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東急沿線七福神めぐり
౦ిٸమではԊઢの寺社の༠٬ଅਐをਤΔ一として、

����年ॳܮに߹Θせ、Ԋઢのࣣ神Ί͙ りを紹介すΔύϯϑϨοτを࡞、
Ԋઢ各Ӻ・各寺社でしましͨ。

͜ΕかΒも౦ిٸమは、寺社ଟ͘ のօ ま͞が๚ΕΔよう༷ʑͳϓϩδΣΫτをల։してࢀ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!!
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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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JANUARY 2016 02



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
1
3
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
1
0
1
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

ࣛ
ㆉ ㆗ ㆾ ㆗

ౡ市ڠޫ؍会�
˟ 84��1321
ߕࢬݹࢢౡࣛݝլࠤ 14�4�1
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ࣛౡڠޫ؍ࢢձձの中ଜ༤Ұ͞Μ

༞ಙҴՙਆࣾલళ֗�(ࡱӨɿ201512݄22日)
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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
�
4
�
（
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
�
万
人
の
鹿
島
市
で

年
間
�
�
�
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
しುౡேण࢘ٶݖ

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
�
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
2�
）
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

༞
㇆ㆄㆨㆎㆂㆪ㇊㆘㇓㆘㇃
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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
�
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

Ԯݪॅ߂৬
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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
�
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

Ұൠࣾஂ๏ਓ�
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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Լढ़ӳॅ৬

JANUARY 2016 08



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ɿ৺۸ۏɻのෆࣗ༝ͳํʹ
ఉԂのงғؾΛָ͠ΜͰΒ
͍͍ͨͱ͍͏ྀかΒઃஔ͞
Εͨਫ۸ۏ

Լɿఉࢣのകา͞Μ
ఉԂɻ৽ɺͨݟɿ上ॻӃかΒࠨ
ʑંق࢛৭ͳͲܠ༿ɺઇߚ
のඒ͕͋͠͞Δɻ

Ԭ京市ͱͯ͠ͷҬৼڵͷํ͑ߟ
ɹʮԬࢢژ日ຊΛද͢Δޫ؍Ͱ͋Δژࢢʹۙ͘ɺ͢
͙ʹ訪Εͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔのͰ͕͢ɺॅͱۀ͕΄
ͱΜͲͳのͰॅຽ༨Γޫ؍ʹೃછΈ͕͋Γ·ͤΜɻh Ҭ
ৼڵͱͯ͠の׆ޫ؍༻ʱʹ͍ͯ͠·͕͢ɺ٬ޫ؍ɺಛ
ʹ֎国人٬͕͍͖ޫ؍ͳΓ૿͑ͯҬॅຽ͕ڋ൱ԠΛى
ͯ͜͠͠·͏Մੑ͕͋Γ·͢ɻࢢͱͯ͠ɺԬࢢژのັ
ྗΛࢢ֎の人ʑʹ͘ೝ͖ͯ͠ɺ࠷ऴతʹఆॅ者༠கʹ
Δͱ͍ͯ͑͜ߟͱ͍ͨ͠༺׆͘·Λ͏ޫ؍Δखஈͱͯ͛͠ܨ
ΖͰɺ֗ʹۙ͘पลʹॅ͕গͳ͘εϙοτͱͯ͠ັྗత
Ͱ͋Δ༶୩͞ࣉΜوॏͳଘࡏͱ͓ͯ͑ߟΓ·ͨ͠ɻա日ɺ
中৺ͱͳΓɺh͕ࢢ Ԭޫ؍ࢢژϓϩϞʔγϣϯɿϓϨϛΞ
Ϝମݧ・༄୩؍Ի༶୩ࣉʯʢฏ2� 11݄ 26日։࠵ʣΛ
実施͠ɺؔޫ؍࿈ۀࣄ者ใಓؔػのํʑʹू·͍ͬͯͨͩ
͖·ͨ͠ɻࢢͱͯ͠ޙࠓΑΓҰޫ؍ଅਐ໘のॆ実ʹ͠ྗڠ
͍͖͍ͯͨͱ͍ͯͬࢥ·͢ʯ
Ԭࢢژॴɹࡁܦڥ෦
՝՝ɹా中ްޫ؍ ( ͨͳ
か͋ͭ͠ ) ͞Μ

