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東急沿線七福神めぐり
東急電鉄では沿線内の寺社への誘客促進を図る一環として、

2016年初詣に合わせ、沿線内の七福神めぐりを紹介するパンフレットを作成、
沿線各駅・各寺社で配布しました。

これからも東急電鉄は、寺社へ数多くの皆さまが訪れるよう様 な々プロジェクトを展開して参ります。

人々がいきいきと働ける街。快適に暮らせる街。さまざまな楽しみがある街。

それらは駅を中心にひろがります。駅と電車の存在は、街と強く結びついています。

「いい街　いい電車　プロジェクト」は、さまざまな安全対策、便利さや快適さへの投資、

国際化や情報社会への対応、同時にお客さまや沿線地域社会とのかかわりなどを通して、

街と電車がより良くなるための活動＝プロジェクトです。

詳しくはウェブサイト「いい街 いい電車 プロジェクト」をご覧ください!

http://ii.tokyu.co.jp/

東急電鉄「いい街 いい電車 プロジェクト」始動!!

池上七福神 荏原七福神 多摩川七福神
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CASE 3　

CASE   2　

CASE

近年、各地域の行政や観光協会、地元住民と寺社が連携し地域振興に取り組む事例が増えつつあります。
しかし、一口に“ 連携 ”と言っても、そのやり方は地域によって千差万別です。今号では

佐賀県鹿島市・祐徳稲荷神社、長野県飯山市・忠恩寺、京都府長岡京市・楊谷寺の取り組みをご紹介します。

地域の行政や組織と連携する寺社
寺社の社会貢献 - 地域振興の取り組み巻 頭 特 集

佐賀県
祐徳稲荷神社

+
鹿島市観光協会

長野県
忠恩寺
+

信州いいやま観光局

京都府
柳谷観音(楊谷寺 )

+
乙訓地域の行政と寺社
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変
化
し
続
け
る
観
光
資
源

九
州
の
北
西
部
、
佐
賀
県

鹿か

し

ま

し

島
市
は
有
明
海
に
面
す
る
自
然

豊
か
な
静
か
な
町
で
あ
る
。
人
口
は

3
万
人
ほ
ど
だ
が
、
市
南
部
に
あ
る

祐ゆ
う
と
く
い
な
り
じ
ん
じ
ゃ

徳
稲
荷
神
社
と
門
前
町
商
店
街

へ
は
年
間
3
0
0
万
人
も
の
参
拝

客
が
訪
れ
る
と
い
う
。
か
ね
て
よ
り

神
社
と
と
も
に
栄
え
て
き
た
鹿
島
市

は
、
祐
徳
稲
荷
神
社
を
核
に
「
歴
史
・

海
・
山
」
を
配
す
る
ト
ラ
イ
ア
ン
グ

ル
を
形
成
。
文
化
庁
の
重
要
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た

肥
前
浜
の
街
並
み
や
、
ラ
ム
サ
ー
ル

条
約
湿
地
に
登
録
さ
れ
た
干
潟
な
ど

の
観
光
資
源
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。一

方
、
2
0
2
2
（
平
成
34
）
年
開

業
予
定
の
九
州
新
幹
線
長
崎
ル
ー
ト

は
鹿
島
市
に
は
停
ま
ら
な
い
た
め
、

「
観
光
列
車
を
ロ
ー
カ
ル
線
に
走
ら

せ
る
要
望
を
行
う
予
定
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
地
な
ら
で
は
の
風
景
を
車
窓
か

ら
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
む
き
っ
か
け
に
な

る
の
で
は
」
と
鹿
島
市
観
光
協
会
の

中
村
雄
一
郎
さ
ん
は
語
る
。

祐
徳
稲
荷
神
社
を
核
と
し
た

市
内
回
遊
を

2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
度
か
ら

5
年
間
の
指
針
と
な
る
「
第
6
次
総

合
計
画
案
」
で
は
、
祐
徳
稲
荷
神
社

を
核
と
し
市
内
の
各
所
を
結
び
回
遊

性
を
高
め
る
と
い
う
方
向
性
が
打
ち

出
さ
れ
た
。
シ
ニ
ア
や
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

を
対
象
に
、
市
民
、
事
業
者
、
行
政
、

観
光
協
会
が
一
体
と
な
っ
て
鹿
島
ブ

ラ
ン
ド
を
P
R
し
て
い
く
。
象
徴
的

な
の
は
市
内
の
観
光
に
携
わ
る
人
々

15
名
で
構
成
さ
れ
る
「
観
光
戦
略
会

議
」だ
。「
観

光
に
関
す

る
最
高
の

議
決
機
関
」

と
い
う
位

置
づ
け
で
、

観
光
案
内

板
の
ベ
ー
ス

カ
ラ
ー
を
、
祐
徳
稲
荷
神
社
を
彷
彿

と
さ
せ
る
色
に
定
め
た
り
、
多
言
語

表
記
に
改
め
た
り
と
い
っ
た
ア
イ
デ
ア

を
出
し
て
い
る
。
数
年
前
よ
り
祐
徳

稲
荷
神
社
を
訪
ね
る
タ
イ
か
ら
の
観

光
客
が
増
え
た
こ
と
か
ら
、
門
前
商

店
街
の
方
々
が
自
主
的
に
タ
イ
語
の

勉
強
会
を
行
い
手
書
き
P
O
P
に

い
か
し
た
り
す
る
な
ど
、
祐
徳
稲
荷

神
社
を
フ
ッ
ク
に
あ
ら
ゆ
る
企
画
が

立
ち
上
が
る
。「
祐
徳
稲
荷
神
社
は

開
か
れ
た
神
社
で
す
。
常
に
行
政
や

地
域
の
人
々
と
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
」
と
中

村
さ
ん
。

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
日
本
の

良
さ
を
体
感
す
る
観
光
地
へ
。
寺
社

が
も
た
ら
す
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

は
日
本
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
そ

ん
な
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。

祐
徳
稲
荷
神
社
を
核
に
地
域
活
性

を
図
る
鹿
島
市
。
祐
徳
稲
荷
神
社
は

こ
れ
を
ど
う
と
ら
え
て
ど
う
対
応
し

て
い
る
の
か
お
話
を
聞
い
て
み
た
。

CASE

佐賀県
祐徳稲荷神社

+
鹿島市観光協会

1

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
湧
く
佐
賀
県
鹿
島
市
観
光
協
会
の
取
り
組
み

ア
ジ
ア
か
ら
の

観
光
客
に
向
け
た
情
報
発
信

参
拝
者
を
市
内
回
遊
へ
い
ざ
な
う

鹿
か し ま し

島市観光協会 
〒 849-1321
佐賀県鹿島市古枝甲 1494-1
TEL. 0954-62-3942
http://kashima-kankou.com

鹿島市観光協会会長の中村雄一郎さん

祐徳稲荷神社門前商店街 (撮影：2015年12月22日)

祐徳稲荷神社の色を模した店舗
やお土産が作られている
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ど
、
人
々
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
守

護
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
御
本

殿
や
御
神
楽
殿
な
ど
の
極
彩
色
で
華

麗
な
る
偉
容
は
、
鎮
西
日
光
と
称
さ

れ
る
ほ
ど
だ
。

時
代
を
読
み
、応
え
る
た
め

今
何
を
す
べ
き
か
を
問
う

約
3
3
0
年
の
歴
史
の
中
で

1
9
4
9
（
昭
和
24
）
年
、
火
災
に

よ
り
お
札
場
以
外
の
す
べ
て
を
焼
失

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
戦
争
の
爪
痕

が
残
る
苦
し
い
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、

地
域
の
人
々
の
支
え
に
よ
り
8
年
か

け
て
本
殿
を
再
建
。
神
社
と
し
て
地

域
の
皆
様
に
感
謝
し
そ
の
気
持
ち
を

還
元
し
、
地
域
に
貢
献
し
た
い
と
い

う
思
い
は
常
日
頃
か
ら
あ
っ
た
が
、
こ

の
出
来
事
を
境
に
そ
の
思
い
を
一
層

強
く
し
た
と
い
う
。
逆
境
か
ら
這
い

上
が
り
迎
え
た
高
度
経
済
成
長
期
に

は
、
日
本
に
も
モ
ー
タ
ー
文
化
が
花

開
い
た
。
車
で
来
る
参
拝
客
が
増
え

続
け
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
減
反
政

策
で
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
田
畑
を
農

家
か
ら
借
り
受
け
駐
車
場
を
整
備
し

て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。「
そ
の
時
に

し
か
で
き
な
い
こ
と
、
今
何
を
す
べ

き
か
、
時
代
の
中
で
神
社
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
や
果
た
せ
る
役
割
を
担
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
祐
徳
稲
荷
神
社
の
存
在
意
義

に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
」
と

鍋な
べ
し
ま
と
も
ひ
さ

島
朝
寿
権
宮
司
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
波
を
受
け
、
こ
こ
10
年
で
鹿
島
市

の
観
光
戦
略
は
大
き
く
変
化
。
祐
徳

稲
荷
神
社
も
大
き
く
舵
を
取
る
こ
と

に
な
る
。

タ
イ
と
の
交
流
が
追
い
風

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
急
増

3
年
前
、
タ
イ
映
画
「
タ
イ
ム
ラ

イ
ン
」
の
ロ
ケ
地
と
し
て
オ
フ
ァ
ー
を

受
け
た
。
そ
の
後
も
続
け
て
「
き
も

の
秘
伝
」「
ス
テ
イ
」
の
撮
影
に
協
力
。

「
敬
虔
な
仏
教
国
の
タ
イ
人
は
ほ
ほ

え
み
の
国
と
称
さ
れ
る
通
り
、
心
の

澄
ん
だ
人
達
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
タ

イ
人
は
祭
壇
を
見
る
と
必
ず
手
を
合

わ
せ
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
の
神
社
で

あ
っ
て
も
で
す
。
私
達
日
本
人
が
持

つ
神
仏
習
合
の
感
覚
と
相
通
じ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
鍋
島
権

宮
司
。

タ
イ
で
執
り
行
わ
れ
た
イ
ベ
ン
ト

に
祐
徳
稲
荷
神
社
は
招
か
れ
、「
礼

拝
施
設
を
建
て
て
友
好
祈
願
祭
を

行
い
た
い
」
と
い
う
申
し
出
に
鳥
居
、

絵
馬
、
玉
串
、
香
り
付
き
お
守
り
な

ど
を
提
供
す
る
。
タ
イ
の
地
に
立
ち
、

タ
イ
人
の
暮
ら
し
を
間
近
で
見
た
経

験
が
こ
の
後
い
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。映

画
公
開
後
、
タ
イ
か
ら
佐
賀
へ

人
口
3
万
人
の
鹿
島
市
で

年
間
3
0
0
万
人
の
参
拝
客

年
間
3
0
0
万
人
が
訪
れ
、

九
州
で
は
福
岡
県
の
太
宰
府
天

満
宮
に
次
ぐ
参
拝
者
数
を
誇
る

祐ゆ
う
と
く
い
な
り
じ
ん
じ
ゃ

徳
稲
荷
神
社
は
、
日
本
三
大
稲
荷

の
一つ
。
肥
前
鹿
島
藩
主
鍋な

べ
し
ま
な
お
と
も

島
直
朝

公
の
夫
人
花か

ざ

ん

い

ん

ま

ん

こ

ひ

め

山
院
萬
子
媛
が
信
奉
し

て
い
た
京
都
御
所
に
祀
ら
れ
て
い
た

稲
荷
大
神
よ
り
御
霊
分
け
し
て
建
立

さ
れ
、
寺
社
名
は
夫
人
の
お
く
り
名

に
ち
な
み
祐
徳
稲
荷
神
社
と
付
け
ら

れ
た
。
五
穀
豊
穣
、
商
売
繁
昌
、
家

運
繁
栄
、
大
漁
満
足
、
交
通
安
全
な

年
間
参
拝
者
3
0
0
万
人
の
祐
徳
稲
荷
神
社
の
取
り
組
み

神
社
な
ら
で
は
の
懐
の
深
さ
で

す
べ
て
の
参
拝
者
を
お
も
て
な
し鍋島朝寿権宮司

CASE

佐賀県
祐徳稲荷神社

+
鹿島市観光協会
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の
観
光
客
が
増
え
て
い
く
。
フ
ァ
ン
が

ロ
ケ
地
巡
り
を
す
る
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ

た
。
映
画
が
公
開
さ
れ
た
2
0
1
4

（
平
成
26
）年
に
は
前
年（
3
7
0
人
）

の
４
倍
と
な
る
1
5
4
0
人
が
佐

賀
に
宿
泊
し
た
と
い
う
。
2
0
1
5

（
平
成
27
）
年
も
上
半
期
だ
け
で

1
4
8
0
人
に
も
の
ぼ
っ
た
。
祐

徳
稲
荷
神
社
だ
け
で
も
１
日
平
均
30

人
、
多
い
日
に
な
る
と
3
0
0
人

も
の
タ
イ
人
が
訪
れ
る
。

中
に
、
遊
び
心
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神

と
客
観
的
な
視
点
の
3
要
素
を
忘
れ

な
い
こ
と
が
大
切
で
す
ね
」。
反
応
が

良
か
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
行
政
が

介
入
し
て
さ
ら
に
成
長
さ
せ
る
な
ど
、

手
を
取
り
合
っ
て
鹿
島
ブ
ラ
ン
ド
を

築
い
て
い
く
。

生
ま
れ
た
ら
初
宮
参
り
、
結
婚
式

は
教
会
、
亡
く
な
っ
た
ら
寺
で
葬
式

と
い
う
風
に
、
フ
リ
ー
な
宗
教
観
を

持
つ
と
言
わ
れ
る
日
本
人
だ
が
、
そ

れ
を
支
え
て
い
る
の
は
神
社
の
存
在

だ
。
国
籍
や
宗
教
に
関
係
な
く
、人
々

が
心
を
寄
せ
る
場
所
で
あ
り
祈
り
を

捧
げ
る
場
所
と
し
て
、
心
の
内
に
鎮

座
し
続
け
る
。「
神
社
の
魅
力
は
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
で
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
と
こ

ろ
。
否
定
も
争
い
も
あ
り
ま
せ
ん
」。

神
社
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
日
本
文

化
を
具
現
化
し
た
も
の
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
世
界
に
誇
れ
る
価
値
観
の
情

