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昨
年
開
催
致
し
ま
し
た
当
本
部
設
立
四
十
五
周
年
記

念
式
典
に
は
、
多
数
の
ご
参
加
を
賜
わ
り
、
改
め
ま
し

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
記
念
行
事
で
あ
り
な
が

ら
懇
親
会
を
行
わ
ず
、
ま
た
収
容
人
数
の
大
き
な
上
七

軒
歌
舞
練
場
を
会
場
と
致
し
ま
し
た
こ
と
か
ら
、
果
た

し
て
席
が
埋
ま
る
の
か
と
懸
念
致
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
お
蔭
を
持
ち
ま
し
て
約
参
百
あ
る
席
の
殆
ど
が
埋

ま
り
ま
し
た
。
来
賓
に
は
、
有
村
治
子
参
議
院
議
員
を

神
道
政
治
連
盟
京
都
府
本
部

本
部
長　

梶　
　

道　

嗣

　　
　

始
め
と
す
る
国
会
議
員
の
先
生
方
、
打
田
文
博
中
央
本

部
会
長
、
近
畿
地
区
各
会
長
役
員
の
皆
様
、
自
民
党
京

都
府
連
の
先
生
方
、
田
中
恆
清
神
社
庁
長
、
荒
巻
禎
一

総
代
会
長
を
始
め
関
係
団
体
の
方
々
な
ど
多
数
お
祝
い

に
駆
け
つ
け
て
頂
き
、
盛
大
に
開
催
し
得
た
こ
と
、
ま

こ
と
に
感
謝
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
今
世
界
が
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
よ
う
と
し

て
い
る
中
、
こ
れ
ら
の
世
情
に
対
応
し
て
い
く
為
に

は
、
憲
法
改
正
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
日
本

国
民
が
強
く
認
識
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。
ご
周
知
の
と
お
り
、
現
在
衆
参
両
院
に

於
け
る
改
憲
派
勢
力
は
、
発
議
に
必
要
な
三
分
の
二
を

上
回
っ
て
お
り
、
上
程
さ
れ
れ
ば
可
決
は
確
実
な
状
況

で
あ
り
、
論
議
の
舞
台
が
国
民
の
側
に
移
さ
れ
る
の
は

時
間
の
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
衆
参
両
議
員
選
挙

と
自
民
党
総
裁
選
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
っ
た

後
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
国
民
の
意
思
を
決
す
国
民

投
票
に
向
け
、
護
憲
派
対
改
憲
派
の
論
争
・
喚
起
運
動

が
激
化
す
る
こ
と
は
必
至
で
す
。
当
本
部
が
平
素
行
う

地
道
な
活
動
だ
け
で
無
く
、
よ
り
広
く
深
く
運
動
を
進

め
る
に
は
国
会
議
員
、
各
市
町
村
議
員
と
の
連
携
は
不

可
欠
で
あ
り
、
志
を
同
じ
く
す
る
政
治
家
を
一
人
で
も

多
く
増
や
す
こ
と
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

　

国
政
で
は
、
度
々
解
散
が
噂
さ
れ
る
衆
議
院
総
選
挙

が
最
も
近
い
選
挙
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
京
都
に
於
い

て
は
、
九
月
に
は
城
陽
市
長
選
挙
、
十
一
月
に
は
京
丹

波
町
長
選
挙
、
明
年
一
月
に
は
綾
部
市
長
選
挙
、
四
月

に
は
京
都
府
知
事
選
挙
・
南
丹
市
長
選
挙
・
与
謝
野
町

長
選
挙
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
選
挙
に

あ
た
っ
て
は
、
自
民
党
京
都
府
連
と
連
携
の
も
と
必
要

か
つ
有
効
と
さ
れ
る
選
挙
活
動
を
展
開
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
選
挙
で
勝
利
す
る
こ
と
は
、
自
民
党
及
び

我
が
神
政
連
の
発
足
以
来
の
念
願
で
あ
る
「
自
主
憲
法



清政 62号3

の
制
定
」
の
実
現
に
、
更
な
る
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と

と
な
る
の
で
す
。
中
央
本
部
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
国

地
方
議
員
の
憲
法
改
正
に
対
す
る
意
識
が
薄
弱
で
あ
る

こ
と
が
憂
慮
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
京
都
に
お
い
て
も
そ

の
こ
と
に
目
と
心
を
配
り
つ
つ
、
自
民
党
京
都
府
連
と

の
一
層
の
連
携
・
結
束
を
深
め
、
地
方
選
挙
も
含
め
て

万
端
の
準
備
を
整
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

憲
法
改
正
に
向
け
て
の
国
の
進
捗
状
況
は
、
現
在
自

民
党
及
び
日
本
の
こ
こ
ろ
が
草
案
を
提
出
し
た
段
階
で

す
。
日
本
維
新
の
党
も
間
も
な
く
提
出
し
て
く
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
日
本
共
産
党
は
、
実
は
戦
後
す
ぐ
の
昭
和

二
十
一
年
に
「
日
本
共
産
党
の
日
本
人
民
共
和
国
憲
法

（
草
案
）」
な
る
憲
法
草
案
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
が
、

後
に
こ
れ
を
破
棄
し
、現
在
は
護
憲
を
貫
い
て
い
ま
す
。

ま
た
民
進
党
は
、
昨
今
支
持
率
が
低
迷
し
、
有
力
議
員

の
造
反
・
離
党
が
相
次
い
で
お
り
、
現
段
階
で
は
党
内

を
纏
め
て
対
案
を
出
す
よ
う
な
こ
と
は
出
来
な
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
、
各
党
の
憲
法
草
案
を
ご
覧
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
頼
り
と
す
る
自
民

党
の
草
案
は
、
連
立
与
党
を
組
む
公
明
党
に
か
な
り
配

慮
し
た
草
案
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
私
た
ち
の
考
え
に
限
り
な
く
近
い
も
の
は
、
日
本

