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古
来
、寺
社
は
地
域
の
人
々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、ま
た
様
々
な
集
い
の

場
所
と
し
て
、地
域
の
商
業
や
娯
楽
の
場
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
地
域

生
活
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

近
年
、宗
教
の
枠
を
越
え
て
産
・
官
・
学
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン
で
地
域
交
流
を

図
り
、地
域
振
興
の
拠
点
と
し
て
貢
献
し
て
い
る
寺
社
が
あ
り
ま
す
。島
根
県

美
保
関
町
の
美
保
神
社
と
京
都
市
の
佛
光
寺
の
試
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

巻

頭

特

集
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献 

ー
地
域
交
流
を
通
じ
て
ー



奉
納
と
イ
ベ
ン
ト
の
融
合

島
根
半
島
の
東
端
の
町
、
松
江
市

美
保
関
町
。
日
本
海
、
中
海
に
囲
ま

れ
、
か
つ
て
「
風
待
ち
の
港
」
と
し
て

漁
業
・
海
運
で
栄
え
た
港
町
で
あ
る
。

古
事
記
の
時
代
か
ら
そ
の
町
に
鎮
座

す
る
美み

ほ

じ

ん

じ

ゃ

保
神
社
は
「
え
び
す
様
の
総

本
宮
」
で
あ
り
、
海
上
安
全
、
歌
舞

音
曲
の
神
様
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

る
。
数
あ
る
神
事
の
中
で
も
代
表
的

な
も
の
が
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に

記
さ
れ
て
い
る
「
国
譲
り
神
話
」
に

よ
る
青
柴
垣
神
事
（
４
月
）
と
諸
手

船
神
事
（
12
月
）
の
船
神
事
。
み
く

じ
の
お
ぼ
し
召
し
に
よ
り
神
事
の
役

と
な
っ
た
氏
子
は
、
日
常
か
ら
衣
食

住
な
ど
に
関
し
て
細
か
な
し
き
た
り

が
あ
り
、
そ
の
１
年
は
神
に
お
仕
え

す
る
清
ら
か
な
体
で
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

「
美
保
神
社
の
歴
史
は
古
く
、
美

保
関
の
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
氏
子
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
神
社
と
氏
子
衆
が

密
接
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
車

社
会
と
な
っ
た
頃
か
ら
過
疎
化
が
進

み
、
近
い
将
来
、
祭
り
の
維
持
が
難

し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

ま
す
」
と
美
保
神
社
の
横
山
宮
司
は

語
る
。

し
か
し
近
年
、
町
に
勢
い
を
取
り

戻
そ
う
と
、
住
民
主
催
に
よ
る
音
楽

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
開
催
が
年
々
増
え
て

き
た
。
1
9
9
2
（
平
成
４
）
年
、

1
0
0
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
た
神
事

「
歌
舞
音
曲
奉
納
」
に
合
わ
せ
て
「
え

び
す
音
曲
復
活
祭
」
を
開
催
。
そ
れ

を
皮
切
り
に
、
１
部
は
神
社
で
神
聖

な
奉
納
を
、
２
部
は
お
披
露
目
の
境

内
ラ
イ
ブ
を
組
み
合
わ
せ
た
能
や
音

楽
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
、
賑
わ
い
を
み

せ
て
い
る
。

「
美
保
神
社
は
歌
舞
音
曲
の
神

様
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ヒ
ッ
ト
祈
願

奉
納
と
音
楽
イ
ベ
ン
ト
は
新
た
な
町

の
文
化
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
町

に
人
を
呼
ぶ
こ
と
で
参
拝
者
が
増
え
、

町
の
活
性
に
繋
が
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
」
と
話
す
の
は
松
江
観
光
協
会

美
保
関
支
部
の
住
吉
さ
ん
。
住
民
が

組
織
す
る
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
の

サ
ポ
ー
ト
も
担
っ
て
い
る
。

町
が
輝
く
こ
と
で
集
客
を
図
る

「
観
光
と
一
言
で
い
う
と
商
業
的

に
な
り
ま
す
が
、
私
は
そ
の
地
域
や

人
の
『
光
を
観
る
』
こ
と
が
『
観
光
』

と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
地
域
の
輝
い

て
い
る
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
輝
か
せ

て
、
観
て
い
た
だ
く
の
か
。
神
社
、
観

光
協
会
、
住
民
、
立
場
は
違
え
ど
も
、

方
向
性
は
一
緒
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」

と
話
す
横
山
宮
司
。
神
事
と
い
う
厳

か
な
も
の
か
ら
、
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
楽

し
い
催
し
を
通
し
、
神
社
と
住
民
が一

丸
と
な
り
、
行
政
が
サ
ポ
ー
ト
し
地

域
を
盛
り
上
げ
、
ま
さ
に
「
光
」
磨

き
を
行
っ
て
い
る
。
い
に
し
え
か
ら
神

社
と
と
も
に
生
き
続
け
て
い
る
町
の

光
は
、
き
っ
と
神
々
し
く
、
来
る
人
た

ち
の
心
に
響
く
こ
と
だ
ろ
う
。

宮司　代務者　横山 陽之さん

一般社団法人松江観光協会美保関町支部
事務局長　住吉 裕さん

▲今年9月19日実施されたRay Yamada美保神社
奉納LIVE　▼毎年12月に実施される諸手船神事

神
社
と
と
も
に  

人
と
と
も
に

美
保
神
社
×
松
江
観
光
協
会
美
保
関
町
支
部

美
み ほ じ ん じ ゃ

保神社
〒 690-1501
島根県松江市美保関町美保関 608
TEL.0852-73-0506
http://www.mihojinja.or.jp/

一般社団法人松江観光協会
美保関町支部
〒 690-1501
島根県松江市美保関町美保関 661
TEL.0852-73-9001
http://www.mihonoseki-kankou.jp/

神
社
と
住
民
が
結
束
。
奉
納
ラ
イ
ブ
で
地
域
振
興
を
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一見
異
色
、そ
の
実
必
然

長
く
愛
さ
れ
る
、が
キ
ー
ワ
ー
ド

京
都
の
中
心
部
に
あ
る
佛ぶ

っ
こ
う
じ

光
寺
。

8
0
0
年
以
上
も
の
長
い
歴
史
と

と
も
に
時
代
の
遷
移
を
見
て
き
た

寺
の
佇
ま
い
は
、
今
な
お
厳
然
と
し

て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
寺
が
昨
今
に

わ
か
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。
ロ
ン

グ
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
を
コ
ン
セ
プ
ト

に
掲
げ
、
各
地
で
店
舗
を
展
開
す

るD
&

D
EPA

R
TM

EN
T

と
の
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
現
し
た
か
ら

だ
。
境
内
に
あ
り
以
前
は
和
合
所
や

茶
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
建
物

は
、
2
0
1
4
（
平
成
26
）
年
の
11

月
末
よ
り
コ
ン
セ
プ
ト
シ
ョ
ッ
プ
と
食

堂
＆
カ
フ
ェ
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

寺
の
境
内
に
商
業
施
設
を
置
く
と
い

う
こ
の
試
み
、
実
は
産
・
学
・
宗
と
い

う
3
つ
の
組
織
が
一
体
と
な
っ
て
行
な

う
他
に
類
を
見
な
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

産
・
学
・
宗
が

三
位
一体
と
な
っ
て
実
現
し
た

若
者
と
寺
、
人
と
人
を
結
ぶ

斬
新
な
ア
イ
デ
ア

突
飛
に
も
思
え
る
こ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
必
然
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

若
い
世
代
の
視
点
で
寺
と
京
都
の

新
た
な
魅
力
を
発
信

こ
の
か
つ
て
な
い
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
は
、
企
画
段
階
で
は
檀
家
か
ら
の

反
対
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
佛
光
寺

に
着
任
し
、
同
寺
で
定
期
的
に
野
菜

マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
た
り
、
過
去
に
は

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
の
音
楽
イ
ベ
ン
ト
に
境

内
を
開
放
し
て
き
た
八
木
総
務
い
わ

く
「
ナ
ガ
オ
カ
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て

た
の
で
す
が
、
お
寺
そ
の
も
の
が
古
く

か
ら
文
化
と
伝
統
の
発
信
拠
点
で
あ

り
、
ま
た
昔
は
お
寺
が
子
供
た
ち
の

遊
び
の
場
で
あ
っ
た
り
集
ま
り
の
場
で

し
た
。
当
初
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ

て
学
生
を
は
じ
め
今
ま
で
お
寺
に
縁

遠
か
っ
た
若
い
世
代
の
視
点
を
得
る
こ

と
で
、
よ
り
地
域
と
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
ナ

ガ
オ
カ
教
授
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
、

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
の
思
想
を
皆

様
に
ご
理
解
い
た
だ
け
た
の
が
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
始
ま
り
で
す
」。
ま
た
こ

の
企
画
の
立
ち
上
げ
時
か
ら
加
わ
り
、

D&
DEPA

RTM
EN

T KYO
TO

の

チ
ー
フ
を
務
め
る
城し

ろ

氏
も
、「
ご
年
配

の
方
が
中
心
だ
っ
た
お
寺
に
若
い
力
で

活
気
を
、
さ
ら
に
S
N
S
を
使
っ
て

広
い
世
代
に
お
寺
や
京
都
の
魅
力
を

あ
る
。
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
教
鞭

を
と
るD&

D
EPA

R
TM

EN
T

代

表
取
締
役
の
ナ
ガ
オ
カ
ケ
ン
メ
イ
教

授
と
、
同
大
学
の
大
野
木
啓
人
副
学

長
の
発
案
で
、
長
い
歴
史
の
中
で
完

成
さ
れ
な
が
ら
も
未
来
の
展
望
が
見

え
づ
ら
く
な
っ
て
き
た
宗
教
施
設
と

い
う
空
間
に
出
店
す
る
こ
と
に
よ
り
、

若
年
層
に
も
親
し
ま
れ
〝
そ
の
土
地

に
関
連
し
た
も
の
で
〈
そ
の
土
地
の

大
切
な
個
性
〉
を
伝
え
、
考
え
、
継

承
に
結
び
つ
け
た
り
す
る
そ
の
様
子

を
い
つ
か
〈
デ
ザ
イ
ン
と
教
育
〉
が

し
っ
か
り
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
〟
を

創
造
す
る
と
い
う
理
念
が
根
底
に
あ

る
。
そ
も
そ
も
時
代
を
経
て
も
色
褪

せ
ず
、
常
に
身
近
に
あ
り
長
く
愛
せ

る
商
品
を
世
に
紹
介
し
て
き
たD

＆

D
EPA

R
TM

EN
T

の
思
想
は
寺
社

そ
の
も
の
の
在
り
方
と
非
常
に
近
い
。

地
域
に
根
付
き
人
が
集
う
場
と
し
て

の
役
割
を
担
う
寺
に
と
っ
て
も
、一見

佛
光
寺
×
京
都
造
形
芸
術
大
学
×D

&
D

EPA
R

TM
EN

T
 

異
色
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
紡
ぐ
世
代
を
超
え
た
地
域
と
の
繋
が
り

D&DEPARTMENT KYOTO　チーフ　城 敬之さん

真宗佛光寺派　総務　八木 浄顯さん

▲佛光寺は京都市の繁華街近く
にあるが、一旦境内に入るととて
も静かで穏やかな雰囲気にな
る。近所の保育園児も散歩で訪
れる。
　
◀D&DEPARTMENTの店内。
ショップチーフの城氏は、今後は
より学生主体のプロジェクトとな
るよう尽力するほか、京都店なら
ではの企画を構想中だとか。
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真宗佛光寺派

本山 佛
ぶ っ こ う じ

光寺
〒 600-8084
京都市下京区新開町 397
TEL .075-341-3321
http://www.bukkoji.or.jp/

D&DEPARTMENT KYOTO 
by 京都造形芸術大学
〒 600-8084
京都府京都市下京区高倉通仏光寺
下ル新開町 397　本山佛光寺内
TEL. ショップ 075-343-3217 ／
カフェ 075-343-3215
営業時間：ショップ 10:00 〜 18:00 ／
カフェ 11:00 〜 18:00（LO 17:00）
定休日：水曜日

