の結果、特選に
小林威朗氏、入選に唐澤太輔氏、佳作には、木村恭子氏、中村香
代子氏、宮本誉士氏が選ばれた。

9 月 16 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 18 年度事
業報告及び収支予算について　②設立 60 周年記念事業中間報告
及び収支決算について　③理事、評議員，監事選出についてを審
議。①②については出席者全員了承の上、可決。③については、
理事、監事、評議員は全員再選となった。また、常務理事には圓
藤恭久氏の後任として、井澤正裕氏が選出された。

平成 20 年 5 月 22 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。平成 20 年度事
業計画及び収支予算についてを審議。出席者全員了承の上可決
した。

6 月 28 日 本会では、平成 11 年より「自然と神道文化」をテーマに講演会
を開催し、海、山、川等自然の構成要素を対象としてきた。今回
10 回目を数え、テーマを『自然と神々そして日本人』とし、講
師に鈴木啓輔氏の基調発題に対し、コメンテーターには、岡田真
美子氏、大崎正治氏、司会に宮田　修氏によるパネルディスカッ
ションが行われた。今回にて、「自然と神道文化」シリーズは、
終了となった。

7 月 設立 60 周年記念出版『神道と生命倫理』を刊行。
7 月 15 日 神道文化叢書第 33 輯『垂加神道の人々と日本書紀』松本　丘氏

の刊行
9 月 16 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 19 年度事

業報告及び収支決算について　②設立 60 周年記念事業報告及び

5 月 22 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。①平成 15 年度
事業計画及び収支予算書について審議。①については出席者全員
了承の上可決。

6 月 28 日「自然と神道文化」シリーズ第 5 回公開講演会『火と神道文化』
を神社本庁講堂において開催。関根秀樹氏、加藤健司氏を講師に
迎え、稲貴夫氏司会により開催。報告書作成。100 名の参加。

9 月 16 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 14 年度事
業報告並びに収支計算書について。②理事、評議員改選について。
③会長、専務理事、常務理事改選についてを審議。①については、
出席者全員了承のうえ可決。②については、藤岡重孝氏の辞任に
より、高城治延神宮少宮司を選任。③については、会長に工藤伊
豆氏、専務理事に松山文彦氏、常務理事大井鋼悦氏、故上田賢治
氏の後任として、佐野和史が選任された。

平成 16 年 5 月 20 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。平成 16 年度事
業計画及び収支予算につい審議。出席者全員了承の上可決。

6 月 26 日「自然と神道文化」シリーズ第 6 回『土と神道文化』を神社本庁
大講堂において開催。茂木貞純氏、平野秀樹氏を講師に迎え、花
堂靖仁氏司会により開催。報告書作成。80 名参加。

8 月 神道文化叢書第 29 輯『伊勢の御師と旦那』を刊行。神道文化叢
書は、昭和 45 年新書版にて第 1 輯を刊行し、第 16 輯より A5
版に改め、主に若手研究者の博士号取得のための刊行物として、
評価を得てきたが、出版社大明堂の閉店に伴い、本号より、株式
会社弘文堂からの刊行となった。

9 月 16 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 15 年度事
業報告並びに収支計算書について。②理事補選について。③会長
選出についてを審議。①については、出席者全員了承のうえ可決。
②については、田中恆清氏が理事に選出された。③については、
工藤伊豆氏の辞任に伴い、矢田部正巳神社本庁総長第 8 代会長が
選出された。

平成 17 年 5 月 19 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。平成 17 年度事
業計画及び収支予算書について審議。出席者全員了承の上可決。

6 月 25 日「自然と神道文化」シリーズ第 7 回『水と神道文化』を神社本庁
大講堂において開催。野中規正氏、本澤雅史氏を講師に迎え、葛
城奈海氏の司会により開催。報告書を作成。100 名参加。

7 月 15 日 神道文化叢書第 30 輯『神仏と村景観の考古学』笹生　衛著を引
き続き株式会社弘文堂より刊行。

9 月 27 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 16 年度事
業報告及び収支予算について②理事、評議員選出についてを審議。
①については出席者全員了承の上、可決。②については、し平岩
昌利、寺井種伯、千家尊祐、圓藤恭久 4 名を新理事に選出。

