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2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
度
予
算

が
3
月
29
日
の
参
議
院
本
会
議
に
て

可
決
、
成
立
し
た
。
国
・
地
方
を
通

じ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
地
方

創
生
関
連
の
予
算
は
前
年
度
よ
り
大

幅
に
増
額
さ
れ
2
兆
5
5
0
3
億

円
を
計
上
。
2
0
1
6
年
度
に
お
い

て
も
地
域
振
興
・
活
性
化
は
「
一
億

総
活
躍
社
会
」
の
実
現
に
向
け
て
最

も
緊
急
度
が
高
い
取
り
組
み
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

門
前
町
の
賑
わ
い
を
通
じ
て
、

地
域
を
活
性
化
さ
せ
る

全
国
で
地
域
活
性
化
に
向
け
た

取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
る
な
か
で
注

目
し
た
い
の
が
、
寺
社
周
辺
の
門
前

町
に
活
気
を
取
り
戻
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
だ
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、

1
9
9
8
（
平
成
10
）
年
に
千
葉
県

成
田
市
が
提
唱
し
、
同
市
に
て
第
１

回
目
が
開
催
さ
れ
た
「
全
国
門
前
町

サ
ミ
ッ
ト
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
門
前
町

を
有
す
る
自
治
体
、
観
光
協
会
、
商

業
関
係
者
な
ど
が
全
国
各
地
か
ら

集
い
、「
門
前
町
」
を
テ
ー
マ
に
地
域

活
性
や
町
づ
く
り
推
進
を
話
し
合
う

会
議
で
、
13
回
目
を
数
え
る
昨
年
は

大
分
県
宇
佐
市
四
日
市
で
開
催
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
は
じ
め
、
地
域
人
口
が
減
り
、

来
訪
者
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
門
前

町
に
、
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
こ
と
が

地
域
活
性
の
第
一
歩
と
考
え
、
地
域

お
こ
し
協
力
隊
を
は
じ
め
と
し
た
自

治
体
や
民
間
企
業
、
大
学
な
ど
が
連

携
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
各
地
で

実
施
さ
れ
て
い
る
。

魅
力
あ
ふ
れ
る
資
源
を

活
用
し
た
取
り
組
み

今
回
紹
介
す
る
榛
名
神
社
と
そ
の

社
家
町
や
長
谷
寺
と
初
瀬
門
前
町

は
、
魅
力
的
な
地
域
の
寺
社
と
い
う

資
源
を
活
か
し
、
門
前
町
に
ふ
さ
わ

し
い
景
観
づ
く
り
を
意
識
し
な
が
ら
、

自
治
体
や
大
学
と
連
携
を
取
り
、
地

域
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
建

物
や
設
備
の
改
修
に
極
力
コ
ス
ト
を

か
け
ず
、
有
形
無
形
の
現
有
資
産
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
性
化
を

図
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

を
見
て
み
よ
う
。

地
方
創
生
の
カ
ギ
を
握
る

門
前
町
の
活
性
化
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(右)榛名神社神楽殿。国指定重要文化財。ここをステージにして「幽玄の
杜音楽会」が開催される。

(中)榛名神社の佐藤眞一宮司
(左)榛名観光協会榛名神社支部支部長で魚籠屋（びくや）のご主人の新井
正生さん

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
注
目

榛
名
山
の
中
腹
に
た
た
ず
む
神
社

赤
城
山
、
妙
義
山
と
並
び
群
馬

県
を
代
表
す
る
上
毛
三
山
の
ひ
と
つ
、

榛
名
山
。
そ
の
中
腹
、
木
々
が
う
っ

そ
う
と
生
い
茂
る
標
高
約
８
６
０
m

に
佇
む
の
が
榛は

る
な
じ
ん
じ
ゃ

名
神
社
だ
。
７
０
０

m
の
参
道
は
清
流
の
水
音
、
迫
り
来

る
巨
岩
、
杉
の
老
木
な
ど
が
独
特
の

存
在
感
を
放
つ
。
さ
ら
に
国
重
要
文

化
財
と
な
っ
て
い
る
本
殿
や
随ず

い
し
ん
も
ん

神
門
、

双そ
う
り
ゅ
う
も
ん

龍
門
、
神か

く
ら
で
ん

楽
殿
な
ど
の
持
つ
荘
厳

な
雰
囲
気
が
響
き
合
い
、
近
年
は
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
注
目
を
集
め

て
い
る
。
そ
し
て
現
在
、
こ
の
榛
名
神

神
社
・
観
光
協
会
・
行
政
が
連
携
し
た
、

に
ぎ
わ
い
復
活
へ
の
取
り
組
み

イ
ベン
ト
や
景
観
形
成
な
ど
、

神
社
と
社
家
町
が一体
と
な
っ
た

活
性
化
策
で
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル

に
僧
侶
の
宿
舎
が
多
く
で
き
、
宿
坊

へ
発
展
し
た
と
い
わ
れ
る
。
江
戸
時

代
に
は
「
榛
名
講
」
が
発
展
し
、
関

東
全
域
か
ら
信
者
が
訪
れ
た
。
同
時

に
宿
坊
な
ど
を
備
え
た
社
家
町
も
発

展
。
江
戸
時
代
中
期
、
宿
坊
数
は

１
０
０
軒
に
達
し
活
況
を
呈
し
た
。

さ
ら
に
昭
和
に
な
る
と
、一大
観
光
地

で
あ
る
伊
香
保
温
泉
や
榛
名
湖
か
ら

近
い
こ
と
も
あ
り
連
日
、
観
光
バ
ス
が

訪
れ
「
信
仰
」
と
「
地
域
振
興
」
の

両
面
か
ら
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

危
機
感
を
抱
い
た
社
家
町
で

多
彩
な
取
り
組
み
が
ス
タ
ー
ト

と
こ
ろ
が
時
代
の
変
遷
と
と
も
に

参
拝
者
は
減
少
。
土
産
店
や
食
堂
が

軒
を
並
べ
る
社
家
町
で
も
店
舗
の
廃

業
が
続
い
た
。「
こ
の
ま
ま
で
は
、
社

家
町
自
体
の
存
続
が
危
う
い
」
と
い

う
危
機
感
を
抱
い
た
社
家
町
の
店
主

ら
は
２
０
０
３
（
平
成
15
）
年
、「
社

家
町
活
性
化
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ

た
。
委
員
会
に
は
高
崎
経
済
大
学
教

授
や
高
崎
市
、
榛
名
観
光
協
会
な
ど

も
参
加
し
、「
食
」「
景
観
」「
建
物
」

の
各
部
門
で
活
動
。「
食
部
門
」
で

は
以
前
、
宿
坊
料
理
の
中
の
逸
品
と

し
て
提
供
し
て
い
た
そ
ば
を
「
門
前

そ
ば
」
と
し
て
復
活
さ
せ
る
た
め
地

元
農
家
と
契
約
し
て
専
用
の
そ
ば
粉

を
栽
培
。
店
主
ら
は
そ
ば
の
打
ち
方

な
ど
を
学
び
な
が
ら
、
よ
う
や
く
復

社
を
核
と
し
、
門
前
町
で
あ
る
社
家

町
や
行
政
、
大
学
な
ど
が
ス
ク
ラ
ム

を
組
み
「
に
ぎ
わ
い
復
活
」へ
の
取
り

組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。

活
況
を
呈
し
た
江
戸
時
代
、

社
家
町
の
宿
坊
は
１
０
０
軒
に

榛
名
神
社
は
９
２
７
（
延
長
5
）

年
完
成
の
延え

ん
ぎ
し
き
じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

喜
式
神
名
帳
に
上
野
国

十
二
社
の
ひ
と
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
、

古
く
か
ら
農
民
や
武
将
な
ど
か
ら
厚

い
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
神
仏
習
合

の
時
代
、
榛
名
神
社
に
は
神
職
と
僧

侶
が一
緒
に
い
て
、
特
に
僧
侶
の
力
が

強
か
っ
た
中
世
の
頃
に
今
の
社
家
町

榛
名
神
社

榛
名
観
光
協
会
榛
名
神
社
支
部
（
社
家
町
活
性
化
委
員
会
）

高
崎
市
榛
名
支
所
産
業
観
光
課

$A4E��

Vol.9 04



榛
は る な じ ん じ ゃ

名神社
〒 370-3341
群馬県高崎市榛名山町 849
TEL.027-374-9050
http://www.haruna.or.jp/

(右)般若坊。長屋門が国登録有形
文化財に指定されている。宿
坊が営まれていたかつての社
家町の面影を今に伝えている

(上)魚籠屋(びくや)外観

榛名観光協会榛名神社支部

魚
び く や

籠屋
〒 370-3341
群馬県高崎市榛名山町 360	
TEL.027-374-9255
http://homepage3.nifty.com/bikuya/

高崎市榛名支所産業観光課
〒 370-3392
群馬県高崎市下室田町 900-1
TEL.027-374-6712
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121300469

活
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
２
０
０
５
（
平
成

17
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
新
そ
ば
祭
り

は
現
在
、
１
０
０
０
人
近
く
が
参
加

す
る
イ
ベン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

ま
た
、
神
社
の
持
つ
文
化
価
値
や

素
晴
ら
し
い
自
然
景
観
を
多
く
の
人

に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
企
画
さ
れ
た
の

が
現
在
も
続
く
「
幽
玄
の
杜
音
楽
会
」

だ
。
今
年
14
年
目
と
な
る
音
楽
会
の

ス
テ
ー
ジ
は
榛
名
神
社
境
内
に
あ
る

国
重
要
文
化
財
の
神
楽
殿
。
荘
厳
な

神
楽
殿
で
ジ
ャ
ズ
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ど

を
演
奏
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
幽
玄

の
世
界
に
酔
い
し
れ
る
、
ほ
か
に
例

を
見
な
い
音
楽
会
と
し
て
多
く
の
人

を
魅
了
し
て
い
る
。
佐さ

と
う
し
ん
い
ち

藤
眞
一宮
司
は

「
地
域
を
盛
り
上
げ
て
い
く
の
は
神
社

の
役
目
で
も
あ
り
、
文
化
財
だ
か
ら

と
い
っ
て
神
社
が
囲
い
込
ん
で
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ズ
で
も
ク
ラ
ッ
シ

ク
で
も
神
社
の
雰
囲
気
に
合
う
の
で

あ
れ
ば
音
楽
会
は
神
社
の
文
化
財
の

活
用
法
を
知
っ
て
も
ら
う
良
い
機
会
。

神
社
の
宝
を
地
域
の
人
に
活
用
し
て

も
ら
う
こ
と
で
、
地
域
振
興
に
つ
な
が

れ
ば
」
と
期
待
す
る
。「
か
つ
て
は
地

域
の
氏
子
の
方
が
お
祭
り
の
ご
奉
仕

や
、
お
神
楽
の
練
習
を
し
て
奉
納
す

る
と
か
、
境
内
の
草
刈
な
ど
を
通
し

て
神
社
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
が
、
今
は
氏
子
さ
ん
た
ち
が
高

齢
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
お
祭

り
な
ど
の
奉
仕
も
こ
れ
か
ら
は
大
変

に
な
っ
て
き
ま
す
。
神
社
は
地
域
の
方

が
大
勢
い
て
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
く
と

い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
よ
そ
の
地
域
の
方
に
榛

名
神
社
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
参
拝
に

来
て
い
た
だ
い
て
、
社
家
町
で
お
食
事

な
ど
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
神
社
と

と
も
に
地
域
全
体
と
し
て
盛
り
上
が

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
社
家
町
活
性

化
委
員
会
は
榛
名
神
社
に
も
っ
と
た

く
さ
ん
の
人
々
が
参
拝
に
訪
れ
、
社

家
町
に
昔
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
た

め
に
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面
で
の

協
力
を
考
え
よ
う
と
行
政
が
立
ち
上

げ
て
く
だ
さ
っ
た
組
織
な
の
で
す
」。

こ
の
ほ
か
、
委
員
会
で
は
「
江
戸

時
代
」
の
景
観
を
意
識
し
て
板
塀
を

修
復
し
た
り
、
宿
坊
名
の
入
っ
た
看

板
を
立
て
、
通
り
を
石
畳
風
に
し
た

ほ
か
、
空
き
店
舗
の
利
活
用
を
進
め

た
り
、
江
戸
時
代
の
宿
坊
を
国
登
録

有
形
文
化
財
に
す
る
な
ど
多
彩
な
事

業
を
展
開
。
ま
た
、
高
崎
経
済
大
学

の
学
生
も
協
力
し
、
参
拝
者
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。そ
の
結
果
、「
ト

イ
レ
を
綺
麗
に
」
と
いっ
た
指
摘
を
受

け
て
、
社
家
町
、
榛
名
神
社
が
ト
イ

レ
を
改
装
。
行
政
は
現
在
、
駐
車
場

不
足
を
解
消
す
る
た
め
大
掛
か
り
な

整
備
を
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
す
っ

か
り
一新
し
た
社
家
町
に
さ
ら
に
追
い

風
と
な
っ
た
の
が
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

ブ
ー
ム
だ
。
関
東
屈
指
の
ス
ポ
ッ
ト
と

紹
介
さ
れ
て
以
来
、
参
拝
者
は
年
間

50
万
人
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
倍
以

上
に
増
え
た
。

社
家
町
に
新
し
い
風

魅
力
発
信
の
施
策
に
期
待

し
か
し
、
参
拝
者
が
増
え
た
と
いっ

て
も
、
社
家
町
に
立
ち
寄
る
割
合
は

ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
社
家
町
活
性
化

委
員
も
務
め
る
榛
名
観
光
協
会
榛

名
神
社
支
部
の
新あ

ら
い
ま
さ
き

井
正
生
支
部
長
は

「
神
社
が
花
と
す
れ
ば
、
社
家
町
は

団
子
。
活
性
化
に
は
両
輪
が
魅
力
あ

る
も
の
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

食
に
し
て
も
景
観
に
し
て
も
、
や
る
べ

き
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
」
と
決

意
を
新
た
に
す
る
。一方
、
近
年
は
社

家
町
に
新
し
い
風
も
吹
い
て
い
る
。
若

者
の
参
加
だ
。
新
た
に
出
店
し
た
り
、

後
継
者
と
し
て
戻
っ
て
く
る
ケ
ー
ス
も

出
始
め
て
い
る
。
今
後
、
神
社
と
社

家
町
、
行
政
が
手
を
携
え
て
、
ど
う

い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
の
か
。
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
の
集
客
を
一
過