報
発
信
を
。
祐
徳
稲
荷
神
社
は
常
に

時
代
の
先
を
見
据
え
て
い
る
。

一過
性
の
ブ
ー
ム
に
し
な
い

仕
掛
け
が
次
々
と
は
ま
る

誘
致
の
取
り
組
み
が
脚
光
を
浴

び
、
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
が
殺
到
し
た
。

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
う
れ
し
い
一
方

で
、一
過
性
で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
の

策
を
考
え
続
け
る
日
々
。
こ
の
時
も

大
切
に
し
て
い
た
の
は
「
今
何
を
す

べ
き
か
」「
相
手
が
何
を
欲
し
て
い
る

の
か
」
だ
っ
た
。

最
初
に
着
手
し
た
の
は
6
か
国
語

み
く
じ
に
タ
イ
語
を
加
え
る
こ
と
。

実
際
に
タ
イ
人
参
拝
者
に
声
を
か
け

ネ
イ
テ
ィ
ブ
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
ら
う

な
ど
、
タ
イ
人
の
感
性
に
フ
ィ
ッ
ト
す

る
も
の
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
。

参
拝
者
に
み
か
ん
を
配
っ
た
こ
と

も
あ
る
。
本
殿
参
拝
の
後
に
奥
の

院
ま
で
足
を
運
ぶ
タ
イ
人
は
思
い
の

ほ
か
多
く
、
勾
配
の
あ
る
坂
を
上
っ

た
あ
と
は
の
ど
が
渇
く
の
で
は
な
い

か
と
思
い
、
地
元
の
農
家
に
声
を
か

け
て
み
か
ん
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、

タ
イ
人
に
手
渡
す
と
い
う
取
り
組
み

だ
っ
た
。
タ
イ
の
み
か
ん
と
比
べ
、
日

本
の
み
か
ん
は
種
が
な
く
甘
い
果
汁

が
た
っ
ぷ
り
。
甘
い
も
の
が
大
好
き
な

タ
イ
人
に
と
っ
て
感
動
的
な
サ
ー
ビ

ス
と
な
っ
た
。
こ
の
発
案
の
元
と
な
っ

た
の
は
、
以
前
タ
イ
を
訪
れ
た
際
に

出
さ
れ
た
果
物
を
食
べ
て
み
た
鍋
島

権
宮
司
の
気
づ
き
だ
。
タ
イ
は
果
物

が
豊
富
に
あ
る
が
な
ぜ
か
味
は
淡
白

な
も
の
ば
か
り
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

熱
帯
の
タ
イ
に
は
四
季
が
な
い
た
め

果
物
に
も
旬
が
な
く
、
う
ま
味
を
蓄

え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

至
っ
た
。
タ
イ
に
は
な
い
四
季
を
日
本

で
体
感
し
て
も
ら
う
こ
と
で
「
佐
賀

旅
行
」
に
思
い
出
と
思
い
入
れ
を
プ

ラ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
近
特
に
人
気
が
あ
る
の
は
着
物

を
着
て
記
念
撮
影
を
す
る
サ
ー
ビ
ス

だ
。
ツ
ア
ー
や
宿
泊
宿
が
用
意
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
結
婚
写
真
を
和
装

で
撮
る
カ
ッ
プ
ル
も
い
る
。
日
本
人

が
人
生
儀
礼
に
神
社
を
訪
れ
る
さ

ま
を
見
て
日
本
文
化
に
興
味
を
持
つ

き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

ツ
ア
ー
客
が
紅
葉
の
季
節
に
再
訪
す

る
な
ど
、
四
季
と
と
も
に
あ
る
日
本

文
化
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
タ
イ
人
が

着
々
と
増
え
て
い
る
。

行
政・門
前
商
店
街
と
と
も
に

日
本
の
良
さ
を
伝
え
た
い

こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
考
え
る
際
、

祐
徳
稲
荷
神
社
を
代
々
受
け
継
い
で

き
た
歴
代
職
員
の
札
の
前
に
立
ち
、

「
今
す
べ
き
こ
と
を
や
れ
て
い
る
か
？

と
自
問
す
る
」
と
鍋
島
権
宮
司
。「
伝

統
は
進
化
し
て
こ
そ
守
れ
る
。
神
社

は
大
き
い
ほ
ど
貢
献
度
も
大
き
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
鹿
島
市

の
価
値
を
広
く
伝
え
る
た
め
に
神
社

が
呼
び
水
に
な
れ
た
ら
」
と
微
笑
む
。

お
手
水
、ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
の
お
に
ぎ
り
、

日
本
庭
園
、
お
も
て
な
し
な
ど
、
私

達
日
本
人
が
「
当
た
り
前
」
だ
と
思
っ

て
い
る
こ
と
こ
そ
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
い
っ
た
民
間
レ
ベ
ル
の
糸
口

は
直
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

市
民
が
握
っ
て
い
る
。「
地
域
振
興
に

は
馬
鹿
者
若
者
よ
そ
者
が
必
要
だ
と

言
わ
れ
ま
す
が
、一
人
ひ
と
り
が
心
の

祐
ゆうとくいなりじんじゃ

徳稲荷神社
〒 849-1321　佐賀県鹿島市古枝
TEL. 0954-62-2151
https://www.yutokusan.jp/

上：本殿から見た門前商店街。
祐徳稲荷神社の前を流れる
錦波川（きんぱがわ）に沿う
参道に商店街が形成されて
いる。

左：祐徳稲荷神社の顔ともいえる
楼門の前から望む社殿
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く
聞
き
取
り
調
査
し
、
1
冊
の
本
に

ま
と
め
あ
げ
た
。
こ
れ
は
、
今
で
も

ガ
イ
ド
を
す
る
上
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

2
0
1
0
（
平
成
22
）
年
に
な
っ

て
観
光
産
業
の
振
興
を
目
的
に
「
信

州
い
い
や
ま
観
光
局
」
が
設
立
さ
れ

た
。そ
れ
に
伴
い
、従
来
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
を
母
体
に
新
た
に
市
民
か

ら
ガ
イ
ド
を
募
集
し
、「
飯
山
ふ
る
さ

と
案
内
人
」
が
誕
生
し
た
。
制
度
化

さ
れ
た
ガ
イ
ド
は
、
自
主
的
に
開
く

勉
強
会
の
ほ
か
、
他
所
で
活
躍
す
る

ガ
イ
ド
を
視
察
し
た
り
、
観
光
局
主

案
内
人
の
制
度
化
で

旅
の
満
足
度
を
ア
ッ
プ

長
野
県
の
最
北
に
位
置
す
る
飯
山

市
。
四
季
折
々
に
日
本
の
原
風
景
が

今
も
な
お
広
が
り
、
豊
か
な
水
を
た

た
え
た
千
曲
川
が
と
う
と
う
と
流
れ

る
さ
ま
は
、
訪
れ
た
者
を
郷
愁
の
世

界
へ
と
誘
う
。
冬
は
国
内
有
数
の
豪

雪
地
帯
で
あ
る
が
、
か
の
文
豪
・
島

崎
藤
村
が
「
雪
国
の
小
京
都
」
と
称

す
る
ほ
ど
寺
社
が
点
在
す
る
「
郷さ

と

」

で
も
あ
る
。

そ
ん
な
飯
山
を
歩
い
て
楽
し
ん
で

欲
し
い
・
・
・
。
こ
の
思
い
が
約
30
年

前
の
公
民
館
事
業
「
寺
め
ぐ
り
ガ
イ

ド
養
成
講
座
」
開
講
に
至
り
、
ひ
い

て
は
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ガ
イ

ド
誕
生
に
繋
が
っ
て
い
く
。
記
録
に

よ
る
と
、
ガ
イ
ド
の
立
ち
上
げ
メ
ン

バ
ー
は
ご
住
職
た
ち
と
話
し
合
い
の

場
を
も
ち
、
観
光
目
的
に
よ
る
寺
社

巡
り
の
協
力
要
請
を
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
手
分
け
し
て
各
寺

社
の
歴
史
や
い
わ
れ
な
ど
を
事
細
か

CASE

長野県
忠恩寺
+

信州いいやま観光局

2

催
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座
を
受
講
し
、

観
光
客
の
安
全
確
保
を
第
一
と
す
る

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
基
本
を
学
ぶ
と

同
時
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
図
っ
て

い
る
。

檀
信
徒
様
に

支
え
ら
れ
て
い
る
寺

案
内
人
制
度
へ
の
協
力
が

地
域
振
興
に
つ
な
が
る

飯
山
ふ
る
さ
と
案
内
人
に
よ
る
案

内
先
で
、
そ
の
見
事
な
天
井
絵
で
特

に
人
気
の
高
い
忠ち

ゅ
う
お
ん
じ

恩
寺
。
飯
山
市
内

に
は
20
数
カ
所
の
寺
社
が
点
在
す
る

が
、
中
で
も
、
飯
山
城
主
・
本
多
豊

後
守
の
菩
提
寺
だ
っ
た
忠
恩
寺
は
当

地
で
最
古
の
歴
史
を
も
つ
飯
山
を
代

表
す
る
寺
で
あ
る
。

同
寺
本
堂
の
天
井
に
描
か
れ
た
縦

5.2
メ
ー
ト
ル
、
横
7
メ
ー
ト
ル
の
勇
ま

し
い
「
雲
龍
」
の
絵
は
、
江
戸
時
代

寺
・
観
光
局
・
案
内
人
の
連
携
で
寺
の
ま
ち
飯
山
を
よ
り
魅
力
的
に
す
る
取
り
組
み

寺
の
協
力
と
観
光
局
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で

満
足
度
を
ア
ッ
プ

案
内
人
と
過
ご
す
飯
山
の
旅

荻原和弘住職
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浄土宗

松
しょうじゅざんしょうがくいん

寿山正覚院 忠
ちゅうおんじ

恩寺
〒 389-2253
長野県飯山市奈良沢 2029
TEL 0269-62-2574

の
絵
師
・
髙た

か
し
ま
ど
う
け
い

嶌
洞
圭
に
よ
り
寄
進
さ

れ
た
も
の
で
、
完
成
ま
で
3
カ
月
ほ

ど
要
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

る
。
約
2
0
0
年
の
歴
史
を
も
ち
、

周
囲
の
寺
社
が
火
災
で
焼
失
す
る

中
、
唯
一
残
っ
た
貴
重
な
も
の
だ
。
龍

は
水
を
呼
ぶ
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

火
災
の
多
か
っ
た
当
時
、
寺
を
守
る

意
味
が
込
め
ら
れ
た
の
か
・
・
・「
天

井
絵
は
沢
山
の
人
に
見
て
も
ら
い
た

い
」
と
い
う
ご
住
職
の
荻お

ぎ
わ
ら
か
ず
ひ
ろ

原
和
弘
さ

ん
の
思
い
か
ら
公
開
さ
れ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
こ
の
「
信
州
い
い
や
ま
案
内

人
」
の
制
度
に
忠
恩
寺
が
協
力
す
る

に
至
っ
た
の
も
、「
檀
信
徒
様
に
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
の
お
寺
は
、
拝
観
料
な

ど
は
い
た
だ
い
て
い
な
い
の
で
観
光
に

対
し
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
面
が
あ

る
が
、
飯
山
ふ
る
さ
と
案
内
人
制
度

に
協
力
す
る
こ
と
で
な
に
よ
り
も
地

域
振
興
に
役
立
つ
と
思
っ
た
」
と
い
う

荻
原
住
職
の
思
い
か
ら
実
現
し
た
。

開
か
れ
た
寺
と
し
て
そ
の

魅
力
を
発
信
す
る一方
、

さ
ら
な
る
地
域
振
興
に

向
け
て

「
忠
恩
寺
さ
ん
は
唯
一
城
主
の
お

墓
が
あ
る
、
大
変
格
式
の
高
い
お
寺

さ
ん
で
す
。
歴
史
も
古
く
寺
宝
も
多

数
お
持
ち
で
見
ど
こ
ろ
も
沢
山
あ
り

ま
す
。
観
光
客
に
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
掲
示
物
や
配
布
物
な
ど
ご
用
意

い
た
だ
き
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ

て
い
ま
す
」
と
案
内
人
の
小こ

さ

か

あ

き

こ

坂
晶
子

さ
ん
。
ご
住
職
の
荻
原
さ
ん
も
「
新

幹
線
効
果
も
あ
っ
て
、
昨
年
は
特
に

参
拝
様
が
増
え
ま
し
た
。
寺
を
訪
ね

て
い
た
だ
け
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ

と
で
す
。
2
0
1
7
年
は
本
多
公
飯

山
入
部
3
0
0
年
の
記
念
の
年
。

殿
様
特
別
展
示
な
ど
記
念
行
事
を

企
画
し
て
お
り
、
地
域
振
興
の
お
役

に
立
て
る
の
で
は
と
考
え
て
お
り
ま

す
」。「

信
州
い
い
や
ま
案
内
人
」
が
制

一般社団法人 
信州いいやま観光局
飯山駅観光交流センター

〒 389-2253
長野県飯山市大字飯山 771-1
TEL.0269-62-7000
http://www.iiyama-ouendan.net

天井絵「雲竜」のある忠恩寺本堂

飯山駅観光交流センター所長の荒木一行さん

案内人の小坂晶子さん

度
化
さ
れ
、
北
陸
新
幹
線
開
通
に
よ

る
飯
山
駅
開
設
も
相
ま
っ
て
、
宗
派

に
よ
る
違
い
は
あ
れ
ど
、
以
前
に
も

増
し
て
寺
の
受
け
入
れ
態
勢
が
整
い

つ
つ
あ
る
。
飯
山
駅
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
の
荒あ

ら
き
　
か
ず
ゆ
き

木
一
行
所
長
は
「
新
幹
線

開
通
は
飯
山
地
域
だ
け
で
は
な
く
、

信
越
自
然
郷
エ
リ
ア
へ
の
外
国
人
旅

行
者
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
も
大
き
く

寄
与
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
観
光
局
で

は
、
こ
の
交
通
網
の
発
達
を
活
か
し

外
国
人
向
け
プ
ラ
ン
も
検
討
中
で

す
」
と
語
る
。
寺
、
観
光
局
、
案
内
人

三
者
に
よ
る
地
域
振
興
の
連
携
強
化

が
期
待
さ
れ
る
。
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方
が
何
を
願
い
、
思
い
馳
せ
ら
れ
た

の
か
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
現
代
の

悩
み
を
抱
え
た
方
た
ち
に
癒
し
を
感

じ
て
も
ら
い
た
い
」
と
語
る
日
下
住

職
。
現
代
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
悩
み
を

抱
え
て
い
る
人
に
対
し
何
を
す
べ
き

か
、
目
的
は
ひ
と
つ
で
も
や
り
方
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
は
ず
。「
日
常
の
悩
み

を
落
と
せ
る
場
所
と
し
て
宗
派
や
派

閥
を
越
え
、
救
い
の
道
を
示
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
私
た
ち
が
で
き
る
こ

と
を
な
ら
な
ん
で
も
や
り
た
い
」。
美

し
い
庭
も
そ
の
ひ
と
つ
と
な
る
。「
遥

か
昔
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
境
内
に

あ
る
庭
園
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

目
が
見
え
る
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

目
の
見
え
な
い
方
で
も
音
や
匂
い
で

感
じ
、
癒
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
庭
師
と
相
談
し
て
工
夫
を
凝
ら

し
て
お
り
ま
す
」。

宗
派
や
派
閥
を
超
え
た

救
い
の
道
を
目
指
す

風
光
明
媚
な
京
都
・
長
岡

京
の
山
手
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む

柳や
な
ぎ
だ
に
か
ん
の
ん
り
ゅ
う
が
ん
ざ
ん
よ
う
こ
く
じ

谷
観
音
立
願
山
楊
谷
寺
は
、
清

水
寺
の
開
祖
で
あ
る
延え

ん

ち

ん

そ

う

ず

鎮
僧
都
が

8
0
6
（
大
同
元
）
年
に
開
山
し
、

眼
病
平
癒
祈
願
所
と
し
て
古
来
よ
り

天
皇
家
公
家
の
方
々
を
は
じ
め
、
多

く
の
人
の
熱
い
信
仰
で
支
え
ら
れ
て

き
た
歴
史
あ
る
信
仰
寺
院
だ
。
ま
た

四
季
折
々
に
魅
せ
る
庭
園
の
美
し
さ

は
、
映
画
の
撮
影
で
使
用
さ
れ
今
注

目
を
集
め
て
い
る
。
そ
し
て
昨
年
、

住
職
を
継
承
さ
れ
た
日く

さ
か
し
ゅ
ん
え
い

下
俊
英
さ
ん

は
、
こ
の
庭
園
を
通
じ
て
楊
谷
寺
な

ら
で
は
の
救
い
の
道
を
模
索
し
、
地

元
の
自
治
体
や
地
域
の
寺
社
に
働
き

か
け
て
地
域
の
振
興
に
取
り
組
み
を

始
め
て
い
る
。

「
先
代
が
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た

こ
と
に
加
え
、
約
25
年
間
自
分
の
中

で
温
め
て
き
た
こ
と
を
実
現
し
て
い

く
の
が
私
の
責
務
。
こ
こ
で
、
昔
の

CASE

京都府
柳谷観音 (楊谷寺 )

