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東日本大震災以降、寺社は災害時の防災拠点として注目され、

地域によっては自治体と協力し防火体制や備蓄品の整備が進んでいます。

防災をめぐって寺社と地域住民や自治体に新しい関係が芽生えています。

防災拠点としての寺社
寺社の社会貢献  ー自然災害への備えー巻 頭 特 集

岩
手
県
釜
石
市

宮
城
県
塩
竈
市
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未
曾
有
の
大
災
害
と
な
っ
た
東
日

本
大
震
災
。
発
生
当
時
の
被
災
地
で

は
、
自
治
体
の
指
定
避
難
所
に
な
っ

て
い
な
い
寺
院
や
神
社
、
教
会
、
宗

教
施
設
が
長
期
に
わ
た
り
被
災
者
を

受
け
入
れ
、
緊
急
避
難
所
・
救
済
活

動
拠
点
の
場
と
し
て
の
機
能
を
発
揮

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
震
災
後
は
宗
教

施
設
と
災
害
協
定
を
締
結
す
る
自
治

体
が
急
増
し
、
災
害
時
に
対
す
る
寺

社
の
役
割
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

年
間
５
千
万
人
が
訪
れ
る
日
本
有

数
の
観
光
都
市
、
京
都
市
で
は
、
全

国
で
初
め
て
観
光
客
に
特
化
し
た
災

害
協
定
を
、
寺
社
や
旅
館
、
ホ
テ
ル

と
締
結
。
帰
宅
困
難
と
な
っ
た
観
光

客
が
仮
眠
や
応
急
手
当
を
受
け
ら
れ

る
「
一
時
滞
在
施
設
」
と
し
て
清
水

寺
や
天
龍
寺
、
真
宗
本
廟
（
東
本
願

寺
）な
ど
を
、ま
た「
緊
急
避
難
場
所
」

と
し
て
高
台
寺
や
八
坂
神
社
、
円
山

公
園
な
ど
を
確
保
し
た
。

寺
社
は
、
周
囲
を
見
渡
す
場
所
に

あ
る
べ
き
と
い
う
思
想
か
ら
、
歴
史

的
に
高
台
に
立
地
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
津
波
の
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、

自
然
災
害
か
ら
免
れ
る
た
め
意
図
的

に
高
台
へ
寺
院
を
建
立
し
た
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
寺
社
は
、
日

本
で
最
も
信
仰
者
数
の
多
い
宗
教
施

設
で
あ
り
、
日
頃
か
ら
お
祭
り
や
年

中
行
事
が
行
わ
れ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
一
角
と
し
て
住
民
に
は
親
し

み
の
あ
る
身
近
な
存
在
だ
。
そ
れ
だ

け
に
、
立
地
や
大
人
数
を
収
容
可
能

な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
と
い
う
利
点
の
ほ

か
、
災
害
時
は
不
安
な
避
難
生
活
の

中
で
被
災
者
の
心
の
支
え
に
も
な
る

と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
指
定
避
難
所
と
し
て
の

宗
教
施
設
の
活
用
・
役
割
に
、
全
国

の
市
町
村
が
注
目
を
集
め
る
な
か
、

自
治
体
や
地
域
社
会
と
連
携
を
と

り
な
が
ら
災
害
協
定
を
締
結
し
た
岩

手
県
釜
石
市
地
域
の
17
の
寺
に
よ
る

任
意
団
体
「
釜
石
仏
教
会
」
と
、
宮

城
県
塩
竈
市
の
「
志
波
彦
神
社
・
鹽

竈
神
社
」
の
事
例
を
ご
紹
介
し
た
い
。

今
後
各
地
で
こ
の
よ
う
な
動
き
が
進

ん
で
行
く
と
思
わ
れ
る
。
避
難
運
営

の
ル
ー
ル
や
食
料
・
水
の
備
蓄
、
ま
た

心
の
ケ
ア
な
ど
、
災
害
時
の
指
定
避

難
所
に
お
け
る
取
り
組
み
や
心
構
え

を
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

岩手県釜石市の仙寿院

宮城県塩竈市の志波彦神社・鹽竈神社

( 上 ) 仙寿院の避難物資のストック
( 下 ) 仙寿院ではお墓を失った方の位牌や、
身元不明の遺骨などを安置している。いま
も多くの方がここに手をあわせに来る

塩釜港の最も湾奥に作られた震災を伝えるモニュメント

志波彦神社・鹽竈神社の境内に設置された備蓄倉庫
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日蓮宗

日澤山 仙
せんじゅいん

寿院
〒 026-0022
岩手県釜石市大只越町２-９-１
TEL.0193-22-1166（代）
http://senjyuin.info/

震
災
に
よ
る

自
然
発
生
的
な
協
力

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
3
月

11
日
、
岩
手
県
釜
石
市
の
仙せ

ん
じ
ゅ
い
ん

寿
院

に
は
東
日
本
大
震
災
の
避
難
者
が
駆

け
込
ん
だ
。
建
物
内
は
5
7
6
名
、

境
内
は
1
8
3
名
に
も
上
る
人
々
で

溢
れ
、
1
5
1
日
間
、
避
難
所
の
役

割
を
果
た
し
た
。

「
水
も
食
料
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
12
日
に
お
に
ぎ
り
が
届
き
ま
し

寺
社
の
果
た
す
役
割
は
大
、

日
ご
ろ
の
地
域
交
流
が
鍵

し
た
。
宗
派
は
違
っ
て
も
衆
生
救
済

の
教
え
は
同
じ
。
寺
社
同
士
の
協
力

が
自
然
に
で
き
て
い
ま
し
た
」
と
仙
寿

院
の
芝し

ば
さ
き
え
の
う

崎
恵
應
住
職
は
振
り
返
る
。

宗
派
を
越
え
た

釜
石
仏
教
会
を
設
立

3
月
19
日
に
は
、
芝
崎
住
職
が

会
長
と
な
り
、
釜
石
市
と
大
槌
町
の

17
寺
院
で
釜
石
仏
教
会
を
立
ち
上
げ

た
。
生
存
者
と
死
者
の
救
済
の
た
め

宗
派
を
越
え
て
協
力
し
、
任
意
団
体

と
し
て
行
政
に
働
き
か
け
る
た
め
で

あ
る
。
仏
教
会
は
身
元
不
明
者
の
合

同
葬
儀
や
合
同
慰
霊
祭
を
行
う
ほ

か
、
大
震
災
慰
霊
施
設
と
津
波
学
習

施
設
の
具
体
案
を
釜
石
市
に
提
出
す

る
な
ど
意
欲
的
に
活
動
す
る
。
さ
ら

た
が
、
数
が
少
な
く
3
人
で
1
個
を

分
け
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。
14
日

に
、
建
物
に
入
れ
な
い
避
難
者
を
受

け
入
れ
て
も
ら
お
う
と
、
普
段
は
付

き
合
い
の
な
い
曹
洞
宗
の
寺
に
行
き

ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
寺
に
は
湧

水
が
あ
り
ま
し
た
。
う
ち
に
は
保
存

米
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
寺
の
水
と
う

ち
の
米
で
お
か
ゆ
を
作
り
、
2
週
間

の
食
料
を
賄
い
ま
し
た
。
ま
た
、
無

事
な
寺
の
住
職
で
分
担
し
、
安
置
所

と
火
葬
場
を
廻
っ
て
ご
回
向
を
し
ま

に
、
2
0
1
3
（
平
成
25
）
年
10
月

に
は
災
害
時
に
寺
院
を
避
難
者
収
容

施
設
と
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た「
地

域
の
安
心
確
保
連
携
協
定
」
を
釜
石

市
と
締
結
し
た
。

「
協
定
に
よ
り
、
災
害
時
の
避
難

者
の
誘
導
や
支
援
物
資
の
供
給
が
円

滑
に
な
り
ま
す
。
当
山
で
は
避
難
者

3
日
分
の
食
料
を
常
時
確
保
し
て
い

ま
す
。
発
電
機
も
購
入
し
ま
し
た
。

啓
蒙
の
た
め
、
本
堂
へ
駆
け
上
が
る

『
韋
駄
天
競
争
』
を
毎
年
開
催
し
た

り
、
学
校
の
研
修
を
受
け
入
れ
た
り

も
し
て
い
ま
す
」

地
域
に
開
か
れ
て
こ
そ

機
能
す
る

寺
社
は
広
い
だ
け
で
な
く
、
畳
や

絨
毯
も
あ
る
の
で
体
育
館
よ
り
も
快

適
で
、
女
性
に
は
安
心
感
も
あ
る
だ

ろ
う
。
心
の
ケ
ア
も
期
待
で
き
る
。

災
害
が
多
発
し
て
い
る
昨
今
、
寺
社

に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
大
き
い
。

「
最
も
大
切
な
の
は
地
域
と
の
繋

が
り
。
町
内
会
の
会
合
に
場
所
を
提

供
す
る
な
ど
し
て
地
域
に
開
か
れ
て

い
れ
ば
、
速
や
か
に
避
難
で
き
る
は
ず

で
す
。
ま
た
、
災
害
時
に
は
地
域
の

人
か
ら
の
情
報
や
手
伝
い
が
不
可
欠
。

そ
れ
も
、
地
域
に
根
付
い
て
こ
そ
得

ら
れ
ま
す
」

芝
崎
住
職
は
今
後
も
地
域
と
と
も

に
あ
る
寺
院
で
あ
り
た
い
と
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ
や
会
社
の
立
ち

上
げ
支
援
、
悩
み
ご
と
の
相
談
な
ど

地
域
住
民
の
生
活
全
般
に
お
い
て
尽

力
し
て
い
る
。

釜
石
市
と
「
地
域
の
安
心
確
保
連
携
協
定
」
を
結
ん
だ
釜
石
仏
教
会

お話を伺った
芝崎恵應住職

(上 ) 先の震災ではこの本堂で約400名の被災者を収容した
(下 ) 避難物資のストック。多くの物資を納めるため部屋を
増設した
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延喜式内名神大社 志
し わ ひ こ

波彦神社
陸奥国一之宮 鹽

しおがま

竈神社
〒 985-8510　宮城県塩竈市一森山 1-1　
TEL.022-367-1611（代）
http://www.shiogamajinja.jp/

「
お
山
」の
道
場
が
指
定
避
難
所

助
け
合
い
の
拠
点
に

陸
奥
国
一之
宮
と
し
て
、
古
く
よ
り

朝
廷
を
は
じ
め
と
す
る
崇
敬
を
あ
つ

め
、「
し
お
が
ま
さ
ま
」
と
の
尊
称
で

知
ら
れ
て
い
る
、
宮
城
県
塩
竈
市
の

志し

わ

ひ

こ

波
彦
神
社
・
鹽し

お
が
ま竈
神
社
。
そ
の
ご

神
域
「
一森
山
」
を
地
元
の
人
た
ち
は

親
し
み
を
こ
め
て
「
お
山
」
と
呼
ぶ
。

「
お
山
」と
共
に
守
る
絆

地
域
の
助
け
合
い
の
拠
点

用
さ
れ
る
。

塩
竈
市
の
地
域
防
災
計
画
で
は
、

基
本
理
念
を
「
自
ら
の
命
、
安
全
・

財
産
を
自
ら
守
る
『
自
助
』、
地
域

の
安
全
等
を
自
分
た
ち
で
守
る
『
共

助
』、
そ
し
て
行
政
等
が
行
う
『
公

助
』
を
基
本
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責

務
・
役
割
そ
し
て
連
携
を
明
確
に
し

な
が
ら
、
誰
も
が
安
全
で
安
心
な
生

活
が
い
つ
ま
で
も
送
れ
る
地
域
社
会
の

構
築
」
と
し
て
い
る
。

志
波
彦
神
社
・
鹽
竈
神
社
の

小お

の

み

ち

の

り

野
道
教
権
禰
宜
は
「
市
の
防
災
計

画
に
の
っ
と
っ
て
、
協
力
さ
せ
て
い
た

だ
こ
う
と
い
う
形
で
す
。
神
社
が
担

え
る
の
は
『
共
助
』
そ
の
も
の
。
二
つ

返
事
で
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

決
め
ま
し
た
」
と
い
う
。

災
害
時
、
指
定
避
難
所
と
し
て
活

東
日
本
大
震
災
の
際
に
も
、
地
震
や

津
波
か
ら
逃
れ
た
多
く
の
人
が
「
お

山
」
を
目
指
し
た
。

昨
年
５
月
、
志
波
彦
神
社
・
鹽
竈

神
社
は
塩
竈
市
と
「
災
害
時
に
お
け

る
施
設
利
用
に
関
す
る
協
定
書
」
を

交
わ
し
た
。
お
よ
そ
９
万
坪
あ
る
境

内
の
一
角
に
建
つ
剣
道
場
「
一
森
山
道

場
」
が
、
災
害
時
、
市
の
指
定
避
難

所
と
し
て
避
難
者
の
受
け
入
れ
に
活

用
さ
れ
る一森
山
道
場
は
、
通
常
、
市

民
の
剣
道
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
傍
ら
に
、
市
が
備
蓄
倉
庫

を
設
置
し
、
万
が
一の
際
に
避
難
者

１
６
８
人
が
３
日
間
過
ご
せ
る
水
や

食
料
、
毛
布
、
簡
易
ト
イ
レ
や
石
油

ス
ト
ー
ブ
な
ど
が
保
管
管
理
さ
れ
て

い
る
。

い
か
に
し
て
共
に
助
け
る
か
、

そ
の
こ
と
を
い
か
に
伝
え
て
い
く
か

毎
年
６
月
に
行
わ
れ
る
塩
竈
市
の

総
合
防
災
訓
練
で
は
、
協
定
書
を
交

わ
し
た
昨
年
以
降
、
志
波
彦
神
社
・

鹽
竈
神
社
も
避
難
所
の
立
ち
上
げ
や

運
営
の
訓
練
に
加
わ
っ
た
。

「
訓
練
を
見
る
か
ぎ
り
、『
共
助
』

＝
神
社
、
避
難
者
、
そ
し
て
市
の
三

者
が
一
体
と
な
っ
て
支
え
あ
い
協
力
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
の
時
点
で
は

訓
練
内
容
も
非
常
に
具
体
的
で
現
実

味
を
帯
び
た
も
の
で
す
が
、
い
ず
れ
は

担
当
者
も
参
加
者
も
変
わ
っ
て
い
く
。

当
事
者
意
識
を
後
世
に
し
っ
か
り
と

伝
え
て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え

て
い
ま
す
」
と
小
野
権
禰
宜
。

震
災
の
教
訓
を
活
か
し
て
、
い
か

に
市
民
や
自
治
体
と
共
に
助
け
あ

い
、
ま
た
記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
い
か

に
後
々
ま
で
伝
え
て
い
く
か
。「
共
助
」

の
拠
点
と
し
て
、
寺
社
が
担
い
、
果

た
す
こ
と
の
で
き
る
役
割
は
非
常
に

大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

塩
竈
市
と
「
災
害
時
に
お
け
る
施
設
利
用
に
関
す
る
協
定
書
」
を

交
わ
し
た
志
波
彦
神
社
・
鹽
竈
神
社

お話を伺った
小野道教権禰宜

(上 ) 境内の避難指定場所となる一森山道場。外に備蓄倉庫
がある　(中 ) 一森山道場の内部　(下 ) 備蓄倉庫内には168
人、3日分の備蓄を保管
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寺社の復興の原動力を探るチャレンジ特集