性
の
も
の
に
せ
ず
、
花
と
団
子
、
両

者
の
魅
力
を
打
ち
出
し
た
施
策
に
期

待
が
高
ま
る
。
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(右)桜に囲まれた長谷寺五重塔
(中)参拝客でにぎわう長谷寺の門前町の
初瀬地区

(上)左がNPO法人	泊瀬門前町再興フォー
ラム理事長	寺井修司さん、右が監事の
中山雄治さん

か
つ
て
は
年
間
1
0
0
万
人
が

訪
れ
た『
お
伊
勢
参
り
』の
中
継
地
点

西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
第
八

番
札
所
で
あ
り
、
桜
・
ボ
タ
ン
・
あ

じ
さ
い・
紅
葉
と
1
年
を
通
じ
た
『
花

の
御
寺
』
と
し
て
親
し
ま
れ
る
奈
良

県
桜
井
市
の
長は

せ

で

ら

谷
寺
。
同
寺
の
裾
野

に
広
が
る
の
が
、
戦
前
か
ら
の
町
家

が
建
ち
並
ぶ
初は

せ瀬
門
前
町
だ
。
古
く

は
お
伊
勢
参
り
の
中
継
地
と
し
て
栄

え
、
ピ
ー
ク
に
は
年
間
約
1
0
0
万

人
が
訪
れ
て
い
た
県
下
屈
指
の
名
所

で
あ
る
こ
の
地
も
、
娯
楽
の
多
様
化

な
ど
が
影
響
し
、
観
光
客
数
は
徐
々

に
減
っ
て
い
る
と
い
う
。

N
P
O
が
目
指
す

景
観
も
含
め
た
再
興

動
き
始
め
た
門
前
町
の
景
観
を
活
か
し
た

ま
ち
づ
く
り

『
わ
ら
し
べ
長
者
』
の
舞
台

初
瀬
門
前
町
に

か
つ
て
の
賑
わ
い
を
！

ご
縁
日
で
あ
る
毎
月
18
日
に
は
、
長

谷
寺
へ
と
続
く
街
道
に
同
寺
が
舞
台

と
さ
れ
る『
わ
ら
し
べ
長
者
』の
ス
ト
ー

リ
ー
を
描
い
た
の
れ
ん
を
飾
り
つ
け
、

好
評
を
博
し
て
い
る
。
定
期
的
な
周

辺
の
清
掃
活
動
を
は
じ
め
、
境
内
へ

の
ヒ
マ
ラ
ヤ
桜
の
寄
贈
植
樹
、
周
辺
で

の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
開
催
な
ど
、
そ

の
取
り
組
み
の
幅
も
実
に
幅
広
い
の

が
大
き
な
特
徴
だ
。

地
域
づ
く
り
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

初
瀬
門
前
町
景
観
ま
ち
づ
く
り
の
会

最
近
で
は
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
町

家
の
老
朽
化
が
進
ん
で
空
き
家
も
増

え
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
取
り
壊
さ
れ

て
駐
車
場
な
ど
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
珍
し
く
な
い
。
現
状
に
歯
止
め
を

か
け
る
べ
く
、
2
0
0
9(

平
成
21)

年
か
ら
は
、
早
稲
田
大
学
と
奈
良
県

の
連
携
事
業
と
し
て
、
同
地
区
に
お

け
る
『
門
前
町
に
お
け
る
景
観
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
』
が
ス
タ
ー
ト
。
さ

ら
に
2
0
1
2
（
平
成
24
）
年
に
は

N
P
O
や
長
谷
寺
、地
元
観
光
協
会
、

自
治
会
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
「
初
瀬

門
前
町
景
観
ま
ち
づ
く
り
の
会
」
が

設
立
さ
れ
た
。
N
P
O
を
中
心
と
し

た
門
前
町
の
地
元
住
民
と
行
政
、
長

谷
寺
ら
が
会
議
を
重
ね
、
意
見
を
交

換
し
な
が
ら
、
資
源
を
活
か
し
た
景

観
再
生
保
存
の
提
言
が
着
々
と
ま
と

そ
ん
な
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、

か
つ
て
の
賑
わ
い
と
輝
き
を
取
り
戻

そ
う
と
2
0
0
5
（
平
成
17
）
年

に
立
ち
上
が
っ
た
の
が
『
N
P
O
法

人 

泊は

つ

せ瀬
門
前
町
再
興
フ
ォ
ー
ラ
ム
』。

寺て
ら
い
し
ゅ
う
じ

井
修
司
理
事
長
は
、
立
ち
上
げ

に
至
っ
た
経
緯
を
こ
う
語
る
。「
元
々

は
下
水
道
の
設
置
を
求
め
る
署
名
活

動
が
発
端
で
し
た
。
県
や
市
と
の
関

係
性
を
深
め
て
い
く
過
程
で
、『
景

観
も
含
め
た
根
本
か
ら
の
再
興
を
』

と
い
う
方
向
性
が
ま
と
ま
り
、
こ
の

N
P
O
が
立
ち
上
が
っ
た
の
で
す
」。

屋
号
は
、
同
周
辺
が
船
舶
に
よ
る
運

搬
が
主
だ
っ
た
古
代
の
船
着
き
場
で

あ
り
、『
泊
瀬
（
は
つ
せ
）』と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

同
N
P
O
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
活

動
の一端
を
紹
介
し
よ
う
。
観
音
様
の

長
谷
寺

初
瀬
門
前
町

$A4E��
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真言宗豊山派

総本山 長
は せ で ら

谷寺
〒 633-0112　奈良県桜井市初瀬 731-1
TEL.0744-47-7001
http://www.hasedera.or.jp/

NPO 法人 

泊
は つ せ

瀬門前町再興フォーラム
〒 633-0112	　奈良県桜井市初瀬 796
TEL：0744-57-9280
http://web1.kcn.jp/hase-monzenmachi/

め
ら
れ
て
い
る
。

「
一
朝
一
夕
に
と
い
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
N
P
O
が
立
ち

上
が
っ
て
か
ら
門
前
町
に
か
つ
て
の

活
気
が
少
し
ず
つ
戻
っ
て
き
て
い
る
の

は
確
か
。
長
谷
寺
と
の
新
た
な
取
り

組
み
を
は
じ
め
、
こ
れ
か
ら
も
地
域

を
愛
す
る
様
々
な
人
た
ち
と
連
携
し

な
が
ら
、
出
来
得
る
限
り
の
こ
と
を

や
っ
て
い
き
た
い
と
決
意
を
新
た
に

し
て
い
ま
す
」
と
力
強
く
語
る
の
は
、

中な
か
や
ま
ゆ
う
じ

山
雄
治
監
事
。

「
も
う
50
年
ほ
ど
前
の
話
に
な
り

ま
す
が
、
私
た
ち
が
子
供
の
頃
の
長

谷
寺
は
、
春
に
も
な
る
と
そ
れ
は
も

う
す
ご
い
数
の
人
が
来
ら
れ
て
、
街

道
に
は
露
店
が
ず
ら
り
と
並
び
ま
し

て
ね
。
子
供
心
に
胸
を
打
た
れ
た
も

の
で
す
。
あ
の
頃
の
賑
わ
い
を
も
う
一

度
目
の
当
た
り
に
で
き
れ
ば
、
こ
ん

な
に
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
」

と
寺
井
さ
ん
。
境
内
か
ら
眺
め
る
門

前
町
の
美
し
さ
な
ど
、
長
谷
寺
の
こ

と
を
語
る
寺
井
さ
ん
の
笑
顔
は
、
ま

る
で
少
年
の
よ
う
。
同
寺
へ
の
想
い
の

深
さ
が
、ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

賑
わ
い
の
初
瀬
門
前
町
を
取
り
戻

す
べ
く
、
着
実
に
成
果
を
上
げ
て
い
る

多
角
的
な
取
り
組
み
の
数
々
。
長
谷

寺
と
初
瀬
門
前
町
、
そ
し
て
N
P
O

の
今
後
の
動
向
に
、
各
方
面
か
ら
ま

す
ま
す
の
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
。

近年、各地で寺社を中心とした門前町の景観を活
かした町おこしが盛んになっている。寺社を中心とし
た門前町は、歴史的価値のある建物が残り、視覚
面でも漆喰の白壁、軒が揃った建物の連続性、木
造建築で色彩に統一感と連続性があるなど、優れた
視覚的要素が残されている。寺社を中心に広がる歴
史的価値の高い建物を活かした景観の構築を図る工
夫や地域の努力が、街全体の景観的価値を高めるこ
とになると言える。門前町の希少価値と景観につい
て、「第 12 回全国門前町サミットinことひら」で基
調講演を行った香川大学工学部教授・松島学先生
授からご提供いただいた同基調講演資料・研究論文
の概略をご紹介する。

まず景観とは自然の風景と人工的（施設や建物）
な風景から成り立ち、望ましい景観を造ることが「景
観工学」とされる。では景観が優れているとはどうい
うことか。景観評価基準は「視覚的基準に基づく
評価」すなわち色や形によって認識される要素と、
「意味的価値・希少価値」たとえば歴史性によっ
て判断される要素から成立するとされる。「視覚的
基準に基づく評価」に影響するものに、規則性や
連続性といった「まとまり」、時間を経て移り変わる
「変化」、あざやかな水面やランドマーク的な建物
など目を惹きつける「誘目性」などの要素があるとさ
れる。また、景観の評価は見える範囲で一番評価
の悪いものにより、全体の評価が決まるとされる。
たとえば、全体にまとまりのない商店街、派手な看
板広告のある景観、電柱のある景観は視覚的に好
ましくないと思われる傾向がある。一方、寺社を中
心に広がる門前町は存在自体で歴史性、希少性を
兼ね備えているため、既に半分の景観評価を勝ち
得ていると考えられる。そしてさらに、門前町の景観
全体の評価を高める方法に「攻めの戦略」と「守り
の戦略」がある。土地柄や歴史を考慮しその土地
に適した視覚的基準を設け、視覚的に優れた要素
を積極的に見せる反面、評価の悪いものはなるだ
け目立たず周りに調和させることが、景観修復の大
切なポイントとなるのである。

門前町の希少価値と景観について

■参考資料
香川大学工学部教授・松島学氏
「第 12回全国門前町サミットin ことひら」で基調講演資料
香川大学工学部・宇佐見真穂氏
「琴平町表参道の景観修復に関する研究」
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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

ユニークベニュー施設リストにあがる、宮城県の円通院。松島随一と
言われる日本庭園でのガーデンパーティーが外国人客から好評。

観光庁が神社仏閣での国際会議誘致を強化
「ユニークベニュー支援事業」に最大100万円支援

日本政府観光局（JNTO）は「MICE※ 1 市場説明
会」を開催し、2016（平成 28）年度のMICE 誘致
事業の方針を発表。日本国内で開催される国際会議や
ミーティング、インセンティブ旅行の一環としてユニーク
ベニュー※2 施設を活用した場合、参加人数や日程など
の条件をクリアすればその開催費用上限 100 万円が
支援され、国際会議主催者やMICE 企画の手配を行
う旅行会社などを対象に、近く案件の募集が開始され
る。
2030 年には政府の「日本再興戦略」に掲げられた

アジアNo.1 の国際会議開催国としの不動の地位を築
くことを目標に、「グローバルMICE 強化都市」の札幌、
仙台、千葉、広島、北九州の 5 都市における重点的
支援・国際競争力の強化に加え、地方創生に向けて
各地域のMICE 誘致力の強化を促進する。

歴史的建造物の活用を促進する
「ユニークベニュー支援事業」

現在、ユニークベニューとして利用可能な施設リスト
には、宮城県にあり松島随一の庭園として名高い円通
院や、愛知県の尾張徳川家ゆかりの八事山興正寺を
はじめ、全国で98箇所の施設がリストアップされている。
日本には他国にはない独自の文化や歴史を象徴したユ
ニークベニューとしの施設が数多く存在するものの開発
や利用が遅れているのが現状で、今後はこの「ユニー
クベニュー支援事業」によって開発・利用の促進を目
指す。

ユニークベニューにおける
世界の取り組みと日本の課題

世界には、ユニークベニュー利用促進のための総合
窓口となる公的団体が組織化されている例も珍しくな
い。用途に合わせて検索可能なウェブサイトを構築し、
美しいビジュアルと充実したコレクションで最新の情報を
発信することにより、主催者側のユニークベニュー利用
を効果的に活性化させている。なかでもイギリスは、
1993 年にロンドン市内 81のユニークベニューを一堂

に集めた検索サイト「Unique	Venues	of	 London
（UVL）」を設立し、2012 年のロンドン五輪で大きな
成果を上げている。日本においては2013 年に「ユニー
クベニュー利用促進協議会」が発足されたばかり。先
述の支援事業などの実施が開始されたものの、現状は、
文化財保護法や建築基準法、食品衛生法といったさま
ざまな法規制もあり、まだまだユニークベニューの利用
開放につながっていない。4 年後の東京五輪に向け、
日本も国内ユニークベニューの情報整備や利用促進が
望まれる。
ユニークベニューでのイベントは、参加者に日本の文
化や歴史的な体験を提供する機会を与え、MICE の成
功と開催地を世界に強く印象づけることが可能だ。それ
だけに、神社仏閣などの歴史的建造物やそれらを中心
とした日本ならではの景観や伝統文化に、ますます注目
が集まるといえるだろう。

※1	MICEとはMeeting( 企業などのミーティング等 )・Incentive( 企
業の報奨旅行や研修旅行 )・Convention( 各種団体が主催する国際
会議や学術大会 )・Exhibition/Event( 文化、スポーツイベント、見
本市等 )の頭文字による造語で、ビジネスイベントの一形態を指す。
※ 2	ユニークベニューとは、歴史的建造物、文化施設や公的空間な
どで会議・レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出で
きる特別 (ユニーク)な会場 (ベニュー)のことである。
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見
直
さ
れ
る
自
動
販
売
機
の
価
値