発
信
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
新

た
な
切
り
口
で
お
寺
の
良
さ
を
伝
え

る
た
め
、
学
生
が
こ
ち
ら
で
宿
坊
体

験
を
し
た
り
、
京
都
の
老
舗
企
業
と

と
も
に
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
定
期
的
に

開
催
し
て
お
り
、
参
拝
の
み
に
訪
れ
る

の
で
は
な
く
体
験
で
き
る
お
寺
と
し
て

の
在
り
方
を
現
在
も
探
っ
て
い
ま
す
」。

実
際
に
出
店
を
き
っ
か
け
に
若
い

層
が
お
寺
に
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
、

学
生
と
同
年
代
の
若
者
か
ら
観
光
客

ま
で
、
今
で
は
常
に
境
内
は
人
で
賑

わ
う
。
ま
た
現
代
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド

を
織
り
交
ぜ
た
寺
の
毎
月
の
標
語
が

若
者
の
心
に
響
く
と
S
N
S
か
ら

話
題
に
な
り
、
学
研
か
ら
1
冊
の
本

と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
の
も
記
憶
に

新
し
い
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
感
覚
で

今
ま
で
の
良
さ
を
再
発
見
し
、
発
信

す
る
力
を
得
た
こ
と
も
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
だ
ろ
う
。

食
堂
や
ワ
ー
ク
ショッ
プ
か
ら
広
が
る

お
寺
に
集
う
人
々
の
輪

S
N
S
に
よ
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

の
情
報
発
信
や
d
食
堂
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
繋
が
る
若
年
層

と
老
年
層
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
、
さ

ら
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る

こ
と
で
学
生
に
芽
生
え
た
寺
へ
の
興

味
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
賜
物
で
あ
る
。「
宿
坊
体
験
や
私
た

ち
住
職
と
の
会
話
か
ら
お
寺
の
仕
事

に
興
味
を
持
つ
学
生
も
多
く
、
こ
れ

は
後
継
者
不
足
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

私
た
ち
寺
院
関
係
者
に
と
っ
て
は
大

き
な
収
穫
で
し
た
。
お
寺
が
同
じ
宗

派
の
学
校
以
外
と
連
携
す
る
の
は
珍

し
く
、
か
つ
て
な
い
視
点
を
知
り
多

く
の
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。
境
内

に
食
堂
が
で
き
た
こ
と
で
、
私
も
時

間
の
あ
る
と
き
は
食
堂
で
〝
お
坊
さ

ん
と
話
し
ま
せ
ん
か
コ
ー
ナ
ー
〟
と
い

う
の
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
笑
）。
お

寺
は
特
別
な
場
所
じ
ゃ
な
く
身
近

な
も
の
で
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
気

軽
に
感
じ
て
欲
し
い
で
す
ね
。
常
に

身
近
に
あ
っ
て
長
く
愛
せ
る
と
い
う

D
&

D
EPA

R
TM

EN
T
の
思
想
は
、

そ
の
ま
ま
お
寺
に
も
通
じ
て
い
ま
す
」

と
八
木
総
務
は
語
る
。

城
さ
ん
も
「
ご
住
職
の
お
話
コ
ー

ナ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
野
菜
マ
ル
シ
ェ
開

催
時
に
は
そ
の
お
野
菜
を
使
っ
た
メ

ニュ
ー
の
提
供
な
ど
、
食
堂
で
も
お
寺

と
連
動
し
た
企
画
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
食
堂
の
中
央
に
は
仏
壇
が
あ
る

た
め
仏
様
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
お
食

事
を
す
る
と
い
う
昔
の
家
庭
さ
な
が
ら

の
風
景
が
あ
り
、シ
ョッ
プ
や
併
設
ギ
ャ

ラ
リ
ー
で
も
京
都
の
伝
統
工
芸
品
を

中
心
に
扱
っ
て
い
ま
す
。
学
生
が
商
品

セ
レ
ク
ト
か
ら
携
わ
る
の
で
、
若
者
の

感
覚
に
も
訴
え
る
伝
統
工
芸
品
の
魅

力
の
発
見
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
す
ね
」。

平
成
の
世
に
再
び
蘇
っ
た

地
域
交
流
空
間
と
し
て
の
寺

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
動
か
ら
約
1
年

を
経
て
、
佛
光
寺
を
訪
れ
る
人
は
今

も
増
加
の一途
を
た
ど
る
。
朝
の
法
話

後
に
食
堂
で
談
笑
す
る
年
配
の
人
の

間
に
は
若
者
が
。
母
に
見
守
ら
れ
境

内
で
遊
ぶ
子
ど
も
や
シ
ョッ
プ
で
念
珠

を
買
い
求
め
る
観
光
客
と
、
ど
の
人

も
ゆ
っ
た
り
と
寺
で
過
ご
す
時
間
を

楽
し
ん
で
い
る
の
が
印
象
的
だ
。
そ
れ

は
ひ
と
え
に
幅
広
い
年
代
の
人
が
集

ま
れ
る
空
間
が
あ
っ
て
こ
そ
で
、
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
地

域
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
の
拠
点
と
し

て
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
て
い

る
。
お
寺
が
地
域
住
民
の
交
流
場
所

で
あ
り
文
化
発
信
の
地
だ
っ
た
時
代

か
ら
年
月
を
経
た
今
、
新
た
な
取
り

組
み
に
よ
っ
て
再
び
本
来
の
寺
の
姿
が

取
り
戻
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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行政・観光の 最 新 情 報 をリポ ート

行 政・観 光 ニ ュ ー ス

主要駅にある観光情報
センター。大阪府内の
ホテル稼働率は、今年
に入り８０％を越える月
が多くなってきている。
一般に８０％を超えると
予約が取りにくくなると
いわれている。
民泊のブームもこうい
ったホテル事情が背景
にある。イメージ

◇地域活性◇

大田区で国内初の「民泊」条例が制定
政府が期待する「民泊（個人宅宿泊）」とは

観光立国を目指す政府は、地方観光振興の起爆剤
のひとつとして「民泊」をあげ、地域限定で「民泊」
の規制を緩和する国家戦略特区を指定。イベント開
催時など宿泊施設の不足が見込まれた場合は、自治
体の要請があれば一般家庭の自宅を有償宿泊施設と
して提供することを許可した。これまで条例を成立させ
た自治体はゼロであったが、このほど全国で初めて東
京都大田区が「民泊」を一定の条件で認める条例を
制定する方針を固め、2016（平成 28）年 1 月より
計画を実施することを発表した。

ニーズが増す「民泊」
浮かび上がる課題、その解決策とは

「民泊」とは、自宅やマンションに空き部屋を持つ
個人が、そのスペースを旅行者に有料で宿泊施設とし
て提供するサービスのこと。米国でスタートした旅行者
と貸し手を結びつける WEB 仲介サービス「Airbnb（エ
アビーアンドビー）」が広く知られている。2014 ( 平成
26) 年には日本法人も発足。 現在、全国で 1 万 3
千件以上の物件が登録され、ホテルや旅館よりも安
価とあり、外国人観光客はもちろん、国内旅行で利用
する日本人も増えはじめている。また宿坊は Temple 
Stayと呼ばれて外国人に人気が高く、宿坊で著名な
お寺が Airbnb に登録している事例も見ることができ、
その広がりが注目される。

「民泊」のニーズが高まる背景には、近年の外国
人観光客の急増によるホテル不足が大きく関係してい
る。日本政府観光局が発表した 2015（平成 27）年
1 月〜 8 月の訪日外国人客数は過去最高の 1,287
万人。政府は「観光立国推進基本計画」において
2016（平成 28）年の訪日客数の目標を年間 1,800
万人と発表しているが、この増加率でいくと2015（平
成 27）年度に達成することは間違いない。そして、こ
の訪日外国人市場の急速な拡大に伴い、東京や大阪
などの都心部ではホテル不足が深刻化。東京、神奈

川、大阪、京都で客室稼働率が 80％を超えた昨年
以降、オンシーズン以外も予約困難なうえに宿泊代も
急騰、1 泊 2 〜 3 万の価格設定に引き上げたビジネ
スホテルも珍しくない。

このような現状をふまえ、大田区では経済や地域の
活性にもつながるとして「民泊」の制度化を実現させ
たが、「民泊」ビジネスの急速な拡大に日本社会が対
応し切れていないのも実情だ。旅館業法に抵触する
恐れはもちろん、家主や近隣住民とのトラブル、マナー
違反など、個人の自宅やマンションといった「民泊」
の宿泊形態ならではのさまざまな問題も浮上している。

政府に期待する
安心安全な「民泊」のルール

今後、ますます外国人観光客増加し、「民泊」の
秩序や安全性が重要となってくるなか、政府は改めて
関係省庁と連携しながら「民泊」の実態調査を進め、
旅館やホテルとの競争条件を含め「インターネットを通
じて宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した
宿泊サービスの提供」について 2016（平成 28）年
までに結論を出すことを閣議決定した。

増え続ける外国人観光客に、ホテル不足の深刻化。
東京五輪開催に向け、はたして「民泊」が有効な解
決策、または重要な施策になりうるだろうか。旅行者
にとって安心安全な宿泊環境を第一とした、政府の議
論の結果が待たれるところだ。
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日本政府観光局 (JNTO) 訪日外客数より
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月
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2015年
9月 1,612,300人

外国人観光客の最近の傾向として、有名な観光地だ
けでなく、日本の庶民の暮らしを体感できるような商店
街や下町などに訪れることが多く見られる。

イメージ

◇地域活性◇

訪日外国人観光客が記録的に増加
2020年には年間2,500万人を超える見通しも

日本を訪れる外国人増加の勢いが加速を続けてい
る。2011（平成 23）年は東日本大震災の影響で、
訪日外国人観光客数は年間 622 万人に落ち込んだ
ものの、2013（平成 25）年には年間で初めて 1,000
万人を超え、2014（平成 26）年には 1,341 万人
を超えるまでに回復。その勢いは今年に入ってからもさ
らに増し、日本政府観光局が発表した 2015（平成
27）年 1 月〜 9 月の訪日客数は、累計値で 1,448
万人、前年同期比 48.8％増という過去最高の伸び
を記録した。

2015 年度の最新訪日外国人客数と
下半期における訪日旅行市場の予想

特に 8 月は、バカンスシーズンに向けた訪日旅行プ
ロモーションに加え、航空路線の拡大、クルーズ船の
寄港増加、ビザの免除や要件の緩和、円安や昨年
10 月からの消費税免税制度の拡充などといった要因
が重なり、前年同月比 63.8％増の 181 万 7 千人と、
数値を大きく伸ばす結果となった。国別では、“爆買い”
ブームを巻き起こした中国が前年同月比 33.1％増の
59 万人と、2 カ月連続 50 万人超えを記録。韓国、
イタリア、スペインにおいても単月として過去最高の訪
日客数を更新した。9 月は、韓国での秋夕（旧盆休暇）、
マレーシアのスクールホリデー、インドの祝日、さらに
10 月は中国の国慶節など、アジア地域では休日が多
く、さらなる記録更新にも期待がかかる。

政府は、観光立国推進基本計画（2012 年度）
において訪日外国人客数を 2016（平成 28）年に

1,800 万人、東京オリンピックが開催される 2020（平
成 32）年には 2,500 万人を目標としていたが、近年
の増加率でいくとその数を突破することはほぼ間違いな
く、前倒しでの達成も予想される。

訪日客の持続的増加における
寺社の重要な役割

前号の「寺社 Now vol.6」において、（一社）全日
本社寺観光連盟　理事のデービッド・アトキンソン氏
が、寺社に求められる新たな役割について語っている。
「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”に対して幅広い役
割を果たす場所である。これまで以上に訪れた観光客
に満足してもらうためには、展示と解説に力を注いでい
かなければならない。文化財を見る目が養えていない
外国人観光客に対して、建物の特徴や歴史、内装と
外装の模様の意味合い、宗教的な思想などをしっかり
と伝えることは、訪れた場所により魅力を感じ、充実
の時間を過ごしてもらえる結果につながるだろう」