+
乙訓地域の行政と寺社

3

地
域
の
寺
社
や
行
政
と
の
連
携
を
模
索
す
る
楊
谷
寺
の
取
り
組
み

1
2
0
0
年
の
歴
史
が
つ
む
ぐ

美
し
い
自
然
と

癒
し
の
心
で
人
々
を
救
う

新
旧
が
織
り
な
す

時
空
の
ミ
ル
フ
ィ
ー
ユ

楊
谷
寺
境
内
、
江
戸
時
代
中
期

の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
残
し
た
美
し
い

庭
園
。
本
堂
か
ら
奥
之
院
へ
の
回
廊

か
ら
望
む
と
、
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
を

し
た
か
の
よ
う
に
時
間
が
戻
る
。
庭

園
を
担
当
す
る
の
は
、
住
職
が
「
私

の
考
え
方
と
本
当
に
合
っ
て
、
同
じ

目
標
を
持
っ
て
や
っ
て
い
け
る
人
」
と

語
る
庭
師 

梅う

め

の

せ

い

ほ

野
星
歩
さ
ん
。「
池
を

中
心
に
園
路
を
設
け
石
仏
を
配
し
た

こ
の
『
池
泉
回
遊
式
庭
園
』
は
江
戸

時
代
中
期
の
姿
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
工
物
と
自
然
を
一
体

化
さ
せ
る
よ
う
に
、
樹
木
が
植
え
ら

れ
、
奥
之
院
か
ら
望
む
景
色
は
比
叡

山
を
借
景
と
し
て
庭
園
を
作
っ
て
い

ま
す
。
景
色
を
残
す
こ
と
で
、
過
去

へ
戻
る
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
を
感
じ
て
ほ

し
い
」
と
語
る
。
書
院
へ
続
く
回
廊

に
は
、
使
用
せ
ず
眠
っ
て
い
た
灯
篭

を
使
っ
た
水
琴
窟
が
あ
る
。「
地
中

に
は
鐘
が
埋
め
て
あ
り
ま
す
。
心
で

聞
い
て
い
た
だ
く
よ
う
に
心
琴
窟
と

命
名
し
て
い
ま
す
」。
そ
し
て
そ
の
周

り
に
は
、
樹
齢
2
0
0
年
に
な
る

五ご

し

き

や

え

ち

り

つ

ば

き

色
八
重
散
椿
な
ど
、
遠
い
昔
を
呼

び
起
こ
す
樹
木
や
土
壁
が
あ
る
。
梅

野
さ
ん
は
庭
園
を
「“
わ
び
さ
び
”
を

超
越
し
た
も
の
。
例
え
て
言
う
な
れ

ば
、
新
旧
織
り
交
ぜ
た
時
空
の
ミ
ル

日下俊英住職
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フ
ィ
ー
ユ
み
た
い
な
も
の
で
す
」
と
表

現
す
る
。
ま
た
日
下
住
職
は
「
こ
こ

に
来
て
い
た
だ
い
た
何
か
を
感
じ
日

頃
の
悩
み
を
落
と
し
て
い
た
だ
き
、

何
か
を
得
て
帰
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

書
院
か
ら
見
た
景
色
、
二
階
か
ら
見

た
景
色
、
見
方
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
て
く

る
も
の
が
違
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
お
経

が
、
読
む
人
の
そ
の
時
々
で
と
ら
え

方
が
変
化
す
る
の
と
同
じ
で
す
」
と

語
る
。
楊
谷
寺
で
は
、
庭
師
が
案
内

す
る
企
画
を
今
後
予
定
し
て
い
る
と

い
う
。

時
代
の
流
れ
に
あ
わ
せ
つ
つ

新
た
な
寺
の
あ
り
方
に

取
り
組
む

映
画
の
撮
影
を
き
っ
か
け
に
再
び

脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
る
楊
谷
寺
で
は
、

今
、
乙
訓
地
域
の
自
治
体
や
寺
院
、

神
社
と
も
協
力
し
合
い
、
地
元
の
商

業
施
設
に
も
い
い
影
響
を
与
え
る
よ

う
な
地
域
振
興
に
力
を
い
れ
て
い
る
。

寺
社
の
将
来
に
危
機
感
を
感
じ
て
い

る
日
下
住
職
に
と
っ
て
は
、
イ
ベ
ン
ト

な
ど
で
楊
谷
寺
だ
け
が
注
目
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
地
域
の
寺
社
が
協
力

し
合
っ
て
地
域
全
体
を
盛
り
上
げ
て

い
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
。「
以

前
は
観
光
寺
と
し
て
注
目
を
浴
び
た

時
も
あ
り
ま
す
が
、
視
点
を
変
え
時

代
の
流
れ
に
合
わ
せ
つ
つ
も
、
信
仰

寺
院
と
し
て
社
会
の
在
り
方
を
考
え

て
い
き
た
い
。
長
い
歴
史
の
あ
る
お
寺

で
す
か
ら
多
く
の
物
語
が
こ
こ
に
は

あ
り
ま
す
。
そ
の
物
語
を
掘
り
起
こ

し
な
が
ら
、一
市
民
と
し
て
わ
た
し
た

ち
が
で
き
る
地
域
振
興
を
提
案
し
て

い
き
た
い
」
と
日
下
住
職
。
現
在
は

「
美
」
を
テ
ー
マ
に
女
性
限
定
の
イ
ベ

ン
ト
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
一
般
の
方
に
お
寺
を
体
感
し
て
も
ら

え
る
よ
う
な
宿
坊
も
予
定
し
て
い
る

そ
う
だ
。
こ
れ
か
ら
も
楊
谷
寺
な
ら

で
は
の
、
地
域
や
宗
教
な
ど
の
垣
根

を
越
え
て
あ
ま
ね
く
人
々
に
癒
し
を

与
え
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
期
待
し

て
見
守
り
た
い
。

上：心琴窟。目の不自由な方にも
庭園の雰囲気を楽しんでもら
いたいという配慮から設置さ
れた水琴窟

下：庭師の梅野星歩さん
左：上書院から見た庭園。新緑、
紅葉、雪景色など四季折々
の美しさがある。

長岡京市としての地域振興の考え方
　「長岡京市は日本を代表する観光地である京都市に近く、す
ぐに訪れて頂くことができるのですが、住宅地と商業地がほ
とんどなので住民は余り観光に馴染みがありません。『地域
振興としての観光活用』には注目していますが、観光客、特
に外国人観光客がいきなり増えても地域住民が拒否反応を起
こしてしまう可能性があります。市としては、長岡京市の魅
力を市外の人々に広く認知して頂き、最終的に定住者誘致に
繋げる手段として観光をうまく活用したいと考えているとこ
ろで、街に近く周辺に住宅が少なくスポットとしても魅力的
である楊谷寺さんは貴重な存在と考えておりました。過日も、
市が中心となり、『長岡京市観光プロモーション：プレミア
ム体験・柳谷観音楊谷寺」（平成27年 11月 26日開催）を
実施し、観光関連事業者や報道機関の方々に集まっていただ
きました。市として今後より一層観光促進面の充実に協力し
ていきたいと思っています」
長岡京市役所　環境経済部商
工観光課課長　田中厚 ( たな
かあつし ) さん

写真左：長岡京市役所　
環境経済部商工観光課課長　
田中厚さん
写真右：課長補佐　
八島杜申子（やしまともこ）さん

西山浄土宗
柳谷観音
立願山 楊

よう こ く じ

谷寺
〒 617-0855
京都府長岡京市浄土谷堂ノ谷２
TEL 075-956-0017
http://www.yanagidani.jp/
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■実施学校数・訪問者の推移

■訪日教育旅行者受入数上位 5か国 ( 小・中・高合計 )

H16

台湾 韓国 米国 豪州 中国

H25H23H20H18

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

(人)
3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

学校数合計

(校)

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

(人)

高等学校等中学校小学校

12,947

8,390

6,103

4,269
2,851

行政・観光の ト レ ン ド 情 報 を リ ポ ー ト

行 政・観 光 リ ポ ー ト

出典：文部科学省 (平成25年 )

◇地域活性◇

「訪日教育旅行」の受入推進プロジェクトと
異文化体験の鍵となる寺社の可能性

2015 (平成 27 ) 年 10月、観光庁 ･ 文部科学省
によって「訪日教育旅行」の受入拡大目標が発表さ
れた。訪日教育旅行とは教師等の引率者と児童生徒
による海外からの団体旅行を指すが、学校訪問を含む
ケースが多いのが日本の修学旅行との違いといえる。
外国の若年層に日本の魅力を知ってもらえると同時
に、未来を担う日本の児童生徒の国際的理解を深め
られるのも大きなメリットである。

訪日教育旅行受入の課題
外国人滞在中のステイ先

訪日教育旅行の円滑な受入を進めるため、国は「観
光立国実現に向けたアクション ･プログラム 2015」
( 平成 27 年 6月 7日閣議決定 )、および「日本再
興戦略 改訂 2015－未来への挑戦―」( 同年 6月
30日閣議決定 ) において、2020 年までに訪日教育
旅行の受入人数を2013 年の約 4 万人から5 割増
にする新たな目標を定めた。
直近の課題に挙げられているのが、外国人滞在中

のステイ先である。どこの国もホームステイの希望が高
いのだが、環境や設備面などを考慮すると数はまだ足
りておらず、プロジェクトを本格的に推進していくなかで
大きな障壁になるのでは、と懸念されている。

異文化体験のコンテンツが豊富な
寺社の可能性

今ここで注目してほしいのが、昨年 11月号の本誌
インタビュー記事における、日本政府観光局 (JNTO)
理事長・松山良一氏の言葉である。「そもそも外国人
の“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は合致して

います」。この文言の“観光”はそのまま“訪日教育
旅行”にも置き換えられ、先に述べた障壁の打開策と
して、寺社という存在が大きなカギを握ってくるだろう。
松山氏は住職の講話や熊野古道散策を盛り込んだ高
野山宿坊の体験企画がフランス人に好評を博している
ケースにも触れ、寺社に向け「無理のない範囲で外国
人に門戸を開いてほしい」と訴えている。
すぐにとはいかないまでも、宿坊の提供をはじめ、訪

日教育旅行の外国人を受け入れられる体制づくりを、
出来ることから徐々に進めるのも一考ではないだろう
か。今後の寺社の存在意義を高めていくうえで、大き
な原動力となる可能性は十分にある。
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スペシャル

〝
世
界
共
通
・
正
確
・
簡
単
〟
が
キ
ー
ワ
ー
ド

    
地
方
創
生
に
も
期
待
で
き
る「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」

日
本
政
府
は
2
0
1
3
（
平
成
25
）

年
よ
り
、
日
本
経
済
を
力
強
い
も
の
に
立

て
直
す
た
め
の
成
長
戦
略
の
柱
と
し
て

「
観
光
立
国
実
現
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
」を
実
施
。
2
0
1
5
年
は
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
新
時
代
に
向
け
た
観
光
振

興
の
加
速
な
ど
、
幅
広
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

策
定
さ
れ
、
政
府
一
丸
、
官
民
一
体
と
な
っ

た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
た
。

将
来
3
0
0
0
万
人
を
超
え
る
外
国

人
旅
行
客
を
日
常
的
に
迎
え
、
も
て
な

す
国
の
姿
・
社
会
の
あ
り
方
に
つ
き
、
よ

り
一
層
強
力
な
態
勢
を
整
え
て
行
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

画
期
的
シ
ス
テ
ム

「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」と
は

徳
島
市
の
次
世
代
情
報
シ
ス
テ
ム
有

限
責
任
事
業
組
合
が
、「
観
光
立
国
日
本
」

実
現
を
最
大
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
と
捉

え
、
訪
日
外
国
人
旅
行
の
受
入
環
境
整

備
の
一つ
と
し
て
「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」

を
開
発
し
た
。

「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」
と
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
の
媒
体
（
紙
・
看
板
・

音
声
な
ど
）
か
ら
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
ネ
ッ

ト
情
報
に
つ
な
が
る
リ
ン
ク
シ
ス
テ
ム
で
、

多
言
語
化
に
対
応
す
る
た
め
の
音
声
認

識
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
導
入
し
、
訪
日

外
国
人
へ
の
対
応
も
可
能
に
し
た
画
期
的

シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

使
用
法
は
、
ま
ず
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か

ら
無
料
ア
プ
リ
「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」

を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
。
観
光
マ
ッ
プ
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
看
板
、
案
内
表
示
板
、
広
告
、

新
聞
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
9
桁
の

番
号
を
入
力
し
、
外
部
リ
ン
ク
ボ
タ
ン
を

タ
ッ
プ
す
る
だ
け
で
該
当
の
観
光
ス
ポ
ッ

ト
や
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
。「
世
界

共
通
」
の
数
字
の

入
力
で
、
正
確
か
つ

簡
単
に
情
報
を
得

る
こ
と
が
ツ
ー
ル
、

そ
れ
が
「
オ
レ
ン
ジ

ナ
ン
バ
ー
」
だ
。

徳
島
県
三
好
市
が

全
国
に
先
駆
け
導
入

現
在
、
四
国
の
自
治
体
で
は
最
大
面

積
を
有
す
る
徳
島
県
三
好
市
が
、
全
国

に
先
駆
け
て
「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」
を

導
入
。
三
好
市
役
所
観
光
課
の
大
和
主

査
も
「
日
本
三
大
秘
境
「
祖
谷
」
や
国

指
定
名
勝
天
然
記
念
物
「
大
歩
危
」
な

ど
の
観
光
地
に
恵
ま
れ
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

誘
致
に
力
を
注
い
で
い
る
当
市
で
は
“
オ

レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
”
が
観
光
客
に
と
っ
て

知
り
た
い
情
報

を
正
確
か
つ
簡

単
に
収
集
で
き

る
ツ
ー
ル
に
な
る

は
ず
」
と
大
き

な
期
待
を
集
め

て
い
る
。

オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
の

寺
社
で
の
可
能
性

徳
島
県
三
好
市
の
よ
う
に
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
に
力
を
入
れ
て
い
る
観
光
地
に
お
い

て
、
外
国
人
向
け
の
情
報
ツ
ー
ル
と
し
て

有
望
な
「
オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
」。
寺
社

に
お
い
て
も
外
国
人
向
け
の
案
内
板
に
代

わ
る
有
力
な
ツ
ー
ル
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
。
既
存
の
日
本
語
の
案
内
板
に
オ
レ
ン

ジ
ナ
ン
バ
ー
を
表
示
す
れ
ば
新
た
に
外
国

語
の
看
板
を
設
置
す
る
こ
と
も
不
要
で
、

寺
社
の
厳
か
な
雰
囲
気
を
崩
す
こ
と
な

く
多
言
語
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、

外
国
語
の
サ
イ
ト
が
必
要
と
な
る
が
、
今

後
寺
社
に
お
い
て
も
、
外
国
人
参
拝
者

向
け
に
外
国
語
の
サ
イ
ト
を
用
意
し
て
お

く
こ
と
は
当
然
求
め
ら
れ
て
く
る
。ま
た
、

オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
の
開
発
元
で
あ
る
次

世
代
情
報
シ
ス
テ
ム
有
限
責
任
事
業
組

合
に
相
談
す
れ
ば
外
国
語
サ
イ
ト
作
成

の
代
行
も
し
て
く
れ
る
。

ラ
グ
ビ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
開
催
に
よ
り
過
去

最
高
の
外
国
人
旅
行
客
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
今
、“
世
界
共
通
・
正
確
・
簡
単
”