ࣸਅࠨɿԬࢢژॴɹ
՝՝ɹޫ؍෦ࡁܦڥ
ా中ް͞Μ
ࣸਅӈɿ՝ิࠤɹ
ീౡైਃࢠʢ͠·ͱ͜ʣ͞Μ

ࢁড়土फ
༄୩؍Ի
�༶ࢁئཱ

㇈ㆄ ㆓ ㆎ ㆘

୩ࣉ
˟ 61��0855
ড়୩ಊϊ୩̎ࢢژԬژ
5&-�0�5��56�001�
IUUQ���XXX�ZBOBHJEBOJ�KQ�
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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
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行政・観光の ト レ ン ド 情 報 を リ ポ ー ト

行 政・観 光 リ ポ ー ト

ग़యɿจ෦Պ学ল (ฏ25 )

◇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 (ฏ 2� )  10݄ɺޫ؍ி ŋ จ෦Պ学ল
ʹΑͬͯʮ訪日教育旅行ʯの受入֦େඪ͕ൃද͞
Εͨɻ訪日教育旅行ͱ教ࢣ等のҾ者ͱࣇಐੜె
ʹΑΔւ֎かΒのஂମ旅行Λ͕͢ࢦɺ学校訪問ΛؚΉ
έʔε͕ଟ͍の͕日ຊのम学旅行ͱのҧ͍ͱ͍͑Δɻ
֎国のएʹ日ຊのັྗΛͬͯΒ͑Δͱಉ࣌
ʹɺະདྷΛ୲ 日͏ຊのࣇಐੜెの国ࡍతཧղΛਂΊ
ΒΕΔのେ ͳ͖ϝϦοτͰ͋Δɻ

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ԁͳ受入ΛਐΊΔͨΊɺ国ʮ؍
ޫཱ国実͚ͨʹݱΞΫγϣϯ ŋϓϩάϥϜ 2015ʯ
( ฏ 2�  6݄ �日ֳܾٞఆ )ɺ͓Αͼʮ日ຊ࠶
ઓུ�վగڵ 2015ʵະདྷのઓʕʯ( ಉ 6݄
30日ֳܾٞఆ ) ʹ͓͍ͯɺ2020 ·Ͱʹ訪日教育
旅行の受入人数Λ2013 の 4 ສ人かΒ5 ׂ૿
ʹ͢Δ৽ͨͳඪΛఆΊͨɻ
ۙの՝ʹ͛ڍΒΕ͍ͯΔの͕ɺ֎国人ࡏ中

のεςΠઌͰ͋ΔɻͲ͜ の国ϗʔϜεςΠのر͕高
͍の͕ͩɺڥઃඋ໘ͳͲΛྀ͢ߟΔͱ数·ͩ
Γͯ Β͓ͣɺϓϩδΣΫτΛຊ֨తʹ推ਐ͠ ͍ͯ͘ ͳかͰ
େ ͳ͖োนʹͳΔのͰɺͱݒ೦ Ε͍ͯ͞Δɻ

異文化体験のコンテンツが豊富な
寺社の可能性

Ͱ͜͜͠ࠓ ͯ΄͠ ͍の͕ɺࡢ 11݄߸のຊࢽ
ΠϯλϏϡʔࣄهʹ͓͚Δɺ日ຊہޫ؍ (+/50)
ཧࣄ・দྑࢁҰࢯのݴ༿Ͱ͋Δɻʮ ͦ ͦ֎国人
のʠޫ؍ʡະͱのૺ۰ମݧΛٻΊΒΕΔΘ͚Ͱ
͢かΒɺh Λ͠ݧͰʹͳ͍ମ·ࠓ ͍ͨʱͱ͍͏χʔζ
વͰ͢ɻ͢Δͱʰ日ຊతͳのɺྺ࢙తͳのɺจ
Խతͳのʱͱ͍ ί͏ϯςϯπ͕ΑΓେࣄʹͳΓ·͢ɻ
ͦ͏ ͍ͬͨχʔζʹɺਆֳࣾのݯࢿͭ࣋合கͯ͠