今後の訪日客の持続的増加には、先述の円安やビ
ザの緩和のほか、日本の伝統文化や美しい自然など

「日本の魅力」をアピールすることも重要なカギといえ
る。日本のきめ細かなサービスなど心からの「おもてな
し」に感動し、リピーターとして再訪日する外国人も増
加傾向にあるなか、寺社だからこそ伝えることのできる

「日本の魅力」をアピールする取り組みが必要となって
くるだろう。
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スペシャル

地
域
活
性
の
キ
ー
ワ
ー
ド

「
フ
リ
ーW

i-Fi

」の
必
要
性
と
普
及
に
つ
い
て

他
の
先
進
国
に
比
べ
日
本
は

「W
i-Fi

後
進
国
」で
あ
る
現
状

こ
こ
数
年
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普

及
に
よ
っ
て
、
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う

に
な
っ
た
I
T
用
語
の
ひ
と
つ
に
「W

i-
Fi(

ワ
イ
フ
ァ
イ)

」
が
あ
る
。W

i-Fi

と

は
「W

ireless Fidelity

」の
略
で
あ
り
、

人
々
が
行
き
交
う
様
々
な
場
所
に
設
置

さ
れ
、
利
用
で
き
る
無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ

ン
ト
「
公
衆
無
線
L
A
N
」
の
ひ
と
つ
。

無
線
L
A
N
は
電
波
を
用
い
て
数
m
～

数
十
m
の
範
囲
内
で
高
速
な
デ
ー
タ
通

信
を
行
え
る
通
信
技
術
で
、
中
継
機
器

を
中
心
に
複
数
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
電
子

機
器
を
相
互
に
接
続
し
て
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
やW
i-Fi

対
応
機
器
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
I
T
関

連
製
品
に
搭
載
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
機
器
で
あ
れ
ば
ノ
ー

ト
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
は
じ

め
、
各
種
ゲ
ー
ム
機
器
や
プ
リ
ン
タ
、
デ

ジ
カ
メ
な
ど
に
も
対
応
機
種
が
次
々
に
登

場
し
て
い
る
。

通
信
速
度
が
速
く
、
動
画
な
ど
も
遅

滞
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
再
生
で
き
る
と
あ
っ

て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
高
い
利
便
性
を

も
た
ら
し
て
い
るW

i-Fi

。
な
か
で
も
契

約
や
登
録
の
必
要
が
な
く
、
基
本
的
に

不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
で
き
る
「
フ

リ
ー(

無
料)W

i-Fi

」
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
i
P
a
d
な
ど
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
で
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
の
多
い
外
国

人
旅
行
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
便
利
な

ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

欧
米
各
国
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
の

主
要
都
市
で
は
公
共
施
設
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
人
気
観
光
施
設
や
レ
ス
ト
ラ

ン
、
カ
フ
ェ
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な

ど
人
の
集
ま
る
多
く
の
場
所
が
フ
リ
ー

W
i-Fi

ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
経
済
の
発
展
に
大
き
な
貢

献
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に

目
を
向
け
て
み
る
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の

問
題
な
ど
も
あ
り
、W

i-Fi

な
ど
公
衆
無

線
L
A
N
の
普
及
に
関
し
て
は
、
他
の

先
進
国
に
比
べ
る
と
か
な
り
遅
れ
を
と
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

外
国
人
旅
行
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

も
課
題
が
浮
き
彫
り
に

国
土
交
通
省･

官
公
庁
が
2
0
1
1

年
10
月
に
外
国
人
旅
行
者
を
対
象
に

行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果
を
見
て

も
、
や
は
り
無
線
L
A
N
に
ま
つ
わ
る

課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
旅
行

中
に
困
っ
た
こ
と
と
し
て
最
も
多
か
っ
た

回
答
が「
無
料
公
衆
無
線
L
A
N
環
境
」

の
36.

7
%
で
、2
番
目
に
多
か
っ
た
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
2
倍
近
く
上
回
っ

て
い
た
。
最
も
困
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も

傾
向
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、「
無
料
公
衆

無
線
L
A
N
環
境
」の
回
答
が
23.

9
%

と
他
に
抜
き
ん
出
て
割
合
が
大
き
い
。

こ
の
よ
う
な
現
状
と
、
2
0
2
0
年

に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
が
決
定

し
、
よ
り
い
っ
そ
う
外
国
人
旅
行
客
の
増

公共の交通機関の駅やその周辺ではフリー Wi-Fi の接続可能なエリアが広がりつつある。
（上：京都市　下：東京都）

NOVEMBER 2015 10



加
が
見
込
ま
れ
る
今
後
を
見
据
え
、
現

在
、
国
内
で
は
観
光
地
を
中
心
に
各
地

で
官
民
一
体
と
な
っ
た
フ
リ
ーW

i-Fi

ス

ポ
ッ
ト
の
普
及
対
策
事
業
が
本
腰
を
入

れ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て

み
た
い
。
外
国
人
旅
行
客
に
最
も
人
気

が
高
い
で
あ
ろ
う
国
内
随
一の
観
光
都
市
・

京
都
に
は
、
市
と
連
携
し
た
事
業
者
が

提
供
す
るW

i-Fi

サ
ー
ビ
ス
「K

Y
O

TO
 

W
i-Fi

」
が
あ
る
。
2
0
1
4
年
末
に
は

ゲ
ス
ト
コ
ー
ド
の
取
得
手
続
き
が
不
要
と

な
り
、
誰
で
も
24
時
間
自
由
に
利
用
可

能
と
あ
っ
て
ア
ク
セ
ス
数
を
増
や
し
続
け

て
い
る
。
大
阪
で
は
2
0
1
4
年
1
月

か
ら
フ
リ
ーW

i-Fi

サ
ー
ビ
ス
「O

saka 
Free W

i-Fi

」
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
。

加
盟
店
で
使
用
で
き
る
ク
ー
ポ
ン
が
付
い

た
観
光
情
報
サ
イ
ト
「O

saka E
njoy 

R
ally

」
と
連
動
さ
せ
、
さ
ら
な
る
観
光

客
の
誘
致
を
狙
う
。

無
線
L
A
N
機
器
を
庫
裏
に

設
置
し
た
湯
河
原･

城
願
寺

相
模
湾
に
面
し
た
人
気
温
泉
地
・
神

奈
川
県
の
湯
河
原
町
で
は
今
年
9
月
上

旬
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
視
野
に
入
れ

た
観
光
情
報
発
信
を
目
的
と
し
、W

i-Fi

が
接
続
で
き
る
ス
ポ
ッ
ト
を
2
ヵ
所
か
ら

17
ヵ
所
へ
と
大
幅
に
増
や
し
た
。

そ
の
中
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
平
安

末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
活
躍
し

た
武
将･

土
肥
実
平
公
ゆ
か
り
の
寺
と
し

て
知
ら
れ
る
同
町
の
城
願
寺
だ
。
同
寺
で

は
無
線
L
A
N
機
器
を
庫
裏
に
設
置
し

た
こ
と
で
海
外
か
ら
の
参
拝
者
も
フ
リ
ー

W
i-Fi

を
利
用
し
て
境
内
で
寺
の
見
学
を

し
な
が
ら
そ
の
由
来
な
ど
を
調
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
今
後
の
参
拝
者
の
増
加

も
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
湯
河
原
町

で
は
多
言
語
に
対
応
す
る
街
歩
き
情
報

配
信
サ
ー
ビ
ス
も
導
入
さ
れ
る
予
定
で
、

そ
の
動
向
に
各
方
面
か
ら
注
目
が
集
ま
っ

て
い
る
。

次
世
代
を
見
据
え
た
地
域
の
活
性
化

を
模
索
す
る
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
れ
か

ら
の
寺
社
は
官
民
連
携
の
流
れ
に
乗
り
、

I
T
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に

新
た
な
活
路
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
フ
リ
ーW

i-Fi

の
導
入
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
の
利
便
性
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
で
外
国
人
旅
行
者
の
滞

在
時
間
の
増
加
が
見
込
め
、
そ
の
周
辺

地
域
で
の
消
費
額
の
ア
ッ
プ
も
期
待
で
き

る
。
さ
ら
に
整
備
に
よ
っ
て
情
報
通
信
業
、

建
設
業
な
ど
へ
の
投
資
が
行
わ
れ
、
近
隣

関
連
産
業
に
対
し
て
も
投
資
の
波
及
効

果
が
お
の
ず
と
発
生
す
る
。
よ
り
い
っ
そ

う
の
地
域
活
性
、
地
域
貢
献
を
目
指
し
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
フ
リ
ーW

i-Fi

の
導
入

を
検
討
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
。

3. 石橋山の合戦に破れた源頼朝を、
大庭景親の軍勢から守った土肥次郎実
平の菩提寺である城願寺。
本堂前から観光名所として有名なびゃく
しんの樹まで、境内の広いエリアでフリ
ー Wi-Fi が利用できる。

1.2. 神奈川県の湯河原町。
相模湾に面し、一年を通じ
て温暖な風光明媚の地。
湯河原の駅前観光案内所、
温泉場ぶらりお休み処、日帰
り温泉施設『こごめの湯』な
どで配布している「Free Wi-
Fi カード」のＩＤ・パスワード
を入力すると、２週間無料で
Wi-Fi が利用できる。12

3
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「
い
つ
か
は
行
き
た
い
国
」が
日
本
に

な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
我
々
の
長
年

に
渡
る
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
成
果
と

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
日
本
に
対
す
る
関

心
が
急
激
に
高
ま
っ
た
か
ら
だ
と
考

え
ま
す
。二
つ
目
は
、観
光
立
国
調
査

会
長
の
山
本
幸
三
先
生
の
リ
ー
ド
に

よ
り
、安
倍
政
権
下
で
観
光
立
国
推

進
閣
僚
会
議
が
開
催
さ
れ
、ビ
ザ
の

要
件
緩
和
、消
費
税
免
税
制
度
の
拡

充
、さ
ら
に
L
C
C
や
航
空
業
の
拡

大
な
ど
の
政
策
が
う
ま
く
機
能
し
て

い
る
こ
と
。三
つ
目
が
、ア
ジ
ア
各
国
の

経
済
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

特
に
東
南
ア
ジ
ア
で
は
中
間
層
が
急

激
な
勢
い
で
拡
大
し
て
お
り
、経
済

観
光
立
国
政
策
の
成
功
と

新
た
な
課
題

編
集
部　

10
月
21
日
の
日
本
政
府

観
光
局（
J
N
T
O
）の
発
表
で
は
、

今
年
9
月
ま
で
の
訪
日
外
客
数
累
計

が
1
4
4
8
万
人
を
記
録
し
、こ
の

ペ
ー
ス
だ
と
年
間
2
0
0
0
万
人
近

く
ま
で
達
し
そ
う
で
す
が
、ど
う
い
っ

た
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

松
山
理
事
長　

国
外
か
ら
の
観
光
が

伸
び
た
理
由
は
大
き
く
三
つ
あ
る
と

思
い
ま
す
。一つ
目
は
日
本
の
観
光
ブ

ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
が
高
い
こ
と
。イ
タ

リ
ア
と
競
う
ほ
ど
イ
メ
ー
ジ
が
高
く

日
本
政
府
観
光
局
（
Ｊ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
）
理
事
長

急
激
に
増
え
る
外
国
人
観
光
客
と

変
化
が
求
め
ら
れ
る
観
光
立
国
・
日
本

松
山 

良
一

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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松
ま つ や ま

山  良
り ょ う い ち

一　
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）理事長
昭和24年生まれ。東京大学卒業。昭和47年 4月三井物産株式会社入社。米国
三井物産株式会社Ｓ．Ｖ．Ｐ＆Ｇ．Ｍ．、三井物産株式会社九州支社長、三井物産
株式会社理事九州支社長などを歴任。平成20年 6月駐ボツワナ日本国特命全
権大使に就任。平成23年より現職。

的
な
余
裕
が
出
て
き
ま
し
た
。そ
こ

で
憧
れ
の
日
本
へ
中
国
を
含
め
た
ア

ジ
ア
か
ら
大
勢
来
て
い
た
だ
い
て
い

る
。

編
集
部　

今
後
は
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

松
山
理
事
長　

政
府
と
し
て
今
年

6
月
に「
観
光
立
国
実
現
に
向
け
た

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
2
0
1
5
」

を
決
定
し
て
お
り
、J
N
T
O
も
そ

の
方
針
に
基
づ
き
各
種
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
支
え
る
柱
は
二
本
あ