400 年の眠りから醒めた
四国最古の禅寺
長き眠りから目覚めさせたのは人々の思いだった

曹
洞
宗
真
光
山
「
城じ

ょ
う
ま
ん
じ

満
寺
」。

四
国
最
古
の
禅
寺
で
あ
る
。

1
2
9
1
（
正
応
4
）年
、
大
本
山

總
持
寺
の
開
祖
で
あ
る
瑩け

い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん

山
紹
瑾

禅
師
に
よ
り
開
山
、
1
5
7
5
（
天

正
3
）
年
、
戦
火
に
よ
り
焼
失
し

廃
寺
と
な
る
。
か
つ
て
幻
の
寺
と
伝

え
ら
れ
て
い
た
城
満
寺
が
、
今
、
徳

島
県
最
南
の
海
陽
町
の
小
高
い
聖
地

に
、
4
0
0
年
の
時
空
を
越
え
て

姿
を
見
せ
て
い
る
。
名
刹
「
城
満
寺
」

の
復
興
再
建
の
裏
に
は
、
宗
門
や
地

元
を
含
む
多
く
の
先
哲
先
人
の
熱
い

思
い
が
あ
り
、
今
な
お
そ
の
思
い
が

着
実
に
人
々
の
中
に
浸
透
し
続
け
て

い
る
と
い
う
。
現
住
職
の
田
村
航
也

師
に
お
話
を
伺
っ
た
。

念
願
の
復
興
を
成
し
遂
げ
た
、

大
槻
哲
哉
前
住
職
の

不
屈
の
想
い

戦
国
時
代
の
戦
乱
に
巻
き
込
ま

れ
て
焼
失
し
た
城
満
寺
。
そ
の
復

興
機
運
が
高
ま
る
の
は
大
正
時
代

以
降
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
名
な
2

人
の
老
師
が
復
興
に
取
り
組
む
が
、

い
ず
れ
も
時
勢
と
い
う
壁
に
阻
ま

れ
、
本
格
的
な
復
興
を
果
た
す
の
は

1
9
6
9
（
昭
和
44
）
年
迄
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
。

先
哲
の
意
志
を
継
ぎ
、
復
興
を

成
し
遂
げ
た
の
が
前
住
職
の
大
槻

哲
哉
師
で
あ
る
。
戸
田
吾
雄
師
が

1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
に
城
満
寺

復
興
計
画
を
発
願
、
全
く
何
も
な
い

山
間
に
仮
堂
宇
が
建
て
ら
れ
る
。
そ

し
て
1
9
4
6
（
昭
和
21
）
年
に

渡
辺
頼
応
師
が
入
寺
。
念
願
の
寺

号
復
活
を
果
た
す
も
再
建
は
進
展
せ

ず
、
復
興
時
に
在
っ
た
の
は
こ
の
仮

堂
宇
だ
け
だ
っ
た
。
1
9
5
8
（
昭

和
33
）
年
か
ら
11
年
間
の
無
住
を

経
て
、
1
9
6
9
（
昭
和
44
）
年
に

城
満
寺
に
赴
任
し
た
大
槻
哲
哉
前

住
職
。
当
時
の
復
興
の
苦
労
を
田
村

航
也
現
住
職
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
城
満
寺
は
誰
も
が
お
参
り
し
て
集

え
る
お
寺
で
檀
家
を
持
ち
ま
せ
ん
。

復
興
を
叶
え
る
た
め
に
、
大
槻
哲
哉

前
住
職
は
ひ
と
り
日
本
全
国
を
托
鉢

し
、
こ
の
お
寺
の
大
切
さ
と
再
興
へ

の
強
い
想
い
を
伝
え
て
廻
り
ま
し
た
。

そ
の
成
果
を
得
て
現
在
の
城
満
寺
が

あ
る
の
で
す
」。
大
槻
哲
哉
前
住
職

の
真
摯
な
取
り
組
み
と
不
屈
の
熱
意

が
や
が
て
地
元
民
の
好
感
を
得
て
支

援
の
声
が
自
然
と
高
ま
る
。
さ
ら
に

大
本
山
總
持
寺
と
信
徒
の
協
力
も

得
て
、
1
9
9
2(

平
成
４)

年
に
大

本
山
總
持
寺
の
寄
進
で
同
寺
の
跳

龍
室
の
一
部
を
移
築
し
山
門
を
建
立
。

1
9
9
7
（
平
成
９
）
年
、
本
堂
の

落
慶
法
要
に
至
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
槻
哲
哉
前
住
職
は
怪

我
に
よ
っ
て
、
待
望
し
て
い
た
座
禅

堂
の
完
成
直
前
に
療
養
生
活
に
入

る
。
そ
し
て
そ
の
復
興
へ
の
想
い
は
田

村
航
也
現
住
職
へ
し
っ
か
り
と
継
承

さ
れ
る
。

曹洞宗真光山城満寺住職   

田
た む ら

村 航
こ う や

也
プロフィール
1979（昭和54）年11月20日生まれ。35歳。
神奈川県出身。2003年（平成15）年東京大
学文学部（インド哲学仏教学）卒業。2012年
（平成24）年同大学院卒業。
大学院にて研究を継続しながら大本山總持
寺にて修行を積む。海印寺（韓国）での講義な
ど海外でも活躍。2011（平成23）年城満寺の
5代目住職に就任。
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4. 城満寺の復興を成し遂げた大槻哲哉前住職
5. 今年の夏城満寺に訪れたイングランド・セントポール
ズ高校ラグビー部のメンバー。城満寺にはアメリカ人
僧侶も在籍している

6. 城満寺の鐘楼

1. 国内外から多くの人々が集まる僧堂。
2007（平成 19）年に落慶法要が営
まれた

2.1924（大正 13）年に城満寺復興の
ため仮堂宇として建てられた旧城
満寺。その後、本格的な復興を遂げ
る 1997（平成 9）年まで約 70 年
の歳月が必要だった

3. 本山より寄進された山門

復
興
を
遂
げ
た
大
槻
哲
哉
前

住
職
の
、想
い
を
受
け
継
ぐ

若
き
住
職
の
誕
生

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
、
32
歳

で
城
満
寺
の
住
職
に
抜
擢
さ
れ
た

田
村
航
也
現
住
職
。
当
時
東
京
大

学
の
大
学
院
で
仏
教
の
研
究
に
取
り

組
ん
で
い
た
も
の
の
、
城
満
寺
復
興

を
願
う
人
々
の
想
い
や
縁
に
突
き
動

か
さ
れ
こ
の
地
へ
赴
く
。「
住
職
が
不

在
な
た
め
城
満
寺
を
後
見
さ
れ
て
い

た
、
總
持
寺
の
元
貫
首
板
橋
禅
師
よ

り
城
満
寺
の
住
職
の
お
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
最
初
は
出
家
し
た
お
寺

を
お
守
り
す
る
つ
も
り
で
し
た
の
で

ご
辞
退
し
た
の
で
す
が
、
曹
洞
宗
太

祖
瑩
山
禅
師
が
開
か
れ
た
由
緒
あ
る

お
寺
が
空
き
寺
に
な
る
と
い
う
憂
慮

や
、
焼
失
し
た
城
満
寺
を
何
も
な
い

野
原
か
ら
復
興
さ
せ
た
、
大
槻
哲
哉

前
住
職
の
強
い
想
い
も
受
け
継
ぎ
た

い
と
感
じ
、
こ
れ
も
ご
縁
で
す
の
で

住
職
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」

今
で
は
田
村
航
也
現
住
職
の
そ

の
信
仰
の
深
さ
や
そ
の
姿
勢
に
魅

せ
ら
れ
た
人
は
多
く
、
城
満
寺
を
よ

り
良
く
し
よ
う
と
多
く
の
人
が
協
力

す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
英
語
や
韓

国
語
が
堪
能
な
た
め
海
外
か
ら
も
多

く
の
修
行
僧
が
坐
禅
に
や
っ
て
く
る
。

2
0
1
5
年
8
月
に
は
徳
島
県
の

紹
介
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
セ
ン
ト

ポ
ー
ル
ズ
高
校
ラ
グ
ビ
ー
部
が
同
寺

で
宿
坊
体
験
を
し
て
い
る
。

「
私
は
、
お
寺
は
人
々
の
善
意
が

自
然
と
集
ま
っ
て
形
に
な
る
場
所
だ

と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
禅
の

教
え
を
守
り
な
が
ら
で
き
る
範
囲
の

活
動
を
し
、
よ
り
人
々
が
幸
せ
に
な
る

空
間
に
す
る
た
め
の
努
力
は
惜
し
み

ま
せ
ん
。
現
在
の
城
満
寺
が
あ
る
の

も
多
く
の
方
々
の
想
い
を
繋
げ
た
結

果
で
す
。
そ
う
い
っ
た
人
の
輪
を
広

げ
る
活
動
を
こ
こ
で
続
け
て
い
き
た
い

で
す
」
と
田
村
現
住
職
は
語
る
。

激
動
の
歴
史
を
経
て
今
に
蘇
っ
た

城
満
寺
。
そ
の
歴
史
に
は
ひ
と
つ
の

目
標
に
向
か
っ
て
本
山
、
僧
侶
、
地

元
が
手
を
組
み
再
興
を
成
し
遂
げ
る

と
い
う
、
熱
い
思
い
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

曹洞宗

真光山 城
じょうまんじ

満寺
〒 775-0308
徳島県海部郡海陽町吉田
TEL.0884-73-2093
http://jomanji.web.fc2.com/
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去
る
６
月
23
日
、
管
義
偉
官
房

長
官
の
記
者
会
見
で
2
0
1
6
年

の
主
要
国
首
脳
会
議
（
サ
ミ
ッ
ト
）

が
「
伊
勢
志
摩
・
賢
島
」
で
開
催

す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
大
き
な

話
題
を
集
め
た
。
時
を
同
じ
く
し

て
、
観
光
庁
が
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
の

M
I
C
E
誘
致
力
を
有
す
る
都
市

の
拡
大
を
目
的
と
し
た
「
グ
ロ
ー
バ

ル
M
I
C
E
強
化
都
市
」
に
、
札

幌
市
・
仙
台
市
・
千
葉
県
千
葉
市
・

広
島
市
・
北
九
州
市
の
５
自
治
体
を

選
定
。
今
後
、
こ
れ
ら
選
定
都
市
に

対
し
て
国
と
し
て
の
集
中
的
な
支
援

を
行
う
と
と
も
に
、
都
市
の
自
立
的

な
取
り
組
み
を
促
す
こ
と
を
ア
ナ
ウ

ン
ス
し
た
。

地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る

新
た
な
キ
ー
ワ
ー
ド
・

M
I
C
E

こ
こ
10
年
ほ
ど
の
間
、
国
や
地
域

経
済
の
活
性
化
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
果
た
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
注

目
さ
れ
て
き
た
M
I
C
E
。
現
在
で

は
国
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
地
域
レ
ベ

ル
に
お
い
て
も
、
M
I
C
E
の
誘
致
・

開
催
が
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
。M

I
C
E
と
は
、M

e
e
tin
g

・

In
c
e
n
tiv
e

・C
o
n
v
e
n
tio
n

・

E
xhibition/E

vent

の
頭
文
字
を

総
称
し
た
造
語
の
こ
と
。
企
業
な
ど

の
会
議
や
セ
ミ
ナ
ー
（
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
）、
企
業
の
社
員
表
彰
の
た
め
の

報
奨
旅
行
や
研
修
旅
行
（
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
）、
各
種
団
体
が
主
催
す
る

国
際
会
議
や
学
術
大
会
（
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
）、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン

ト
や
展
示
会
、
見
本
市
（
エ
キ
シ
ビ

ジ
ョ
ン
／
イ
ベ
ン
ト
）
の
各
分
野
の

テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
、
よ
り
多
く
の

集
客
交
流
、
経
済
効
果
を
目
指
す

ビ
ジ
ネ
ス
イ
ベ
ン
ト
の
一
形
態
を
指
し

て
い
る
。

観
光
と
は
一
線
を
画
す

地
域
へ
の
大
き
な
経
済
効
果

こ
の
よ
う
に
、M
I
C
E
は
企
業
・

産
業
活
動
や
研
究
・
学
会
活
動
等

と
関
連
し
て
い
る
場
合
が
多
い
た
め
、

一
般
的
な
観
光
振
興
と
は
性
格
を
異

に
す
る
部
分
が
多
い
。
M
I
C
E
の

主
要
な
効
果
と
し
て
は
、
大
き
く
３

つ
の
効
果
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

１
つ
目
は
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
機
会
の
創
造
。
M
I
C
E

開
催
を
通
じ
て
世
界
か
ら
企
業
や
学

会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
日
本
に
集
う

こ
と
は
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
や
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
呼
び
込
む
こ

と
と
な
る
。

２
つ
目
は
M
I
C
E
開
催
を
通

じ
た
主
催
者
、
参
加
者
等
の
消
費

支
出
や
関
連
の
事
業
支
出
に
よ
る
多

大
な
経
済
波
及
効
果
。
M
I
C
E

は
会
議
開
催
、
宿
泊
、
飲
食
等
の

経
済
・
消
費
活
動
の
裾
野
が
広
く
、

通
常
の
観
光
客
以
上
に
周
辺
地
域
へ

の
大
き
な
経
済
効
果
を
生
み
出
す
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
３
つ
目
は
、
国
際
会
議
等

の
M
I
C
E
開
催
を
通
じ
た
国
や
都

市
の
経
済
戦
略
の
競
争
力
向
上
だ
。

国
内
外
か
ら
“
人
が
集
ま
る
”
と

い
う
直
接
的
な
効
果
に
加
え
、
人
の

集
積
や
交
流
か
ら
派
生
す
る
付
加

価
値
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
知
見
、
投

資
を
呼
び
込
む
M
I
C
E
は
、
我

が
国
の
経
済
成
長
に
お
い
て
も
は
や

不
可
欠
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
国
際
的
な
M
I
C
E

誘
致
競
争
が
激
化
す
る
中
、
我
が

国
・
都
市
の
取
り
組
み
は
後
れ
を
と

り
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
、
今
後
は

他
国
と
の
厳
し
い
誘
致
競
争
に
戦

略
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
で
打
ち
勝
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
対

策
と
し
て
、
先
述
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル

M
I
C
E
強
化
都
市
」
に
よ
る
取

り
組
み
を
は
じ
め
、
観
光
立
国
日
本

な
ら
で
は
の
観
光
資
源
を
生
か
し
た

日
本
な
ら
で
は
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
演

出
で
、
M
I
C
E
開
催
地
と
し
て
の

魅
力
の
向
上
と
強
化
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

行政 ・観光の 最 新 情 報 をリポ ート

行 政・観 光 ニ ュ ー ス

◇
地
域
活
性
◇

グ
ロ
ー
バ
ル
M
I
C
E

強
化
都
市
に
５
都
市
が
決
定
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日
本
ら
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

