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超
高
齢
化
社
会
を
寺
社
が
救
う

寺
社
の
社
会
貢
献
ー
介
護
事
業
ー

巻

頭

特

集

生
活
水
準
の
向
上
や
医
療
の
発
展
を
通
じ
て
、

世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
長
寿
国
と
な
っ
た
日
本
。

一
方
、
少
子
化
と
相
ま
っ
て
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い

超
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
背
景
に
伴
い
、
寺
社
が
福
祉
施
設
な
ど
を

運
営
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
た
。

入
居
者
の
心
の
ケ
ア
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
な
ど
、

寺
社
な
ら
で
は
の
施
設
運
営
を
ご
紹
介
し
た
い
。
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地
域
の
人
々
へ
の
恩
返
し
の
気
持
ち
が

寒
川
病
院
や
神
恵
苑
と
い
う
か
た
ち
に

　
古
来
、
八
方
除
の
守
護
神
と
し

て
こ
れ
ま
で
信
仰
さ
れ
続
け
て
き
た

神
奈
川
県
の
寒
川
神
社
。
年
間
を

通
し
て
全
国
各
地
か
ら
の
参
拝
者
が

絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
手
入
れ
の
行

き
届
い
た
境
内
に
一
歩
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
そ
こ
は
別
世
界
。
そ
の
凛

と
し
た
空
気
に
包
ま
れ
ご
祈
祷
す
れ

ば
、
ど
ん
な
状
況
で
も
積
極
的
に
生

き
よ
う
と
す
る
力
が
湧
い
て
く
る
よ

う
だ
。

　
寒
川
神
社
で
は
、
神
社
に
ほ
ど

近
い
場
所
で
寒
川
病
院
と
介
護
老

人
保
健
施
設
「
神
恵
苑
」
の
運
営

を
行
な
っ
て
い
る
。
神
社
に
よ
る
病

院
や
介
護
老
人
保
健
施
設
の
運
営

は
全
国
的
に
見
て
も
珍
し
い
こ
と
だ

が
、
そ
こ
に
は
、
寒
川
神
社
の
地
域

の
人
々
に
対
す
る
「
恩
返
し
」
の
気

持
ち
が
あ
る
と
い
う
。

　
地
域
の
人
々
に
支
え
ら
れ
、
地
域

の
人
々
と
共
に
歩
ん
で
き
た
寒
川
神

社
。
実
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
は
寒

川
神
社
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど

の
状
況
に
陥
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
ん
な
と
き
も
地
域
の
人
々

は
信
仰
心
を
忘
れ
ず
、
お
互
い
に
助

け
あ
い
な
が
ら
こ
の
寒
川
神
社
を
支

え
て
き
た
。
今
、
寒
川
神
社
が
あ
る

の
は
、
多
く
の
方
々
の
大
き
な
力
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。
こ
う
し
た
感
謝

の
気
持
ち
は
、
後
に
、
寒
川
病
院
や

神
恵
苑
の
運
営
と
い
う
形
に
な
っ
て

い
く
。

　
寒
川
神
社
の
社
会
活
動
の
一
環
と

し
て
昭
和
44
年
、
寒
川
外
科
医
院

を
開
設
。
昭
和
57
年
に
は
寒
川
病

院
と
な
り
、
地
域
の
人
々
の
健
康
を

守
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
平
成
2
年

に
は
神
奈
川
県
で
5
番
目
の
施
設
と

し
て
、
宗
教
法
人
寒
川
神
社
介
護
老

人
保
健
施
設
「
神
恵
苑
」
が
ス
タ
ー

ト
。
入
所
90
名
、
デ
イ
ケ
ア
10
名

だ
っ
た
当
初
の
規
模
は
、
平
成
12
年

の
介
護
保
険
制
度
導
入
を
受
け
、
あ

ら
た
に
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
（
在
宅
サ
ー
ビ
ス
）
と
居
宅
支
援

事
業
を
併
設
。
在
宅
サ
ー
ビ
ス
で
は
、

現
在
、
20
名
の
方
々
が
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
受
け
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
楽
し
み
、
日
中
の
時
間
を
過
ご
し

て
い
る
。

四季折々を楽しませてくれる約1万 5000坪の
境内にある総木曽檜造りの重厚な御本殿。

相模国一之宮  寒川神社 
権禰宜  田村拓之さん

地
域
の
人
々
と
共
に
歩
む

寒
川
神
社
と
介
護
老
人
保
健
施
設
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各
分
野
の
専
門
職
が
連
携
し

一
人
ひ
と
り
に
最
適
な
サ
ポ
ー
ト
を
提
供

　「
神
恵
苑
」
に
は
、医
師
、看
護
師
、

薬
剤
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、介
護
福
祉
士
、支
援
相
談
員
、

管
理
栄
養
士
な
ど
、
医
療
・
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
福
祉
・
栄
養
各
分

野
の
専
門
職
が
常
駐
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
職
の
視
点
か
ら
、
そ

の
専
門
性
を
生
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
を

計
画
し
提
供
し
て
い
る
。「
神
恵
苑
」

は
自
立
支
援
、
機
能
訓
練
の
施
設
。

利
用
者
の
方
々
が
可
能
な
限
り
自
立

し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
一
人
ひ
と
り
の
身
体
の
状
態
か

ら
生
活
環
境
ま
で
を
ト
ー
タ
ル
に
考

え
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。
機
能
面
は

も
ち
ろ
ん
、
精
神
面
も
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
く
体
制
が
整
っ
て
い
る
。

　「
神
恵
苑
」
に
入
所
さ
れ
て
い
る

70
％
は
地
元
の
方
。寒
川
神
社
を「
寒

川
さ
ん
」
と
親
し
み
を
も
っ
て
呼
ぶ
、

こ
の
地
域
で
生
ま
れ
、
育
っ
た
方
も

多
く
、
部
屋
か
ら
臨
む
大
鳥
居
に

毎
朝
手
を
合
わ
せ
る
姿
が
見
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
施
設
内
に
は
御
社

も
祀
ら
れ
て
お
り
、
い
つ
も
「
寒
川

さ
ん
と
一
緒
」
と
い
う
気
持
ち
が
心

の
支
え
に
な
り
、
癒
さ
れ
る
と
い
う
。

　「
神
恵
苑
に
入
所
し
て
よ
か
っ
た

と
仰
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
寒

川
神
社
が
運
営
す
る
施
設
の
職
員

と
し
て
、
ま
た
福
祉
分
野
を
支
え
る

専
門
職
と
し
て
、
職
員
一
同
、
努
力

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
報

謝
の
気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
、
日
々
、

研
鑽
を
積
ん
で
い
く
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。」
と
、神
恵
苑
事
務

長
の
渡
邊
さ
ん
は
い
う
。

　
寒
川
神
社
、
寒
川
病
院
、
神
恵

苑
の
三
者
が
連
携
し
取
り
組
ん
で
い

る
福
祉
分
野
へ
の
貢
献
に
対
す
る
期

待
は
高
ま
る
ば
か
り
だ
。

神恵苑の職員としてご報謝の気持ちを忘れず、ご利用者様
一人ひとりの心に寄り添える支援を心がけている。

宗教法人 寒川神社／介護老人保健施設 神恵苑 
事務長 渡邊マツ子さん

宗教法人 寒川神社 
介護老人保健施設 神恵苑
〒253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山180-1
TEL.0467-75-8677 ㈹

相模国一之宮
寒川神社
〒253-0195
神奈川県高座郡寒川町宮山 3916
TEL.0467-75-0004 ㈹
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昔
な
が
ら
の
お
寺
の
役
割
を

現
代
に
復
興

　
都
会
の
喧
噪
か
ら
少
し
離
れ
、
付

近
に
は
山
や
田
畑
が
広
が
る
京
都
府

城
陽
市
に
居
を
構
え
る
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム「
ビ
ハ
ー
ラ
本
願
寺
」は
、

社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
本
願
寺
龍

谷
会
が
運
営
す
る
施
設
。
仏
教
の
大

切
な
教
え
で
あ
る
慈
愛
を
育
む
こ
と

を
理
念
に
掲
げ
、
ビ
ハ
ー
ラ
と
い
う

“
心
身
の
や
す
ら
ぎ
”“
休
息
の
場

所
”
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
を
施
設
名
に
名
付
け
て
い

る
の
が
印
象
的
だ
。
ま
ず
こ
こ
を
訪

れ
て
最
初
に
感
じ
る
の
は
、
驚
く
ほ

ど
開
放
的
で
明
る
い
そ
の
空
間
に
あ

る
。
燦
々
と
日
差
し
が
降
り
注
ぐ
大

き
な
窓
、
広
々
と
し
た
造
り
な
ど
は

従
来
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
イ

メ
ー
ジ
と
は
対
極
に
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
雰
囲
気
の
せ
い
か
、
入
居
者
の
家

族
を
は
じ
め
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
、

研
修
に
訪
れ
る
大
学
生
な
ど
、
多
く

の
人
が
頻
繁
に
訪
れ
る
そ
う
だ
。
そ

ん
な
「
開
か
れ
た
施
設
」
を
運
営
す

る
秘
訣
を
、
施
設
長
を
務
め
る
中
根

超
信
住
職
に
尋
ね
て
み
た
。

　「
寺
院
が
こ
う
い
っ
た
施
設
を
運

営
す
る
理
由
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
か

ら
現
代
ま
で
続
い
て
き
た
お
寺
の
役

割
で
あ
る
社
会
貢
献
活
動
を
行
な

う
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
地
域
に
根
ざ
し
、
交
流
し
、
人

を
育
て
る
場
で
あ
り
た
い
と
常
々
考

え
て
い
ま
す
」

　
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
、
近
隣
の

子
ど
も
た
ち
と
お
年
寄
り
が
触
れ

合
え
る
お
も
ち
ゃ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
な

ど
を
施
設
内
に
開
設
す
る
ほ
か
、
地

域
ぐ
る
み
で
夏
ま
つ
り
を
開
催
す
る

な
ど
季
節
ご
と
の
イ
ベ
ン
ト
を
積
極

的
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
注
目

を
集
め
て
い
る
。

　「
夏
ま
つ
り
に
は
屋
台
な
ど
も
出

店
し
、
毎
年
５
０
０
人
も
の
人
が
集

ま
る
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
す

よ
。
施
設
内
で
は
サ
ー
ク
ル
活
動
も

盛
ん
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
そ
の
道
の

プ
ロ
が
教
え
に
き
て
下
さ
る
茶
道
や

心
の
ケ
ア
を
大
切
に
す
る

理
想
の
終
の
住
処
づ
く
り

本
願
寺
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

幼老交流（おもちゃライブラリー）の様子
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各
分
野
の
専
門
職
が
連
携
し

一
人
ひ
と
り
に
最
適
な
サ
ポ
ー
ト
を
提
供

　「
神
恵
苑
」
に
は
、医
師
、看
護
師
、

薬
剤
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、介
護
福
祉
士
、支
援
相
談
員
、

管
理
栄
養
士
な
ど
、
医
療
・
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
福
祉
・
栄
養
各
分

野
の
専
門
職
が
常
駐
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
職
の
視
点
か
ら
、
そ

の
専
門
性
を
生
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
を

計
画
し
提
供
し
て
い
る
。「
神
恵
苑
」

は
自
立
支
援
、
機
能
訓
練
の
施
設
。

利
用
者
の
方
々
が
可
能
な
限
り
自
立

し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
一
人
ひ
と
り
の
身
体
の
状
態
か

ら
生
活
環
境
ま
で
を
ト
ー
タ
ル
に
考

え
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。
機
能
面
は

も
ち
ろ
ん
、
精
神
面
も
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
く
体
制
が
整
っ
て
い
る
。

　「
神
恵
苑
」
に
入
所
さ
れ
て
い
る

70
％
は
地
元
の
方
。寒
川
神
社
を「
寒

川
さ
ん
」
と
親
し
み
を
も
っ
て
呼
ぶ
、

こ
の
地
域
で
生
ま
れ
、
育
っ
た
方
も

多
く
、
部
屋
か
ら
臨
む
大
鳥
居
に

毎
朝
手
を
合
わ
せ
る
姿
が
見
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
施
設
内
に
は
御
社

も
祀
ら
れ
て
お
り
、
い
つ
も
「
寒
川

さ
ん
と
一
緒
」
と
い
う
気
持
ち
が
心

の
支
え
に
な
り
、
癒
さ
れ
る
と
い
う
。

　「
神
恵
苑
に
入
所
し
て
よ
か
っ
た

と
仰
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
寒

川
神
社
が
運
営
す
る
施
設
の
職
員

と
し
て
、
ま
た
福
祉
分
野
を
支
え
る

専
門
職
と
し
て
、
職
員
一
同
、
努
力

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
報

謝
の
気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
、
日
々
、

研
鑽
を
積
ん
で
い
く
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。」
と
、神
恵
苑
事
務

長
の
渡
邊
さ
ん
は
い
う
。

　
寒
川
神
社
、
寒
川
病
院
、
神
恵

苑
の
三
者
が
連
携
し
取
り
組
ん
で
い

る
福
祉
分
野
へ
の
貢
献
に
対
す
る
期

待
は
高
ま
る
ば
か
り
だ
。

神恵苑の職員としてご報謝の気持ちを忘れず、ご利用者様
一人ひとりの心に寄り添える支援を心がけている。

宗教法人 寒川神社／介護老人保健施設 神恵苑 
事務長 渡邊マツ子さん

宗教法人 寒川神社 
介護老人保健施設 神恵苑
〒253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山180-1
TEL.0467-75-8677 ㈹

相模国一之宮
寒川神社
〒253-0195
神奈川県高座郡寒川町宮山 3916
TEL.0467-75-0004 ㈹
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昔
な
が
ら
の
お
寺
の
役
割
を

現
代
に
復
興

　
都
会
の
喧
噪
か
ら
少
し
離
れ
、
付

近
に
は
山
や
田
畑
が
広
が
る
京
都
府

城
陽
市
に
居
を
構
え
る
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム「
ビ
ハ
ー
ラ
本
願
寺
」は
、

社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
本
願
寺
龍

谷
会
が
運
営
す
る
施
設
。
仏
教
の
大

切
な
教
え
で
あ
る
慈
愛
を
育
む
こ
と

を
理
念
に
掲
げ
、
ビ
ハ
ー
ラ
と
い
う

“
心
身
の
や
す
ら
ぎ
”“
休
息
の
場

所
”
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
を
施
設
名
に
名
付
け
て
い

る
の
が
印
象
的
だ
。
ま
ず
こ
こ
を
訪

れ
て
最
初
に
感
じ
る
の
は
、
驚
く
ほ

ど
開
放
的
で
明
る
い
そ
の
空
間
に
あ

る
。
燦
々
と
日
差
し
が
降
り
注
ぐ
大

き
な
窓
、
広
々
と
し
た
造
り
な
ど
は

従
来
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
イ

メ
ー
ジ
と
は
対
極
に
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
雰
囲
気
の
せ
い
か
、
入
居
者
の
家

族
を
は
じ
め
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
、

研
修
に
訪
れ
る
大
学
生
な
ど
、
多
く

の
人
が
頻
繁
に
訪
れ
る
そ
う
だ
。
そ

ん
な
「
開
か
れ
た
施
設
」
を
運
営
す

る
秘
訣
を
、
施
設
長
を
務
め
る
中
根

超
信
住
職
に
尋
ね
て
み
た
。

　「
寺
院
が
こ
う
い
っ
た
施
設
を
運

営
す
る
理
由
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
か

ら
現
代
ま
で
続
い
て
き
た
お
寺
の
役

割
で
あ
る
社
会
貢
献
活
動
を
行
な

う
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
地
域
に
根
ざ
し
、
交
流
し
、
人

を
育
て
る
場
で
あ
り
た
い
と
常
々
考

え
て
い
ま
す
」

　
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
、
近
隣
の

子
ど
も
た
ち
と
お
年
寄
り
が
触
れ

合
え
る
お
も
ち
ゃ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
な

ど
を
施
設
内
に
開
設
す
る
ほ
か
、
地

域
ぐ
る
み
で
夏
ま
つ
り
を
開
催
す
る

な
ど
季
節
ご
と
の
イ
ベ
ン
ト
を
積
極

的
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
注
目

を
集
め
て
い
る
。

　「
夏
ま
つ
り
に
は
屋
台
な
ど
も
出

店
し
、
毎
年
５
０
０
人
も
の
人
が
集

ま
る
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
す

よ
。
施
設
内
で
は
サ
ー
ク
ル
活
動
も

盛
ん
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
そ
の
道
の

プ
ロ
が
教
え
に
き
て
下
さ
る
茶
道
や

心
の
ケ
ア
を
大
切
に
す
る

理
想
の
終
の
住
処
づ
く
り

本
願
寺
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

幼老交流（おもちゃライブラリー）の様子

04_09_tokusyu.indd   7 2015/07/02   18:44

05 JULY 2015



書
道
、
生
花
の
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
、

入
居
者
の
方
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
高
校
や
大
学
な
ど
の

福
祉
教
育
の
実
習
を
受
け
入
れ
て
い

る
の
で
、
学
生
の
学
び
の
場
と
し
て

の
顔
も
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
人
材

＝
人
財
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
若

い
人
た
ち
に
現
場
を
体
験
す
る
機
会

を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
非
常
に
重

視
し
て
い
ま
す
ね
」

　
ま
た
、
こ
ち
ら
の
施
設
で
印
象
的

な
の
は
住
居
ス
ペ
ー
ス
が
“
〜
町
〜
丁

目
”
と
い
う
番
地
風
の
呼
び
名
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
点
。
ひ
と
つ
の
エ
リ
ア
、

