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寺
社
特
有
の
構
造
に
よ
る

地
震
へ
の
耐
性

阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大

震
災
な
ど
、
我
が
国
に
次
々
と
襲
い
か

か
る
大
地
震
。
さ
ら
に
、2
0
1
6（
平

成
28
）
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地

震
で
も
、
多
く
の
寺
社
で
拝
殿
や
回

廊
、
さ
ら
に
は
本
堂
が
倒
壊
す
る
な

ど
、
甚
大
な
被
害
が
出
て
い
る
。
気

象
庁
で
は
今
後
も
巨
大
地
震
が
発
生

す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
今

後
、
地
震
な
ど
の
災
害
か
ら
寺
社
を

ど
の
よ
う
に
守
っ
て
い
く
の
か
、
早
急

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
寺
社
建
築
で
よ
く
見
ら

れ
る
木
造
の
伝
統
工
法
は
、
地
震
に

強
い
面
と
弱
い
面
を
併
せ
持
っ
て
い

る
。
強
い
面
は
、
柱
と
横
架
材
、
梁

を
つ
な
ぐ
接
合
部
分
に
基
本
的
に
金

物
関
係
を
使
っ
て
い
な
い
た
め
、
万
が

一、
地
震
で
揺
れ
た
と
し
て
も
、
柔
軟

性
の
あ
る
木
の
粘
り
に
よ
っ
て
自
然
に

戻
る
力
が
働
く
。
あ
る
程
度
ま
で
な

ら
、
こ
う
し
た
柔
軟
性
が
有
効
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一方
、
弱
い
面
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、
寺
社
特
有
の
構
造
だ
。
本
堂

東
日
本
大
震
災
以
降
、
寺
社
と
災

害
協
定
を
結
ぶ
自
治
体
が
増
え
て
い

る
よ
う
に
寺
社
が
災
害
時
の
防
災
拠

点
と
し
て
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
し
か

し
、
自
然
の
驚
異
の
前
で
は
そ
の
寺
社

自
体
が
被
災
し
損
壊
す
る
と
い
う
事

態
に
陥
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
、
先

の
熊
本
地
震
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
思

い
知
ら
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
震
へ

の
対
策
と
し
て
〝
耐
震
改
修
工
事
〟
の

重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
財
的
な
価
値
の
高
い
有

形
財
産
を
有
す
る
寺
社
の
場
合
、
被

災
時
の
損
害
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
と

な
る
。
し
か
し
、
備
え
と
し
て
の
地
震

保
険
は
主
に
居
住
用
の
建
物
を
対
象

と
し
て
い
る
た
め
、
寺
社
の
場
合
は
居

住
空
間
と
本
堂
な
ど
が一体
に
な
っ
て
い

る
な
ど
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
除
い
て
加

入
は
ほ
ぼ
不
可
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
加
入
で
き
た
と
し
て
も
保
険
料
が
高

く
設
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

今
回
、
寺
社
の
耐
震
改
修
工
事
か

ら
新
築
ま
で
を
手
が
け
て
い
る
大
手
ゼ

ネ
コン
清
水
建
設
株
式
会
社
と
、
宮
大

工
と
し
て
全
国
の
神
社
仏
閣
や
重
要

文
化
財
に
携
わ
る
株
式
会
社
鳥
羽
瀬

社
寺
建
築
の
耐
震
改
修
工
事
の
事
例

を
取
り
上
げ
、〝
耐
震
改
修
工
事
〟と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
紹
介
。
こ
れ
ら

の
事
例
を
通
じ
て
、
日
本
が
世
界
に
誇

る
伝
統
あ
る
建
築
物
と
文
化
を
未
来

へ
と
継
承
す
る
た
め
、
今
必
要
な
こ
と

に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

建築物の耐震について考える

寺社をとりまく自然災害リスク巻 頭 特 集

特
殊
な
構
造
を
持
つ
寺
社
建
築

正
確
な
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要

や
拝
殿
の
正
面
は
、
参
拝
す
る
た
め

壁
が
な
い
が
、
背
面
は
壁
に
な
っ
て
い

る
造
り
が
ほ
と
ん
ど
。
つ
ま
り
、
壁
の

な
い
正
面
は
弱
く
、
後
ろ
が
強
い
と
い

う
性
質
を
持
つ
。
し
か
も
、
従
来
の

壁
に
は
ほ
と
ん
ど
耐
震
能
力
が
な
い
。

ま
た
、
土
瓦
の
場
合
、
屋
根
が
重
く

な
る
た
め
、
揺
れ
に
は
弱
い
。

さ
ら
に
、
時
代
に
よ
っ
て
も
建
物
の

造
り
方
が
異
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
以
前
、
２
つ
の
木
材
を
接