平成 18 年 5 月 25 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。平成 18 年度事
業計画及び収支予算について並びに設立 60 周年記念事業計画及
び収支予算についてを審議。出席者全員了承の上可決。

6 月 17 日「自然と神道文化」シリーズ第 8 回『風と神道文化』を開催。河
野　訓氏、水越允治氏を講師に迎え、北畠能房氏の司会により開
催。報告書を作成。100 名参加。

7 月 1 日 神道文化叢書第 31 輯『祝詞の研究』本澤雅史著を刊行。
9 月 16 日 平成 17 年度事業報告及び収支計算書についてを審議。出席者全
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道」という文字を冠することを要望する旨を再度確認。出席者全
員了承の上可決した。

6 月 26 日 國學院大學渋谷キャンパスにおいて、公開講演会『雅楽と神道文
化』を開催。講師には、阪本是丸氏、ヘルマン・ゴチェフスキ氏、
塚原康子氏らを招き開催。そののち、唐楽や御神楽、また、保育
唱歌、祝日大祭日唱歌などが演奏された。前回の「相撲と神道文化」
に引き続き 150 名ほどの参加を得て開催された。報告書作成。

7 月 神道文化叢書第 35 輯『日本の護符文化』千々和到編を刊行。
7 月 21 日 神社本庁関係三財団合併協議会 ( 第六回 ) 開催　①関係財団合併

協議会報告に対する各財団の見解について　②今後の取り進めに
ついてを協議。①については、五月に提示した本会の基本対応を
再確認し、②の今後は、まず一般財団法人移行に向けて事務手続
きなどの準備段階にはいることを報告。

9 月 16 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 21 年度事
業報告及び収支決算について　②理事選出について　③会長、常
務理事選出についてを審議。①については、出席者全員了承の上
可決。②井澤正裕理事の辞任により、轡田勝繁氏を理事に選出。
③については、矢田部正巳会長の辞任に伴い、後任に神社本庁総
長田中恆清氏、井澤常務理事の後任として、轡田氏がそれぞれ、
会長、常務理事に選出された。

11 月 公開講演会「自然と神道文化」の水・鉄・土の報告書をまとめ、
株式会社弘文堂より第 3 巻『自然と神道文化』を刊行。一般書店
にて販売。

平成 23 年 ２月 18 日 東京大神宮マツヤサロンにおいて、公開講演会『酒と神道文化』
を開催。平成 21 年より、日本の文化事象に関わるテーマを設定
してきたが、相撲、雅楽に続き「酒」を取り上げ開催。岡本彰夫
氏、神崎宣武氏を講師に迎え、また櫻井治男氏の司会でミニシン
ポジウムを開催。その後株式会社朝日酒造の後援を得て、休憩時
に日本酒の試飲会も行われ好評を博した。約 150 名参加。

4 月 6 日 神社本庁において理事会、評議員会を開催。①平成 23 年度事業
計画及び収支予算について　また、一般財団法人移行手続きに着
手することを報告。

6 月 30 日 神道文化叢書第 36 輯『ささえあいの神道文化』板井正斉著を
刊行

7 月 7 日 神社本庁において、臨時理事会を開催。①財団法人神道文化会
における最初の評議員の選任方法 ( 案 ) について　②その他　1、
評議員選定委員会委員就任予定者について、2、評議員選定運営
規則 ( 案 ) 施行について、3、「神道文化検定」事業協力について　
①については、移行手続きの第一段階である、本会の評議員の選
任方法について審議し、評議員選定委員会方式を採用することと
なった。その他については、事務局案通り、選定委員などを選任
し、出席者一同了承の上可決。

8 月 12 日「最初の評議員の選任方法」を主務官庁東京都教育委員会より認
可される。

9 月 7 日 神社本庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 22 年度事
業報告及び収支決算について　②理事、評議員選出について　③
会長、専務理事、常務理事選出についてを審議。①については、
出席者全員了承のうえ可決。②、③については、全員再任となっ
た。また、事務局より一般財団法人移行手続きの第一段階を終え、

収支決算について。①については出席者全員了承の上可決。②に
ついては論文集「神道と生命倫理」の刊行、記念 CD「あけの雲
わけ」の製作、日本財団助成金による親子の伝統文化体験学習の
実施（DVD 及びリーフレットの製作）等の周年む事業を終了し
たと報告した。出席者全員了承の上可決。また、平成 20 年 12
月 1 日より施行される公益法人制度改革関連法に伴う現行公益法
人の移行等の問題につき審議を開始。