͍·͢ʯɻ͜のจݴのʠޫ؍ʡͦの··ʠ訪日教育
旅行ʡʹஔ͖ Β͑Εɺઌʹड़ͨোนのଧ։ࡦͱ
ͯ͠ɺࣾࣉͱ͍͏ଘ͕ࡏେ͖ͳΧΪΛѲͬͯ͘ ΔͩΖ͏ ɻ
দࢯࢁॅ৬のߨ۽ݹಓࡦࢄΛΓࠐΜͩ高
॓ࢁのମاݧը͕ϑϥϯε人ʹධΛത͠ ͍ͯΔ
έʔεʹ৮Εɺ͚ʹࣾࣉʮແཧのͳ͍ൣғͰ֎国
人ʹށΛ։͍ͯ΄͠ ͍ʯͱૌ͍͑ͯΔɻ
͙͢ ʹͱ͍かͳ͍·Ͱɺ॓のఏڙΛ͡ Ίɺ訪

日教育旅行の֎国人Λ受͚入ΕΒΕΔମ੍ͮ Γ͘Λɺ
ग़དྷΔ͜ͱかΒঃʑʹਐΊΔのҰߟͰͳ͍ͩΖ͏
かɻޙࠓのࣾࣉのଘࡏҙٛΛ高Ί͍ͯ͘ ͏͑ Ͱɺେ͖
ͳݪಈྗͱͳΔՄੑेʹ͋Δɻ
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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
�
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ࢦఆ໊উఱવه೦h େาةʱ

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
�
8�

3
0
2
0
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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
2�
）
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8

J�'J

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ŋ

ト
イ
レŋ

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
�
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
、
5
0
5
0
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
…

5
0
5
0
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
・
�
�
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
"
4
判
で
、
日

本
語
、英
語
、韓
国ŋ

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

ਓͷτΠレʹؔ͢ΔΞϯέーτࠃ֎
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　
69.5ˋ

13.8ˋ
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

๚日ॳɺ日本ͷ公ڞτイレʹ༸ τࣜイレͱ
 τࣜイレ͕͋ͬͨΒͲ ΒͪΛબ ·͠͠ ͔ͨʁ

■外国人全体の回答

๚日ॳɺ日本ͷ公ڞτイレͰͨͬࠔ ͱ͜

(n=600)

͞·͟·ͳૢ࡞Ϙλϯͷׂ͕Θ͔Βͳ͔ͬͨ
Թਫચড়ศ࠲ͷૢํ࡞๏͕Θ͔Βͳ͔ͬͨ

0 10 20 30（%）

和式トイレの使い方がわからなかった 26.7ˋ
25.7ˋ

18.5ˋ
τΠϨ͕ͯ͘ڱ ͨͬࠔ 17.3ˋ
ຊޠද͔ࣔ͠ͳ͔ͬͨ 15.7ˋ

༻Λͨ͠ ͨ͋ͱͷચড়ํ๏͕Θ͔Βͳ͔ͬͨ14.7ˋ
ฒͿ͕ؒ࣌ͯ͘ ˋͳ͔ͬͨ13.5͑

τΠϨ͕Ԛͯ͘ ˋͳ͔ͬͨ12.7͑
τΠϨοτϖʔύʔ͕ͳ͔ͬͨ10.0ˋ

τΠϨοτϖʔύʔΛྲྀͯ͠ ྑ͍͔Θ͔Βͳ͔ͬͨ9.0ˋ
ϘλϯΛԡͯ͠ٸۓ ͠·ͬ ͨ8.8ˋ

(複数回答 n=600)

ՃऀͷࢀਓτΠレจԽπΞーࠃ֎
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）

ΠεϥϜڭਫચ͍จԽͳͷ
Ͱɺ τࣜΠϨ͑·ͤΜ�

ʢΠϯυωγΞɾஉੑʣ ʢதࠃɾஉੑʣ

ศͪͬ࠲ʹثΌ͏ ͔
͠Εͳ͍Ͷ

ʢΞϝϦΧɾஉੑʣ

ຊͷࣜτΠϨཱͭҐஔ
͕ํ͍Θ͔Βͳ͍�

ʢΠϥϯɾঁ ੑʣ

ຊͷࣜτΠϨ Ό͕͠Ή
Θ͔Βͳ͍͕͖

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
�
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

�2
時
間
ま
で
な
ら
衛
生
的
な
ト
イ
レ
使

用
が
可
能
だ
。

来
る
2
0
1
�
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
ʂʂ
」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