合
す
る
「
仕
口
」
は
非
常
に
細
や
か
で

し
っ
か
り
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
降
は

次
第
に
簡
略
化
さ
れ
た
め
、
構
造
的

に
弱
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

いつ
建
て
ら
れ
た
か
に
よっ
て
も
、
耐
震

性
能
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
だ
。

素
人
判
断
は
危
険

図
面
の
有
無
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

実
際
に
耐
震
改
修
が
必
要
か
ど
う

か
を
調
べ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
。
寺
社
建
築
の
専
門
部
署
を
持
ち
、

全
国
の
寺
社
の
耐
震
改
修
な
ど
を
手

が
け
る
清
水
建
設
株
式
会
社
の
社
寺

建
築
・
住
宅
部
上
席
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、

太た
ろ
う
ら
か
た
し

郎
良
堅
さ
ん
は
「
素
人
が
建
物
の

　
専
門
家
に
よ
る
耐
震
診
断
の
必
要
性
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老
朽
化
な
ど
外
見
だ
け
で
判
断
す
る

の
は
危
険
。
経
験
の
あ
る
建
設
会
社
、

専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
」
と
話
す
。
ま
ず
は
、
1
9
8
1

（
昭
和
56
）
年
以
降
の
新
耐
震
基
準

で
建
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が一つ
の

判
断
基
準
と
な
り
、
そ
れ
以
前
だ
っ

た
場
合
は
一
度
、
専
門
家
の
チ
ェッ
ク

を
依
頼
す
る
の
が
賢
明
だ
。

ま
た
、
実
際
に
耐
震
診
断
を
実
施

す
る
前
の
重
要
な
確
認
事
項
が
建
物

の
図
面
の
有
無
。
こ
れ
に
よ
っ
て
期
間

や
コ
ス
ト
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。

図
面
が
な
い
場
合
は
図
面
を
起
こ
す

と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
た
め
コ
ス
ト
も
割

高
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
清
水
建

設
の
耐
震
診
断
の
流
れ
を
例
に
あ
げ

る
と
、
図
面
が
用
意
で
き
た
ら
、
現

状
調
査
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
床
面

が
水
平
で
あ
る
か
ど
う
か
、
柱
が
傾

い
て
い
る
か
な
ど
、
経
年
劣
化
の
状
況

を
調
査
。
さ
ら
に
、
独
自
の
耐
震
診

断
技
術
を
活
用
し
、
継
手
・
仕
口
の

種
類
や
柱
の
太
さ
、
経
年
劣
化
調
査

な
ど
様
々
な
数
値
デ
ー
タ
を
基
に
現

状
の
建
物
耐
力
が
ど
れ
く
ら
い
か
を

算
出
し
、
正
確
な
耐
震
性
能
を
診
断

す
る
。

こ
の
診
断
に
基
づ
い
て
、
補
強
案

を
作
成
す
る
の
が
一
連
の
流
れ
。
費

用
と
時
間
に
つ
い
て
は
規
模
や
劣
化

状
況
な
ど
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
な
の

で
、一
概
に
言
え
な
い
が
、
図
面
が
な

い
場
合
、
図
面
を
起
こ
す
だ
け
で
も

数
10
万
円
か
ら
数
１
０
０
万
円
。
単

純
に
診
断
だ
け
で
あ
れ
ば
、
５
～
60

坪
で
１
０
０
万
円
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ほ

ど
が一般
的
な
価
格
だ
と
い
う
。
診
断

期
間
は