平成 21 年 2 月 公開講演会「自然と神道文化」の海、山、川の報告書をまとめ、
株式会社弘文堂より第 1 巻『自然と神道文化　海・山・川』を刊
行。一般書店にて販売。

4 月 30 日 神道文化叢書第 34 輯『国学者の神信仰』中野裕三著を刊行。
6 月 6 日 これまでの「自然と神道文化」シリーズは、昨年度をもって終了。

今回は日本人の信仰の歴史を伝統文化・芸能の側面や身体的な視
点から見つめなおすこととし、相撲を取り上げ、「相撲と神道文化」
と題し開催。場所も國學院大學渋谷キャンパスに移し、講師には、
加藤健司氏を招いたのち、トークセッションに元小結舞の海秀平
氏、引き続き、第 30 代木村庄之助、相撲協会相撲博物館学芸員
村田邦男、NHK アナウンサー藤井康生（司会）各氏によるミニ
シンポジウムが開かれ、約 150 名の参加を得て、盛況であった。
報告書作成。

7 月 2 日 東京都渋谷区千駄ヶ谷の国民精神研修財団において、理事会、評
議員会を開催。①平成 21 年度事業計及び収支予算について ②神
社本庁関係三団体連絡会報告の件、神社本庁関係三団体合併協議
会について、合併協議会担当評議員１名選出の件を審議。①につ
いては、出席者全員了承の上可決。②については、神社本庁から
の本会あての文書「公益法人制度改革に伴う神社本庁の方針」を
受け昨年 10 月に神社本庁関係三財団連絡会を 4 回開催し、三財
団が抱える懸案事項につき審議。今後三団体合併の方向で話し合
いすべく「合併協議会」を立ち上げることとなったと報告。協議
会には今井達評議員を選出。出席者全員了承の上可決。

9 月 16 日 神宮司庁において、理事会、評議員会を開催。①平成 20 年度事
業報告及び収支決算について　②理事、評議員、会長、専務理事、
常務理事選出について　③神社本庁関係三財団協議会についてを
審議。①については、出席者全員了承の上可決。②については、
新理事に今井達氏を選出。また、会長矢田部正巳氏、専務理事松
山文彦氏、常務理事佐野和史氏、井澤正裕氏が再選された。③に
ついては、今後も三財団の合併につぎ、審議すると説明。出席者
全員了承の上可決。

11 月 公開講演会「自然と神道文化」の、樹・火・土の報告書をまとめ、
株式会社弘文堂より第 2 巻『自然と神道文化』を刊行。一般書店
にて販売。

平成 22 年 4 月 8 日 神社本庁において理事会開催。①神社本庁関係三財団合併協議会
についてを審議。神道文化会の基本姿勢について協議。出席者全
員了承。5 月開催の評議員会に諮ることとなった。

5 月 28 日 東京大神宮において、理事会、評議員会を開催。①平成年 22 度
事業計画及び収支予算書について　②神社本庁無関係三財団合併
協議会報告及び本財団の基本対応についてを審議。①については
出席者全員了承の上可決。②については、神道文化会の基本対応
として、連絡会から終始唱えてきた三財団の合併に際し、必ず「神
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一般財団法人日本文化興隆財団との覚書についてを審議。また、
報告事項として、移行認可についてと、設立 65 周年記念出版『神
道要語集』についてを報告した。出席者了承。なお、④の名誉会
長には、北白川道久氏を推戴することとなった。

9 月 25 日 神社本庁において、初の定時評議員会が開催された。議題として、
①平成 23 年度事業報告及び計算書類承認の件　②平成 24 年度
第1期事業報告及び計算書類承認の件を審議。出席者全員了承し、
承認となった。また、報告事項として、理事会で了承された、名
誉会長、賛助会員規則、設立 65 周年記念出版『神道要語集』上
下巻についても、了承された。

9 月 28 日 内閣府に一般社団法人及び一般座談法人に関する法律及び公益社
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律施行規則第 33 条第 1 項の規定により、公益目的財産額
の確定に必要な書類を提出。

