
佐賀県東部に位置し、面積125.13km2、人口はおよ
そ3万2千人。隣接する神埼郡吉野ケ里町にまたが
る吉野ケ里遺跡という大規模な弥生時代の環壕集
落跡が発見されたことをはじめ、考古学的にも重要
な遺跡が各所で多数出土しており、太古の時代から
人々が生活を営んでいた地域であると推測されてい
る。2006（平成18）年に 神埼町・千代田町・脊振村
が合併、市制施行した。日本ハンドボールリーグ所
属のトヨタ紡織九州「レッドトルネード」の本拠地
で、ハンドボールのまちとしても知られている。大
倉邦彦をはじめ、伊東玄朴（蘭方医、東京大学医学
部開祖の一人）、下村湖人（教育者、『次郎物語』の作
者）などを輩出した。

佐賀県神埼市

ふるさと神埼の
豊かな文化発展
タレント 
荒木 由美子さん
　私の出身地は神埼です。
16歳のときに神埼を離れまし

たが、今でも大切な故郷です。その神埼市の市
立図書館と、横浜にある大倉精神文化研究所附
属図書館とが姉妹図書館となったと聞き、とても
うれしく思います。
　神埼出身の大倉邦彦さんは大人になり故郷
を離れ活躍されました。大倉さんは旧神埼郡
千代田町出身の下村湖人と旧制佐賀中学時代
からの友人で、生涯故郷を大切にされたと伺
いました。ふるさとの先人に導かれて、神埼市
の文化がますます発展することを願っています。

文化の拠点
大倉山記念館の
魅力アップ
女優 五大 路子さん
　新横浜駅の近くで生まれ
育った私にとって、自宅の

向いの山の上にそびえ立つ大倉精神文化研究
所の白亜の建物は、とてもなじみが深く遠足
にも行きました。大倉山記念館と名前を変え
て市民利用施設となってからは、何度か利用
もさせていただいています。私たち港北区民
の文化の拠点となった大倉山記念館ですが、
その中にある、研究所附属図書館が大倉邦彦
さんの生地佐賀県神埼市の市立図書館と提携
することで、佐賀の文化も学べる拠点となる
ことに大きな魅力を感じています。

　
公
益
財
団
法
人
大
倉
精
神
文
化
研
究
所（
横
浜
市
港
北
区
）が
２
０
２
２
年
に
創
立

90
周
年
を
迎
え
る
。そ
の
記
念
事
業
の一
貫
と
し
て
、創
立
者
大
倉
邦
彦
の
生
地
、佐
賀

県
神
埼
市
の
市
立
図
書
館
と
同
研
究
所
附
属
図
書
館
の
姉
妹
提
携
が
実
現
し
た
。こ

れ
は
、節
目
の
年
を
機
に
、創
立
以
来
実
践
し
て
き
た
同
研
究
所
の
公
益
活
動
を
、さ

ら
に
充
実
、発
展
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
。か
つ
て
邦
彦
が
学
長
を
務
め
た
東
洋
大
学