の
こ
こ
ろ
の
草
案
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
前
文
に

は
、
先
人
が
血
と
汗
の
結
晶
で
制
定
さ
れ
た
大
日
本
帝

国
憲
法
の
こ
と
、
現
憲
法
制
定
の
経
緯
、
な
ぜ
憲
法
改

正
が
必
要
と
な
っ
た
の
か
を
明
確
に
わ
か
り
易
く
明

記
さ
れ
て
お
り
、
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
評
価
し
て

い
ま
す
。
然
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
日
本
の
こ
こ
ろ

の
草
案
を
そ
の
ま
ま
国
会
に
挙
げ
て
も
、
自
民
党
も

含
め
連
立
与
党
で
あ
る
公
明
党
や
、
他
の
野
党
の
賛

同
を
得
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
く
、
こ
の
憲
法
草
案

を
基
本
と
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

今
後
各
々
の
草
案
は
、
衆
参
両
院
の
憲
法
審
議
会

で
調
整
さ
れ
国
会
に
発
議
さ
れ
ま
す
。
憲
法
審
査
会

は
、
現
時
点
で
衆
議
院
が
三
回
、
参
議
院
で
は
一
度

も
開
催
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
憲
法
記
念
日
に
安
倍

首
相
が
発
し
た
「
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
改
正
憲
法

を
施
行
し
た
い
」
と
い
う
言
葉
で
、
発
議
に
向
け
た

論
議
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
く
こ
と
で
し
よ
う
。

　

さ
て
、
天
皇
陛
下
の
御
譲
位
の
問
題
に
関
し
て
は
、

先
般
衆
参
両
院
の
正
副
議
長
が
、
各
党
派
の
全
体
会
議

を
開
き
、
今
上
陛
下
一
代
限
り
の
特
例
法
制

定
を
柱
と
す
る
国
会
見
解
を
正
式
決
定
し
、

安
倍
晋
三
首
相
に
伝
達
し
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、
首
相
の
私
的
諮
問
機
関
「
天
皇
の
公

務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

が
開
か
れ
、
先
日
最
終
報
告
が
首
相
に
提
出

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
近
々
に
も
国
会
で
審
議
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
御
代
替
わ
り
に
際
し

て
執
り
行
わ
れ
る
諸
行
事
に
つ
き
ま
し
て
も
、
十
分

に
注
視
し
な
が
ら
万
全
の
対
応
と
準
備
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

二
年
目
と
な
る
本
年
度
は
、
よ
り
一
層
気
持
ち
を

引
き
締
め
、
役
員
一
同
精
一
杯
諸
活
動
に
邁
進
す
る

所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
倍
旧
の
ご
支
援
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
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神
道
政
治
連
盟
は
混
迷
す
る
時
局
の

中
に
あ
っ
て
、
神
道
の
精
神
を
以
て
志

を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
が
相
計
り
、
民

族
の
道
統
を
基
調
と
す
る
国
政
の
基
礎

を
固
め
る
と
と
も
に
そ
の
姿
勢
を
匡た
だ
す

た
め
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
八
日
、

神
社
関
係
者
の
総
意
に
よ
り
結
成
さ

れ
、
翌
年
に
は
神
道
政
治
連
盟
国
会
議

員
懇
談
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。爾
来
、

神
社
本
庁
と
と
も
に
皇
室
の
尊
厳
護
持

運
動
を
は
じ
め
、
憲
法
改
正
・
自
主
憲

法
制
定
運
動
な
ど
様
々
な
問
題
に
取
り

組
ん
で
を
り
ま
す
。

本
連
盟
が
取
り
組
む
課
題
は
多
岐
に

亘
り
ま
す
が
、
運
動
の
第
一
に
掲
げ
る

皇
室
の
御
事
に
つ
い
て
、
昨
年
八
月
の

天
皇
陛
下
の
「
お
こ
と
ば
」
表
明
以
降
、

政
府
に
設
置
さ
れ
た
「
天
皇
の
公
務
の

負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

で
の
論
点
整
理
を
経
て
、
陛
下
御
一
代

に
限
っ
て
御
譲
位
を
可
能
と
す
る
皇
室

典
範
の
特
例
法
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ

て
ゐ
ま
す
。
法
案
は
今
国
会
で
成
立
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
今
後
、
様
々

神
道
政
治
連
盟
会
長　

　
　

打　

田　

文　

博

な
諸
行
事
・
儀
式
が
先
例
に
則
し
て
行

は
れ
る
か
ど
う
か
、注
意
深
く
見
守
り
、

必
要
と
あ
れ
ば
関
係
各
所
へ
働
き
か
け

を
行
っ
て
参
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
法
案
の
審
議
に
あ
た
り
附
帯
決
議

の
取
り
扱
ひ
を
巡
っ
て
、
女
性
宮
家
の

創
設
に
か
か
る
議
論
の
再
燃
が
憂
慮
さ

れ
ま
す
。
女
性
宮
家
の
創
設
は
皇
室
の

長
い
歴
史
で
維
持
さ
れ
て
き
た
男
系
に

よ
る
皇
位
継
承
の
歴
史
と
相
容
れ
な
い

結
果
へ
道
を
開
く
こ
と
に
繋
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
動
向
を

注
意
深
く
見
守
っ
て
参
り
ま
す
。

ま
た
現
在
、
本
連
盟
を
は
じ
め
斯
界

が
最
も
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
ゐ
る

自
主
憲
法
制
定
・
憲
法
改
正
運
動
で
す

が
、
憲
法
施
行
七
十
年
に
あ
た
る
本
年

五
月
三
日
、
本
連
盟
も
参
画
す
る
「
美

し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る
国
民
の

会
」
な
ど
が
主
催
し
た
公
開
憲
法
フ
ォ

ー
ラ
ム
に
寄
せ
て
、
安
倍
晋
三
首
相
か

ら
自
由
民
主
党
総
裁
と
し
て
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
安
倍

総
裁
は
、
国
会
議
員
は
憲
法
改
正
の
発

時
局
問
題
と

神
道
政
治
連
盟
が

取
り
組
む
べ
き

課
題
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議
案
を
国
民
に
提
示
す
る
た
め
の
「
具