を
サ
ー
ビ
ス
の
武
器
と
し
た
シ
ス
テ
ム「
オ

レ
ン
ジ
ン
バ
ー
」
が
寺
社
も
巻
き
込
ん
だ

地
方
振
興
に
も
貢
献
で
き
る
情
報
ツ
ー
ル

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

国指定名勝天然記念物『大歩危』

オ
レ
ン
ジ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の

お
問
い
合
わ
せ

次
世
代
情
報
シ
ス
テ
ム
有
限
責
任

事
業
組
合

電
話 

0
8
8-

6
7
8-

3
0
2
0

http://w
w
w
.johou.org/
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訪
日
外
国
人
の
急
増
で
求
め
ら
れ
る「
お
も
て
な
し
ト
イ
レ
」の
あ
り
方

高
機
能
ト
イ
レ
の
整
備
促
進
を
掲
げ
た

「
ジ
ャ
パ
ン･

ト
イ
レ･

チ
ャ
レ
ン
ジ
」

日
本
政
府
観
光
局
が
発
表
し
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
2
0
1
5
（
平
成
27
）
年

11
月
の
訪
日
外
国
人
数
は
前
年
同
月
比

41
・
0
%
の
1
6
4
万
8
千
人
で
、

そ
れ
ま
で
11
月
と
し
て
は
最
高
だ
っ
た

2
0
1
4
年(

1
1
6
万
8
千
人)

を
大

き
く
上
回
っ
た
。

フ
リ
ーW

i-Fi

ス
ポ
ッ
ト
の
普
及
対
策

事
業
、
多
言
語
対
応
の
看
板
設
置
や
サ
ー

ビ
ス
強
化
な
ど
、
訪
日
外
国
人
増
加
に

伴
う
様
々
な
取
り
組
み
が
全
国
規
模
で

進
む
な
か
、
政
府
は
「
お
も
て
な
し
」
の

さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
べ
く
ト
イ
レ
に
着

目
。
内
閣
官
房
の
有
識
者
会
議
「『
暮
ら

し
の
質
』
向
上
検
討
会
」
は
2
0
1
5

年
5
月
25
日
、
公
共
施
設
に
お
け
る
高

機
能
ト
イ
レ
の
整
備
促
進
を
求
め
る
提

言
を
ま
と
め
、「
ジ
ャ
パ
ン･

ト
イ
レ･

チ
ャ

レ
ン
ジ
」
と
銘
打
ち
、
快
適
で
清
潔
、
安

全
な
ト
イ
レ
を
増
や
す
た
め
の
様
々
な
取

り
組
み
と
「
日
本
ト
イ
レ
大
賞
」
の
創
設

が
発
表
さ
れ
た
。

初
の
試
み
と
な
っ
た
「
日
本
ト
イ
レ
大

賞
」
に
は
3
7
8
件
の
応
募
が
寄
せ
ら

れ
、
審
査
の
結
果
28
件
の
受
賞
が
決
定
。

そ
の
中
の
一つ
が
、
T
O
T
O
株
式
会
社

と
積
水
ハ
ウ
ス
株
式
会
社
が
共
同
開
発

し
た
移
動
式
仮
設
ト
イ
レ
「
お
り
ひ
め
ト

イ
レ
」
だ
。
女
性
や
子
供
へ
の
配
慮
を
念

頭
に
開
発
さ
れ
、
空
間
検
証
を
重
ね
て

必
要
十
分
で
使
い
勝
手
の
良
い
広
さ
を

導
出
。
女
性
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
る
優
し

げ
な
曲
面
の
外
観
と
清
潔
で
美
し
い
内

装
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
し
、
仮
設
ト
イ
レ
の

イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
出
来
栄
え
と
な
っ
て
い

る
。

和
式
ト
イ
レ
の
使
い
方
に
困
惑

す
る
外
国
人
は
後
を
絶
た
ず
…

T
O
T
O
株
式
会
社
が
訪
日
外
国
人

6
0
0
人
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
と
、「
訪
日
当
初
、
日
本
の
公
共

ト
イ
レ
で
困
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
や

は
り
「
和
式
ト
イ
レ
の
使
い
方
が
分
か
ら

な
か
っ
た
」
が
26
・
7
%
で
ト
ッ
プ
と
な
っ

た
。
実
際
、和
式
ト
イ
レ
に
逆
向
き
に
し
ゃ

が
ん
で
用
を
足
し
た
り
、
便
器
に
座
っ
て

し
ま
う
外
国
人
は
後
を
絶
た
な
い
。「
洋

式
ト
イ
レ
と
和
式
ト
イ
レ
の
ど
ち
ら
を

選
択
し
た
か
」
に
関
し
て
は
、
実
に
83
・

3
%
が
洋
式
ト
イ
レ
を
支
持
し
て
い
る
。

昨
今
は
日
本
で
も
急
速
に
ト
イ
レ
の
洋

式
化
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
訪
日
外

国
人
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
た
場
合
、
こ

の
傾
向
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
る
必
要

性
が
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
も
よ
く
分
か

る
。5

ヵ
国
語
で
使
用
法
を
説
明

ト
イ
レ
用
ス
テ
ッ
カ
ー

和
歌
山
県
で
は
2
0
1
3
年
か
ら「
お

も
て
な
し
ト
イ
レ
大
作
戦
」
と
銘
打
っ
た

事
業
を
展
開
。
県
観
光
振
興
課
に
よ
る

と
、
県
内
の
公
衆
ト
イ
レ
は
従
来
、
多
目

的
ト
イ
レ
を
除
い
て
は
和
式
が
大
半
を
占

め
て
い
た
と
い
う
。
総
事
業
費
30
億
円
を

か
け
、
洋
式
ト
イ
レ
の
導
入
に
加
え
、
温

水
洗
浄
便
座
の
設
置
や
小
便
器
の
洗
浄

セ
ン
サ
ー
化
を
県
下
6
2
6
ヵ
所
の
公

衆
ト
イ
レ
で
実
施
。
高
野
山
に
は
寺
院
の

お
堂
と
見
間
違
う
ほ
ど
味
わ
い
深
い
外
観

の
ト
イ
レ
も
誕
生
し
、
外
国
人
観
光
客
を

中
心
に
好
評
を
博
し
て
い
る
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
か
れ
る

2
0
2
0
年
に
向
け
、
さ
ら
な
る
外
国
人

観
光
客
の
招
致
を
目
指
す
京
都
市
で
は
、

ト
イ
レ
問
題
を
解
決
す
べ
き
大
き
な
課
題

と
位
置
づ
け
、
正
し
い
使
い
方
を
伝
え
る

ス
テ
ッ
カ
ー
を
作
成
。
イ
ラ
ス
ト
入
り
の

ス
テ
ッ
カ
ー
の
サ
イ
ズ
は
A
4
判
で
、
日

本
語
、英
語
、韓
国･

朝
鮮
語
、中
国
語(

簡

体
・
繁
体)

の
5
ヵ
国
で
和
式
・
洋
式
の

そ
れ
ぞ
れ
の
ト
イ
レ
の
使
い
方
を
説
明
し

て
い
る
。
市
の
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
か
ら
無
料

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能
で
、
担
当
課
は

外
国
人
が
多
く
利
用
す
る
よ
う
な
飲
食

店
や
商
業
施
設
に
も
貼
っ
て
ほ
し
い
、
と

呼
び
か
け
て
い
る
。
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スペシャル

外国人のトイレに関するアンケート
アンケート実施期間：2014年9月～10月　対象者：日本在住の外国人の方々
出身国：韓国・台湾・中国・香港・アメリカ・フランス・イギリス・タイ・マレーシア・
インドネシア　年齢：20歳以上　調査人数：600名

洋式トイレ　
69.5％

13.8％
どちらかといえば
洋式トイレ

どちらかといえば
和式トイレ
8.7%

和式トイレ5.5%
そのような場面に出会ったことがない 2.5%

Q1

Q2

訪日当初、日本の公共トイレに洋式トイレと
和式トイレがあったらどちらを選択しましたか？

■外国人全体の回答

訪日当初、日本の公共トイレで困ったこと

(n=600)

さまざまな操作ボタンの役割がわからなかった
温水洗浄便座の操作方法がわからなかった

0 10 20 30（%）

和式トイレの使い方がわからなかった 26.7％
25.7％

18.5％
トイレが狭くて困った 17.3％
日本語表示しかなかった 15.7％

用をたしたあとの洗浄方法がわからなかった14.7％
並ぶ時間が長くて使えなかった13.5％

トイレが汚くて使えなかった12.7％
トイレットペーパーがなかった10.0％

トイレットペーパーを流して良いかわからなかった9.0％
緊急ボタンを押してしまった8.8％

(複数回答 n=600)

外国人トイレ文化ツアー参加者の声
アンケート実施期間：2014年9月～10月　対象者：日本在住の外国人の方々
出身国：中国・台湾・アメリカ・フランス・オランダ・インドネシア・サウジアラビア
年齢：20歳以上　参加者：26名（男性12名／女性14名）

イスラム教は水洗い文化なの
で、和式トイレは使えません!

（インドネシア・男性） （中国・男性）

便器に座っちゃうかも
しれないね

（アメリカ・男性）

日本の和式トイレは立つ位置
や使い方がわからない!

（イラン・女性）

日本の和式トイレはしゃがむ
向きがわからない

ト
イ
レ
に
も
日
本
ら
し
い

「
お
も
て
な
し
」を

羽
田
空
港
国
際
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
も

訪
日
外
国
人
の
使
用
を
念
頭
に
、
ト
イ
レ

内
の
各
種
案
内
は
日
本
語
の
他
、
英
語
、

中
国
語
、
韓
国
語
の
4
か
国
語
表
記
に

な
っ
て
お
り
、
水
洗
ト
イ
レ
を
使
わ
な
い

国
か
ら
来
た
外
国
人
に
向
け
て
は
、
ひ
と

目
で
正
し
い
使
い
方
が
分
か
る
よ
う
に
使

用
法
を
イ
ラ
ス
ト
で
示
し
た
。
ト
イ
レ
内

の
清
掃
は
1
日
7
回
あ
り
、
ゴ
ミ
箱
に

捨
て
ら
れ
た
ゴ
ミ
を
こ
ま
め
に
回
収
す
る

な
ど
、
悪
臭
防
止
対
策
も
徹
底
し
て
い

る
。
災
害
発
生
に
よ
る
停
電
に
備
え
て

非
常
用
電
源
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
や

む
な
く
イ
ン
フ
ラ
が
途
絶
え
て
も
最
大
で

72
時
間
ま
で
な
ら
衛
生
的
な
ト
イ
レ
使

用
が
可
能
だ
。

来
る
2
0
1
9
年
に
は
ラ
グ
ビ
ー

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
、
2
0
2
0
年
に
は
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と

国
際
規
模
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
が
控
え
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
日
本
を
訪
れ
る
外
国
人

の
数
は
今
後
よ
り
い
っ
そ
う
の
勢
い
で
増

え
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
訪
日
外
国
人
が

最
も
感
銘
を
受
け
る
の
が
、
日
本
な
ら

で
は
の
き
め
細
や
か
な
「
お
も
て
な
し
」

の
精
神
だ
と
い
う
。
外
国
人
の
文
化
や

生
活
習
慣
に
理
解
を
深
め
、
敬
意
を
は

ら
う
う
え
で
も
、「
お
も
て
な
し
ト
イ
レ
」

の
あ
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
を
め
ぐ

ら
せ
、
で
き
る
こ
と
か
ら
対
策
を
講
じ
る

の
も
一
考
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

※以上のアンケートデータは「まちなかトイレ通信」vol.2 2015（発行日：2015年1月　発行所：TOTO株式会社レスト・
機器商品営業推進部）よりの引用となります。
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大
阪
天
満
宮
は
、日
本
三
大
祭
の
一つ

で
毎
年
1
0
0
万
人
以
上
の
参
拝
客

を
集
め
る「
天
神
祭
」で
知
ら
れ
て
い
る

日
本
を
代
表
す
る
神
社
の一つ
で
す
。天

神
祭
以
外
で
も
祭
事
や
イ
ベ
ン
ト
開
催

な
ど
に
も
非
常
に
ご
熱
心
で
す
。寺
井

宮
司
か
ら
取
り
組
み
に
当
た
っ
て
の

ご
真
意
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

祭
は
そ
の
時
代
の
人
た
ち
が

感
動
し
躍
動
し

喜
ぶ
こ
と
が
大
事

編
集
部　

ま
ず
天
神
祭
に
つ
い
て
お

話
い
た
だ
け
ま
す
か
？

寺
井
宮
司　

天
神
祭
は
陸
渡
御
の
参

列
者
が
3
5
0
0
人
位
、船
に
乗
る

人（
船
渡
御)

が
1
2
0
0
0
人
位
、

拝
観
者
が
1
1
0
万
～
1
2
0
万
人

位
な
ん
で
す
が
、そ
れ
だ
け
の
方
々
が

天
神
祭
に
来
ら
れ
ま
す
。そ
の
方
た
ち

に「
い
い
祭
り
だ
っ
た
」と
満
足
い
た
だ

く
に
は
、祭
り
と
し
て
の
広
が
り
を
私

た
ち
は
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。祭
り

と
い
う
の
は「
共
に
参
加
す
る
こ
と
」

る
方
が
神
様
で
あ
り
奉
る
方
が
人
間

で
す
。神
様
と
一
般
の
人
た
ち
が
関
わ

り
合
う
こ
と
が
祭
り
で
あ
り
、神
様
不

在
の
祭
り
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。そ
こ
に

は
奉
る
永
久
不
変
の
対
象
と
し
て
の

神
様
が
お
ら
れ
、絶
対
に
変
え
て
は
い

け
な
い
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
が

あ
り
ま
す
。た
だ
奉
る
方
は
、江
戸
時

代
に
は
江
戸
時
代
の
人
た
ち
、大
正
時

代
な
ら
大
正
時
代
の
人
た
ち
と
い
っ
た

具
合
に
変
わ
り
、そ
の
時
代
の
人
た
ち

の
感
性
も
違
っ
て
く
る
。祭
り
と
い
う

の
は
、そ
の
時
代
に
生
き
る
人
た
ち
が

い
か
に
自
分
が
感
動
し
躍
動
し
喜
ぶ

か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
、江
戸
時
代
の
祭
り
を
そ
の
ま

ま
今
の
時
代
に
持
っ
て
き
て
も
や
っ
ぱ

り
感
性
と
し
て
合
わ
な
い
か
ら
、そ
の

時
代
の
人
た
ち
が「
い
え
ー
い
！
祭
り

だ
！！
」っ
て
い
う
こ
の
喜
び
湧
き
上
が

る
も
の
を
い
い
意
味
で
演
出
を
し
な
い

と
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

編
集
部　

地
域
の
方
々
と
の
協
力
関

係
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

寺
井
宮
司　

祭
り
そ
の
も
の
へ
の
参

加
も
そ
う
で
す
が
、ダ
ス
ト
バ
ス
タ
ー

ズ
と
い
う
ゴ
ミ
退
治
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も

あ
り
ま
す
。お
祭
り
は
食
べ
物
ゴ
ミ
な

ど
が
沢
山
で
て
困
る
ん
で
す
が
、企
業

の
若
い
人
た
ち
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

申
し
出
が
あ
り
今
や
3
0
0
人
ぐ
ら

い
が
参
加
さ
れ
る
。他
に
も
観
光
客
誘

致
策
と
し
て
、川
沿
い
に
1
0
0
0
席

ぐ
ら
い
を
確
保
し
各
大
阪
市
内
の
ホ

テ
ル
に
連
絡
を
と
っ
て「
観
光
客
を
誘

致
し
て
く
だ
さ
い
」な
ど
と
い
う
こ
と

も
や
っ
て
お
り
、ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

が
外
国
人
留
学
生
を
毎
年
1
2
0
～

1
3
0
人
ほ
ど
招
待
し
た
り
も
し
て

い
ま
す
。

地
域
と
の
連
帯
感
を

積
極
的
に
考
え
て
築
い
た

地
域
社
会
と
の
円
滑
な
関
係

編
集
部　

地
域
社
会
と
の
ご
関
係
が

す
ご
く
密
接
だ
な
と
い
う
印
象
を
受

け
ま
す
ね
。

寺
井
宮
司　

密
接
と
い
え
ば
、昭
和

40
年
頃
か
ら
大
阪
天
満
宮
そ
ば
の
天

神
橋
商
店
街
と
連
携
し
て
い
ま
す
。

当
時
は
商
店
街
が
非
常
に
疲
弊
し
て

い
て
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
相
談
し
た
ら

「
天
神
橋
筋
商
店
街
は
大
阪
天
満
宮

と
表
裏
一
体
だ
、神
社
が
盛
ん
に
な
れ

ば
商
店
街
も
盛
ん
に
な
る
し
、商
店

街
が
賑
や
か
に
な
れ
ば
神
社
も
必
ず

賑
や
か
に
な
る
、両
者
が
力
を
合
わ
せ

れ
ば
天
神
橋
筋
は
開
け
る
は
ず
や
」と

言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。そ
れ
か
ら
50
年

経
ち
ま
し
た
が
、お
互
い
に
新
し
い
も

氏
子
さ
ん
や
地
域
の
た
め
、
常
に
前
向
き
に

大
阪
天
満
宮
を
中
心
に
地
域
の
活
性
化
へ
邁
進

大阪天満宮宮司

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

寺井 種伯

で
喜
び
が
倍
加
す
る
の
で
色
々
な
広

が
り
を
考
え
な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

編
集
部　

共
に
参
加
す
る
と
は
、具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

寺
井
宮
司　

例
え
ば
、女
性
に
祭
り

に
参
加
し
て
い
た
だ
く
ギ
ャ
ル
み
こ

し
。自
分
の
花
火
を
あ
げ
ら
れ
る
市

民
奉
納
花
火
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

一
発
5
0
0
0
円
位
ご
負
担
い
た
だ

く
の
で
す
が
、4
0
0
0
発
の
う
ち

1
0
0
0
発
が
こ
の
花
火
に
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
は
奉
納
い
た
だ
い
た
方