SFMJHJPO

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
%
/
"
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

ϓϩϑΟʔϧɹࣉ
ㆦ ㇉ ㆂ
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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
。
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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
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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
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「
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
�
（
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
。

॓ڀݚ会レϙーτ

僧侶 ৺ ํ

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

ɿҬ͓͜͠ࠨ ɻࢠमձの༷ݚ͚ͨʹԽۀࣄ・Խۀىୂྗڠ

݉ॅ৬Λٹ ʮ͏Ҭ͓͜͠ୂྗڠʯͱΉϞσル
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦

第6回

ӈɿࣾࣉͱҬ͓͜͠ ΉϞσϧਤ͕ୂྗڠ

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
શڠޫ؍ࣾࣉࠃ会ͷίンサルλンτ͕サϙーτ͠·͢ �

■͓問͍合Θͤઌ
Ұൠࣾஂ๏人ɹશ国ڠޫ؍ࣾࣉձɹຊ෦ࣄہɹ˟ 530�0044ɹେࢢࡕ۠౦ఱຬ 1�11�13�10'
5&-�06�6360��838ɹ'"9�06�6360��848ɹF�NBJM�JOGP!KJTZB�LL�KQ

�αϙʔτ���॓։ઃͷܭըɾཱҊ͔Βɺ֤छखଓ͖ͳͲτʔλϧͰαϙʔτ͠· ɻ͢
�αϙʔτ���Ӧۀ։ޙ࢝ܧଓతʹू٬ϓϩϞʔγϣϯͳͲӡӦʹ͍ͭͯαϙʔτ͠ · ɻ͢
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昔
な
が
ら
の
手
法
で

　   

心
地
よ
い
音
を
生
み
出
す

�̍ ೋ・Ճ౻य़உ Μ͕͞ɺ
औͬखの෦ͱຊମද໘ʹ
ூࠁΛ施 ͱ͢͜ Ζ

�̎ 中ூΓͱݺΕΔɺಛघͳ
の中Λ͘ڕঢ়のϊϛͰܗ Γ͵
ۀ࡞͘

�̏ϊϛͰ͘ Γ͵ かΕͨ෦のද
໘ɻڞ໐൘ͱݺΕΔ൘ɺ
ڕの෦ʹ Γ͋؟Ͱݟ
Β͍ͮ ͱ͜ Ζʹ Δ͋

�̐ 中ூΓʹ Δ中ூΓϊ͢༺
ϛɻ͍ฑのઌʹؙϊϛঢ়の
ਕ͕͍͍ͯΔ

�̑ 中ூΓ͕Ͱ͖Δͱɺ1ʙ 3
 Ͳ́ӄ͠ׯ ͯ͠ ૩ͤ͞ס Δ

�̒ ཾூΓͱݺΕΔऔͬखの
ҙঊɻཾのμΠφϛοΫͳ
ڕΉɺࠁͳ০Λࡶͱෳܗ
৬人ののͤݟॴ

�̓ ࢠの༷ۀ࡞ 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
。

ӈɺೋ・Ճ౻य़உ Μ͞ɻ
1�36ʢত11ʣੜ·Εɻ
͜のಓҰے50のେϕ
ςϥϯࠨɻ ɺࡾ・Ճ౻ण
 Μ͞ɻ1�64ʢত3�ʣ
ੜ·Εɻय़உ͞Μのஉɻ
5のαϥϦʔϚϯੜ׆
のੈքɻͯ͜ܦ

職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑
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ଟਆࣾ
˟ 518�0611
৽ాࢢு໊ݝॏࡾ
108�

5&-�05�5�65�1220

ਅ�ΈΏ͖ٱࠤ
ඒଟਆࣾɹ࢘ٶ

େࢢࡕ౦۠ੜ·Εɻసۈの
Ոఉʹ育ͪɺ中学̏のͱ͖ࡾ
ॏ໊ݝுࢢ移ॅɻ1��8ʢฏ
10ʣߖ�ላؗେ学จ学෦ਆಓ学
Պଔۀɻಉ݄̐ʹඒଟਆࣾの
ٓʹɻ2003ʢฏ15ʣ݄̏か
Β࢘ٶɻࡏݱɺඒଟਆࣾҎ֎
ʹ̐ࣾΛ݉͢Δɻ