る
と
思
い
ま
す
。一つ
は「
地
方
」の
時

代
。訪
日
外
国
人
の
約
7
割
は
東
京

～
大
阪
、京
都
の
い
わ
ゆ
る「
ゴ
ー
ル

デ
ン
ル
ー
ト
」に
集
中
し
、ま
だ
地
方

に
行
っ
て
い
な
い
状
況
で
す
。「
観
光

で
地
方
を
元
気
づ
け
る
こ
と
」が
大

き
な
政
策
の
柱
で
す
。二
つ
目
が
観

光
の「
質
の
向
上
」。旅
行
の
質
を
上

げ
、満
足
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、

訪
日
外
国
人
に
リ
ピ
ー
タ
ー
に
な
っ

て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
の
た
め

に
は
受
入
れ
体
制
、例
え
ばW

i-Fi

環

境
や
、日
本
の
銀
行
A
T
M
で
は
外

国
発
行
の
カ
ー
ド
で
現
金
を
引
き
出

せ
な
い
と
い
う
課
題
な
ど
に
対
応
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

編
集
部　

こ
の
10
年
の
国
別
推
移
を

踏
ま
え
、誘
致
施
策
を
実
施
し
て
い

ま
す
。訪
日
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
で
多
く

の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
訴
求
す
る
魅
力
は
や

は
り
日
本
の
文
化
や
歴
史
で
あ
り
、

神
社
仏
閣
と
い
う
の
が
大
切
な
コ
ン

テ
ン
ツ
で
す
。

観
光
と
地
域
活
性

神
社
仏
閣
へ
の
期
待

編
集
部　

神
社
仏
閣
が
大
切
な
コ
ン

テ
ン
ツ
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

松
山
理
事
長　

最
近
の
外
国
人
の

観
光
形
態
は
、団
体
旅
行
主
体
か
ら

個
人
旅
行
に
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま

す
。個
人
旅
行
に
な
る
と
、長
期
で
滞

在
し
て
色
々
な
体
験
を
す
る
と
い
う

ニ
ー
ズ
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
り
ま
す
。そ

も
そ
も“
観
光
”は
未
知
と
の
遭
遇

や
体
験
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
か

ら
、「
今
ま
で
に
な
い
体
験
を
し
た
い
」

と
い
う
ニ
ー
ズ
は
当
然
で
す
。す
る
と

「
日
本
的
な
も
の
、歴
史
的
な
も
の
、

文
化
的
な
も
の
」と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ

が
よ
り
大
事
に
な
り
ま
す
。そ
う
い
っ

た
ニ
ー
ズ
に
、神
社
仏
閣
の
持
つ
資
源

と
い
う
の
は
合
致
し
て
い
ま
す
。

編
集
部　

そ
う
い
う
面
か
ら
ど
う

い
っ
た
こ
と
を
神
社
仏
閣
に
希
望
し

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

見
る
と
増
加
し
て
い
る
訪
日
旅
行
者

の
8
割
が
ア
ジ
ア
で
す
が
、そ
の
辺
り

は
い
か
が
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

松
山
理
事
長　

観
光
の
質
の
向
上
を

図
る
上
で
は
、欧
州
か
ら
の
誘
致
も

大
き
な
柱
で
す
。た
だ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
見
る
と
日
本
は
遠
い
、物
価
が
高

い
、言
葉
が
通
じ
な
い
と
思
わ
れ
て
お

り
、観
光
や
家
族
旅
行
の
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。こ
の

３
つ
の
認
識
を
改
め
て
も
ら
う
こ
と

が
、今
、我
々
が
一
生
懸
命
に
や
る
べ

き
こ
と
で
す
。日
本
は
遠
い
と
言
う
け

れ
ど
、イ
ギ
リ
ス
人
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら

見
る
と
さ
ほ
ど
距
離
の
差
が
な
い
タ

イ
に
は
訪
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、物
価

に
お
い
て
は
ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

に
よ
れ
ば
、東
京
の
ホ
テ
ル
代
は
ロ
ン

ド
ン
の
三
分
の
二
だ
と
い
い
ま
す
。し

か
し
、言
葉
に
関
し
て
は
、確
か
に
そ

う
で
す
ね
、英
語
を
勉
強
し
て
い
て

も
話
す
こ
と
へ
の
苦
手
意
識
が
強
い

日
本
人
は
多
く
、外
国
人
が
来
る
と

目
を
そ
ら
し
た
り
し
が
ち
で
す
。外

国
人
か
ら
す
る
と「
歓
迎
さ
れ
て
い
な

い
」と
い
う
印
象
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
、今
後
益
々
多
く
の
外
国

人
旅
行
者
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
外
国
人
の
み
な
さ
ま
を
笑
顔
で
お

迎
え
す
る
」と
い
う
日
本
人
の
意
識

改
革
が
必
要
で
す
。J
N
T
O
で
は

マ
ー
ケ
ッ
ト（
国
・
地
域
）毎
の
特
性
を

松
山
理
事
長　

我
々
に
と
っ
て
間
違

い
な
く
神
社
仏
閣
は
大
切
な
資
源
で

す
。そ
の
た
め
、実
際
に
、社
寺
の
で

き
る
範
囲
で
協
力
を
募
り
、手
を
組

ん
で
い
ま
す
。例
え
ば
、高
野
山
の
宿

坊
。そ
こ
で
は
宿
泊
だ
け
で
な
く
、

有
名
な
住
職
が
い
て
色
々
な
説
明
や

案
内
を
し
て
く
れ
、熊
野
古
道
も
散

策
で
き
る
。そ
の
よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ

が
フ
ラ
ン
ス
辺
り
で
す
ご
く
有
名
に

な
っ
て
い
る
。社
寺
に
は
無
理
の
な
い

範
囲
で
外
国
人
に
門
戸
を
開
い
て
頂

き
た
い
で
す
。
今
ま
で
の
環
境
や
宗

教
的
な
雰
囲
気
を
保
ち
つ
つ
、保
全

と
活
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
上
手
く
取
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
私
の
切

な
る
願
い
で
す
。神
社
仏
閣
と
行
政

や
自
治
体
が
協
力
し
あ
っ
て
観
光
資

源
と
な
れ
ば
、地
域
創
生
に
も
繋
が

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

編
集
部　

最
後
に
、私
ど
も（
全
日

本
社
寺
観
光
連
盟
、全
国
寺
社
観
光

協
会
）へ
の
ご
期
待
な
ど
を
お
聞
か
せ

い
た
だ
け
ま
す
か
。

松
山
理
事
長　

我
々
は
、イ
ン
バ
ウ
ン

ド
観
光
が
日
本
の
未
来
を
よ
り
豊
か

に
、明
る
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
は
、社
寺

の
皆
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
く
こ
と

が
必
要
で
す
。連
盟
や
協
会
か
ら「
門

戸
を
開
け
よ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、世

の
中
は
随
分
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す

よ
」と
社
寺
の
皆
様
に
ぜ
ひ
伝
え
て

ほ
し
い
。も
ち
ろ
ん
宗
教
と
し
て
守
る

べ
き
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、同
時
に
行
政
や
自
治

体
と
の
協
力
・
連
携
を
お
願
い
し
た
い

で
す
ね
。
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コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
世
界
的
奏
者

が
住
職
を
務
め
る
寺
が
あ
る
と
聞

き
、
訪
れ
た
の
は
播
州
の
地
。
こ
こ

教き
ょ
う
し
ん
じ

信
寺
法
泉
院
の
21
代
目
で
あ
る

長
谷
川
慶
悟
住
職
の
経
歴
は
異
色

で
、
境
内
に
本
格
的
な
音
楽
ホ
ー
ル

を
持
つ
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

寺
の
跡
取
り
と
し
て
生
ま
れ
た
も

の
の
音
楽
の
道
に
憧
れ
、
世
界
屈

指
の
名
門
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
国
立
音

楽
大
学
に
留
学
後
、
欧
州
を
中
心

に
プ
ロ
の
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
長
谷
川
氏
。
順
風

満
帆
だ
っ
た
プ
ロ
の
音
楽
家
か
ら
住

職
に
転
身
し
た
理
由
を
尋
ね
る
と
、

「
ウ
ィ
ー
ン
で
の
生
活
に
慣
れ
た

頃
、
改
め
て
欧
州
で
は
宗
教
と
芸

術
が
文
化
と
し
て
生
活
に
根
付
い

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
日
曜
は
教

会
へ
行
き
賛
美
歌
を
歌
う
、
そ
し
て

集
ま
っ
た
人
同
士
が
交
流
す
る
。
本

来
お
寺
も
そ
う
い
う
場
で
あ
っ
た
の

に
、
現
代
の
日
本
で
は
そ
の
文
化
が

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

な
ら
ば
せ
っ
か
く
寺
の
跡
取
り
と
し

て
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
私
な
り
の

方
法
で
本
来
の
寺
の
姿
を
蘇
ら
せ
よ

う
、
と
帰
国
を
決
意
し
ま
し
た
」。

帰
国
当
時
は
音
楽
の
道
か
ら
転
身
し

た
住
職
に
戸
惑
い
を
覚
え
る
檀
家
も

少
な
く
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の

印
象
を
一
変
さ
せ
た
の
が
住
職
に
よ

る
演
奏
会
だ
。
自
ら
が
作
曲
し
た
、

慶よ
し
し
げ
の
や
す
た
ね

滋
保
胤
の
日
本
往
生
極
楽
記
・

永よ
う
か
ん観

の
往お

う
じ
ょ
う
じ
ゅ
う
い
ん

生
拾
因
・
今
昔
物
語
、
ま

た
、
寺
伝
の
教
信
上
人
説
話
と
、
典

礼
音
楽
の
声
明
を
融
合
さ
せ
た
そ
の

楽
曲
に
感
じ
入
る
人
が
多
く
、
住
職

は
瞬
く
間
に
地
域
の
人
か
ら
の
支
持

を
得
る
よ
う
に
な
る
。
声
明
が
日
本

の
古
典
音
楽
の
ル
ー
ツ
で
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的

に
も
仏
教
と
音
楽
は
密
接
な
関
係

に
あ
る
。「
宗
教
と
音
楽
の
融
合
で

人
生
を
豊
か
に
し
、
今
を
生
き
る
人

の
た
め
の
交
流
の
場
を
設
け
た
い
」

と
の
住
職
の
想
い
が
形
に
な
っ
た
の

が
、
1
9
8
7（
昭
和
62
）
年
に
完

成
し
た
“
奏
楽
堂
”
の
名
を
冠
し
た

ホ
ー
ル
だ
。そ
こ
で
定
期
開
催
さ
れ
、

現
在
1
8
2
回
を
数
え
る
演
奏
会

は
ウ
ィ
ー
ン
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ

る
各
国
の
有
名
楽
団
の
面
々
も
出
演

す
る
贅
沢
な
内
容
で
注
目
を
集
め

て
い
る
。
本
格
音
響
設
備
を
持
つ
空

間
で
本
物
の
芸
術
に
親
し
み
つ
つ
、

会
の
冒
頭
に
は
必
ず
10
分
間
の
法

話
を
語
る
そ
う
。「
素
晴
ら
し
い
芸

術
と
仏
の
教
え
を
多
く
の
人
に
広
め

た
い
と
始
め
た
演
奏
会
も
、
今
で
は

檀
家
さ
ん
や
地
域
の
方
が
協
力
を
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近

隣
の
幼
稚
園
児
を
招
く
コ
ン
サ
ー
ト

を
毎
年
開
催
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

活
動
を
通
じ
て
子
と
親
、
祖
父
母
の

3
世
代
を
繋
ぐ
取
り
組
み
も
し
て
い

ま
す
」。
演
奏
会
の
幕
間
に
は
み
ん

な
が
持
ち
寄
っ
た
お
菓
子
な
ど
で
談

笑
し
、
世
代
を
越
え
た
交
流
が
生
ま

れ
て
い
る
。
欧
州
で
古
く
か
ら
文
化

の
交
流
の
場
で
あ
っ
た
サ
ロ
ン
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
と
い
う
奏
楽
堂
は
、
ま