の「
祭
り
に
俺
た
ち
も
力
を
貸
そ
う
、

俺
た
ち
も
祭
り
に
参
加
し
よ
う
！
」と

い
っ
た
お
気
持
ち
の
現
れ
で
す
。

編
集
部　

天
神
祭
で
の
新
た
な
試
み

に
当
っ
て
留
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？

寺
井
宮
司　

立
派
な
方
に
も
の
を
差

し
上
げ
る
こ
と
を「
奉

た
て
ま
つ

る
」と
い
い
ま

す
よ
ね
。祭
り
と
い
う
の
は
、奉
ら
れ
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の
を
考
え
た
り
提
案
し
た
り
が
ず
っ

と
続
き
、商
店
街
も
非
常
に
人
通
り

が
増
え
ま
し
た
。「
神
社
は
氏
子
あ
っ

て
の
氏
神
だ
し
、氏
神
あ
っ
て
の
氏
子

だ
」と
の
考
え
の
も
と
商
店
街
と
の

協
力
体
制
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
ね
。他
に
は「
天
満
天
神
繁
昌

亭
」が
あ
り
ま
す
。今
の
桂
文
枝
さ
ん

か
ら「
天
満
天
神
で
寄
席
小
屋
を
持
ち

た
い
、こ
の
ま
ま
だ
と
上
方
落
語
が
潰

え
て
し
ま
う
」と
ご
相
談
が
あ
り
、伝

統
文
化
の
継
承
と
し
て
ご
協
力
致
し

ま
し
た
。

編
集
部　

地
域
と
の
関
係
構
築
に
あ

た
っ
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？

寺
井
宮
司　

私
は
小
学
生
の
頃
に
、

祖
父
か
ら「
神
社
と
い
う
も
の
は
氏
子

の
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し
た
も
の

だ
。だ
か
ら
氏
子
さ
ん
た
ち
に『
ご
本

殿
を
放
っ
て
お
く
と
雨
漏
り
し
ま
す

よ
。だ
か
ら
補
修
し
な
さ
い
よ
』と
申

し
上
げ
る
務
め
が
あ
る
。そ
れ
で
皆
さ

ん
か
ら
お
金
を
集
め
て
補
修
す
る
こ

と
が
神
主
の
務
め
だ
か
ら
、寄
付
の
お

願
い
は
決
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
じ
ゃ

な
い
」と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。さ
ら

に
、「
お
預
か
り
し
て
い
る
も
の
は
皆

様
に
役
立
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」と

も
言
わ
れ
ま
し
た
。私
も
こ
の
信
念
で

ず
っ
と
取
り
組
ん
で
お
り
、地
域
と
の

連
帯
感
を
積
極
的
に
考
え
て
き
ま
し

た
か
ら
、地
域
の
側
も「
せ
っ
か
く
天

神
さ
ん
あ
る
ね
ん
か
ら
天
神
さ
ん
を

な
ん
な
と
活
用
し
よ
う
」と
い
う
、そ

う
い
う
こ
と
が
働
い
て
円
滑
な
関
係
が

広
が
っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

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
に
対
し
て
一
言
お
願
い
で
き
ま
す

か
？

寺
井
宮
司　

神
道
は
い
わ
ゆ
る

religion

と
は
違
う
と
思
う
ん
で
す

よ
。日
本
人
の
伝
統
文
化
、日
本
人
と

し
て
の
伝
統
的
な
感
性
で
あ
り
も
っ

と
生
活
に
直
結
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
。

私
は
日
本
人
だ
か
ら
い
わ
ゆ
る
神
道

が
伝
統
的
に
D
N
A
と
し
て
あ
り
、

大
元
は
ご
先
祖
か
ら
い
た
だ
い
た
命
、

そ
し
て
こ
の
大
自
然
が
育
ん
で
く
れ

た
人
間
の
生
身
の
体
。そ
う
い
う
も
の

に
対
す
る
感
謝
の
表
現
と
い
う
も
の

が
神
道
そ
の
も
の
な
ん
だ
と
思
い
ま

す
し
、神
道
は
排
他
的
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。連
盟
や
協
会
に
そ
の
よ
う
な
核

の
部
分
を
伝
え
て
も
ら
い
、広
い
意
味

プロフィール　寺
て ら い

井 種
たね の り

伯
1933(昭和8)年8月、大阪市生まれ。関西学院大文学部、国学
院大神道専攻科卒。明治神宮権禰宜、大阪天満宮禰宜、四条
畷神社宮司を経て、1989(平成元)年大阪天満宮第57代宮司。
1999(平成11)年神職特級。2000(平成12)年国学院大学評議
員会議長、2004(平成16)年大阪府神社庁庁長、神社本庁常
務理事。これまでに、大阪府神社スカウト協議会理事長、全国
神社スカウト協議会副理事長などを歴任。

大
おおさかてんまんぐう

阪天満宮
〒530-0041　大阪市北区天神橋２丁目１番８号
TEL.06-6353-0025　http://www.tenjinsan.com/

で
の
宗
教
界
に
果
た
さ
れ
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
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東
京
・
新
宿
に
あ
る
大だ

い
り
ゅ
う
じ

龍
寺
は
、

1
6
6
1
（
寛
文
元
）
年
、
旗
本
猪

飼
半
左
衛
門
正
景
氏
の
発
願
に
よ

り
、
も
と
も
と
本
郷
に
あ
っ
た
草
庵

「
住
林
庵
」
が
移
さ
れ
、
勧
請
開
山

に
興
因
寺
十
七
世
太
盛
玄
尊
大
和

尚
を
迎
え
開
創
さ
れ
た
。
2
0
1
1

（
平
成
23
）
年
に
開
創
３
５
０
周
年

を
迎
え
た
歴
史
あ
る
お
寺
で
あ
る
。

現
在
は
「
定
例
坐
禅
会
」
や
「
朝
粥

の
会
」
な
ど
講
座
を
設
け
、
檀
家
と

と
も
に
地
域
住
民
と
の
つ
な
が
り
も

大
切
に
し
て
い
る
。
中
で
も
ガ
ラ
ス

ペ
ン
を
使
っ
た
写
経
が
今
注
目
を
浴

び
て
い
る
。

こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
写
経
の
発
案
者

で
あ
る
副
住
職
の
太お

お
た
け
ん
こ
う

田
賢
孝
氏
に
、

実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
お

話
を
伺
っ
た
。「
実
は
以
前
か
ら
毛

筆
以
外
で
の
写
経
が
頭
の
片
隅
に
あ

り
、
あ
る
時
、
文
具
店
を
営
む
檀
家

さ
ん
の
お
宅
で
ガ
ラ
ス
ペ
ン
を
拝
見

し
、
実
際
に
試
し
書
き
を
さ
せ
て
も

ら
っ
て『
こ
れ
だ
！
』と
思
い
ま
し
た
。

伝
統
的
な
写
経
に
ガ
ラ
ス
ペ
ン
を
用

い
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
興

味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い

か
、
お
寺
と
の
縁
を
持
っ
て
も
ら
え

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
」。

昨
今
は
パ
ソ
コ
ン
が
浸
透
し
、
世
の

中
で
は
、
文
字
は
“
入
力
”
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。「
ガ
ラ
ス
ペ
ン
は
、

非
常
に
色
彩
豊
か
で
繊
細
な
ガ
ラ

ス
工
芸
品
で
す
。
強
く
握
る
と
壊
れ

て
し
ま
い
そ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
ま

す
。
慣
れ
る
ま
で
は
、
取
り
扱
う
の

も
非
常
に
勇
気
が
必
要
で
す
。
で
も

そ
れ
が
逆
に
、
一
文
字
一
文
字
ば
か

り
か
一
画
一
画
を
慎
重
に
、丁
寧
に
、

書
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
文
字
を
書
く

と
い
う
こ
と
を
見
つ
め
直
す
最
高
の

機
会
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
」。
実
際
に
ガ
ラ
ス
ペ
ン
写
経
に

参
加
者
さ
れ
た
方
か
ら
も
「
お
寺
で

写
経
す
る
こ
と
自
体
、
初
め
て
の
体

験
で
し
た
の
で
、
あ
り
が
た
か
っ
た

で
す
。
あ
の
時
間
、
か
な
り
集
中
し

て
写
経
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た

と
自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い

う
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。「
ガ
ラ
ス

ペ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
購
入
し
て
い
た
だ

く
の
で
す
が
、
そ
の
ガ
ラ
ス
ペ
ン
で

書
か
れ
た
お
礼
状
を
頂
き
ま
し
た
。

と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
」
と
太

田
副
住
職
は
語
る
。

ガ
ラ
ス
ペ
ン
写
経
を
は
じ
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
催
し
物
を
企
画
す
る
太
田

副
住
職
。
そ
の
気
さ
く
な
人
柄
と
柔

軟
な
ア
イ
デ
ア
で
、
檀
家
や
近
隣
住

民
を
分
け
隔
て
す
る
こ
と
な
く
お
寺

の
門
戸
を
広
く
あ
け
て
い
る
。「
な
に

よ
り
も
、
お
寺
は
傷
つ
い
た
人
が
癒

さ
れ
、
心
の
健
や
か
さ
を
取
り
戻
す

大
切
な
場
で
あ
り
、
人
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
す
る
場
で
す
。
こ
の
お

寺
は
都
会
に
あ
り
近
く
に
大
学
も
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
寺
が
積

極
的
に
関
与
し
て
学
校
や
家
庭
で

は
つ
い
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
事
柄
に

つ
い
て
も
教
え
伝
え
る
機
会
に
な
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」。
次
々
と
新
た

な
講
座
を
開
き
、
そ
の
活
動
の
幅
を

徐
々
に
広
げ
て
い
る
太
田
副
住
職
。

慌
て
ず
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て

縁
を
結
ん
で
い
き
た
い
と
語
っ
て
い

た
。

曹洞宗

起
きうんざん

雲山 大
だいりゅうじ

龍寺
〒 162-0053
東京都新宿区原町 2-62
TEL03-3203-8394
http://blog.goo.ne.jp/kiun350/

東
京
・
曹
洞
宗
起
雲
山	

大
龍
寺
　
ガ
ラ
ス
ペ
ン
写
経

一
風
か
わ
っ
た
ガ
ラ
ス
ペ
ン
を
使
っ
た
写
経

柔
軟
な
ア
イ
デ
ア
が
お
寺
の
門
戸
を
広
く
あ
け
る

左上：副住職の太田賢孝氏。左下：ガラスペン写経の道具。右：昨年11月に実施されたガラスペン写経のようす。
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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。

「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
と
宿
坊

の
組
み
合
わ
せ
に
可
能
性
を
感
じ
て

い
ま
す
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
は

3
年
限
定
で
過
疎
地
域
に
移
住
す

る
公
務
員
制
度
。
2
0
0
9
（
平

成
21
）
年
の
開
始
以
降
、
こ
の
制
度

は
好
評
で
隊
員
数
は
年
々
増
え
続
け

て
い
ま
す
。
し
か
し
任
期
終
了
後
、

地
域
に
ど
う
根
付
い
て
い
く
か
が
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
縁
も
ゆ
か
り

も
な
い
地
域
に
飛
び
込
ん
だ
隊
員
が

ど
の
よ
う
に
地
元
で
生
活
を
築
く
か

は
、
隊
員
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
受
け

入
れ
る
自
治
体
や
住
民
も
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。

そ
こ
で
昨
年
末
に
行
わ
れ
た
の
が

「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
起
業
化
・
事

業
化
に
向
け
た
研
修
会
」
で
、
私
も

講
師
の
一
人
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。

日
本
全
国
ど
こ
に
で
も
あ
る
お
寺
や

神
社
と
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
が
組

み
「
お
寺
や
神
社
と
組
め
ば
こ
れ
ま

で
と
違
っ
た
町
作
り
が
で
き
る
よ
」

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
案
し
ま
し

た
。
私
が
示
さ
せ
て
頂
い
た
の
が
、

上
の
図
で
す
。
お
寺
Ａ
、
Ｂ
を
兼
務

し
て
い
る
住
職
に
、
新
た
に
お
寺
Ｃ

も
管
理
し
て
ほ
し
い
と
い
う
話
が
来

た
と
し
ま
す
。
し
か
し
年
に
数
件
程

度
の
お
葬
式
で
は
そ
ん
な
に
た
く
さ

ん
お
寺
を
管
理
し
き
れ
な
い
と
い
う

話
は
よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
こ
で
地
域

お
こ
し
協
力
隊
が
、
お
寺
Ｃ
に
入
っ

て
宿
坊
と
し
て
運
営
す
る
。
住
職
は

お
寺
の
法
事
や
お
葬
式
、
宗
教
対
応

が
必
要
な
時
に
の
み
顔
を
出
し
、
施

設
管
理
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
お

任
せ
す
る
。
こ
れ
は
管
理
で
き
ず
に

お
寺
が
荒
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
盗
難

被
害
に
あ
っ
た
り
す
る
よ
り
は
、
住

職
に
と
っ
て
も
お
寺
Ｃ
の
檀
家
さ
ん

に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
地
域
お
こ
し

協
力
隊
に
と
っ
て
も
良
い
関
係
が
築

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
も
う
一つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し

て
、
す
で
に
廃
寺
化
し
て
い
る
お
寺

を
地
域
お
こ
し
協
力
隊
が
宿
坊
に
す

る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
頭
を

ひ
ね
っ
て
い
け
ば
、
こ
の
２
つ
の
形
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

お
寺
を
持
た
な
い
僧
侶
が
お
寺
Ｃ
に

入
っ
て
も
、
い
き
な
り
地
域
に
溶
け

込
む
の
は
難
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
お
寺
Ａ
の
住
職
と
協
力
す
る

こ
と
で
、
お
寺
Ｃ
の
宿
坊
に
し
っ
か

り
と
関
わ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

私
が
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
予
測
す

る
上
で
重
要
視
し
て
い
る
キ
ー
ワ
ー

ド
に
「
産
宗
官
」
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
産
学
官
に
な
ぞ
ら
え
て
私
が
勝

手
に
考
え
た
言
葉
で
す
が
、
ビ
ジ
ネ

ス
・
宗
教
・
行
政
が
手
を
結
ぶ
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
モ

デ
ル
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
分
野
に

お
い
て
全
国
寺
社
観
光
協
会
の
宿
坊

創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
先
端

事
業
で
は
な
い
か
と
期
待
を
込
め
て

い
ま
す
。

宿坊研究会レポート

僧侶 都心 地方

無
住
で

朽
ち
て
い
く
だ
け 廃寺

お
寺
や
お
墓
が

荒
れ
る
と
困
る

お寺A

お寺B

住職

これ以上、
管理しきれない

前住職

お寺C

後継ぎは
いません

地域おこし協力隊

住職として入れる
お寺がほしい

宿として運営
施設の維持管理

檀家

左：地域おこし協力隊起業化・事業化に向けた研修会の様子。

兼務住職を救う「地域おこし協力隊」と組むモデル
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦

第6回

右：寺社と地域おこし協力隊が組むモデル図

宿坊新規開設をご検討の寺社様・運営に関する
お悩みを抱える宿坊様へ
全国寺社観光協会のコンサルタントがサポートします !