ユ
ニ
ー
ク
ベ
ニ
ュ
ー
と
は
…

M
I
C
E
の
誘
致
・
開
催
に
あ
た

り
、
他
国
と
の
差
別
化
を
図
る
有
効

な
ツ
ー
ル
の
一つ
と
し
て
注
目
を
集
め

て
い
る
の
が「
ユ
ニ
ー
ク
ベ
ニ
ュ
ー
」だ
。

「
ユ
ニ
ー
ク
ベ
ニ
ュ
ー
」
と
は
、
博
物
館

や
美
術
館
な
ど
の
文
化
施
設
、
城

や
神
社
仏
閣
等
の
文
化
財
に
指
定

さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
的
建
造
物
で
、

会
議
・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
を
開
催
す
る

こ
と
に
よ
り
特
別
感
や
地
域
特
性
を

演
出
で
き
る
特
別
（
ユ
ニ
ー
ク
）
な

会
場
（
ベ
ニ
ュ
ー
）
の
こ
と
。
日
本
に

は
他
国
に
は
な
い
独
自
の
歴
史
や
文

化
、
各
地
域
を
象
徴
す
る
ユ
ニ
ー
ク

ベ
ニ
ュ
ー
と
し
て
の
可
能
性
を
持
つ
産

業
施
設
が
数
多
く
存
在
す
る
も
の

の
、
利
用
に
際
す
る
制
約
の
多
さ
な

ど
か
ら
、
ユ
ニ
ー
ク
ベ
ニ
ュ
ー
と
し
て

の
開
発
や
活
用
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で

い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
鎌
倉
プ
リ
ン
ス

ホ
テ
ル
で
は
、
近
隣
の
著
名
な
寺
社

と
連
携
し
た
座
禅
体
験
、
茶
道
体

験
、
寺
社
巡
り
を
組
み
込
ん
だ
鎌

倉
な
ら
で
は
の
M
I
C
E
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
を
提
案
し
た
り
、
ま
た
昨
年

５
月
に
は
、
広
島
市
で
の
国
際
会

議
「IP

E
C
	H
iroshim

a
	2
014
-

E
C
C
E
	A
sia

」
に
あ
わ
せ
、
世
界

遺
産
の
嚴
島
神
社
を
擁
す
る
宮
島

で
は
、
地
元
商
店
街
が
地
域
一
体
と

な
り
会
議
参
加
者
を
も
て
な
す
「
宮

島International	N
ight

」
を
実

施
す
る
な
ど
、
近
年
で
は
ユ
ニ
ー
ク

ベ
ニ
ュ
ー
を
活
用
し
た
M
I
C
E

開
催
の
取
り
組
み
も
目
立
っ
て
き
て

い
る
。

M
I
C
E
に
お
け
る

寺
社
の
役
割
の
重
要
性

こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
、
日
本
の
歴

史
や
文
化
、
季
節
、
情
緒
を
深
く

体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
寺
社
は
、

M
I
C
E
誘
致
・
開
催
に
お
い
て
非

常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
2
0
1
6
年
に
伊
勢

志
摩
・
賢
島
で
主
要
国
首
脳
会
議
、

2
0
2
0
年
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

と
、
日
本
で
は
世
界
中
が
高
い
関
心

を
持
つ
強
力
な
M
I
C
E
案
件
の

開
催
が
決
定
。
今
後
よ
り
多
く
の

国
や
地
域
で
M
I
C
E
誘
致
活
動

が
盛
ん
に
な
る
な
か
、
寺
社
も
自

治
体
や
他
業
種
と
の
連
携
を
と
り

な
が
ら
、
地
域
活
性
化
に
向
け
た

M
I
C
E
誘
致
・
開
催
の
ア
ク
シ
ョ

ン
に
取
り
組
む
こ
と
が
今
後
よ
り
強

く
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ユニークベニューの一環として行われた「宮島
International	Night」では、VIP49 名が参加し
た嚴島神社の正式参拝や、宮島の商店街では、
各店で利用できるクーポンを配布し閉店時間を繰り
下げて飲食や買い物、浴衣の着付けや茶道体験
などをを楽しんだ。
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スペシャル

地
方
創
生
に
お
け
る「
物
語
」の
重
要
性
に
つ
い
て

地
方
創
生
の
深
化
を
目
指
す

「
ロ
ー
カ
ル･
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」

政
府
は
2
0
1
5
年
を
地
方
創
生

元
年
と
位
置
づ
け
、
6
月
末
の
臨
時
閣

議
で
、「
ま
ち･

ひ
と･

し
ご
と
創
生
基

本
方
針
2
0
1
5
」
を
決
定
し
た
。
そ

の
基
本
方
針
で
は
、
厳
し
さ
が
増
す
地

方
経
済
の
背
景
に
は
東
京
圏(

東
京
都
、

埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県)

へ
の

若
者
の
流
出
に
よ
る
慢
性
的
人
材
不
足
、

地
域
内
部
で
の
ほ
ぼ
完
結
し
た
経
済
構

造
に
よ
る
既
存
事
業
の
生
産
性
の
低
さ

な
ど
が
あ
る
と
指
摘
。
そ
の
う
え
で
、
地

方
版
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
い
え
る
「
ロ
ー
カ

ル･

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
実
現
に
向
け
て

は
、
①
人
材
と
資
金
を
呼
び
込
め
る
「
稼

ぐ
力
」、
②
熱
意
あ
る
地
域
へ
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
改
革
を
通
じ
た
「
地
域
の
総
合

力
」、
③
民
間
の
創
意
工
夫
を
最
大
限
に

活
用
す
る
「
民
の
知
見
」
の
3
つ
を
引
き

出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
打
ち
出
し
て

い
る
。

そ
し
て
地
域
経
営
の
視
点
に
立
っ
た
観

光
地
域
づ
く
り
や
地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り

に
お
い
て
は
、
そ
の
中
心
と
な
る
「
日
本

版
D
M
O
」の
育
成･

設
置
が
必
要
だ
と
訴

え
て
い
る
。
D
M
O
と
はD

estination	
M
a
rk
e
tin
g
/
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t	

O
rganization

の
略
で
あ
り
、
地
域
全

体
の
観
光
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
一
本
化
す
る

着
地
型
観
光
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
組
織

を
指
す
。「
着
地
型
観
光
」
と
は
、
そ
の

地
域
が
地
元
な
ら
で
は
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

企
画
し
、
参
加
者
が
現
地
集
合･

現
地

解
散
す
る
新
し
い
観
光
の
形
態
。
参
加

者
を
目
的
地
へ
連
れ
て
い
く
従
来
の
「
発

地
型
観
光
」
と
比
べ
、
地
域
の
振
興
に
よ

り
い
っ
そ
う
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い

る
。
欧
米
で
は
一
般
的
だ
が
、
日
本
で
は

こ
の
よ
う
な
組
織
は
ま
だ
し
っ
か
り
と
確

立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
政
、
観
光
業
者
、

地
域
住
民
ら
の
立
場
が
分
断
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

「
点
」で
は
な
く「
面
」で
の

ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る

こ
こ
ま
で
述
べ
た
「
ロ
ー
カ
ル･

ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
」
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
注

目
し
た
い
の
が
、
昨
年
4
月
に
文
化
庁
に

よ
っ
て
初
認
定
さ
れ
た
「
日
本
遺
産
」
だ
。

「
日
本
遺
産
」
は
厳
し
い
保
全
体
制
、
普

遍
的
な
価
値
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
世

界
遺
産
と
は
異
な
り
、
観
光
資
源
の
掘

り
起
こ
し
や
地
域
活
性
を
目
的
と
し
、
そ

の
歴
史
的
魅
力
や
特
色
を
テ
ー
マ
ご
と
に

一
括
認
定
す
る
新
た
な
制
度
で
あ
る
。

そ
の
第
1
弾
と
し
て
、
40
都
府
県
の

自
治
体
が
申
請
し
た
83
件
か
ら
有
識
者

で
つ
く
ら
れ
た
審
査
委
員
会
に
よ
っ
て
18

件
が
選
ば
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
が

個
々
の
遺
産
や
ス
ポ
ッ
ト
ご
と
に
「
点
」

で
指
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
日
本

遺
産
」
は
そ
の
地
域
に
点
在
す
る
遺
産

を
ス
ト
ー
リ
ー
立
て
し
て
関
連
付
け
し
、

「
面
」
の
遺
産
と
す
る
こ
と
で
、
地
域
の

魅
力
を
よ
り
強
く
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
発

信
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。

単
一
の
自
治
体
で
完
結
す
る
「
地
域

型
」、
複
数
の
自
治
体
に
ま
た
が
っ
て

展
開
さ
れ
る
「
シ
リ
ア
ル
型
」
の
2
種

に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
特

色
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る

2
0
2
0
年
ま
で
に
1
0
0
件
の
認
定

を
目
指
し
て
お
り
、
外
国
人
も
含
め
た
全

て
の
旅
行
者
に
「
地
域
の
宝
」
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
。

寺
社
と
産
官
が
協
力
し
合
っ
て

新
た
な
旅
行
ツ
ア
ー
を
企
画

「
日
本
遺
産
」
の
事
例
を
見
て
も
分

か
る
よ
う
に
、
地
方
創
生
を
成
し
遂
げ
る

に
は
個
々
の
観
光
資
源
が
独
自
に
魅
力

を
打
ち
出
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
連

携
し
て
よ
り
大
き
な
魅
力
へ
と
昇
華
さ
せ

る=

い
わ
ば
地
域
全
体
で
ひ
と
つ
の
「
物

語
」
を
創
造
で
き
る
か
ど
う
か
が
キ
ー
ポ

イ
ン
ト
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

文
化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化

事
業
を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、

国
の
省
庁
や
地
方
自
治
体
、
鉄
道
会
社
、

民
間
団
体
な
ど
が
垣
根
を
越
え
て
協
力

し
合
い
、
イ
ベ
ン
ト
を
企
画･

立
案
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
具
体
的
な
ケ
ー
ス

の
ひ
と
つ
が
、
J
R
東
海
ツ
ア
ー
ズ
が
企

画･

運
営
し
て
い
る
旅
行
ツ
ア
ー
「
親
子

で
行
く
修
学
旅
行
」
だ
。
タ
イ
ト
ル
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
子
供
も
大
人
も
一
緒

日本遺産
ロゴマーク
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JR 東海ツアーズの「親子で行く修学旅行」では、「奈良」の場合、平城京歴史館、
元興寺、唐招提寺、薬師寺など世界遺産の寺院と歴史資料館を巡り、「坐禅体験」や
「写経体験」などを通じて歴史を学んでいく。

「京都」なら、京料理六盛で「和食のマナー」を学び、下鴨神社で「お参りの作法」、
京都国立博物館で「文化財の勉強」などを教わって巡っていく。

平城京歴史館

京料理六盛 ※写真はイメージ

唐招提寺

京都国立博物館

元興寺

下鴨神社

薬師寺

に
な
っ
て
楽
し
み
な
が
ら
歴
史
や
文
化
に

直
接
触
れ
、
理
解
を
深
め
ら
れ
る
旅
が
こ

の
ツ
ア
ー
の
コ
ン
セ
プ
ト
。
3
年
目
を
迎

え
た
今
年
も
京
都
、
奈
良
を
巡
る
2
つ
の

ツ
ア
ー
を
実
施
し
、
好
評
を
博
し
て
い
る
。

「
見
て･
聞
い
て･

体
験
す
る
」が
テ
ー

マ
の
同
ツ
ア
ー
で
は
、
北
野
天
満
宮
、
下

鴨
神
社
、
唐
招
提
寺
、
薬
師
寺
、
談
山

神
社
な
ど
の
寺
社
と
、
文
部
科
学
省
、

文
化
庁
、
国
土
交
通
省
、
観
光
庁
、
奈

良
県
、
近
畿
日
本
鉄
道
（
株
）、
京
都
市
、

京
都
市
観
光
協
会
な
ど
省
庁
や
鉄
道
会

社
が
協
力
し
合
い
、
多
彩
な
施
設
や
文

化
財
を
巡
る
プ
ラ
ン
が
実
現
し
て
い
る
。

各
見
学
ス
ポ
ッ
ト
で
は
、
こ
の
ツ
ア
ー
の

た
め
だ
け
に
用
意
さ
れ
た
“
特
別
授
業
”

や
様
々
な
“
体
験
プ
ラ
ン
”
が
用
意
さ
れ

て
お
り
、
ま
る
で
「
物
語
」
を
読
む
よ
う

に
二
大
古
都
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

多
様
化
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る

寺
社
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
―

ひ
と
つ
の
考
え
や
既
存
の
ス
タ
イ
ル
に

固
執
す
る
時
代
は
終
わ
り
、
こ
れ
か
ら
の

日
本
は
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
多
様
化
が

ま
す
ま
す
進
む
の
は
間
違
い
な
い
事
実
。

そ
ん
な
時
代
を
生
き
抜
き
、
発
展
し
て
い

く
た
め
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
に
と
っ

て
大
切
な
の
は
古
い
し
き
た
り
に
と
ら
わ

れ
ず
、「
変
わ
る
」
こ
と
を
恐
れ
な
い
勇

気
と
行
動
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伝
統

を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
個
々
の
文
化
的
価

値
の
み
に
縛
ら
れ
ず
に
柔
軟
な
姿
勢
で

他
業
種
と
の
連
携
を
図
り
、
地
域
の
「
物

語
」
づ
く
り
に
積
極
的
に
参
画
す
る
―

―
。
様
々
な
力
を
結
集
さ
せ
て
殻
を
破

り
、
未
来
を
切
り
拓
い
た
そ
の
先
に
、
新

し
い
価
値
が
見
い
だ
せ
る
可
能
性
は
十
分

に
あ
る
だ
ろ
う
。

〈JR東海ツアーズ「親子で行く修学旅行」のコース例〉
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神
仏
を
同
時
に
崇
拝
し
て
い
た
精
神
風
土
を
現
代
に
取
り
戻
す

世
界
に
誇
る
信
仰
、平
成
の『
神
仏
霊
場
巡
拝
』の
道

田中 恆清

場
巡
り
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
、平
成
の

今
の
時
代
に
合
っ
た
我
々
な
り
の
神
仏

霊
場
巡
り
を
組
み
立
て
『
神
仏
霊
場

会
』
の
名
の
も
と
に
発
足
し
ま
し
た
」。

神
仏
霊
場
巡
り
は
、
多
い
と
き
で

全
国
民
の
６
人
に
１
人
は
お
参
り
し
て

い
た
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
熱
狂
ぶ
り

だ
っ
た
と
い
う
、
約
１
２
０
社
寺
を
巡

る
江
戸
時
代
の
神
仏
霊
場
巡
り
を
モ

デ
ル
と
し
て
、
平
成
20
年
３
月
、『
神

仏
習
合
』
の
信
仰
を
取
り
戻
す
べ
く

１
２
４
の
社
寺
で
発
足
し
、
そ
の
後
、

新
た
に
26
社
寺
が
加
わ
り
60
社
90
寺

の
１
５
０
社
寺
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
く
か
…
発

足
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
１
２
０
社
寺
で
は
な
く
、

平
成
の
『
神
仏
霊
場
会
』
と
し
て
、

新
し
く
創
建
さ
れ
た
社
寺
も
入
っ
て
い

た
だ
い
て
も
い
い
の
で
は
と
い
う
柔
軟

な
話
も
あ
っ
た
り
、
ま
た
巡
拝
の
順
番

は
ど
う
な
の
か
…
お
寺
は
延
暦
寺
か
ら

な
の
か
神
社
は
伊
勢
神
宮
か
ら
な
の

か
と
の
論
議
が
あ
り
ま
し
た
…
そ
の
た

め
何
度
も
会
合
が
行
わ
れ
ま
し
た
」。

そ
の
中
で
も
お
伊
勢
さ
ん
は
別
格
と

し
て
共
通
の
認
識
と
し
て
あ
り
、
先

ず
は
お
伊
勢
さ
ん
か
ら
と
い
う
話
に
ま

と
ま
る
。「
伊
勢
に
あ
る
皇
學
館
大
学

近
畿
２
府
４
県
を
中
心
に
古
く

か
ら
聖
地
・
霊
場
と
よ
ば
れ
て
き
た

１
５
０
の
社
寺
が
、『
神
仏
習
合
』
に

も
と
づ
き
発
足
し
た
新
し
い
組
織

『
神
仏
霊
場
会
』
に
つ
い
て
、
神
仏
霊

場
会
会
長
で
あ
る
田た

な
か
つ
ね
き
よ

中
恆
清
石
清
水

八
幡
宮
宮
司
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
１
４
０
０
年
以
上
も
続
い
て
き
た