古
来
、
ひ
と
の
集
ま
る
場
所
と
し

て
生
活
の
中
心
に
位
置
し
て
き
た
寺

社
。
近
年
で
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行

者
な
ど
の
一
般
観
光
客
の
増
加
も
加

わ
り
、
よ
り
一
層
ひ
と
の
往
来
が
激
し

く
な
っ
て
い
る
。
当
然
、
多
く
の
人

が
行
き
交
う
場
所
に
は
、
事
故
や
ケ

ガ
な
ど
の
リ
ス
ク
が
生
じ
る
。
そ
れ

に
加
え
て
、
災
害
大
国
・
日
本
で
は
、

地
震
や
水
害
な
ど
の
大
規
模
な
自
然

災
害
へ
の
備
え
も
常
日
頃
か
ら
欠
か

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
さ
ま

ざ
ま
な
リ
ス
ク
へ
の
備
え
は
、
地
域

社
会
に
お
け
る
寺
社
の
責
任
で
も
あ

る
と
言
え
よ
う
。

そ
ん
な
中
、
今
回
ご
紹
介
し
た
い

の
が
「
自
動
販
売
機
」
だ
。
設
置
す

る
寺
社
も
増
加
し
、
も
は
や
当
た
り

前
の
光
景
と
な
っ
た
。
今
や
ど
こ
に

で
も
あ
っ
て
私
た
ち
の
生
活
に
お
な

じ
み
の
自
動
販
売
機
が
、
実
は
リ
ス

ク
管
理
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

く
れ
る
と
し
て
、
い
ま
一
度
、
そ
の
価

値
が
見
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

京
都
の
寺
社
で
続
々
導
入

水
の
守
り
神
と
し
て
有
名
な
京

都
・
貴
船
神
社
。
同
神
社
は
、
川
沿

い
に
位
置
す
る
た
め
、
災
害
に
対
す

る
意
識
も
高
く
、
キ
リ
ン
ビ
バ
レ
ッ

ジ
バ
リ
ュ
ー
ベ
ン
ダ
ー
の
「
災
害
救
護

用
自
動
販
売
機
」
を
設
置
し
た
（
写

真
１
）。
こ
の
機
種
は
、2
0
1
3
（
平

成
25
）
年
9
月
に
京
都
で
発
生
し
た

大
洪
水
以
降
に
、
導
入
が
増
加
し
て

い
る
自
動
販
売
機
で
、
災
害
時
の
飲

料
の
無
償
提
供
の
ほ
か
、
停
電
時
で

も
内
蔵
の
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
て
発
電

す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
携
帯
電
話

な
ど
の
充
電
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
知

ら
れ
る
清
涼
寺
の
境
内
に
あ
る
竹
仙

で
は
、
同
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
落
ち
着
い

た
紅
葉
の
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ
れ
た
自

動
販
売
機
を
採
用
し
、
参
拝
者
か
ら

も
大
変
好
評
だ
と
い
う
（
写
真
2
）。

竜
安
寺
バ
ス
停
横
に
も
同
社
の
景
観

に
配
慮
し
た
自
動
販
売
機
が
設
置
さ

れ
、
京
都
の
風
情
あ
ふ
れ
る
街
並
み

に
見
事
に
溶
け
込
け
こ
み
ひ
っ
そ
り

と
佇
む
（
写
真
3
）。
一
方
、
ス
ポ
ー

ツ
の
守
護
神
で
有
名
な
白
峯
神
社
に

設
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
災
害
救

護
機
を
今
注
目
の
サ
ッ
カ
ー
日
本
代

表
仕
様
の
デ
ザ
イ
ン
（
写
真
4
）
に

で
き
る
の
も
キ
リ
ン
グ
ル
ー
プ
な
ら

で
は
と
言
え
よ
う
。

狭
小
地
活
用
で
地
域
に
貢
献

こ
の
他
に
も
、
参
拝
者
へ
の
配
慮

と
し
て
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
搭
載
型
や
、
四
季
の
気
温
の

変
化
に
あ
わ
せ
て
常
に
最
適
な
運
転

を
行
う
、
地
球
環
境
に
や
さ
し
い
超

省
エ
ネ
タ
イ
プ
な
ど
も
お
す
す
め
だ
。

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
、
参
拝
者
や
地
域
の
人
び
と
を

守
る
役
割
を
担
う
自
動
販
売
機
。
こ

の
機
会
に
改
め
て
設
置
を
検
討
し
て

み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

地
域
社
会
と
共
生

リ
ス
ク
に
備
え
る
自
動
販
売
機

畳1枚のスペースでできる寺社の地域貢献！

寺社に導入される多様な自販機

【お問い合わせ先】

キリンビバレッジバリューベンダー株式会社
(近畿圏支社　営業企画部)

〒530-0011
大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪タワーA23階
TEL:06-7730-9199
URL:http://www.beverage.co.jp/

PICK UP

12

4

01 02

03 04

災害対策
大規模災害時にお
ける飲料の無償提
供や携帯の充電な
どが可能です。

地球環境配慮
気温の変化に対応
し常に最適な省エ
ネ運転を行い消費
電力を削減します。

防犯対策
自動販売機の明か
りで周囲が明るく
なり、夜間の犯罪抑
制につながります。

人命救助
AED（自動体外式除
細動器）搭載型で、ひ
との往来が多い寺社
ならではのリスクに。

3
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現
代
社
会
に
お
け
る

ス
ト
レ
ス
対
策
法
と
は

昨
年
12
月
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
基

づ
く
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
」
が
施

行
さ
れ
た
。「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
」

と
は
、
ス
ト
レ
ス
に
関
す
る
調
査
票
に
従

業
員
が
現
在
の
心
理
状
態
を
記
入
し
、

そ
の
結
果
を
集
計
・
分
析
す
る
こ
と
で
本

人
に
ス
ト
レ
ス
の
状
況
に
つ
い
て
気
付
き

を
促
し
、
個
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調

の
未
然
防
止
や
職
場
環
境
の
改
善
に
つ

な
げ
る
取
り
組
み
。
従
業
員
が
50
人
以

上
い
る
事
業
所
で
は
毎
年
1
回
、
こ
の
検

査
を
全
て
の
従
業
員
に
対
し
て
実
施
す

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
ス
ト
レ
ス

社
会
と
い
わ
れ
る
現
代
な
ら
で
は
の
制
度

で
、
企
業
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア

の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
寺
や
神
社
の
関

係
者
に
対
す
る
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制

ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー
と
し
て
、
健
康
管
理
か

ら
応
急
処
置
ま
で
、
電
話
で
即
対
応
す

る
医
療
電
話
相
談
サ
ー
ビ
ス
が
「
野
口
ド

ク
タ
ー
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
®
」
で
あ
る
。

医
療
か
ら
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ま
で

あ
ら
ゆ
る
分
野
を
サ
ポ
ー
ト

「
野
口
ド
ク
タ
ー
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
®
」

は
、「
野
口
医
学
研
究
所
」
が
支
援
し
最

新
の
医
療
情
報
を
取
得
し
た
1
1
0
0

名
の
医
師
や
看
護
師
、
管
理
栄
養
士
、

ヘ
ル
ス
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
薬
剤
師
等
の
有

度
」
の
よ
う
な
明
確
な
法
的
制
度
は
整
っ

て
い
な
い
の
が
現
状
で
、
適
切
な
健
康
管

理
や
メ
ン
タ
ル
面
の
サ
ポ
ー
ト
は
一
般
的
な

企
業
よ
り
後
れ
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
日
々
の
修
行
に
加
え
細
か

い
実
務
作
業
、
檀
家
さ
ん
や
氏
子
さ
ん
の

サ
ポ
ー
ト
、
ま
た
昨
今
増
え
つ
つ
あ
る
複

数
の
お
寺
で
住
職
、
複
数
の
神
社
で
宮

司
を
兼
務
す
る
こ
と
に
よ
る
心
身
疲
労
、

さ
ら
に
は
後
継
者
問
題
ま
で
。
お
寺
や
神

社
の
関
係
者
に
お
い
て
も
、
現
代
社
会
な

ら
で
は
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
。寺

社
の
関
係
者
に
と
っ
て
、
メ
ン
タ
ル

ケ
ア
の
悩
み
を
い
つ
で
も
気
軽
に
相
談
で

き
、
安
心
し
て
サ
ポ
ー
ト
を
任
せ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
と
心

強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

ご
紹
介
し
た
い
の
が
、
24
時
間
年
中
無

休
で
質
の
高
い
医
療
電
話
相
談
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
る
、
米
国
財
団
法
人
野
口
医

学
研
究
所
の
「
野
口
ド
ク
タ
ー
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
®
」
だ
。

野
口
英
世
博
士
の
意
志
を

受
け
継
ぐ「
野
口
医
学
研
究
所
」

米
国
財
団
法
人
野
口
医
学
研
究
所
は
、

日
本
が
生
ん
だ
世
界
的
医
学
者
・
野
口

英
世
博
士
の
業
績
を
記
念
し
、
国
際
医

学
交
流
の
促
進
を
目
的
に
1
9
8
3
年

ア
メ
リ
カ
政
府
の
認
可
を
受
け
フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
隣
接
地

に
設
立
さ
れ
た
。
日
米
の
医
学
の
力
を

結
集
し
、
第
二
・
第
三
の
野
口
英
世
を
育

て
る
べ
く
多
く
の
優
秀
な
医
師
や
メ
デ
ィ

カ
ル
ス
タ
ッ
フ
を
育
成
。
臨
床
医
学
交
流

に
加
え
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
研
究
、

発
展
途
上
国
へ
の
医
師
の
派
遣
、
医
療
電

話
相
談
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
世
界
の
医
学
・

医
療
や
健
康
維
持
増
進
の
た
め
に
最
先

端
の
研
究
、
開
発
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ

ら
多
岐
に
わ
た
る
「
野
口
医
学
研
究
所
」

の
取
り
組
み
の
中
で
も
、
信
頼
で
き
る

寺
社
関
係
者
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
、現
代
社
会
の
ス
ト
レ
ス
問
題

電
話
一
本
で
心
身
の
健
康
に
関
す
る
、あ
ら
ゆ
る
不
安
を
解
決

「
野
口
ド
ク
タ
ー
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
®」
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資
格
者
が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
で
対
応
し
て
く
れ
る
。
日
常
の
健
康

チ
ェ
ッ
ク
や
生
活
習
慣
・
食
習
慣
な
ど
に

関
す
る
健
康
相
談
を
は
じ
め
、
対
人
関

係
や
仕
事
の
悩
み
、
精
神
的
ス
ト
レ
ス
な

ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
、
医
療
相
談
、
介

護
相
談
、
育
児
相
談
、
さ
ら
に
は
突
然

の
病
気
や
ケ
ガ
に
対
す
る
応
急
処
置
、

病
院
で
処
方
さ
れ
た
薬
や
市
販
薬
に
関

す
る
ア
ド
バ
イ
ス
、
症
状
に
応
じ
た
医
療

機
関
情
報
の
案
内
、
納
得
で
き
る
セ
カ

ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
紹
介
ま
で
。
各
専
門

分
野
を
代
表
す
る
優
秀
な
メ
デ
ィ
カ
ル
ス

タ
ッ
フ
を
揃
え
、
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
幅
広

い
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
を
用
意
し
て
い
る
。

ま
た
、相
談
者
の
健
康
状
態
に
合
わ
せ
て
、

専
門
病
院
な
ど
の
医
療
機
関
の
紹
介
も

受
け
ら
れ
る
。

病
院
で
の
診
察
時
間
、
ま
た
医
療
費

も
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
中
、「
野
口
ド

ク
タ
ー
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
®
」
で
は
誰
で
も

気
軽
に
利
用
で
き
る
良
心
的
な
料
金
で

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。
年
会
費
6
0
0
0

円
、
1
カ
月
あ
た
り
5
0
0
円
で
医
師

や
看
護
師
等
の
有
資
格
者
に
よ
る
的
確

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
何
度
で
も
受
け
ら
れ

る
。
さ
ら
に
申
し
込
み
本
人
だ
け
で
な

く
、
同
居
の
家
族
も
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
の
も
特
徴
の
一つ
だ
。
24
時
間

3
6
5
日
、
電
話
一
本
で
医
療
か
ら
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
ま
で
あ
ら
ゆ
る
不
安
を
解
決

し
て
く
れ
る
ド
ク
タ
ー
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
は
、

家
族
全
員
が
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
し

て
い
く
た
め
の
心
強
い
味
方
と
い
え
る
。

寺
社
の
関
係
者
に
と
っ
て
も
身
体
の
健

康
面
や
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
そ
の
他
の
医
療
や
介
護
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
悩
み
も
で
き
る
だ
け
日
々
の
暮
ら

し
の
中
で
ケ
ア
し
、
心
身
と
も
に
健
康
な

状
態
を
保
つ
こ
と
は
、
檀
家
さ
ん
や
氏
子

さ
ん
と
の
良
好
な
関
係
性
を
築
き
維
持

し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
要
因
と
な
る
は

ず
で
あ
る
。
現
代
社
会
な
ら
で
は
の
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
寺
社
に
と
っ

て
も
、
医
療
に
よ
る
心
身
の
健
康
管
理
は

必
須
と
い
え
よ
う
。

野口ドクターホットライン®概略図

以下のご相談に対応します。

医療・健康相談 看護・介護相談 育児相談

メンタルヘルス相談 医薬品情報 医療情報

応急処置 セカンドオピニオン 医療機関・医師紹介

野口医学研究所
相談室

医師、看護師、管理栄養士
等の専門スタッフがカウン
セリングし、症状に応じて
アドバイス

24時間365日
対応

お客様

相 談

回 答

＜お問合せ＞

米国財団法人　野口医学研究所
日本事務局
東京都港区虎ノ門 1-22-13　虎ノ門秋山ビル 5 階
担当：野口・露木
TEL：03-3501-0130
http://www.noguchi-net.com/

野口ドクターホットライン
ht t p : / /www . noguch i - i n c . c om/se r v i c e /
hotline.html
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前
日
に
降
っ
た
雪
が
ま
だ
消
え
き