つ
ま
り
“
〜
丁
目
”
に
暮
ら
す
の
は

10
名
と
、
住
居
者
を
少
な
い
人
数
に

区
切
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
だ
。

　「
入
居
者
の
方
に
と
っ
て
居
心
地
良

く
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
10
室

を
1
ユ
ニ
ッ
ト
と
呼
ぶ
少
人
数
シ
ス
テ

ム
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
お
ひ
と
り

お
ひ
と
り
に
目
が
届
く
こ
と
、
そ
し

て
な
に
よ
り
入
居
者
ご
自
身
が
幸
せ

だ
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

番
地
風
の
呼
び
名
も
今
ま
で
の
住
環

境
に
近
い
も
の
を
、
と
い
う
ア
イ
デ

ア
で
す
ね
。
あ
ら
ゆ
る
面
で
ス
タ
ッ
フ

や
ご
家
族
の
方
と
も
色
々
ア
イ
デ
ア

を
出
し
合
い
、
ベ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る

方
法
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
最
近
よ
く
勝
手
に
出
歩
い
て
怪
我

を
し
な
い
よ
う
入
居
者
を
拘
束
す
る

施
設
な
ど
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
実
際
怪
我
を
防
ぐ
た
め
に
拘

社会福祉法人 本願寺龍谷会 
ビハーラ本願寺
〒610-0116 京都府城陽市奈島内垣内1番地
TEL.0774-54-0700

浄土真宗本願寺派 
本願寺（西本願寺）
〒600-8501 京都市下京区堀川通花屋町下ル
TEL.075-371-5181

束
す
る
と
い
う
の
は
簡
単
で
す
よ
ね
。

た
だ
、
そ
の
場
合
拘
束
さ
れ
て
い
る

本
人
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
う

わ
け
で
す
。
ご
本
人
の
気
持
ち
を
考

え
、
拘
束
せ
ず
と
も
怪
我
を
し
な
い

施
設
づ
く
り
や
ケ
ア
方
法
な
ど
の
ア

イ
デ
ア
を
皆
で
考
え
る
の
が
こ
こ
の
や

り
方
。
そ
れ
に
は
ス
タ
ッ
フ
や
入
居
者

の
ご
家
族
、
地
域
の
方
々
の
善
意
が

必
要
な
わ
け
で
、
今
こ
う
し
て
運
営

で
き
て
い
る
の
も
皆
様
の
善
意
が
あ
っ

て
こ
そ
な
の
で
す
」

　
最
後
に
、
寺
院
が
こ
う
い
っ
た
施

設
を
運
営
す
る
理
由
を
伺
っ
た
。

　「
利
益
の
た
め
で
な
く
、
社
会
貢

献
と
し
て
よ
り
良
い
も
の
を
目
指
す

こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
終
の
場
と
し

て
心
地
よ
く
過
ご
せ
る
空
間
に
す
る

の
が
私
た
ち
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
地
域
が
一
体
と

な
っ
て
助
け
合
え
、
そ
の
パ
イ
プ
役

と
し
て
利
用
し
て
も
ら
え
る
施
設
に

す
る
の
が
目
標
で
す
ね
。
い
つ
も
根
っ

こ
に
あ
る
の
は
“
温
か
い
人
間
関
係
”

で
あ
り
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
が

集
っ
て
学
び
、
癒
さ
れ
る
、
そ
ん
な

昔
な
が
ら
の
お
寺
の
役
割
を
こ
こ
で

も
果
た
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。
今
ま
で
暮
ら
し
た
地
域
で
家

族
と
と
も
に
生
涯
を
過
ご
せ
る
、
私

た
ち
の
施
設
が
そ
ん
な
町
づ
く
り
の

一
端
を
担
え
れ
ば
、
そ
ん
な
幸
せ
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

地元の保育園児と一緒に誕生日をお祝い。

慣れ親しんだ住環境に近づけるよう、各部屋には番地風の名称がつけられている。
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介
護
施
設
を
地
域
交
流
の
場
に

　
歳
を
重
ね
て
も
心
地
よ
く
暮
ら

せ
る
毎
日
を
と
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が

「
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
」
と
名
付
け
た
介

護
事
業
に
取
り
組
み
だ
し
た
の
は

１
９
９
８
年
の
こ
と
。総
合
電
機
メ
ー

カ
ー
と
し
て
世
界
的
に
広
く
知
ら
れ

る
会
社
が
、
介
護
事
業
を
手
掛
け

る
理
由
を
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

コ
ム
ハ
ー
ト

の
森
田
常
務
に
伺
っ
た
。

　「
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が
誇
る
“
も
の
づ

く
り
”
で
培
っ
た
技
術
を
も
っ
と
世

に
役
立
て
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、

創
業
者
で
あ
る
松
下
幸
之
助
氏
が

説
い
た
“
人
づ
く
り
”
の
考
え
方
を

礎
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
始
ま
り
で

す
。
介
護
用
品
な
ど
の
機
器
か
ら
バ

リ
ア
フ
リ
ー
設
備
、
そ
し
て
住
宅
ま

で
と
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
の
両
面
で
介

護
に
携
わ
り
、
日
本
全
国
で
介
護
関

連
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
」

　
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、遊
休
地

を
活
か
し
て
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
付

高
齢
者
向
け
住
宅
『
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
ハ

ウ
ス
』。介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る

高
齢
者
向
け
の
施
設
で
、「
通
い
」「
泊

ま
り
」｢

訪
問｣

の
3
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
」
を
併
設
し
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

　
こ
の
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
ハ
ウ
ス
は
、
土

地
が
あ
り
建
物
を
建
築
し
た
後
は
、

運
営
な
ど
は
す
べ
て
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が

行
な
う
の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
ノ

ウ
ハ
ウ
が
な
く
て
も
土
地
活
用
と
し

て
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

サービス付き高齢者向け住宅居室

電化製品は全て最新のパナソニック製品

小規模多機能型居宅介護デイルーム

3階建ての中に「サービス付き高齢者向け住宅」約18
戸と、介護サービスとして「小規模多機能型居宅介
護」が併設された、介護が必要な方のための住宅。

常務取締役　森田 浩一 さん

介
護
事
業
の
根
底
に
あ
る

創
業
理
念
の「
人
づ
く
り
」

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅

地
域
の
福
祉
に
も
貢
献
で
き
る
こ
と

も
あ
り
、
地
域
社
会
に
何
か
還
元
し

た
い
、
と
い
っ
た
理
由
で
始
め
た
土
地

オ
ー
ナ
ー
も
多
い
そ
う
だ
。

　「
施
設
に
は
必
ず
地
域
交
流
ス

ペ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
の
で
、
近
隣

住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
も
利
用
さ

れ
る
ほ
か
、
例
え
ば
法
話
会
を
開
く

な
ど
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
空
間

と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
。
寺
社
と

い
う
の
は
昔
か
ら
地
域
の
人
と
人
を

繋
げ
る
場
、
心
穏
や
か
に
過
ご
せ
る

空
間
と
し
て
機
能
し
て
き
た
背
景
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。“
住
み
慣
れ
た

地
域
で
身
近
な
寺
社
が
傍
に
あ
る
空

間
を
終
の
住
処
に
”
と
お
考
え
に
な

る
高
齢
者
の
方
は
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
地
域
密

着
型
の
寺
社
に
と
っ
て
、
今
後
い
っ
そ

う
地
域
の
社
会
福
祉
に
必
要
と
さ
れ

る
事
業
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
昨
今
は
遊
休
地
を
駐
車
場
な
ど
に

活
用
し
て
い
る
寺
社
も
多
い
が
、高
齢

化
社
会
が
問
題
と
な
っ
て
久
し
い
現

代
に
お
い
て
、社
会
福
祉
や
地
域
還
元

と
い
っ
た
意
味
合
い
も
持
つ
エ
イ
ジ
フ

リ
ー
ハ
ウ
ス
を
導
入
す
る
こ
と
で
、寺

社
そ
の
も
の
が
地
域
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
存
在
へ
と
認
知
さ
れ
る
き
っ
か

け
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

パナソニック 
コムハート株式会社
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048 番地
TEL.06-6906-2224

※イラストはイメージです。

地域交流スペース
として利用できます。

＜エイジフリーハウスの全体図＞
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書
道
、
生
花
の
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
、

入
居
者
の
方
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
高
校
や
大
学
な
ど
の

福
祉
教
育
の
実
習
を
受
け
入
れ
て
い

る
の
で
、
学
生
の
学
び
の
場
と
し
て

の
顔
も
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
人
材

＝
人
財
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
若

い
人
た
ち
に
現
場
を
体
験
す
る
機
会

を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
非
常
に
重

視
し
て
い
ま
す
ね
」

　
ま
た
、
こ
ち
ら
の
施
設
で
印
象
的

な
の
は
住
居
ス
ペ
ー
ス
が
“
〜
町
〜
丁

目
”
と
い
う
番
地
風
の
呼
び
名
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
点
。
ひ
と
つ
の
エ
リ
ア
、

つ
ま
り
“
〜
丁
目
”
に
暮
ら
す
の
は

10
名
と
、
住
居
者
を
少
な
い
人
数
に

区
切
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
だ
。

　「
入
居
者
の
方
に
と
っ
て
居
心
地
良

く
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
10
室

を
1
ユ
ニ
ッ
ト
と
呼
ぶ
少
人
数
シ
ス
テ

ム
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
お
ひ
と
り

お
ひ
と
り
に
目
が
届
く
こ
と
、
そ
し

て
な
に
よ
り
入
居
者
ご
自
身
が
幸
せ

だ
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

番
地
風
の
呼
び
名
も
今
ま
で
の
住
環

境
に
近
い
も
の
を
、
と
い
う
ア
イ
デ

ア
で
す
ね
。
あ
ら
ゆ
る
面
で
ス
タ
ッ
フ

や
ご
家
族
の
方
と
も
色
々
ア
イ
デ
ア

を
出
し
合
い
、
ベ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る

方
法
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
最
近
よ
く
勝
手
に
出
歩
い
て
怪
我

を
し
な
い
よ
う
入
居
者
を
拘
束
す
る

施
設
な
ど
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
実
際
怪
我
を
防
ぐ
た
め
に
拘

社会福祉法人 本願寺龍谷会 
ビハーラ本願寺
〒610-0116 京都府城陽市奈島内垣内1番地
TEL.0774-54-0700

浄土真宗本願寺派 
本願寺（西本願寺）
〒600-8501 京都市下京区堀川通花屋町下ル
TEL.075-371-5181

束
す
る
と
い
う
の
は
簡
単
で
す
よ
ね
。

た
だ
、
そ
の
場
合
拘
束
さ
れ
て
い
る

本
人
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
う

わ
け
で
す
。
ご
本
人
の
気
持
ち
を
考

え
、
拘
束
せ
ず
と
も
怪
我
を
し
な
い

施
設
づ
く
り
や
ケ
ア
方
法
な
ど
の
ア

イ
デ
ア
を
皆
で
考
え
る
の
が
こ
こ
の
や

り
方
。
そ
れ
に
は
ス
タ
ッ
フ
や
入
居
者

の
ご
家
族
、
地
域
の
方
々
の
善
意
が

必
要
な
わ
け
で
、
今
こ
う
し
て
運
営

で
き
て
い
る
の
も
皆
様
の
善
意
が
あ
っ

て
こ
そ
な
の
で
す
」

　
最
後
に
、
寺
院
が
こ
う
い
っ
た
施

設
を
運
営
す
る
理
由
を
伺
っ
た
。

　「
利
益
の
た
め
で
な
く
、
社
会
貢

献
と
し
て
よ
り
良
い
も
の
を
目
指
す

こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
終
の
場
と
し

て
心
地
よ
く
過
ご
せ
る
空
間
に
す
る

の
が
私
た
ち
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
地
域
が
一
体
と

な
っ
て
助
け
合
え
、
そ
の
パ
イ
プ
役

と
し
て
利
用
し
て
も
ら
え
る
施
設
に

す
る
の
が
目
標
で
す
ね
。
い
つ
も
根
っ

こ
に
あ
る
の
は
“
温
か
い
人
間
関
係
”

で
あ
り
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
が

集
っ
て
学
び
、
癒
さ
れ
る
、
そ
ん
な

昔
な
が
ら
の
お
寺
の
役
割
を
こ
こ
で

も
果
た
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。
今
ま
で
暮
ら
し
た
地
域
で
家

族
と
と
も
に
生
涯
を
過
ご
せ
る
、
私

た
ち
の
施
設
が
そ
ん
な
町
づ
く
り
の

一
端
を
担
え
れ
ば
、
そ
ん
な
幸
せ
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

地元の保育園児と一緒に誕生日をお祝い。

慣れ親しんだ住環境に近づけるよう、各部屋には番地風の名称がつけられている。
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介
護
施
設
を
地
域
交
流
の
場
に

　
歳
を
重
ね
て
も
心
地
よ
く
暮
ら

せ
る
毎
日
を
と
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が

「
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
」
と
名
付
け
た
介

護
事
業
に
取
り
組
み
だ
し
た
の
は

１
９
９
８
年
の
こ
と
。総
合
電
機
メ
ー

カ
ー
と
し
て
世
界
的
に
広
く
知
ら
れ

る
会
社
が
、
介
護
事
業
を
手
掛
け

る
理
由
を
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

コ
ム
ハ
ー
ト

の
森
田
常
務
に
伺
っ
た
。

　「
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が
誇
る
“
も
の
づ

く
り
”
で
培
っ
た
技
術
を
も
っ
と
世

に
役
立
て
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、

創
業
者
で
あ
る
松
下
幸
之
助
氏
が

説
い
た
“
人
づ
く
り
”
の
考
え
方
を

礎
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
始
ま
り
で

す
。
介
護
用
品
な
ど
の
機
器
か
ら
バ

リ
ア
フ
リ
ー
設
備
、
そ
し
て
住
宅
ま

で
と
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
の
両
面
で
介

護
に
携
わ
り
、
日
本
全
国
で
介
護
関

連
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
」

　
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、遊
休
地

を
活
か
し
て
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
付

高
齢
者
向
け
住
宅
『
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
ハ

ウ
ス
』。介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る

高
齢
者
向
け
の
施
設
で
、「
通
い
」「
泊

ま
り
」｢

訪
問｣

の
3
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
」
を
併
設
し
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

　
こ
の
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
ハ
ウ
ス
は
、
土

地
が
あ
り
建
物
を
建
築
し
た
後
は
、

運
営
な
ど
は
す
べ
て
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が

行
な
う
の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
ノ

ウ
ハ
ウ
が
な
く
て
も
土
地
活
用
と
し

て
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

サービス付き高齢者向け住宅居室

電化製品は全て最新のパナソニック製品

小規模多機能型居宅介護デイルーム

3階建ての中に「サービス付き高齢者向け住宅」約18
戸と、介護サービスとして「小規模多機能型居宅介
護」が併設された、介護が必要な方のための住宅。

常務取締役　森田 浩一 さん

介
護
事
業
の
根
底
に
あ
る

創
業
理
念
の「
人
づ
く
り
」

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅

地
域
の
福
祉
に
も
貢
献
で
き
る
こ
と

も
あ
り
、
地
域
社
会
に
何
か
還
元
し

た
い
、
と
い
っ
た
理
由
で
始
め
た
土
地

オ
ー
ナ
ー
も
多
い
そ
う
だ
。

　「
施
設
に
は
必
ず
地
域
交
流
ス

ペ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
の
で
、
近
隣

住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
も
利
用
さ

れ
る
ほ
か
、
例
え
ば
法
話
会
を
開
く

な
ど
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
空
間

と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
。
寺
社
と

い
う
の
は
昔
か
ら
地
域
の
人
と
人
を

繋
げ
る
場
、
心
穏
や
か
に
過
ご
せ
る

空
間
と
し
て
機
能
し
て
き
た
背
景
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。“
住
み
慣
れ
た

地
域
で
身
近
な
寺
社
が
傍
に
あ
る
空

間
を
終
の
住
処
に
”
と
お
考
え
に
な

る
高
齢
者
の
方
は
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
地
域
密

着
型
の
寺
社
に
と
っ
て
、
今
後
い
っ
そ

う
地
域
の
社
会
福
祉
に
必
要
と
さ
れ

る
事
業
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
昨
今
は
遊
休
地
を
駐
車
場
な
ど
に