体
的
な
議
論
」
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
期
に
来
て
ゐ
る
と
指
摘
さ
れ
、

そ
の
内
容
と
し
て
、
憲
法
九
条
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
規
定
を
残
し
つ
つ
自
衛

隊
を
明
文
で
書
き
込
む
こ
と
な
ど
に
触

れ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
新
し
く
生

ま
れ
変
わ
っ
た
日
本
が
、
し
っ
か
り
と

動
き
出
す
年
、
二
〇
二
〇
年
を
、
新
し

い
憲
法
が
施
行
さ
れ
る
年
に
し
た
い
」

な
ど
、
憲
法
改
正
実
現
に
向
け
て
踏
込

ん
だ
考
へ
を
示
さ
れ
、
国
民
的
議
論
を

呼
び
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
本
連
盟
と
致

し
ま
し
て
も
、
改
憲
勢
力
が
国
会
に
お

い
て
三
分
の
二
議
席
を
占
め
て
ゐ
る
こ

の
機
を
逃
す
こ
と
な
く
、
憲
法
改
正
案

の
国
会
発
議
が
な
さ
れ
、
国
民
投
票
が

実
現
す
る
や
う
、
新
た
に
本
連
盟
内
に

設
置
し
た
「
憲
法
改
正
推
進
委
員
会
」

を
中
心
に
啓
発
活
動
を
推
進
し
て
参
り

ま
す
。

本
連
盟
で
は
、
こ
の
他
に
も
靖
國
神

社
公
式
参
拝
を
は
じ
め
英
霊
の
顕
彰
活

動
や
政
教
関
係
訴
訟
対
策
、
教
育
正
常

化
な
ど
様
々
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
を

り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
諸
施
策
を
推
進
し

て
ゆ
く
た
め
に
は
、
中
央
本
部
と
都
道

府
県
本
部
と
の
連
携
は
も
と
よ
り
、
国

会
議
員
懇
談
会
に
所
属
す
る
都
道
府
県

選
出
の
国
会
議
員
を
は
じ
め
、
都
道
府

県
・
市
町
村
議
会
の
議
員
と
都
道
府
県

本
部
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
す
。
貴
本

部
で
は
、
平
成
二
十
二
年
に
京
都
府
議

会
神
道
議
員
連
盟
が
、
ま
た
翌
年
に
は

京
都
市
議
会
神
道
議
員
連
盟
が
結
成
さ

れ
、
貴
本
部
と
連
絡
を
密
に
活
動
を
展

開
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
非
常
に
心
強
く

存
じ
ま
す
。

貴
本
部
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
我

が
国
の
伝
統
・
文
化
の
中
心
に
あ
っ

て
、
こ
れ
か
ら
も
世
界
に
誇
る
日
本
の

文
化
、
伝
統
を
後
世
に
正
し
く
伝
へ
る

べ
く
活
動
を
展
開
し
て
戴
き
ま
す
や
う

お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後

益
々
の
御
発
展
を
御
祈
念
申
上
げ
ま

す
。

神政連が発行するリーフレット

これらのリーフレットについては、神道政治連盟中央本部　℡ 03-3379-8282　までお問い合わせ下さい
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祭
典
終
了
後
、
引
き
続
き
式
典
が

行
わ
れ
、挨
拶
に
立
っ
た
梶
本
部
長
は
、

「
神
社
界
に
と
っ
て
、
天
皇
の
あ
り
方

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
語
る
こ
と
は
タ
ブ

ー
だ
っ
た
。
し
か
し
先
般
陛
下
よ
り
御

譲
位
の
御
意
志
が
し
め
さ
れ
た
。
我
々

は
、
し
っ
か
り
と
し
た
認
識
を
持
っ
て

こ
の
こ
と
を
考
え
、
対
応
に
当
た
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
の
斎
藤
先
生

の
お
話
を
聞
い
て
し
っ
か
り
勉
強
し
た

い
」
と
述
べ
た
。

　

次
に
来
賓
の
方
々
の
紹
介
が
あ
り
、

代
表
し
て
京
都
府
神
社
庁
林
秀
俊
副
庁

長
よ
り
ご
挨
拶
を
い
た
だ
い
た
。
林
副

庁
長
は
「
茶
道
に
見
ら
れ
る
わ
が
国
の

伝
統
的
な
文
化
で
あ
る
『
引
き
算
の
美

学
』
の
こ
こ
ろ
を
見
習
い
、
平
和
な
世

の
中
を
創
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
ら
れ
た
。　
　
　
　

め
る
か
否
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
う
い
う
問
題
で
は
無
い
。

陛
下
は
、
戦
後
七
十
年
に
亘
っ
て
続
い

て
き
た
「
象
徴
天
皇
制
度
の
あ
り
方
」

と
い
う
も
の
を
問
い
か
け
て
お
ら
れ
る

の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。「
象
徴
天

皇
制
」
の
ル
ー
ル
が
作
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
が
最
大
の
問
題
だ
。

　