10 月 9 日 上記手続きが完了。本会の公益目的財産額は、102,287,619 円
と確定し、今後、1 年に約７４０万円を１４年間にわたり消費す
るシステムであるが、今後は公益のみならず、より広範な事業に
着手することも可能となった。

平成 25 年 4 月 23 日 日本文化興隆財団において理事会を開催。①評議員会日程につい
て　②平成 25 年度事業計画及び収支予算についてを審議。①、
②については、出席者全員了承の上可決。また、報告事項として、
設立 65 周年記念事業を含む平成 24 年度事業中間報告を行った。

5 月 24 日 東京大神宮において、評議員会を開催。①平成 25 年度事業計画
及び収支予算についてを審議。出席者全員了承し、議案は承認さ
れた。設立 65 周年記念出版『神道要語集』上下巻が出版された
ことを報告。

6 月 25 日 神宮第六十二回式年遷宮年に因み、國學院大學渋谷キャンパスに
おいて、公開講演会『お伊勢さまと神道文化』を開催。講師に鎌
田道隆氏、伊豆野誠氏を招き、約 150 名参加を得て開催。

6 月 30 日 神道文化叢書第 38 輯『明治初期の教化と神道』戸波裕之著の刊行。
9 月 12 日 神社本庁において、理事会を開催。①評議員会の日程　②平成

24 年度事業報告及び収支決算についてを審議。①、②については、
出席者全員了承。また、報告事項として、轡田勝繁理事が人事異
動に伴い辞任。

20 日 ①理事選任の件　②平成 24 年度事業報告及び計算書類承認の件
を審議。①については、轡田理事の後任として、木田孝朋氏を選
出した。②については、出席者全員了承。承認となった。

10 月 第六十二回神宮式年遷宮斎行。遷御の儀が内宮 10 月 2 日、外宮
10 月 5 日に厳粛裡に斎行された。

平成 26 年 4 月 7 日 神社本庁において、理事会開催。①評議員会日程について　②平
成 26 年度事業計画及び収支予算についてを審議。①②とも出席
者全員了承。また、平成 25 年度事業中間報告を行った。出席者
了承。

5 月 23 日 東京大神宮において、評議員会を開催。①平成 26 年度事業計画
及び収支予算についてを審議。出席者全員了承し、議案は承認さ
れた。

6 月 14 日 公開講演会『建築と神道文化』を開催。國學院大學渋谷キャンパ
スにおいて、講師に山田岳晴氏、松島義知氏を招き開催。講演終
了後、希望者を募り、同大学の隣に位置する渋谷氷川神社を参拝

、 9 月 14 日に新定款、公益目的支出計画の事業内容、予算書につき、
内閣府相談窓口に赴くと報告。出席者全員了承。

12 月 15 日 最初の評議員選定員会を開催。本財団の評議員の定数は、5 名以
上 10 名以内であるため、候補者 10 名を提示し、移行後の最初
の評議員は、候補者全員を選定した。

平成 24 年 2 月 14 日 神社本庁に於いて、臨時理事会を開催。審議事項は、①一般財団
法人に伴う定款変更について、②一般財団法人に伴う役員の選任
について　③一般財団法人移行のための認可申請について　④平
成 23 年度予算書 ( 損益計算ベース ) について　⑤平成 24 年度
事業計画及び収支予算についてを審議。まず、報告事項として、
一般財団法人移行に際してのまず、第一段階である、評議員の選
定委員会を昨年 12 月 15 日に開催し、10 名の新評議員が選任さ
れたと報告。本日は、議案として、移行に必要な手続きとして、
新定款の変更、役員の選任、新理事による代表理事及び業務執行
理事の選任についてを審議しまた、移行申請のための概要と、移
行認可申請書の内容を提示した。議案①、②、③については、出
席者全員了承の上可決。また、④については、移行に伴い、内閣
府の指導により、予算書の形態を損益ベースに変更したと説明。
可決。⑤についても、出席者全員了承の上可決した。事務局とし
ては、2 月末までに移行の申請を行う予定であると説明。

2 月 28 日 電子申請の方法において、内閣府へ野田佳彦内閣総理大臣宛て、
一般財団法人移行認可申請書を提出。申請書の内容は、住所　東
京都渋谷区代々木 1 － 1 － 2、名称　一般財団法人神道文化会に
て申請。