最
低
３
ヶ
月
を
見
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

同
社
の
社
寺
建
築
・
住
宅
部
長
、

金か
ね
た
か
ま
さ
の
り

高
正
典
さ
ん
は
「
耐
震
診
断
に
加

え
、
劣
化
破
損
な
ど
は
目
視
で
き
る

と
こ
ろ
は
10
年
単
位
で
、
天
井
裏
や

床
下
な
ど
の
見
え
な
い
部
分
は
50
年

単
位
で
点
検
し
た
ほ
う
が
安
心
で
す
」

と
助
言
し
て
い
る
。

社寺建築・住宅部
上席マネージャー　太郎良 堅さん

社寺建築・住宅部長　金高 正典さん

１．耐震工事
建物の柱、壁の強度、粘り強さを高
める。

２．制震工事
建物の揺れによる振動エネルギー
をダンパーが吸収し、建物の揺れ
を小さくする。

３．免震工事
免震装置により建物と地面を切り
離し、建物に伝わる揺れのエネル
ギーを小さくする。

１．現状調査：簡易診断を行う
・建物履歴調査
・使用状況調査
・不陸、柱傾き調査

▼

２．耐震診断：実証データに基づき建物耐力を
　 数値化

・一次診断：既存図面資料を基に現地調査、劣化度調査

・二次診断：詳細現地調査、実測調査、コンクリート強度調査、
　　　　  中性化試験

▼

３．総合評価：現状の建物の耐力とその建物に必要
とされる耐力を比較検討
・耐震性能調査、要求性能評価、最適補強法の検討

▼

耐震補修工事へ

耐震診断の流れ 耐震工事の種類

【取材協力】清水建設株式会社
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明
治
神
宮
外
拝
殿
の
耐
震
改
修

外
観
を
変
え
ず
伝
統
工
法
を
駆
使

越
中
富
山
の
大
工
で
あ
っ
た
初
代

清
水
喜
助
氏
が
創
業
以
来
、
宮
大
工

と
し
て
培
っ
た
伝
統
工
法
と
現
在
の

技
を
融
合
し
た
社
寺
建
築
に
取
り
組

む
清
水
建
設
（
本
社
・
東
京
）。
全

国
の
寺
社
の
新
築
や
改
装
は
も
ち
ろ

ん
、
耐
震
・
免
震
改
修
を
手
が
け
て

い
る
。木造

建
築
の
粋
を
結
集
し
た
明

治
神
宮
（
東
京
）の
耐
震
補
強
工
事

は
2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
に
２

期
、
約
半
年
間
か
け
て
行
っ
た
。
き
っ

か
け
は
明
治
神
宮
か
ら
の
依
頼
に
よ

り
現
状
調
査
し
た
結
果
、
人
が
多
く

集
ま
る
外
拝
殿
が
最
も
耐
震
性
が
弱

い
と
い
う
結
果
が
出
た
。
外
拝
殿
は

1
9
5
8
（
昭
和
33
）
年
に
再
建
さ

れ
た
純
木
造
建
築
の
建
物
だ
が
、一

番
の
弱
点
は
壁
が
な
い
こ
と
。
明
治

神
宮
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
は
「
極
力
、

伝
統
工
法
に
よ
り
、
金
物
に
頼
ら
な

い
補
強
を
し
て
ほ
し
い
」「
外
観
を
変

え
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
２
点
だ
っ

た
。ま

た
、
図
面
が
な
か
っ
た
た
め
、
現

地
で
部
材
の
寸
法
を
測
り
な
が
ら
図

面
を
起
こ
し
て
いっ
た
。
こ
れ
を
元
に
、

柱
の
大
き
さ
な
ど
を
加
味
し
な
が
ら

建
物
の
耐
力
を
把
握
。
そ
の
上
で
、

明
治
神
宮
の
要
望
に
対
応
し
た
補
強

案
を
作
成
し
た
。

具
体
的
に
は
、
屋
根
と
天
井
の
間

に
あ
る
小
屋
裏
に
、斜
め
の
木
材
「
火

打
ち
梁
」
を
入
れ
て
補
強
。
ま
た
、

天
井
の
桁
と
桁
の
間
の
部
分
に
、
耐

震
性
の
あ
る
板
壁
を
入
れ
、
従
来
の

板
壁
の
裏
に
も
耐
力
板
壁
を
設
け

た
。
さ
ら
に
、
柱
を
水
平
方
向
に
つ

な
ぐ
長
押
と
、
柱
の
仕
口
を
改
良
し

て
取
り
付
け
、
耐
震
性
を
ア
ッ
プ
さ

せ
た
。

参
拝
者
の
足
を
止
め
な
い
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
創
意
工
夫
を
実
施