の
竹
村
牧
男
学
長
、神
埼
市
の
松
本
茂
幸
市
長
、そ
し
て
同
研
究
所
の
高
井
祿
郎
理

事
長
が
、邦
彦
が
目
指
し
た
も
の
は
何
か
、一
貫
し
て
追
求
し
た
豊
か
な
精
神
文
化
と
は

何
か
、ま
た
図
書
館
姉
妹
化
の
意
義
な
ど
を
話
し
合
っ
た
。　          

（
文
中
敬
称
略
）

「
豊
か
な
心
」を
育
く
ん
で

姉
妹
図
書
館
と
し
て
の
新
た
な
歩
み
を  

大
倉
精
神
文
化
研
究
所
附
属
図
書
館
、神
埼
市
立
図
書
館（
佐
賀
県
）

　
高
井
　
大
倉
邦
彦
は
当
時
の

世
相
、
心
の
問
題
の
軽
視
を
憂

い
私
財
を
投
じ
て
富
士
見
幼
稚

園（
東
京
都
目
黒
区
）や
、
故
郷

の
佐
賀
県
西
郷
村（
現
神
埼
市
）

に
農
村
工
芸
学
院
な
ど
を
つ
く

り
、
青
少
年
の
教
育
に
あ
た
り

ま
し
た
。
１
９
３
２（
昭
和
７
）

年
に
は「
大
倉
精
神
文
化
研
究

所
」を
創
設
、
現
在
の
大
倉
山

記
念
館
は
研
究
所
の
本
館
と
し

て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
同
時
に

附
属
図
書
館
を

つ
く
り
、
研
究

者
は
も
ち
ろ
ん
、

最
初
か
ら
市
民

に
も
公
開
を
し

て
い
ま
す
。
そ

れ
が
今
も
続
い

て
い
る
わ
け
で
、

大
倉
邦
彦
の
意

志
が
表
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　
戦
前
は
東
洋

大
学
学
長
も
２

期
務
め
大
学
改

革
や
経
営
立
て

直
し
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
本

日
は
、
改
め
て

日
本
人
の
心
の

問
題
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
が
感
じ

る
と
こ
ろ
を
お

聞
か
せ
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　
竹
村
　
物
質

文
明
が
繁
栄
す

る
中
、
忘
れ
去

ら
れ
た
心
の
問

題
を
ど
う
す
る

か
、私
た
ち
の
大
き
な
課
題
で

す
。今
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
異
文
化
が
衝
突
、混
在

す
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー（
多
様

性
）の
時
代
。そ
れ
を
し
っ
か
り

生
き
る
た
め
に
、自
分
の
中
に

基
軸
と
な
る
よ
う
な
人
生
観

と
世
界
観
を
培
っ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。
そ
れ
に
は
深
い

教
養
が
必
要
で
す
。古
今
東
西

の
思
想
書
や
学
問
、宗
教
や
芸

術
に
深
く
学
ん
で
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。大
倉
邦
彦
先

生
が
目
指
さ
れ
た
日
本
的
な

価
値
観
を
学
ん
で
い
く
こ
と
は
、

現
代
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要

で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
松
本
　「
ま
ち
づ
く
り
は
、

ひ
と
づ
く
り
」。
私
は
、
人
を

育
て
る
こ
と
が
行
政
を
預
か
る

立
場
か
ら
も
大
切
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
と
も
す
れ
ば
利
己
主

義
が
強
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
現

代
、
子
ど
も
た
ち
の「
心
」を
育

て
る
教
育
を
し
っ
か
り
や
ら
な

く
て
は
と
い
う
思
い
か
ら
、
神

埼
市
で
は
、
小
・
中
学
生
に
向

け
て「
神
埼
市
四
か
条
の
誓
い
」

を
定
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
倉
邦
彦
先
生
は
神

自
ら
の
人
生
観
と
世
界
観
を
培
う

　
高
井

　実
践
を
伴
う
知
性
主

義
で
あ
る
と
。
知
識
を
社
会
に

ど
う
生
か
す
か
と
い
う
点
が
、

高
等
教
育
で
も
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
東
日
本

大
震
災
の
際
、
横
浜
市
立
大
学

が
学
生
た
ち
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

参
加
を
促
し
た
そ
う
で
、
帰
っ

て
き
た
ら
彼
ら
の
ス
ピ
リ
ッ
ト

（
精
神
）が
全
然
違
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
教
師
自
身
も
変
わ

ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
、
と

横
浜
市
大
の
学
長
と
お
話
し
し

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

大
倉
邦
彦
は
東
洋
大
学
の
創
始

者
、
井
上
円
了
先
生
の
思
想
に

共
鳴
し
、
学
長
を
引
き
受
け
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
。

　
竹
村

　井
上
円
了
先
生
か
ら

続
く
建
学
の
精
神
を
、
今
三
つ

の
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。

　
一
つ
め
は「
諸
学
の
基
礎
は

哲
学
に
あ
り
」。
常
識
や
流
行
、

先
入
観
や
偏
見
を
超
え
て
、
本

質
に
迫
っ
て
も
の
ご
と
を
深
く

考
え
る
、
そ
れ
が
哲
学
で
す
。

自
分
の
頭
で
考
え
、
判
断
し
、

行
動
す
る
こ
と
を
大
切
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
二
つ
め
は「
知
徳
兼
全
」。今

日
の
言
葉
な
ら
、学
力
と
人
間

力
、例
え
ば
課
題
発
見
能
力
、問

題
解
決
能
力
、リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、

協
調
性
、失
敗
し
て
も
へ
こ
た
れ

な
い
力
と
か
で
す
ね
。
知
徳
兼

全
と
い
う
言
葉
は
、今
日
の
高
等

教
育
の
流
れ
を
先
取
り
し
た
言

葉
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　高
井
　
大
倉
邦
彦
は
昭
和

初
期
に
女
子
教
育
も
手
掛
け

ま
し
た
。
女
性
が
手
仕
事
で

自
立
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
で

農
村
工
芸
学
院
と
い
う
学
校
を

つ
く
り
ま
し
た
。
幼
児
教
育
に

も
関
心
を
持
ち
、
当
時
と
し
て

は
珍
し
い
幼
稚
園
も
つ
く
っ
た
。

現
代
で
も
通
用
す
る
教
育
の
実

践
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。

　竹
村
　
大
倉
邦
彦
先
生
に

は
東
洋
大
学
の
財
政
再
建
、
新

学
科
や
課
外
講
座
の
創
設
と
、

そ
れ
ま
で
の
単
科
大
学
か
ら
総

合
大
学
へ
と
発
展
す
る
端
緒
を

築
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
学
校
法
人
東
洋
大
学
に
は
幼

稚
園
、
中
学
・
高
校
と
あ
り
、

小
学
校
だ
け
が
な
い
の
で
す
が
、

円
了
先
生
も
小
学
校
を
つ
く
る

の
が
夢
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ち

な
み
に
東
洋
大
学
は
、
私
学
で

女
子
学
生
を
受
け
入
れ
た
最
初

の
大
学
で
、
数
年
前
に
男
女
共

学
１
０
０
周
年
の
行
事
を
行
い

ま
し
た
。
総
合
大
学

で
女
性
が
学
長
に
な
っ

た
の
も
本
学
が
初
め
て

で
し
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
女
子
教
育
を
尊

重
す
る
伝
統
が
で
き
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
松
本
　
神
埼
市
で

は
近
年「
教
師
塾
」を

開
催
し
て
お
り
、
私

も
１
日
講
義
を
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
話
し
た
の
は

青
年
教
育
が
盛
ん
だ
っ

た
頃
の
大
村
は
ま（
国

語
教
育
研
究
家
）先
生

の
話
。
大
村
先
生
が

活
躍
さ
れ
た
時
代
は
、

「
教
え
る
」
こ
と
そ
の

も
の
が
教
師
の
目
的
で

あ
り
喜
び
で
し
た
。

教
員
試
験
に
受
か
る

こ
と
、
教
師
に
な
る
こ
と
が
ゴ
ー

ル
で
は
な
い
と
、
子
ど
も
た
ち
に

全
人
格
を
も
って
向
き
合
って
教

え
て
く
だ
さ
い
と
参
加
さ
れ
た

先
生
方
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
高
井
　
私
は
教
員
の
面
接

試
験
官
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ

り
、「
子
ど
も
た
ち
と
友
だ
ち

に
な
り
た
い
」
と
言
う
人
が
多

か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
自
分
自

身
を
磨
き
つ
づ
け
る
中
で
子
ど

も
た
ち
が
付
い
て
く
る
、
そ
ん

な
先
生
を
目
指
し
て
ほ
し
い
と

私
自
身
は
思
っ
て
い
ま
す
が
。

　
最
後
に
、
大
倉
精
神
文
化

研
究
所
附
属
図
書
館
と
神
埼

市
立
図
書
館
と
の
姉
妹
図
書

館
提
携
で
、
今
後
期
待
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
松
本
　
神
埼
市
立
図
書
館