活
用
し
て
い
る
寺
社
も
多
い
が
、高
齢

化
社
会
が
問
題
と
な
っ
て
久
し
い
現

代
に
お
い
て
、社
会
福
祉
や
地
域
還
元

と
い
っ
た
意
味
合
い
も
持
つ
エ
イ
ジ
フ

リ
ー
ハ
ウ
ス
を
導
入
す
る
こ
と
で
、寺

社
そ
の
も
の
が
地
域
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
存
在
へ
と
認
知
さ
れ
る
き
っ
か

け
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

パナソニック 
コムハート株式会社
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048 番地
TEL.06-6906-2224

※イラストはイメージです。

地域交流スペース
として利用できます。

＜エイジフリーハウスの全体図＞
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管
交
換
だ
け
で
L
E
D
化
が

可
能
と
の
提
案
で
決
断

神
戸
市
北
区
。
閑
静
な
住
宅
街

の
中
に
位
置
す
る
高
松
寺
。
第
二
次

世
界
大
戦
の
神
戸
空
襲
に
よ
っ
て
廃

燼
と
な
っ
た
寺
を
、
現
在
の
地
に
移

り
再
建
。
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
お

寺
を
守
り
続
け
る
住
職
は
「
今
の
時

代
は
、
環
境
問
題
を
外
す
こ
と
は
出

来
な
い
。
こ
の
寺
の
あ
り
方
を
考
え

た
時
に
、
ご
縁
が
あ
っ
た
の
が
こ
の

L
E
D
照
明
な
ん
で
す
。
で
も
こ
れ

ま
で
、
予
算
を
考
え
る
と
な
か
な
か

踏
み
込
め
な
か
っ
た
」
と
語
る
。

一
般
的
に
省
エ
ネ
目
的
で
、
蛍
光

灯
を
L
E
D
ラ
イ
ト
に
交
換
し
よ

う
と
す
る
と
、
器
具
全
体
を
変
え
る

必
要
が
あ
る
た
め
専
門
業
者
に
工
事

を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
養
生

ま
で
含
め
る
と
予
算
や
工
事
日
程
の

調
整
な
ど
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
な
か
な

か
踏
み
切
れ
な
い
の
が
現
実
だ
。
そ

ん
な
中
、
出
入
り
の
工
務
店
か
ら
画

期
的
な
提
案
が
あ
っ
た
。
エ
ム
・
シ
ス

テ
ム
技
研
の
工
事
不
要
「
万
能
直
管

L
E
D
ラ
イ
ト
」
だ
。

自
然
な
照
明
で
、コ
ス
ト
以
外

に
も
多
く
の
メ
リ
ッ
ト

こ
れ
な
ら
蛍
光
灯
を
取
り
替
え
る

要
領
で
取
り
付
け
る
だ
け
で
誰
で
も

簡
単
に
交
換
出
来
て
し
ま
う
。
電
気

代
も
ほ
ぼ
半
分
に
な
る
よ
う
だ
。
蛍

光
灯
と
は
違
い
割
れ
に
く
い
構
造
の

た
め
、
万
が
一の
時
で
も
安
心
。
寿
命

も
4
0
0
0
0
時
間
と
い
う
か
ら
、

お
お
よ
そ
10
年
間
は
交
換
し
な
く
て

も
問
題
が
な
い
計
算
に
な
る
。「
管
交

換
の
手
間
が
省
け
電
気
代
も
交
換
手

間
賃
も
大
幅
に
削
減
で
き
る
し
、
な

に
よ
り
も
大
切
な
ご
本
尊
や
掛
け
軸

の
紫
外
線
に
よ
る
劣
化
の
心
配
が
い

ら
な
い
。
自
然
な
感
じ
の
照
明
な
の

で
、
気
が
付
か
な
い
門
徒
さ
ん
も
い

ま
す
よ
。
こ
の
本
堂
で
は
、
恒
例
の

法
要（
報
恩
講
、
永
代
経
）月
例
の
輪

読
会
の
ほ
か
に
、
地
域
開
放
と
し
て
、

落
語
会
を
し
た
り
し
ま
す
。
お
寺
を

も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
く
れ
る
と
嬉

し
い
で
す
ね
」。
地
域
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
高
松
寺
。

L
E
D
の
光
が
優
し
く
包
ん
で
い
る
。

お
寺
も
環
境
問
題
を
意
識
す
る
時
代

い
ち
早
く
環
境
問
題
に
取
り
組
み
お
堂
に
工
事
不
要
の
L
E
D
ラ
イ
ト
を

取
り
付
け
た
高
松
寺
を
訪
ね
て
み
た
。

①本堂の照明は全てエム・システム技研の万能直管LEDライトに替
えられた　②LEDは紫外線が出ないので本尊も掛け軸も照明による
劣化の心配が要らない　③地域のギャラリーとしても親しまれてい
る本堂の天井の高さは約3メートル。蛍光灯と違いLEDは長寿命な
ので交換の手間がほぼなくなった　④谷川弘顕住職

四百年余りの昔、真宗高田本山専修寺第17世門主堯
ぎょうちょう

朝上人の
御内室である高松院釋恵尼公(藤堂高虎の長女 糸姫)の位牌寺院
として始まる。明治時代以降は神戸市兵庫区福原の地に一庵を
設け、広く門信徒の崇拝を集めた。しかし、第二次世界大戦に
よる神戸空襲によって寺は廃燼となるが、現在の場所である
神戸市北区日の峰に移し、平成4年11月に落慶され地域に根差
したお寺として親しまれている。

寺社の気になる
最新情報を
レポート

UP
DATE

〒 651-1233
神戸市北区日の峰 2-16-1

浄土真宗　本願寺派
高松寺

1

2
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出
雲
の
魅
力
を
い
か
に
発
信
す
る
か

日
本
初
の
神
仏
混
合
巡
礼「
出
雲
國
神
仏
霊
場
」の
取
組

飯塚 大幸
出
雲
大
社
を
起
点
と
す
る

日
本
初
の
神
仏
混
合
の
霊
場
巡
り

神
話
の
ふ
る
さ
と
出
雲
地
方
は
出

雲
大
社
を
は
じ
め
古
代
よ
り
神
々
が

集
ま
る
場
所
と
い
わ
れ
、
信
仰
に
基

づ
い
た
祭
事
や
伝
統
行
事
も
数
々
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
神
話
の
里
で

12
の
神
社
と
８
の
仏
閣
が
神
仏
・
宗

教
を
超
え
出
雲
の
国
「
社し

ゃ

じ

え

ん

ざ

寺
縁
座
の

会
」
を
2
0
0
4
年
12
月
7
日
に

発
足
。
翌
年
の
4
月
23
日
に
日
本

で
初
め
て
の
神
仏
混
合
の
霊
場
巡
礼

「
出い

づ
も
の
く
に
し
ん
ぶ
つ
れ
い
じ
ょ
う

雲
國
神
仏
霊
場
」
が
開
か
れ
た
。

出
雲
大
社
を
ス
タ
ー
ト
し
、
宍
道
湖
・

中
海
の
周
辺
の
20
社
寺
を
「
８
」
の

字
に
な
る
よ
う
に
20
番
目
の
日
御
碕

神
社
ま
で
神
話
の
里
を
一
周
す
る
、
全

国
で
初
め
て
の
神
様
と
仏
様
が
一
緒

に
な
っ
た
霊
場
を
巡
拝
す
る
コ
ー
ス

だ
。
こ
の
「
出
雲
國
神
仏
霊
場
」
の

立
ち
上
げ
に
携
わ
り
、
現
在
も
活
動

の
中
心
的
存
在
で
あ
る
、
一
畑
寺
ご

住
職
で
出
雲
國
神
仏
霊
場
巡
拝
本
部

長
で
あ
る
飯
塚
大
幸
様
に
「
出
雲
國

神
仏
霊
場
」
設
立
の
経
緯
や
活
動
に

つ
い
て
伺
っ
た
。

島
根
半
島
の
社
寺
で
連
携
し
て

世
に
何
か
益
す
る
こ
と
を

今
ま
で
に
例
を
見
な
い
神
社
と
寺

が
連
携
す
る
「
出
雲
國
神
仏
霊
場
」。

そ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
の
は

飯
塚
住
職
が
懇
意
に
し
て
い
た
元
島

根
大
学
学
長
北
川
泉
氏
の
「
島
根
半

島
の
社
寺
で
連
携
し
て
、
世
に
何
か

益
す
る
こ
と
を
す
べ
き
」
と
い
う
提

言
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
出
雲
大
社
さ

ん
を
は
じ
め
と
す
る
、
今
の
出
雲
國

神
仏
霊
場
に
関
係
す
る
５
人
く
ら
い

で
月
２
回
ほ
ど
定
期
的
に
集
ま
る
よ

う
に
な
る
。
そ
こ
に
県
の
関
係
者
や

シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
方
も
加
わ
り
、
や

が
て
現
在
の
20
社
寺
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
。「
約
２
年
、
深
夜
遅
く

ま
で
意
見
を
た
た
か
わ
せ
た
こ
と
も

あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
行
き
着
い

た
の
は
「
出
雲
神
話
や
古
事
記
の
舞

台
で
あ
る
出
雲
の
魅
力
を
い
か
に
発

信
す
る
か
」と
い
う
思
い
だ
っ
た
。「
明

治
期
に
神
仏
は
分
離
さ
れ
て
以
来
、

社
寺
の
交
流
は
絶
え
て
い
た
が
、
平

均
的
な
日
本
人
は
神
社
も
寺
も
お
参

り
す
る
、
こ
の
分
け
隔
て
の
無
い
こ
だ

クローズアップ
飯
い い づ か

塚 大
だ い こ う

幸　
一畑薬師管長 （一畑寺住職）
出雲の国　社寺縁座の会　
副座長
1960年島根県（旧）平田市出身。
73年京都・大珠院　盛永宗興
師へ入門、駒澤大学仏教学部卒。
83年埼玉・平林寺専門道場へ
入門後、89年ロンドン仏教協会
禅センターへ留学 。93年一畑寺
住職に就任（現職）。02年一畑
薬師管長に就任（現職）。

【一畑薬師教団】
昭和２８年７月8日一畑寺を総本
山とする一畑薬師教団を設立。本
尊は薬師如来。臨済宗妙心寺派
出雲國神仏霊場第３番、出雲観
音霊場特別札所、中国観音霊場
第２６番札所、出雲十大薬師霊
場第１番札所

出雲國神仏霊場巡拝本部長

一畑薬師管長（一畑寺住職）
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わ
り
の
無
い
日
本
人
の
美
し
い
心
を

大
切
に
し
、
若
い
人
た
ち
に
伝
え
よ

う
。
そ
し
て
社
寺
を
観
る
だ
け
で
は

な
く
、
信
仰
を
持
つ
た
め
に
言
葉
を

出
し
て
何
か
を
唱
え
る
、
頭
を
深
く

下
げ
て
命
の
大
切
さ
を
見
出
す
、
そ

う
い
う
導
き
方
で
神
仏
の
道
、
信
仰

の
道
を
歩
い
て
い
た
だ
く
」
と
飯
塚

住
職
。
巡
礼
を
と
お
し
て
自
身
と
向

き
合
い
、
大
自
然
の
中
に
生
か
さ
れ

て
い
る
自
分
を
発
見
す
る
「
心
の
旅
」

集
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
が
、「
デ

ジ
タ
ル
護
縁
珠
」
だ
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
G
P
S
機
能
を
使
っ
て
境
内
で

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
す
る
と
「
護
縁
珠
」
が

画
面
に
出
て
、
巡
拝
し
た
証
と
な
る
。

携
帯
電
話
で
巡
拝
登
録
を
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
社
寺
で
デ
ジ
タ
ル
護
縁
珠

を
集
め
て
い
く
と
い
う
、
な
ん
と
も

面
白
い
巡
拝
方
法
だ
。
無
料
版
は
誰

で
も
利
用
で
き
る
が
、「
巡じ

ゅ
ん
ぱ
い
え
ま

拝
絵
馬
」

を
購
入
す
る
と
、
よ
り
神
々
し
い
プ

レ
ミ
ア
ム
版
に
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
で

き
る
な
ど
、
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
感
覚

で
霊
場
が
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る

遊
び
心
溢
れ
る
新
し
い
試
み
で
あ
る
。

近
年
、
出
雲
地
方
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

や
縁
結
び
で
若
い
層
の
巡
拝
者
が
多

く
訪
れ
て
い
る
が
、「
デ
ジ
タ
ル
護
縁

珠
」
の
気
軽
さ
と
ス
マ
ー
ト
さ
が
好

評
だ
と
い
う
。

ま
た
出
雲
國
神
仏
霊
場
が
発
足
さ

れ
て
、
年
一
回
の
合
同
祭
事
や
10
周

年
に
は
感
謝
の
集
い
が
定
期
的
に
開

か
れ
て
い
る
。
佐さ

だ

し

ん

の

う

陀
神
能
の
神
楽
公

演
や
仏
教
の
ゴ
ス
ペ
ル
の
よ
う
な
天

台
宗
の
声
明
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、

よ
り
多
く
の
人
が
気
軽
に
参
加
で
き

る
よ
う
な
新
し
い
工
夫
を
こ
ら
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
活
動
が
行

わ
れ
て
い
る
中
、注
目
し
た
い
の
は「
お

も
て
な
し
講
座
」。巡
拝
を
と
お
し
て
、

お
参
り
や
作
法
の
お
手
本
示
し
、
さ

ら
に
深
い
知
識
と
見
識
を
も
っ
た
巡

拝
の
達
人
「
先せ

ん
だ
つ達

」
と
な
る
た
め
「
お

も
て
な
し
の
心
」
を
学
ぶ
こ
と
が
目

的
。祭
事
や
講
座
を
と
お
し
て
、社
寺
、

地
元
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
出
雲
の
魅

力
を
再
発
見
し
、
発
信
し
て
い
る
。

地
元
と
の
連
携
で

出
雲
の
魅
力
を
発
信
　

「
ご
縁
が
あ
っ
て
、
20
の
社
寺
が

基
点
に
な
っ
て
い
る
出
雲
國
神
仏
霊

場
だ
が
、
今
後
は
巡
拝
ル
ー
ト
周
辺

の
社
寺
も
巻
き
込
ん
で
更
に
濃
密
な

も
の
に
し
て
い
き
た
い
」
と
飯
塚
住

職
。
今
は
車
や
バ
ス
を
利
用
し
て
の

巡
拝
だ
が
、
各
社
寺
内
を
ゆ
っ
く
り

歩
い
て
回
れ
る
重
層
的
な
、
あ
る
い

は
サ
テ
ラ
イ
ト
的
な
巡
拝
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
い
と
も
お
話
し
い
た
だ