ਆ৬શһ͕உੑͱ͍͏ のਆࣾքࢢு໊ݝॏࡾ
ʹɺҰ人のঁੑ͕ඈͼࠐΜͩɻඒ

ㆿ ㆯ ㆟ ㆘ ㇓ ㆘ ㇃

ଟਆࣾのࠤ
の人Ͱ͋Δɻʮେ学̐のळɺ͕ͦ࢘ٶਅΈΏ͖ٱ
ྡ人ͩͬ ͨ૯ࢠޚଉかΒඒଟࣾਆࣾのܧޙ
͕͍ࠐΈ·͠ ͨɻਤॻؗ࢘ॻࢤͰ͠ ͨ ʠ͕ Ε͜
ޚԑʡͱ໘ʹྟΈɺਖ਼ࣜཁΛ受͚ଔޙۀɺ
ٓʹɻय़ʹไ৬かΒؙ 18 Λܴ ·͑͢ ʯɻ
Ұؒઌ࢘ٶのԼɺݟश ͱ͍͠ ͯա͢͝༧
ఆ͕̔ ݄ʹମௐෆྑͰ͕࢘ٶୀ৬ɺ 4ϲ݄ Ͱಠ
Γཱ Λͪ༨ّͳ͘ Ε͞ΔɻӈࠨΘかΒͳ͍ঢ়گの
ͳかɺ͡ ΊपғΛ࣭問߈Ίʹ͠ ͨͱ͍͏ ɻʮ૯
ଙʹ૬ର͢ΔΑ͏ ͳͪ࣋ؾͰͯ͑ࢧ ͩ͘ ͬ͞ ͱͨ
ʯɻҰํɺঁੑͳΒͰのۤ࿑ɻʮண͢·͍ࢥ
ସ͑ॴ͕ͳかͬͨ Γɺਆ৬ʹஉੑのҙ͕ࣝࠜڧ
͘h ঁʹഈΜͰ΄͠ ͳ͍͘ʱͱ͓ ᜄ͍ΛஅΒΕͨ ͱ͜
 Γ͋·͠ ͨɻఆޙไ৬ Εͨ͞உੑࢲΑΓ
Ͱ͕͢ɺਆ৬ͱ͠ ͯの数ࢲΑΓ͍ ͱ͋͜ Γ
·͢ ɻଞ ʹɺྸͱཱ͕ඞͣ͠ Ұக͠ ͳ͍の
Ͱɺຊདྷ͕ࢲ上࠲ͱͳΔͱ͜ Ζपғのؾ࣍ୈ
Ͱ Βࣗ੮ΛબͿ ͱ͜ Γ͋·͢ʯɻ׳शʹ߅Θͣɺ
༥͠ ͳ͕Β৴པΛഓ͖ͬͯͨ ɻঁੑਆ৬のӨڹ
ͳのかɺҎલͱൺਆࣾの҆ئف࢈者͕૿͑ͨ
ͱ͍͏ ɻ2012ʢฏ 24ʣ 4݄ɺ20 ʹҰの
ࣜӦྟΜͩɻʮ४උ3લかΒɻࢿྉཔ
Γのଟ͘ େมͰ͠ ͕ͨɺਆࣾ࠷େの行ࣄΛΓ
͛ɺҬॅຽͱのҰମ͍͕ͦͬײ ͏૿͠ ͱͨ͡ײ
͍ͯ·͢ ʯɻ
のঁੑਆ৬̎ࢢɺࡏݱ 人૿͑̏ 人ʹɻ֬かͳ
ಓےΛ͚ͭͨࠓɺҬ׆͚ͨʹੑ׆ಈ ʹҙཉ
తɻʮେ学Ͱ日ຊਆΛ学ΜͰ͍·͠ ͨかΒɺࢠͲ
͚ʹਆの͠ ձΛ։͖ͨ ͍Ͱ͢ɻޙഐ࢘ٶ
ͱҰॹʹ͠ Ίೄ࡞Γా২ ͑行͍͍ͨͰ͢Ͷɻࢰ
ϗʔϜϖʔδの։ઃͳͲ૯׆อଘձの෮ࢠ
 Μ͞͡ Ίࢠࢯのօ Μ͞のࢍಉΛಘͳ͕ΒযΒͣ
ਐΊ͍͖ͯͨ ͱ͍͍ࢥ·͢ ʯɻ
ಋかΕΔΑ͏ ʹ౿Έग़͠ ͨਆ৬のಓɻʮࣙΊ͍ͨ