さ
に
現
代
版
サ
ロ
ン
だ
。
住
職
の
愛

す
る
音
楽
が
、人
と
人
、寺
と
地
域
、

そ
し
て
寺
と
人
を
結
ぶ
重
要
な
フ
ァ

ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。念佛山教

き ょ う し ん じ

信寺
〒675-0012　
兵庫県加古川市野口町野口 465
TEL　079-422-7189
ht tp ://www.bekkoame.
ne.jp/~housenin/

加
古
川
・
念
佛
山
教
信
寺
塔
頭	

法
泉
院	

奏
楽
堂
の
演
奏
会

仏
教
と
音
楽
を
結
び
つ
け
て
文
化
を
発
信

人
々
の
交
流
の
場
と
し
て
の
役
割
を
担
う
お
寺

世界の著名な音楽家のコンサートも開かれる奏楽堂。毎年、地域幼稚園児を招きコンサートを開催している。コントラバスを演奏する長谷川住職（左下）
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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



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。

お
寺
や
神
社
が
宿
泊
施
設
を
開

く
。
こ
う
し
た
話
を
聞
く
と
、
突
拍

子
も
な
い
こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
実
際
に
私
は
檀
家
さ
ん
や

氏
子
さ
ん
が
減
り
、
将
来
展
望
に
悲

観
的
な
お
坊
さ
ん
や
神
主
さ
ん
に
宿

坊
開
設
を
提
案
し
て
き
ま
し
た
が
、

多
く
の
方
の
反
応
は
「
ア
イ
デ
ィ
ア

と
し
て
は
面
白
い
け
ど
、
実
際
に
行

う
の
は
難
し
い
」
と
い
う
苦
笑
い
で

し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
全
面
的
に
宿
泊
施
設

を
整
え
、
あ
る
日
か
ら
突
然
旅
館
と

し
て
フ
ル
稼
働
さ
せ
よ
う
と
思
え
ば
、

こ
れ
は
と
て
も
大
変
で
す
。
前
号
で

は
宿
坊
開
設
の
３
つ
の
ハ
ー
ド
ル
と

し
て
「
初
期
費
用
」「
営
業
許
可
取

得
」「
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
習
得
」
を

挙
げ
ま
し
た
が
、
壁
を
出
来
る
限

り
低
く
す
る
こ
と
も
宿
坊
創
生
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
重
要
課
題
で
す
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
開
設
ハ
ー
ド
ル

を
下
げ
る
た
め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
列

挙
し
て
紹
介
し
ま
す
。

（
１
）身
内
の
宿
泊

不
特
定
多
数
の
相
手
で
は
な
く
、

知
り
合
い
の
み
を
受
け
入
れ
る
方
法

で
す
。
こ
れ
は
す
で
に
日
常
的
に
行

わ
れ
て
い
る
寺
社
も
多
い
で
し
ょ
う

が
、
そ
こ
に
「
将
来
の
宿
坊
化
の
た

め
の
足
掛
か
り
」
と
い
う
意
識
を
付

け
加
え
る
こ
と
で
、
見
え
方
は
全
く

変
わ
り
ま
す
。

（
２
）宿
泊
を
伴
う
修
行
体
験
等
の
開
催

定
常
的
に
宿
泊
者
を
受
け
入
れ

る
「
宿
」
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
宿
泊
者
を
受
け
入
れ
ま

す
。
単
発
で
あ
れ
ば
設
備
投
資
を

行
わ
ず
、
あ
る
も
の
を
活
用
す
る
だ

け
で
開
催
可
能
で
す
。
ま
た
、
そ
れ

に
よ
っ
て
設
備
や
備
品
な
ど
必
要
な

も
の
の
見
極
め
や
、
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ

を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

（
３
）ミ
ニ
マ
ム
宿
坊

お
寺
や
神
社
で
あ
ま
り
使
わ
れ
て

い
な
い
部
屋
を
、一
部
屋
の
み
宿
泊
施

設
と
し
て
運
用
し
ま
す
。
ま
た
週
３

日
の
み
、
祈
祷
や
法
事
の
入
ら
な
い

平
日
の
み
、
お
盆
や
お
彼
岸
は
休
止

な
ど
、
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
も
ひ

と
つ
の
方
法
で
す
。

（
４
）素
泊
ま
り
営
業

宿
泊
業
を
行
う
に
当
た
り
、
大
き

な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
料
理
で

す
。
調
理
技
術
は
一
朝
一
夕
で
は
身
に

付
き
ま
せ
ん
し
、
飲
食
店
営
業
の
許

可
は
旅
館
業
と
別
に
必
要
に
な
り
ま

す
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
省
い
て
素
泊

ま
り
の
み
と
す
る
こ
と
で
、
開
業
へ
の

垣
根
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
５
）ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
受
け
入
れ　

海
外
か
ら
の
留
学
生
な
ど
、ホ
ー
ム

ス
テ
イ
の
受
け
入
れ
先
と
し
て
寺
社

が
名
乗
り
出
る
こ
と
も
有
効
で
す
。

日
本
文
化
を
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う

名
目
も
付
き
ま
す
し
、旅
館
業
の
営

業
許
可
も
不
要
で
す
。

（
６
）宿
泊
と
宗
教
部
門
の
切
り
分
け

少
し
規
模
が
大
き
な
寺
社
に
は
、

旅
館
運
営
を
手
掛
け
る
企
業
で
宿
坊

に
興
味
を
持
つ
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

（
７
）周
辺
旅
館
と
の
提
携

ど
う
し
て
も
宿
泊
施
設
を
作
る
こ

と
が
難
し
い
場
合
、
周
辺
の
ホ
テ
ル
や

旅
館
と
提
携
す
る
こ
と
も
一
案
で
す
。

宿
泊
者
に
朝
の
お
勤
め
や
修
行
体
験

を
提
供
す
る
こ
と
で
実
施
し
ま
す
。

た
だ
し
こ
の
場
合
は
主
体
が
外
部
に

な
る
た
め
、
寺
社
が
何
を
目
指
し
て

手
を
結
ぶ
の
か
、
具
体
的
な
設
計
図

を
描
い
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

宿
坊
を
開
設
す
る
こ
と
は
多
く
の

寺
社
に
と
っ
て
未
知
の
領
域
で
す
。

そ
こ
で
ま
ず
は
小
さ
く
、
小
さ
く
、

宿
坊
を
開
い
て
み
る
。
そ
こ
で
得
た

経
験
を
も
と
に
、
階
段
を
登
る
よ
う

に
宿
坊
を
整
え
て
い
く
。
常
に
前
に

進
む
意
識
と
撤
退
の
道
筋
を
残
し
て

お
く
こ
と
で
、
宿
坊
開
設
へ
の
リ
ス
ク

は
最
小
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

宿坊研究会レポート

福井県の国泰寺さんでは宿坊開設を目指しながら宿泊ボランティアを募られ、お寺の行事などのお手伝いを受け付けておられます。

宿坊を開くための７つのリスク軽減策
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦
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編
集
部　

新
理
事
長
に
就
任
さ
れ
る

に
当
た
っ
て
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

理
事
長　

2
年
間
を
理
事
長
と
し
て

が
ん
ば
っ
て
ま
い
り
ま
す
。今
期
全
日

本
仏
教
青
年
会
は
、「
慈
悲
の
実
践
：

C
om

passion in P
ractice

」と
い

う
テ
ー
マ
を
掲
げ
、新
た
な
試
み
と
し

て「
安
寧
僧
養
成
講
座
」と「
諸
宗
教

対
話
僧
養
成
講
座
」の
二
つ
を
行
お

う
と
思
い
ま
す
。

編
集
部　

安
寧
僧
養
成
講
座
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

理
事
長　

私
は
、僧
侶
が「
仏
教
の
慈

悲
の
教
え
」を
手
が
か
り
と
し
て
、不

安
が
渦
巻
く
現
代
社
会
の
中
で「
こ
の

世
界
に
希
望
を
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る

方
達
」と
共
に
い
ら
れ
る
存
在
に
な
れ

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に

は
私
た
ち
自
身
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

僧
侶
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。そ
こ

で
、そ
う
い
っ
た
修
練
の
経
験
を
持
つ

僧
侶
を
養
成
す
る「
安
寧
僧
養
成
講

座
」を
設
け
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。僧

侶
の
活
動
の
中
で
は
遺
族
支
援
は
大

き
な
割
合
を
占
め
ま
す
。海
外
で
も
、

親
や
子
、恋
人
や
配
偶
者
な
ど
と
の
死

別
の
悲
し
み
の
中
に
あ
る
人
々
は
、心

の
安
寧
を
求
め
教
会
を
訪
れ
ま
す
。

や
り
場
の
な
い
悲
し
み
は
、誰
か
に
打

ち
明
け
る
こ
と
で
和
ら
ぐ
こ
と
が
あ

り
、そ
の
聞
き
役
を
僧
侶
が
務
め
ら
れ

れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

編
集
部　

二
つ
目
の
諸
宗
教
対
話
僧

養
成
講
座
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。

理
事
長　

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
や
イ

ス
ラ
ム
教
な
ど
の
仏
教
以
外
の
諸
宗

教
と
の
対
話
を
体
験
で
き
る
養
成
講

座
を
開
催
し
、そ
の
教
義
や
実
践
を

学
び
相
互
理
解
を
深
め
、人
類
共
通

の
課
題
で
あ
る
世
界
平
和
を
築
こ
う

と
い
う
試
み
で
す
。こ
の
混
迷
の
世

界
で
は
宗
教
者
が
果
た
せ
る
役
割
は

未
知
数
で
あ
り
、私
た
ち
一
人
一
人
の

努
力
が
重
要
で
す
。だ
か
ら
他
の
宗

教
者
と
の
対
話
経
験
を
持
つ
諸
宗
教

対
話
僧
を
一
人
で
も
多
く
養
成
し
て

い
き
た
い
。こ
れ
ら
二
つ
の
新
事
業
は

時
代
に
寄
り
添
う
僧
侶
を
目
指
す

第
20
期

全
日
本
仏
教
青
年
会
理
事
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

東
海
林 

良
昌

プロフィール

東
し ょ う じ

海林 良
りょうしょう

昌
1970(昭和45)年宮城県塩竈市生まれ。
佛教大学文学部仏教学科卒業。
同文学研究科修士課程修了。
東北大学文学研究科博士課程後期
単位取得退学。現在、全国浄土宗青
年会参与、介護者サポートネットワー
ク・ケアむすび代表、佛教大学非常
勤講師、浄土宗総合研究所研究員、
浄土宗雲上寺副住職。

NOVEMBER 2015 18



今
期
2
年
の
間
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。

編
集
部　

な
ぜ
そ
の
二
つ
の
試
み
を

行
う
の
で
す
か
。

理
事
長　

お
釈
迦
さ
ま
は
人
生
は
苦

で
あ
り
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
仰

い
ま
し
た
。そ
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ

れ
る
た
め
の
教
え
が
仏
教
で
す
。僧

侶
は
修
行
や
法
務
を
通
し
自
分
と
は

何
か
を
思
索
し
自
分
と
向
き
合
う
実

践
に
取
り
組
み
、自
分
自
身
が
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
人
生
を
歩
ん
で
い

る
こ
と
を
体
験
的
に
学
び
ま
す
。そ

し
て
、隣
に
い
る
方
も
同
じ
悩
み
や
苦

し
み
を
持
ち
、思
い
通
り
に
な
ら
な
い

人
生
を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
り

ま
す
。僧
侶
の
社
会
活
動
と
は
、自
身

も
お
隣
さ
ん
も
共
に
苦
し
み
か
ら
解

放
さ
れ
る
に
は
ど
う
取
り
組
め
ば
い

い
の
か
考
え
、そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と

だ
と
言
え
ま
す
。こ
の

活
動
の
基
礎
に
な
る
の

が
二
つ
の
養
成
講
座
で

す
。大
切
な
方
と
の
死

別
体
験
な
ど
今
ま
さ

に
苦
し
み
の
中
に
あ
る

方
と
寄
り
添
っ
て
い
け

る
僧
侶
を
育
成
す
る

の
が「
安
寧
僧
養
成
講

座
」で
あ
り
、諸
宗
教

対
話
に
よ
り
宗
教
者

同
士
が
手
を
携
え
な
が

ら
世
界
平
和
の
た
め
に

活
動
し
て
い
く
僧
侶
を

育
成
す
る
の
が「
諸
宗

教
対
話
僧
養
成
講
座
」

な
の
で
す
。

編
集
部　

今
の
寺
院

は
檀
家
離
れ
を
は
じ
め

と
す
る
難
し
い
問
題
が

あ
り
ま
す
が
、そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

理
事
長　

僧
侶
は
も
っ
と
多
く
の

方
々
と
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。仏
教
は
長
い

時
の
流
れ
と
先
人
た
ち
の
努
力
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、今
の
社
会