い
た
。
例
え
ば
、一
畑
薬
師
で
は
、
広

大
な
境
内
に
あ
る
1
3
0
0
段
の

階
段
や
古
道
を
利
用
し
、
周
辺
を
歩

い
た
り
滞
在
が
で
き
る
よ
う
な
巡
拝

の
構
想
も
あ
る
。
ま
た
、
各
社
寺
で

も
座
禅
や
写
経
な
ど
の
体
験
的
な
巡

拝
や
子
供
体
験
道
場
を
実
施
す
る
な

ど
、
信
仰
の
心
を
よ
り
身
近
に
深
く

踏
み
こ
ん
で
い
け
る
よ
う
に
整
備
を

し
て
い
く
そ
う
だ
。

地
元
の
人
や
出
雲
地
方
を
訪
れ
る

人
と
の
ご
縁
を
大
切
に
し
、
社
寺
が

地
域
の
共
有
財
産
と
し
て
出
雲
地
域

を
盛
り
上
げ
て
い
く
。

が
で
き
る
場
所
、
そ
れ
が
出
雲
な
の

だ
。し

か
し
、
社
寺
縁
座
の
会
発
足
当

時
、
神
社
と
寺
が
手
を
組
む
と
い
う

こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
と
い
え
た
。

「
今
回
は
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
が
あ
っ

た
か
ら
実
現
し
た
」
と
語
る
飯
塚
住

職
。
出
雲
國
神
仏
霊
場
が
い
よ
い
よ

ス
タ
ー
ト
す
る
と
き
、一
番
巡
礼
地
で

あ
る
出
雲
大
社
で
霊
場
開
き
の
法
要

も
開
催
さ
れ
た
。伝

統
と
革
新

霊
場
を
よ
り
身
近
に

出
雲
國
神
仏
霊
場

で
は
巡
拝
の
証
と
し

て
、
参
拝
者
に
そ
れ

ぞ
れ
の
社
寺
の
教
え

に
ち
な
む
文
字
が
書

か
れ
た
「
朱
印
」
や

「
護ご

え

ん

じ

ゅ

縁
珠
」
を
授
与
。

20
社
寺
す
べ
て
巡
拝

す
る
と
満
願
成
就

と
な
る
。
何
度
も
巡

拝
し
た
人
や
若
い
人

の
新
し
い
楽
し
み
方

と
し
て
「
デ
ジ
タ
ル

護ご

え

ん

じ

ゅ

縁
珠
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
。「
護
縁
珠
」

は
す
べ
て
の
社
寺
を

巡
拝
し
て
「
ご
縁
」

を
つ
な
げ
る
と
い
う

も
の
。こ
の「
護
縁
珠
」

を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

臨済宗妙心寺派醫王山　
一畑寺（一畑薬師）
〒 691-0074
島根県出雲市小境町 803番地
TEL.0853-67-0111

1. デジタル護縁珠
2. 巡拝絵馬
3. 満願之証

1
4 8

6

9

2
3

5

720

19

17

12 11
10

18 16
15

14 13

宍道湖 中海

●⓭平
ひらはまはちまんぐう

濱八幡宮 武
たけうちじんじゃ

内神社　●⓮八
やえがきじんじゃ

重垣神社　●⓯熊
くまのたいしゃ

野大社　

●⓰須
す が じ ん じ ゃ

我神社　●⓱峯
みねじ

寺　●⓲須
す さ じ ん じ ゃ

佐神社　●⓳長
ながはまじんじゃ

浜神社　●⓴日
ひのみさきじんじゃ

御碕神社

●❶出
いづもおおやしろ

雲大社　●❷鰐
がくえんじ

淵寺　●❸一
いちばたじ

畑寺　●❹佐
さ だ じ ん じ ゃ

太神社　●❺月
げっしょうじ

照寺　●❻賣
め ふ じ ん じ ゃ

布神社　●❼華
け ぞ う じ

蔵寺

●❽美
み ほ じ ん じ ゃ

保神社　●❾大
おおがみやまじんじゃ

神山神社 奥
おくのみや

宮　●❿大
だいせんじ

山寺　●⓫清
きよみずでら

水寺　●⓬雲
うんじゅじ

樹寺

出雲大社をスタート
し、宍道湖・中海の
周辺20社寺を「８」
の字に巡礼する。

1

3 2
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弘
法
大
師
の
五ご

こ

し

ょ

鈷
杵
を
授
か
っ
た

天て
ん
ず
い
え
ん
し
ょ
う

瑞
圓
照
に
よ
っ
て
１
６
８
８
年
に
建

立
さ
れ
、
尾
張
徳
川
家
の
祈
願
所
と

し
て
繁
栄
し
「
尾
張
高
野
」
と
も
称

さ
れ
る
興
正
寺
。
同
寺
院
で
は
現
在
、

「
１
０
０
年
先
の
未
来
へ
」
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
さ
ら
な
る
発
展
と

地
域
へ
の
貢
献
を
目
指
し
て
様
々
な
改

革
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の一
環
と
し
て
昨
年
か
ら
実
施
さ

れ
て
い
る
の
が
、「
新
卒
採
用
説
明
会
」

だ
。
管
理
監
の
小
柴
眞
さ
ん
は
、
寺

院
と
し
て
は
全
国
的
に
も
め
ず
ら
し

い
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
経

緯
を
こ
う
語
る
。「
當
山
の
山
主
は
非

常
に
柔
軟
な
考
え
を
も
っ
た
方
で
、
今

後
を
見
据
え
た
組
織
力
強
化
の
た
め
、

4
年
ほ
ど
前
か
ら一
般
企
業
で
経
験
を

積
ん
だ
人
材
の
中
途
採
用
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
運
営
や
企
画
の
能
力
に

長
け
た
優
秀
な
人
材
を
外
部
か
ら
招

い
た
こ
と
で
、
僧
侶
た
ち
が
自
ら
の
本

分
に
よ
り
い
っ
そ
う
気
を
入
れ
て
取
り

組
め
る
環
境
が
整
っ
た
の
で
す
。
い
わ

ば
當
山
は
今
、
僧
侶
の
組
織
と
事
務

的
な
組
織
、
2
つ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
協

力
し
合
っ
て
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
い
る

理
想
的
な
状
態
と
い
え
ま
す
。
そ
の
流

れ
で
自
然
に
次
の
課
題
に
挙
が
っ
た
の

が
未
来
を
担
う
若
い
人
材
の
招
へ
い
で

あ
り
、
定
期
的
な
新
卒
採
用
説
明
会

の
実
施
に
つ
な
が
り
ま
し
た
」

　
6
月
8
日
に
同
寺
院
内
の
大
書
院

で
開
催
さ
れ
た
説
明
会
に
は
、
近
隣
大

学
の
学
生
を
は
じ
め
9
名
の
就
活
生

が
参
加
。
葵
紋
欄
間
が
格
調
を
顕
す

純
和
風
空
間
が
会
場
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
ど
こ
か
凛
と
し
た
空
気
が
漂
う
。

寺
側
の
挨
拶
に
始
ま
り
、
寺
の
歴
史
や

現
在
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
後
、

各
部
署
の
担
当
者
が
仕
事
内
容
と
入

山
後
の
流
れ
を
説
明
。
質
疑
応
答
と

休
憩
を
挟
ん
で
僧
侶
に
よ
る
祈
祷
を

受
け
、
法
話
を
拝
聴
し
て
2
時
間
あ

ま
り
の
説
明
会
は
終
了
と
な
っ
た
。
休

憩
時
に
は
抹
茶
と
お
菓
子
が
振
る
舞

わ
れ
る
お
寺
ら
し
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
サ
ー

ビ
ス
も
！
熱
心
に
メ
モ
を
取
り
、時
折

う
な
ず
き
な
が
ら
話
に
聞
き
入
る
学

生
た
ち
の
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　「『
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
お
寺
で
新
卒

採
用
？
』『
僧
侶
じ
ゃ
な
い
人
は
ど
ん
な

仕
事
を
す
る
の
？
』。
興
味
を
も
っ
て

参
加
し
て
く
れ
て
い
る
学
生
の
皆
さ
ん

も
、
説
明
会
を
受
け
る
ま
で
は
疑
問
に

思
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
と
思

う
の
で
す
。
時
代
に
即
し
た
寺
院
へ
の

『
進
化
』
を一
丸
と
な
っ
て
目
指
す
私
た

ち
の
想
い
や
仕
事
の
や
り
が
い
を
、
ど

う
や
っ
た
ら
よ
り
効
果
的
に
伝
え
ら
れ

る
の
か
―
―
。
運
営
ス
タ
ッ
フ
で
い
ろ

ん
な
意
見
を
出
し
合
っ
て
議
論
し
、
試

行
錯
誤
を
重
ね
て
今
の
説
明
会
の
ス
タ

イ
ル
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
が
完
成
形
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
今
後
も
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
語
る

の
は
新
規
事
業
課
の
管
家
真
希
さ
ん
。

新
卒
採
用
説
明
会
は
週
に
1
度
の
ペ
ー

ス
で
行
わ
れ
て
お
り
、
応
募
が
な
く
実

施
が
見
送
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
こ
れ
ま
で一

度
も
な
い
と
い
う
。

　
小
柴
さ
ん
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
後

を
こ
う
締
め
く
く
っ
て
く
れ
た
。「
い
つ

か
當
山
を
『
お
寺
業
界
の
人
材
輩
出
企

愛
知
・
興
正
寺
「
新
卒
採
用
説
明
会
」

「
次
の
１
０
０
年
」
を
と
も
に
紡
ぐ
、

新
た
な
才
能
と
の
出
会
い
を
目
指
し
て

全

国

寺

社

イ

ベ

ン

ト

人
が
集
ま
る
・
絆
が
深
ま
る
イ
ベ
ン
ト
の
ヒ
ン
ト
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初
夏
を
想
わ
せ
る
青
空
の
下
、
世
界

平
和
や
災
害
被
災
地
の
復
興
を
祈
る

「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」
が
5
月
26
日
、

東
大
寺
に
て
厳
か
に
営
わ
れ
た
。
こ
の

法
要
は
釈し

ゃ

か

む

に

ぶ

つ

迦
牟
尼
仏
の
教
え
に
帰
依

し
、宗
派
の
違
い
を
超
え
全
国
各
地
か

ら
若
い
僧
侶
が
集
い
、
心
の
救
済
と
世

界
平
和
を
祈
願
す
る
。

　
１
９
８
８
年
よ
り
毎
年
、
日
本
伝
統

仏
教
9
宗
派
（
天
台
宗
・
金
峯
山
修

験
本
宗
・
和
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・

融
通
念
仏
宗
・
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
日

蓮
宗
）と
4
地
域（
埼
玉
県・神
奈
川
県・

大
阪
府
・
神
戸
市
）
で
構
成
さ
れ
る
全

日
本
仏
教
青
年
会
（
伊
東
政
浩
理
事

長
）が
執
り
行
っ
て
い
る
。

　
参
加
し
た
僧
侶
は「
違
う
宗
派
の
僧

が
こ
の
よ
う
に
集
う
こ
と
は
大
変
意
味

業
』
に
す
る
の
が
私
の
夢
。『
興
正
寺

で
経
験
を
積
め
ば
、
ど
こ
の
寺
に
行
っ

て
も
通
用
す
る
』。
周
囲
か
ら
そ
ん
な

声
が
聞
か
れ
る
日
を
夢
見
て
、
今
後
も

こ
の
説
明
会
を
滞
り
な
く
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私

自
身
、
當
山
に
新
た
な
風
を
吹
き
込
ん

で
く
れ
る
才
能
豊
か
な
人
材
と
の
出
会

い
を
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」。

守
る
べ
き
伝
統
は
し
っ
か
り
と
守
り
な

が
ら
、新
た
な
挑
戦
を
恐
れ
な
い
―
―
。

こ
れ
か
ら
も
同
寺
院
は
様
々
な
可
能
性

華厳宗大本山 
東大寺
〒630-8587
奈良県奈良市雑司町406-1

真言宗 
八事山興正寺
〒466-0825
愛知県名古屋市昭和区
八事本町78

奈良・東大寺「仏法興隆花まつり千僧法要」

宗派の違いを超え、
心の救済と世界平和を祈願

を
柔
軟
に
模
索
し
な
が
ら
、
未
来
へ
と

そ
の
歩
み
を
進
め
て
い
く
。

深
く
、と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
」「
お
互
い
の
宗
派
を
尊
重
し

連
携
で
き
る
良
い
機
会
で
す
」と
話
す
。

　
多
く
の
参
拝
者
が
見
守
る
な
か
、

ほ
ら
貝
の
独
特
な
音
色
と
共
に
、
紫
、

黄
、
緑
、
白
や
黒
…
色
と
り
ど
り
の

法
衣
を
ま
と
っ
た
青
年
僧
約
４
０
０
人

が
大
仏
殿
へ
向
か
う
参
道
を
行
列
し
、

毘る

し

ゃ

な

ぶ

つ

廬
舎
那
仏
が
鎮
座
さ
れ
る
蓮
台
に

上
っ
た
。（
※
こ
の
蓮
台
に
は
一
般
の
参

拝
者
は
立
ち
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
）

　
大
仏
殿
で
は
声
明
と
と
も
に
蓮
の

花
び
ら
を
模
っ
た
五
色
の
散さ

ん

げ華
が
ま
か

れ
、東
大
寺
に
納
経
さ
れ
た
大
般
若
経

６
０
０
巻
に
よ
る
転て

ん
ど
く
じ
ゅ

読
誦
が
執
り
行

わ
れ
た
。

　
宗
派
の
違
い
を
超
え
一
堂
に
会
し
、

大
仏
殿
内
に
響
き
渡
る
転
読
誦
に
参

拝
者
は
「
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。
お
作
法
も
違
え
ば
お
経
の
読
み

方
も
違
う
の
に一つ
に
な
る
の
で
す
ね
。

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」「
も
の
す
ご

い
迫
力
の
あ
る
読
経
に
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
の
お
坊
さ
ん
を
普
段

目
に
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
壮
大
で
す

ね
」と
大
仏
殿
を
見
上
げ
て
い
た
。
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弘
法
大
師
の
五ご

こ

し

ょ

鈷
杵
を
授
か
っ
た

天て
ん
ず
い
え
ん
し
ょ
う

瑞
圓
照
に
よ
っ
て
１
６
８
８
年
に
建

立
さ
れ
、
尾
張
徳
川
家
の
祈
願
所
と

し
て
繁
栄
し
「
尾
張
高
野
」
と
も
称

さ
れ
る
興
正
寺
。
同
寺
院
で
は
現
在
、

「
１
０
０
年
先
の
未
来
へ
」
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
さ
ら
な
る
発
展
と

地
域
へ
の
貢
献
を
目
指
し
て
様
々
な
改

革
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の一
環
と
し
て
昨
年
か
ら
実
施
さ

れ
て
い
る
の
が
、「
新
卒
採
用
説
明
会
」

だ
。
管
理
監
の
小
柴
眞
さ
ん
は
、
寺

院
と
し
て
は
全
国
的
に
も
め
ず
ら
し

い
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
経

緯
を
こ
う
語
る
。「
當
山
の
山
主
は
非

常
に
柔
軟
な
考
え
を
も
っ
た
方
で
、
今

後
を
見
据
え
た
組
織
力
強
化
の
た
め
、

4
年
ほ
ど
前
か
ら一
般
企
業
で
経
験
を

積
ん
だ
人
材
の
中
途
採
用
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
運
営
や
企
画
の
能
力
に

長
け
た
優
秀
な
人
材
を
外
部
か
ら
招

い
た
こ
と
で
、
僧
侶
た
ち
が
自
ら
の
本

分
に
よ
り
い
っ
そ
う
気
を
入
れ
て
取
り

組
め
る
環
境
が
整
っ
た
の
で
す
。
い
わ

ば
當
山
は
今
、
僧
侶
の
組
織
と
事
務

的
な
組
織
、
2
つ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
協

力
し
合
っ
て
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
い
る

理
想
的
な
状
態
と
い
え
ま
す
。
そ
の
流

れ
で
自
然
に
次
の
課
題
に
挙
が
っ
た
の

が
未
来
を
担
う
若
い
人
材
の
招
へ
い
で

あ
り
、
定
期
的
な
新
卒
採
用
説
明
会

の
実
施
に
つ
な
が
り
ま
し
た
」

　
6
月
8
日
に
同
寺
院
内
の
大
書
院

で
開
催
さ
れ
た
説
明
会
に
は
、
近
隣
大

学
の
学
生
を
は
じ
め
9
名
の
就
活
生

が
参
加
。
葵
紋
欄
間
が
格
調
を
顕
す

純
和
風
空
間
が
会
場
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
ど
こ
か
凛
と
し
た
空
気
が
漂
う
。

寺
側
の
挨
拶
に
始
ま
り
、
寺
の
歴
史
や

現
在
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
後
、

各
部
署
の
担
当
者
が
仕
事
内
容
と
入

山
後
の
流
れ
を
説
明
。
質
疑
応
答
と

休
憩
を
挟
ん
で
僧
侶
に
よ
る
祈
祷
を

受
け
、
法
話
を
拝
聴
し
て
2
時
間
あ

ま
り
の
説
明
会
は
終
了
と
な
っ
た
。
休

憩
時
に
は
抹
茶
と
お
菓
子
が
振
る
舞

わ
れ
る
お
寺
ら
し
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
サ
ー

ビ
ス
も
！
熱
心
に
メ
モ
を
取
り
、時
折

う
な
ず
き
な
が
ら
話
に
聞
き
入
る
学

生
た
ち
の
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　「『
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
お
寺
で
新
卒

採
用
？
』『
僧
侶
じ
ゃ
な
い
人
は
ど
ん
な

仕
事
を
す
る
の
？
』。
興
味
を
も
っ
て

参
加
し
て
く
れ
て
い
る
学
生
の
皆
さ
ん

も
、
説
明
会
を
受
け
る
ま
で
は
疑
問
に

思
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
と
思

う
の
で
す
。
時
代
に
即
し
た
寺
院
へ
の

『
進
化
』
を一
丸
と
な
っ
て
目
指
す
私
た

ち
の
想
い
や
仕
事
の
や
り
が
い
を
、
ど

う
や
っ
た
ら
よ
り
効
果
的
に
伝
え
ら
れ

る
の
か
―
―
。
運
営
ス
タ
ッ
フ
で
い
ろ

ん
な
意
見
を
出
し
合
っ
て
議
論
し
、
試

行
錯
誤
を
重
ね
て
今
の
説
明
会
の
ス
タ

イ
ル
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
が
完
成
形
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
今
後
も
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
語
る

の
は
新
規
事
業
課
の
管
家
真
希
さ
ん
。

新
卒
採
用
説
明
会
は
週
に
1
度
の
ペ
ー

ス
で
行
わ
れ
て
お
り
、
応
募
が
な
く
実

施
が
見
送
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
こ
れ
ま
で一

度
も
な
い
と
い
う
。

　
小
柴
さ
ん
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
後

を
こ
う
締
め
く
く
っ
て
く
れ
た
。「
い
つ

か
當
山
を
『
お
寺
業
界
の
人
材
輩
出
企

愛
知
・
興
正
寺
「
新
卒
採
用
説
明
会
」

「
次
の
１
０
０
年
」
を
と
も
に
紡
ぐ
、

新
た
な
才
能
と
の
出
会
い
を
目
指
し
て

全

国

寺

社

イ

ベ

ン

ト

人
が
集
ま
る
・
絆
が
深
ま
る
イ
ベ
ン
ト
の
ヒ
ン
ト
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初
夏
を
想
わ
せ
る
青
空
の
下
、
世
界