天
皇
の
制
度
を
考
え
る
と
き
に
は
、

先
ず
は
百
二
十
五
代
続
く
天
皇
、
明
治

以
降
四
代
の
近
代
天
皇
、
そ
し
て
戦
後

の
憲
法
下
の
天
皇
と
い
う
、
三
つ
の
考

え
方
あ
る
。
明
治
の
天
皇
制
度
は
、
日

本
の
伝
統
と
近
代
史
の
両
方
の
流
れ
を

汲
ん
で
い
る
。
今
は
そ
れ
が
、
官
僚
組

織
に
よ
っ
て
片
一
方
に
な
っ
て
い
る
。

今
上
陛
下
は
即
位
以
来
ず
っ
と
「
伝
統

と
憲
法
の
規
定
を
追
い
求
め
る
」
と
繰

り
返
し
仰
っ
て
い
る
が
、
今
の
政
府
・

宮
内
庁
官
僚
組
織
の
皇
室
論
と
い
う
の

は
「
一
・
五
代
天
皇
論
」
だ
。
陛
下
の

生
前
退
位
の
御
発
言
は
、
茲
に
大
き
な

原
因
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
以
前
の
天
皇
は
、
御
所
の

外
に
ほ
ぼ
出
な
か
っ
た
が
、
明
治
天
皇

は「
行
動
主
義
」「
御
活
動
さ
れ
る
天
皇
」

と
い
う
よ
う
に
変
わ
り
、
日
本
各
地
に

お
出
ま
し
に
な
り
、
地
域
の
人
々
と
声

を
お
交
わ
し
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
御
活
動
、
い
わ
ゆ
る

京
都
府
戦
歿
英
霊
追
悼
慰
霊
祭

合　

同　

時　

局　

講　

演　

会

■ 

時
局
講
演
会 

■

御
代
替
わ
り
の
行
事
を

　
　
国
の
行
事
に

　
〜
悪
し
き
先
例
を
克
服
し
よ
う
〜
　

　
　
　
講
師 
宗
教
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　

　
　
　
　
教
授
　
斎
藤
吉
久
先
生

と
き
：
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

場
所
：
ホ
テ
ル
京
都
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

　

外
国
人
を
は
じ
め
多
く
の
観
光
客
で

賑
わ
う
紅
葉
の
京
都
御
所
を
眼
下
に
望

む
ホ
テ
ル
京
都
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
に
お

い
て
、
京
都
府
戦
歿
英
霊
追
悼
慰
霊
祭

及
び
、
京
都
府
神
社
庁
、
同
神
社
総
代

会
、
神
政
連
京
都
府
本
部
共
催
に
よ
る

国
民
精
神
昂
揚
運
動
合
同
研
修
会
・
時

局
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。

慰
霊
祭
は
、
初
め
て
斎
主
を
務
め

る
室
川
副
本
部
長
奉
仕
の
も
と
、
神
社

庁
祭
儀
部
会
及
び
雅
楽
部
会
の
祭
員
・

伶
人
に
よ
り
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
ま
た

平
安
神
宮
及
び
八
坂
神
社
の
巫
女
に
よ

り
、「
浦
安
の
舞
」
が
奉
納
さ
れ
た
。

　
「
生
前
退
位
」
と
い
う
言
葉
は
、
皇

室
用
語
に
は
無
い
。
今
生
前
退
位
を
認
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御
公
務
に
つ
い
て
、
我
々
は
何
ら
決
め

て
こ
な
か
っ
た
。
陛
下
が
御
高
齢
に
な

り
御
公
務
を
出
来
な
く
な
る
と
ど
う
な

る
か
と
言
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
天
皇
の
制
度
は
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
。
御
代
替
わ
り
に
お
い
て

何
が
問
題
と
な
る
の
か
。
今
上
陛
下
の

御
代
替
わ
り
で
は
「
大
嘗
祭
が
無
事
出

来
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
声
が
充
満
し

て
い
た
。
当
時
は
、
大
嘗
祭
が
出
来
る

か
出
来
な
い
か
が
最
大
の
テ
ー
マ
だ
っ

た
。
そ
れ
は
「
神
道
式
で
は
国
家
行
事

と
し
て
出
来
な
い
」
と
い
う
、
内
閣
法

制
局
長
官
の
国
会
答
弁
に
端
を
発
し
て

い
る
。
そ
し
て
政
府
が
検
討
委
員
会
を

つ
く
り
実
施
さ
れ
た
の
が
、
践
祚
と
即

位
の
区
別
を
喪
失
し
た
皇
位
継
承
だ
っ

た
。
御
大
葬
で
は
皇
室
の
行
事
と
し
て

の
「
葬
場
殿
の
儀
」
と
国
の
行
事
と
し

て
の
「
大
喪
の
礼
」
を
分
離
し
て
行
わ

れ
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
が
行
わ
れ

た
。
今
回
の
退
位
の
問
題
も
こ
の
流
れ

の
中
に
あ
る
。
有
識
者
を
呼
ん
で
検
討

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

問
題
だ
。

　

戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
神
道
指
令
が
出

さ
れ
、
国
家
か
ら
宗
教
が
分
離
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
宮
中
祭
祀
は
皇
室
の
私

事
と
言
う
こ
と
で
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ

は
、
昭
和
二
十
二
年
に
宮
内
府
長
官
官

房
文
書
課
長
名
で
各
部
長
官
宛
て
に
出

さ
れ
た
依
命
通
牒
の
第
三
項
「
従
前
の

規
定
が
廃
止
と
な
り
、
新
し
い
規
定
が

で
き
て
い
な
い
も
の
は
、
従
前
の
例
に

準
じ
て
、
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
」
に

拠
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
新

憲
法
制
定
時
に
全
廃
さ
れ
た「
皇
室
令
」

に
代
わ
る
皇
室
の
ル
ー
ル
が
創
ら
れ
て

い
な
い
、
そ
こ
が
問
題
の
根
元
だ
。
国

事
行
為
は
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
御
公
務
は
何
を
ど
う
い
う
よ
う

に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
何
も
無

い
。
だ
か
ら
、
い
ち
い
ち
参
考
人
を
呼

ん
で
検
討
を
す
る
と
言
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。

　

昭
和
三
十
四
年
、
今
上
陛
下
の
結
婚

の
儀
が
賢
所
に
て
国
家
行
事
と
し
て
行

わ
れ
た
が
、
行
事
の
す
べ
て
が
国
事
行

為
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
今
に

ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
四
年
、
入
江
相
政
が
侍
従

長
に
な
り
、
祭
祀
の
簡
略
化
を
熱
心
に

進
め
た
。
旬
祭
の
御
親
祭
を
減
ら
し
、

新
嘗
祭
の
「
暁
の
儀
」
は
参
列
さ
れ
な

く
な
っ
た
。
宮
中
三
殿
の
殿
内
で
毎
朝

行
わ
れ
た
侍
従
に
よ
る
御
代
拝
は
、
従

来
の
浄
衣
で
は
無
く
モ
ー
ニ
ン
グ
で
、

外
殿
で
は
な
く
庭
上
か
ら
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
政
教
分
離
に
抵
触
す
る