は
過
疎
や
人
口
減
少
、信
仰
の
世
代

間
継
承
の
難
し
さ
、格
差
問
題
な
ど

を
背
景
に
先
祖
や
仏
さ
ま
の
こ
と
を

考
え
る
余
裕
が
無
く
な
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
僧
侶
は
積
極
的
に
社
会

の
中
に
入
っ
て
い
き
、仏
教
に
接
す
る

機
会
を
提
供
し
、人
々
と
共
に
仏
教

を
実
践
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

編
集
部　

積
極
的
に
社
会
に
入
っ
て

い
く
と
は
、具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活

動
で
し
ょ
う
か
。

理
事
長　

全
日
本
仏
教
青
年
会
は
、

毎
年
４
月
26
日
に
東
大
寺（
奈
良

市
）で
13
の
加
盟
団
体
、九
つ
の
宗

派
、四
つ
の
地
域
仏
教
青
年
会
な
ど

か
ら
約
４
０
０
名
の
僧
侶
が
集
い「
千

僧
法
要
」を
行
っ
て
い
ま
す
。そ
の
場

に
は
偶
然
参
拝
に
来
ら
れ
た
一
般
の

方
々
も
参
加
さ
れ
ま
す
。ま
た
、千
僧

法
要
以
外
に
も
様
々
な
場
所
で
法
要

を
行
っ
て
い
ま
す
。そ
の
折
々
に
そ
れ

ま
で
仏
教
に
触
れ
る
機
会
の
な
か
っ

た
方
、若
い
世
代
や
子
ど
も
た
ち
な

ど
、そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
で
仏

教
に
触
れ
、仏
教
を
体
験
さ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
場
の
提
供
が
私
達
と
社

会
と
の
接
点
に
な
り
、仏
教
が
社
会

の
中
で
役
割
を
果
た
し
て
い
く
き
っ

か
け
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

編
集
部　

現
在
、寺
社
観
光
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
が
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
す
か
。

理
事
長　

寺
院
は
信
仰
や
修
行
の

場
で
あ
り
ま
す
が
、同
時
に
思
想
、作

法
、食
、音
楽
、美
術
な
ど
の
文
化
的

な
内
容
も
有
し
て
い
ま
す
。観
光
を

「
仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
く
き
っ
か

け
」と
考
え
る
と
、日
本
の
文
化
的
な

価
値
や
資
産
と
し
て
寺
院
を
紹
介
し

て
い
た
だ
け
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と

で
す
。観
光
と
し
て
寺
社
を
訪
れ
た

時
、そ
こ
に
は
必
ず
神
様
や
仏
様
と

い
う
本
質
的
な
も
の
が
お
い
で
に
な

り
ま
す
。そ
こ
で
は
多
く
の
観
光
客

が
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。単
に
表
面

ば
か
り
見
る
の
で
は
な
く
本
質
的
な

も
の
を
五
感
で
感
じ
、さ
ま
ざ
ま
な

感
動
や
信
仰
上
の
体
験
を
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。他
所
で
は
得
ら
れ
な
い

自
分
の
人
生
に
と
っ
て
大
切
な
体
験

を
し
、本
質
に
触
れ
る
こ
と
は
大
い
に

あ
り
得
る
こ
と
で
す
。同
時
に
、日
本

の
継
続
繁
栄
を
目
指
す
観
光
立
国
と

い
う
大
き
な
取
り
組
み
の
中
で
、私
達

仏
教
者
が
果
た
す
役
割
も
あ
る
だ
ろ

う
な
と
感
じ
ま
す
。

編
集
部　

最
後
に
、行
政
な
ど
に
対

し
て
の
ご
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
教
え
下
さ
い
。

理
事
長　

行
政
が
寺
社
を
重
要
な
観

光
資
源
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、案

内
標
識
や
情
報
発
信
の
多
言
語
化
に

ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。地
域
情
報
紹
介
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
、観
光
地
で
の
道
案
内
、寺
社
や
文

化
財
に
つ
い
て
の
説
明
看
板
な
ど
も

そ
う
で
す
。観
光
で
訪
れ
る
方
の「
体

験
を
し
た
い
、学
び
た
い
」と
い
う
気

持
ち
は
知
的
好
奇
心
で
あ
り
、そ
れ

に
は
し
っ
か
り
対
応
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。し
か
し
外
国
語
へ
の
対
応

は
私
達
だ
け
で
は
難
し
く
、国
や
地

方
自
治
体
が
手
伝
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
あ
り
が
た
い
で
す
し
、そ
れ
は
日
本

を
訪
れ
る
方
、地
域
を
訪
れ
る
方
の

増
加
に
繋
が
る
と
思
い
ま
す
。こ
れ
に

は
難
し
い
部
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

協
力
で
き
る
範
囲
、文
化
的
な
内
容

に
つ
い
て
だ
け
で
も
国
や
自
治
体
と

連
携
で
き
れ
ば
と
、青
年
僧
の
立
場

か
ら
も
望
ん
で
お
り
ま
す
。
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京都社寺錺漆株式会社
〒611-0041
京都府宇治市槇島町吹前85-3
TEL.0774-24-4489
http://www.h6.dion.ne.jp/
〜hoshitu/

専
門
家
集
団
の
技
術
が　
　

冴
え
わ
た
る
屋や

か

た

か

ざ

り

形
錺

１. 水銀鍍金の仕上げで磨き
上げているところ。金箔押し
→焼き→洗浄の工程がある

2. 水 銀 鍍 金は無 機 水 銀を
表面に塗り金箔を貼り重ねて
いく

3. 数枚金箔を重ね合わせ、
最後に熱して水銀を蒸発さ
せる

4. 錺金物の製作風景。幅零
点数ミリの糸鋸でカットする

5. 漆塗の作業風景 1

2

3

4

5

「
各
工
程
は
試
行
錯
誤
の
連
続
で

す
が
、
何
百
年
と
世
に
残
る
で
あ
ろ
う

屋
形
錺
な
ど
を
ゼ
ロ
か
ら
作
り
出
す
こ

の
仕
事
に
は
、
ま
さ
に
職
人
冥
利
に
尽

き
、
大
き
な
や
り
が
い
と
喜
び
が
あ
り

ま
す
」。
柔
和
な
笑
顔
で
こ
う
語
る
の

は
、
京
都
社
寺
錺ほ

う
し
つ漆

株
式
会
社
代
表

取
締
役
の
治じ

む
ら
よ
し
ふ
み

村
嘉
史
氏
。

治
村
氏
は
寺
社
や
城
郭
の
錺か

ざ
り

金
物

製
作
、
漆
塗
、
金
箔
漆
押
な
ど
の
古

建
築
意
匠
に
携
わ
っ
て
約
30
年
。
以

前
勤
め
て
い
た
会
社
か
ら
暖
簾
分

け
の
形
で
、
3
人
の
職
人
と
と
も
に

2
0
0
3（
平
成
15
）年
に
同
社
を
立

ち
上
げ
た
。
企
画
段
階
の
調
査
か
ら
設

計
、
製
作
、
取
り
付
け
ま
で
の
全
工
程

を
受
け
持
つ
専
門
家
集
団
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
に
手
が
け
た
案
件
は
国
宝
や
重

要
文
化
財
を
は
じ
め
数
知
れ
な
い
。

同
社
が
誇
る
技
術
の
ひ
と
つ
に

「
水す

い
ぎ
ん
と
き
ん

銀
鍍
金
」が
あ
る
。
銅
地
な
ど
の

金
物
に
対
し
、
無
機
水
銀
を
接
着
剤

と
し
て
金
箔
を
複
数
枚
貼
り
重
ね
、

火
で
あ
ぶ
っ
て
水
銀
を
蒸
発
さ
せ
、
表

面
に
金
を
定
着
さ
せ
る
古
代
の
メ
ッ
キ

法
。「
金
の
層
が
分
厚
く
付
き
、
現
代

の
電
気
メ
ッ
キ
で
は
再
現
で
き
な
い
独

特
の
光
沢
感
と
高
耐
久
性
が
大
き
な

特
徴
で
す
」。
水
銀
鍍
金
が
で
き
る
の

は
、
ほ
か
で
は
1
箇
所
あ
る
か
ど
う
か

で
あ
る
た
め
、
こ
の
技
術
を
求
め
て
著

名
な
寺
社
か
ら
直
接
依
頼
が
来
る
こ

と
も
多
々
あ
る
。
唯
一
無
二
の
技
術
力

に
磨
き
を
か
け
続
け
る
専
門
家
集
団
の

今
後
に
注
目
し
た
い
。

代表取締役の治村嘉史氏。
現在、同社で作業にあたる職人は8
人。20〜40歳代の職人が、黙々と
持ち場の作業に没頭している。
「立ち上げメンバーだった70歳代の
職人は今年初めに退職しましたが、
技術は若い世代にしっかりと受け継
がれています」

職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑
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テラウチマサト写真展「海を渡った富士山」
開催日程：2015（平成27）年11月21日(土)〜27日(金) 
開催時間：10:00〜16:00　会場：大本山 建仁寺 塔頭 大統院
入場料：500円　詳しくはホームページで
http://www.terauchi.com/pg396.html

テラウチマサト
写真家

株式会社シー・エムー・エス 代表取締役 寺内雅人。1954(昭和29)年 富山県生
まれ。1991（平成3）年 株式会社シー・エム・エスの前身となる写真家事務所を
設立。「一人でも多くの若者を写真ファンに！」という目的で、2000（平成12）年
に『PHaT PHOTO』を創刊すると同時に『PHaT PHOTO写真教室』を開校。
現在、約800名の生徒が学ぶ。

写真展「受け継がれていく高岡の心」の展
示風景。会場となった瑞龍寺では夜ライト
アップも行われた。

“光”が見えないうちは、プロにはなれない。これが、
若かりし頃のテラウチ氏の心をわし掴みにした、あるカメ
ラマンのひと言だ。「そんな世界があるなら、その“光”
を見てみたい」。そう思ったテラウチマサト氏は、当時、
カメラマンとして勤務していた出版社を退職。「光が見え
るようになったのは、独立して 2・3 年経ってからでしょう
か。でも、実はまだ見えてないのかもしれませんね…」。
それ以来、“光”を見るためにあらゆる領域を超えて、世
界の広さを知ることに多くの時間を費やしてきた。「写真
家は、モノを見るプロだと思っています。ですから、自ら“感
じる、考える、行動する”。一次情報で勝負しなければ“光”
も見えないのではないでしょうか」。

去る8月8日・9日、テラウチ氏は富山県高岡市にあ
る国宝・瑞龍寺で、写真展「受け継がれていく高岡の心」
を開催した。富山は、幼少期の 8 年間を過ごした場所
であり、また、今もテラウチ氏の心に刻まれている祖母の

“人さまが先”という教えが染みついた場所でもある。「“人
さまが先”とは、まず自分のことより相手 !という考え方。
自分が受けた恩は、その人には返せないかも知れないけ
れど次の代に贈るという、とても美しい考え方も学びまし
た。そんな想いもあり、何か富山の力になれることはない
かとずっと考えていました。ですからお話をいただいたとき
は本当に嬉しかったですね」。高岡は銅細工が有名で、
永い歴史の中で職人によってその技が受け継がれてきた
町。瑞龍寺の荘厳な建物の装飾や仏具など通常では入
れない、見えない、特別な場所や物を、小型カメラを駆
使して撮影。瑞龍寺と受け継がれてきた職人の技、そし
て祖母の教えが一つになった写真展でもあった。