「
こ
の
工
事
で一番
苦
労
し
た
の
は
、

参
拝
者
の
足
を
止
め
て
は
い
け
な
い

伝
統
工
法
と
最
先
端
の
技
術
力
を
融
合

寺
社
の
要
望
に
柔
軟
に
対
応
し
た
耐
震
改
修

点
。
な
に
し
ろ
、
参
拝
者
が
ほ
ぼ
、

途
切
れ
る
こ
と
な
く
訪
れ
る
場
所
で

す
か
ら
」
と
同
社
社
寺
建
築
・
住
宅

部
長
の
金
高
さ
ん
。
清
水
建
設
で
は

こ
う
し
た
参
拝
者
の
流
れ
を
さ
ま
た

げ
な
い
よ
う
、
ト
ン
ネ
ル
状
に
足
場
を

組
み
、
人
々
に
く
ぐ
り
抜
け
て
も
ら

う
よ
う
工
夫
を
し
た
。
さ
ら
に
、
明

治
神
宮
で
は
結
婚
式
な
ど
の
利
用
が

多
い
た
め
、
記
念
写
真
の
撮
影
な
ど

に
も
配
慮
。
足
場
外
部
の
仮
囲
い
の

シ
ー
ト
に
原
寸
大
で
外
拝
殿
の
写
真

を
プ
リ
ン
ト
し
、一
見
す
る
と
、
工
事

し
て
い
な
い
よ
う
な
工
夫
を
施
し
た
。

そ
の
結
果
、
参
拝
者
や
結
婚
式
参
列

者
な
ど
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
は
な
く
、
む

し
ろ
シ
ー
ト
が
特
殊
な
演
出
と
し
て

喜
ば
れ
た
そ
う
。

ま
た
、
明
治
神
宮
で
は
耐
震
補
強

工
事
の
途
中
で
東
日
本
大
震
災
が
発

生
。
実
際
に
耐
震
技
術
の
性
能
が
示

さ
れ
た
形
と
な
り
、「
耐
震
補
強
を

や
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
安
堵

の
声
が
多
数
聞
か
れ
た
と
い
う
。

「
明
治
神
宮
に
限
ら
ず
、
心
の
拠

り
所
と
な
る
寺
社
が
健
全
な
形
で
保

た
れ
る
と
い
う
の
は
、
次
代
に
引
き

継
ぐ
上
で
も
大
切
な
こ
と
。
ま
た
、

現
状
の
形
を
変
え
ず
に
、
補
強
を
望

ま
れ
る
方
が
多
い
の
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
も
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
」
と
同
社
社
寺
建
築
・
住
宅
部
上

席
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
太
郎
良
さ
ん
。
現

在
も
明
治
神
宮
は
改
修
前
と
変
わ
ら

ぬ
姿
で
、
今
後
、
発
生
す
る
可
能
性

の
あ
る
震
度
７
程
度
の
地
震
に
も
耐

え
う
る
「
安
心
」
と
い
う
構
造
性
能

を
備
え
、
参
拝
者
を
迎
え
て
い
る
。

軽
量
な
チ
タ
ン
瓦
を
採
用
し
た

浅
草
寺
の
耐
震
改
修

同
社
の
耐
震
改
修
で
は
鉄
骨
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
寺
社
も
手

が
け
る
。
そ
の
一つ
が
、
浅
草
寺
（
東

京
）だ
。
浅
草
寺
本
堂
は
2
0
0
6

（
平
成
18
）年
に
耐
震
補
強
が
行
わ

れ
て
い
た
が
、
年
間
３
０
０
０
万
人

が
訪
れ
る
地
域
振
興
の
拠
点
だ
け

に
、
参
拝
者
の
安
全
確
保
を
第
一に

考
え
る
浅
草
寺
か
ら
「
災
害
に
強
い

（上）耐震改修工事前の明
治神宮 外拝殿

（下）施工中の外拝殿。仮囲
いに特殊デザインシートを使
用し、工事中とは思えない雰
囲気と環境を維持した

  
〝
耐
震
改
修
工
事
〟
の
事
例
に
つ
い
て
①
　
～
清
水
建
設
～
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建
物
を
」
と
の
強
い
要
望
を
受
け
て
、