か
ら
と
の
判
断
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
依
命
通
牒
を
反
故
に
し
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
実
は
、
依
命
通
牒
の
第

四
項
に
は
「
前
項
に
お
い
て
従
前
の
規

則
に
従
え
な
い
場
合
は
新
し
く
考
え

る
」
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
あ

る
か
ら
毎
朝
御
代
拝
の
在
り
方
が
変

わ
っ
た
。
そ
し
て
御
代
替
わ
り
に
お
い

て
も
様
々
な
変
更
が
行
わ
れ
た
。

　

平
成
三
年
国
会
答
弁
に
お
い
て
、
こ

の
依
命
通
牒
が
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
明
言
さ
れ
た
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
第

三
項
に
則
っ
て
昔
通
り
の
御
代
替
わ
り

の
行
事
が
出
来
な
い
の
か
。
な
ぜ
有
識

者
会
議
な
ど
開
く
必
要
が
あ
る
の
か
。

　

昭
和
五
十
年
の
歌
会
始
の
お
題
は

「
ま
つ
り
」
で
あ
り
昭
和
天
皇
は
「
我

が
庭
の
宮
居
に
祭
る
神
々
に
世
の
平
ら

ぎ
を
い
の
る
朝
々
」
と
、
毎
朝
御
代
拝

に
つ
い
て
詠
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
同
じ
年
に
陛
下
の
側
近
た
ち
に
よ
っ

て
毎
朝
御
代
拝
が
簡
略
化
さ
れ
た
。
議

論
の
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
。

　

大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
当
時
の
政
府
・

宮
内
庁
は
「
稲
作
社
会
の
伝
統
儀
式
」

と
し
て
い
た
が
間
違
い
だ
。
な
ぜ
な
ら

神
饌
に
「
粟
」
が
あ
る
か
ら
だ
。
伊
勢

の
神
宮
で
は
「
粟
」
は
供
え
ら
れ
な
い
。

「
粟
」
は
焼
き
畑
農
耕
の
名
残
だ
。
記

紀
に
も
死
体
化
生
神
話
と
し
て
「
粟
」

が
登
場
す
る
。
日
本
は
、
決
し
て
稲
作

の
民
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
日
本

は
稲
作
不
適
格
地
で
あ
り
、
粟
を
始
め

麦
や
芋
を
主
食
と
す
る
畑
作
の
民
が
い

た
。
そ
う
い
っ
た
民
を
一
つ
に
ま
と
め

て
い
く
た
め
に
、
稲
作
の
神
と
畑
作
の

神
を
両
方
祀
り
、「
米
」
と
「
粟
」
を

神
饌
と
し
て
供
え
て
祭
り
を
行
っ
た
。

つ
ま
り
、
大
嘗
祭
は
国
家
統
合
の
儀
式

だ
っ
た
。
即
ち
、
天
皇
の
祭
は
国
家
祭

祀
で
あ
る
か
ら
政
教
分
離
に
は
違
反
し

な
い
し
、
逆
に
政
教
分
離
を
保
証
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　

今
後
は
、
総
合
的
な
学
問
が
必
要

だ
。
神
道
学
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
人

類
学
や
神
話
学
な
ど
、
色
々
な
学
者
が

集
ま
っ
て
「
天
皇
学
」
を
創
り
上
げ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
文
責
・
堀
川
宏
史
）



農林健児之塔

旧美里尋常高等小学校跡地
忠　魂　碑 京都の塔前にて

御英霊に拝礼する梶本部長

8

　

去
る
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
一
日
及
び
十
二
日
の
二
日
間
、
神
政
連
京
都
府

本
部
主
催
の
沖
縄
・
京
都
の
塔
慰
霊
参
拝
団
研
修
旅
行
が
行
わ
れ
、
梶
道
嗣
本
部

長
を
始
め
、
総
勢
二
十
五
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

到
着
後
、
ま
ず
は
波
上
宮
を
正
式
参
拝
。
近
年
、
御
本
殿
の
装
飾
を
新
た
に
施

さ
れ
た
そ
う
で
、
沖
縄
で
瑞
祥
を
表
す
魚
が
波
の
上
を
泳
ぐ
様
を
象
っ
た
御
本
殿

正
面
の
彫
刻
や
、
御
本
殿
御
扉
の
両
脇
へ
取
り
付
け
ら
れ
た
金
色
に
輝
く
煌
び
や

か
な
龍
の
彫
刻
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
宜
野
湾
市
嘉
数
高
台
公
園
に
建
立
さ
れ
た
京
都
の
塔
に
て
慰
霊
祭
が

斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
祭
典
は
天
候
に
恵
ま
れ
、
清
々
し
い
風
に
包
ま
れ
な
が
ら
後

藤
重
和
斎
主
が
祭
詞
を
奏
上
。
そ
の
後
、
六
人
部
美
恵
子
・
松
井
三
紀
両
氏
が
白

百
合
の
花
を
手
に
常
永
遠
の
舞
を
奉
納
し
、
参
列
者
全
員
で
『
海
ゆ
か
ば
』
を
合

唱
。
京
都
府
出
身
の
沖
縄
戦
戦
歿
者
二
五
三
六
柱
の
御
霊
に
誠
を
捧
げ
、
厳
粛
の

う
ち
に
祭
典
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

　

行
程
二
日
目
は
農
林
健
児
之
塔
を
参
拝
。
こ
の
塔
は
、
沖
縄
県
立
農
学
校
よ
り

鉄
血
勤
皇
隊
と
し
て
戦
場
に
動
員
さ
れ
命
を
落
と
さ
れ
た
学
徒
・
教
職
員
を
追
悼

す
る
慰
霊
碑
で
す
。
初
め
て
訪
れ
る
所
で
あ
っ
た
為
、
途
中
道
が
わ
か
ら
ず
辿
り

着
く
の
に
時
間
を
要
し
ま
し
た
が
、
参
加
者
一
同
、
参
拝
す
べ
き
慰
霊
碑
が
ま
だ

ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

か
つ
て
慰
霊
参
拝
団
の
研
修
旅
行
が
始
め
ら
れ
た
頃
は
、
京
都
の
塔
へ
の
案
内

表
示
等
が
全
く
な
く
、
参
加
者
が
辿
り
着
く
の
に
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
当
本
部