5 月 25 日 東京大神宮において、平成 23 年度表彰式を執行。例年は、理事会、
評議員会開催後、表彰式、及び神道芸能普及費の伝達式を執り行
うが、本会の一般財団法人移行のため、去る 2 月 14 日に臨時理
事会、臨時評議員会を開催し、平成 24 年度の事業計画及び収支
予算につき審議し、可決したことにより、本年度は、表彰式、伝
達式のみの開催となった。

6 月 20 日 内閣総理大臣野田佳彦名にて、一般財団法人移行の認可書が下り
た。（府益第 5593 号）

6 月 23 日 公開講演会『暦と神道文化』を開催。平成 24 年は、金環日食を
はじめ天体現象が多発の年であったための開催となった。講師に
西岡和彦氏、加藤健司氏を迎え講演ののち、トークセッションを
開催。映画『天地明察』の監督滝田洋二郎氏、ブロデュサー井上
文雄氏、に講師２氏、HNK アナウンサーを司会に活発なトーク
が行われた。なお、総合司会は女優の葛城奈海氏を迎え開催。約
150 名参加。

6 月 30 日 神道文化叢書第 37 輯『近代祭式と六人部是香』星野光樹著の刊行。
７月 2 日 財団法人神道文化会は、内閣府に一般財団法人移行認可申請を提

出し、平成２４年６月２０日認可され、同年７月２日登記完了。「一
般財団法人神道文化会」として、新たなる一歩を踏み出しました。

9 月 10 日 神社本庁に於いて、一般財団法人として、初の理事会開催となっ
た。新定款には、理事会を開催後、2 週間空けての評議員会開催
がうたわれ、理事は事業の執行をおこない、評議員は承認を主と
することになった。①評議員日程について　②平成 23 年度事業
報告及び計算書類について　③平成 24 年度第 1 期事業報告及び
計算書類について　④名誉会長推戴について　⑤賛助会員規則、
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本庁関係財団合併協議会報告」への ( 財 ) 神道文化会の基本対応
について」をもとにどのようにすべきかを審議することとなった。
結果、2 財団の合併は困難であること、また、神社本庁の業務縮
小方針に伴い、神道文化会の現状維持は困難であると結論。協議
の結果、本会は、式内社顕彰会の例に倣い、「神社本庁関係財団
合併協議会」を退会し、事務局を東京大神宮に移し、事業面など
は、神社本庁総合研究所が引き続き担うこととなった。出席者全
員了承。

4 月 12 日 神社本庁において、理事会を開催。平成27年度事業中間報告、ま
た、2月に行われた、臨時理事会において、本会事務局が、来年
度東京大神宮に移転することとなったと報告した。議題は、①評
議員会日程について　②平成28年度事業計画及び収支予算につ
いてを審議。①②については、原案通り了承された。

5 月 27 日 東京大神宮において、評議員会を開催。まず、平成 27 年度事業
中間報告を説明の後本年 2 月に臨時理事会を開催し、「神社本庁
関係財団合併協議会について」を議題に挙げ、本会は、式内社顕
彰会の例にならい同協議会を退会し、事務局を東京大神宮に移転
することに決定したと説明。出席者全員了承。①平成 28 年度事
業計画及び収支予算承認の件を審議。出席者一同了承。議案通り
承認された。

6 月 18 日 公開講演会『神話と神道文化』を開催。國學院大學渋谷キャンパ
スの常磐松ホールにおいて開催。講師に平藤喜久子氏、松本久史
氏を迎え、約 100 名の参加を得て開催された。

6 月 30 日 神道文化叢書第 41 輯『千古の流れ　神宮考証学』吉川竜実著を
刊行

9 月 2 日 神社本庁において、理事会を開催。報告事項として、本年 9 月
30 日をもって、神道文化会の事務局は東京大神宮に移転するこ
ととなったと報告。また、理事、評議員等の改選年であると説明。
議題は、①評議員日程について　②平成 27 年度事業報告及び収
支決算についてを審議。①②については、出席者全員了承。