『
神
仏
習
合
』
と
い
う
日
本
人
の
伝
統

的
な
信
仰
観
を
、
今
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
も
っ
と
前
面
に
出
す
こ
と
で
、
そ

う
い
っ
た
思
想
の
元
に
日
本
人
皆
が
結

束
し
て
き
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の

で
は
」
と
開
口
一
番
に
語
ら
れ
た
田
中

宮
司
。『
神
仏
習
合
』
と
は
、
古
来
森

や
川
な
ど
全
て
の
も
の
に
神
が
宿
る

と
考
え
、
自
然
を
崇
拝
し
先
祖
を
大

切
に
す
る
神
道
と
、
約
６
世
紀
ご
ろ

に
伝
来
し
て
き
た
仏
教
や
儒
教
な
ど

が
習
合
し
た
日
本
独
自
の
信
仰
の
こ

と
で
あ
る
。「
争
い
ご
と
を
嫌
い
、
柔

軟
に
他
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
日
本

の
長
い
歴
史
を
何
と
か
形
に
な
ら
な
い

か
と
、
様
々
な
神
職
・
僧
侶
の
方
た

ち
や
実
務
者
の
方
た
ち
と
話
し
合
い
、

そ
の
中
で
出
て
き
た
の
が
江
戸
時
代

に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
神
仏
霊
場

巡
り
で
す
。
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
霊

クローズアップ

田
た な か

中 恆
つ ね き よ

清　
神仏霊場会会長

（石清水八幡宮宮司）
昭和19（1944）年、石清水八幡
宮宮司を務める祠官家に生ま
れ、現在、始祖から数えて58代
の宮司。平成22(2010)年には
神社本庁の総長に就任。
このほか、京都府神社庁長、全
国八幡宮連合総本部長、世界
連邦日本宗教委員会会長など
を務める。著書に『神道のちか
ら』（学研パブリッシング）、『神
様が教えてくれた幸運の習慣』

（幻冬舎）、『謎多き神八幡様の
すべて』（新人物往来社）、監修
に『八幡大神』（戎光祥出版）が
ある。

神 仏 霊 場 会 会 長

（ 石 清 水 八 幡 宮 宮 司 ）
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『
神
仏
霊
場
会
』参
加
霊
場

特
別
参
拝

伊
勢  

神
仏
同
座
の
道

皇
大
神
宮（
神
宮
内
宮
）

豊
受
大
神
宮

（
神
宮
外
宮
）

和
歌
山
　
清
浄
の
道

熊
野
速
玉
大
社

青
岸
渡
寺

熊
野
那
智
大
社

熊
野
本
宮
大
社

闘
鶏
神
社

道
成
寺

藤
白
神
社

竈
山
神
社

根
来
寺

慈
尊
院

丹
生
官
省
符
神
社

丹
生
都
比
売
神
社

金
剛
峯
寺

奈
良
　
鎮
護
の
道

東
大
寺

春
日
大
社

興
福
寺

大
安
寺

帯
解
寺

石
上
神
社

大
和
神
社

大
神
神
社

法
華
寺

西
大
寺

唐
招
提
寺

薬
師
寺

法
隆
寺

中
宮
寺

霊
山
寺

宝
山
寺

朝
護
孫
子
寺

廣
瀬
大
社

當
麻
寺

橿
原
神
宮

安
倍
文
殊
院

長
谷
寺

室
生
寺

談
山
神
社

南
法
華
寺（
壺
坂
寺
）

金
峯
山
寺

丹
生
川
上
神
社
上
社

丹
生
川
上
神
社

大
阪
　
豊
楽
の
道

住
吉
大
社

四
天
王
寺

阿
部
野
神
社

今
宮
戎
神
社

大
念
佛
寺

法
楽
寺

生
國
魂
神
社

坐
摩
神
社

大
阪
天
満
宮

太
融
寺

施
福
寺

水
間
寺

七
宝
瀧
寺

金
剛
寺

観
心
寺

叡
福
寺

道
明
寺
天
満
宮

葛
井
寺

枚
岡
神
社

四
條
畷
神
社

水
無
瀬
神
宮

総
持
寺

神
峯
山
寺

勝
尾
寺

兵
庫
　
豊
饒
の
道

生
田
神
社

西
宮
神
社

廣
田
神
社

忉
利
天
上
寺

湊
川
神
社

長
田
神
社

須
磨
寺

海
神
社

廣
峯
神
社

圓
教
寺

赤
穂
大
石
神
社

一
乗
寺

播
州
清
水
寺

清
荒
神
清
澄
寺

中
山
寺

京
都
　
楽
土
の
道

石
清
水
八
幡
宮

御
香
宮
神
社

城
南
宮

教
王
護
国
寺

善
峯
寺

大
原
野
神
社

松
尾
大
社

天
龍
寺

大
覚
寺

神
護
寺

車
折
神
社

仁
和
寺

鹿
苑
寺（
金
閣
寺
）

平
野
神
社

北
野
天
満
宮

今
宮
神
社

宝
鏡
寺

大
聖
寺

相
国
寺

御
靈
神
社

賀
茂
御
祖
神
社

賀
茂
別
雷
神
社

鞍
馬
寺

貴
船
神
社

寂
光
院

三
千
院

赤
山
禅
院

曼
殊
院

慈
照
寺（
銀
閣
寺
）

吉
田
神
社

真
正
極
楽
寺

聖
護
院

平
安
神
宮

行
願
寺

青
蓮
院

八
坂
神
社

清
水
寺

六
波
羅
蜜
寺

妙
法
院

智
積
院

泉
涌
寺

観
音
寺

伏
見
稲
荷
大
社

三
室
戸
寺

平
等
院

醍
醐
寺

毘
沙
門
堂

浄
瑠
璃
寺

岩
船
寺

穴
太
寺

籠
神
社

松
尾
寺

滋
賀
　
欣
求
の
道

多
賀
大
社

田
村
神
社

金
剛
輪
寺

西
明
寺

長
濱
八
幡
宮

宝
厳
寺

観
音
正
寺

永
源
寺

百
済
寺

日
牟
禮
八
幡
宮

長
命
寺

御
上
神
社

建
部
大
社

石
山
寺

園
城
寺

西
教
寺

日
吉
大
社

延
暦
寺

伊勢神宮 石清水八幡宮 比叡山延暦寺

で
発
足
式
典
を
行
い
そ
の
後
、
全
員

で
伊
勢
神
宮
へ
参
拝
し
ま
し
た
。
伊

勢
神
宮
は
『
神
仏
霊
場
会
』
の
正
式

会
員
で
は
な
く
特
別
会
員
と
し
て
お

手
伝
い
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
」。
こ
の

発
足
式
は
、
伊
勢
神
宮
に
と
っ
て
明

治
政
府
に
よ
る
『
神
仏
分
離
』
以
来
、

神
職
と
高
僧
が一
堂
に
会
し
て
公
式
に

参
拝
さ
れ
る
こ
と
は
初
め
て
の
こ
と

だ
っ
た
と
い
う
。

「
皆
さ
ん
方
も
ご
存
じ
だ
と
思
い

ま
す
が
、
歴
史
的
に
三さ

ん
し
ゃ
た
く
せ
ん

社
託
宣
と
言

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。『
神
仏
習
合
』

の
代
表
的
な
お
社
の
託
宣
の
共
通
に

あ
る
『
正
直
』
を
認
識
と
し
て
持
っ
て

も
ら
う
こ
と
で
、
社
寺
の
皆
さ
ん
に

了
解
を
し
て
い
た
だ
き
、
お
伊
勢
さ
ん

へ
参
拝
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
」。

三
社
託
宣
と
は
伊
勢
神
宮
（
天
照
皇

大
神
）、
石
清
水
八
幡
宮
（
八
幡
大
菩

薩
）、
春
日
大
社
（
春
日
大
明
神
）
の

教
え
で
あ
る「
正
直
」、「
清
浄
」、「
慈
悲
」

と
い
う
人
が
正
し
く
生
き
る
た
め
の
三

つ
の
教
え
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

『
神
仏
霊
場
会
』
で
は
、
１
５
０

社
寺
を
巡
っ
て
い
た
だ
く
方
を
募
集

す
る
た
め
、
社
寺
に
行
っ
た
証
に
朱
印

し
て
も
ら
う
『
神
仏
霊
場
会
』
専
用

の
朱
印
帳
を
作
り
加
盟
社
寺
で
販
売

し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
朱
印
帳

ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
に
も
な
っ
た
と
い

う
。
平
成
20
年
に
発
足
以
来
、
全
社

寺
を
巡
拝
し
た
満
願
者
は
８
５
０
人

を
超
え
る
。
満
願
者
は
毎
年
行
わ
れ

る
『
神
仏
合
同
国
家
安
泰
世
界
平
和

祈
願
会
（
祭
）』
に
招
待
さ
れ
る
。

今
後
の
展
開
に
つ
い
て
田
中
宮
司

は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
。「
一
人
で
も

多
く
の
方
に
『
神
仏
霊
場
会
』
を
知
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、『
神
仏
霊

場
会
』
と
し
て
１
年
に
１
回
の
総
会

だ
け
で
は
な
く
、
１
５
０
社
寺
と
し
て

『
神
仏
習
合
』
と
い
う
意
識
を
持
っ
て

も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
、
私
が
会
長

と
な
っ
た
今
年
の
４
月
に
交
流
会
を

開
き
ま
し
た
。
約
半
分
の
社
寺
が
参

加
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
何
か
を
す
る

と
き
も
『
神
仏
習
合
』
と
い
う
意
識

を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
神
社
は
そ
の

旗
振
り
役
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
の

発
案
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
神
仏
霊

場
会
』
10
周
年
を
記
念
し
て
『
神
仏

習
合
展
』
を
開
催
す
る
案
が
あ
り
ま

し
た
。
神
社
と
お
寺
の
宝
物
を
集
め

て
展
示
し
よ
う
と
準
備
委
員
会
も
立

ち
上
げ
た
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
険

し
い
道
で
中
止
す
る
形
に
な
っ
て
お
り

ま
し
た
。
し
か
し
私
が『
神
仏
霊
場
会
』

の
会
長
の
お
引
き
受
け
を
す
る
時
に
、

『
神
仏
習
合
展
』
が
開
催
で
き
る
よ
う

に
道
筋
を
作
っ
て
い
く
こ
と
を
約
束
し

ま
し
た
。
平
成
32
年
（
２
０
２
０
年
）

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
に
は
開
催

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
神

仏
習
合
』
は
世
界
に
誇
れ
る
信
仰
な

ん
で
す
」。

第
四
期 

神
仏
霊
場
会
事
務
局
所
在
地

〒
6
1
4-

8
5
8
8

京
都
府
八
幡
市
八
幡
高
坊
30　

石
清
水
八
幡
宮
内

T
E
L.
0
7
5-

9
8
1-

3
0
0
1
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何
と
も
懐
か
し
い
匂
い
を
醸
し
出

す
４
０
畳
も
の
広
さ
の
大
部
屋
。

現
在
で
は
な
か
な
か
体
験
す
る
こ

と
が
な
い
大
部
屋
に
ふ
と
ん
を
敷
い

て
、
お
互
い
知
ら
な
い
も
の
同
士
が

一
緒
に
寝
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
雑

魚
寝
」
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る

真し
ん
し
ゅ
う
ほ
ん
び
ょ
う

宗
本
廟
境
内
に
あ
る
宿
泊
研
修

施
設
・
同ど

う
ぼ
う
か
い
か
ん

朋
会
館
。「
戦
後
ま
も
な

い
１
９
４
７
年
か
ら
、
全
国
か
ら
門

徒
が
７
〜
10
日
間
ほ
ど
米
や
味
噌
を

持
参
し
て
寝
泊
ま
り
を
し
な
が
ら
、

草
刈
り
や
蒸
気
機
関
車
の
炭
で
真
っ

黒
に
な
っ
た
建
物
を
清
掃
し
に
来
て

い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
り
、
こ
の
清

掃
奉
仕
は
現
在
の
真
宗
本
廟
奉
仕

の
原
型
で
も
あ
る
」
と
同
館
次
長
の

玉た
ま
き
た
か
し

樹
崇
さ
ん
は
話
す
。

真
宗
本
廟
奉
仕
と
は
、
清
掃
奉

仕
を
し
つ
つ
聖
人
の
教
え
を
聞
き
、

と
も
に
語
り
合
い
人
間
と
し
て
生
き

る
意
味
を
尋
ね
研
修
す
る
こ
と
。

そ
の
真
宗
本
廟
奉
仕
の
た
め
に
全

国
の
門
徒
・
同
朋
が
集
う
場
と
し
て

１
９
５
９
年
に
同
朋
会
館
は
開
か
れ

た
。
会
館
に
は
、
法
話
室
、
食
堂
、

浴
場
が
備
え
ら
れ
最
大
２
４
０
人

が
宿
泊
で
き
る
。
２
０
１
７
年
夏
か

ら
改
修
工
事
を
は
じ
め
２
０
１
８
年

夏
に
完
成
予
定
だ
。「
そ
の
間
こ
こ

は
使
え
な
い
た
め
、
１
２
０
年
ぶ
り

に
詰
所
に
回
帰
し
て
も
ら
う
こ
と
に

な
る
」
と
い
う
。
か
つ
て
、
真
宗
本

廟
は
江
戸
時
代
以
降
何
度
か
焼
失
と

再
建
を
繰
り
返
し
、
そ
の
た
び
に
全

国
か
ら
門
徒
が
集
い
再
建
に
協
力
し

た
。
そ
の
宿
泊
先
と
し
て
各
国
元
の

詰
所
が
開
か
れ
た
。
詰
所
と
は
一
時

的
に
仮
眠
、
宿
泊
、
待
機
し
た
り
す

る
施
設
で
は
あ
る
が
、
門
徒
た
ち
に

と
っ
て
は
信
心
を
涵
養
す
る
聞
法
道

場
で
も
あ
っ
た
。
朝
お
参
り
を
し
、

昼
間
は
各
自
の
持
ち
場
で
作
業
し
、

夜
は
法
話
を
聞
き
座
談
す
る
と
い
う

共
同
生
活
を
送
っ
て
い
た
。

同
朋
会
館
は
そ
の
詰
所
の
ス
タ

イ
ル
を
現
在
に
残
し
て
い
る
。
朝
夕

の
参
拝
、
清
掃
奉
仕
、
法

話
、
座
談
会
と
二
泊
三
日
、

ま
た
は
一
泊
二
日
で
行
わ

れ
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

参
加
し
た
人
は
「
人
と
こ

ん
な
に
た
く
さ
ん
話
し
た

り
、
聞
い
た
り
し
た
こ
と

が
な
い
」「
人
と
の
つ
な
が

り
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来

た
」
な
ど
口
に
す
る
と
い
う
。
人
と

の
付
き
合
い
が
薄
れ
て
き
た
現
在
、

他
人
と
の
共
同
生
活
を
通
じ
て
気
づ

く
事
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
だ
。

「
自
分
が
寄
っ
て
立
つ
場
所
と
し

て
、
仏
法
を
通
じ
て
横
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
す
る
気
持
ち
を
培
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。
今
後
も
雑
魚
寝
の
ス

タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
に
大
部
屋
の
良

さ
を
残
し
た
い
」
と
玉
樹
次
長
。
現

在
は
門
徒
だ
け
で
は
な
く
一
般
の
参

拝
者
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
宿
泊

講
座
も
開
か
れ
て
い
る
。
個
に
重
き

を
置
き
と
も
す
れ
ば
孤
立
し
が
ち
な

今
の
風
潮
に
反
し
、
人
へ
の
気
遣
い

を
し
な
が
ら
も
和
や
か
に
過
ご
す
体

験
を
人
々
が
求
め
だ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
注
目
し

た
い
傾
向
だ
。真宗大谷派

真
しんしゅうほんびょう

宗本廟 (東
ひがしほんがんじ

本願寺 )

同
ど う ぼ う か い か ん

朋会館
〒600-8308
京都市下京区新シ町 121
TEL	075-371-9185
http://www.higashihonganji.
or.jp/worship/dobo/

京
都
・
真
宗
本
廟(

東
本
願
寺)

同
朋
会
館
「
本
廟
奉
仕
」

真
宗
本
廟
の
清
掃
奉
仕
活
動
と
共
に
、

現
在
に
残
す
「
雑
魚
寝
」
の
由
来
。

同朋会館の外観。創建当時の雰囲気を今に残す大部屋（右下）と、本廟奉仕が始まった当時の写真（左）。
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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
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

宿
坊
研
究
を
始
め
て
17
年
。
日

本
各
地
の
宿
坊
を
泊
ま
り
歩
く
中
、

少
し
ず
つ
そ
の
数
が
減
っ
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
ま
す
。
し
か
し
、
昨
年

か
ら
そ
ん
な
状
況
に
変
化
が
現
れ
、

幾
つ
か
の
お
寺
か
ら
「
宿
坊
を
開
き

た
い
」
と
い
う
相
談
が
寄
せ
ら
れ
始

め
ま
し
た
。
さ
ら
に
宿
坊
へ
の
ニ
ー

ズ
も
日
に
日
に
高
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
宿
坊
を
作
り
た
い

寺
社
の
ご
参
考
に
、「
宿
坊
開
設
へ

の
３
つ
の
ハ
ー
ド
ル
」
に
つ
い
て
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

宿
坊
開
設
へ
の
３
つ
の
ハ
ー
ド
ル

〈
１
．初
期
費
用
〉初
期
費
用
の
大
半

を
占
め
る
不
動
産
の
取
得
費
用
は
、

境
内
に
あ
る
土
地
と
建
物
を
活
用
す

る
の
で
あ
れ
ば
不
要
な
の
で
、ま
ず

は
活
用
で
き
る
施
設
が
な
い
か
検
討

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。ま
た

多
く
の
場
合
、建
物
を
宿
泊
施
設
と

し
て
整
備
す
る
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
が

必
要
で
す
。併
せ
て
宿
泊
者
を
受
け

入
れ
る
為
の
備
品
や
什
器
の
準
備
費

用
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〈
２
．営
業
許
可
取
得
〉「
宿
坊
は
旅

館
で
は
な
い
」と
い
う
考
え
方
も
あ

り
ま
す
が
、ポ
イ
ン
ト
は「
外
か
ら
ど

う
見
え
る
か
？
管
轄
す
る
役
所
が
ど

う
判
断
す
る
か
？
」と
い
う
こ
と
で

す（
こ
の
部
分
は
、営
業
許
可
以
外
に

も
固
定
資
産
税
や
法
人
税
な
ど
に

も
関
わ
っ
て
き
ま
す
）。

開
設
す
る
宿
坊
が
旅
館
業
と
判

断
さ
れ
る
場
合
、
開
設
に
は
旅
館
業

法
、
防
火
設
備
設
置
な
ど
を
定
め
た

消
防
法
、
食
事
を
提
供
す
る
場
合
に

は
飲
食
店
営
業
許
可
な
ど
が
関
係

し
、
旅
館
業
法
と
飲
食
店
営
業
許

可
は
保
健
所
が
、
消
防
法
は
消
防
署

が
管
轄
し
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
営

業
許
可
取
得
が
一
番
の
ハ
ー
ド
ル
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
ク
リ
ア
し
な
い

と
旅
館
業
と
し
て
営
業
で
き
な
か
っ

た
り
、
食
事
の
提
供
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
面
か
ら
も
経
験
豊
か
な
専
門
家

（
税
理
士
や
建
築
事
務
所
な
ど
）
に

相
談
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

〈
３
．宿
泊
業
を
営
む
た
め
の
技
術
・

ノ
ウ
ハ
ウ
の
習
得
〉こ
れ
は
接
客
、客

室
管
理
、備
品
の
調
達
、料
理
、税
務

知
識
な
ど
多
岐
に
渡
り
ま
す
。ま
た

24
時
間
他
人
と
接
し
続
け
る
メ
ン
タ

ル
面
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
欠
か
せ
ま
せ

ん
。こ
れ
ら
の
多
く
は
宿
坊
を
作
っ

て
か
ら
で
な
い
と
、身
に
付
か
な
い
ス

キ
ル
で
す
。そ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
低

減
す
る
た
め
に
、い
き
な
り
毎
日
営

業
す
る
の
で
は
な
く
知
り
合
い
や
期

間
限
定
で
の
受
け
入
れ
か
ら
始
め
る

と
か
、調
理
技
術
が
整
わ
な
い
な
ら

最
初
は
素
泊
ま
り
の
み
と
す
る
な
ど

の
戦
略
が
考
え
ら
れ
ま
す
。ま
た
、

宿
泊
部
門
と
修
行
体
験
部
門
を
分

け
、宿
泊
は
外
部
委
託
す
る
な
ど
も

一
策
で
す
。

P
R
の
重
要
性

以
上
、
宿
坊
開
設
の
３
つ
の
ハ
ー

ド
ル
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
開
設

後
は
「
ど
の
よ
う
に
宿
泊
者
を
集

め
る
か
？
ど
の
よ
う
に
P
R
し
て
い

く
か
？
」
が
最
も
大
き
な
関
心
事
で

し
ょ
う
。
私
も
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
参
加
し
て
い
る
全
国
寺
社
観
光
協

会
が
宿
坊
専
門
サ
イ
ト
「
和
空
（
わ

く
う
）」
を
開
設
す
る
な
ど
支
援
体

制
も
整
い
始
め
て
い
ま
す
。
宿
坊
開

設
に
は
様
々
な
高
い
ハ
ー
ド
ル
も
あ

り
ま
す
が
、
乗
り
越
え
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。
今
後
も
知
恵
を
絞
り
な
が

ら
、
道
を
切
り
開
い
て
い
け
た
ら
と

考
え
て
い
ま
す
。

宿坊研究会レポート

各地で宿坊が減りつつある中、寺院活性プロジェクトを通じて宿坊開設を呼びかけるなどが功を奏してか「宿坊を開きたい」という声が寄せられ始めている。

宿坊を開設するための３つのハードル
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦

第4回
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金
峯
山
修
験
本
宗

第
5
代
管
長
に

五
條
良
知
師
が
ご
就
任

編
集
部　

管
長
に
ご
就
任
さ
れ
る
に

当
た
っ
て
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
頂
け

ま
す
か
？

管
長
猊
下　

こ
の
度
管
長
に
就
任
致

し
ま
し
て
、今
生
い
く
つ
ま
で
生
か
さ

れ
る
か
は
判
り
ま
せ
ん
が
こ
れ
か
ら

一
歩
ず
つ
、時
間
を
掛
け
て“
三
界
の

大
導
師
た
る
僧
侶
”と
な
れ
る
よ
う

努
力
し
て
参
り
ま
す
。本
宗
に
関
わ

り
の
あ
る
方
々
、ま
た
今
後
関
わ
り
を

持
た
れ
る
方
々
と
、蔵
王
権
現
の
信

仰
の
道
、役
行
者
が
描
か
れ
た
道
を

ご
一
緒
に
歩
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

編
集
部　

金
峯
山
寺
様
は
長
い
歴
史

が
あ
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
が
？

管
長
猊
下　

お
寺
の
歴
史
は

1
3
0
0
年
前
、役
行
者
の
ご
開
山

以
来
と
古
く
、同
時
に
吉
野
大
峯
修

験
道
と
し
て
私
が
何
代
目
に
な
る

か
は
不
明
で
す
。金
峯
山
修
験
本
宗

と
し
て
は
1
9
4
8（
昭
和
23
）年

に
独
立
宗
派
と
な
っ
て
か
ら
私
が
5

代
目
の
管
長
で
す
。ま
た
管か

ん
れ
い領
と
は

1
6
1
4（
慶
長
19
）年
に
吉
野
の
要

害
と
寺
院
勢
力
を
危
惧
し
た
徳
川
家

康
が
天
海
僧
正
に
命
じ
ら
れ
て
か
ら

31
世
目
と
な
り
ま
す
。長
い
歴
史
の

中
で
特
筆
す
べ
き
は
、1
8
7
4（
明

治
7
）年
の
修
験
道
廃
止
令
で
金
峯

山
寺
が
廃
寺
と
な
り
、蔵
王
堂
や
山

上
蔵
王
堂（
現
大
峯
山
寺
本
堂
）ま

で
お
宮
さ
ん
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
で

す
。た
だ
そ
の
間
も
信
仰
は
廃
れ
る
こ

と
は
な
く
、多
く
の
方
々
に
支
え
ら
れ

1
8
8
6（
明
治
19
）年
に
寺
院
と
し

て
復
興
が
果
た
せ
ま
し
た
。

編
集
部　

修
験
道
に
つ
い
て
少
し
お

教
え
頂
け
ま
す
か
？

管
長
猊
下　

よ
く「
自
然
と
共
生
す

る
」と
言
い
ま
す
が
と
ん
で
も
な
い
こ

と
で
す
。私
た
ち
は
自
然
と
共
に
生

き
て
い
る
の
で
は
な
く
生
か
さ
れ
て
い

る
ん
で
す
。そ
れ
を
分
か
っ
て「
あ
り

が
た
い
」と
思
っ
た
時
、人
や
自
然
と

の
つ
な
が
り
方
が
変
わ
り
ま
す
。そ
れ

を
実
践
し
て
い
る
の
が
修
験
者（
山

伏
）だ
と
思
い
ま
す
。私
ど
も
は
在
家

宗
教
で
す
。山
で
修
行
し
里
に
帰
り
、

1
3
0
0
年
続
く
法
を
守
り
続
け
な
が
ら

国
の
軸
た
る
寺
と
し
て
世
界
へ
発
信

金
峯
山
修
験
本
宗
第
５
代
管
長

総
本
山
金
峯
山
寺
第
31
世
管
領

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

五
條 

良
知

プロフィール

五
ご じ ょ う

條 良
り ょ う ち

知
1964(昭和39)年京都府綾部市出身
大正大学仏教学部天台学コース卒
金峯山寺執行、金峯山修験本宗教学部長
などを歴任
2013(平成25)年金峯山寺執行長
2015(平成27)年4月に宗務総長
2015(平成27)年６月に金峯山修験本宗
第5代管長及び総本山金峯山寺第31
世管領に就任

新管長上任記念・国宝仁王門大修理勧進

金剛蔵王大権現3体（重要文化財）

國軸山 金峯山寺 蔵王堂

平成27年10月31日（土）～12月6日（日）
拝観時間／午前8時30分～午後4時30分（受付は午後4時まで）

日本最大 秘仏本尊 特別ご開帳
平成24年から10年間、毎年一定期間に勧進特別ご開帳

※諸行事・法要に執行中は拝観を中止することがあります。

お問合せ／〒639-3115　奈良県吉野郡吉野町吉野山　國軸山 金峯山寺 
0746-32-8371　www.kinpusen.or.jp

特別拝観料（団体割引あり）／大人1,000円　中高生800円　小学生600円　○ミニ木札付き・特製エコバッグ進呈

金峯山寺 検索
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山
で
形
成
さ
れ
た
人
格
を
普
段
の
生

活
に
活
か
し
他
の
人
に
手
を
差
し
伸

べ
ら
れ
る
よ
う
修
行
し
ま
す
。修
験

道
は「
実
修
実
験
」と
書
き「
実
際
に

自
分
で
行
い
、実
際
に
験し

る
し

を
得
る
」、

つ
ま
り「
自
身
で
行
い
悟
り
を
得
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
は
難
し
い
こ

と
で
は
な
く
、例
え
ば
法
事
を
お
坊

さ
ん
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、お
坊

さ
ん
と
一
緒
に
拝
む
。ご
祈
祷
す
る
な

ら
自
分
も
ご
祈
祷
し
て
い
た
だ
く
気

持
ち
に
な
っ
て
座
る
。「
一
緒
に
行
う
」、

そ
れ
が「
実
修
実
験
」の
入
口
で
す
。

光
を
観
る

－

本
当
の
観
光
の
た
め
に
は

一生
懸
命
努
力
す
る

編
集
部　

吉
野
は「
紀
伊
山
地
の
霊

場
と
参
詣
道
」と
し
て
世
界
遺
産
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
？

管
長
猊
下　

吉
野
は
桜
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
観
光
地
化
を
目
指
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
が
、元
々
は
蔵
王
権

現
の
ご
神
木
で
あ
る
桜
を
お
供
え
し

た
い
と
い
う
お
気
持
ち

が
1
0
0
0
年
続
い
て

桜
の
名
所
に
な
っ
た
ん

で
す
。
桜
は
権
現
様
の

木
で
あ
り
金
峯
山
寺
が

あ
り
門
前
町
が
あ
り
蔵

王
権
現
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
そ
こ
に
山
伏
が
お

り
人
々
が
集
ま
る
。
最

近
は
そ
の
よ
う
な
つ
な

が
り
を
ご
理
解
頂
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

吉
野
は
世
界
遺
産
で
す

が
、お
寺
を
い
わ
ゆ
る
観

光
寺
院
に
す
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。本
当
の

観
光
つ
ま
り「
光
を
観

る
」た
め
に
お
い
で
に
な

る
方
が
喜
ん
で
い
た
だ

け
る
た
め
に
は
努
力
し

ま
す
。

編
集
部　

お
寺
と
地
域
振
興
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
ご
意
見
を
お
聞
か
せ

下
さ
い
。

管
長
猊
下　

蔵
王
権
現
を
拝
ん
だ
時

の
蔵
王
堂
の
空
気
や
、山
の
中
の
護

摩
道
場
で
手
を
合
わ
し
た
時
の
感
じ

な
ど
を
実
感
し
て
も
ら
う
事
が
言
葉

よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
。そ
れ
に
は

多
く
の
人
に
来
て
頂
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
か
ら
、地
域
と
連
携
し
て
多
く
の

人
を
呼
ん
で
も
ら
う
。例
え
ば
蔵
王

堂
の
前
で
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。歌
舞
音
曲
は
仏
様

や
神
様
の
世
界
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
か
ら
、今
後
も
ど
ん
ど
ん
進
め
て

戴
き
た
い
で
す
。他
に
も
法
要
や
皆

さ
ん
と
協
力
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も

増
え
て
い
ま
す
。お
寺
に
人
が
集
ま
れ

ば
地
域
が
良
く
な
り
、文
化
財
を
守

る
こ
と
に
も
ご
協
力
頂
き
ま
た
お
寺

も
良
く
な
る
。地
域
振
興
と
お
寺
の

活
動
に
は
重
な
る
部
分
が
多
く
あ
る

ん
で
す
。だ
か
ら
地
域
に
ど
ん
ど
ん
良

く
な
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

来
る
1
0
0
年
に
伝
え
る

「
懺
悔•

感
謝•

祈
り
」の
心

編
集
部　

最
後
に
今
後
に
向
け
て
の

ご
決
意
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

管
長
猊
下　

信
仰
は
、懴
悔
・
感
謝
・

祈
り
が
必
要
で
す
。祈
り
の
な
い
と
こ

ろ
に
は
何
も
生
じ
ま
せ
ん
。ま
た
、宗

教
に
は「
変
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
」

「
守
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
」が
多
く
あ
り
ま
す
。国
軸
山
と