が
案
内
看
板
を
設
置
し
た
と
い
う
経
緯
を
伺
い
、
歴
史
を
風
化
さ
せ
な
い
為
に
神

職
と
し
て
具
体
的
に
何
を
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
機
会
と
な
り
ま

し
た
。 沖

縄
「
京
都
の
塔
」
戦
歿
者
慰
霊

　
　
　
　
　
参
拝
団
研
修
旅
行
報
告

八
坂
神
社
　
権
禰
宜
　
仲 

林  

　
亨
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神
道
政
治
連
盟
京
都
府
本
部
の
継
続
事
業
の
一
環
と
し
て
本
年
も
靖
國
神
社
参

拝
団
が
結
成
さ
れ
、
去
る
三
月
二
十
九
日
に
梶
道
嗣
本
部
長
以
下
二
十
四
名
で
慰

霊
参
拝
を
行
い
ま
し
た
。

　

靖
國
神
社
へ
到
着
後
、
田
中
恆
清
神
社
本
庁
総
長
ご
参
列
の
下
、
京
都
府
関
係

祭
神
慰
霊
祭
が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
一
同
が
郷
土
の
誇
り
で
あ
る
英
霊
に
対
し
感

謝
の
誠
を
捧
げ
ま
し
た
。

　

次
に
、
近
代
国
家
の
礎
を
築
き
導
か
れ
た
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
を
お
祀
り

す
る
明
治
神
宮
に
て
正
式
参
拝
を
執
り
行
い
、
そ
の
後
、
両
天
皇
皇
太
后
御
在
世

中
の
御
事
蹟
を
伝
え
る
大
壁
画
を
展
示
す
る
明
治
神
宮
聖
徳
記
念
絵
画
館
を
拝
観

し
ま
し
た
。

　

近
代
化
へ
の
飛
躍
を
成
し
遂
げ
た
明
治
の
御
代
か
ら
大
東
亜
の
戦
に
至
る
ま

で
、
わ
が
国
を
護
り
、
現
在
の
繁
栄
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
御
神
霊
に
深
く
思
い
を

致
す
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
の
社
で
は
、
毎
年
氏
子
内
の
英
霊
の
戦
没
者
慰
霊
祭
を
執
り
行
っ
て
い
ま
す

が
、
近
年
は
遺
族
の
減
少
に
よ
り
遺
族
会
を
解
散
す
る
地
区
も
あ
り
、
慰
霊
祭
存

続
の
問
題
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
参
拝
旅
行
に
は
二
名
の
小
学
生
が

参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
英
霊
の
誇
り
高
き
精
神
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
次
世

代
に
伝
え
て
い
く
為
に
も
、
今
後
是
非
と
も
皆
様
の
お
子
様
お
孫
様
に
も
ご
参
加

頂
く
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。

大
川
神
社
　
宮 

司
　
髙 

田 

和 

史

靖
國
神
社
参
拝
及
び

　
京
都
府
関
係
祭
神
追
悼
慰
霊
祭
斎
行

靖國神社御神前絵画館
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来
年
の
平
成
三
十
年
は
明
治
元
年

か
ら
一
五
〇
年
を
迎
え
る
節
目
の
年

で
す
。

　

国
で
は
、
今
上
天
皇
陛
下
の
御
譲

位
。
安
倍
総
理
の
「
二
〇
二
〇
年
を

新
し
い
憲
法
施
行
の
年
に
し
た
い
」

と
い
う
発
言
に
よ
り
、
憲
法
改
正
は

現
実
味
を
帯
び
て
参
り
ま
し
た
。
京

都
で
は
、
文
化
庁
移
転
の
実
現
に
よ

り
、
私
た
ち
京
都
の
果
た
す
責
任
が

問
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
大
変
革
期
に
あ
た
り
、
国
が
進
め
る
「
明
治

一
五
〇
年
」
事
業
と
連
携
し
、
幕
末
か
ら
大
政
奉
還
、
明
治
維
新
に
か

け
て
、
歴
史
の
中
心
地
と
し
て
「
明
治
」
と
い
う
輝
か
し
い
扉
を
押
し

開
い
た
京
都
が
先
人
の
偉
業
に
学
び
率
先
し
て
取
組
を
進
め
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

　

神
道
政
治
連
盟
京
都
府
本
部
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
本
の

伝
統
、
文
化
を
正
し
く
伝
え
る
活
動
の
た
め
、
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
私
が
代
表
幹
事
を
務
め

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
自
民
党
京
都
市
会
議
員
団
で
も
京
都
市

神
道
政
治
連
盟
を
結
成
し
、
研
鑽
を
積
ん
で
お
り
ま
す
が
、
憲
法
改
正

と
「
明
治
一
五
〇
年
」
に
あ
た
り
、
京
都
市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
機
運

を
高
め
、
積
極
的
に
全
国
を
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
取
組
の
た
め
、
ご
指
導

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

地
元
の
伏
見
区
で
も
、
お
神
輿
の
復
活
に
関
わ
り
担
わ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
、
ご
縁
を
大
切
に
一
歩
一
歩
着
実
に
取
組
ん
で
参
る
こ

と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

神
道
政
治
連
盟
京
都
府
本
部
の
皆

様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
世
界
に
冠

た
る
我
々
の
祖
国
で
あ
る
日
本
国
の

美
意
識
や
伝
統
と
文
化
を
正
し
く
伝

え
、
後
世
に
継
承
し
て
頂
く
並
々
な

ら
ぬ
御
尽
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ

と
に
心
よ
り
敬
意
を
表
し
感
謝
と
御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。そ
し
て
ま
た
、