ͱͨͬࢥ ͱ͜Ұ Γ͋·ͤΜ͕͍͍ͯΔかͲ͏
ࠓΘかΓ·ͤΜʯɻ͖ෆ Λ͖͑ ͱͨ͜ Ζʹ
Δ͋の͕ఱ໋か͠ Εͳ͍ɻؾෛ͍ͳ͘ ࣗવମͰ
Ҭの৺のڌΓॴΛकΔٱࠤਅ࢘ٶɺ人ʑのΒ
ݱΉਆಓΛମ͠ࠐ༹͚ʹ͠ ͍ͯΔかのΑ͏ ͩͬ ͨɻ

͠ͳ͔ʹΓ͍ͨঁੑਆ৬ͷಓ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

-
&
%
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)ϐϥϛουܕの台ʹेஈઃ Β͚Ε͍ͯΔ
(ӈ)֤ஈの֯ʹཏのཱ૾͕ஔかΕ͍ͯΔ
(ӈ上)中ԝஇ上ʹѨଫࡾଚ૾Λஔ͘
(ӈԼ)ཏಊ֎؍ɻಉࣉଞʮѪછ໌Ԧ૾ʯ
ͳͲ計4ͭのจԽࡒΛอ༗

ఱफ

ס
㆐㇓㆓㇓㆖㇓

�東ࢁࠕ
ㆨㆄ㇈ㆄ㆓ㆄㆂ㇓
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ㆨ ㆎ ㆞ ㆄ ㆘
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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
、
�
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

�
）
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

ࠓ
ㆂㆾㆿ㇄㆘㇓㆘㇃
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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
2�
）
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ʢのͩ・ͻΖ͖͋ʣ

ত264݄ੜ·Εの64
ژɻত503݄ɺ౦ࡀ
େ学ଔۀͱಉ࣌ʹ日ຊڵ
・ใ෦行入行ɻۜۀ
ཧ෦ͳͲΛͯܦɺΈͣ΄
ϗʔϧσΟϯάεࠪͳ
ͲΛྺɺฏ23ʹୀ
ɻҰൠࣾஂ๏人��શ日ຊ
ࣄ࿈ໍ��ৗཧޫ؍ࣉࣾ
झຯਆֳࣾ८ΓΛ݉
Ͷͨ旅ͱάϧϝɻ日ຊॻل
ͳͲݹ͕࢙େ͖ɻ

1 ৽ཏԦேのԦุ・ܚ州ɹେྕԓ
2 ৽ཏɹܚ州ɹܲྛのݹ
3 ৽ཏɹܚ州ɹ৽݄
4 �ఱཱڮɹ۱ࠨのཱʹਆࣾ
5 ୮ޙ国Ұ೭ٶɹਆࣾ
6 ਆࣾԞٶ・ਅ໊Ҫਆࣾഈ఼
7 ٶʢΑ͞のΈʣのੴൾͱਅ໊Ҫਆࣾೋ
೭ௗډ

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

ʵ

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
。
8�
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
。
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一
般
社
団
法
人
全
日
本
社
寺
観

光
連
盟
（IUUQ���KUBTU�KQ�
）
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
̍̍
日
・
3
月
22
日
・
3
月
26
日

※
お
ひ
と
り
様
旅
行
代
金
8
�
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
�
��

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

ৄ͘͠ ɺެ ࣜW&#αΠτ͝ র͘ࢀ ͍ͩ͞ ɹIUUQ���XXX�JLVLPLBXBJ�DPN�

川井郁子レギュラー番組

˔ςϨϏ౦ܥژ�ʮ���ͷԻָʯ
ɹຖि༵ۚ�
ɹ࣌����ʙ࣌����
ɹʢ#4δϟύϯ�ຖि༵�
�ɹ࣌���ʙ࣌����ʣ
˔χοϙϯ์ૹ�ʮҪҮࢠϋʔτετϦϯάεʯ
ɹຖि݄༵ʙ༵ۚ�
ɹே࣌���ʙே࣌���

NEW ALBUM 2月24日(水)リリース！
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※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 ʹ ͍ͨ͠ࡌܝΛࣄه ·͢ ʂ

ϓϨεϦϦʔεのࢿྉࣸਅΛԼه·Ͱ͓ૹΓ͘ ͍ͩ͞

郵便・宅配便で送付
Ұൠࣾஂ๏人ɹશ国ڠޫ؍ࣾࣉձɹຊ෦ࣄہ
˟530�0044ɹେࢢࡕ۠౦ఱຬ1�11�13��10'ɹ5&-�06�6360��838

〒 e-mail で送信
JOGP!KJTZB�LL�KQ�
˞໊݅ʹϓϨεϦϦʔεͱ͝ ͩ͘ه໌ ͍͞

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

JANUARY 2016 26



【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。

の合ɺرಡΛ͝ߪଓܧPXの/ࣾࣉPXのόοΫφϯόʔ͓Αͼɺ/ࣾࣉ
Լهの༰Λ͝ه入の上ʢ˘ɹΛ͓͍͠ئ ·͢ʣɺ'"9ૹ৴·ͨ͝༣ૹͩ͘ ͍͞ɻ

< FAX >06-6360-9848

< 郵送 >
˟530�0044
େࢢࡕ۠౦ఱຬ1�11�13��10'
Ұൠࣾஂ๏人ɹશ国ڠޫ؍ࣾࣉձ
PXฤू෦Ѽ/ࣾࣉ

ΑΓྑ͍ࢽ໘࡞ΓͷͨΊɺࣾࣉͷօ༷ͷوॏͳ͝ҙݟΛ͓ฉ͔͍ͤͩ͘͞ʂ

໘Ξϯέーτࢽ

2�� ॴଐ

□寺院　　　□神社

2�� 月߸Ͱ໘ന͔ͬͨࠓ ͲΕͰ͢ࣄه ʢ͔ෳճՄʣ

□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

2�� ҎԼͷ߲ͰɺࣾࣉͷऔΓΈͷࣄ ͱྫ͠ ͯΓͨ ͍ͷͲΕͰ͢ ʢ͔ෳճՄʣ

□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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2��ҎԼͷ߲ͰɺΓͨ αーϏスͲΕͰ͢ۀا͍ ʢ͔ෳճՄʣ

□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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

2�� ̣̾ࣾࣉ ͆ͷ͝ ཁɾ͝ ͳͲײ

( 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

〒

ʮࣾࣉ/PXʯͰΑΓྑ͍ࢽ໘Λͭ͘ ΔͨΊʹࢽ໘ʹ͍ͭͯのΞϯέʔτΛ実施͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ԼهのΞϯέʔτの˘ʹɹΛɺʢɹɹʣʹ͝ه入Λ͍͖ͨͩɺԼه·ͰϑΝοΫεか༣ૹʹͯ

͜のΞϯέʔτ༻ࢴΛ͓ૹΓ͍ئ·͢ɻ
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ੈքҨ࢈�౦ཱ�ࣉମჭᣡཏʢࣸਅఏڙɿ౦ࣳϥΠςοΫࣜגձࣾʣ

ϥΠτΞοϓ Εͨ͞ԆྐྵࣉのѨଫಊͱӉかΒඈདྷ͢Δ༷ࢠ
ΛΠϝʔδ͠ ͨ"VEJ�55

੨৭ൃޫμΠΦʔυ (-&%)Λ։ൃ͠ ໊ͨେ・࡚
༐教तΒのϊʔϕϧཧ学受かΒҰɻ͜のֵ
໋తͱ͍͑Δ࠷৽ςΫϊϩδʔ͕ɺੈք֤国のจԽࡒ
ΛΑΓඒ͠ ɺ͘ޮՌతʹًか͍ͤͯΔɻจԽࡒのর໌ͱ
ͯ͠ɺϑϥϯε・ϧʔϒϧඒज़ؗɺذෞݝനଜ
の合ঠΓूམのݐͳͲʹ׆༻ Ε͍ͯ͞ΔのΛ͡
Ίɺࡏݱɺژの֤ࣉͰɺ૾ᑓͱ͍ͬͨ国
ๅڃのจԽࡒΛ-&%ͰরΒ͢ ಈ͖͕ ਐΜͰ͍Δɻ
ੈքจԽҨ࢈の౦ࣉͰɺࡢのจԽࡒಛผެ։
中ɺීஈਖ਼໘ଆ໘かΒ͠ かݟΒΕͳ͍ʮཱମჭᣡ
ཏʯʹ -&% র໌Λಋ入͠ɺഎޙかΒのؑՄʹ
ͨ͠ɻ૾のޫഎபのग৭͕໌ʹුかͼ上͕Δ
͕ͨͬ॓ྗʹతͰɺʠ༷のݬଉΛವΉ΄Ͳܠޫ ʡ
ͱखԠ Λ͑ͨ͡ײ ౦ࣉͰɺޙࠓ-&% の༻Λݕ౼
͍ͯ͠Δͱの ͱ͜ɻ
-&% র໌ɺ֎ઢʹΑΔจԽࡒのଛইΛ