平
和
や
災
害
被
災
地
の
復
興
を
祈
る

「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」
が
5
月
26
日
、

東
大
寺
に
て
厳
か
に
営
わ
れ
た
。
こ
の

法
要
は
釈し

ゃ

か

む

に

ぶ

つ

迦
牟
尼
仏
の
教
え
に
帰
依

し
、宗
派
の
違
い
を
超
え
全
国
各
地
か

ら
若
い
僧
侶
が
集
い
、
心
の
救
済
と
世

界
平
和
を
祈
願
す
る
。

　
１
９
８
８
年
よ
り
毎
年
、
日
本
伝
統

仏
教
9
宗
派
（
天
台
宗
・
金
峯
山
修

験
本
宗
・
和
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・

融
通
念
仏
宗
・
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
日

蓮
宗
）と
4
地
域（
埼
玉
県・神
奈
川
県・

大
阪
府
・
神
戸
市
）
で
構
成
さ
れ
る
全

日
本
仏
教
青
年
会
（
伊
東
政
浩
理
事

長
）が
執
り
行
っ
て
い
る
。

　
参
加
し
た
僧
侶
は「
違
う
宗
派
の
僧

が
こ
の
よ
う
に
集
う
こ
と
は
大
変
意
味

業
』
に
す
る
の
が
私
の
夢
。『
興
正
寺

で
経
験
を
積
め
ば
、
ど
こ
の
寺
に
行
っ

て
も
通
用
す
る
』。
周
囲
か
ら
そ
ん
な

声
が
聞
か
れ
る
日
を
夢
見
て
、
今
後
も

こ
の
説
明
会
を
滞
り
な
く
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私

自
身
、
當
山
に
新
た
な
風
を
吹
き
込
ん

で
く
れ
る
才
能
豊
か
な
人
材
と
の
出
会

い
を
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」。

守
る
べ
き
伝
統
は
し
っ
か
り
と
守
り
な

が
ら
、新
た
な
挑
戦
を
恐
れ
な
い
―
―
。

こ
れ
か
ら
も
同
寺
院
は
様
々
な
可
能
性

華厳宗大本山 
東大寺
〒630-8587
奈良県奈良市雑司町406-1

真言宗 
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〒466-0825
愛知県名古屋市昭和区
八事本町78
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宗派の違いを超え、
心の救済と世界平和を祈願

を
柔
軟
に
模
索
し
な
が
ら
、
未
来
へ
と

そ
の
歩
み
を
進
め
て
い
く
。

深
く
、と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
」「
お
互
い
の
宗
派
を
尊
重
し

連
携
で
き
る
良
い
機
会
で
す
」と
話
す
。

　
多
く
の
参
拝
者
が
見
守
る
な
か
、

ほ
ら
貝
の
独
特
な
音
色
と
共
に
、
紫
、

黄
、
緑
、
白
や
黒
…
色
と
り
ど
り
の

法
衣
を
ま
と
っ
た
青
年
僧
約
４
０
０
人

が
大
仏
殿
へ
向
か
う
参
道
を
行
列
し
、

毘る

し

ゃ

な

ぶ

つ

廬
舎
那
仏
が
鎮
座
さ
れ
る
蓮
台
に

上
っ
た
。（
※
こ
の
蓮
台
に
は
一
般
の
参

拝
者
は
立
ち
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
）

　
大
仏
殿
で
は
声
明
と
と
も
に
蓮
の

花
び
ら
を
模
っ
た
五
色
の
散さ

ん

げ華
が
ま
か

れ
、東
大
寺
に
納
経
さ
れ
た
大
般
若
経

６
０
０
巻
に
よ
る
転て

ん
ど
く
じ
ゅ

読
誦
が
執
り
行

わ
れ
た
。

　
宗
派
の
違
い
を
超
え
一
堂
に
会
し
、

大
仏
殿
内
に
響
き
渡
る
転
読
誦
に
参

拝
者
は
「
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。
お
作
法
も
違
え
ば
お
経
の
読
み

方
も
違
う
の
に一つ
に
な
る
の
で
す
ね
。

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」「
も
の
す
ご

い
迫
力
の
あ
る
読
経
に
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
の
お
坊
さ
ん
を
普
段

目
に
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
壮
大
で
す

ね
」と
大
仏
殿
を
見
上
げ
て
い
た
。
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◇防犯対策◇

国宝・重要文化財を守るため
各自治体が補助制度を導入

行 政 ・観 光 の 最 新 情 報 を リ ポ ー ト

対象となるうえ申請手続きも複雑とあって、小規模な
寺社は活用できないのが現状だった。しかし、今回新
たに導入された対策では、簡易な防犯設備も補助の
対象となり申請手続きも大幅に簡略化されるとあって、
より多くの寺社が防犯対策に取り組めるはずだ。日本
でも有数の神社仏閣が点在する、また歴史ある旧跡を
残す奈良県において、新たな被害を防ぐための重要な
足がかりとなりそう。

こうした防犯設備への補助金をはじめ、各自治体に
おいて日本の文化遺産を守るための様々な補助制度
が展開されている。国宝や重要文化財はもちろん、地
域に根付いた歴史ある神社仏閣は、日本の歴史や文
化を正しく理解し伝承するためには決して欠かせない国
の宝であり、日本人にとっては心のよりどころでもある。
世界に誇るべき日本の素晴らしい財産を守るため、各々
が防犯意識を高めるとともに、各自治体の補助制度を
有効利用して、状況に応じた効果的な防犯対策を講
じてほしい。
　

資料提供：奈良県教育委員会事務局 文化財保存課

周知の通り、ここ数年罰当たりな犯人による悪質な
事件が多発し、全国の神社仏閣の関係者が頭を悩ま
せている。文化庁の調査において1950年以降、少
なくとも83点の国宝や重要文化財が盗まれていること
が明らかになったが、未指定文化財を含めばその数は
氷山の一角。さらに盗難以外にも、最近では近畿地
方を中心とした寺社の国宝や重要文化財に油のような
液体が撒かれるといった破損被害が相次いで発生し、
社会問題として連日ニュースで報じられたのも記憶に新
しいだろう。

今なお増え続けている神社仏閣での被害に伴い、全
国各地で防犯に対する様々な取り組みが始まっている。
神戸市では「貴重な文化財を犯罪から守れれば」

との思いから、寺社や洋館など市内の指定文化財計
41カ所の建造物を対象に、防犯カメラの設置費用を
補助する緊急対策を発表。5月から申請の受付をスター
トした。その結果、補助対象となった41カ所のうちす
でにカメラを設置している建造物が 2 割程度だったこと
が判明するなど、改めて防犯対策における認識の甘さ
も浮き彫りとなった。
また先述の油被害が、世界遺産の東大寺や春日大
社など全国最多の 19 件に及んだ奈良県では文化財
防犯緊急対策事業を発表。今年度の一般会計補正
予算案に 3 千万円を盛り込み、国宝や重要文化財を
はじめ国や県の指定文化財を所有する寺社を対象に、
防犯カメラやセンサーの設置・改修費について建造物
1 棟につき上限２５万円（補助率１／２）を補助する。
これまでも国や県による補助制度は実施されていたも
のの、主に数百万円以上の大掛かりな設備が補助の

行 政 ・ 観 光 ニ ュ ー ス

全国に広がる悪質被害
まだまだ氷山の一角

各自治体の補助制度を利用し
効果的な防犯対策を

日本の財産を守る打開策
防犯設備の補助金制度を導入

※写真はイメージです。
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◇地域活性◇

日本の文化･伝統を国内外に発信
初の「日本遺産」18 件を認定 

近世日本の教育遺産群 －学ぶ心・礼節の本源－
＜茨城県（水戸市 )・栃木県（足利市）・岡山県（備前市）・大分県(日田市)＞

文化庁は、2015 年 4月21日に行われた日本遺
産審査委員会の審議を経て、申請があった83 件の
中から18 件を「日本遺産」として初認定した。
「日本遺産」とは、日本国政府が 2013 年に「クー
ルジャパン」戦略の一環として打ち出した施策で、遺
跡や伝統芸能などの有形・無形の文化財群をツール
に、その土地の歴史や特色をまとめた “ストーリー”を
認定するもの。それらの魅力的なストーリーに込められ
た日本の文化・伝統を国内だけでなく海外にも発信し、
観光効果などでの地域の活性化を目指している。
 

認定の基準となる“ストーリー”とは、単に建造物
や遺跡、名勝地、祭りなど個々の文化財の価値を解
説するだけでなく、文化財が継承・保存されている歴
史的経緯や風習などを踏まえながら明確なテーマを設
定し、いかにその地域の魅力を伝えられているかが重
要なポイントとなっている。つまり、これまでのように遺
産そのものを“点”として認定するだけでなく、広範囲
に点在する様々な遺産を“面”として捉えて認定すると
いう新しい試みだ。これらの認定基準により、“ストー
リー”のタイプが、単一の市町村内で完結する「地
域型」と、複数の市町村にまたがって展開する「シリ
アル型」の 2 種に分類されているのも興味深い。
今回認定された 18 件の「日本遺産」の中では、
岐阜市の『「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下
町・岐阜』や尾道市の『尾道水道が紡いだ中世から
の箱庭的都市』などが「地域型」として、また、茨城・
栃木・岡山・大分の 4 県の藩校・私塾に関わる文化

財をまとめた『近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼
節の本源－』や四国 4 県 57 市町村による『「四国
遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～』などが
「シリアル型」として認定されている。

これに合わせて「日本遺産」のロゴ
マークも決定。日本を表した真っ赤な
日の丸の下に JAPAN HERITAGE
（日本遺産）の文字を縦格子のように
デザインしたスタイリッシュなロゴマーク
で、今回認定された日本遺産で表示さ
れるのはもちろん、各種案内のパンフ
レットにも掲載される。文化庁は、こ
れからも年1回のペースで「日本遺産」
を認定し、東京五輪・パラリンピック
が開催される2020 年までには100 件程度に増やす
予定だ。認定された自治体には、国が多言語のホー
ムページ作成やボランティア解説員の育成などの事業
費を補助し、国内外の観光客をもてなす準備を支援し
てくれる。
今後「日本遺産」が地域の知名度アップのあしが

かりとしてはもちろん、日本の伝統文化を世界に発信
するブランドとして価値を高めていくのは間違いない。
今回選ばれなかった自治体も再提案できることもあり、
改めて全国の市町村が地域の歴史や文化を見つめ直
し、また住民自らが身近な地域の魅了を再認識してい
くことになるだろう。

＝参考＝
文化庁ホームページ　http://www.bunka.go.jp/
資料協力：文化庁文化財部記念物課

認定のポイントとなる“ストーリー”

「日本遺産」とは

ロゴマークが決定し、ブランド価値も高まる

〈「日本遺産」
	 	ロゴマーク	〉

▼「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜
　＜岐阜県（岐阜市）＞

▲「四国遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～
　＜愛媛県・高知県・徳島県・香川県（各県内 57 市町村）＞

４４番 大宝寺参道 岐阜城と鵜飼い観覧
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◇防犯対策◇

国宝・重要文化財を守るため
各自治体が補助制度を導入

行 政 ・観 光 の 最 新 情 報 を リ ポ ー ト

対象となるうえ申請手続きも複雑とあって、小規模な
寺社は活用できないのが現状だった。しかし、今回新
たに導入された対策では、簡易な防犯設備も補助の
対象となり申請手続きも大幅に簡略化されるとあって、
より多くの寺社が防犯対策に取り組めるはずだ。日本
でも有数の神社仏閣が点在する、また歴史ある旧跡を
残す奈良県において、新たな被害を防ぐための重要な
足がかりとなりそう。

こうした防犯設備への補助金をはじめ、各自治体に
おいて日本の文化遺産を守るための様々な補助制度
が展開されている。国宝や重要文化財はもちろん、地
域に根付いた歴史ある神社仏閣は、日本の歴史や文
化を正しく理解し伝承するためには決して欠かせない国
の宝であり、日本人にとっては心のよりどころでもある。
世界に誇るべき日本の素晴らしい財産を守るため、各々
が防犯意識を高めるとともに、各自治体の補助制度を
有効利用して、状況に応じた効果的な防犯対策を講
じてほしい。
　

資料提供：奈良県教育委員会事務局 文化財保存課

周知の通り、ここ数年罰当たりな犯人による悪質な
事件が多発し、全国の神社仏閣の関係者が頭を悩ま
せている。文化庁の調査において1950年以降、少
なくとも83点の国宝や重要文化財が盗まれていること
が明らかになったが、未指定文化財を含めばその数は
氷山の一角。さらに盗難以外にも、最近では近畿地
方を中心とした寺社の国宝や重要文化財に油のような
液体が撒かれるといった破損被害が相次いで発生し、
社会問題として連日ニュースで報じられたのも記憶に新
しいだろう。

今なお増え続けている神社仏閣での被害に伴い、全
国各地で防犯に対する様々な取り組みが始まっている。
神戸市では「貴重な文化財を犯罪から守れれば」

との思いから、寺社や洋館など市内の指定文化財計
41カ所の建造物を対象に、防犯カメラの設置費用を
補助する緊急対策を発表。5月から申請の受付をスター
トした。その結果、補助対象となった41カ所のうちす
でにカメラを設置している建造物が 2 割程度だったこと
が判明するなど、改めて防犯対策における認識の甘さ
も浮き彫りとなった。
また先述の油被害が、世界遺産の東大寺や春日大
社など全国最多の 19 件に及んだ奈良県では文化財
防犯緊急対策事業を発表。今年度の一般会計補正
予算案に 3 千万円を盛り込み、国宝や重要文化財を
はじめ国や県の指定文化財を所有する寺社を対象に、
防犯カメラやセンサーの設置・改修費について建造物
1 棟につき上限２５万円（補助率１／２）を補助する。
これまでも国や県による補助制度は実施されていたも
のの、主に数百万円以上の大掛かりな設備が補助の

行 政 ・ 観 光 ニ ュ ー ス

全国に広がる悪質被害
まだまだ氷山の一角

各自治体の補助制度を利用し
効果的な防犯対策を

日本の財産を守る打開策
防犯設備の補助金制度を導入

※写真はイメージです。
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昔
か
ら
「
茶
柱
が
立
つ
と
縁
起
が

い
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
茶
柱
の

立
つ
こ
と
自
体
が
滅
多
に
な
く
、
な

か
な
か
お
目
に
か
か
る
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
吉
事
の
前
触
れ

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
最
近
で
は
急
須
や
茶
漉

し
の
発
達
に
加
え
、
茶
茎
の
入
っ
た

茶
葉
の
需
要
が
減
っ
た
こ
と
で
茶
柱

す
ら
出
会
う
機
会
さ
え
め
っ
き
り
と

少
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
今
ホ
ッ
ト
な
ア
イ
テ

ム
と
し
て
ぜ
ひ
ご
紹
介
し
た
い
の
が

「
茶
柱
縁
起
茶
」。
こ
の
お
茶
、
独
自

の
技
術
で
作
っ
た
茶
柱
が
入
っ
た

〝
必
ず
茶
柱
が
立
つ
お
茶
〟
と
の
こ

と
。
こ
れ
は
縁
起
が
い
い
と
い
う
こ

と
で
、
企
業
や
ホ
テ
ル
、
旅
館
な
ど

に
加
え
て
寺
社
か
ら
も
問
い
合
わ
せ

が
殺
到
し
て
い
る
よ
う
だ
。

今
話
題
の
茶
柱
縁
起
茶
と
は
…

新
し
い
日
本
茶
の
か
た
ち

「
茶
柱
カ
プ
セ
ル
」

茶
柱
は
折
れ
や
す
く
茶
葉
は
変
質

し
や
す
い
大
変
デ
リ
ケ
ー
ト
な
も

の
。茶
柱
縁
起
茶
オ
リ
ジ
ナ
ル
の「
茶

柱
カ
プ
セ
ル
」
は
粉
末
緑
茶
と
製
法

特
許
に
よ
る
加
工
技
術
で
作
っ
て
い

る
。
茶
柱
と
粉
末
緑
茶
を
食
品
カ
プ

セ
ル
に
詰
め
る
こ
と
に
よ
り
、
茶
柱

の
折
れ
を
防
ぎ
お
茶
の
品
質
も
確
保

し
て
い
る
。
茶
柱
カ
プ
セ
ル
を
開
け

て
お
湯
呑
み
に
茶
柱
を
移
し
、
お
湯

を
そ
そ
ぐ
と
い
う
一
味
違
っ
た
お
茶

体
験
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

多
く
の
受
賞
実
績
が

保
証
す
る
味
の
良
さ

茶
柱
縁
起
茶
は
お
茶
の
く
に
八

女
・
奥
八
女
や
京
都
宇
治
の
茶
葉
を

使
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
茶
柱

縁
起
茶
は
そ
の
縁
起
の
よ
さ
だ
け
で

な
く
、
味
や
品
質
の
良
さ
で
も
各
方

面
か
ら
支
持
を
得
て
、
多
く
の
受
賞

実
績
を
誇
っ
て
い
る
。

○
世
界
緑
茶
コ
ン
テ
ス
ト
2
0
1
0
金
賞
受
賞

○
第
24
回
静
岡
国
民
文
化
祭
し
ず
お
か

　

2
0
0
9
お
茶
カ
ク
テ
ル
コ
ン
ぺ
チ
シ
ョ
ン

 

「HAPPY

　JAPAN

」O-CHACOCKTAIL

　
審
査
員
特
別
賞
受
賞

必
ず
茶
柱
が
立
つ
お
茶
、
茶
柱
縁
起
茶
が

“
ご
縁
”“
良
縁
”を
大
切
に
す
る
寺
社
で
話
題
に
!!