い
う
山
号
を
持
つ
金
峯
山
寺
は
、国
の

軸
た
る
べ
き
寺
と
し
て
懺
悔
と
感
謝

と
祈
り
の
心
を
持
ち
、1
3
0
0
年

続
い
て
き
た
修
験
道
の
法
を
曲
げ
ず

に
次
の
1
0
0
年
に
そ
の
ま
ま
伝
え

て
い
く
。こ
の
寺
が
踏
ん
張
ら
な
い
と

日
本
が
揺
ら
ぐ
、蔵
王
権
現
が
ガ
ッ

と
踏
ん
張
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
日
本

が
踏
ん
張
れ
る
。そ
ん
な
思
い
で
こ
こ

を
守
っ
て
参
り
ま
す
。さ
ら
に
、法
を

守
り
続
け
て
き
た
人
、こ
れ
か
ら
守
り

続
け
る
人
と
共
に
世
界
に
発
信
を
続

け
、日
本
の
力
と
な
れ
る
よ
う
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。世界文化遺産

金峯山修験本宗総本山  國軸山 金
き ん ぷ せ ん じ

峯山寺
〒639-3115　奈良県吉野郡吉野町吉野山2498番地
TEL.0746-32-8371　http://www.kinpusen.or.jp

新管長上任記念・国宝仁王門大修理勧進

金剛蔵王大権現3体（重要文化財）

國軸山 金峯山寺 蔵王堂

平成27年10月31日（土）～12月6日（日）
拝観時間／午前8時30分～午後4時30分（受付は午後4時まで）

日本最大 秘仏本尊 特別ご開帳
平成24年から10年間、毎年一定期間に勧進特別ご開帳

※諸行事・法要に執行中は拝観を中止することがあります。

お問合せ／〒639-3115　奈良県吉野郡吉野町吉野山　國軸山 金峯山寺 
0746-32-8371　www.kinpusen.or.jp

特別拝観料（団体割引あり）／大人1,000円　中高生800円　小学生600円　○ミニ木札付き・特製エコバッグ進呈

金峯山寺 検索
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狛犬屋 巽彫刻
〒444-2112
愛知県岡崎市東阿知和町字
片坂12-186
TEL.0564-22-8400
http://www.228400.com/

石
工
の
心
意
気
が
息
づ
く

手
彫
り
狛
犬

１. 今では非常に少なくなった
手彫りでオーダーメイドの狛犬
を製作する綱川潔氏

2.. 宝珠狛犬。 頭に宝珠の
狛犬と角の狛犬になっている
のが特徴

３. 獅子狛犬。基本的なデザ
インの狛犬※こちらの作品は
数年前に作成してすでに飾ら
れている

４. 粗バツリと呼ばれる作業の
様子。粗バツリで元の四角い
石から大きく削り出し、ビシャ
ン掛けは形になったものの表
面を削っていく。

５. 彫刻道具のビシャン

６.ビシャン掛の様子

７.ノミ

８. 石に囲まれた作業場 1

2

3

4

5

67

8

飛
鳥
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
以

来
、
石
で
彫
ら
れ
た
狛
犬
は
日
本
で
独

自
の
進
化
を
遂
げ
、
石
工
文
化
の
一
翼

を
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
昨
今
で
は
伝

統
を
受
け
継
ぐ
職
人
が
激
減
し
、
規

格
化
さ
れ
た
量
産
品
が
主
流
と
な
っ
て

い
る
。そん

な
現
状
に一石
を
投
じ
る
べ
く
、

手
彫
り
で
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
狛
犬
を

製
作
販
売
し
て
い
る
の
が
「
狛
犬
屋 

巽
彫
刻
」
の
綱
川
潔
氏
。
渡
り
職
人
と

し
て
様
々
な
石
材
店
で
修
業
を
積
み
、

1
9
8
4
年
に
独
立
。
狛
犬
づ
く
り
一

筋
に
積
み
重
ね
た
キ
ャ
リ
ア
は
50
年
を

誇
る
。

「
手
彫
り
で
仕
上
げ
ら
れ
た
狛
犬
に

は
、
そ
の
表
情
や
細
か
な
装
飾
に
職
人

の
個
性
が
如
実
に
現
れ
ま
す
。2
0
0

年
、3
0
0
年
と
残
る
も
の
を
作
ら
せ

て
も
ら
え
る
の
が
何
よ
り
の
喜
び
で
す
」

材
質
は
風
化
に
強
い
花
崗
岩
を
主
に

用
い
、
金
槌
と
専
用
の
ノ
ミ
を
使
っ
て

丹
念
に
彫
り
進
め
て
い
く
。
細
か
な
要

望
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
仕
事
ぶ
り
が

評
判
を
呼
び
、
全
国
か
ら
建
て
替
え
や

再
現
の
依
頼
が
舞
い
込
ん
で
い
る
。

「
私
の
憧
れ
は
、
江
戸
時
代
末
期
に

活
躍
し
た
石
工
の
丹
波
佐
吉
。
彼
の
手

が
け
た
狛
犬
は
実
に
見
事
な
出
来
栄
え

で
、
1
5
0
年
経
っ
た
今
も
唯
一
無
二

の
魅
力
を
放
ち
続
け
て
い
ま
す
。
あ
ん

な
仕
事
が
で
き
る
職
人
を
目
指
し
、
何

歳
に
な
っ
て
も
修
行
の
日
々
で
す
」

狛
犬
文
化
を
継
承
・
伝
達
す
る
誇

り
と
使
命
感
を
胸
に
、
綱
川
氏
の
“
挑

戦
”
の
日
々
は
続
く
。
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職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑
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真宗大谷派

専
せんしょうじ

正寺
〒 937-0803
富山県魚津市本江
新町 9-8
TEL.0765-23-5980
http://toyamagata.
com/magokoro/

久津谷 俊行
真宗大谷派 専正寺住職
宗教法人専正寺 デイサービスまごころ代表

1949（昭和24）年、富山県魚津市
生まれ。1992(平成4)年に父親の
後を継ぎ専正寺の住職に。2002
（平成14）年、地元短期大学の
事務職を経て、2004（平成16）
年、地域へのよりいっそうの貢献を
目指して同寺内に「宗教法人専正
寺 デイサービスまごころ」を開設。
看護師、介護福祉士、ヘルパー
など約20人のスタッフとともに、
様々な利用者のケアにあたる多忙
な毎日を送っている。

富山県魚津市にある専
せ ん し ょ う じ

正寺の住職・久
く つ た に

津谷
俊
と し ゆ き

行さんがデイサービス事業を始めたのは、今から
11 年前。先代の父親から寺を継いで 20年余りが
過ぎた頃だった。「仏様の教えを学ぶ勉強会などで
の交流を通し、お年寄りが暮らしの中でいろんな悩
みや不安を持っておられるのを目の当たりにしまして
ね。私は生まれも育ちも魚津ですし、地元のために
少しでも力になれないかと考え、介護事業を立ち上
げようと決意しました」

デイサービスにもさまざまな形態があるが、同寺
が実践しているのは地元出身の看護師・惣万佳代
子さんらが礎を築いた「富山型デイサービス」。で
きる限り日常生活を基盤とした介護を心がけており、
対象を限定せずに高齢者や障がい者、児童など
様々な人たちを受け入れているのが特徴だ。日曜日
を除き、朝 9 時から夕方 5 時まで毎日 20 人ほど
の利用者が訪れる。「あえて特別なプログラムを組
まず、利用者の自主性を最大限に尊重するのが私
たちのモットー。食事の手伝いもしてもらいますし、
元大工の利用者が修繕作業を買って出る、なんて
こともしょっちゅう。病人扱いせず同じ目線で接する
という意味では、感覚的には大家族に近いものが
あると思っています」

お寺がデイサービスを手がけるメリットについて、
久津谷さんはこう語る。「月、水、金曜日にはお勤
めと法話を行っており、仏様の存在を身近に感じな
がら、敬虔な気持ちで過ごしていただけることでしょ
うか。玄関に入ってくるなり手を合わせられる利用
者の姿を見ると、私も仏事に携わる人間として身が
引き締まる思いです」

同寺からほど近い中古住宅を購入し、リフォーム
して第 2 の事業所を開く準備も着 と々進んでいる。
「介護が必要な方もそうでない方も含め、地域住
民の方々がイベントなどで交流を深められる場所にし
たいと思っています。一人でも多くの方が笑顔で毎
日を過ごせるよう、これからもスタッフ一丸でより良
いデイサービスのあり方を追求したいですね」

高齢化社会における寺社の社会貢献を考えるう
えにおいても、久津谷さんの今後の動向にますます
の注目が集まる。

利用者を限定しない
「富山型デイサービス」を実践

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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伊
達
家
仙
台
開
府
と
共
に

1
6
0
0（
慶
長
５
）年
、
現
在
地
に

建
立
さ
れ
た
成じ

ょ
う
か
く
じ

覺
寺
。
開
基
は
福
島

県
伊
達
郡
で
あ
る
。

こ
ち
ら
の
お
寺
が
所
蔵
す
る

「
清せ

い

か

い

ま

ん

だ

ら

海
曼
陀
羅
」
は
、
当
麻
、
智
光

と
な
ら
ぶ
南
都
浄
土
三
曼
陀
羅
の
一

つ
。
伝
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
10
点

の
中
で
も
室
町
期
に
遡
る
作
品
は
大

変
珍
し
く
、
1
9
2
3
（
大
正
12
）

年
に
は
浄
土
宗
の
宗
宝
に
も
指
定
さ

れ
た
。

紺
の
絹
地
に
金
銀
泥
で
描
か
れ
た

こ
の
作
品
は
、
阿
弥
陀
如
来
を
中
心

に
多
く
の
諸
尊
が
配
さ
れ
て
お
り
、

周
縁
に
「
観
無
量
寿
経
」
の
十
六
観

の
経
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
。

極
楽
浄
土
の
世
界
が
細
密
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。

貴
重
な
お
宝
を
大
切
に
後
世
に

残
す
べ
く
、「
文
化
財
保
護
・
芸
術

研
究
助
成
財
団
」
な
ど
か
ら
助
成
を

受
け
、
2
0
0
9
（
平
成
21
）
年
か

ら
２
年
を
か
け
て
保
存
修
理
。
そ
の

際
、
軸
木
の
内
部
か
ら
、
1
6
3
0

（
寛
永
７
）
年
に
京
都
か
ら
寄
進
さ
れ

た
旨
を
記
し
た
「
寄
進
状
」
や
「
清

海
曼
陀
羅
略
縁
記
」
な
ど
貴
重
な
資

料
も
発
見
さ
れ
た
。

新
調
さ
れ
た
曼
陀
羅
の
軸
木
に
は
、

東
日
本
大
震
災
復
興
へ
の
願
い
を
込

め
た
一
文
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。

「
東
日
本
大
震
災
物
故
者
諸
精
霊　

抜
苦
与
楽
超
生
浄
土
」
―
苦
し
み
を

取
り
除
き
、
安
ら
か
な
る
浄
土
へ
。

極
楽
浄
土
を
描
い
た
浄
土
宗
の
宗
宝

清
海
曼
陀
羅

浄土門主御親教で修復開眼法要（平成 26
年5月26日）（上）			修理後本紙全図 (右 )
今回発見の寄進状 ( 下 )

浄土宗 十劫山 大乗院

成
じょうかくじ

覺寺
〒 984-0051
宮城県仙台市若林区新寺 3-10-12

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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黒
の
漆
地
に
金
、銀
、朱
で
彩
色
さ

れ
、
蒔
絵
風
の
技
法
で
描
か
れ
た
華

麗
な
絵
馬
。
画
面
の
中
央
に
は
北
上

川
と
中
瀬
が
描
か
れ
て
い
る
。
河
口

か
ら
港
を
行
き
交
い
停
泊
し
て
い
る

千
石
船
は
、
山
と
積
ま
れ
た
米
俵
ひ

と
つ
ひ
と
つ
ま
で
描
か
れ
て
い
る
精
緻

さ
だ
。
手
前
に
は
、
門
脇
地
区
に
立

ち
並
ぶ
米
蔵
と
家
並
や
堀
、
対
岸
に

も
米
蔵
の
連
な
り
が
描
か
れ
、
港
の

大
変
な
賑
わ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

延
喜
式
内
羽は

ぐ

ろ

さ

ん

と

や

黒
山
鳥
屋
神
社
に
奉

納
さ
れ
た
絵
馬
「
奥
州
石
ノ
巻
図
」。

こ
の
絵
馬
は
、江
戸
時
代
後
期
の

１
８
０
５（
文
化
２
）年
、石
巻
中
町
の

若
者
の
集
ま
り（
怱そ

う
ち
ゅ
う中

）が
、会
津
若

松
の
蒔
絵
師
に
依
頼
し
て
制
作
し
、

奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、石
巻
は
仙
台
藩
の
江
戸

廻か
い
ま
い米

制
度
の
基
地
と
し
て
栄
え
、
各

藩
へ
の
舟
運
の
要
所
、
江
戸
文
化
の

東
北
地
方
へ
の
玄
関
口
と
し
て
大
い

に
賑
わ
っ
た
。
そ
の
様
子
は「
奥
の
細

道
」や「
石
巻
甚
句
」に
登
場
す
る
が
、

当
時
の
光
景
を
つ
ぶ
さ
に
想
像
す
る
の

は
、今
と
な
っ
て
は
な
か
な
か
難
し
い
。

鳥
屋
神
社
は
北
上
川
を
見
下
ろ
す

小
高
い
羽
黒
山
の
頂
に
あ
り
、
み
ち

ひ
ら
き
、
海
上
安
全
、
大
漁
成
就
の

守
護
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
。

「
奥
州
石
ノ
巻
図
」
に
描
か
れ
た
の
は
、

神
社
か
ら
の
眺
望
を
も
と
に
し
た
当

時
の
石
巻
の
活
気
。
そ
し
て
、
港
衆

の
篤
い
信
仰
心
と
感
謝
の
念
ま
で
も
、

克
明
に
現
代
に
伝
え
て
く
れ
る
。

港
の
活
気
を
今
に
伝
え
る
県
指
定
有
形
文
化
財

奥
州
石
ノ
巻
図

奥州石ノ巻図全体（上）　湾内に出入りする船（右）　金華山（左）　米俵を積んだ船（下）

羽
は ぐ ろ さ ん と や

黒山鳥屋神社
〒 986-0831　
宮城県石巻市羽黒町 1-7-1
TEL.0225-22-1423
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風まかせ �
野田博明