͙΄かɺण໋のಛΛੜか͠ ͯઅిɺলΤωʹߩ
ຊདྷのදΛੜ͖ੜ͕ͭ࣋ࡒͰ͖ΔɻจԽݙ ͱ͖রΒ
͠ग़͠ ɺ͜Ε·Ͱʹͳ͍র໌ԋग़Λ͢Δ ͱ͜ޫ؍
٬のू٬ʹͭͳ͕Δͣͩɻޙࠓ·͢·͢ɺશ国֤
のࣾࣉͰ-&% র໌のಋ入͕ී͠ٴ ͍ͯ͘ ͩΖ͏ ɻ

国の寺宝を美しく輝かせる
LED 照明の普及が集客も促進

ࣗಈंϝʔΧʔ ňΞσΟ�δϟύϯʯ͕ɺ৽ܕ "VEJ�55 の
ൃചΛه೦͠ࡢՆかΒळʹか͚ͯΩϟϯϖʔϯاըʮ"VEJ�
55�-BOEJOH,+BQBOʯΛల։ɻͦのୈҰͱͳΔΠϕϯτ͕ɺ
ࣗಈंϝʔΧʔʹ͓͍ͯॳΊͯɺੈքจԽҨ࢈のൺӥࢁԆྐྵ
ͱίϥϘϨʔγϣϯΛՌͨ͠ࣉ ΛूΊͨɻӉかΒ日ຊ֤
ʹ৽ܕ "VEJ�55͕͍߱ΓΔ༷ࢠΛΠϝʔδ͠ ͨ͜のେͳϓ
ϩδΣΫτɻൺӥࢁԆྐྵࣉͰɺӉかΒඈདྷ͢Δ"VEJ�55
Λܴ͑Δԋग़ͱ͠ ͯɺԆྐྵࣉのѨଫಊͱ๏՚૯࣋Ӄ౦ౝΛ
ಛผʹϥΠτΞοϓɻఱ台फૐཿͨͪの໌ϥΠϒ͕͖ڹΘͨ
Δݫͳงғؾの中ɺແ数のαʔνϥΠτʹΑΔޫのಓかΒϗ
ϩάϥϜө૾ͰӨ Εͨ͞৽ܕ "VEJ�55͕͍߱ΓΔͱ͍͏ ɺ
લະฉのύϑΥʔϚϯεΛ܁Γͨ͛ɻ
Ԇྐྵࣉの֩ͱͳΔ国ๅ・ࠜຊ中ಊɺݐ࣌の࠷高の
ٕज़͕݁ू͠ ͍ͯΔͱ͍ ΘΕ͍ͯΔɻʠٕज़ʹΑΔઌਐʡΛεϩʔ
Ψϯͱ͢ΔΞσΟ͕ ɺͦのඒ͘͠ ౷తͳٕज़ʹ͠ײڞɺࠓ
ճのίϥϘϨʔγϣϯ͕実ݱɻޙࠓɺࣾࣉΛ台ͱ͠ ͨɺ͞ ·
͟·ͳ࠷৽ςΫϊϩδʔͱの༥合౷ͱֵ৽の৽ͨͳग़ձ͍
Λظ͠ ͍ͨɻ

アウディ×延暦寺
前代未聞のコラボが実現

ੈքҨ࢈�౦ࣉɹेೋਆক ʢ૾ࣸਅఏڙɿ౦ࣳϥΠςοΫࣜגձࣾʣ
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