１．袋を開ける

４．お湯を注ぐ ３．乾いたお湯呑みに入れる

2.カプセルを開く

５．出来上がり

特 別 企 画
最新のニュース・
ホ ット な 話 題

茶柱縁起茶を
淹れてみよう!

茶柱が立った!!
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＂
ご
縁
＂
を
大
切
に
す
る

寺
社
の
授
与
品
に
最
適

茶
柱
縁
起
茶
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

は
、
１
包
タ
イ
プ
を
は
じ
め
、
3
包

絵
馬
袋
入
り
、
ギ
フ
ト
箱
入
り
な
ど

目
的
や
用
途
に
合
わ
せ
て
セ
レ
ク
ト

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
で

に
一
部
の
有
名
百
貨
店
や
小
売
店
、

旅
館
、
ホ
テ
ル
な
ど
で
贈
答
品
や

お
土
産
と
し
て
販
売
さ
れ
始
め
て

い
る
。

ま
た
、
こ
の
お
茶
は
、
必
ず
茶
柱

が
立
つ
の
で
縁
起
が
い
い
と
い
う

こ
と
で
、
ご
縁
を
大
切
に
す
る
寺
社

の
授
与
品
・
頒
布
品
と
し
て
も
注
目

を
集
め
て
い
る
。
す
で
に
結
婚
式
の

引
き
出
物
や
七
五
三
の
お
祝
い
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
た
り
、
寺
社
の
参

道
な
ど
で
も
販
売
さ
れ
人
気
を
得
て

い
る
そ
う
だ
。

名
入
れ
や

オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ッ
ケ
ー
ジ

で
イ
ン
パ
ク
ト

こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
お
茶

は
、
既
存
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
以
外
に
、

寺
社
の
名
入
れ
や
好
み
の
画
像
を

【商品のお問合せ】
一般社団法人
全国寺社観光協会 本部事務局
〒530-0044 
大阪市北区東天満1-11-13 11F

Tel.06-6360-9838 
Fax.06-6360-9848
E-mail:info@jisya-kk.jp

【総販売元】
株式会社ゲインマン

「茶柱縁起茶」
縁起袋(3包入)

「茶柱縁起茶」
ギフト箱セット(12袋入)

JAPANESE   TEAJAPANESE   TEAJAPANESE   TEA

こ
の
よ
う
に
ア
イ
デ
ア
し
だ
い
で

寺
社
独
自
の
展
開
が
考
え
ら
れ
る

茶
柱
縁
起
茶
。
寺
社
の
授
与
品
な
ど

に
、
積
極
的
に
検
討
す
る
価
値
が

あ
る
と
い
え
る
。

入
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を

企
画
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。

例
え
ば
、
ご
利
益
や
寺
社
の
見

ど
こ
ろ
を
活
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
や
、

外
国
人
参
拝
者
が
多
い
寺
社
な
ら
、

桜
や
富
士
山
な
ど
海
外
の
方
が
日
本

旅
行
の
お
土
産
と
し
て
好
む
デ
ザ
イ

ン
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
創
意
工

夫
次
第
で
寺
社
や
地
域
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
溢
れ
る
茶
柱
縁
起
茶
と
な
る

こ
と
間
違
い
な
し
だ
。

オリジナルイラスト入り

海外からの参拝者向けに

ディスプレイやPOPも一工夫

寺社の見どころを活かしたパッケージ

寺社Now編集部
考案

パッケージ例
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日
本
遺
産
の
成
立

文
化
庁
が
今
年
新
た
に
新
設
し

た
「
日
本
遺
産
」。
こ
れ
は
地
域
に

点
在
す
る
有
形
・
無
形
の
文
化
財

を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
、
世
界
に
発
信

す
る
こ
と
で
地
域
活
性
を
図
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

こ
の
日
本
遺
産
の
大
き
な
特
徴
の

ひ
と
つ
は
、
個
別
の
史
跡
や
文
化
財

な
ど
を
点
で
取
り
上
げ
る
の
で
は
な

く
、
分
散
し
た
地
域
を
ス
ト
ー
リ
ー

で
ま
と
め
上
げ
、
面
と
し
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
例
え
ば
今
年
認
定
さ
れ
た
「
近

世
日
本
の
教
育
遺
産
群
」
は
、茨
城
、

栃
木
、
岡
山
、
大
分
の
旧
教
育
施
設

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
隣
接
地
域

で
さ
え
な
い
広
範
囲
に
渡
る
名
所
を

横
串
で
紹
介
で
き
れ
ば
、
旅
行
コ
ー

ス
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

日
本
の
参
拝
旅
行
の
発
展
と

宿
坊
の
成
立
の
歴
史

私
は
宿
坊
の
歴
史
こ
そ
、
こ
の
日

本
遺
産
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
の
に
十

分
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
も
そ
も
宿
坊
の
成
り
立

ち
は
、
平
安
時
代
に
遡
り
ま
す
。
延

喜
７
年
（
9
0
7
年
）
の
宇
多
法

皇
御ご

こ

う幸
を
皮
切
り
に
、
多
く
の
上

皇
が
訪
れ
た
熊
野
。
当
時
は
宿
泊

施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
し
ば
し
ば
寺
社
が
宿
泊
施
設

と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
永
保
元
年

（
1
0
8
1
年
）
に
熊
野
に
参
詣
し

た
藤ふ

じ
わ
ら
の
た
め
ふ
さ

原
為
房
が
記
し
た
『
大だ

い

ぎ

ょ

き

御
記
』

に
は
、
道
中
に
和
泉
国
府
南
郷
の

光
明
寺
と
い
う
お
寺
に
宿
泊
し
た

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
参

拝
者
の
宿
泊
を
生
業
と
す
る
宿
坊

の
原
形
は
、
平
安
後
期
の
公く

ぎ
ょ
う卿

で

左
大
臣
ま
で
務
め
た
藤ふ

じ
わ
ら
の
む
ね
た
だ

原
宗
忠
の

『
中ち

ゅ
う
ゆ
う
き

右
記
』
に
初
出
し
ま
す
。
天
仁

２
年（
1
1
0
9
年
）の
熊
野
詣
の
際
、

本
宮
で
は
修し

ゅ
り
し
ょ
う
じ
し
ゅ
ぼ
う

理
正
寺
主
房
、
新
宮
で

は
鳥と

り
い
ざ
い
ち
ょ
う

居
在
庁
、
那
智
で
は
寂じ

ゃ
く
じ
ょ
う
ぼ
う

定
坊
に

泊
ま
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
参
拝
旅
行
が
発
達
す
る
に
つ

れ
、
石
清
水
八
幡
宮
、
賀
茂
神
社
、

日
吉
大
社
な
ど
に
も
同
様
の
宿
が
登

場
し
ま
す
。

こ
う
し
た
宿
坊
は
当
初
、
貴
族
階

級
の
宿
泊
が
中
心
で
し
た
。
し
か
し

鎌
倉
時
代
に
は
武
家
に
広
ま
り
、
室

町
時
代
に
は
農
民
ま
で
が
師
檀
関

係
を
結
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
し
て
江

戸
時
代
の
中
・
後
期
に
入
る
と
日
本

は
、
世
界
で
も
類
を
見
な
い
一
般
庶

民
に
ま
で
旅
が
浸
透
し
た
旅
行
大
国

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
政
治
が
安
定

し
、
貨
幣
経
済
が
普
及
し
、
主
要
街

道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
参
勤
交

代
の
道
中
費
用
は
諸
大
名
の
年
間

宿坊研究会レポート

熊野古道 出羽三山・羽黒山

伊勢神宮（内宮）善光寺

世界唯一の旅行大国を作った宿坊の歴史
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦

第3回
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支
出
の
5
〜
10
％
を
占
め
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
街
道
や
各
宿

場
街
の
整
備
拡
張
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
ハ
ー
ド
が
整

い
、
さ
ら
に
情
報
が
庶
民
の
手
元
に

届
い
た
こ
と
で
、
宿
坊
は
網
の
目
の

よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て

い
き
ま
す
。
宿
坊
は
単
に
、
お
参
り

に
来
た
参
拝
者
を
泊
め
る
だ
け
の
宿

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
国
各

地
に
出
か
け
て
は
所
属
す
る
寺
社
の

ご
利
益
を
説
き
、
道
中
の
ル
ー
ト
や

宿
の
紹
介
、
現
地
で
の
世
話
を
一
手

に
引
き
受
け
る
旅
行
会
社
の
よ
う
な

役
割
を
見
せ
ま
す
。
さ
ら
に
画
期
的

な
の
は
加
入
者
間
で
積
み
立
て
た
お

金
で
代
表
者
が
参
拝
に
出
る
講
の
結

成
に
尽
力
し
、
裕
福
で
な
い
庶
民
が

現
実
的
に
旅
行
に
出
か
け
る
手
段
ま

で
作
っ
た
こ
と
で
す
。

最
盛
期
の
伊
勢
神
宮
で
は
、
御
師

の
宿
は
8
0
0
軒
を
数
え
て
い
ま

し
た
。
ま
た
修
験
道
の
聖
地
と
し
て

篤
い
信
仰
の
あ
っ
た
山
形
県
出
羽
三

山
の
手
向
地
区
に
は
、
3
3
6
坊

が
軒
を
連
ね
て
い
ま
す
。
江
戸
か
ら

お
参
り
し
や
す
い
神
奈
川
県
の
大

山
は
関
東
一
円
で
70
万
軒
に
も
上
る

世
帯
が
講
に
加
入
し
、
そ
の
他
も

日
本
各
地
で
宿
坊
街
は
活
況
を
呈

し
て
い
き
ま
す
。
当
時
の
旅
行
と
は

ほ
ぼ
寺
社
へ
の
参
拝
を
意
味
し
て
お

り
、
宿
坊
は
日
本
の
旅
に
情
報
と
仕

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
一
般
の

人
間
に
と
っ
て
は
「
宿
坊
」
と
言
う

言
葉
さ
え
知
ら
な
い
方
は
多
く
、
寺

社
巡
り
が
趣
味
の
人
で
も
宿
坊
が
世

界
に
類
を
見
な
い
旅
行
国
を
作
っ
た

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
知
り
ま

せ
ん
。
日
本
各
地
の
宿
坊
街
が
手
を

組
め
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
な
い

最
大
規
模
の
広
域
日
本
遺
産
に
な
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
登

録
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
日
本

の
旅
を
作
っ
た
宿
坊
ス
ト
ー
リ
ー
が

広
ま
れ
ば
、
既
存
の
宿
坊
に
と
っ
て

も
新
し
く
宿
坊
を
始
め
よ
う
と
い
う

寺
社
に
と
っ
て
も
追
い
風
に
な
り
ま

す
。
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
可
能
性

が
広
が
る
宿
坊
の
歴
史
。
世
界
に
向

け
て
宿
坊
を
発
信
す
る
上
で
、
根
っ

こ
を
掘
り
下
げ
る
作
業
も
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

組
み
を
流
通
さ
せ
る
上
で
大
き
な
役

割
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ

は
50
日
間
で
3
6
2
万
人
が
伊
勢

を
訪
れ
た
と
い
う
宝
永
の
お
蔭
参
り

（
1
7
0
5
年
）
や
、
葛
飾
北
斎
の

富
嶽
三
十
六
景
、
歌
川
広
重
の
東
海

道
五
十
三
次
、
十
返
舎
一
九
の
東
海

道
中
膝
栗
毛
な
ど
、
日
本
を
代
表

す
る
芸
術
の
土
台
な
ど
に
も
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

日
本
各
地
の
宿
坊
の
連
携
が

広
域
日
本
遺
産
の
可
能
性
に

日
本
に
は
現
在
ま
で
宿
坊
街
と

し
て
続
い
て
い
る
寺
社
は
も
ち
ろ
ん
、

今
で
は
宿
坊
の
無
い
地
域
も
多
く
あ

り
ま
す
。
し
か
し
近
年
に
な
っ
て
富

士
山
麓
や
富
山
県
の
立
山
な
ど
多

く
の
宿
坊
が
失
わ
れ
た
場
所
で
も
、

歴
史
の
掘
り
起
こ
し
や
活
用
に
目
を

向
け
た
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ

の
歴
史
の
輪
を
真
剣
に
つ
な
げ
て
い

け
ば
、
日
本
中
を
ほ
ぼ
す
べ
て
網
羅

で
き
る
ほ
ど
で
す
。
日
本
遺
産
の
運

用
は
こ
れ
か
ら
が
本
番
で
す
。
初
年

度
は
18
件
が
認
定
を
受
け
ま
し
た

が
、
文
化
庁
で
は
2
0
2
0
年
ま

で
に
1
0
0
件
程
度
に
ま
で
増
や

す
こ
と
を
目
標
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
も
し
日
本
遺
産
と
し
て
登
録

さ
れ
れ
ば
、
日
本
を
代
表
す
る
旅
行

コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
様
々
な
支
援
を

堀
ほ り う ち か つ ひ こ

内克彦 プロフィール

寺社旅研究家・宿坊研究会代表。
「人生を変える寺社巡り」がテーマの寺社旅研究
家。各地で寺社活性化・地域活性化の講演を実
施し、寺院コンサルタントとしても活動中。
著書に『宿坊に泊まる』（小学館文庫）、『こころ
美しく京のお寺で修行体験』（淡交社）、『恋に効く！ 
えんむすびお守りと名所』（山と溪谷社）など。

宿坊の魅力を伝える国内初のWEBサイト

宿坊ポータルサイト『和空 (わくう )』オープン !