1

2

3

4

宮
廷
女
官
の
嫉
妬
の
炎
を
鎮
め
た
寺
は
・
・
・

神
代
の
話
が
少
し
続
い
た
の
で
、

こ
こ
で
人
間
臭
い
話
で
も
し
て
み
た

い
。
平
安
朝
の
摂
関
政
治
華
や
か
な

り
し
頃
、
こ
の
小
さ
な
島
国
に
世
界

に
類
を
見
な
い
多
く
の
優
れ
た
女
流

作
家
、
歌
人
の
輩
出
を
み
た
。
そ
ん

な
仮
名
文
学
に
親
し
ん
だ
青
春
時

代
、
彼
女
た
ち
の
日
記
や
物
語
の
な

か
に
石
清
水
八
幡
宮
や
石
山
寺
と

い
っ
た
名
を
度
々
目
に
し
た
。
そ
れ

か
ら
半
世
紀
、
こ
の
七
夕
の
頃
、
後

宮
官
女
た
ち
が
詣
で
た
と
い
う
彼
の

地
を
訪
ね
た
。

琵
琶
湖
の
南
端
、
伽
藍
山
の
麓
に

建
つ
石
山
寺
は
物も

の
も
う
で詣
先
と
し
て
代
表

的
な
寺
院
で
あ
っ
た
。
遠
出
の
機
会

の
少
な
か
っ
た
貴
族
社
会
で
、
物
詣

は
信
仰
目
的
の
み
な
ら
ず
路
次
の
景

色
な
ど
道
行
き
そ
の
も
の
を
愉
し
む

気
晴
ら
し
を
兼
ね
た
も
の
で
も
あ
っ

た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
点
で
も
十
二

単
の
才
媛
方
は
や
は
り
異
彩
を
放
つ

の
で
あ
る
。

譬た
と

え
ば
、
夫
が
新
た
に
通
い
つ
め

る
女
へ
の
嫉
妬
の
炎
を
鎮
め
よ
う
と

石
山
寺
の
観
音
堂
に
籠
っ
た
藤
原
道

綱
の
母
。
そ
の
著
・『
蜻
蛉
日
記
』
に

間
遠
く
な
っ
た
夫
を
想
い
、
堂
内
で

一
晩
中
泣
き
明
か
し
た
す
え
に
見
た

夢
の
内
容
を
記
す
。
そ
れ
は
寺
の
別

当
に
男
性
の
象
徴
と
さ
れ
る
銚
子
で

膝
に
水
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
艶
っ

ぽ
い
と
い
う
よ
り
女
の
業
の
深
さ
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ

ト
も
驚
く
こ
の
霊
夢
、
お
ぉ
〜
怖
っ
！

と
腰
の
引
け
た
貴
男
、気
を
つ
け
て
。

ま
た
、
冷
泉
帝
の
皇
子
・
敦あ

つ
み
ち道

親

王
と
の
恋
の
駆
け
引
き
に
疲
れ
切
っ

た
和
泉
式
部
。
逃
げ
る
よ
う
に
石

山
寺
に
身
を
隠
し
参
籠
し
て
い
る

と
、
そ
の
想
い
人
か
ら
手
紙
が
齎も

た
ら

さ

れ
る
。
そ
こ
で
、「
あ
ふ
み
ぢ
は
忘
れ

ぬ
め
り
と
」、
歌
を
贈
る
。
わ
た
し
の

こ
と
な
ど
疾
う
に
忘
れ
た
は
ず
な
の

に
、
逢あ

ふ
さ
か坂
の
関
を
越
え
て
ま
で
便
り

を
届
け
て
く
れ
た
の
は
い
っ
た
い
ど
な

た
と
、い
じ
ら
し
く
拗す

ね
て
見
せ
る
。

こ
れ
ぞ
年
増
女
の
手
練
れ
の
技
。

こ
の
後
、数
度
の
交
信
を
経
て
さ
っ

さ
と
都
へ
戻
っ
た
式
部
。
親
王
か
ら

仏
の
道
を
途
中
で
抛ほ

う

り
投
げ
て
「
あ

さ
ま
し
や
」
と
呆
れ
ら
れ
る
や
、「
今

ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
に
よ
り
」

と
、
今
度
は
“
貴
方
に
逢
い
た
く
て

〜
♪
”
と
一
気
に
歌
い
あ
げ
る
。
こ

の
一
連
の
鮮
や
か
な
手
口
、
多
情
奔

放
の
恋
の
達
人
た
る
面
目
躍
如
で
あ

る
。
イ
ヨ
ッ
、
和
泉
屋
！　
　
　
　

　

一
方
で
、
物
心
共
に
豊
か
と
な
り

生
活
に
倦
ん
だ
『
更
級
日
記
』
の
筆

者
・
菅
原
孝た

か
す
え
の
お
ん
な

標
女
。
少
女
の
頃
、「
法

華
経
五
の
巻
を
と
く
習
え
」
と
夢
に

見
て
も
ほ
っ
た
ら
か
し
、
一
七
、八
歳

に
な
っ
て
も
読
経
も
せ
ず
物
語
の
世

界
に
耽た

ん
で
き溺
し
た
の
は
余
り
に
幼
す
ぎ

た
と
反
省
し
、
現
世
の
御
利
益
や
後

世
の
往
生
を
願
お
う
と
石
山
詣
で
へ

向
か
う
。

そ
の
道
中
、
逢
坂
の
関
で
雪
に
見

舞
わ
れ
る
や
、「
昔
越
え
し
も
冬
ぞ

か
し
」
と
三
五
年
前
に
東
国
か
ら
上

京
す
る
途
次
、
早
く
物
語
を
と
胸

を
と
き
め
か
せ
た
こ
と
を
思
い
起
こ

し
、「
年
月
の
過
ぎ
に
け
る
も
い
と

あ
は
れ
」
と
感
傷
に
ひ
た
る
。
こ
ち

ら
は
歳
を
重
ね
て
も
夢
多
き
穏
や
か

な
心
映
え
は
変
わ
ら
ぬ
よ
う
で
、
先

の
お
二
人
と
は
お
よ
そ
様
相
が
異
な

る
。し

か
し
、
参
籠
中
に
「
中
堂
よ
り

麝ざ

か

う香
賜
は
り
ぬ
。
と
く
か
し
こ
へ
つ

げ
よ
」
と
奇
妙
な
夢
を
見
る
と
、
こ

れ
は
慶
事
の
前
触
れ
に
違
い
な
い
と

一
晩
中
、
誦
経
に
励
ん
だ
と
あ
る
。

夢
見
る
乙
女
も
い
ず
れ
は
こ
ん
な
風

に
現
金
な
姿
に
な
る
の
だ
と
妙
に
納

得
し
て
し
ま
う
飾
ら
ぬ
女
性
で
あ
っ

た
。「寺

は
・
・
・
石
山
」
と
、
あ
ま
り

に
も
有
名
な
『
枕
草
子
』
の
一
節
で
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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 石清水八幡宮
2 仁王像が立つ石山寺の東大門
3 国宝に指定されている石山寺本堂・手前の
花頭窓が源氏の間

4 石山寺本堂の相（あい）の間にある“源氏
の間”

5 清少納言が剃髪・往生した誓願寺
6 誠心院にある和泉式部の墓、宝篋印塔
7 蘆山寺の源氏の庭に咲く桔梗と邸宅跡碑

5

6

7

あ
る
。
石
山
寺
を
僅
か
二
文
字
で
昇

華
さ
せ
た
あ
た
り
は
さ
す
が
王
朝
サ

ロ
ン
の
一
方
の
旗
頭
、
切
れ
味
鋭
い

清
少
納
言
で
あ
る
。

そ
ん
な
こ
ん
な
の
石
山
詣
で
。
ご

本
尊
の
如
意
輪
観
音
さ
ま
、
い
く
ら

煩
悩
を
打
ち
砕
く
法
輪
を
手
に
し
て

い
る
と
は
い
え
、
艶
め
か
し
い
御
仁
、

ま
た
霊
場
を
恋
の
道
具
立
て
に
駆
使

し
て
動
じ
ぬ
女
房
、
そ
し
て
乙
女
心

と
リ
ア
リ
ス
ト
の
二
面
性
を
矛
盾
な

く
併
せ
持
つ
女
人
、
果
て
は
明
晰
な

理
屈
で
乱
切
り
す
る
女
傑
な
ど
多
士

済
々
の
才
媛
に
は
タ
ジ
タ
ジ
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
最
後
に
控
え
る
の
が
、
王

朝
サ
ロ
ン
の
大
ス
タ
ー
、
紫
式
部
。

『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
に
、
物
語
の

着
想
を
得
る
た
め
七
日
間
参
籠
し

た
と
あ
る
。
十
五
夜
の
月
が
琵
琶
湖

に
照
り
映
え
る
情
景
に
接
し
、「
今

宵
は
十
五
夜
な
り
け
り
」
と
不
朽
の

名
作
・『
源
氏
物
語
』
の
筆
を
落
と

し
た
。
石
山
寺
の
本
堂
内
に
千
年

を
経
た
今
も
な
お
、
執
筆
に
使
っ
た

“
源
氏
の
間
”
が
そ
の
ま
ま
リ
ザ
ー

ブ
さ
れ
て
い
る
と
は
、
さ
す
が
は

“
日に

ほ

ん

ぎ

本
（
書
）
紀
のの

み
つ
ぼ
ね

御
局
”
と
渾
名

さ
れ
た
大
物
と
感
服
す
る
し
か
な
い
。

『
紫
式
部
日
記
』
の
な
か
に
後
宮

に
伺
候
す
る
女
官
た
ち
の
品
定
め
の

記
述
が
あ
る
。
譬
え
ば
、「
若
人
の

中
も
か
た
ち
（
器
量
）
よ
し
と
思
へ

る
は
、
小
大
輔
、
源
式
部
」
な
ど
と

十
一
人
の
名
を
列
挙
し
、
褒
め
そ
や

す
。
冒
頭
で
欠
点
は
言
わ
ぬ
と
断
っ

て
お
き
な
が
ら
、
文
末
に
く
る
と
こ

の
容
姿
端
麗
な
女
官
た
ち
も
「
心

ば
せ
（
気
立
て
）」
と
い
う
点
で
は
こ

れ
は
と
思
う
人
が
い
な
い
と
バ
ッ
サ

リ
。
何
の
こ
と
は
な
い
、
結
論
で
辛

辣
に
赤
点
を
つ
け
る
紫
式
部
で
は
あ

る
。
こ
れ
を
透
徹
し
た
観
察
眼
と
評

す
る
べ
き
か
、
た
だ
単
に
底
意
地
が

悪
い
だ
け
な
の
か
判
断
は
苦
し
く
、

難
し
い
。

さ
ら
に
そ
の
人
物
評
は
つ
づ
き
、

同
僚
の
和
泉
式
部
さ
え
も
「
け
し
か

ら
ぬ
か
た
」
と
腐く

さ

し
、
古
歌
の
知
識

も
理
論
も
覚
束
な
く
、「
ま
こ
と
の

歌
詠
み
」で
は
な
い
と
こ
き
下
ろ
す
。

そ
の
極
め
つ
け
が
、
か
の
有
名
な

「
清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い

み
じ
う
は
べ
り
け
る
人
」
か
ら
は
じ

ま
る
激
越
な
酷
評
の
下
り
で
あ
る
。

「
さ
か
し
だ
ち
（
利
口
ぶ
っ
て
）」、「
い

と
た
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
」
と
散
々
で

あ
る
。そ
し
て
最
後
の
と
ど
め
に
、「
あ

だ
に
な
り
ぬ
る
人
の
は
て
、
い
か
で

か
は
よ
く
は
べ
ら
ぬ
」
と
、
浮
薄
な

人
の
涯
な
ど
ロ
ク
な
こ
と
は
な
い
と

言
っ
て
退
け
る
の
で
あ
る
。
才
能
へ

の
嫉
み
で
あ
ろ
う
か
、
あ
ま
り
の
凄

ま
じ
さ
に
背
筋
が
凍
っ
た
の
は
わ
た

し
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

式
部
の
い
う
清
少
納
言
の
晩
年
の

落ら
く
は
く魄
ぶ
り
は
、
著
名
人
の
暴
露
話
や

秘
話
を
集
め
た
鎌
倉
初
期
の
『
古
事

談
』
に
二
話
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
ひ
と
つ
に
「
鬼
形
の
如
き
の
女
法

師
・
・
・
」
と
変
わ
り
果
て
た
鬼
相

と
な
っ
て
も
な
お
、清
少
納
言
が
「
燕

王
馬
を
好
み
て
骨
を
買
ふ
事
な
り
」

と
戦
国
策
の
一
節
を
引
用
し
悪
態
を

つ
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

清
少
納
言
と
紫
式
部
。
両
人
が
後

宮
に
あ
っ
た
時
期
は
重
な
ら
ぬ
が
、

先
に
名
声
を
博
し
た
清
少
納
言
が
主

の
中
宮
定
子
の
死
去
と
共
に
宮
仕
え

を
辞
去
す
る
。
そ
の
後
の
零
落
ぶ
り

が
あ
ざ
と
く
も
大
袈
裟
に
語
り
継
が

れ
た
こ
と
は
、
紫
式
部
に
よ
る
酷
評

と
相
俟
っ
て
、
漢
籍
を
自
在
に
操
る

清
少
納
言
と
い
う
希
代
の
才
媛
が
巷

間
か
ら
熱
い
憧
憬
を
集
め
、
時
代
の

寵
児
で
あ
っ
た
こ
と
を
逆
に
証
明
し

て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

千
年
と
い
う
時
を
隔
て
、
紫
式
部

が
源
氏
物
語
を
脱
稿
し
た
上
京
区
に

あ
る
邸
宅
跡
に
は
、
夏
の
頃
、
白
砂
の

庭
に
紫
色
の
桔
梗
の
花
を
咲
か
せ
る
蘆

山
寺
が
立
つ
。
ま
た
観
光
客
が
行
き

交
う
新
京
極
通
り
に
は
清
少
納
言
が

剃
髪
し
往
生
を
と
げ
た
と
伝
わ
る
誓

願
寺
が
残
る
。
そ
の
南
の
誠
心
院
に
は

初
代
住
職
で
あ
っ
た
和
泉
式
部
の
宝

篋
印
塔
が
立
ち
、
心
穏
や
か
な
時
を

刻
ん
で
い
る
。

い
ま
、
逢
坂
の
関
を
越
え
、
石
山

寺
の
ほ
の
暗
い
堂
内
に
佇
む
。
こ
こ

に
身
を
焦
が
す
よ
う
な
嫉
妬
や
仏

へ
の
直
向
き
な
思
い
な
ど
数
多
の
想

念
が
充
溢
し
て
い
る
と
感
得
し
た
と

き
、
人
の
一
生
と
は
あ
ま
り
に
儚
く

矮
小
で
あ
る
と
悟
ら
さ
れ
る
。
そ
れ

故
に
遠
く
時
空
を
超
え
て
も
、
そ
の

才
媛
た
ち
の
生
き
様
や
懊
悩
は
あ
ま

り
に
も
身
近
に
あ
り
、
全
き
共
感
す

ら
覚
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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で
あ
る
こ
と
が
基
本
で
す
が
、
暑
い

と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト

を
、
雪
が
降
る
山
で
あ
れ
ば
ス
キ
ー

リ
ゾ
ー
ト
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。食

事
も
重
要
な
要
素
の
一つ
で
す

が
、一
日
三
回
の
美
味
し
い
料
理
だ
け

で
は
十
分
な
条
件
と
は
言
え
ず
、
食

間
の
楽
し
み
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
最
後
は
文
化
で
す
。
一
般
的
に
、

遠
い
国
に
旅
行
す
る
と
、
普
段
は
文

化
に
余
り
興
味
が
な
い
人
で
も
、
直

接
的
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
な
る
と

い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
文
化
の

奥
深
い
国
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
全
て

の
観
光
客
が
一
度
は
そ
の
国
の
文
化

に
触
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
海
外
の
観
光
客
に
と
っ
て
、

日
本
は
様
々
な
面
で
極
め
て
独
特
な

文
化
を
築
い
て
き
た
の
で
、
日
本
文

化
に
直
接
触
れ
た
い
と
い
う
衝
動
に

駆
ら
れ
ま
す
。

旅
の
四
条
件

国
内
外
の
観
光
客
に
と
っ
て
、
観

光
の
魅
力
は
主
に
四
つ
の
条
件
に
定

義
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
「
自
然
、

気
候
、
文
化
、
食
」
で
す
。
観
光
大

国
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
の
四
つ
全

て
揃
う
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
ひ
と

つ
だ
け
を
整
備
す
れ
ば
良
い
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
観
光
客
の