我
々
神
道
議
員
連
盟
の
様
々
な
活
動

に
ご
厚
情
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と

に
も
重
ね
て
深
く
感
謝
を
致
し
ま
す
。

　

神
代
の
世
界
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、
天ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ

乃
御
中
主
神
、
高タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ

御
産
巣
日

神カ
ミ
、
神カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ

産
巣
日
神
、
宇ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
ノ
カ
ミ

麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
、
天ア
メ
ノ
ト
コ
タ
チ
ノ
カ
ミ

之
常
立
神
を
は

じ
め
、
伊イ
ザ
ナ
ギ
ノ
カ
ミ

邪
那
岐
神
と
伊イ
ザ
ナ
ミ
ノ
カ
ミ

邪
那
美
神
の
天
つ
神
の
お
力
に
よ
る
国
生
み

と
神
生
み
の
歴
史
に
始
ま
り
、
そ
の
系
譜
と
し
て
皇
室
を
戴
い
て
い
る

我
々
の
祖
国
で
あ
る
日
本
国
は
、
誠
に
尊
き
誇
り
あ
る
民
族
で
あ
る
こ

と
を
改
め
て
自
覚
を
致
す
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

神
の
御
業
や
こ
の
世
の
す
べ
て
の
森
羅
万
象
に
、
心
か
ら
畏
敬
の
念

を
抱
く
と
共
に
、
た
だ
ご
加
護
を
賜
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の

皆
様
と
と
も
に
こ
の
激
動
の
社
会
の
変
化
を
す
る
中
で
改
め
て
原
点
に

立
ち
返
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
自
分
た
ち
も
勤
勉
に
努
力
を
し
て
参
り

ま
し
ょ
う
と
、
呼
び
掛
け
て
行
き
た
い
と
、
恐
縮
な
が
ら
も
私
は
思
う

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
常
に
謙
虚
で
ひ
た
む
き
に
礼
節
を
重
ん
じ
人
間
性
と

感
性
を
磨
き
つ
つ
夢
を
見
出
し
夢
を
与
え
る
こ
と
の
出
来
る
様
に
精
進

し
て
参
り
ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
神
道
政
治
連
盟
京
都
府
本
部
の
ご
発
展
と
貴
連
盟
の

皆
様
の
御
多
幸
と
御
健
勝
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
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平成 28 年
12 月 1日	 洛西支部神宮大麻暦頒布始奉告祭並び総代会総会	梶本部長出席〈於	松尾大社〉
12月 2日	 前京都市会議員桜井泰広後援会総会	梶本部長以下関係者出席〈於	ホテル平安の森京都〉
12月 3日	 自由民主党京都府連合会宇治支部総決起大会	梶本部長出席〈於	パルティール京都〉
12月 8日	 安倍首相靖國神社参拝訴訟（大阪）第 2回口頭弁論	関係者出席〈於	大阪高等裁判所〉
12月 9日	 京都府本部役員会	梶本部長以下 25名〈於リーガロイヤルホテル京都〉
12月 11日				沖縄京都の塔慰霊参拝団	本部長以下 25名〈於	沖縄県	嘉数高台〉
					～ 12 日
12 月 19 日	 神社庁教化委員会並び関係団体代表者懇話会	梶本部長出席〈於	京都府神社会館〉
12月 22日	 憲法改正で日本をとりもどす	櫻井よしこ講演会	関係者出席〈於	やまと郡山城ホール〉
12月 23日	 天長節奉祝日本会議京都式典 90名〈於	新都ホテル〉

平成 29 年
1 月 18 日	 京都の躾を語る女性の会提言者会議	8 名出席〈於	北野天満宮〉
1月 23日	 京都府神社庁新年神職総会関係団体助成金交付式	梶本部長出席〈於	京都府神社会館〉
1月 28日	 寺田一博市会議員を囲む会	梶本部長〈於	ANA クラウンプラザホテル京都〉
2月 8日	 神道政治連盟滋賀県本部時局講演会	梶本部長出席〈於	栗東芸術文化会館さきらホール〉
2月 11日	 建国記念の日奉祝京都式典	梶本部長以下関係者出席〈於	京都府神社会館〉
2月 18日	 京都府神社庁祈年祭	梶本部長参列〈於	京都府神社会館神殿〉
　　〃	 	 伊勢神宮崇敬会京都府本部理事会評議員会	梶本部長出席〈於	京都府神社会館〉
　　〃	 	 第 8回参議院議員佐藤正久新春の集い	梶本部長出席〈於	ANA クラウンプラザホテル京都〉
2月 19日	 渡辺邦子京都府議会議員を囲む会	梶本部長〈於	ウェスティン都ホテル京都〉
2月 23日	 神道政治連盟兵庫県本部時局講演会	中嶋事務局長出席〈於	湊川参集館〉
　　〃	 	 京都府神道青年会創立 65周年記念式典	梶本部長出席〈於	リーガロイヤルホテル京都〉
2月 27日	 第 15 回神道政治連盟時局対策連絡会議	梶本部長出席〈於	自民党本部〉
			～ 28 日
2月 28日	 安倍首相靖國神社参拝訴訟（大阪）第3回口頭弁論【判決】		関係者出席〈於	大阪高等裁判所〉
3月 18日	 西田昌司参議院議員政経パーティー	5 名出席〈於	ANA クラウンプラザホテル京都〉
3月 21日	 美しい日本の憲法をつくる京都府民の会	第 10回企画委員会	関係者出席〈於	京都府神社会館〉
3月 28日	 京都府神職総代物故者慰霊祭	梶本部長参列〈於	ホテルグランヴィア京都〉
　　〃	 	 京都府神社庁設立 70周年・京都府神社総代会設立 60周年記念大会	
	 	 	 	 梶本部長以下関係者出席〈於	ホテルグランヴィア京都〉
3月 29日	 靖國神社慰霊参拝団	梶本部長以下 15名参列出席〈於	靖國神社〉
　　〃	 	 日本会議中央憲法委員会	梶本部長・中嶋事務局長出席〈於	憲政記念館〉
4月 10日	 京都の躾を語る女性の会	例会	62 名出席〈於	平安神宮〉
4月 17日	 京都府神社庁例祭〈於	京都府神社会館〉
			　〃	 	 神社庁並び総代会関係者合同会議	梶本部長出席〈於	京都府神社会館〉
4月 21日	 京都府本部役員会	梶本部長以下 20名出席	〈於	京都府神社会館〉
4月 24日	 美しい日本の憲法をつくる京都府民の会	第 11回企画委員会	関係者出席〈於	京都府神社会館〉
5月 3日	 第 19 回公開憲法フォーラムインターネット中継	梶本部長出席〈於	京都府神社会館〉
5月	7 日	 洛東支部総代会総会	梶本部長出席〈於	魚善〉
5月 29日	 神道政治連盟近畿地区協議会	梶本部長・藤森幹事長・中嶋事務局長出席	〈於	琵琶湖ホテル〉
6月 3日	 前京都市会議員桜井泰広後援会	梶本部長出席〈於	アピカルイン京都〉
6月 12日	 財務委員会並び綱紀委員会合同会議〈於	京都府神社会館〉
　　〃	 	 京都府本部役員会〈於	京都府神社会館〉
6月 13日	 中央本部本部長事務局長連絡会	梶本部長・中嶋事務局長出席〈於	神社本庁〉
〃	 	 神道政治連盟国会議員懇談会		梶本部長以下 5名出席	
6 月 14 日	 中央本部中央委員会	梶本部長・後藤、室川、大垣副本部長・中嶋事務局長出席〈於	神社本庁〉
6日 16日	 京都府議会・京都市会神道議員連盟懇談会〈於	北野天満宮〉
6月 17日	 船井支部総代会総会	梶本部長出席〈於	山村開発センター瑞穂〉
6月 18日	 衆議院議員安藤ひろし	政経フォーラム	梶本部長出席〈於	ホテルグランヴィア京都〉
6月 22日	 第 31 回会員大会〈於	リーガロイヤルホテル京都〉
　　〃	 	 清政 62号発行