ら
な
い
3
月
半
ば
。
高
岡
古
城
公

園
内
・
高
岡
城
本
丸
跡
に
鎮
座
す

る
射い

み
ず
じ
ん
じ
ゃ

水
神
社
参
集
殿
に
、
緊
張
と
期

待
に
満
ち
た
面
持
ち
の
26
名
が
集

ま
っ
た
。
2
0
1
3
（
平
成
25
）
年

か
ら
富
山
県
神
社
庁
教
化
委
員
会

（
藤
井
秀
嗣
委
員
長
）
に
よ
り
毎
年

度
県
内
の
神
社
で
開
催
さ
れ
、
今
年

で
3
回
目
を
迎
え
る
「
神
社
へ
行
こ

う
～
神
主
さ
ん
1
日
体
験
～
『
射

水
神
社
・
二ふ

た
が
み
い
み
ず
じ
ん
じ
ゃ

上
射
水
神
社
編
』」
の

参
加
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
イ
ベ
ン

ト
は
、
も
っ
と
神
社
や
神
主
を
身
近

に
感
じ
て
も
ら
い
、
富
山
県
内
の
神

社
を
周
知
し
、
神
社
フ
ァ
ン
を
増
や

そ
う
と
始
め
ら
れ
た
。

体
験
の
始
ま
り
は
身
支
度
か
ら
。

神
主
の
装
束
で
あ
る
白
衣
・
袴
を
着

装
し
て
、
ま
ず
は
社
殿
、
境
内
を
清

掃
す
る
。
手
水
の
作
法
を
習
い
、
大

祓
詞
の
解
説
、
神
拝
詞
の
浄
書
、
祭

式
作
法
の
練
習
後
、
神
前
に
て
正
式

参
拝
・
大
祓
詞
を
奏
上
し
、
舞
楽

「
蘭
陵
王
」を
奉
拝
し
た
。
そ
の
後
、

二
上
射
水
神
社
に
出
向
い
て
正
式
参

拝
。
国
の
重
要
文
化
財
「
木
造
男

神
坐
像
」
を
特
別
に
拝
観
す
る
な
ど

盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
だ
。
教
化
委

員
会
研
修
部
会
が
主
管
と
な
り
場

所
を
選
定
・
企
画
し
、
装
束
調
達
を

含
め
準
備
し
た
。

会
場
と
な
っ
た
射
水
神
社
は
、
創

建
は
奈
良
時
代
以
前
と
さ
れ
明
治

4
年
に
越
中
国
最
高
の
国
幣
中
社

に
列
し
、
同
8
年
に
現
在
の
高
岡
城

本
丸
跡
に
遷
座
さ
れ
た
由
緒
と
歴

史
あ
る
神
社
で
あ
る
。
古
来
二
上
山

の
麓
に
鎮
座
し
て
い
た
た
め
、
二
上

射
水
神
社
が
改
め
て
元
の
鎮
座
地
に

創
立
さ
れ
た
。
県
内
か
ら
参
加
の
女

性
は
「
神
社
が
好
き
で
宮
司
さ
ん
の

姿
も
美
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
所

作
を
教
え
て
も
ら
え
る
の
で
と
て
も

嬉
し
い
」と
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ
た
。

ま
た
、
今
回
で
2
回
目
と
な
る
夫
婦

で
の
参
加
者
は
「
こ
れ
ま
で
神
社
や

神
様
の
こ
と
は
不
勉
強
で
し
た
。も
っ

と
深
く
学
び
、
自
宅
の
神
棚
へ
の
お

参
り
も
正
式
に
で
き
れ
ば
」
と
意
欲

的
な
返
事
が
返
っ
て
き
た
。

研
修
部
会
長
で
あ
り
射
水
神
社

の
炭す

み
た
に
じ
ゅ
ん

谷
淳
禰
宜
は
「
毎
回
評
判
も

良
く
、
リ
ピ
ー
ト
し
て
下
さ
る
参
加

者
も
い
て
感
動
し
て
い
ま
す
。
短
時

間
で
作
法
を
覚
え
る
の
は
大
変
で
す

が
、
皆
さ
ん
真
面
目
に
取
り
組
ん
で

頂
き
大
変
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

回
を
重
ね
た
方
と
初
心
者
と
の
内
容

を
ど
う
し
て
い
く
か
。参
加
者
の
ニ
ー

ズ
に
ど
う
応
え
て
い
く
か
は
今
後
の

課
題
で
す
」
と
熱
く
語
る
。

若
い
参
加
者
も
多
く
、
こ
う
し
た

イ
ベ
ン
ト
が
縁
と
な
り
、
神
社
と
人

の
つ
な
が
り
が
広
が
っ
て
い
る
。

元鎮座地

二
ふ た が み い み ず じ ん じ ゃ

上射水神社
〒 933-0981
富山県高岡市二上
1519 番地
TEL0766-25-1766

射
水
神
社
・
二
上
射
水
神
社
「
神
主
一
日
体
験
」

神
主
に
な
り
き
り
、
奉
仕
体
験
を
通
し
て

神
社
を
知
り
、
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う

右・左上：祭式作法体験。左中：神拝詞浄書のようす。左下：神社由緒説明のようす。

越中総鎮守一宮

射
い み ず じ ん じ ゃ

水神社
〒 933-0044
富山県高岡市古城 1番地１
TEL0766-22-3104
http://www.imizujinjya.or.jp
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ト

人
が
集
ま
る
・
絆
が
深
ま
る
イ
ベ
ン
ト
の
ヒ
ン
ト



堀
ほ り う ち か つ ひ こ

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

多
く
の
種
類
が
あ
る
お
寺
の
漫
画

　
昨
年
10
月
、
東
京
の
増
上
寺
門

前
に
あ
る
多
聞
院
に
、仏
教
や
お
寺
、

お
坊
さ
ん
が
テ
ー
マ
の
漫
画
を
集
め

た
『
お
寺
の
漫
画
図
書
館
』
を
作
り

ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
前
住
職
が
亡
く

な
ら
れ
た
後
、
近
く
に
あ
る
観
智
院
・

土
屋
住
職
が
兼
務
住
職
と
な
り
、
私

に
仏
教
を
伝
え
る
場
と
し
て
活
用
で

き
な
い
か
と
ご
相
談
い
た
だ
い
た
の

が
始
ま
り
で
す
。

「
仏
教
」
と
言
え
ば
漢
字
だ
け
の

お
経
、
お
坊
さ
ん
達
の
厳
し
い
修
行
、

お
葬
式
や
お
墓
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
で
、

一
般
の
人
々
に
は
気
軽
に
入
り
に
く

い
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
お
寺

が
題
材
の
漫
画
が
集
ま
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発

せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
自
身
、

手
塚
治
虫
の
『
ブ
ッ
ダ
』
か
ら
お
釈

迦
様
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
興
味
を
持
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
漫
画

図
書
館
を
提
案
し
た
理
由
で
し
た
。

現
在
、
蔵
書
は
３
０
０
冊
を
超
え
、

来
館
さ
れ
る
方
は
「
お
寺
の
漫
画
っ

て
、
こ
ん
な
に
種
類
が
あ
る
ん
だ
」

と
驚
か
れ
ま
す
。
近
年
、
仏
教
や
お

寺
、
お
坊
さ
ん
を
テ
ー
マ
に
し
た
漫

画
は
増
え
て
い
ま
す
。
特
に
各
教
団

が
持
つ
出
版
部
や
一
部
の
仏
教
系
出

版
社
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
書
籍
を

扱
う
会
社
か
ら
の
漫
画
が
２
０
０
０

年
代
以
降
急
速
に
伸
び
て
い
ま
す
。

等
身
大
の
僧
侶
や
お
寺
に
焦
点

　

宝
島
社「
こ
の
マ
ン
ガ
が
す
ご
い
!	

２
０
０
９
」
オ
ト
コ
編
1
位
を
獲
得

し
、
映
画
化
も
さ
れ
た
『
聖
☆
お
に

い
さ
ん
』
は
有
名
で
す
が
、
そ
の
他

に
も
虐
待
さ
れ
て
い
た
異
母
弟
を
お

寺
で
引
き
取
り
、
そ
の
家
族
や
地
域

と
女
性
僧
侶
の
交
流
を
描
い
た
『
住

職
系
女
子
』、
救
急
病
院
の
医
者
と

し
て
勤
務
す
る
僧
侶
が
主
人
公
の

『
病
室
で
念
仏
を
唱
え
な
い
で
く
だ

さ
い
』、
僧
侶
養
成
学
校
に
通
う
男

性
を
描
い
た
『
月
を
指
す
指
』
と
内

容
も
多
彩
で
す
。

こ
の
よ
う
な
漫
画
を
通
し
て
強
く

感
じ
る
の
は
、
仏
教
用
語
や
お
坊
さ

ん
を
シ
ン
ボ
ル
的
に
扱
っ
た
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
を
脱
却
し
、
等
身
大
の
お
寺
や

僧
侶
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
が
目

立
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
お
寺
も
生
か
さ
な
い
手
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
漫
画
図
書

館
を
宿
坊
に
も
開
設
し
た
ら
。
分
厚

い
仏
教
書
が
本
棚
に
並
ぶ
お
寺
は
私

も
た
く
さ
ん
見
て
き
ま
し
た
が
、
お

参
り
に
来
た
人
が
そ
れ
を
手
に
取
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
漫
画
で
あ
れ
ば
宿
泊
者
は
パ

ラ
パ
ラ
と
手
に
取
り
ま
す
。
そ
こ
か

ら
仏
教
用
語
に
触
れ
ら
れ
ま
す
し
、

そ
の
上
で
お
坊
さ
ん
の
話
を
聞
け
ば

仏
教
も
ず
っ
と
親
し
み
や
す
く
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宿坊研究会レポート

多聞院の漫画図書館の書架

宿坊とも相性が良い、お寺の漫画図書館
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦

第7回

くつろぎながら漫画を読む利用者

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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四国八十八ヶ所や西国三十三所などに代表される日本各地の霊場会の多くは、宗教や宗旨・
宗派の違いだけでなく、都道府県や市町村という垣根を越えた交流基盤となっています。
このシリーズでは、地域や寺社の活性化に大きな可能性を秘めた霊場会に関わる様々な情
報をお届けします。
今回は、近江国（滋賀県）の百八ケ寺がびわ湖を囲むように繋がる「びわ湖百八霊場」をご紹介
します。

【霊場会設立の経緯】

【これまでに発行された霊場会ガイドブック】
湖北の二十七名刹から始まり、これまで4冊のガイド
ブックが発行されています。

1988（昭和63）年
伊香郡高月町青年会の働きかけにより、霊場会設立の
検討開始。
1992（平成4）年
湖北二十七名刹霊場会が発足。
1996(平成8)年
湖東二十七名刹霊場会が発足。
2004（平成16）年
湖南二十七名刹霊場会が発足。
2009（平成21）年
湖西二十七名刹霊場会が発足。
同年9月8日にびわ湖百八霊場会発足。

近
江
湖
北
二
十
七
名
刹
霊
場

（
朱
鷺
書
房
1
9
9
2
年
）

ぐ
る
っ
と
び
わ
湖
巡
礼
の
旅

び
わ
湖
百
八
霊
場
公
式
ガ
イ
ド

(

京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
2
0
1
1
年)

近
江
湖
東
二
十
七
名
刹
霊
場

（
朱
鷺
書
房
1
9
9
6
年
）

び
わ
湖
百
八
霊
場
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

（
淡
交
社
2
0
1
1
年
）

びわ湖百八霊場

《会　長》 百八霊場十一番、湖西十一番　
 天台真盛宗総本山 西教寺
 第四十三世貫首　西村 冏紹

《事務局》 百八霊場十一番、湖西十一番
 天台真盛宗総本山 西教寺　
 社会部　中島 敬瑞
 〒520-0113 滋賀県大津市坂本5丁目13-１
 TEL：077-578-0013

びわ湖百八霊場公式キャラクター
かけるくんめぐるくん

シリーズ　   地域と霊場会

日
本
の
真
中
に
位
置
す
る
近
江
国
（
淡
海
国
：
滋
賀
県
）
は
、

さ
ら
に
そ
の
真
中
に
日
本
一
大
き
な
琵
琶
湖
を
も
ち
、
周
囲
は
伊
吹

山
、
比
良
山
、
比
叡
山
な
ど
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
風
光
明
媚
、
山

紫
水
明
の
地
で
、
宗
教
上
で
も
京
都
、
奈
良
に
次
い
で
神
社
仏
閣
が

全
域
に
創
建
さ
れ
、
神
仏
習
合
の
思
想
の
下
で
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
平
安
時
代
初
め
に
は
伝
教
大
師
最
澄
に
よ
っ
て
比
叡
山
上
に
延

暦
寺
が
創
建
さ
れ
、
鎮
護
国
家
・
万
民
豊
楽
を
目
標
に
信
仰
生
活

が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

滋
賀
県
は
「
仏
の
国
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
県
内
に
数
多
く
の
寺

院
が
あ
り
、
貴
重
な
文
化
財
が
散
財
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
10
万

人
当
り
の
寺
院
数
は
全
国
で
も
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
宗
教

年
鑑
よ
り
）

び
わ
湖
百
八
霊
場
は
、
滋
賀
県
内
の
名
刹
の
中
か
ら
宗
派
に
関

係
な
く
選
ば
れ
た
百
八
个
寺
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
百
八
の

札
所
は
、
西
国
三
十
三
所
の
札
所
を
お
務
め
の
有
名
寺
院
か
ら
、

地
域
の
祈
り
を
支
え
て
き
た
規
模
の
小
さ
い
寺
院
ま
で
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
各
霊
場
は
豊
か
な
寺
歴
を
有
し
、
す
ぐ
れ
た
仏
教
文
化
の

礎
を
形
成
す
る
由
緒
あ
る

寺
院
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

煩
悩
の
数
と
同
じ
百
八
の

寺
院
を
巡
る
こ
と
で
悩
み

を
打
ち
消
し
、
心
に
安
ら

ぎ
を
持
っ
て
人
間
性
を
豊

か
に
し
て
欲
し
い
と
い
う
願

い
が
そ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
も
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
や
四
国
八
十
八
个
所

霊
場
な
ど
の
巡
礼
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
が
、
2
0
0
9
（
平
成

21
）
年
に
「
び
わ
湖
百
八
霊
場
会
」
が
、
天
台
真
盛
宗
総
本
山
・

戒
光
山 

西
教
寺
で
発
会
式
（
開
創
法
要
）
を
み
る
に
至
り
、
県

下
の
観
音
霊
場
の
み
な
ら
ず
諸
仏
諸
菩
薩
の
霊
場
（
日
本
仏
教

十
八
宗
派
の
名
刹
）
を
拝
観
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
こ
と
は
、