は
、
２
０
２
０
年
を
目
標
に
、

移
転
・
拡
充
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
姉
妹
提
携
の
お
話
は
、

単
に
図
書
館
の
交
流
と
い
う
部

分
的
な
こ
と
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
大
倉
邦
彦

先
生
が
残
さ
れ
た
図
書
館
が
こ

う
し
て
ず
っ
と
活
動
し
て
い
る

こ
と
は
、
郷
里
と
し
て
誇
ら
し

く
も
あ
り
ま
す
ね
。
大
倉
邦

彦
先
生
の
こ
と
を
も
っ
と
学
び

た
い
し
、
深
め
た
い
。
ま
た
横

浜
の
方
々
と
の
往
来
が
で
き
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
も
う

れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
高
井
　
佐
賀
県
は
遠
い
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、

歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
こ
ん
な
太

い
ご
縁
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
、
横
浜
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
っ

と
知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
に

も
生
か
し
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

　
松
本
　「
学
ぶ
」こ
と
は
地

域
活
性
に
向
け
た
力
の
一つ
で

す
。
ぜ
ひ
、
東
洋
大
学
さ
ん
と

も
連
携
し
た
い
で
す
ね
。

自
分
の
足
元
の
文
化
を
理
解
す
る

女
子
教
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て

　
三
つ
め
は「
独
立
自
活
」。
大

学
教
育
に
お
い
て
は
予
習
を
し

て
か
ら
授
業
を
受
け
、
学
ん
だ

こ
と
を
た
だ
復
習
す
る
の
で
は

な
く
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
、

「
事
後
展
開
学
習
」が
き
ち
ん
と

な
さ
れ
て
こ
そ
学
習
成
果
と
し

て
の「
単
位
」に
値
す
る
と
、「
単

位
の
実
質
化
」と
い
う
こ
と
も

盛
ん
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
自

学
自
習
と
い
う
姿
勢
を
重
ん
じ

る
と
い
う
姿
勢
が
、
独
立
自
活

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
円
了
先
生
の
建
学
の

理
念
は
、
む
し
ろ
今
の
高
等
教

育
を
先
取
り
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョン
の
流
れ
の
中

で
単
に
無
国
籍
化
す
る
の
で
は

な
く
、
自
分
た
ち
の
足
元
の
文

　
竹
村
　
本
学
で
は「
地
域
活

性
化
研
究
所
」や「
国
際
観
光

学
部
」、福
祉
系
の「
ラ
イ
フ
デ

ザ
イ
ン
学
部
」や「
食
環
境
科

学
部
」と
いっ
た
異
な
る
分
野
に

ま
た
が
る「
学
際
」の
学
問
も
広

く
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、学
術
的

な
側
面
か
ら
神
埼
市
の
発
展
に

お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
と

化
を
深
く
理
解
し
て
、
相
手
に

自
国
の
文
化
の
良
さ
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
良
さ
を
生

か
し
て
新
た
な
文
化
を
創
造
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ど
こ

で
ど
う
育
て
て
い
く
か
が
大
き
な

課
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
松
本
　
私
も
東
洋
大
学
の
卒

業
生
で
す
が
、
卒
業
前
に
当
時
の

学
長
か
ら
と
て
も
印
象
的
な
言

葉
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、「
君
は
法
律
を
学

ん
で
就
職
は
役
所
だ
そ
う
だ
が
、

法
律
で
物
事
を
解
決
す
る
な
よ
」

と
い
う
も
の
で
、
今
で
も
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。
法
律
を
盾
に
す
れ
ば