21 日 神社本庁において定時評議員会を開催。まず本年度は、役員、評
議員の改選年であると説明し、議題にはいった。①平成 27 年度
事業報告及び計算書類承認の件　②任期満了に伴い理事改選の件　
③任期満了に伴い監事改選の件　④任期満了に伴い評議員改選の
件。①については、出席者全員了承。議案は承認された。②につ
いては、原田恒男理事に替わり稲貴夫氏が新理事に選出されたほ
かは全員再任なった。②については、花堂靖仁、小方孝次両氏が
再任。④については、現評議員全員が再任となった。出席者全員
了承。

21 日 神社本庁において、臨時理事会を開催。①代表理事１名選任の件　
②業務務執行理事２名選任の件　③名誉会長、顧問、参与選任の
件を審議。①については、会長として田中恆清氏、②については、
専務理事として松山文彦氏、常務理事として佐野和史氏が再選さ
れた。③については、引き続き北白川道久氏に就任いただくこと
となった。

10 月 1 日 本会事務局は、平成 28 年 10 月 1 日付にて、神社本庁より東京
大神宮に移転。

平成 29 年 3 月 30 日 神道文化叢書第 42 輯『近現代神道の法制的研究』河村忠伸著
刊行

後、社殿を見学。両講師の説明を受け、好評を博した。参加者約
80 名。

6 月 30 日 神道文化叢書第 39 輯『悠久の森　神宮の祭祀と歴史』音羽　悟
著の刊行。

9 月 4 日 神社本庁において、理事会を開催。報告事項として、任期満了に
よる理事改選についてを説明の後、①評議員の日程、②平成 25
年度事業報告及び収支決算についてを審議。出席者了承。

9 月 26 日 日本文化興隆財団において定時評議員会を開催。①任期満了に伴
う理事改選の件　②平成 25 年度事業報告及び計算書類承認の件
を審議。①については、現理事全員が再選された。②については、
出席者全員了承。承認された。

26 日 日本文化興隆財団において臨時理事会を開催。①代表理事選任の
件　②業務執行理事選任の件　③名誉会長、顧問、参与選任の件
が審議され、全員を再選した。

平成 27 年 4 月 7 日 神社本庁において、理事会を開催。平成 26 年度事業中間報告を
説明したのち、①評議員会日程について　②平成 27 年度事業計
画及び予算についてを審議。①②については、出席者全員了承。

5 月 22 日 東京大神宮において、評議員会を開催。平成 26 年度事業中間報
告を説明ののち、①平成 27 年度事業計画及び収支予算について
承認の件を審議。①については、出席者全員了承。議案は承認さ
れた。

6 月 27 日 公開講演会『占いと神道文化』を開催。國學院大學渋谷キャンパ
スにおいて、講師に大野出氏、加門七海氏を迎え開催された。加
門氏には、武田淳氏が加門氏の占いに対する知識、考えを聞く形
式で行われた。180 名という多くの参加を得て、占いに対する関
心の深さをうかがわせた。

6 月 30 日 神道文化叢書第 40 輯『三条教則と教育勅語　宗教者の世俗倫理
へのアプローチ』三宅守常著の刊行

9 月 7 日 神社本庁において、理事会を開催。報告事項として、理事及び評
議員の補選について、説明し、また、神道文化叢書 41 輯につい
ても説明。出席者了承。①評議員会の日程について　②平成 26
年度事業報告及び収支決算についてを審議。①②については、出
席者全員了承。

9 月 25 日 日本文化興隆財団において、定時評議員会を開催。報告事項とし
て、神道文化叢書第 41 輯につき説明。出席者了承。議題として、
①理事選任の件、②評議員選任の件③平成 26 年度事業報告及び
計算書類承認の件を審議。①については、木田孝朋理事辞任に伴
い、後任に原田恒男氏が選出され。②については、高城治延評議
員辞任により、亀田幸弘氏が選出された。③については、出席者
全員了承。議案は、承認された。