年間を通して国内外を飛び回るテラウチ氏。次に控
えている写真展の一つが、建仁寺で開催される「海
を渡った富士山」だ。2012（平成 24）年、パリの
UNESCO 内にあるギャラリーで葛飾北斎の作品とともに
展示された富士山の作品と、この 1 年間で撮影した新し
い富士山の作品が展示される。さまざまな分野の芸術家
が寺社とのコラボレーションよる活動を展開し、寺社を中
心にその地域の活性化に貢献しつつある今。テラウチ
氏のようにこれまでにない視点で寺社を捉え、多くの人々
に新しい発見と感動を与えてくれる芸術家たちの活躍に
期待したい。

「写真家は、モノを見るプロ」
写真を通し寺社の新しい感動を伝える。

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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地
輪
と
屋
根
形
に
該
当
す
る
火
輪

は
六
角
形
で
作
ら
れ
、
蓋
の
役
割
を

す
る
風
輪
・
空
輪
部
の
み
、
時
代
が

少
し
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一

粒
の
舎
利
は
、
空
や
海
を
連
想
さ
せ

る
様
な
複
雑
な
青
色
が
組
み
合
わ
さ

れ
て
い
る
。

瑞ず

い

が

ん

じ

巌
寺
（
正
式
名
称
「
松
島
青
龍

山 

瑞ず
い
が
ん
え
ん
ぷ
く
ぜ
ん
じ

巌
円
福
禅
寺
」）が
所
有
し
て

い
る
「
水
晶
五
輪
舎
利
塔
」
は
北
条

政
子
が
自
身
の
夫
で
あ
る
源
頼
朝
の

菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
1
2
0
0
年

頃
、雄
島
に
い
る
見
仏
上
人
に
依
頼
し
、

寄
進
状
を
添
え
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。

1
3
4
9
（
貞
和
５
）
年
ま
で
雄
島

に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
瑞
巌
寺
の
前

身
で
あ
っ
た
円
福
寺
に
渡
り
管
理
す

る
よ
う
に
な
り
、
瑞
巌
寺
に
受
け
継

が
れ
今
に
伝
わ
る
。
展
示
の
際
に
は

舎
利
塔
と
寄
進
状
が
並
べ
ら
れ
る
が
、

開
示
さ
れ
る
こ
と
が
2
年
に一
度
程
で

あ
り
元
来
、
秘
仏
化
さ
れ
て
い
る
た

め
地
元
の
人
た
ち
が
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。

こ
の
舎
利
塔
は
他
の
舎
利
塔
と
比

べ
、
歴
史
上
の
有
名
人
が
関
わ
っ
て

お
り
、
由
縁
や
経
歴
が
し
っ
か
り
と

残
っ
て
い
る
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。「
歴
史
に
直
接
触
れ
て
い
る

こ
と
の
重
み
や
、
大
勢
の
人
が
携
わ
っ

て
き
た
貴
重
さ
を
感
じ
る
」
と
学
芸

員
・
新
野
一
浩
氏
は
語
り
、
こ
の
誇
り

あ
る
歴
史
を
大
切
に
し
、
次
世
代
に

繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

歴
史
を
未
来
へ
。
次
世
代
に
繋
ぐ
有
形
文
化
財

水
晶
五
輪
舎
利
塔

水晶五輪舎利塔。実際の大きさは約7センチ
メートルくらい（右）
蓋の役割をする風輪・空輪部をはずすと、中
から舎利を取り出すことができる（上）
瑞巌寺の什宝物を保管展示する青龍殿（下）

瑞巌寺本堂（平成の大修理のため、平成
28年4月4日まで拝観不可）

臨済宗妙心寺派

松島青龍山 瑞
ず い が ん え ん ぷ く ぜ ん じ

巌円福禅寺
〒981-0213
宮城県宮城郡松島町松島字町内91番地
TEL. 022-354-2023
http://www.zuiganji.or.jp/index.html

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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天
平
時
代
（
7
世
紀
後
半
か
ら
8

世
紀
半
ば
）、
当
時
守
護
の
任
に
あ
っ

た
藤
原
鎌
足
の
玄や

し
ゃ
ご孫

と
伝
わ
る
染
谷

太
郎
時
忠
が
地
域
の
安
土
と
子
宝
を

願
っ
て
神
を
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝

わ
る
、
比ひ

ひ

た

じ

ん

じ

ゃ

比
多
神
社
。
神
号
を
「
易

産
大
明
神
」
又
は
「
子
易
大
明
神
」

と
称
え
ら
れ
、
安
産
守
護
神
と
し
て

今
も
深
く
敬
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
の
社
殿
に
神
社
に
は
一
見
不
似

合
い
な
花
魁
の
絵
馬
が
飾
ら
れ
て
い

る
。「
板
絵
著
色
歌う

た
が
わ
く
に
つ
ね

川
国
経
筆
美
人

図
絵
馬
」
で
あ
る
。
中
央
に
花
魁
、

そ
の
左
に
は
花
魁
付
き
の
若
い
女
性

の
新し

ん
ぞ
う造

、
右
に
は
花
魁
に
仕
え
る
十

歳
前
後
の
少
女
・
禿か

む
ろ

の
三
人
立
ち
道

中
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
滑
ら
か
な

が
ら
も
力
強
い
着
物
の
曲
線
が
印
象

的
で
あ
る
。
絵
師
の
歌
川
国
経
、
本

名
を
斎
藤
源
蔵
と
い
い
1
7
7
7（
安

永
6
）年
、
現
在
の
厚
木
市
上
荻
野

に
生
ま
れ
る
。
や
が
て
美
人
画
・
役

者
絵
を
得
意
と
し
当
時
絶
大
な
人

気
を
得
た
歌
川
豊
国
（
1
7
6
9
～

1
8
2
5
）
の
門
人
と
な
る
。
こ
の
絵

馬
は
国
経
26
歳
の
時
に
描
か
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。1
8
0
8（
文
化
5
）年
、

国
経
は
32
歳
の
若
さ
で
生
涯
を
終
え

て
い
る
。
絵
師
と
し
て
の
活
動
が
短

く
、
こ
の
絵
馬
の
ほ
か
に
は
国
経
の
作

品
は
わ
ず
か
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。

1
9
6
0（
昭
和
35
）年
、浮
世
絵
研

究
上
貴
重
な
作
品
と
し
て
神
奈
川
県

指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

社
殿
に
か
か
る
花
魁
の
絵
馬

板
絵
著
色
歌
川
国
経
筆
美
人
図
絵
馬

子易明神

比
ひ ひ た じ ん じ ゃ

比多神社
〒259-1141
神奈川県伊勢原市上粕屋1763-1 
TEL.0463-94-0079 
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1

2

3

4

風
土
記
が
綴
る
不
可
解
な
景
色

「
八
雲
立
つ 

出
雲
八
重
垣 

妻つ

ま

ご籠
み

に 

八
重
垣
作
る 

そ
の
八
重
垣
を
」

わ
が
国
最
古
の
和
歌
と
さ
れ
る
こ

の
歌
は
、
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
が
出
雲
を
詠
ん

だ
“
八
雲
神
詠
歌
”
と
呼
ば
れ
る
有

名
な
三
十
一
文
字
で
あ
る
。
八や

ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇

の
譚
と
併
せ
、
古
事
記
、
日
本
書
紀

は
同
様
の
内
容
を
記
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
れ
に
関
わ
る
一
連
の
物
語
を

出
雲
国
風
土
記
（
７
３
３
年
）
は
ま
っ

た
く
異
な
る
景
色
で
描
い
て
い
る
。

記
紀
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
十
年
か
ら

二
十
年
を
経
て
完
成
を
み
た
同
風
土

記
に
実
は
大
蛇
退
治
の
記
述
は一
切
な

い
。
ま
た
、
出
雲
の
国
名
由
来
と
な
る

“
八
雲
神
詠
歌
”
は
素
戔
嗚
尊
で
は

な
く
八や

つ
か
み
づ
お
み
づ
の
み
こ
と

束
水
臣
津
野
命
と
い
う
異
な

る
神
の
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
新
羅
や
越
の
国
の
土
地
を

引
っ
張
り
出
雲
へ
縫
い
つ
け
る
い
わ
ゆ

る
国
引
き
神
話
は
、
風
土
記
に
の
み
見

え
る
が
、
そ
の
主
人
公
も
八
束
神
で

あ
る
。
そ
ん
な
出
雲
建
国
の
父
と
も

い
う
べ
き
重
要
な
神
が
記
紀
に
影
も

形
も
表
わ
さ
な
い
八
束
水
臣
津
野
命

と
い
う
謎
の
神
様
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
出
雲
譚
に
は
不
可
分
と
も
い
え
る

素
戔
嗚
尊
が
風
土
記
に
は
わ
ず
か
四

か
所
し
か
登
場
し
て
こ
な
い
。
そ
れ
も

地
名
な
ど
の
由
来
を
述
べ
る
際
に
出

て
く
る
程
度
で
、
そ
の
他
大
勢
の
神
々

と
同
等
の
扱
い
と
い
う
極
め
て
影
の
薄

い
神
様
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
当

に
ど
う
し
た
こ
と
か
と
首
を
捻
ら
ざ

る
を
得
ぬ
奇
怪
な
景
色
で
あ
る
。

さ
て
、
風
土
記
は
諸
本
に
引
用
さ

れ
た
逸
文
を
除
く
と
、
完
本
の
出
雲

と
一
部
省
略
や
欠
損
の
あ
る
常
陸
、
播

磨
、
豊
後
、
肥
前
の
計
五
ヶ
国
の
写

本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
構
成
は
ま

ず
総
記
が
あ
り
、
次
に
郡
ご
と
に
郷
・

里
へ
細
分
さ
れ
そ
の
地
の
鉱
物
・
動
植

物
、
土
地
の
肥
痩
、
山
川
原
野
の
名

前
の
由
来
、
古
老
の
旧
聞
・
異
伝
を

記
す
の
が
、
官
が
定
め
た
解げ

ぶ

み文
の
体

裁
・
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
播
磨
国
を

除
く
四
か
国
が
総
記
を
残
す
が
、
そ

の
総
記
に
こ
そ
出
雲
国
の
異
様
さ
が

際
立
っ
て
い
る
。
出
雲
国
風
土
記
の
筆

者
・
神み

や

け

の

お

み

か

な

た

り

宅
臣
金
太
理
と
そ
れ
を
命
じ

た
出
雲
国
造
・
広
嶋
が
心
の
う
ち
に

秘
め
た
思
い
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

総
記
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記

述
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
今
の
世
に
様
々

に
枝
分
か
れ
し
異
な
っ
た
事
象
と
し
て

見
え
る
事
柄
も
、
わ
た
し
は
そ
の
古
の

淵
源
や
原
型
に
ま
で
遡
り
本
当
の
と

こ
ろ
は
何
か
を
正
確
に
判
断
し
、
対

処
す
る
。
大
和
は
細
々
と
訊
い
て
き
た

が
、
山
川
原
野
や
動
植
物
、
古
老
の

譚
な
ど
出
雲
に
は
数
多
あ
り
過
ぎ
て

縷る

る々
陳
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。し
か
し
、

そ
れ
も
大
人
気
な
い
の
で
、
ど
う
し
て

も
記
述
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
実
だ
け
は

仕
方
が
な
い
の
で
大
ま
か
に
そ
の
本
質

を
見
極
め
、
書
き
記
す
こ
と
に
す
る
」

右
記
は
筆
者
が
意
訳
を
し
た
も
の

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
何
と
い
う
解
文

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
天
皇
の
詔

命
に
対
し
個
人
の
考
え
を
述
べ
る
こ

と
な
ど
あ
り
得
ぬ
話
で
、
そ
の
姿
勢

は
傲
岸
で
反
抗
的
で
す
ら
あ
る
。
そ

ん
な
出
雲
風
土
記
が
、
記
紀
に
云
う

天
照
大
神
の
弟
と
い
う
枢
要
な
神
・

素
戔
嗚
尊
を
鴻こ

う
も
う毛
の
ご
と
き
軽
さ
で

取
り
扱
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
他
の
風
土
記
に
な
い
神

社
総
数
の
表
記
も
尋
常
で
な
い
。
神

祇
官
の
常
駐
の
有
無
ま
で
記
す
徹
底

ぶ
り
は
、
出
雲
に
は
そ
れ
だ
け
祀
る
べ

き
畏
れ
多
い
神
々
が
存
在
し
て
い
る
の

だ
、
大
和
王
朝
の
祖
・
天
孫
族
の
神
々

の
系
譜
と
は
異
な
り
、
も
っ
と
由
緒
正

し
き
神
々
が
い
る
の
だ
と
ひ
け
ら
か
す

よ
う
な
言
い
様
で
あ
る
。
特
筆
す
べ

風まかせ 　
　野田博明
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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 出雲大社
2 大国主命
3 出雲大社の境内摂社・素戔嗚尊を祀る