趣
味
は
十
人
十
色
で
、
朝
か
ら
晩
ま

で
常
に
文
化
に
触
れ
て
い
る
と
肩
が

凝
り
ま
す
し
、
毎
日
何
時
間
も
食
事

を
と
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
四
条
件
を
一つ
一つ
考
え
て
み

る
こ
と
に
し
ま
す
。
自
然
に
は
、
綺

麗
な
山
や
美
し
い
海
が
あ
り
、
田
園

風
景
、
渓
谷
、
滝
、
野
花
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
当
然
で
す
が
、
多
様
化

さ
れ
れ
ば
、
よ
り
多
趣
味
の
人
々
が

集
ま
り
ま
す
の
で
、
魅
力
的
な
素
材

が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
観
光
立
国
に

成
り
え
ま
す
。
次
に
、
気
候
は
温
暖

日
本
ら
し
さ
を
伝
え
る
歴
史
や

文
化
の
大
切
さ

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
現
代
の
日

本
に
お
い
て
は
、
建
築
や
芸
術
な
ど

の
伝
統
文
化
や
歴
史
を
直
に
体
験
し

た
い
と
思
っ
て
も
、
昔
な
が
ら
の
古

き
良
き
町
並
み
は
減
少
し
、
日
常
生

活
も
大
き
く
変
化
し
た
た
め
、
日
本

的
な
要
素
も
一
般
的
に
少
な
く
な
り

ま
し
た
。時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ

て
、
日
本
古
来
の
伝
統
的
な
家
屋
な

ど
も
稀
有
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
の

で
「
日
本
文
化
を
知
り
た
い
、
見
た

い
、
勉
強
し
た
い
」
と
思
っ
て
時
間

と
お
金
を
掛
け
て
は
る
ば
る
日
本
ま

で
や
っ
て
来
て
も
、
現
存
す
る
も
の

が
少
な
け
れ
ば
、
メ
イ
ン
に
な
る
場

所
は
必
然
的
に
神
社
仏
閣
な
ど
一
部

の
も
の
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

今
や
神
社
や
仏
閣
は
、
神
道
や
仏

教
を
勉
強
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

以
外
の
「
日
本
ら
し
さ
を
求
め
る
人
」

世
界
へ
日
本
文
化
を
伝
え
る
た
め
に

│ 
観
光
立
国 

│  
寺
社
に
求
め
ら
れ
る
新
た
な
役
割

一
般
社
団
法
人
　
全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
　
理
事

株
式
会
社
小
西
美
術
工
藝
社
　
代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン

特 別 寄 稿
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に
対
し
て
も
幅
広
い
役
割
を
果
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。

神
社
仏
閣
に
は
、
今
で
も
自
然
な

風
景
や
日
本
庭
園
が
数
多
く
残
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
木
造
建
築
で
す
。

神
社
を
見
て
み
る
と
、
神
社
は
海
外

に
は
存
在
し
な
い
日
本
独
自
の
建
築

様
式
を
持
ち
ま
す
。
外
装
、
内
装

も
諸
外
国
と
は
違
っ
て
日
本
独
特
の

も
の
で
す
し
、
設
え
と
し
て
置
か
れ

て
い
る
諸
道
具
や
そ
れ
ら
の
色
彩
を

と
っ
て
も
、
十
分
な
刺
激
を
受
け
ま

す
。
運
が
良
け
れ
ば
着
物
な
ど
の
和

服
姿
の
人
達
と
出
会
え
る
で
し
ょ
う

し
、
美
し
い
風
景
の
中
で
、
結
婚
式

や
七
五
三
な
ど
を
目
に
す
る
機
会
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

展
示
と
解
説
の
重
要
性

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
観
光
は
、
あ

る
意
味
修
学
旅
行
の
延
長
の
よ
う
な

も
の
で
、一
生
に
一
度
だ
け
来
て
、
長

居
す
る
こ
と
な
く
、
写
真
を
撮
っ
て

次
の
と
こ
ろ
に
、
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン

が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
か

ら
の
観
光
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
今

ま
で
以
上
に
観
光
客
に
満
足
し
て
も

ら
う
た
め
に
は
、
も
っ
と
力
を
入
れ

る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
展
示
と
解
説
で
す
。
海

外
に
お
い
て
は
、
日
本
文
化
と
日
本

史
、
日
本
の
思
想
を
事
前
に
勉
強
す

る
た
め
の
十
分
な
資
料
が
あ
り
ま
せ

ん
。
外
国
人
観
光
客
は
日
本
の
教
育

を
受
け
て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
実
際
に
文
化
財
を
見
る
目
が

養
え
て
い
ま
せ
ん
。
建
物
の
特
徴
、

そ
こ
で
起
き
た
歴
史
、
内
装
と
外
装

の
模
様
の
意
味
合
い
、
装
束
と
普
通

の
着
物
の
違
い
、
宗
教
的
な
思
想
な

ど
、
説
明
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
魅
力

を
感
じ
ま
す
。
遠
国
か
ら
来
た
人
は
、

当
然
な
が
ら
多
大
な
時
間
的
投
資

を
し
て
い
ま
す
の
で
、「
満
足
の
い
く

経
験
を
し
て
国
に
帰
り
た
い
」
と
思

う
の
は
当
た
り
前
で
す
。
ガ
ラ
ン
と

し
た
建
物
に
放
り
込
ま
れ
る
だ
け
で

何
の
解
説
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
所

の
魅
力
は
半
減
し
、
本
来
持
つ
魅
力

は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

当
然
「
そ
の
時
伝
え
る
中
身
」
も

問
わ
れ
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
観

光
は
「
人
」
で
す
。
人
間
の
ガ
イ
ド
、

人
に
よ
る
体
験
な
ど
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
ま
た
安
易
に
看
板
を
立
て
て

て
、
薄
い
内
容
を
多
言
語
に
対
応
す

る
の
は
失
敗
の
始
ま
り
だ
と
感
じ
ま

す
。
4
ヵ
国
語
で
1
0
0
0
字
の

解
説
を
作
る
よ
り
は
、
と
り
あ
え
ず

は
2
ヵ
国
語
で
2
0
0
0
字
の
解

説
を
作
成
し
た
方
が
い
い
と
思
い
ま

す
。

お
わ
り
に

こ
れ
か
ら
の
日
本
経
済
は
、
観
光

業
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
基
幹
産
業

の
ト
ッ
プ
3
に
入
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
を
実
現
す
る
に
は
、
日
本
の
素
晴

ら
し
い
伝
統
文
化
や
日
本
の
思
想
が

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
世
界
中
に
日
本
の
共

存
共
栄
の
心
も
一
緒
に
伝
わ
れ
ば
、

よ
り
大
き
な
影
響
力
も
期
待
で
き
ま

す
。今

後
、
日
本
の
人
口
が
激
減
す
る

中
で
（
観
光
で
大
き
な
力
と
な
る
）

文
化
財
を
維
持
修
理
す
る
こ
と
は
、

大
変
に
な
り
ま
す
。
日
本
文
化
を

守
っ
て
い
く
に
は
、
今
後
多
く
の
整

備
が
必
要
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

日
本
の
潜
在
力
を
発
揮
し
て
、
日
本

文
化
の
さ
ら
な
る
発
展
が
実
現
さ
れ

る
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

デービッド・アトキンソン
（一社）全日本社寺観光連盟　理事
1965 年イギリス生まれ 。オックスフォード大学卒業。
1990 年来日。ソロモンブラザーズ証券会社やゴールド
マン・サックス証券会社でアナリストとしての勤務を経
て、2009 年、業界の老舗企業として、文化財・歴史
的建造物、美術工芸品の修理、施工を手掛ける小西
美術工藝社入社、取締役就任。
2011年より株式会社小西美術工藝社 代表取締役会長
兼社長　日本遺産審査委員会 委員

－著書・活動 －
主な著書に『銀行－不良債権からの脱脚』（日本経済
新聞社、1994 年）。『イギリス人アナリスト日本の国宝
を守る』（講談社α新書、2014 年）など。1999 年裏
千家入門、茶名「宗真」。
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和空（わくう）は、「伝統文化を体験しよう」をコンセプトに日本全国の宿坊を宗旨・宗派を問わずに掲載する
ウエブサイト。その登録件数は日本一で、掲載されている情報は各宿坊から提供された“確かな情報”。
ユーザーはインターネット上で宿坊を検索・予約が可能で登録や利用は無料となっている。

ニュース・コラムのページでは、宿坊だけでなく、寺社に
まつわる話題や寺社関連トピックスなども幅広く掲載。

エリアや宿坊でできる体験、イベントなどの項目から該当
する宿坊を表示。宿坊初心者にも分かりやすいよう写真と
文章でしっかりと構成。

単なる宿坊紹介だけではなく、人気の体験の特集、宿坊を
中心とした地域の観光、季節性のコンテンツとあわせて
訴求し、宿坊の過ごし方をユーザーに提案！

このサイトの最大のポイントは宿坊運営者・寺社の費用負担が一
切ないという点。一般の人たちに告知したい催しや取り組みがある
場合はぜひ検討と問合せを。

プレゼントキャンペーンなども随時行い、宿泊の促進＆
満足度アップへもつなげる工夫も。

寺社に関する情報発信・告知に利用可

ユーザーのニーズに合わせた宿坊検索機能

思わず足を運びたくなる企画・特集

サイトの掲載・運用費用は無料

和空って？

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

【お問合せ先】

日本一のポータルサイトを大解剖

http://wa-qoo.com

ご縁をつなぐキッカケは“和の空間”にあり！
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監修
一般社団法人 全日本社寺観光連盟

発行人
一般社団法人 全国寺社観光協会

編集・制作協力
株式会社エルネット

発行所
一般社団法人 全国寺社観光協会

（事務局）
〒 530-0044
大阪府大阪市北区東天満 1 丁目 11番13号
AXIS 南森町ビル 1103号
Tel : 06 -6360 -9838　Fax : 06 -6360 -9848

寺社ＮＯＷ　9月号
第１巻第 6号　平成 27年 9月発行

本誌の表紙、記事、写真、イラストはすべて著作
権法で保護されています。
本誌の許諾なしに複写（コピー）したり、印刷物や
インターネットのＷＥＢサイト、メール等に転載した
りすることは違法となります。

次号は
11月発行の
予定です。

バックナンバー

アンケート実施中 ! 〜 Web 版寺社 Now 〜
情報誌版・Web版「寺社Now」のご意見・ご感想をお寄せください !

「寺社 Now」は隔月発行、全国の神社・寺院に無償でお送りしています。

Web 版「寺社 Now」では、情報誌版・Web 版「寺社 Now」についてのアンケート
を実施中です。

など、いろいろなご意見やご感想、ご希望をぜひお寄せください。
詳しくは Web 版「寺社 Now」をご覧ください。

●読んでよかった記事や、寺社運営の参考になった情報
●こんな記事や情報を載せて欲しい
●今、こんなイベントを企画しているので、寺社Nowでぜひ紹介して欲しい
●情報誌版のバックナンバーが欲しい

情報で寺社界を活性化する

ご存知ですか？寺社を未来に残していくために、寺社文化振興に役立つ情報発信を

行う寺社Nowの記事や情報をWebでご覧いただくことができます！

情報誌と連動するWeb版「寺社Now」では、Web版限定記事やコラム、

誌面には載せきれなかった情報などを掲載しています。

情報誌では難しい、より一層リアルタイムに近い“寺社のいま”をお届けしています。

本誌の記事に関する
お問合せは

右記にお寄せください。

◆インタビュー
自民党 観光立国
調査会 会長
山本幸三

全日本仏教青年会 
理事長
伊東政浩

◆巻頭特集
寺社の活性化に
役立つ
坐禅のススメ

◆特別企画
資格で世界と
繋がる SNS
Instagram

◆巻頭特集
世界も注目
宿坊の魅力

◆インタビュー
国土交通省観光庁 
長官
久保成人

◆巻頭特集
超高齢化社会を
寺社が救う

◆インタビュー
一畑薬師 管長
飯塚大幸

◆巻頭特集
今注目の寺社観光

◆インタビュー
道明寺天満宮 宮司
南坊城光興

高台寺執務長・
VISIT JAPAN 大使
後藤典生

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

お
問
合
せ
先

創刊号 vol.2 vol.3

vol.5vol.4

Webでも

もしくはhttp:// jisya-now.com 寺社NOW
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今回のテーマは「食」。18時食事、21時完全消灯、翌朝3時に坐禅、
という規則正しい生活の中で“開発”が行われる。

滋賀県米原市にある蓮華寺。約 1400 年前に聖徳太子に
よって開かれ、一向聖人によって再建されたお寺である。

「ハッカソン」とは、主にソフトウェアのエンジニアリ
ングを指すハックとマラソンを組み合わせた米 IT 業界発
祥の造語で、複数のチームが制限時間内でプログラム
開発などを行い、技能やアイデアを競い合うイベントの
こと。近年では、ITジャンルに限らず、多くの企業が
新たな科学反応を生み出すきっかけとして「ハッカソン」
を導入し、その名を冠した様々なイベントを行っている。
そんな中、思考力・集中力を高める「禅」と「ハッカソン」

を組み合わせた興味深いイベント「ZenHack( 禅ハッ
ク )」が行われた。開催場所は、禅発祥のお寺であり
国宝や重要文化財を数多く有する鎌倉の建長寺。“禅
とITで世界の問題に挑む”という壮大なテーマを掲げ、
参加者全員が坐禅や規則正しい宿坊での生活を通じて
「シンプルな思考」と「集中力」を研ぎ澄まし、1 泊
2日泊まり込みでハッカソンにのぞんだ。すでに3 度行
われ、非日常の中に身を置き「禅」を体感しながら自
分と向き合うことで、思いもよらないアイデア・成果を生
み出している。
世界トップの IT 企業も取り入れる禅の思想。日本に

しかできない「ZenHack」は､ 世界に向けた研修や
講座の新たな試みとしても検討できるだろう。

禅と IT がコラボレート
歴史ある禅寺で「ハッカソン」

近年、TV番組をはじめ、音楽や映画などの様々なシーンにお
いて、ダンスがエンターテインメントの主流になっていると言っても
過言ではない。2012 年には中学校でダンスが必須科目化され
るなど､ さらなる普及が進む一方で､ 風紀を乱すとして法律で規
制される動きもある。
このようにダンスが日本のカルチャーのひとつとしての重要視さ
れる中、念仏で救われる喜びを踊りで体現する「踊

ゆ や く ね ん ぶ つ

躍念仏」と
いう無形文化財を伝承してきた滋賀県の蓮

れ ん げ じ

華寺が「踊躍賞」を
創設、あらゆるスタイルのダンサーたちを募集している。審査基
準は「聖なるものに向かって踊っているか」で、聖なるものと踊
りをもう一度結びつけようとの想いが込められ、ただひたすら命を
かけて踊るダンサーを応援したいとの理念が掲げられている。応
募は動画投稿サイト「YouTube」に3 分以内のダンス動画を
アップし、そのURLを蓮華寺のサイト（http://banba-rengeji.
com/）から送信。締め切りは11月下旬で、受賞者は賞金 20
万円と、蓮華寺の本堂でダンス奉納を披露することとなる。
歴史ある「踊躍念仏」に、ダンス、ソーシャルメディア

「YouTube」の活用と、社会とのつながりを深める手法として、
興味深い試みといえるだろう。

「踊躍念仏」を伝承する蓮華寺が
ダンサーを支援する「踊躍賞」を創設

参加者や審査員が最後に集合。禅の価値観を各チームが意識し食の
無駄をなくすアイデアが続出した。
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