■お問い合わせ先
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 10F
TEL:06-6360-9838　FAX:06-6360-9848　e-mail:info@jisya-kk.jp

 サポート1  宿坊開設の計画・立案から、各種手続きなどトータルでサポートします。
 サポート2  営業開始後も継続的に集客プロモーションなど運営についてもサポートします。
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加藤木魚製造所
〒491-0827
愛知県一宮市三ツ井2-24-19
TEL.0586-77-0277
http://www.c-d-k.ne.jp/～
mokugyo/

　
昔
な
が
ら
の
手
法
で

　   

心
地
よ
い
音
を
生
み
出
す

１. 二代目・加藤春男さんが、
取っ手の部分と本体表面に
彫刻を施すところ

２. 中彫りと呼ばれる、特殊な
形状のノミで木魚の中をくりぬ
く作業

３.ノミでくりぬかれた内部の表
面。共鳴板と呼ばれる板は、
木魚の内部にあり肉眼でも見
づらいところにある

４. 中彫りに使用する中彫りノ
ミ。長い柄の先に丸ノミ状の
刃が付いている

５. 中彫りができると、1～ 3
年ほど陰干しして乾燥させる

６. 龍彫りと呼ばれる取っ手の
意匠。龍のダイナミックな造
形と複雑な装飾を刻む、木魚
職人の腕の見せ所

７. 作業場の様子 1

2

3

4

5

67

「
ポ
ク
ポ
ク
ポ
ク
ポ
ク
⋮
⋮
」
お
経

を
唱
え
る
と
き
に
欠
か
せ
な
い
木
魚
。

ふ
く
よ
か
な
音
色
で
一
定
の
リ
ズ
ム
を

刻
む
木
魚
の
産
地
、
愛
知
県
一
宮
市
に

あ
る
創
業
80
年
を
越
え
る
加
藤
木
魚

製
造
所
の
二
代
目
・
加
藤
春
男
さ
ん
と

三
代
目
・
寿
和
さ
ん
に
話
を
伺
っ
た
。

「
最
近
は
中
国
製
の
安
価
な
木
魚

が
出
回
り
、
国
内
の
職
人
は
減
る一
方
。

私
が
知
る
限
り
、
愛
知
県
に
工
房
が

6
軒
、
職
人
は
11
名
し
か
い
な
い
」
と

春
男
さ
ん
。
輸
入
品
と
昔
な
が
ら
の

手
法
で
つ
く
ら
れ
た
木
魚
の
違
い
は
、

や
は
り
音
。「
木
を
ノ
ミ
で
く
り
ぬ
く
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
い
い
音
が
出
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
。
共
鳴
板
の
役
割
を
す
る
木

を
1
枚
残
す
こ
と
で
、
音
に
深
み
が
増

す
ん
だ
」。
木
を
く
り
ぬ
く
作
業
＝
中

彫
り
は
、
ま
さ
に
職
人
技
。
同
時
に
、

共
鳴
板
と
呼
ば
れ
る
木
を
1
枚
残
す

の
は
、
機
械
で
は
と
う
て
い
真
似
の
で

き
な
い
作
業
で
あ
る
。

仏
具
問
屋
か
ら
の
発
注
が
ほ
と
ん
ど

の
た
め
、
実
際
に
つ
く
っ
た
木
魚
が
ど

こ
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
知
る
術
は
な

い
が
「
テ
レ
ビ
を
見
と
っ
た
ら
、
比
叡

山
延
暦
寺
で
私
の
つ
く
っ
た
木
魚
が
使

わ
れ
て
い
た
」。
脱
サ
ラ
後
、
職
人
の

道
を
志
し
た
息
子
の
寿
和
さ
ん
を
前

に「
こ
の
仕
事
に一人
前
は
な
い
。
た
だ
、

い
い
音
を
聞
き
分
け
る
耳
に
は
寿
命
が

あ
る
。
早
く
息
子
に
、
技
を
会
得
し
て

も
ら
わ
な
い
と
」
と
お
だ
や
か
な
笑
顔

を
見
せ
た
。

右、二代目・加藤春男さん。
1936（昭和11）年生まれ。
この道一筋約50年の大ベ
テラン。左、三代目・加藤寿
和さん。1964（昭和39）年
生まれ。春男さんの長男。
約5年のサラリーマン生活
経てこの世界へ。

職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑
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美
み は た じ ん じ ゃ

波多神社
〒 518-0611
三重県名張市新田
1087

TEL.0595-65-1220

佐久真 みゆき
美波多神社　宮司

大阪市城東区生まれ。転勤族の
家庭に育ち、中学３年のとき三
重県名張市へ移住。1998（平成
10）年 皇學館大学文学部神道学
科卒業。同年４月に美波多神社の
禰宜に。2003（平成15）年３月か
らは宮司。現在、美波多神社以外
に４社を兼務する。

神職全員が男性という三重県名張市の神社界
に、一人の女性が飛び込んだ。美

み は た じ ん じ ゃ

波多神社の佐
久真みゆき宮司がその人である。「大学４年の秋、
隣人だった総代御子息から美波多社神社の後継話
が舞い込みました。図書館司書志望でしたが“これ
も御縁”と面接に臨み、正式要請を受け卒業後、
禰宜に。春には奉職から丸 18 年を迎えます」。
一年間は先代宮司の下、見習いとして過ごす予
定が８月に体調不良で宮司が退職、約 4ヶ月で独
り立ちを余儀なくされる。右も左もわからない状況の
なか、はじめは周囲を質問攻めにしたという。「総
代は孫に相対するような気持ちで支えてくださったと
思います」。一方、女性ならではの苦労も。「着
替え場所がなかったり、神職＝男性の意識が根強
く『女に拝んでほしくない』とお祓いを断られたこと
もありました。定年後奉職された男性は私よりも年
長ですが、神職としての年数は私より短いこともあり
ます。他にも、年齢と立場が必ずしも一致しないの
で、本来私が上座となるところも周囲の気配次第
で自ら末席を選ぶこともあります」。慣習に抗わず、
融和しながら信頼を培ってきた。女性神職の影響
なのか、以前と比べ神社の安産祈願者が増えた
という。2012（平成 24）年 4月、20 年に一度の
式年造営へ臨んだ。「準備は3年前から。資料頼
りの点も多く大変でしたが、神社最大の行事をやり
遂げ、地域住民との一体感がいっそう増したと感じ
ています」。
現在、市の女性神職は２人増え３人に。確かな
道筋をつけた今、地域活性に向けた活動にも意欲
的。「大学で日本神話を学んでいましたから、子ど
も向けに神話の話し会を開きたいです。後輩宮司
と一緒にしめ縄作りや田植えも行いたいですね。獅
子舞保存会の復活やホームページの開設なども総
代さんはじめ氏子の皆さんの賛同を得ながら焦らず
進めていきたいと思います」。
導かれるように踏み出した神職の道。「辞めたい

と思ったことは一度もありませんが向いているかどう
は今もわかりません」。向き不向きを超えたところに
あるのが天命かもしれない。気負いなく自然体で地
域の心の拠り所を守る佐久真宮司は、人々の暮ら
しに溶け込む神道を体現しているかのようだった。

しなやかに切り拓いた女性神職の道活 性 人
寺社を活性化させる
キーパーソンに聞く
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屋
外
で
地
域
の
人
々
が
和
や
か
に

卓
球
を
し
て
い
る
光
景
か
ら
、「
ピ

ン
ポ
ン
寺
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
る

徳と

く

ぞ

う

じ

蔵
寺
。
同
寺
を
象
徴
す
る
存
在
で

あ
り
、
栃
木
県
の
有
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
の
が
、
木
造
の
「
五
百

羅
漢
尊
」
だ
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
高

く
盛
ら
れ
た
台
座
の
四
面
そ
れ
ぞ
れ

に
十
段
を
設
け
、
羅
漢
の
小
座
像
が

整
然
と
並
ぶ
姿
は
圧
巻
。「
江
戸
時

代
後
期
に
絹
織
物
の
運
搬
で
栄
え
た

地
元
の
廻
船
問
屋
5
軒
が
、
そ
の
中

で
も
萬よ

ろ
ず
や屋

さ
ん
を
中
心
に
奉
納
さ
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
住

職
の
源げ

ん
だ
こ
う
ち
ょ
う

田
晃
澄
さ
ん
。

像
に
は
全
体
に
朱
が
塗
ら
れ
、
そ

の
上
か
ら
金
泥
・
金
粉
で
優
雅
な
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

全
部
で
5
1
3
体
あ
り
、
い
ず
れ
も

一
木
造
り
で
精
緻
な
彫
眼
仕
上
げ(

目

を
木
か
ら
彫
り
出
し
彩
色
な
ど
で
表

現
す
る
技
法)

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

五
百
羅
漢
尊
が
納
め
ら
れ
て
い
る「
羅

漢
堂
」
は
、
漆
喰
塗
り
土
蔵
造
り
で
、

1
8
1
3
（
文
化
10
）
年
頃
に
建
て

ら
れ
た
宝
形
造
り
の
建
物
で
あ
る
。

5
年
ほ
ど
前
に
は
堂
前
に
小
窓
付
き

の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
設
置
。
堂
内
に
は

L
E
D
照
明
を
導
入
し
、
空
調
に

も
細
心
の
注
意
を
払
う
な
ど
後
世
に

伝
え
る
べ
く
様
々
な
措
置
が
取
ら
れ

て
い
る
。
事
前
に
連
絡
を
入
れ
れ
ば
、

可
能
な
限
り
住
職
自
ら
が
詳
し
く
説

明
し
て
く
れ
る
と
の
こ
と
だ
。

一
木
造
り
の
小
座
像
が
ず
ら
り
並
ぶ
様
は
圧
巻

五ご

ひ

ゃ

く

ら

か

ん

ぞ

ん

百
羅
漢
尊 

附
つ
け
た
り 

羅ら

か

ん

ど

う

漢
堂

(上)ピラミッド型の台に十段設けられている
(右)各段の角には羅漢の立像が置かれている
(右上)中央檀上には阿弥陀三尊像を置く
(右下)羅漢堂外観。同寺は他「愛染明王像」
など計4つの文化財を保有

天台宗

乾
けんこんざん

坤山 東
とうようこういん

曜光院 徳
と く ぞ う じ

蔵寺
〒326-0023
栃木県足利市猿田町9-3
TEL. 0284-41-8621
http://www.watv.ne.jp/̃tokuzoji/

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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栃
木
県
鹿
沼
市
の
今い

ま
み
や
じ
ん
じ
ゃ

宮
神
社
。
そ

の
歴
史
は
古
く
、
7
8
2
（
延
暦
元
）

年
、
日
光
二
荒
山
神
社
の
分
社
的

存
在
と
し
て
、
現
在
地
よ
り
お
よ
そ

5
0
0
メ
ー
ト
ル
北
の
「
御
所
の
森
」

に
鎮
座
さ
れ
た
。
1
5
3
4
（
天
文

3
）
年
、
こ
の
地
方
を
勢
力
圏
と
し

た
壬み

ぶ

つ

な

ふ

さ

生
綱
房
が
鹿
沼
城
の
鎮
護
神
と

し
て
現
在
地
に
遷
座
し
、
壬
生
氏
滅

亡
後
は
日
光
西
街
道
・
鹿
沼
宿
の
氏

神
と
し
て
、
人
々
か
ら
の
厚
い
信
仰

を
受
け
て
今
に
至
っ
て
い
る
。

現
在
の
県
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
本
殿
は
1
6
8
1
（
延
宝

9
）
年
に
改
築
さ
れ
た
も
の
で
、
近

世
初
期
の
神
社
建
築
の
特
徴
を
よ
く

留
め
て
い
る
。
こ
の
本
殿
の
装
飾
彫

刻
は
、
幕
末
期
の
1
8
4
6
（
弘
化

3
）
年
に
地
元
の
彫
物
大
工
・
石
塚

吉
明
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
も
の
。
東

側
の
銅
羽
目
に
は
天
女
、
西
側
に
は

龍
と
男
性
、
背
面
に
は
鳳
凰
が
細
密

に
彫
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
何
を
表
現

し
て
い
る
か
正
式
な
記
録
は
残
っ
て

い
な
い
。
本
殿
の
位
置
が
高
い
た
め
、

背
面
の
彫
刻
は
本
殿
裏
の
小
山
の
上

か
ら
ほ
ぼ
同
じ
目
線
で
見
ら
れ
る
も

の
の
、
東
・
西
側
の
彫
刻
は
下
か
ら

仰
ぎ
見
る
か
た
ち
だ
。
今
後
は
18
年

後
の
遷
座
5
0
0
年
に
向
け
て
彩

色
が
施
さ
れ
れ
ば
と
期
待
し
て
お
り
、

地
元
の
名
工
の
力
作
が
再
び
鮮
や
か

な
色
を
取
り
戻
す
日
が
待
ち
望
ま
れ

て
い
る
。

地
元
の
名
工
に
よ
る
彫
刻
が
見
事

本
殿
・
石
塚
吉
明
彫
刻

今
いまみやじんじゃ

宮神社
〒322-0068
栃木県鹿沼市今宮町1692 
TEL.0289-62-2679
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1