あしあと 事務局からの活動報告
【平成 28 年 12 月から 29 年６月まで】
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御
製
を
拝
して

清政　第 62 号

神道政治連盟京都府本部会報

　
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
夏
の
時
期
、
那
須
御
用
邸
で
数
日
間
を
お
過
ご
し
に
な
り
ま
す
。
陛
下
は
、
豊
か
な

自
然
が
残
る
御
用
邸
の
森
の
動
植
物
に
つ
い
て
、
正
確
な
記
録
を
残
し
経
年
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
の
御
意
向
を
示
さ
れ
、
平
成
九
年
以
降
十
年
間
に
わ
た
っ
て
、
栃
木
県
立
博
物
館
が
中
心
と
な
り
敷
地
内

の
動
植
物
相
調
査
が
行
わ
れ
、
報
告
書
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
御
用
邸
の
森
に
は
ブ
ナ
の

自
然
林
が
広
が
り
、
希
少
種
を
は
じ
め
多
く
の
動
植
物
が
生
息
・
生
育
す
る
豊
か
で
多
様
な
自
然
環
境
が
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
陛
下
の
御
意
向
に
よ
り
御
用
邸
の
凡
そ
半
分
を
環
境
省
に
移
管

し
、
平
成
二
十
三
年
、
日
光
国
立
公
園
「
那
須
平
成
の
森
」
と
し
て
開
園
し
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
御
製
は
、「
野
」
の
お
題
で
催
さ
れ
た
、
今
年
の
歌
会
始
に
お
い
て
今
上
陛
下
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
、

御
用
邸
内
の
休
憩
所
「
嚶
鳴
亭
」
の
近
く
で
、
夜
間
、
研
究
者
か
ら
説
明
を
お
聞
き
に
な
り
、
邯
鄲
（
カ
ン
タ

ン
）
の
声
を
お
聞
き
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
れ
て
お
詠
み
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　
邯
鄲
と
は
、
日
本
と
東
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
バ
ッ
タ
目
カ
ン
タ
ン
科
の
昆
虫
で
、
ス
ズ
ム
シ
に
似
て
い
ま
す

が
全
身
が
淡
黄
緑
色
で
前
ば
ね
が
半
透
明
で
す
。
雄
は
「
ル
ル
ル
ル
」
と
美
し
く
鳴
く
夏
秋
の
虫
で
す
。

邯
鄲
の
鳴
く
音
聞
か
む
と
那
須
の
野
に
集
ひ
し
夜
を 

な
つ
か
し
み
思
ふ

秋
篠
宮
眞
子
内
親
王
殿
下
が
近
く
ご
婚
約
な
さ

れ
る
と
の
報
道
。
宮
内
庁
の
正
式
発
表
が
ま
た
れ
る

が
皇
室
と
国
民
の
慶
事
で
あ
る
。

一
方
、
国
会
で
は
「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る

皇
室
典
範
特
例
法
案
特
別
委
員
会
」
が
開
か
れ
、
皇

統
の
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
将
来
世
論
が
二
分
・
三
分

す
る
懸
念
の
あ
る
「
女
性
宮
家
の
創
設
等
に
つ
い
て

特
例
法
施
行
後
速
や
か
に
検
討
」
と
い
う
文
言
の
附

帯
決
議
案
が
民
進
党
に
配
慮
す
る
形
で
可
決
さ
れ

た
。
果
た
し
て
こ
れ
が
、
皇
室
の
安
定
に
お
け
る
唯

一
の
解
決
策
な
の
だ
ろ
う
か
。非
常
に
危
惧
さ
れ
る
。

今
こ
そ
、
眞
子
内
親
王
殿
下
の
ご
成
婚
を
国
家
・

国
民
が
挙
っ
て
奉
祝
す
る
機
運
を
高
め
、
皇
室
護
持

の
活
動
に
邁
進
す
る
秋
で
あ
る
。
　
　
　
　
　（
神
）

編 

集 

後 

記