【お問合せ先】
一般社団法人　全国寺社観光協会　本部事務局
TEL.06-6360-9838　FAX.06-6360-9848
e-mail：info@jisya-kk.jp

近年、国内外から宿坊が注目されているそんな中、「伝統文化を体験しよう」をコン
セプトとする宿坊ポータルサイト「和空(わくう)」がオープンした。

■国内最大級の宿坊情報をサイトに集約
「和空」は、宿坊を日本の歴史や伝統文化が凝縮された“和の空間”として捉え、
その名がつけられた。日本国内の宿坊情報を宗旨・宗派を問わず掲載し、その数は
国内最大級。ユーザーはインターネット上で簡単に宿坊を検索・予約が可能(登録
不要・利用無料)

■宿坊の魅力を伝える豊富なコンテンツ
このサイトの最大の魅力は豊富なコンテンツにある。宿坊の紹介や伝統文化の体験
など、宿坊を中心とした旅の情報を伝えるほか、寺社が根差す地域の魅力や季節性
のコンテンツも記事や写真、動画で紹介していく。

なお、和空では随時掲載希望の宿坊と関連施設を募集しており、宿坊の掲載やサイト
運営に関する負担は一切不要となっている。

http://wa-qoo.com
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ワット・ポー：プラペートラチャ王時代（1688～1703年）
に建立されたといわれるバンコク最古の寺院。

タ
イ
式
マ
ッ
サ
ー
ジ
教
育
の
総
本
山

バ
ン
コ
ク
最
古
の
寺
院
ワ
ッ
ト
・ポ
ー

海
外
の
神
社
・
仏
閣
を
紹
介

世

界
の

寺

社

　
国
民
の
95
パ
ー
セ
ン
ト
が
仏
教
徒
と
、

ま
さ
に
世
界
一
の
仏
教
国
で
あ
る
タ
イ
。

タ
イ
国
王
自
身
が
仏
教
に
帰
依
し
、
仏
教

を
擁
護
す
る
関
係
が
今
日
ま
で
保
持
さ
れ

て
い
る
。
タ
イ
仏
教
は
東
南
ア
ジ
ア
大
陸

部
地
域
で
多
数
を
占
め
る
上
座
仏
教
で
あ

る
が
、
王
制
と
独
立
を
守
り
、
近
隣
諸
国

の
よ
う
に
内
戦
や
社
会
主
義
体
制
を
経
験

し
な
か
っ
た
こ
と
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ

て
き
た
。

　
東
南
ア
ジ
ア
仏
教
社
会
で
初
め
て
制
定

さ
れ
た「
サ
ン
ガ
統
治
法
」（
１
９
０
２
年
）。

寺
院
と
僧
侶
の
登
録
義
務
や
戒
壇
設
置
の

規
則
を
定
め
、
さ
ら
に
国
家
が
推
奨
す
る

教
育
課
程
や
仏
教
行
事
も
定
め
た
。
西
欧

の
植
民
地
勢
力
と
対
峙
す
る
た
め
、
寺
院

を
使
っ
た
国
家
統
制
と
も
言
え
る
取
組
の

流
れ
の
中
で
、
国
家
が
主
導
し
て
仏
教
の

基
礎
を
整
え
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
サ
ン
ガ
統
治
法
に
よ
り
、
出
家
の

集
ま
り
で
あ
る
サ
ン
ガ
に
参
加
す
る
場
合
、

国
家
へ
の
届
け
が
必
要
と
な
っ
た
。
つ
ま
り

出
家
者
は
国
家
に
よ
っ
て
一元
化
さ
れ
た
サ

ン
ガ
組
織
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
仏

教
は
、
寺
院
を
介
し
て
教
育
イ
ン
フ
ラ
の

整
備
と
全
国
的
な
教
育
水
準
の
平
準
化
を

お
こ
な
っ
て
き
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
日

本
の
寺
院
の
人
別
帳
が
明
治
以
降
戸
籍
の

役
割
を
果
た
し
、
行
政
機
能
を
補
佐
し
て

い
っ
た
流
れ
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
タ
イ
で

は
寺
院
と
サ
ン
ガ
が
世
俗
教
育
を
も
提
供

す
る
教
育
機
関
と
し
て
の
機
能
を
補
佐
し

て
き
た
。
都
市
部
に
比
べ
地
方
に
寺
院
が

多
い
の
も
こ
の
た
め
だ
。

　
現
在
で
も
、
こ
の
役
割
は
変
わ
ら
な
い
。

寺
院
の
中
で
学
問
を
続
け
れ
ば
、
誰
で
も

将
来
の
道
も
開
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

寺
院
が
人
々
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
チ
ャ
ン

ス
を
提
供
し
て
い
る
の
だ
。

　
タ
イ
最
古
の
寺
院
「
ワ
ッ
ト
・
ポ
ー
」
は

教
育
機
関
と
し
て
、
そ
の
特
異
性
が
際
立

つ
。
タ
イ
式
マ
ッ
サ
ー
ジ
教
育
の
総
本
山

で
あ
り
、
技
能
検
定
機
関
で
も
あ
る
の
だ
。

タ
イ
式
マ
ッ
サ
ー
ジ
は
、
僧
侶
や
医
師
ら

に
よ
っ
て
そ
の
技
術
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

１
９
５
７
年
に
は「
タ
イ
伝
統
医
学
校
」

が
開
校
さ
れ
、
保
健
衛
生
省
の
管
理
の
元
、

免
許
を
発
行
し
て
い
る
。
今
で
は
国
内
に

留
ま
ら
ず
、
海
外
か
ら
も
男
女
を
問
わ
ず

タ
イ
式
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
学
び
に
き
て
い
る
。

　
サ
ン
ガ
統
治
法
制
定
か
ら
１
０
０
年
以

上
を
経
て
な
お
、
タ
イ
で
は
サ
ン
ガ
が
今

も
な
お
息
づ
い
て
い
る
。

写真提供：タイ国政府観光庁

タイ　
 ワット・ポー　Pra Nakorn, Bangkok
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株式会社 京都平安美術
〒617-0811
京都府長岡京市粟生田内28-83
TEL.090-3679-5648( 代表直通 )

千
年
先
に
残
す

伝
統
美
術
修
復
師
の
仕
事

１.２.日本画絵師が新たに手
掛ける「浄土二十五菩薩図」
の制作風景。完成後は手前
に宮殿が置かれる為に絵が隠
れる部分も多い。しかし見えな
くなる箇所も一切手を抜くこと
なく細密に描かれる。「本物を
未来に残す」という会社の方
針が日本画絵師の筆に宿る

３.４. 本堂内陣の蟇
かえるまた

股の漆塗
りと彫刻彩色、琵琶板（白
波の図案）、斗組 ( 軒桁下の
積木のような箇所 )の修復の
様子。本堂全体の修復作業
を終えるには、3年ほどの歳月
を要するのだという。

５.６. 寺社物件全体の管理と
共に、現場や工房内で修復
作業に専念する河村氏。必ず
自分の目と手が行き届く範囲
内で仕事を請け負うという姿
勢に、職人としての拘りと責
任をもって修復事業に取り組
んでいる様子が伝わってくる。

紹介写真の御寺院
1.2．「浄土二十五菩薩図新
調の様子」京都府福知山市
　朝耀山明覺寺
3.4．「本堂内荘厳彩色漆塗
修復の様子」山梨県富士吉田
市　寶松山大正寺
5．「内陣上がり二段框漆塗
修復の様子」宮崎県都城市　
天竜山攝護寺
6．「御本尊阿弥陀如来立像
修復の様子」鹿児島県曽於
市　龍善山願成寺　

1

2

3

4

5

6

「
時
代
と
と
も
に
失
わ
れ
て
い
く

文
化
財
。
そ
れ
ら
を
守
り
、
未
来
へ

と
伝
え
残
す
の
が
私
た
ち
文
化
財
修

復
師
の
使
命
で
す
」
そ
う
語
る
の
は

㈱
京
都
平
安
美
術
代
表
取
締
役
で

あ
る
河
村
悠
介
氏
。

「
修
復
対
象
と
な
る
社
寺
建
造

物
の
調
査
で
は
、
造
立
年
代
や
過
去

の
伝
統
技
法
を
解
明
す
る
だ
け
で
な

く
、
寺
社
の
歴
史
や
文
化
、
地
域
の

気
温
や
湿
度
と
い
っ
た
自
然
環
境
に

至
る
ま
で
詳
細
に
調
査
し
て
最
適
な

修
復
方
法
を
導
き
出
し
ま
す
」

こ
う
し
た
作
業
は
修
復
後
に
よ
り

良
い
状
態
で
未
来
に
伝
え
て
い
く
上

で
と
て
も
大
切
な
の
だ
と
い
う
。

ま
た
、
河
村
氏
は
宮
大
工
、
絵
師
、

塗ぬ

し師
、
錺か

ざ
り
し師

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
お
け
る
一
流
の
職
人
た
ち
と
幅
広
い

連
携
を
取
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
修
復
対
象
に

お
い
て
も
、
常
に
最
高
の
手
仕
事
を

提
供
で
き
る
環
境
を
整
え
て
い
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

「
地
域
に
愛
さ
れ
て
こ
そ
未
来
へ

と
継
承
さ
れ
て
い
く
文
化
財
。

千
年
先
ま
で
残
る
よ
う
な
仕
事
を

す
る
に
は
、
確
か
な
職
人
技
術
と
共

に
、
如
何
に
地
域
の
方
々
に
喜
ん
で

貰
え
る
仕
事
と
な
る
か
が
重
要
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
」

寺
社
と
地
域
と
職
人
。
こ
の
三
位

一
体
の
輪
を
大
切
に
し
て
修
復
に
励
む

河
村
氏
の
も
と
に
は
、
今
日
も
全
国

各
地
か
ら
修
復
に
関
す
る
相
談
が
数

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
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佐々井 秀嶺
インドラ寺住職

1935年　岡山県生まれ。25歳の時、高尾山薬王院にて得度。1988年インド国籍
を取得。インド名Arya Nagarjuna Shurei Sasai。2003年より3年間、インド政府少
数者委員会（マイノリティ・コミッション）の仏教代表に就任。1990年代より、
マンセル遺跡、シルプール遺跡に関わり、仏教遺跡の発掘、保存を展開する。

インドラ寺
インド中西部の
マハーラーシュトラ州ナーグプル

日本人でありながら、一億人ともいわれるインド仏
教徒を束ねる最高指導者となった異色の僧侶・佐々
井秀嶺師は、インド初代法務大臣で「インド憲法
の父」と呼ばれたB.R.アンベードカル博士（1891
年 -1956 年）の仏教改宗運動を引き継いだ指導
者の一人だ。

「ブッタの教えは“戦争”というものがなく平和、
慈悲、平等この３つを説いている。仏の道こそ、
生きる道。国が違っても仏教は仏教、皆同じ。神
もまじないもない。人生は自分で切り開くためにある」
と語る佐々井師。若かりし頃に神はいるのか？と悩
み、思い余って自殺をはかろうと真冬の乗鞍岳に登
頂する。朦朧とした意識の中、右手に握った石で
額を叩きつけながら生きたいと願ったその時‘自然と
一体になり、全てを受け入れよ’という仏の教えが
浮び恐怖が消え去ったという。程なく仏の道を貫く
決心をする。その時の傷跡は今も残っている。
31 歳の時にインドに渡り、定住先となったナグ

プールに来たのは「我は龍樹なり。汝速やかに南
天竜宮へ行け。汝の法城は我が法城。我が法城
は汝が法城なり。南天鉄塔もまたそこに在り」と夢
のお告げがあった。そこは、カースト最下層ダリット
出身のアンベードカル博士が 50 万人の民衆ととも
に、仏教徒に改宗した地だった。

今のとてもお元気な姿からは、昨年、体調を悪化
させ一時危篤に陥ったとは想像もつかない。「死の
淵を彷徨って4人の観音様に出逢った。でもまだ
死ねない、もっと生きたいと懇願した。仏教徒のた
めのブッタガヤの奪還、大乗仏教の祖といわれる龍
樹菩薩の地、南天竺の仏教遺跡の発掘、検証とや
ることが一杯ある」。今も荒廃が進む仏教遺跡の復
興、発掘活動に力を注いでいる。20年前から続け
ているブッタガヤの奪還運動は世界的にも認められ、
ユネスコ世界遺産の登録のきっかけともなった。
これまで歩んできた道は龍樹菩薩のお導きであ

り、南天鉄塔を探し仏教の歴史的痕跡を検証して
いくことを使命と受けとめる佐々井師。80 歳という
年齢を微塵も感じさせない矍

かくしゃく

鑠としたお姿だ。

インド仏教復興運動の中心人物

プラナブ・ムカルジーインド大統領に嘆願書を渡す佐々井師

活 性 人
寺社を活性化させる
キーパーソンに聞く
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京
都
や
奈
良
に
あ
る
高
貴
な
仏
像

と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
、
ど
こ
か
お
だ
や

か
で
、
ど
こ
か
お
お
ら
か
で
、
見
る
者

の
気
持
ち
を
和
ら
げ
思
わ
ず
笑
み
を

返
し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
庶
民
的
な

風
貌
を
持
つ
木も

く
じ
き
ぶ
つ

喰
仏
が
今
も
新
潟
県

に
約
2
6
0
体
残
さ
れ
て
い
る
。

新
潟
県
長
岡
市
の
寳ほ

う
し
ょ
う
じ

生
寺
。
創
設

し
て
1
0
0
0
年
以
上
の
古
刹
で
あ

る
こ
の
寺
の
一
角
に
32
体
の
観
音
像
が

鎮
座
す
る
お
堂
が
あ
る
。
1
8
0
4

年
（
文
化
元
年
）、
87
歳
を
迎
え
た

木
喰
上
人
が
境
内
の
オ
オ
イ
チ
ョ
ウ

を
見
て
「
西
国
三
十
三
観
音
を
彫
ら

せ
て
ほ
し
い
」
と
住
職
に
願
い
出
、
地

域
の
民
衆
を
救
い
た
い
と
の
一
念
で
彫

り
上
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
高
貴
な
お
顔
の
仏
様
と
は
違
う

が
、
心
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
庶
民
的

な
い
や
し
の
お
仏
像
で
す
」
と
語
る

富
澤
御
住
職
。
普
段
は
公
開
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、
お
申
し
込
み
が
あ
れ
ば

お
堂
を
開
け
て
く
れ
る
。
扉
を
開
け

木
喰
仏
を
見
た
瞬
間
目
に
一
杯
涙
を

た
め
る
人
や
、
半
日
じ
っ
と
見
つ
め

て
い
た
い
と
申
し
出
る
人
も
い
る
そ

う
だ
。

失
わ
れ
た
一
体
を
除
く
32
体
の
観

音
像
の
中
央
、
一
体
だ
け
光
背
が
な

く
ほ
か
よ
り
も
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
な

像
が
あ
る
。
そ
れ
は
木
喰
上
人
が
自

ら
の
姿
を
刻
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

（
自
刻
像
）。
87
歳
に
し
て
ま
さ
に
円

熟
期
を
迎
え
た
木
喰
上
人
の
、
心
穏

や
か
な
微
笑
み
を
見
る
よ
う
な
姿
だ
。

新
潟
県
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
木
喰
仏

西
国
三
十
三
観
音
・
自
刻
像

自刻像 ( 上 ) と西国三十三観音 ( 下 )

真言宗  豊山派  金亀山
寳生寺
〒 940-2041
新潟県長岡市白鳥町 486

うちのお宝神社・仏閣に隠された宝物を逸話とともにご紹介

OTAKARA
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1
8
4
8
年
（
嘉
永
元
年
）
に
建

立
さ
れ
た
貴た

か
の
り渡
神
社
。
上
杉
謙
信
と

縁
の
深
い
越
後
の
巣す

も

り守
神
社
の
境
内

に
鎮
座
す
る
。
こ
こ
に
、
江
戸
時
代
末

期
に
活
躍
し
た
木
彫
り
の
名
工
、
石

川
雲
蝶
が
手
が
け
た
彫
刻
が
残
さ
れ

て
い
る
。
江
戸
彫
り
の一流
派
・
石
川
流

の
本
流
門
人
で
、
20
歳
代
で
彫
物
師

と
し
て
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
雲
蝶
は

越
後
を
拠
点
に
神
業
的
な
作
品
を
数

多
く
残
す
。

貴
渡
神
社
は
栃
尾
の
地
場
産
業
と

な
っ
た
栃
尾
紬
の
基
礎
を
築
い
た
植

村
角
左
衛
門
貴
渡
を
祭
神
と
し
、
通

称
「
機
神
様
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、

今
も
祭
礼
日
に
は
織
物
関
係
者
が
数

多
く
参
拝
し
て
い
る
。
も
と
も
と
は

植
村
家
の
私
社
で
あ
り
屋
敷
の
敷
地

内
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
在
の

個
人
を
お
祀
り
し
、
し
か
も
彫
刻
は

そ
の
業
績
に
ち
な
ん
だ
も
の
と
い
う

神
社
の
祭
神
と
一
体
に
な
っ
た
例
は
と

て
も
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
他
の
雲

蝶
の
彫
刻
と
は
異
な
り
、
自
信
た
っ

ぷ
り
な
「
石
川
安
兵
衛 

雲
蝶
」
の
大

き
な
銘
も
他
に
な
い
も
の
が
あ
る
。

社
殿
全
体
が
雲
蝶
の
作
品
で
埋
め

尽
く
さ
れ
て
い
る
様
は
ま
さ
に
壮
観
。

桑
摘
み
や
蚕
の
世
話
を
す
る
養
蚕
の

様
子
か
ら
機
織
ま
で
が
彫
刻
で
表
現

さ
れ
て
い
る
。
越
後
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
の
異
名
を
持
つ
雲
蝶
の
臨
場
感

溢
れ
る
ノ
ミ
さ
ば
き
に
織
物
産
業
が

盛
ん
だ
っ
た
当
地
の
面
影
が
し
の
ば

れ
る
。

越
後
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
石
川
雲
蝶

社
殿
彫
刻

貴渡神社
〒 940-0415
新潟県長岡市栃堀
（巣守神社境内内）
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風まかせ �
野田博明