あ
り
が
た
い
極
み
で
あ
り
ま
す
。

び
わ
湖
百
八
霊
場
が
各
寺
院
の
隆
昌
の
み
な
ら
ず
、
近
江
国
の

地
域
発
展
に
つ
な
が
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
祈
願
し
て
お
り
ま
す
。

び
わ
湖
百
八
霊
場
会
会
長
・
第
四
十
三
世
総
本
山
西
教
寺
貫
首
　  

西に
し
む
ら村 

冏け
い
し
ょ
う紹
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湖
西
二
十
七
名
刹
霊
場
会

会
員
寺
院
一覧

石
山
寺

岩
間
寺︵
正
法
寺
︶

龍
音
寺

西
徳
寺

近
松
寺

三
井
寺︵
園
城
寺
︶

盛
安
寺

生
源
寺

滋
賀
院
門
跡

律
院

西
教
寺

聖
衆
来
迎
寺

法
光
寺

安
養
院

眞
迎
寺

東
光
寺

満
月
寺
浮
御
堂

葛
川
息
障
明
王
院

大
善
寺

大
清
寺

玉
泉
寺

来
迎
寺

報
恩
寺

覚
伝
寺

大
崎
寺

正
行
院

延
暦
寺
横
川
中
堂

霊
場
会
の
価
値

規
模
や
宗
旨
が
異
な
る
寺
院
間
の
考

え
方
や
取
組
姿
勢
の
違
い
（
温
度
差
）

を
埋
め
る
為
に
こ
そ
霊
場
会
の
存
在
価

値
が
あ
る
と
考
え
る
。
霊
場
会
全
体
・

各
ブ
ロ
ッ
ク
の
両
方
で
の
定
期
総
会
の

開
催
、
ブ
ロ
ッ
ク
持
ち
回
り
の
霊
場
会

総
会
の
開
催
、
お
寺
の
規
模
に
関
係
な

く
事
務
局
を
お
願
い
す
る
な
ど
、
超
宗

派
で
僧
侶
間
の
交
流
や
意
見
交
換
が
活

発
に
行
わ
れ
る
よ
う
務
め
て
い
る
。

霊
場
会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
霊
場
会
の
認
知
度
向
上
の

た
め
に
、
旗
、
ポ
ス
タ
ー
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
な
ど
を
製
作
し
、
巡
礼
者
の
増
加
に

つ
な
げ
て
き
た
。
霊
場
会
が
あ
る
こ
と

で
寺
院
間
の
交
流
や
意
見
交
換
も
活
発

化
し
、
新
し
い
切
り
口
で
の
取
り
組
み
も

行
い
や
す
く
な
っ
た
。
今
後
は
修
行
体

験
の
拡
大
、
お
寺
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
え
る
入
口
の
多
様
化
、
魅
力
的
な
プ

ラ
ン
作
成
、
広
報
活
動
な
ど
も
活
発
に

行
っ
て
い
き
た
い
。

観
光
に
対
す
る
捉
え
方

滋
賀
県
に
は
古
建
築
や
仏
教
美
術
品

が
多
数
残
り
、
観
光
の
大
き
な
財
産
で

あ
る
。
各
寺
院
は
共
通
し
て
そ
れ
ら
を

広
報
し
た
り
参
拝
者
増
加
に
つ
な
げ
た

い
と
思
っ
て
い
る
が
、「
ど
の
程
度
な
ら

観
光
に
対
し
て
許
容
で
き
る
か
」
を
寺

同
士
し
っ
か
り
と
話
し
あ
い
、
霊
場
会
と

し
て
「
寺
院
の
自
由
な
活
動
の
た
め
の

共
通
認
識
」
を
明
確
に
し
た
い
。

地
域
、観
光
協
会
、

市
町
村
な
ど
に
つ
い
て

地
域
毎
の
市
町
村
や
観
光
協
会
と
の

連
携
は
既
に
あ
り
、
今
後
も
継
続
し
て

い
く
が
、
さ
ら
に
滋
賀
県
が
霊
場
会
を

も
っ
と
有
効
活
用
し
て
く
れ
れ
ば
、
観

光
促
進
・
地
域
活
性
化
・
寺
院
復
興
に

つ
な
が
る
と
考
え
る
。
ど
の
お
寺
も
地

域
活
性
化
に
は
大
変
強
い
興
味
を
抱
い

て
い
る
が
ど
う
協
力
し
て
い
い
の
か
分

か
っ
て
い
な
い
か
ら
、
取
り
組
み
に
当
っ

て
は
、
お
寺
に
対
す
る
要
望
を
明
確
に

し
て
欲
し
い
。
霊
場
会
側
か
ら
の
希
望

と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
と

し
た
広
報
活
動
、
活
動
資
金
の
協
力
、

補
助
・
助
成
の
情
報
提
供
、
観
光
を
便

利
に
楽
し
め
る
交
通
手
段
の
充
実
な
ど

の
サ
ポ
ー
ト
を
お
願
い
し
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
展
望

今
後
の
霊
場
会
の
発
展
は
「
お
坊
さ

ん
的
考
え
」
だ
け
で
は
限
度
が
あ
る
。

行
政
・
市
町
村
・一
般
企
業
な
ど
と
柔
軟

で
積
極
的
な
意
見
交
換
の
場
を
広
げ
、

霊
場
会
だ
け
で
な
く
近
江
地
域
と
し
て

の
魅
力
発
信
に
努
め
た
い
。

湖西は京都に隣接し、京都とともに発展してきた地域。現在も文化や街並みは大切に保存され、古くから
伝わる絵画や建造物なども保管・継承されている。湖西には本山級の寺院が多い。

湖西二十七名刹霊場会（大津市～高島市）

西教寺	社会部
中島	敬瑞さん

《会 長》
百八霊場一番、湖西一番　東寺真言宗 石山寺　第五十二世座主　鷲尾 遍隆
《事務局》 
百八霊場十一番、湖西十一番　天台真盛宗総本山 西教寺／社会部　中島 敬瑞　
〒520-0113 滋賀県大津市坂本5丁目13-１　TEL：077-578-0013

石山寺 西教寺
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湖
北
二
十
七
名
刹
霊
場
会

会
員
寺
院
一覧

管
山
寺

全
長
寺

洞
寿
院

鶏
足
寺
己
高
閣

石
道
寺

大
浦
十
一面
腹
帯
観
音
堂

阿
弥
陀
寺

長
尾
寺(

惣
特
寺)

西
野
薬
師
堂

徳
勝
寺

小
谷
寺

孤
蓬
庵

大
吉
寺

醍
醐
寺

神
照
寺

安
楽
寺

知
善
院

宝
厳
寺

良
疇
寺

総
持
寺

観
音
寺

護
国
寺
悉
地
院

清
瀧
寺
徳
源
院

松
尾
寺

蓮
華
寺

西
圓
寺

青
岸
寺

観
光
に
対
す
る
思
い

湖
北
の
寺
院
は
、
村
々
が
お
寺
や
仏

様
を
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
最
近

は
霊
場
会
の
お
陰
で
、
ご
朱
印
を
求
め

る
方
が
倍
増
し
参
拝
者
が
増
加
し
て
い

る
が
、
地
域
と
し
て
は
余
り
観
光
慣
れ

し
て
い
な
い
。
古
風
な
雰
囲
気
と
昔
な

が
ら
の
素
朴
さ
が
“
湖
北
ら
し
い
魅
力
”

な
の
で
、
そ
れ
を
理
解
し
た
上
で
多
く

の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
け
る
と
嬉
し

い
。観

光
の
問
題
点
や
要
望

1.

地
域
と
し
て
の
広
報
や
魅
力
伝
達

が
う
ま
く
で
き
て
い
な
い
と
感
じ
る
。
特

に
湖
北
は
、
地
域
の
特
性
な
ど
を
伝
え

き
れ
な
い
ま
ま
観
光
に
来
ら
れ
る
と
期

待
は
ず
れ
な
印
象
を
与
え
や
す
い
。

2.

お
寺
を
観
光
に
活
用
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
は
観
光
客
だ
け
で
な
く
ガ
イ

ド
も
、「
信
仰
の
場
を
訪
ね
る
の
だ
」
と

い
う
意
識
と
参
拝
の
マ
ナ
ー
を
守
る
配

慮
が
欲
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
寺
院
側

も
観
光
に
協
力
し
や
す
い
。	

百
八
霊
場
会
に
対
し
て

百
八
霊
場
会
は
湖
北
の
村
お
こ
し
を

目
的
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
現
在
、

湖
北
の
お
寺
が
霊
場
会
か
ら
受
け
て
い

る
恩
恵
は
大
き
い
。
当
寺
な
ど
も
参
拝

者
の
大
半
は
、
巡
拝
コ
ー
ス
を
回
ら
れ
る

中
で
立
ち
寄
ら
れ
る
、
竹
生
島
へ
渡
る

船
待
ち
に
よ
る
立
ち
寄
り
だ
。
こ
れ
か

ら
も
湖
北
の
風
土
を
守
り
な
が
ら
、
霊

場
会
と
共
に
歩
ん
で
い
く
つ
も
り
だ
。

地
域
、観
光
協
会
、

市
町
村
な
ど
に
つ
い
て

行
政
や
寺
院
以
外
の
団
体
、
一
般
の

方
々
の
協
力
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て

い
る
。
寺
院
を
魅
力
あ
る
文
化
財
と
し

て
、
も
っ
と
観
光
や
地
域
振
興
に
活
用

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
百
八
霊
場
会
に
よ

り
、
地
域
や
宗
派
を
超
え
る
寺
院
側
の

体
制
は
整
っ
て
お
り
、
寺
院
も
地
域
の

発
展
に
最
大
限
に
協
力
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
ほ
し
い
。

こ
れ
か
ら
の
展
望

湖
北
は
村
々
で
維
持
し
て
い
る
寺
が

ほ
と
ん
ど
で
、
地
域
高
齢
化
や
無
住
寺

院
の
増
加
、
資
金
不
足
な
ど
の
課
題
が

山
積
し
、
寺
院
存
続
に
対
す
る
危
機
感

を
持
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
行
政
に
援

助
ば
か
り
お
願
い
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、「
こ
の
道
を
行
け
ば
い
い
」
と
い
う

指
針
こ
そ
示
し
て
ほ
し
い
。
今
の
状
況

は
大
事
に
し
た
い
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な

指
針
が
提
示
さ
れ
れ
ば
、
い
か
よ
う
に

も
対
応
す
る
。
そ
の
た
め
に
、ま
ず
様
々

な
方
々
と
話
し
合
え
る
場
が
設
け
ら
れ

る
こ
と
を
望
む
。	

湖北は伝統的な景観と文化が残る地域。位置的に北陸・中部地方への連絡口としての役目も果たす。
古戦場である関が原が近く、戦国時代の歴史を活用した取り組みで多くの観光客を呼びこむ。

湖北二十七名刹霊場会

良疇寺	住職　
浅野	譽山さん

《会 長》
百八霊場二十八番、湖北二番曹洞宗 全長寺 住職　平家 芳雄
《事務局》 
百八霊場四十五番、湖北十九番　臨済宗妙心寺派 良疇寺／住職　浅野 譽山
〒526-0047 滋賀県長浜市下坂浜町86　 TEL：0749-62-1770

（米原市～余呉町、
 西浅井町）

全長寺 良疇寺
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湖
東
二
十
七
名
刹
霊
場
会

会
員
寺
院
一覧

長
寿
院︵
大
洞
弁
財
天
︶

龍
潭
寺

清
涼
寺

長
久
寺

北
野
寺

天
寧
寺

高
源
寺

西
明
寺

大
覚
寺

金
剛
輪
寺

百
済
寺

長
寿
寺

安
楽
寺

千
樹
寺

善
勝
寺

石
馬
寺

観
音
正
寺

桑
實
寺

長
命
寺

村
雲
瑞
龍
寺

願
成
就
寺

長
光
寺

弘
誓
寺

願
成
寺

雪
野
寺︵
龍
王
寺
︶

石
塔
寺

正
明
寺

観
光
に
対
す
る
思
い

湖
東
は
小
さ
な
お
寺
も
多
く
、
お
寺

単
独
で
参
拝
者
を
増
や
す
の
は
難
し
い
。

観
光
と
い
う
切
り
口
で
あ
っ
て
も
参
拝

者
が
増
え
て
頂
け
る
の
は
嬉
し
い
。
湖

東
の
場
合
は
、
様
々
な
旅
行
会
社
が
巡

拝
プ
ラ
ン
を
立
て
て
く
れ
た
り
、
少
人

数
か
ら
あ
る
程
度
の
人
数
ま
で
対
応
で

き
る
企
画
を
立
案
し
て
く
れ
る
の
で
助

か
っ
て
い
る
。

観
光
面
で
の
問
題
点
や
要
望

1.

観
光
で
参
拝
者
が
増
え
る
に
従

い
、
盗
難
な
ど
の
リ
ス
ク
が
増
え
て
お
り

対
処
が
難
し
い
。
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

な
ど
は
資
金
面
負
担
が
大
き
い
し
、
ず
っ

と
監
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

2.