2

3

4

瓢
箪
が
つ
な
ぐ
一
衣
帯
水
の
物
語

朝
鮮
半
島
最
古
の
正
史
で
あ
る「
三

国
史
記
」
に
は
、
わ
が
国
と
古
代
朝

鮮
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
す
い
く
つ

か
の
逸
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、
新
羅
本
紀
は
始
祖

と
な
る
赫か

く
き
ょ
せ
い

居
世
が
瓢ひ

ょ
う
た
ん箪
形
の
大
き
な

卵
か
ら
生
ま
れ
た
と
語
っ
て
い
る
。
新

羅
（
辰
韓
）
で
は
瓢ひ

さ
ご

の
こ
と
を
パ
ク

と
発
音
し
、
故
に
同
音
の
朴
を
姓
と

し
た
と
あ
る
。
こ
の
赫
居
世
が
即
位

を
果
た
し
た
七
年
後
（
Ｂ
Ｃ
50
）、「
倭

人
が
出
兵
し
、
新
羅
の
辺
境
に
侵
入

し
よ
う
と
し
た
が
、
始
祖
の
威
徳
を

畏
れ
、
引
き
返
し
た
」
と
、
倭
の
名

前
が
初
出
す
る
。
そ
し
て
、
隣
国
・

馬
韓
と
の
辣
腕
交
渉
役
と
し
て
瓠ほ

ご

ん公

と
い
う
重
臣
が
登
場
す
る
が
、
そ
の

人
物
を
「
も
と
も
と
倭
人
で
、
昔
、

瓠ひ
さ
ご

を
腰
に
さ
げ
、
海
を
渡
っ
て
新
羅

に
来
た
」
と
呼
名
の
謂
れ
を
説
明
し

て
い
る
。

次
に
第
２
代
王
・
南な

ん

か

い

じ

じ

ゆ

う

解
次
次
雄
の

娘
を
王
妃
に
娶
り
、
第
４
代
の
王
位

を
継
い
だ
脱た

れ解
王
に
つ
い
て
の
記
述
が

興
味
深
い
。「
脱
解
は
昔
、
多た

ば

な

婆
那

国
で
生
ま
れ
た
。
そ
の
国
は
倭
国
の

東
北
一
千
里
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
昔

そ
の
国
王
が
女
国
の
王
女
を
娶
っ
て

妻
と
し
、
妊
娠
し
て
七
年
た
っ
て
、

大
卵
を
生
ん
だ
」
と
そ
の
出
生
譚
を

記
す
。
卵
と
は
不
吉
で
あ
る
と
多
婆

那
王
が
処
分
を
指
示
す
る
も
、
王
妃

は
密
に
宝
物
と
一
緒
に
箱
に
入
れ
海

へ
流
す
。
そ
の
箱
は
辰
韓
の
阿あ

じ

ん

ぽ

珍
浦

（
慶
北
月
城
郡
）
に
流
れ
着
く
が
、

一
羽
の
鵲

か
さ
さ
ぎ

が
随
っ
て
い
た
の
で
、
鵲
の

偏
で
あ
る
昔せ

き

を
脱
解
の
姓
と
し
た
と

あ
る
。
こ
れ
が
三
姓
（
朴
・
昔
・
金
）

の
王
家
で
成
り
立
つ
新
羅
の
昔
王
朝

の
開
創
に
ま
つ
わ
る
譚
で
あ
る
。
そ
の

脱
解
で
あ
る
が
、
前
述
の
倭
人
・
瓠

公
が
住
む
吉
兆
の
相
を
示
す
土
地
を

騙
し
奪
り
、
新
羅
千
年
の
王
都
と
な

る
新し

ん
う
ぉ
る
そ
ん

月
城
を
築
い
た
と
奇
怪
な
話
を

伝
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
王
位

を
禅
譲
さ
れ
た
脱
解
は
瓠
公
を
重
用

し
最
高
官
位
の
大
輔
に
任
じ
、
彼
の

母
国
で
あ
る
倭
国
と
国
交
を
結
ん
だ

と
あ
る
。

ま
た
、
脱
解
王
が
あ
る
夜
、
鶏
鳴

が
聴
こ
え
る
林
の
中
を
探
さ
せ
た
と

こ
ろ
、
木
の
枝
に
金
色
に
耀
く
小
箱

が
ぶ
ら
下
が
り
、
そ
こ
で
白
鶏
が
鳴

い
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
金
の
箱
に

は
男
児
が
居
り
、
そ
れ
に
因
み
、
そ

の
姓
を
金
と
し
た
。
こ
の
子
が
後
に

新
羅
・
金
王
朝
の
宗
祖
と
仰
が
れ
る

閼あ

つ

ち智
で
、
新
羅
の
国
号
と
な
る
鶏
林

も
こ
の
降
誕
説
話
に
由
来
す
る
。
そ

し
て
、
閼
智
を
見
つ
け
出
し
た
人
物

が
ま
た
も
や
瓠
公
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
新
羅
王
朝
を
構
成
す

る
三
王
家
の
成
立
に
、
悉
く
、
謎
め
い

た
符
牒
の
よ
う
に
瓢
箪
や
匏ひ

さ
ご

が
纏
わ

り
つ
い
て
い
る
こ
と
は
実
に
奇
妙
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
倭
国
と

新
羅
王
朝
の
濃
密
と
も
見
え
る
交
流

の
痕
跡
は
、
新
羅
本
紀
が
載
せ
る
倭

国
と
の
軍
事
・
外
交
に
関
す
る
51
件

に
も
お
よ
ぶ
具
体
的
詳
述
、
多
婆
那

国
が
丹
波
と
も
但た

じ

ま馬
と
も
比
定
さ
れ

る
こ
と
お
よ
び
日
本
書
紀
な
ど
が
語

る
半
島
と
の
和
戦
綯な

い

ま交
ぜ
の
応
酬
と

も
併
せ
、
朝
鮮
半
島
と
倭
国
の
王
統

の
流
れ
の
深
層
で
融
け
合
う
抜
き
差

し
な
ら
ぬ
関
係
を
垣
間
見
る
よ
う
で

面
白
い
。

即
ち
、
紀
の
垂
仁
天
皇
３
年
（
Ｂ

Ｃ
27
）
に
は
、
七
種
の
神
宝
を
携
え

た
新
羅
の
王
子
・
天あ

め
の
ひ
ぼ
こ

日
槍
が
但
馬
国

に
定
住
し
た
と
あ
る
。
ま
た
雄
略
紀

で
は
、
強
大
化
す
る
高
句
麗
を
避
け

百
済
か
ら
亡
命
し
て
い
た
末ま

た

お

う

多
王
を

筑
紫
の
兵
に
護
送
さ
せ
、
第
24
代
百

済
王
・
東と

う
せ
い
お
う

城
王
と
し
て
擁
立
さ
せ
た

と
記
す
。
さ
ら
に
時
代
は
下
り
、
桓

武
天
皇
の
母
・
高た

か
の
に
い
が
さ

野
新
笠
が
百
済
・

武ぶ

ね

い

お

う

寧
王
の
後
裔
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

慮お
も
ん
ぱ
かる
と
、
古
代
社
会
が
も
つ
無
邪
気

な
ま
で
の
自
儘
さ
や
あ
ま
り
に
無
防

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 新羅王朝の王墓・慶州　大陵苑
2 新羅　慶州　鶏林の古木
3 新羅　慶州　新月城跡
4  天橋立　左隅の木立に籠神社
5 丹後国一之宮　籠神社
6 籠神社奥宮・真名井神社拝殿
7 匏宮（よさのみや）の石碑と真名井神社二
之鳥居

5

6

7

備
な
そ
の
歴
史
景
観
に
、
国
境
と
い

う
頸く

び

き城
に
苛
ま
れ
る
現
代
国
家
と
較

べ
、
痛
快
と
も
呼
べ
る
風
通
し
の
良

さ
、
愉
快
さ
さ
え
覚
え
ず
に
は
お
ら

れ
な
い
。

そ
こ
で
想
像
を
た
く
ま
し
く
し

て
み
る
。
仮
に
倭
国
を
九
州
の
一

地
域
と
見
做
し
、
試
み
に
筑
紫
国

の
和め

か

り

布
刈
神
社
と
、
丹
波
国
の

比ひ

ぬ

ま

な

い

沼
麻
奈
為
神
社
ま
た
但
馬
国
の

出い

ず

し石
神
社
と
の
位
置
関
係
を
探
っ
て

み
る
。
す
る
と
、
方
角
は
共
に
東
北

東
、
距
離
は
４
１
３
ｋ
ｍ
あ
る
い
は

３
９
５
ｋ
ｍ
と
い
う
計
算
に
な
る
。
新

羅
本
紀
の
「
多
婆
那
国
は
倭
国
の
東

北
一
千
里
（
４
０
０
ｋ
ｍ
）
に
あ
る
」

と
の
表
記
に
見
事
に
一
致
す
る
。
ま

さ
に
“
び
っ
く
り
ポ
ン
や
”
の
話
に
な

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
話
題
は
な
ぜ
か
一
挙
に
天

橋
立
へ
。
こ
の
白
砂
青
松
の
細
長
い

砂
洲
は
、
神
代
の
昔
、
高
天
原
の

伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
が
当
地
に
住
む
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

弉
冉
尊

と
逢
瀬
を
重
ね
る
往
来
に
用
い
た
梯

子
が
倒
れ
た
も
の
だ
と
丹
後
国
風
土

記
逸
文
は
伝
え
る
。
そ
の
梯
子
を
上

古
に
は
神
域
と
し
、
近
代
に
は
境
内

を
貫
く
参
道
と
し
た
と
い
う
何
と
も

豪
快
な
神
社
が
あ
る
。
天
橋
立
北
端

か
ら
至
近
に
位
置
す
る
丹
後
一
宮
・

籠こ
の

神
社
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
内
・

外
宮
の
御
祭
神
で
あ
る
天
照
大
神
と

豊
受
大
神
が
共
に
四
年
間
を
こ
こ
で

過
ご
し
た
こ
と
か
ら
元
伊
勢
と
も
呼

ば
れ
る
古
い
格
式
を
誇
る
大
社
で
あ

る
。こ

の
奥
宮
が
豊
受
大
神
を
祀
る
真

名
井
神
社
で
あ
る
。
神
体
山
た
る

天あ
ま
の
か
ご
や
ま

香
語
山
の
南
麓
の
真ま

な

い

が

は

ら

名
井
原
に
鎮

座
す
る
が
、
往
古
、
こ
の
地
は
匏よ

さ
の
み
や宮

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
瓢
箪
の
総
称
で

も
あ
る
匏ひ

さ
ご

の
宮
で
あ
る
。
そ
の
由
緒

を
『
丹
後
風
土
記
残
欠
』
は
、「
真
名

井
原
の
傍
ら
に
生
え
た
匏ひ

さ
ご

で
泉
水
を

汲
み
、
豊
受
大
神
に
神し

ん
せ
ん饌
と
し
て
供

え
、長
ら
く
大
神
に
奉
仕
し
た
の
で
、

真
名
井
原
を
匏よ

さ
の
み
や宮

と
称
し
た
」
と
記

す
。
ま
た
、「
国
宝
・
海あ

ま

べ部
氏
（
籠
神

社
世
襲
宮
司
）
勘
注
系
図
」
は
、
竪

系
図
の
脇
に
「
於
磐
境
傍
、
生
二
天

吉
葛
一
。
天
香
語
山
命
採
二
其
匏
一
、

汲
二
真
名
井
之
清
泉
一
、
乃
調
二

－

度

神
饌
一
、而
厳
祭
奠
。
故
曰
二
匏
宮
一
。

匏
、訓
二
与
佐
一
。」と
の
割
注
を
付
し
、

天あ
ま
の
よ
さ
づ
ら

吉
葛
（
瓢
箪
）
と
匏
宮
の
奇
し
き

由
縁
を
残
し
て
い
る
。
紀
は
素
戔
嗚

尊
の
逆
心
の
疑
い
を
晴
ら
す
天
照
大

神
と
の
誓う

け

い約
の
場
面
で
重
要
な
役
割

を
果
た
す
聖
泉
を
“
天
の
真
名
井
”

と
呼
ぶ
。
そ
の
聖
な
る
名
を
冠
す
真

名
井
原
の
地
に
天
吉
葛
に
因
む
王
国

の
都
、
匏よ

さ
の
み
や宮

が
あ
っ
た
。
し
か
も
、『
風

土
記
残
欠
』
は
丹
後
国
五
郡
の
ひ
と

つ
与
佐
郡
の
本
々
の
字
は
「
匏よ

さ

」
で

あ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
瓢
箪
に
因
縁

を
も
つ
脱
解
王
の
出
生
地
は
匏
宮
で

あ
る
と
す
る
の
を
一
概
に
荒
唐
無
稽

と
決
め
つ
け
る
の
は
な
ん
と
も
鼻
白

む
話
に
な
る
の
で
あ
る
。

韓
国
語
で“
ひ
さ
ご
”の
こ
と
を“
パ

ガ
ジ
”
と
発
音
す
る
。
現
在
、
籠
神

社
が
鎮
座
す
る
地
域
の
古
称
は
拝は

や

し師

郷
で
あ
っ
た
。
与
謝
郡
七
郷
の
ひ
と
つ

拝は

や

し師
が
“
パ
ガ
ジ
”
か
ら
転て

ん

か訛
し
た

も
の
だ
と
考
え
る
と
、
か
つ
て
こ
の
地

が 

“
バ
ガ
ジ
”
と
朝
鮮
半
島
の
言
葉

で
呼
ば
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
え

て
く
る
か
ら
不
思
議
だ
。

上
古
、
丹
波
国
に
あ
っ
た
瓢
箪
の

都
、
匏
宮
。
崇
神
天
皇
の
御
世
、
神

託
に
よ
り
大
和
の
瑞み

づ
か
き
の
み
や

籬
宮
を
発
っ
た

天
照
大
神
が
三
輪
山
の
笠か

さ
ぬ
い
む
ら

縫
邑
を
経

て
、
お
伴
の
倭や

ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

姫
命
に
よ
り
与
謝
郡

へ
導
か
れ
た
と
伊
勢
神
道
の
一
書
・

『
倭や

ま
と
ひ
め
の
み
こ
と
せ
い
き

姫
命
世
記
』
は
そ
の
遍
歴
の
道

を
綴
る
。
87
年
間
に
亘
る
天
照
大

神
の
大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
遍
歴
の
道

程
か
ら
抹
消
さ
れ
た
与
謝
郡
滞
在
の

事
実
。
こ
の
与
謝
郡
は
、
後
世
、
雄

略
帝
に
よ
る
暗
殺
を
怖
れ
た
顕け

ん
ぞ
う宗

・

仁に
ん
け
ん賢

天
皇
兄
弟
が
大
和
を
脱
出
し
、

最
初
に
身
を
隠
し
た
処
で
あ
る
と
紀

は
書
き
記
す
。
こ
の
こ
と
は
大
和
王

朝
に
面
従
腹
背
す
る
纏ま

つ

ろ
わ
ぬ
豪
族

が
丹
波
国
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

窺
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

倭
国
か
ら
東
北
一
千
里
に
あ
る
多

婆
那
国
の
国
つ
神
・
豊
受
大
神
を
祀

る
王
家
あ
る
い
は
別
系
統
の
天
つ
神

で
あ
る
天あ

ま
の
ほ
か
り
の
み
こ
と

火
明
命（
籠
神
社
の
祭
神
）

を
戴
く
王
家
。
そ
の
一
党
の
誰
か
が

瓢
箪
を
ひ
っ
さ
げ
て
日
本
海
を
渡
り

新
羅
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
王
子
が

朝
鮮
半
島
へ
漂
着
す
る
・
・
・
。

丹
後
半
島
匏よ

さ
の
み
や宮

、
日
本
海
、
朝
鮮

半
島
東
岸
の
新
羅
。
ま
さ
に
瓢
箪
が

つ
な
ぐ
一
衣
帯
水
の
物
語
で
あ
る
。

23 JANUARY 2016



一
般
社
団
法
人
全
日
本
社
寺
観

光
連
盟
（http://jtast.jp/
）
で

は
、
社
寺
を
中
心
と
す
る
観
光
事

業
の
健
全
な
発
展
と
観
光
文
化
の
向

上
と
い
う
連
盟
の
事
業
目
的
に
基
づ

き
、
今
後
、
社
寺
を
巡
る
モ
デ
ル
コ
ー

ス
を
ご
紹
介
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ

の
第
一
弾
と
し
て
、
東
京-

横
浜
間

に
位
置
す
る
四
つ
の
大
本
山
を
巡
る

「
京
浜
四
大
本
山
巡
り
」
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

京
浜
四
大
本
山
巡
り
と
は
？

芝
・
増
上
寺
、
池
上
・
本
門
寺
、

川
崎
大
師
・
平
間
寺
、
鶴
見
・
總
持

寺
は
国
道
一
号
線
沿
線
上
に
ほ
ぼ
一
直

線
に
位
置
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派

を
代
表
す
る
大
寺
で
す
。

現
今
の
世
情
を
見
る
と
、
随
所
に

ゆ
が
み
を
生
じ
、
仏
教
を
基
盤
と
し

て
私
た
ち
の
先
人
達
が
営
々
と
築
い

て
き
た
伝
統
で
あ
る
日
本
的
心
情
も

失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

日
本
人
の
精
神
の
大
本
に
な
る

教
え
を
、
そ
の
佇
ま
い
も
含
め
て
常

に
発
信
し
続
け
て
き
た
の
が
お
寺
で

す
。
特
に
大
本
山
は
そ
の
た
め
の
一
大

拠
点
で
す
。

今
、
仏
教
各
宗
・
各
寺
が
手
を
携

え
て
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
き
と
考
え
て
い
ま
す
。
幸
い

に
も
至
近
の
区
域
に
あ
る
四
大
本
山

が
そ
れ
ぞ
れ
の
佇
ま
い
の
特
色
や
伝

統
の
魅
力
を
生
か
し
、
現
代
を
生
き

て
い
る
人
々
が
イ
キ
イ
キ
生
き
る
た

め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

専
用
朱
印
帳（
結
願
記
念
）

京
浜
四
大
本
山
巡
り
に
は
専
用

朱
印
帳
が
ご
ざ
い
ま
す
。
各
本
山
に

て
御
朱
印
を
お
受
け
く
だ
さ
い
。
全

本
山
の
御
朱
印
を
お
受
け
頂
き
ま
す

と
、
結
願
記
念
と
し
て
飾
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
各
本
山
に
て
御
朱
印
を
頂
く
際