自
分
も
相
手
も
よ
ろ
い
を
着
る
。

人
対
人
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
を

心
掛
け
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
だ

と
理
解
し
て
い
ま
す
。

東洋大学

竹村 牧男学長

自分たちの足元の文化を
深く理解する

　たけむら・まきお　1948年東京生
まれ。仏教学者。博士（文学）。東京大
学大学院で仏教学を学び、文化庁、三
重大学、筑波大学を経て、2002年よ
り東洋大学文学部教授。09年に学長
に就任、現在3期目。

神埼市

松本 茂幸市長

子どもたちの
心を育てる教育が大切

　まつもと・しげゆき　1950年神埼
生まれ。県立神埼高校を卒業後、神埼
町役場に奉職。その傍ら東洋大学法学
部通信教育課程を卒業。2006年に神
埼町・千代田町・脊振村（せふりむら）
が合併して神埼市が誕生、その初代市
長となる。現在４期目。

公益財団法人大倉精神文化研究所

高井 祿郎理事長

心豊かな世界を目指して
密度の濃い関係を

　たかい・ろくろう　1944年東京生
まれ。中央大学法学部を卒業後、横浜
市に奉職。横浜市中央図書館長、文化
担当理事、横浜市立大学事務局長、中
区長などを歴任。主に教育、文化、ス
ポーツ行政に携わる。学生時代からの
趣味の絵画制作で日曜画家を楽しむ。

埼
市
立
西
郷
小
学
校
の
25
周
年

記
念
誌
に
寄
稿
さ
れ
た
文
章
の

中
に「
知
識
を
高
め
る
の
は
良

い
が
、
実
際
に
自
分
が
行
動
し

な
け
れ
ば
だ
め
だ
」と
い
う
趣

旨
の
こ
と
を
書
か
れ
て
い
ま

す
。
人
は
心
が
大
切
、
し
か
し

思
っ
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な

い
、
行
わ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と

い
う
大
倉
邦
彦
先
生
の
考
え
に

と
て
も
感
銘
を
受
け
て
い
ま
す
。

大倉精神文化研究所とは
「東西両洋の精神文化及び地域における歴史・文化に関する科学的研究及び普及
活動を行い、国民の知性及び道義の高揚を図ることにより、心豊かな国民生活の
実現に資し、もって日本文化の振興及び世界の文化の進展に寄与する」ことを目
的としている。
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大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
歩
み

大倉邦彦
（おおくら・くにひこ）

も「
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
」

を
通
じ
て
近
代
日
本
史
や
思

想
史
、教
育
史
に
関
す
る
共
同

研
究
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が

で
き
た
ら
幸
い
で
す
。
新
た
な

ご
縁
を
結
び
た
い
で
す
ね
。

　
高
井
　
研
究
所
の
調
べ
に
よ

れ
ば
、
国
内
の
図
書
館
同
士
が

姉
妹
提
携
す
る
の
は
お
そ
ら
く

初
め
て
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
神
埼
市
と
当
研
究
所
が
、

東
洋
大
学
に
も
ご
協
力
い
た
だ

き
、
人
々
が
理
解
し
合
う
、
心

豊
か
な
幸
せ
な
世
界
を
目
指

し
て
、
密
度
の
濃
い
関
係
を
築

い
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

東洋大学

大倉精神文
化研究所附
属図書館

神埼市立
図書館

姉妹図
書館

大倉精神文化研究所附属図書館入り口。附属図書館は、約11万冊の蔵書（内4万冊が貴重コレクショ
ン）を持ち、火曜から土曜の午前9時30分から午後4時30分まで公開しており、誰でも利用できる 姉妹図書館提携調印式（2018年7月・神埼市）

大倉邦彦の業績をしのんで、話が弾む

企画・制作 神奈川新聞社クロスメディア営業局