観
光
目
的
で
あ
っ
て
も
信
仰
の
場

に
来
た
と
い
う
思
い
や
最
低
限
の
参
拝

マ
ナ
ー
は
持
っ
て
ほ
し
い
。	

3.
山
上
に
あ
る
当
寺
は
、
そ
の
ま
ま

だ
と
目
に
付
き
に
く
い
が
、
来
ら
れ
た

方
か
ら
立
派
な
建
物
や
静
け
さ
・
雰
囲

気
を
評
価
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
多

い
。
そ
の
よ
う
な
「
伝
え
な
け
れ
ば
伝

わ
ら
な
い
魅
力
」
の
発
信
も
行
っ
て
ほ

し
い
。	

百
八
霊
場
会
に
対
し
て

百
八
霊
場
の
よ
う
に
多
く
の
寺
院
が

協
力
し
て
取
り
組
め
る
の
は
魅
力
的
。

百
八
霊
場
会
全
体
の
総
会
だ
け
で
な
く
、

湖
東
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
の
総
会
も
開
催

し
、
寺
院
間
の
情
報
交
換
も
活
発
で
あ

る
。
百
八
霊
場
を
介
し
た
寺
院
間
の
風

通
し
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
、
も
っ
と

多
く
の
方
々
や
団
体
に
活
用
し
て
欲
し

い
と
思
う
。	

地
域
、観
光
協
会
、

市
町
村
な
ど
に
対
し
て

寺
院
の
地
元
市
町
村
や
観
光
協
会

は
様
々
な
取
り
組
み
を
行
い
効
果
も
上

が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
市
町
村
に

地
域
が
広
が
る
と
い
き
な
り
消
極
的
に

な
る
。
県
が
中
心
に
な
る
な
ど
し
て
広

域
連
携
に
も
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
欲

し
い
。	

広
報
面
で
は
、
若
い
方
や
他
地

域
や
多
方
面
へ
の
魅
力
発
信
に
力
不
足

を
感
じ
て
い
る
。
広
域
の
発
信
に
注
力

し
て
も
ら
い
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
展
望

当
寺
は
彦
根
城
の
鬼
門
除
け
の
寺

で
、
昔
は
内
湖
の
船
着
き
場
が
あ
り
殿

様
も
船
で
参
拝
し
て
い
た
。
昭
和
15
年

頃
ま
で
は
当
寺
の
弁
天
様
に
お
参
り
し

て
、
船
着
き
場
で
一
息
つ
い
た
り
す
き
焼

き
を
食
べ
た
り
し
た
。
そ
ん
な
の
ど
か

な
時
代
を
再
現
す
る
こ
と
は
、
近
江
の

魅
力
創
出
の
一つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

近
江
に
は
そ
れ
だ
け
の
魅
力
が
埋
も
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
多
方
面
か
ら
様
々
な

声
を
集
め
て
、
実
際
に
行
動
に
移
せ
る

よ
う
な
支
援
体
制
を
構
築
し
、
地
域
活

性
化
に
つ
な
げ
て
欲
し
い
。

湖東は古くから農業や畜産業が盛んな地域で交通の要所としても栄え、「三方よし」で有名な近江商人も多数
排出している。湖東から福井県にかけては、いまだ信仰深い方 が々多いが、「文化財としての寺院」への認識や
興味は地域として低めである。 

湖東二十七名刹霊場会

長寿院（大洞弁財天）住職
岡田	建三さん

《会 長》
百八霊場五十四番、湖東一番　真言宗醍醐派 長寿院（大洞弁財天） 住職　岡田 建三
《事務局》 
百八霊場五十四番、湖東一番　真言宗醍醐派 長寿院（大洞弁財天）／住職　岡田 建三
〒522-0007 滋賀県彦根市古沢町1139　TEL：0749-22-2617

（近江八幡市～彦根  
 市、 竜王町、日野町）

長寿院 長寿院(本堂)
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湖
南
二
十
七
名
刹
霊
場
会

会
員
寺
院
一覧

願
隆
寺

大
池
寺

大
徳
寺

檜
尾
寺

櫟
野
寺

龍
福
寺

正
福
寺

玉
桂
寺

園
養
寺

妙
感
寺

観
音
寺

南
照
寺

善
水
寺

正
福
寺

常
楽
寺

阿
弥
陀
寺

金
胎
寺

敬
恩
寺

新
善
光
寺

西
方
寺

教
善
寺

正
楽
寺

東
門
院︵
守
山
寺
︶

宗
泉
寺

圓
光
寺

東
光
寺

福
林
寺

観
光
に
対
す
る
思
い

御
本
尊
は
信
仰
の
対
象
と
同
時
に
優

れ
た
文
化
財
と
の
考
え
か
ら
、
そ
の
美

術
的
価
値
・
文
化
財
的
価
値
を
世
の

人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
我
々
の
使

命
と
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
信
仰
心

に
重
点
を
置
き
す
ぎ
ず
、「
見
る
」
か
ら

始
め
て
信
仰
に
つ
な
げ
る
と
い
う
柔
軟

性
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

観
光
の
問
題
点

観
光
客
の
節
度
の
な
い
行
動
や
参
拝

マ
ナ
ー
の
見
直
し
が
必
要
。

百
八
霊
場
会
に
対
し
て

1.

か
つ
て
湖
南
ブ
ロ
ッ
ク
単
独
で
月

刊
誌
に
広
告
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
大
き

な
宣
伝
効
果
が
あ
り
、発
信
に
よ
る
「
認

知
」
が
い
か
に
重
要
か
を
実
感
し
た
。

霊
場
会
に
よ
り
1
0
8
の
お
寺
が
ま
と

ま
っ
た
の
で
、
う
ま
く
発
信
す
れ
ば
何

か
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え

ば
、「
信
ず
る
心
の
発
信
」「
子
ど
も
た

ち
へ
の
情
操
教
育
の
発
信
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
発
信
」
に
大
き
く
期
待
す

る
。2.

霊
場
会
全
体
の
合
意
形
成
は
難

し
い
の
で
、
特
定
の
何
ケ
寺
か
が
連
携

し
て
「
霊
場
会
全
体
の
牽
引
役
」
に
な

る
な
ど
、
取
り
組
み
実
現
へ
の
方
法
の

検
討
が
必
要
だ
。

地
域
、観
光
協
会
、

市
町
村
な
ど
に
対
し
て

滋
賀
県
は
「
琵
琶
湖
」
と
い
う
大
き

な
観
光
資
源
を
持
ち
な
が
ら
、
県
全
体

と
し
て
う
ま
く
活
か
せ
ず
効
果
的
な
観

光
客
誘
致
が
で
き
て
い
な
い
と
感
じ
る
。

観
光
行
政
に
お
い
て
は
、
市
町
村
間
の

温
度
差
が
顕
著
な
の
で
、
も
っ
と
う
ま

く
広
域
連
携
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
滋

賀
県
全
体
と
し
て
受
け
入
れ
体
制
が
不

十
分
。
団
体
客
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
宿

泊
場
所
が
不
足
し
て
い
た
り
、
対
応
の

ま
ず
さ
な
ど
を
十
分
整
え
な
く
て
は
い

け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
県
と
し
て
「
観

光
に
対
す
る
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
」
を
も

ち
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
欲
し
い
。

こ
れ
か
ら
の
展
望

今
後
は
び
わ
湖
百
八
霊
場
会
と
い
う

大
き
な
組
織
の
活
用
方
法
が
大
き
く
問

わ
れ
て
い
る
。
い
か
に
し
て
地
域
振
興
や

宗
教
心
の
維
持
・
持
続
に
つ
な
げ
て
い

く
の
か
、
様
々
な
意
見
を
取
り
ま
と
め

て
取
り
組
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私

と
し
て
は
、
全
国
寺
社
観
光
協
会
の
よ

う
な
民
間
団
体
の
協
力
に
期
待
し
て
い

る
。
主
旨
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
う
え

で
、
霊
場
会
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し

て
活
用
し
近
江
の
魅
力
の
発
信
を
し
て

い
け
る
会
と
し
て
い
き
た
い
。

湖南は京阪地域とのつながりが密接で、東海道・中山道を基軸にして繁栄し、商業や経済が発展した裕福な
地域。老朽化した建物は建て替えてきたので古い建物が余り残っていない。湖南には、宗教観や信仰心の
希薄化に対する危機感が強く、地域に根ざした信仰の寺を目指したい寺院が多い。

湖南二十七名刹霊場会

新善光寺　住職
山本	議照さん

《会 長》
百八霊場九十一番、湖東十一番　天台宗 龍王山 観音寺 住職　原 道隆
《事務局》 
百八霊場九十九番、湖南十九番　浄土宗 九品山 新善光寺／住職　山本 議照
〒520-3043 滋賀県栗東市林256　TEL：077-552-0075

（犬上郡豊郷町～草津 
 市、湖南市、甲賀市）

観音寺 新善光寺
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画
期
的
だ
っ
た
霊
場
会
開
創
法
要

霊
場
会
は
創
設
の
検
討
が
始
ま
っ
て

か
ら
28
年
が
過
ぎ
、
湖
北
霊
場
会
創
設

か
ら
百
八
霊
場
と
な
る
の
に
17
年
を
要

し
た
。

2
0
0
9
（
平
成
21
）年
、
西
教
寺

本
堂
で
行
わ
れ
た
開
創
法
要
で
、
天

台
三
本
山
（
延
暦
寺
、
三
井
寺
、
西
教

寺
）
の
宗
派
の
長
3
名(

半
田
孝
淳	

第
2
5
6
世
天
台
宗
総
本
山
延
暦
寺

座
主
、
福
家
俊
明	

第
1
6
2
代
天
台

寺
門
宗
総
本
山
園
城
寺
長
吏
、
西
村
冏

紹	

第
43
世
天
台
真
盛
宗
総
本
山
西
教

寺
貫
首
）
が
一
堂
に
会
し
、
御
導
師
を

お
勤
め
に
な
っ
た
事
は
画
期
的
な
出
来

事
だ
っ
た
（
表
紙
写
真
）。
ま
た
、
全
霊

場
会
の
様
々
な
宗
派
の
寺
院
が
一
同
に
会

し
、
素
晴
ら
し
い
法
要
と
な
っ
た
。

び
わ
湖
百
八
霊
場
会
か
ら

日
本
天
台
三
総
本
山
会
へ

「
湖
東
三
山
」「
湖
南
三
山
」
が
有
名

な
滋
賀
県
だ
が
、
色
々
な
歴
史
的
な
経

緯
も
あ
り
「
天
台
三
総
本
山
」
と
し
て

連
携
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
び
わ
湖

大
津
市
観
光
協
会
か
ら
「
日
本
天
台
三

総
本
山
」
の
話
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を

き
っ
か
け
と
し
て
結
成
に
至
っ
た
。
こ
の

結
成
は
、
以
前
か
ら
の
三
本
山
間
の
繋

が
り
に
加
え
て
、
び
わ
湖
百
八
霊
場
会

と
い
う
起
爆
剤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
し

え
た
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
の
結
成
だ
か
ら
こ
そ
、地
域
一
体
と
な
っ

て
、
近
江
の
振
興
に
貢
献
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大津市には天台宗総本山比叡山延暦寺、天台寺門宗総本山園城
寺（三井寺）、そして天台真盛宗総本山西教寺と「天台」を冠する
総本山が三つあります。天台三宗の総本山が同一市内に在ることは
他では類をみないことであり、各寺の歴史、由緒そして有する文化財
をみても共通点があります。そこで三つのお寺を新たに「日本天台三
総本山」として平成 26年度から観光キャンペーンを始めました。初
年度は三総本山で特別公開や体験イベントなどを実施していただき、
2015( 平成 27) 年度には特別公開や体験イベント等に加え三総本
山をめぐる特別巡拝券を作っていただきました。
これに伴わせてびわ湖大津観光協会は、三総本山で取り組んでい
ただく事業をより市内回遊や誘客促進につなげるため、特別巡拝券
利用者への特典付与や各種媒体を活用して日本天台三総本山事業
をPRしてきました。3年目となる2016（平成 28）年度も三総本山
のみなさんや行政、商工会議所、民間事業者のみなさんとアイデア
を出し合い、連携しながら多くのお客様に大津を訪れ、当市の魅力に
ふれていただけよう頑張っていきたいと思います。

日本天台三総本山の取り組みについて
公益社団法人びわ湖大津観光協会　北村 美佳さん

公益社団法人	びわ湖大津観光協会
〒520-0037
滋賀県大津市御陵町２番３号
市民文化会館内
TEL：077-528-2772
FAX：077-521-7330
E-mail	kitamura@otsu.or.jp

天台真盛宗総本山　西教寺 天台寺門宗総本山　三井寺 (園城寺 )

天台宗総本山　比叡山延暦寺

びわ湖百八霊場  本部事務局　中島 敬瑞

近江地域の更なる飛躍を目指して
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株式会社 
宮本卯之助商店
〒111-0032
東京都台東区浅草6-1-15
TEL.03-3873-4155
http://www.
miyamoto-unosuke.co.jp/

音
の
響
き
、
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
、

お
客
様
を
裏
切
ら
な
い
精
神
と
技

１．丁寧に胴を削る木場氏。
「完成後の太鼓の響きが聞こ
えている」と語る。

２．主に神社仏閣で広く使用
される長胴太鼓

３．荒削りの胴の木目を確認し
ながら、曲線にそって美しいフ
ォルムへと仕上げる

４．太鼓胴削りに使う道具

５、６．皮の周囲の耳と呼ばれ
る場所に通した竹と専用のジャ
ッキを操作しながら、皮を引っ
張り理想の響きを造りだす

７．皮張に使用される道具 1

2

3

4

57

義
を
重
ん
ず
る
こ
と
、
正
し
い
こ
と

を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
『
重し

げ
よ
し義
』。

こ
れ
が
、
1
8
6
1
（
文
久
元
）
年
土

浦
に
太
鼓
店
を
創
業
以
来
、
1
5
4

年
も
の
間
、
祭
と
伝
統
芸
能
を
支
え
続

け
て
き
た
宮
本
卯
之
助
商
店
の
掲
げ
る

精
神
で
あ
る
。

欅け
や
き

を
太
鼓
の
胴
の
形
に
く
り
抜
き
、

3
年
以
上
乾
燥
さ
せ
た
後
に
、
削
り
の

作
業
に
入
る
。「
ど
の
胴
も
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
個
性
が
あ
り
ま
す
。
天
然
の
素
材

が
相
手
で
す
か
ら
、
大
切
な
の
は
そ
れ

ぞ
れ
の
胴
に
自
分
の
手
を
合
わ
せ
て
い

く
こ
と
で
す
。
思
い
描
い
た
通
り
に
削

る
こ
と
が
で
き
た
と
き
の
達
成
感
は
、

次
の
仕
事
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り

ま
す
」
と
、太
鼓
部
長
の
木き

ば

ま

さ

ゆ

き

場
將
行
氏
。

1
0
0
年
も
、
2
0
0
年
も
も
つ

和
太
鼓
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
手
で
お

客
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
を
造

り
た
い
と
い
う
。「
謙
虚
な
気
持
ち
で
太

鼓
と
向
き
合
う
こ
と
が一
番
。
自
分
の

力
を
過
信
し
て
し
ま
う
と
、
成
長
し
よ

う
と
い
う
気
持
ち
が
薄
れ
、
技
術
も
止

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
和

太
鼓
づ
く
り
の
様
々
な
工
程
に
携
わ
る

職
人
全
員
が
、妥
協
し
な
い
精
神
を
も
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
日
々
技
術
を
磨