は
、
御
朱
印
代
を
お
納
め
く
だ
さ
い
。

日
帰
り
バ
ス
旅
行
を
企
画

東
急
電
鉄
で
は
、「
京
浜
四
大
本

山
巡
り
」
を
1
日
で
体
験
で
き
る
、

日
帰
り
バ
ス
旅
行
を
各
本
山
の
ご
協

力
を
得
て
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
各

本
山
で
は
、
御
朱
印
を
頂
戴
す
る
だ

け
で
な
く
、
縁
起
の
ご
紹
介
と
本
殿

参
拝
と
境
内
案
内
を
受
け
ら
れ
る
、

他
に
は
無
い
、
特
別
企
画
と
な
っ
て
い

ま
す
。
今
後
も
、東
急
電
鉄
で
は
「
社

寺
を
し
っ
か
り
と
体
感
し
て
い
た
だ
け

る
旅
行
」
を
企
画
・
実
施
し
て
い
く

予
定
で
す
。

【
工
程
表
】

各
出
発
地-

『
①
浄
土
宗
大
本
山 

増
上

寺
』-『
②
日
蓮
宗
大
本
山 

池
上
本
門

寺
』（
昼
食
）-『
③
真
言
宗
智
山
派
大

本
山 

川
崎
大
師 

平
間
寺
』-『
曹
洞
宗

大
本
山 

』-

各
到
着
地

【
実
施
日
】

3
月
１１
日
・
3
月
22
日
・
3
月
26
日

※
お
ひ
と
り
様
旅
行
代
金
8
9
8
0
円

（
税
込
）

【
ツ
ア
ー
の
お
問
い
合
わ
せ
】

東
急
電
鉄　

観
光
事
業
開
発
部

電
話 

0
3-

3
4
7
7-

6
1
8
0

社
寺
を
巡
る
モ
デ
ル
コ
ー
ス
紹
介
①

日
本
人
の
精
神
の
大
本
に
な
る
教
え
を
伝
え
る
大
本
山
を
巡
る

京
浜
四
大
本
山
巡
り

上野

増
上
寺

池
上
本
門
寺

川
崎
大
師 

平
間
寺總

持
寺

新宿

渋谷

五反田

品川

東京

浜松町

武蔵小杉

新横浜

横浜

扇町

鶴見 京急川崎

川崎

池上
蒲田

川崎大師

京急鶴見

羽田空港
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私
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
香
川
県

の
高
松
な
の
で
す
が
、
近
く
の
神
社

や
お
寺
に
よ
く
初
詣
や
お
祭
り
、
友

達
と
の
遊
び
場
と
し
て
行
っ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
神
社
仏
閣
は
日
常
生

活
に
溶
け
込
み
、
生
活
に
密
着
し
た

身
近
な
場
所
で
し
た
。
ま
た
、
子
供

な
が
ら
に
厳
か
な
気
持
ち
に
な
る
場

所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
神
社
は
、

巫
女
さ
ん
に
憧
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た

か
ら
な
の
か
、
子
供
心
に
清
々
し
さ

や
特
別
感
を
味
わ
え
る
と
こ
ろ
で
し

た
。社

寺
は
「
日
本
の
魅
力
の
す
べ
て

が
詰
ま
っ
て
い
る
場
所
」、
歴
史
や
精

神
の
拠
り
所
、
そ
し
て
今
を
生
き
る

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
根
付
き
、
日

本
の
美
が
凝
縮
し
て
い
る
場
所
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
で
演

奏
す
る
機
会
を
過
去
に
多
々
い
た
だ

い
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
、
全
日
本

社
寺
観
光
連
盟
の
親
善
大
使
を
任

命
い
た
だ
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
れ
ま

で
の
ご
縁
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

社
寺
で
の
演
奏
は
、
普
段
で
は
味

わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
感
動
が
あ
り

ま
す
。
和
楽
器
の
音
色
と
共
に
奏
で

る
バ
イ
オ
リ
ン
は
、
普
段
と
違
っ
た

別
の
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

和
楽
器
だ
け
の
演
奏
会
は
よ
く
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
西
洋
の
音
色
が
加

わ
る
こ
と
で
、
そ
の
音
が
媒
介
役
と

い
い
ま
す
か
、
外
国
人
は
も
ち
ろ
ん
、

今
の
日
本
人
に
和
楽
器
の
音
の
素
晴

ら
し
さ
を
伝
え
る
の
に
良
い
誘い

ざ
な

い
役

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
⋮
と
感
じ
ま

す
。社

寺
そ
の
も
の
の
素
晴
ら
し
さ
が

あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
長
い

歴
史
の
中
で
人
々
が
生
を
営
み
、
祈

り
や
想
い
、
育
み
続
け
ら
れ
て
き
た

神
仏
に
対
す
る
畏
敬
の
心
な
ど
を
、

生
き
た
音
に
よ
っ
て
想
像
し
て
頂
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

親
善
大
使
に
任
命
さ
れ
、
私
が
演

奏
家
と
し
て
音
で
社
寺
の
媒
介
役

を
務
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
場
所

に
佇
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
か
な
か

伝
わ
り
に
く
い
、
社
寺
に
連
綿
と
つ

な
が
っ
て
き
た
人
々
の
心
を
感
じ
て

い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
私
達

の
音
色
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
広

が
っ
て
、
社
寺
の
魅
力
が
ま
す
ま
す

世
間
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が

れ
ば
⋮
と
願
っ
て
い
ま
す
。

NEWS TOPICS

全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
親
善
大
使

川
井 

郁
子
さ
ん
が
来
会

（
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
・
大
阪
芸
術
大
学
教
授
）

こ
の
た
び
、
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
大
阪
芸
術
大
学
教
授
の
川
井
郁
子
さ
ん
が
一
般
社
団
法
人

全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
の
親
善
大
使
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
先
般
、
当
協
会
の
事
務
所
に
来
会

さ
れ
、
親
善
大
使
と
し
て
の
今
後
の
抱
負
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「LINK～The Best of Ikuko Kawai」
「川井郁子15周年コンサートツアー」決定!!
4月15日(金)：大阪・サンケイブリーゼ
4月17日(日)：香川・丸亀市民会館(追加公演)
4月22日(金)：名古屋・日本特殊鋼陶業市民会館ビレッジホール
4月30日(土)：東京・Bunkamuraオーチャードホール

詳しくは、公式WEBサイトご参照ください　http://www.ikukokawai.com/

川井郁子レギュラー番組

●テレビ東京系 「100年の音楽」
　毎週金曜日 
　夜10時54分～夜11時00分
　（BSジャパン 毎週木曜日 
 　夜9時54分～夜10時00分）
●ニッポン放送 「川井郁子ハートストリングス」
　毎週月曜日～金曜日 
　朝8時20分～朝8時24分

NEW ALBUM 2月24日(水)リリース！
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開始いたしました！
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また、バックナンバーはweb 版（http://jisya-now.com 　　　　　　　　）でご覧いただくことができます。寺社NOW

◆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
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
地域振興拠点としての寺社
◆インタビュー
日本政府観光局 (JNTO) 理事長
松山良一
第 20 期全日本仏教青年会理事長
東海林良昌

創刊号 vol.6 vol.7
◆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

vol.3

本誌の記事に関するお問合せは
右記にお寄せください。

※当協会から確認のご連絡をする場合がございますので、ご担当者のお名前、電話番号などの
連絡先を必ずご明記願います。

など、貴社寺の情報を当協会までお送りください。

なお、諸事情で掲載ができない場合もございます。あらかじめご了承ください。

● 特別拝観や催し事（イベント含む）の開催
● 一般の方々に告知したい取り組み
● 他の寺社に告知したい取り組み
● 組織・人事の異動
● 新しい試み・事業

情報誌・ウエブ版「寺社Ｎｏｗ」、
ポータルサイト「和空」、ＳＮＳ、
関連ウエブメディア に記事を掲載いたします！

プレスリリースの資料や写真を下記までお送りください

郵便・宅配便で送付
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  10F　TEL:06-6360-9838

〒 e-mail で送信
info@jisya-kk.jp 
※件名にプレスリリースとご明記ください

ウエブ10万ＰＶ※

Facebook５万いいね！

雑誌発行部数

3万部で発信！

※グループ合計
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【個人情報の取り扱いについて】ご記入いただいた個人情報は寺社Nowや同誌バックナンバーの発送および全国寺社観光協会からのご連絡以外には使用しません。

寺社Nowのバックナンバーおよび、寺社Nowの継続購読をご希望の場合は、
下記の内容をご記入の上（□内　をお願いします）、FAX送信またはご郵送ください。

< FAX >06-6360-9848

< 郵送 >
〒530-0044
大阪市北区東天満1-11-13  10F
一般社団法人　全国寺社観光協会
寺社Now編集部宛

より良い誌面作りのため、寺社の皆様の貴重なご意見をお聞かせください！

誌面アンケート

Q1. 所属

□寺院　　　□神社

Q2. 今月号で面白かった記事はどれですか（複数回答可）

□巻頭特集：地域の行政や組織と連携する寺社 □行政・観光リポート：訪日教育旅行　
□トレンド Now スペシャル：オレンジナンバー □トレンド Now スペシャル：ジャパン・トイレ・チャレンジ
□インタビュー：大阪天満宮　寺井種伯宮司 □全国寺社イベント：大龍寺・ガラスペン写経　
□宿坊研究会レポート：地域おこし協力隊 □職人技：加藤木魚製造所　
□活性人：美波多神社・佐久真みゆき宮司 □うちのお宝：徳蔵寺・今宮神社　
□風まかせ：瓢箪がつなぐ一衣帯水の物語 □ NEWS TOPICS：川井郁子さん　
□トレンド Now：LED・アウディ×延暦寺

Q3. 以下の項目で、寺社の取り組みの事例として知りたいものはどれですか（複数回答可）

□観光　□外国人対応　□宿坊新規開設・運営　□寺社イベント　□広報　□地域振興
□結婚式　□後継者育成　□土地活用　
□その他（ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

Q4.以下の項目で、知りたい企業サービスはどれですか（複数回答可）

□ホームページ　□ＳＮＳ運用代行　□アプリ開発　
□告知ツール制作（掲示物・ダイレクトメール・冊子・チラシなど）　 □フリー WiFi
□自販機設置　□喫煙所設置　□清掃　□老朽化・耐震対策　□警備　□保険　□介護施設
□託児所　□土地活用　□資産運用　□税金対策
□その他（ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

Q5. 寺社Ｎｏｗへのご要望・ご感想など

( ご記入ください：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

キ
リ
ト
リ
線

お電話番号

ご住所

寺社名

□バックナンバー希望（ご希望のバックナンバーの号数　　　　号）　　□継続購読希望

氏名

〒

「寺社Now」ではより良い誌面をつくるために誌面についてのアンケートを実施しております。
下記のアンケートの□内には　を、（　　）内にはご記入をいただき、下記までファックスか郵送にて

このアンケート用紙をお送り願います。
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世界遺産 東寺 立体曼荼羅（写真提供：東芝ライテック株式会社）

ライトアップされた延暦寺の阿弥陀堂と宇宙から飛来する様子
をイメージしたAudi TT

青色発光ダイオード (LED)を開発した名城大・赤崎
勇教授らのノーベル物理学賞受賞から約一年。この革
命的といえる最新テクノロジーが、世界各国の文化財
をより美しく、効果的に輝かせている。文化財の照明と
しては、フランス・ルーブル美術館や、岐阜県白川村
の合掌造り集落の建造物などに活用されているのをはじ
め、現在、京都の各寺でも、仏像や梵鐘といった国
宝級の文化財をLEDで照らす動きが進んでいる。
世界文化遺産の東寺では、昨年の文化財特別公開
中、普段は正面や側面からしか見られない「立体曼荼
羅」に LED 照明を導入し、背後からの鑑賞も可能に
した。仏像の光背や柱の朱色が鮮明に浮かび上がる
光景は息を呑むほど幻想的で、“仏様の目に力が宿った”
と手応えを感じた東寺では、今後もLED の使用を検討
しているとのこと。
LED 照明は、熱や赤外線による文化財の損傷を防

ぐほか、長寿命の特徴を生かして節電、省エネにも貢
献できる。文化財が持つ本来の表情を生き生きと照ら
し出し、これまでにない照明演出を創造することは観光
客の集客にもつながるはずだ。今後ますます、全国各
地の寺社でLED 照明の導入が普及していくだろう。

国の寺宝を美しく輝かせる
LED 照明の普及が集客も促進

自動車メーカー ｢アウディ ジャパン」が、新型 Audi TT の
発売を記念し昨年夏から秋にかけてキャンペーン企画「Audi 
TT Landing,Japan」を展開。その第一弾となるイベントが、
自動車メーカーにおいて初めて、世界文化遺産の比叡山延暦
寺とコラボレーションを果たし話題を集めた。宇宙から日本各地
に新型 Audi TTが舞い降りる様子をイメージしたこの壮大なプ
ロジェクト。比叡山延暦寺では、宇宙から飛来するAudi TT
を迎える演出として、延暦寺の阿弥陀堂と法華総持院東塔を
特別にライトアップ。天台宗僧侶たちの声明ライブが響きわた
る荘厳な雰囲気の中、無数のサーチライトによる光の道からホ
ログラム映像で投影された新型 Audi TTが舞い降りるという、
前代未聞のパフォーマンスを繰り広げた。
延暦寺の核となる国宝・根本中堂は、創建当時の最高の
技術が結集しているといわれている。“技術による先進”をスロー
ガンとするアウディが、その美しく伝統的な技術に共感し、今
回のコラボレーションが実現。今後も、寺社を舞台とした、さま
ざまな最新テクノロジーとの融合や伝統と革新の新たな出会い
を期待したい。

アウディ×延暦寺
前代未聞のコラボが実現

世界遺産 東寺　十二神将像（写真提供：東芝ライテック株式会社）
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