平成 28 年 2 月 9 日 神社本庁において臨時理事会開催。議題は、神社本庁関係財団合
併協議会についてであるが、「神社本庁関係財団合併協議会」は、
所謂公益法人制度改革に伴い、神社本庁が関係する財団を合併す
ることを検討するべく設置された。平成 21 年より平成 22 年の
7 月まで 6 回審議を重ね、国民精神研修財団、神道文化会がそれ
ぞれ一般財団法人に移行し、式内社顕彰会は解散の運びとなった。
しかし今後、2 財団がどのように選択するかを再検討することと
なっていた。審議に当たり、資料 1「神社本庁関係財団合併協議
会経過一覧」資料 2「関係財団合併協議会報告」、資料 3「神社
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4 月 18 日 理事会の開催。平成 28 年度事業中間報告についてを説明したの
ち、①評議員会日程について ②「新常務連絡会」設置について
並びに設立 70 周年事業委員会について ③平成 29 年度事業計画
及び収支予算について並びに設立 70 周年記念事業消す格及び収
支予算についてを審議。①については、出席者全員了承。②につ
いては、昨年 10 月に事務局が、東京大神宮に移転したこと、あ
るいは、平成 29 年 9 月に設立 70 周年を迎えることを機に、常
務連絡会を設置し、本会の事業運営を推進していきたいと説明。
③については、原案通り了承された。

5 月 26 日 東京大神宮において、評議員会を開催。報告事項として、事務局
が東京大神宮に移転したこと、本会設立 70 周年を迎えたことな
どを踏まえ、事業推進に当たり、常務連絡会を設置し、事業運営
を図ることとしたと報告。出席者一同了承。次に議題である、平
成 29 年度事業計画及び収支予算について並びに設立 70 周年記
念事業計画及び収支予算についてを審議。結果議案通り承認され
た。70 周年記念事業として、平成 30 年は、明治維新 150 年に
当たり、明治維新を基点に未来の神社・宗教のあり方を問うを
キャッチフレーズに、懸賞論文を募集、また、『明治維新神道百
年史』の復刻出版を予定していると説明し、了承を得た。

6 月 24 日 公開講演会『和歌と神道文化』を開催。國學院大學渋谷キャンパ
スにおいて、講師に田中章義氏、宮本誉士氏を迎え、約 60 名の
参加を得て開催。

9 月 11 日 神社本庁において、理事会を開催。①評議員会日程について ②平
成 28 年度事業報告及び収支決算についてを審議。①②について
は、出席者全員了承。

９月 13 日 昭和 22 年９月 13 日に東京都教育委員会の許可により、財団法
人神道文化会が設立されてより、70 年を迎えた。

小
林
　
威
朗
（
こ
ば
や
し　

た
け
ろ
う
）

昭
和
五
十
六
年
七
月
二
十
五
日
生
ま
れ
。

國
學
院
大
學
大
学
院　

文
学
研
究
科
神
道

学
・
宗
教
学
専
攻　

博
士
（
神
道
学
）

現
職　

埼
玉
県
神
道
青
年
会　

副
会
長
、

埼
玉
県
越
谷
市　

久
伊
豆
神
社　

禰
宜

専
攻　

国
学

著
書
『
平
田
国
学
の
霊
魂
観
』
な
ど

　「
埼
玉
県
忠
魂
碑
等
調
査
」
後
記

小　

林　

威　

朗

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
埼
玉
県
神
道
青
年
会
が
行
な
っ
た
「
埼
玉
県
忠
魂
碑
等
調
査
」
の
概
略
を
示
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ

た
事
項
に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　
「
埼
玉
県
忠
魂
碑
等
調
査
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
平
成
二
十
七
年
か
ら
二
年
計
画
で
行
わ
れ
、
そ
の
間
の
平
成
二
十
七
年
度
、
二
十
八
年
度
神
社

本
庁
学
芸
奨
励
金
を
調
査
費
と
し
て
下
附
さ
れ
た
事
業
で
あ
る
。
そ
し
て
、
県
神
社
庁
や
県
内
別
表
神
社
、
護
國
神
社
、
青
年
会
歴
代
会
長
な
ど
の

協
賛
に
よ
り
、
そ
の
調
査
成
果
を
『
埼
玉
県
の
忠
魂
碑
』（
埼
玉
新
聞
社
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
）
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
よ
う
に
広
く
斯
界
の
好
意
に
よ
っ
て
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
業
で
あ
る
た
め
、
そ
の
概
要
を
周
知
し
た
い
。

　

ま
た
、
調
査
時
に
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
碑
表
を
、
そ
の
後
に
確
認
で
き
た
事
例
や
、
公
立
図
書
館
に
建
立
当
時
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
事
例

が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
、
慰
霊
顕
彰
研
究
と
し
て
の
可
能
性
を
示
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。