い
て
い
ま
す
」。

海
外
か
ら
も
注
目
を
浴
び
る
和
太

鼓
の
世
界
。
本
物
の
技
か
ら
生
ま
れ
る

本
物
の
響
き
を
、
こ
の
宮
本
卯
之
助
商

店
の
職
人
た
ち
か
ら
世
界
中
へ
発
信
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

6

職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑
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あそれい
精進料理教室
http://shojinryori.jp/

麻生 怜菜
精進料理研究家／フードアナリスト

1982年長崎県生まれ。全国を転々
とした幼少時代を過ごす。旅行好
きの両親の影響もあり47都道府県
全ての地域食材、郷土料理を食べ
て成長する。結婚後、夫の実家が
お寺であったことをきっかけに、寺
の行事食にかかわるように。現在、
主宰する「あそれい精進料理教室」
（http://shojinryori.jp/）の講師と
して活動。「In	Red」（宝島社）「女
性自身」（光文社）「ESSE」（扶桑
社）「クロワッサン」（マガジンハウ
ス）など多くの女性誌でも活躍中。 『寺嫁ごはん	心と体がホッとする

“ゆる精進料理"』（著：麻生怜菜
　発行：幻冬舎　2014年）

植物性の食材のみを使い、手間と時間をかける
ことがその醍醐味ともいえる精進料理。その精進
料理の“らしさ”を覆し、わずか15 分でできる“ゆ
る精進料理”を提案、若い世代の女性に人気を
博しているのが精進料理研究家の麻

あ そ う れ い な

生怜菜さんだ。
「子育てしながら働いている女性にとって、料理に
かけられる時間はせいぜい30 分程度。そこで私が
提案するのは、日本で昔から食べられてきた食材や
調理法のよい部分は引き継ぎつつ、割愛できるもの
は割愛するゆるやかな精進料理です」
精進料理に目覚めたのは、旦那さんの実家であ

るお寺へ結婚のご挨拶に出向いてから。洋食で育
ち、それまでは「お腹が膨れればよい」という食生
活を続けていた麻生さんは炊き合わせや高野豆腐
の優しい味わいに感動した。その後、約 500 人分
のご供養食をつくる檀家さんの輪の中に入って調理
法を一から学び、食材も丁寧に選ぶようになったと
ころ、体質だと思い込んでいた肌の赤みやテカリが
消え、便秘が解消。体とともに、心も軽くなった。
2年前に著した『寺嫁ごはん　心と体がホッとす

る“ゆる精進料理”』（幻冬舎）は、精進料理のお
いしさを20 代、30 代の人にも知ってほしいと企画
し、主宰する料理教室で特に好評だった時短レシ
ピをまとめたものだ。「時短で、おいしく、健康的な
精進料理を食べられるようになると、そこでできた時
間のゆとりや心のゆとりで、さらに充実した生活を送
れるようになります」と語る麻生さんが精進料理を通
じて得た大切にしている言葉が「喜心・老心・大
心」の三心。喜びを持って台所に立ち、食材やそ
の提供者への敬いや慈愛の心を忘れずに、とらわ
れやかたよりのない大きな心で料理することを心がけ
ている。
「精進料理をきっかけに、お寺に足を運んでその

文化や歴史に興味を持ってもらったり、旅行に行っ
たとき何か地元の精進料理はないかなと思ってもら
えるような、そんな楽しみ方をお料理教室を通じて若
い方々に提案する活動をしていきたいです」と語る
麻生さん。精進料理が体質改善にもつながることを
自ら実感し、若い感性でその新しい可能性を切り拓
いた彼女の取り組みに今後も注目していきたい。

簡単＆時短で若い世代に支持される
「ゆるやかな精進料理」を提唱

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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真
言
宗
の
別
格
本
山
で
宗
祖
の
弘

法
大
師
が
8
2
9(

天
長
6)

年
に

創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
浄じ

ょ
う
こ
う
じ

光
寺
。

定
期
的
に
落
語
会
や
童
謡
の
会
が
開

か
れ
る
な
ど
、
近
隣
住
民
の
憩
い
の

場
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。

同
寺
が
所
蔵
し
、
1
9
8
6
年
に

は
尼
崎
市
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の

が
、「
浄
光
寺
縁
起
図
」。
釈し

ゃ
く
え
ま
ん

恵
満
と

い
う
僧
侶
が
海
中
で
光
を
放
つ
金
像

を
見
つ
け
歓
喜
す
る
描
写
か
ら
、
南

北
朝
内
乱
に
よ
る
同
寺
の
焼
亡
と
再

建
、
本
尊
を
安
置
供
養
す
る
人
々
の

姿
ま
で
が
、
絵
巻
風
に
描
か
れ
て
い

る
。「
濃
彩
に
よ
る
作
風
は
桃
山
時

代
に
盛
行
し
た
風
俗
画
の
特
徴
と
共

通
し
て
お
り
、
慶
長
～
元
和(

17
世

紀
初
頭)

に
か
け
て
描
か
れ
た
作
品

で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
語
る
の

は
、
住
職
の
水み

ず
た
に
つ
ね
ひ
こ

谷
素
彦
さ
ん
。
精
緻

を
極
め
た
傑
作
に
も
関
わ
ら
ず
、
町

絵
師
と
い
う
こ
と
以
外
は
作
者
が
不

明
な
こ
と
も
、
こ
の
縁
起
図
に
対
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
要

因
と
な
っ
て
い
る
。

数
年
前
に
は
、
絵
柄
を
プ
リ
ン
ト

し
た
う
ち
わ
を
作
成
し
、檀
家
に
配
っ

た
と
い
う
。「『
も
っ
た
い
な
く
て
使
え

な
い
』
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お
ら
れ
、

こ
の
縁
起
図
を
後
世
ま
で
し
っ
か
り

と
残
さ
ね
ば
、
と
改
め
て
身
の
引
き

締
ま
る
思
い
で
し
た
」
と
水
谷
住
職
。

こ
れ
か
ら
も
多
く
の
人
々
を
魅
了
す

る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
同
寺
と
と
も

に
時
を
重
ね
て
い
く
。

尼
崎
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
傑
作

紙
し

ほ

ん

ち

ゃ

く

し

ょ

く

本
着
色 

浄じ

ょ

う

こ

う

じ

え

ん

ぎ

ず

光
寺
縁
起
図

(上)左右二幅、右上から右下、左下、左上の
順でひとつの物語に　(右)1.観音像を俗人が
奪い海中に投げる　2.海岸で光を放つ観音
像を僧恵満が発見　3.観音像を授かった弘
法大師が浄光寺を建立するが兵火で焼失　
4.観音像が宝輦(ほうれん)に乗り浄光寺に入る

真言宗

善
ぜ ん つ う じ は

通寺派 浄
じ ょ う こ う じ

光寺
〒660-0811
兵庫県尼崎市常光寺3-5-1
TEL.	06-6481-3697

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

14

23

➡

➡
➡
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	（上）朱神輿と四神、獅子頭
（右）東照宮の陽明門にならい子供たちの

遊びを主題にした、色鮮やかな胴回りの
彫刻

栃
木
県
小
山
市
を
代
表
す
る
祭
り

「
祇
園
祭
」
が
盛
大
に
催
さ
れ
、
人
々

の
崇
敬
を
集
め
て
い
る
須す

が賀
神じ

ん
じ
ゃ社

。

９
４
０
（
天
慶
３
）
年
、
平
将
門
の

乱
を
平
定
し
た
藤ふ

じ
わ
ら
の
ひ
で
さ
と

原
秀
郷
が
、
戦
勝

を
祈
願
し
た
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

盞
嗚
尊
の
御
分
霊

を
京
都
の
八
坂
神
社
か
ら
勧
請
し
て

祀
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
だ
。
１
６
０
０

（
慶
長
５
）
年
、
徳
川
家
康
が
須
賀

神
社
境
内
に
て
、
小お

や
ま
ひ
ょ
う
じ
ょ
う

山
評
定
（
軍
議
）

を
開
き
、
必
勝
祈
願
を
行
っ
た
後
、

関
ヶ
原
の
戦
い
で
勝
利
し
た
た
め
、

そ
の
感
謝
の
証
と
し
て
、
五
十
一
石
余

の
社
地
を
寄
進
し
た
。
寄
進
状
は
小

山
市
指
定
文
化
財
で
、
社
蔵
す
る
。

そ
の
後
、
家
光
の
命
に
よ
り
、
日
光

東
照
宮
を
造
営
し
た
職
人
た
ち
の
手

に
よ
っ
て
、
１
６
５
８
（
万
治
元
）
年

に
、
東
照
宮
の
縮
尺
で
奉
製
さ
れ
た

朱あ

か

み

こ

し

神
輿
が
寄
進
さ
れ
た
。
胴
回
り
に

は
東
照
宮
の
陽よ

う
め
い
も
ん

明
門
と
同
じ
唐か

ら

こ

あ

そ

子
遊

び
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。

１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
の
御
創

建
１
０
５
０
年
式
年
大
祭
を
前
に
、

人
間
国
宝
で
東
照
宮
の
修
復
に
も
携

わ
っ
た
故
・
吉
原
北
宰
氏
を
総
責
任

者
と
し
大
修
復
が
行
わ
れ
た
。
造
営

当
時
の
姿
を
蘇
ら
せ
る
た
め
に
、
材

料
は
国
産
漆
や
天
然
の
岩
絵
の
具

を
、
飾
金
具
は
水
銀
メ
ッ
キ
で
、
漆
・

彩
色
と
も
１
２
０
工
程
を
か
け
る
な

ど
、
技
術
の
粋
を
結
集
。
4
年
半
に

及
ぶ
修
復
に
よ
り
、
鮮
や
か
な
朱
、

ま
ば
ゆ
い
純
金
箔
な
ど
、
絢
爛
豪
華

な
姿
を
取
り
戻
し
た
。

職
人
技
の
粋
を
結
集
し
た
美
術
工
芸
品

社
宝
・
朱あ

か

み

こ

し

神
輿

須
す が

賀神
じ ん じ ゃ

社
〒323-0024
栃木県小山市宮本町1-2-4
TEL：0285-22-0101
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セ
ク
シ
ー
、
そ
ん
な
こ
ん
な
の
弘
法
大
師 