1

2

3

4

海
の
精
霊
が
し
る
し
た
澪
標

わ
た
し
は
阿あ

ず
み
の
い
そ
ら

曇
磯
良
と
い
う
海あ

ま人

族
の
神
、
海
の
精
霊
に
ず
っ
と
心
惹

か
れ
て
い
る
。
こ
の
春
、
磯
良
の
鎮

ま
る
志し

か

の

し

ま

賀
島
を
訪
ね
た
。
福
岡
空
港

に
到
着
す
る
直
前
、
眼
下
に
広
が
る

玄
界
灘
に
白
砂
青
松
の
細
長
い
砂

州
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
ど
ん
詰
ま

り
に
目
指
す
志
賀
島
は
浮
か
ん
で
い

た
。「君

が
代
は　

千
代
に
八
千
代
に

さ
ざ
れ
い
し
の　

い
わ
お
と
な
り
て

こ
け
の
む
す
ま
で
」

右
は
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
ご
存

じ
の
は
ず
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
と
表

し
て
み
た
い
今
日
こ
の
頃
の
日
本
の

国
歌
で
あ
る
・
・
・
と
云
い
た
い
が
、

実
は
こ
れ
、
龍
の
都
・
志
賀
海
神
社

に
上
古
よ
り
伝
わ
る
「
山
誉
め
神

事
」
の
口
上
の
一
節
な
の
で
あ
る
。

海
神
・
綿
津
見
三
神
を
祀
る
同
社

は
あ
の
〝
漢
委
奴
国
王
〞
の
金
印
を

出
土
し
た
志
賀
島
（
福
岡
市
東
区
）

に
鎮
座
す
る
。
こ
の
島
は
『
日
本
書

紀
』
や
『
筑
前
國
風
土
記
』
に
も
登

場
し
、『
万
葉
集
』
に
は
筑
前
国
志

賀
の
白あ

ま
水
郎
の
歌
が
収
載
さ
れ
る
な

ど
古
い
謂
れ
と
幾
多
の
伝
承
を
そ
の

浜
辺
に
埋う

ず

め
る
〝
ま
ほ
ろ
ば
の
地
〞

で
あ
る
。

紀
の
仲
哀
天
皇
九
年
九
月
条
は
、

新
羅
親
征
の
準
備
を
整
え
た
神
功

皇
后
が
「
西
海
に
出
で
て
国
有
り

や
」
と
「
磯し

か

の

あ

ま

な

ぐ

さ

鹿
海
人
名
草
を
遣
わ
し

て
覩み

し
め
た
ま
」
ひ
、
出
陣
の
決
断

を
皇
后
に
促
す
詳
報
を
志
賀
島
の

海
人
が
も
た
ら
し
た
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、『
筑
前
国
風
土
記
逸
文
・

資し

か珂
の
嶋
』
に
も
、「
気お

き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
足
姫
尊

（
神
功
皇
后
）、
新
羅
に
幸い

で
ま

し
し
時
、

御
船
、
夜
時
に
こ
の
嶋
に
来
り
泊
り

け
り
。
陪
臣
に
名
を
大
浜
、
小
浜
と

い
ふ
者
あ
り
」
と
あ
る
。
こ
の
大
浜

と
い
う
陪
臣
こ
そ
が
応
神
紀
で
、「
阿

曇
連
が
祖
・
大
浜
宿
禰
を
遣
わ
し

て
、
そ
の
さ
ば
め
き
（
叛
乱
）
を
平

げ
し
む
。
因
り
て
海
人
の
宰
と
す
」

と
描
か
れ
た
海
人
族
の
統
領
、
阿
曇

族
の
祖
で
あ
る
。

こ
う
し
た
紀
の
記
述
や
風
土
記
の

叙
述
は
神
功
皇
后
と
海
人
族
の
拠

点
、
志
賀
島
と
の
濃
密
な
縁
合
を
窺

わ
せ
る
。
そ
ん
な
志
賀
海
神
社
の
境

内
に
建
つ
摂
社
・
今
宮
神
社
に
わ
た

し
の
気
に
な
る
阿
曇
磯
良
が
神
裔
と

し
て
い
ま
も
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

鎌
倉
中
後
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
筑

紫
本
・
八
幡
大
菩
薩
愚ぐ

ど

う

く

ん

童
訓
』
や
南

北
朝
時
代
の
『
太
平
記
』
が
、
八
幡

大
菩
薩
の
神
威
を
描
く
場
面
で
磯

良
の
伝
誦
を
詳
し
く
語
っ
て
い
る
。

神
功
皇
后
が
新
羅
征
伐
の
軍
評

定
に
全
国
の
天
神
地
祇
を
招
集
し
た

が
、
海
底
に
棲
む
磯
良
だ
け
が
お
召

に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
踊
り

に
目
の
な
い
磯
良
を
誘
い
出
す
た
め

住
吉
大
明
神
等
が
拍
子
を
打
ち
神

楽
を
舞
い
、
八
乙
女
が
鈴
を
鳴
ら
し

舞
を
指
し
た
。
そ
の
陸
地
の
あ
ま
り

の
賑
や
か
さ
に
堪
ら
ず
滄そ

う
か
い海
か
ら
浮

か
び
上
が
っ
た
磯
良
。
永
年
の
海
中

生
活
ゆ
え
に
顔
や
体
躯
に
牡か

き蠣
や
海

藻
が
へ
ば
り
つ
き
、「
餘
ニ
顔
之
悪
キ

事
ヲ
恥
給
テ
、
浄
衣
之
袖
ヲ
取
テ
顔

ニ
覆
ヒ
」
と
い
っ
た
奇
矯
な
風
體
で

の
参
上
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
御
頸
ニ
皷
ヲ
カ
ケ
、
セ

ヰ
ナ
ト
云
舞
ヲ
舞
ス
マ
シ
給
テ
、
参

来
有
ケ
リ
」
と
、
醜
い
顔
を
布
で
隠

し
、
首
に
鞨か

っ

こ鼓
を
か
け
た
姿
で
自
か

ら
も
舞
を
披
露
し
た
。
こ
の
磯
良
の

舞
が
今
日
に
伝
わ
る
細せ

い
の
う男
と
い
う
幽

遠
の
舞
で
あ
る
。
謁
見
を
果
た
し
た

磯
良
は
早
速
、
龍
宮
の
海
神
の
も
と

に
赴
き
、
新
羅
征
討
の
秘
策
と
な
る

潮
の
干
満
を
操
る
干
珠
・
満
珠
の
宝

珠
を
借
受
け
る
。
そ
れ
か
ら
、
船
団

の
進
軍
に
際
し
梶か

じ
と
り取
と
し
て
渡
海
を

先
導
、
戦
捷
に
大
き
く
貢
献
し
た
と

あ
る
。
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野田博明（のだ・ひろあき）

昭和26年4月生まれの64
歳。昭和50年3月、東京
大学卒業と同時に日本興
業銀行入行。広報部長・管
理部長などを経て、みずほ
ホールディングス監査役な
どを歴任、平成23年に退
任。一般社団法人  全日本
社寺観光連盟  常務理事
趣味は神社仏閣巡りを兼
ねた旅とグルメ。日本書紀
など古代史が大好き。

1 機上より・海の中津道と志賀島
2 志賀海神社・拝殿 3 摂社・今宮神社
4 鹿島神宮楼門 5 香取神宮・八脚楼門
6 春日大社・中門
7 春日大社の神鹿と二之鳥居

5

6

7

そ
の
磯
良
で
あ
る
が
、
先
の
『
愚

童
訓
』
と
十
四
、五
世
紀
に
成
立
し

た
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
・
同
紙

背
』（
高
良
大
社
発
行
）
に
、「
安
曇

磯
良
と
申
す
は
、
筑
前
国
に
て
は
志

賀
、
常
陸
ノ
国
に
て
は
鹿
島
大
明

神
、
大
和
ノ
国
に
て
春
日
大
明
神
と

申
す
也
。
一
躰
分
身
、
同
躰
異
名
の

御
事
な
り
」
と
謎
め
い
た
一
文
が
あ

る
。
こ
の
二
書
の
作
者
が
同
一
人
で
あ

る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
中
世
に
磯

良
が
志
賀
・
鹿
島
・
春
日
の
大
明
神

と
同
一
神
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
さ
ら

に
、『
愚
童
訓
』
は
「
常
陸
國
之
海

底
ニ
有
安
曇
之
磯
良
」
と
、
磯
良
の

本
拠
が
常
陸
國
で
あ
る
と
叙
述
す

る
。鹿

島
大
明
神
（
武た

け
み
か
づ
ち
の
か
み

甕
槌
神
）
を
祀

る
鹿
島
神
宮
が
鎮
座
し
、
磯
良
が
居

た
と
い
う
「
鹿
嶋
」
は
シ
カ
ノ
シ
マ

と
も
読
め
る
。
ま
た
、
武
甕
槌
神
と

と
も
に
出
雲
の
国
譲
り
を
成
し
遂
げ

た
経ふ

つ

ぬ

し

の

か

み

津
主
神
を
祭
る
香
取
神
宮
が

利
根
川
の
河
口
を
挟
み
鹿
島
神
宮
の

南
西
に
鎮
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
神
の

宿
る
地
を
香
取
と
呼
ぶ
が
、
古
き
世

に
は
楫
取
と
い
う
字
が
あ
て
ら
れ
て

い
た
。
磯
良
が
大
役
を
担
っ
た
船
団

の
楫
取
と
同
字
で
あ
る
。
そ
し
て
、

両
神
宮
に
は
神
の
使
い
た
る
鹿
（
志

賀
）
が
愛
育
さ
れ
て
い
る
。

春
日
大
社
の
ご
祭
神
は
武
甕
槌

神
、
経
津
主
神
、
天あ

め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
根
命
、

比ひ

め

み

か

み

売
御
神
の
四
柱
の
神
々
で
あ
る

が
、
そ
の
す
べ
て
の
神
を
実
は
遠
く

鹿
嶋
や
香
取
の
地
か
ら
、
ま
た
河
内

の
枚
岡
か
ら
お
招
き
し
て
お
り
、
境

内
に
は
神
鹿
が
跋
扈
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
摂
社
、
若
宮
神
社

に
〞
春
日
若
宮
お
ん
祭
り
〞
と
い
う

例
祭
が
あ
る
が
、
薄
暗
い
な
か
篝
火

が
揺
れ
る
境
内
で
白
布
を
目
の
下
か

ら
胸
下
ま
で
垂
ら
し
た
六
人
の
男
に

よ
る
細
男
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。
鞨
鼓

や
笛
が
奏
さ
れ
る
な
か
二
人
の
舞
手

が
前
屈
み
に
顔
を
伏
せ
袂
で
隠
す
仕

種
は
、
い
か
に
も
磯
良
が
そ
の
醜
さ

を
恥
じ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
志
賀
、
鹿
島
、
春
日
の

神
々
が
交
錯
す
る
交
差
点
に
そ
よ
風

が
渡
り
、
白
布
が
捲
く
れ
あ
が
っ
た

須し

ゅ

ゆ臾
の
間
、
磯
良
が
幽か

そ

か
に
顔
を
覗

か
せ
る
。
滄
海
に
浮
か
ぶ
謎
の
澪み

お
つ
く
し標

に
沿
い
漕
ぎ
出
せ
ば
必
ず
や
磯
良
が

語
り
か
け
る
岸
辺
が
見
え
て
く
る
、

そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
冒
頭
の
「
山
誉
め
神
事
」

の
口
上
の
前
後
に
は
神
事
を
執
り
行

う
宮
司
や
禰
宜
等
に
よ
る
や
り
取
り

と
所
作
が
あ
る
。
初
め
に
、
大
宮
司

ら
が
志
賀
三
山
を
「
あ
ゝ
ら
よ
い
山

　

繁
っ
た
山
」、「
山
は
深
し　

木
の

葉
は
し
げ
る　

山
彦
の
声
か
鹿
の
声

か　

聞
分
け
た
り
と
も　

覚
え
申
さ

ず
」
と
謳
い
挙
げ
る
。

そ
の
あ
と
に
「
君
が
代
」
の
一
節

が
詠
わ
れ
、
次
に
、「
あ
れ
こ
そ
は 

わ
が
君
の
御
舟
な
り
」、「
あ
れ
は
や

あ
れ
こ
そ
は 

阿
曇
の
君
の
め
し
給
う

　

御
船
な
り
け
る
よ
」
と
い
う
風
に

続
い
て
ゆ
く
。
口
上
全
体
を
傾
聴
す

れ
ば
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
海
の
精
霊・

阿
曇
磯
良
へ
の
賀
歌
で
あ
る
。
し
か

し
、
海
の
民
が
何
故
に
山
の
民
が
為

す
よ
う
な
山
誉
め
を
殊
更
に
詠
う
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
志
賀
三
山
の

ひ
と
つ
御
笠
山
は
春
日
大
社
が
鎮
座

す
る
ご
神
体
の
山
名
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
海
幸
・

山
幸
の
説
話
で
あ
る
。
そ
の
結
末

は
、
弟
の
山
幸
彦
に
敗
れ
た
海
幸
彦

が
「
汝
の
垣
辺
を
離
れ
ず
俳わ

ざ
を
き優

の
民

た
ら
む
」
と
、
滑
稽
を
所
作
と
し
て

神
や
人
を
楽
し
ま
せ
る
俳
優
と
し
て

子
々
孫
々
、
側
に
侍
り
服
従
を
誓
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
思
い
至
る
と
、
山
誉
め
の
口

上
は
ど
こ
か
哀
し
げ
で
ど
こ
か
投
げ

遣
り
に
す
ら
聴
こ
え
て
く
る
。
そ
し

て
、
山
幸
彦
と
志
賀
を
連
想
さ
せ
る

「
山
彦
か
鹿
か
」
と
の
問
掛
け
の
あ

と
に
鹿
（
志
賀
）
を
射
ち
尽
く
す
所

作
が
続
く
。
そ
れ
は
海
民
が
天
孫
降

臨
族
（
山
幸
）
に
服
属
し
た
証
に
、

志
賀
海
神
社
の
神
官
が
山
誉
め
と
い

う
隷
属
の
演
目
を
子
々
孫
々
、
道
化

師
の
如
く
演
じ
続
け
て
き
た
の
だ
と

も
い
え
る
。

同
社
に
は
一
万
本
を
超
す
鹿
の
角

を
収
め
る
鹿ろ

っ
か
く
ど
う

角
堂
が
あ
る
。
硝
子
越

し
に
見
え
る
堆

う
ず
た
かい

角
は
海
民
の
余
り

に
も
絶
望
的
な
、
忍
従
を
宿
命
と

す
る
俳
優
の
民
の
自
嘲
の
よ
う
に
も

み
え
、
あ
る
種
の
陰
惨
さ
を
漂
わ
せ

る
。
そ
の
薄
ら
寒
い
異
様
な
光
景
は

遥
か
昔
の
海
民
の
無
念
を
今
に
伝

え
、
磯
良
が
啜
り
泣
い
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
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最初に訪れたのは、縁結びのパワースポットとして有名な神田明神。

目の前でドリップし、聖護院八ッ橋とともに無料で提供。

緑豊かな境内の景観になじむ、木のぬくもりを感じる特設ブース。

　ここ数年のマラソンブームを受け、日本でも「ファン
ラン」と呼ばれるミニランイベントが人気を集めている。
タイムを競わず“楽しむ”ことを重視した「ファンラン」
は、5～10kmのレースが中心で老若男女幅広い世代
のランナーが気軽に参加できるのが特徴。今年に入っ
てからも、光と音で彩られたコースを走る「エレクトリック
ラン」、泡パーティとコラボした「バブルラン」、色とりど
りのカラーパウダーを浴びながらゴールを目指す「カラー
ラン」など様々なイベントが行われた。
　そんな中、走るアナウンサー･ 浅利そのみさんと､ 結
ばない靴紐「キャタピラン」がコラボし、寺社×ミニラン
イベント「浅利そのみとバレンタイン開運ランwithキャタ
ピラン」を開催。神田明神、小網神社など東京都内の人
気開運スポットを、参加者みんなで参拝しながらランニン
グするという日本ならではの企画で、大きな話題を集めた。
　いずれの「ファンラン」も、地域の活性化や人と人と
の繋がりを深めるコミュニケーションツールとして成果を上
げているだけに、今後も全国各地でその土地柄を活かし
たユニークな「ファンラン」が楽しめそうだ。

ファンランブームが巻き起こる中、
「開運ラン」イベントが開催

　国立がん研究センターの統計によりガンや脳卒中などの予防
効果が発表され、健康維持のためのすぐれたパワーが見直され
ているコーヒー。また近年は、アメリカで人気を博す本格派コーヒー
ショップ「ブルーボトルコーヒー」や「ゴリラコーヒー」などの日
本出店が相次ぎ、コーヒーカルチャーに注目が集まっている。
　そんな中、世界文化遺産にも登録されている京都の「上賀茂
神社」と日本を代表するコーヒーメーカー「AGF」が、「水のつ
ながり」をテーマとした文化事業を実施。この事業は、日本の水
と日本人の味覚を探求するAGFが、京都の名水「神山湧水」
を守り続けてきた上賀茂神社の式年遷宮をお祝いするにあたっ
て実現したもの。京の人々の命の源として育まれてきた「神山
湧水」を使用し、豆選び、ブレンド、焙煎に至るまでとことんこ
だわった世界で唯一のコーヒー「神山湧水珈琲」を作り上げた。
　「神山湧水珈琲」は、上賀茂神社の式年遷宮の催しに合わせ、
同神社内特設ブースにて一般参拝者や観光客に無料で振る舞
われるとのこと。今後は7月25日・26日の「境内ガイドツアー」
と10月17日の「生け花と能の会」での提供が予定されている。
歴史ある神社の神秘的な空気に包まれて、ひと味違うコーヒーブ
レイクを楽しんでみては。

式年遷宮を迎える上賀茂神社で
至福のコーヒーブレイクを

キャタピランを装着し、みんなであちこち道草しながら約8キロをラン。
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