素鵞社（そがのやしろ）
4 熊野大神を祀る出雲国意宇郡の熊野大社
5 佐太大神を祀る出雲国秋鹿郡の佐太神社
6 香取海（北浦）に沈む夕日
7 鹿島神宮奥宮

5

6

7

き
は
、
佐さ

だ太
大
神
や
熊
野
大
神
な
ど

出
雲
国
の
四
柱
の
大
神
に
つ
き
言
及

す
る
な
か
で
、
大お

お
な
む
ち
の
み
こ
と

穴
持
命
の
表
記
で

あ
る
。
同
神
が
天
つ
神
（
皇
孫
）
に
国

譲
り
す
る
下
り
で
、「
天
の
下
造
り
ま

し
し
大
神
」
と
い
う
国
土
創
世
の
大

神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
記

紀
が
治

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
す

天
下
大お

お
き
み王

、
天
皇
と
い
う
よ

う
に
為
政
者
と
し
て
表
現
す
る
こ
と

に
照
ら
し
、
国
土
を
創
っ
た
の
は
出
雲

の
神
で
あ
り
、
記
紀
の
云
う
天
孫
族

の
伊い

ざ

な

ぎ

弉
諾
・
伊い

ざ

な

み

弉
冉
で
は
な
い
と
は
っ

き
り
言
い
き
っ
て
い
る
。
即
ち
、
紀
・

本
文
で
素
戔
嗚
尊
の
子
神
と
さ
れ
る

大お
お
あ
な
む
ち
の
か
み

己
貴
神
と
同
一
神
で
あ
る
大
穴
持
命

（
大
国
主
命
）
を
、
風
土
記
は
天
孫

族
と
は
無
関
係
の
神
と
し
て
国
土
創

世
の
神
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
景
観
は

ま
さ
に
記
紀
と
ま
っ
た
く
異
な
る
神
々

の
景
色
で
あ
り
、
国
土
創
世
の
物
語

で
あ
る
。

ま
た
、
逸
文
で
は
あ
る
が
、「
伊
勢

の
国
の
号
」
に
も
い
か
に
も
面
妖
な
記

述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
国
は
言

う
ま
で
も
な
く
天
照
大
神
が
鎮
ま
る

聖
地
で
あ
る
。
そ
の
逸
文
は
「
出
雲

の
神
の
子
で
あ
る
出い

ず
も
た
け
る

雲
建
が
石
造
り

の
城
を
築
き
、
こ
の
地
を
支
配
し
て
い

た
が
、
建
の
別
名
で
あ
る
伊
勢
津
彦

の
名
を
採
り
国
号
と
し
た
」
と
語
っ
て

い
る
。
大
和
王
朝
の
聖
地
で
あ
る
は
ず

の
伊
勢
国
の
名
を
何
故
に
被
征
服
者

の
出
雲
系
の
神
に
拠
っ
た
の
か
理
解
し

が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
常
陸
国
風
土
記
は
九
つ
の
郡

を
扱
う
が
、
行な

め
か
た
の
こ
お
り

方
郡
の
み
が
全
文
、

残
り
八
郡
は
以
下
省
略
と
い
っ
た
形
で

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
と
て

も
奇
妙
な
記
述
が
あ
る
。
熊
襲
征
伐

や
東
国
平
定
に
活
躍
し
た
日や

ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊

と
見
做
さ
れ
る
人
物
を「
倭
武
天
皇
」

と
表
記
し
、
そ
れ
が
十
四
か
所
に
も

及
ん
で
い
る
。
日
本
武
尊
は
第
十
二

代
景
行
天
皇
の
皇
子
で
、
子
供
が
仲

哀
天
皇
、
次
の
応
神
王
朝
へ
と
そ
の
血

統
を
つ
な
ぐ
重
要
人
物
で
あ
る
が
、

当
の
本
人
は
天
皇
即
位
を
果
た
し
て

い
な
い
。
然
る
に
常
陸
国
風
土
記
は

一か
所
の
齟
齬
も
な
く
事
々
に
「
倭
武

天
皇
」
と
表
記
し
、
各
土
地
の
伝
承

を
語
る
。
唯
一
全
文
の
残
る
行
方
郡
で

は
倭
武
天
皇
の
事
績
の
記
載
が
五
か

所
も
あ
り
、
他
の
郡
で
も
し
省
略
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
数
は
相
当
数
に
上
っ

て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に

香
島
の
郡
に
は
「
倭
武
天
皇
の
世
に
」

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
時
の
大

和
王
朝
は
な
ぜ
治
天
の
君
で
な
い
人

物
に
天
皇
の
世
と
い
う
表
記
を
許
し

た
の
か
。

そ
う
考
え
た
と
こ
ろ
、
常
陸
国
は

大
国
主
命
と
交
渉
し
国
譲
り
を
さ
せ

た
武た

け
み
か
づ
ち
の
か
み

甕
槌
神
が
鎮
ま
る
鹿
島
神
宮
を

擁
す
。
ま
た
利
根
川
を
挟
む
対
岸
に

は
共
に
偉
業
を
達
成
し
た
経ふ

つ
ぬ
し
の
か
み

津
主
神

を
祀
る
香
取
神
宮
が
鎮
座
す
る
。
上

古
、
常
陸
、
下
総
に
跨
っ
て
巨
大
な

内
海
、
香
取
海
（
現
在
の
霞
ヶ
浦
・

印
旛
沼
は
そ
の
一
部
）
が
広
が
っ
て
い

た
が
、
そ
の
制
海
権
を
掌
握
す
る
も

の
が
東
国
の
支
配
者
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
天
孫
族
を
代
表
す
る
二
柱
の
武

神
が
香
取
海
の
湾
入
部
を
威
嚇
す
る

よ
う
に
南
北
の
岬
の
突
端
部
に
配
さ

れ
た
た
だ
な
ら
ぬ
事
実
に
思
い
当
た

る
。
天
孫
族
が
怖
れ
た
敵
と
は
何
者

か
。
常
陸
国
に
は
風
土
記
が
描
い
た

伝
誦
の
時
代
、
別
系
統
の
造
天
下
、

治
天
下
の
歴
史
が
あ
っ
た
、
そ
の
一
人

の
大
王
こ
そ
が
倭
武
天
皇
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、中
国
の「
宋

書
・
夷
蛮
」（
４
８
８
年
）
に
載
る
倭

の
五
王
、「
倭
国
王
武
」
の
こ
と
で
は

な
い
の
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

宋
書
は
そ
の
上
表
文
を
具つ

ぶ
さ

に
記
す

が
、「
昔
よ
り
祖
禰で

い

躬み
ず
か

ら
甲
冑
を
擐め

ぐ

ら

し
、
山
川
を
跋ば

っ
し
ょ
う渉

し
、
寧ね

い
し
ょ処

す
る
に

遑い
と
ま

あ
ら
ず
。
東
の
か
た
毛も

う
じ
ん人

五
十
五

国
を
征
し
、
西
の
か
た
衆し

ゅ
う
い夷

六
十
六

国
を
服
し
、
渡
り
て
海
の
北
の
九
十
五

国
を
平
ぐ
」
と
の
一
節
に
は
、
香
取
海

を
介
し
東
日
本
の
諸
族
を
隷
属
さ
せ

た
建
国
の
英
雄
・
禰で

い

の
末
裔
と
し
て
、

倭
国
王
武
の
誇
り
が
充
溢
し
、
そ
の

矜
持
を
も
っ
た
佇
ま
い
が
浮
か
ん
で
く

る
よ
う
で
あ
る
。

風
土
記
を
読
み
込
む
と
、
記
紀
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
景
色
が
目
の
前
に

展
開
し
て
く
る
。
そ
の
不
都
合
な
真

実
を
ど
う
し
て
大
和
王
朝
は
抑
え
込

ま
な
か
っ
た
の
か
、
で
き
な
か
っ
た
事

情
が
ど
こ
か
に
潜
ん
で
い
る
の
か
、
謎

が
謎
を
生
ん
で
ゆ
く
不
可
解
な
風
土

記
の
世
界
で
あ
る
。
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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
防災拠点としての
寺社

◆インタビュー
神仏霊場会会長

（石清水八幡宮宮司）
田中恆清
金峯山修験本宗
新管長　五條良知

◆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
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Webでも

もしくはhttp:// jisya-now.com 寺社NOW
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「おついたち」の画面

滋賀県湖西の高島市にある店舗。和と調和したモダンな内装

お米のろうそく 1号（1匁） 20本入 1,080円(税80円)

毎月 1 日の早朝に神社へ参拝し、1 ヶ月を無事に過
ごせたことへの感謝や、新しい月の無事を祈願する「お
朔日参り」。もちろん、氏神様や鎮守様に直接足を運
ぶのが古くからの習わしだが、通勤や通学でそうそう毎
月早朝に参拝できるとは限らない。そんな人のために岡
山県のナショナルデパート株式会社が提供しているの
が､ インターネットを通じて「お朔日参り」ができる無料
Web サービス「おついたち」（http://oharae.jp/）だ。

この「おついたち」とは､ 利用者が Web 上から感謝
や祈念内容を送信すると、用紙に出力されたものが
翌月 1 日の朝に神社でお祓い・ご祈念されるというサー
ビス。出力した用紙はお祓い・ご祈念の後に、指定の
機密文書リサイクルサービス溶解処理業者によって溶
解処理されるので､ 安心して参加できる。現在 10 社
以上の神社が協力し、お祓いや祈念を執り行っている。

インターネット経由で神様への感謝や祈願を送信する、
斬新な発想のサービス「おついたち」。影響力・拡散
力の強い Web において、「お朔日参り」をはじめとした
日本の古き良き風習、行事を発信することは、神社に
より多くの若者を惹きこむことにつながるはずだ。

無料でお祓い・ご祈念してもらえる
Webサービス「おついたち」

大正 3 年に創業。仏事や茶事など用途に応じた様々な和
ろうそくを作り続けている「大與」（滋賀県高島市今津町／
http://www.warousokudaiyo.com）。先代からの伝統や技
を引き継いたこだわりの和ろうそくはもちろん、四代目・大西 巧
さんが自らデザイン・プロデュースした「お米のろうそく」にも
評価が高まっている。

“ろうそくの灯りのある暮らしを日常に取り戻したい”。そん
な思いで始めた「お米のろうそく」作り。「大與」自慢の櫨

は ぜ

蝋
100％による「櫨ろうそく」と同様、米ヌカから採れる蝋を
100％使用した「お米のろうそく」は、蝋の垂れや油煙が少なく、
燃焼度の安定も抜群。本来は廃棄される米ヌカを使用した蝋
は、無香料・無着色、純植物性の天然単一素材 100％なので、
環境面でも従来の石油系の蝋より優れているといえる。色形
ではなく素材にこだわり、ほどよい灯りと揺らめきで人々の心に
安らぎを与える「お米のろうそく」。2011 年にはグッドデザイン
賞を受賞し、従来のろうそくのイメージを覆す美しいフォルムや
パッケージも評判で、リピーターのファンも多い。寺社でも活用
できるグッズとして注目したい。

米ヌカから採れる蝋を100％使用
純植物性の「お米のろうそく」

毎月ごとに無料ダウンロードできる月次御幣（つきなみごへい）の
待ち受け画像
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