そ
の
一

香
港
在
勤
時
、
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン

ド
ー
に
“
Ｋ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｉ
”
と
大
書
さ

れ
た
店
が
あ
っ
た
。
弘
法
大
師
も
グ

ロ
ー
バ
ル
な
存
在
な
の
だ
と
妙
に
感

心
し
た
覚
え
が
あ
る
。
そ
の
後
、
ブ

ラ
ン
ド
通
の
現
地
秘
書
か
ら
空
海
と

は
縁
も
所
縁
も
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
ブ

テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
を
憐
憫
の
微

笑
と
と
も
に
知
ら
さ
れ
た
。
そ
ん
な

国
際
派
の
空
海
は
讃
岐
の
善
通
寺
で

生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
地
に
正

式
な
寺
号
を
『
屏
風
浦
五
岳
山
誕
生

院
善
通
寺
』
と
称
す
る
四
国
霊
場
第

七
十
五
番
札
所
が
あ
る
。
寺
域
の
西

方
に
は
香こ

う
し
き
さ
ん

色
山
や
我が

は

い

し

や

ま

拝
師
山
な
ど
五

岳
が
連
な
る
。
上
古
、
そ
の
山
裾
ま

で
海
岸
線
が
湾
入
し
山
容
が
屏
風
の

よ
う
に
見
え
た
た
め
一
帯
を
屛
風
ヶ

浦
と
呼
ん
だ
。
さ
ら
に
空
海
の
父
・

佐さ
え
き
あ
た
い
の
た
ぎ
み

伯
直
田
公
の
諱い

み
な

を
善よ

し
み
ち通

と
い
い
、

氏
寺
の
名
は
そ
れ
に
因
む
。
こ
の
僅

か
十
二
文
字
の
『
寺
号
』
は
、
さ
す

が
天
下
三
筆
と
謳
わ
れ
た
弘
法
大
師

ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
る
。
ま
さ
に
一

筆
書
き
で
善
通
寺
の
詳
し
い
由
緒
か

ら
大
昔
の
地
勢
、
情
景
ま
で
を
ま
ざ

ま
ざ
と
瞼
に
浮
か
ば
せ
る
。
そ
の
空

海
、『
大
師
は
弘
法
に
と
ら
れ
、
太
閤

は
秀
吉
に
と
ら
れ
る
』
の
言
の
如
く

誰
も
が
知
る
日
本
仏
教
界
の
巨
人
で

あ
る
が
、
実
は
多
く
の
謎
に
包
ま
れ

た
人
物
で
も
あ
る
。
空
海
を
生
ん
だ

佐
伯
氏
は
こ
れ
ま
で
地
方
の
一
郡
司

の
家
格
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近

の
考
古
学
や
文
献
調
査
の
進
捗
に
つ

れ
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代

を
通
じ
、
現
在
の
善
通
寺
市
街
を
含

む
丸
亀
平
野
一
帯
、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の

国
と
呼
ぶ
べ
き
広
大
な
領
域
を
統
治

す
る
大
豪
族
で
あ
っ
た
と
の
見
解
が

示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

善
通
寺
か
ら
南
西
、
大お

お

さ

や

ま

麻
山
と
五

岳
山
に
挟
ま
れ
る
谷
間
は
豪
族
の
墳

墓
や
祭
祀
遺
跡
の
宝
庫
で
あ
り
、
ま

さ
に
聖
域
視
さ
れ
た
不
入
の
地
、
王

家
の
谷
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
野
田
院

古
墳
や
宮
が
尾
古
墳
、
王
墓
山
と

い
っ
た
首
長
級
の
古
墳
が
発
掘
、
復

元
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
野
田
院
古

墳
は
３
世
紀
後
半
、
大
麻
山
の
中
腹

に
築
か
れ
た
積
石
塚
古
墳
で
、
海
が

真
下
に
迫
っ
た
往
古
、
山
腹
に
せ
り

出
す
威
容
は
海
上
の
船
団
か
ら
仰
ぎ

見
て
、
王
権
の
勢
威
を
十
分
に
示
し

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
積
石

塚
は
石い

わ

せ

お

や

ま

清
尾
山
古
墳
群
な
ど
香
川
県

内
に
多
数
を
確
認
す
る
他
は
徳
島
県

の
一
部
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
墳
墓
形

態
で
あ
る
。
加
え
て
、
同
時
期
の
高

句
麗
で
多
く
の
積
石
塚
古
墳
が
築
か

れ
、
諸
々
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
が
尾

古
墳
の
玄
室
の
壁
に
は
幾
艘
も
の
船

の
線
刻
画
が
描
か
れ
て
お
り
、
被
葬

者
が
大
陸
と
の
通
商
交
易
で
大
海
原

を
駆
け
巡
っ
た
一
族
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。

さ
ら
に
六
世
紀
後
半
の
王
墓
山
古

墳
は
斑い

か
る
が鳩
の
藤
ノ
木
古
墳
と
そ
の
埋

葬
方
法
や
国
際
性
豊
か
な
副
葬
品
の

酷
似
か
ら
強
い
相
関
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
剰

あ
ま
つ
さ

え
、
善
通
寺
の
前
身
と
な

る
白
鳳
期
建
立
の
伝
導
寺
跡
か
ら
法

隆
寺
式
軒
平
瓦
が
出
土
し
、
佐
伯
氏

と
斑
鳩
と
の
政
治
的
、
経
済
的
つ
な

が
り
の
可
能
性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
い

る
。藤

ノ
木
古
墳
の
二
人
の
被
葬
者
は

穴
穂
部
皇
子
と
盟
友
・
宅や

か

べ部
皇
子
に

比
定
さ
れ
て
い
る
。穴
穂
部
皇
子
は
、

異
母
兄
の
用
明
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た

際
、
次
の
天
皇
と
し
て
朝
廷
の
大
立

者
・
物
部
守
屋
が
擁
立
し
よ
う
と
し

た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
目
算
は
蘇
我

馬
子
や
聖
徳
太
子
に
阻
ま
れ
、
両
皇

子
は
殺
害
さ
れ
、
首
魁
の
守
屋
は
抵

抗
む
な
し
く
誅
殺
さ
れ
物
部
宗
家
は

壊
滅
し
た
。
皇
位
継
承
争
い
で
抹
殺

さ
れ
た
人
物
群
と
関
係
の
深
い
佐
伯

氏
と
は
一
体
、
何
者
で
あ
る
の
か
。

ま
た
、
権
勢
を
誇
っ
た
物
部
氏
を
蹴

落
と
す
こ
と
に
加
担
し
た
法
隆
寺
創

建
の
主
、
聖
徳
太
子
と
佐
伯
氏
の
接

点
と
は
何
か
。
空
海
の
ま
と
う
謎
の

ベ
ー
ル
は
幾
層
に
も
重
な
り
錯
綜
す

る
。そ

こ
で
、
そ
の
謎
を
解
く
ひ
と
つ

の
鍵
と
考
え
ら
れ
る
特
筆
す
べ
き
遺

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 善通寺東院金堂
2 産湯井堂内の空海が産湯を使った井戸（善
通寺西院・誕生院）

3 野田院古墳から望む王家の谷
4 野田院前方後円墳
5 法興寺に使用された飛鳥時代の瓦を残す奈
良、元興寺・国宝	極楽坊本堂

6 藤ノ木古墳
7 法隆寺金堂
8 満濃池

6

7

8

跡
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
崇
峻
紀
元
年

（
５
８
８
）
条
に
、
百
済
か
ら
献
上
さ

れ
た
寺
大
工
や
瓦
製
造
技
術
者
に
よ

り
本
邦
初
の
瓦
葺
き
寺
院
、
法
興
寺

の
建
設
に
着
手
し
た
と
あ
る
。当
時
、

瓦
の
製
造
や
寺
院
建
築
技
術
は
今
で

い
う
最
先
端
技
術
に
あ
た
っ
た
。
そ

の
た
め
半
島
か
ら
の
支
援
を
仰
が
ね

ば
本
格
的
寺
院
の
建
築
は
難
し
か
っ

た
の
で
あ
る
。
瓦
技
術
者
が
渡
来
し

て
か
ら
半
世
紀
、
善
通
寺
の
西
に
本

邦
最
大
規
模
の
瓦
製
造
専
用
の
宗

吉
瓦が

よ

う窯
が
稼
働
し
て
い
た
。
６
９
４

年
に
持
統
天
皇
が
初
の
瓦
葺
き
宮
殿

で
あ
る
藤
原
京
を
造
営
し
た
が
、
そ

の
朱
雀
門
や
回
廊
の
瓦
は
同
窯
製
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
方
で
、
国
分
寺
建
立
の
詔
が
出
る

前
に
讃
岐
に
は
既
に
２０
余
の
寺
院
が

あ
っ
た
が
、
こ
の
瓦
窯
の
瓦
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
氏
寺
を
建
立

で
き
る
ほ
ど
の
豊
か
な
財
力
や
多
く

の
ハ
イ
テ
ク
技
術
者
を
抱
え
、
迅
速

な
技
術
情
報
の
入
手
、
適
時
の
人
材

確
保
な
ど
朝
鮮
半
島
と
の
緊
密
な
関

係
を
保
つ
豪
族
が
こ
の
地
に
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
豪
族
の

筆
頭
が
佐
伯
氏
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
夥
し
い

数
の
古
墳
を
造
営
す
る
強
大
な
力
を

も
つ
佐
伯
王
国
が
あ
っ
た
。
そ
う
考

え
る
と
、
大
和
王
朝
の
中
枢
の
人
物

た
ち
と
佐
伯
氏
が
深
い
交
流
関
係
を

結
ん
で
い
た
こ
と
は
何
ら
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
後
に
、
満
濃

池
改
修
の
た
め
に
空
海
が
築
池
別
当

と
し
て
嵯
峨
天
皇
の
勅
に
よ
り
遣
わ

さ
れ
た
が
、
唐
で
学
ん
だ
土
木
学
を

活
用
し
僅
か
３
ヶ
月
で
大
池
を
完
成

さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
派
遣
を

要
請
し
た
多
度
郡
司
の
申
請
書
が
残

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
空
海
を
派

遣
し
て
も
ら
え
ば
、「
功
料
一
ら
停ち

ょ
う
じ止

す
る
を
従ゆ

る

せ
」
と
、
税
金
を
使
用
せ

ず
自
前
で
改
修
費
用
を
負
担
す
る
と

言
っ
て
い
る
。
何
と
も
豪
胆
な
話
だ

が
、
そ
れ
は
多
度
郡
の
豪
族
・
佐
伯

氏
が
と
て
つ
も
な
い
財
力
を
誇
っ
て
い

た
証
と
も
言
え
る
。
い
ま
、
満
濃
池

を
一
望
す
る
小
さ
な
丘
の
上
に
は
、

式
内
社
・
神か

ん

の野
神
社
が
治
水
の
守
護

神
と
し
て
鎮
座
し
、
取
水
塔
近
く
に

は
難
工
事
達
成
を
称
え
た
朝
廷
か
ら

の
下
賜
金
で
空
海
が
創
建
し
た
神
野

寺
が
建
つ
。

さ
て
、
空
海
の
事
績
を
立
体
的
に

見
つ
め
直
し
て
い
る
と
、
時
折
、
ど
こ

か
日
本
人
ば
な
れ
し
た
匂
い
が
漂
う

瞬
間
が
あ
る
。
空
海
の
成
育
し
た
環

境
に
国
際
色
豊
か
な
風
合
い
が
ど
こ

か
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て

な
ら
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
唐
へ
渡

り
、あ
れ
ほ
ど
自
在
に
知
識
を
吸
収
、

実
践
、
普
遍
化
さ
せ
る
と
い
っ
た
超
人

的
活
躍
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
手
懸
り
が
紀
の
欽
明
紀
２３
年
条

に
あ
っ
た
。
大
伴
狭さ

で

ひ

こ

手
彦
が
高
句
麗

と
の
戦
い
か
ら
凱
旋
し
た
際
に
戦
利

品
を
蘇
我
稲
目
に
献
上
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
録
に
「
美

女
媛
、

せ
て
其
の
従
女
吾
田
子
」

と
あ
り
、
そ
の
二
人
を
稲
目
は
「
納

め
し
い
れ

て
妻
と
し
」
た
と
あ
る
。
側そ

ば

め妻
で
あ

る
と
し
て
も
い
わ
ゆ
る
国
際
結
婚
で

あ
る
。
ま
た
、
崇
峻
紀
３
年
条
は
狭

手
彦
自
身
が
多
く
の
妻
た
ち
を
得
度

さ
せ
尼
と
し
た
こ
と
を
記
す
。
そ
の

妻
た
ち
の
出
自
が
高
句
麗
、
新
羅
、

百
済
、
漢
人
と
何
と
も
国
際
色
豊
か

な
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
そ
れ
自
体
、

そ
の
時
代
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
う
想
像

し
た
時
、
大
陸
と
の
交
易
に
通
じ
た

佐
伯
氏
が
唐
や
朝
鮮
半
島
の
人
々
と

婚
姻
を
重
ね
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な

成
行
き
で
あ
っ
た
と
思
え
て
く
る
。

空
海
の
足
跡
を
辿
る
と
、
渡
唐
前
か

ら
漢
音
や
梵
語
に
通
じ
、
自
在
に
操

れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
事
象
が

多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
幼
少
よ

り
身
近
に
唐
や
高
句
麗
、
さ
ら
に
は

天
竺
、
西
域
の
人
が
い
た
と
仮
定
す

れ
ば
、
そ
の
謎
も
一
挙
に
氷
解
し
て

く
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
お
大
師
さ

ん
が
瞼
に
浮
か
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
残

念
な
が
ら
紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
っ

た
。
冒
頭
の
「
Ｋ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｉ
」
の
デ

ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
上
品
な
セ

ク
シ
ー
さ
」
に
洗
練
さ
れ
た
大
人
の

「
知
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
を
プ
ラ
ス
し

た
も
の
だ
と
い
う
。
知
的
さ
を
添
え

る
意
味
で
も
次
号
で
は
さ
ら
に
そ
の

夢
想
を
深
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。そ
し
て
、

上
品
な
セ
ク
シ
ー
さ
こ
そ
が
実
は
空

海
の
謎
を
解
く
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な

る
の
で
あ
る
。

あ
わ
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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：寺社を中心とした街づくり  近年活気付く門前町の活動　□行政・観光リポート：「ユニークベニュー支援事業」に
最大100 万円支援　□ PICK UP：リスクに備える自動販売機　□ TOPICS：「野口ドクターホットライン ®」
□全国寺社イベント：射水神社・二上射水神社「神主一日体験」　□宿坊研究レポート：宿坊とも相性が良い、お寺の漫画図書館
□シリーズ : 地域と霊場会：びわ湖百八霊場　□職人技：宮本卯之助商店　□活性人：精進料理研究家 / フードアナリスト・麻生
怜菜　□うちのお宝：浄光寺　紙本着色 浄光寺縁起図／須賀神社　社宝・朱神輿　□風まかせ：セクシー、そんなこんなの
弘法大師　その一　□トレンド Now：スイーツ巡礼・仏教本

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

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

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

□継続購読希望

氏名

〒

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。

「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。

□その他（ ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□その他（ ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□バックナンバー希望 ご希望のバックナンバーの号数に○をご記入ください ※複数可

(Vol.　１　　２　　３　　４　　５　　６　　７　　８)
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笑い飯	哲夫著
「ブッダも笑う仏教のはなし」（サンマーク出版）

日本最古の巡礼所 33 寺院で構成される「西国
三十三所札所会」が、2018（平成 30）年に草
創 1300 年を迎えるにあたり本年度から2020（平成
32）年までの 5 年間、「西国三十三所草創 1300 年
記念事業」を展開。非公開の建物や秘仏の特別拝観
をはじめ、毎月1 札所で指定された日時に特別な朱印
を押印する“月参り巡礼”、1300 年前の徒歩巡礼を
再現する“徒歩巡礼”など、様々な歴史的行事を実施
する。その中でも、新しい巡礼の試みとして注目を集め
ているのが“スイーツ巡礼”だ。
各札所には長年愛されてきたゆかりの菓子があり、昔

から巡礼者に栄養と気力を与えてきた。その名物の菓
子を食べ歩きながら各札所を巡礼するというユニークな
企画が“スイーツ巡礼”で、女性やファミリーをターゲッ
トに参拝のきっかけ作りを目指している。現在、三十三
所から今回のために新たに制作されたものなど100 種
以上のスイーツがエントリーされ、記念事業のロゴマーク
を目印に販売される。1300 年の長きに渡り受け継が
れてきた巡礼文化。その歴史と伝統を未来へ継承する
ため、時代を見据えたニーズを取り込み“新しい巡礼の
かたち”として発信する試みに、大いに期待したい。

札所のスイーツを食べ歩く
新しい巡礼のかたち“スイーツ巡礼 ”

独自のダブルボケ・ダブルツッコミ漫才で人気のお笑いコン
ビ・笑い飯としてはもちろん、“仏教通”としての意外な一面で
も知られる哲夫。幼い頃に般若心経に魅了されて以来独学で
仏教を研究し、近年では仏教に関する講演の講師、仏教アニ
メ映画の声優を務めるほどに。そんな彼の人生哲学のような仏
教の教えをあますことなく伝えた著書「ブッダも笑う仏教のはな
し」が、若年層を中心に話題を集めている。漫才師の語り口
そのままに“哲夫節”全開で綴られた仏教の世界は、おもしろ
くて読みやすい、そして何より笑って学べる内容が盛りだくさん。
ブッダの一生から居酒屋でも使えるような仏教雑学、仏像の見
方や仏教に関する驚くべき事実や秘密まで、少しふざけすぎ？
と思えるほどの脱線ぶりながら、読み終えた後は不思議と仏教
の世界が身近に感じられる。
仏教や僧侶に焦点を置いたテレビ番組やドラマ、宿坊や御
朱印集めなどのブームで仏教への親近感が高まるものの、まだ
まだ堅苦しくて難しいというイメージを抱く人も多い、そんな仏教
の世界を気軽に、そして楽しみながら触れてもらうにはうってつ
けの一冊だ。

おもしろくて読みやすい
笑い飯・哲夫が解説する“ 仏教本 ”

1.石山寺「あも」　2.岡寺「あすかくだものパッピンス」
3.勝尾寺「だるまパイ」
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