2
0
1
0(

平
成
22)

年
か
ら
18
ヶ

月
か
け
て
改
修
工
事
を
実
施
し
た
。

最
も
大
変
だ
っ
た
の
が
「
屋
根
瓦
」

の
改
修
だ
。
と
か
く
伝
統
工
法
で
造

ら
れ
た
土
瓦
は
重
量
が
あ
り
、
揺
れ

た
際
に
は
不
安
定
に
な
り
最
悪
の
場

合
、
瓦
が
ず
り
落
ち
る
危
険
性
も
あ

る
。
そ
こ
で
、
土
瓦
の
か
わ
り
に
チ
タ

ン
瓦
を
採
用
。
チ
タ
ン
瓦
は
コ
ス
ト
高

だ
が
軽
量
な
だ
け
で
な
く
、
耐
久
性
・

耐
蝕
性
に
も
優
れ
て
い
る
た
め
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
も
必
要
な
い
。
さ
ら
に
ビ
ス
留

め
さ
れ
る
た
め
落
下
の
心
配
も
な
く

な
る
。

葺
き
替
え
の
際
に
は
、
今
ま
で
の

瓦
と
見
た
目
を
変
え
て
は
い
け
な
い
た

め
、
３
Ｄ
の
Ｃ
Ａ
Ｄ
を
使
っ
て
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョン
し
な
が
ら
瓦
を
設
計
。
燻

し
の
瓦
に
近
い
色
を
出
す
た
め
に
、

表
面
に
小
さ
な
金
属
の
粒
を
付
け
る

ブ
ラ
ス
ト
処
理
を
施
し
、
さ
ら
に
、
３

種
類
の
色
違
い
を
作
成
し
て
ラ
ン
ダ
ム

に
ま
ぜ
、
自
然
な
風
合
い
を
演
出
し

た
。
こ
の
工
事
に
よ
り
、
同
寺
の
屋
根

の
重
量
は
５
分
の
１
に
減
少
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。

浅
草
寺
で
も
参
拝
は
通
常
通
り
に

行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
足
場
を
組
む

際
は
夜
間
の
作
業
と
な
っ
た
。「
浅
草

寺
に
限
ら
ず
、
参
拝
に
支
障
が
な
い

よ
う
に
、
ま
た
年
中
行
事
が
滞
ら
な

い
よ
う
に
と
、
寺
社
様
の
様
々
な
ご

事
情
に
配
慮
し
て
施
工
し
て
い
ま
す

（右上）本瓦葺からチタン瓦葺に改修された浅草寺本堂　（右下）浅草寺本堂素屋根トラス架設工事の様子　（左上）免震化が行われた西新井大師総
持寺本堂　（左下）西新井大師総持寺の1階柱頭に設置された免震装置は、地震時に変形し、建物に直接作用する地震力を低減

の
で
、
参
拝
客
を
は
じ
め
、
檀
家
や

氏
子
の
方
々
の
工
事
へ
の
不
満
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
」
と
太
郎
良
さ
ん
。

西
新
井
大
師
総
持
寺
の
免
震
化

仮
本
堂
で
コ
ス
ト
と
工
期
を
削
減

耐
震
改
修
に
は
、
免
震
化
と
い
う

手
法
も
あ
る
。
同
社
で
は
2
0
0
8

（
平
成
20
）
年
、
西
新
井
大
師
総
持

寺
（
東
京
）
の
本
堂
の
免
震
化
を
実

施
し
た
。
西
新
井
大
師
総
持
寺
は
半

地
下
に
あ
る
１
階
が
玄
関
や
ホ
ー
ル

に
な
っ
て
お
り
、２
階
に
本
堂
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
２
階
本
堂
の
耐
震
性
を

向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
１
階
の
柱
の

頭
部
に
免
震
装
置
を
設
置
す
る
中
間

層
免
震
構
法
を
採
用
。
さ
ら
に
、
基

礎
の
部
分
や
柱
、
床
の
耐
圧
盤
な
ど
も

補
強
し
て
、
全
体
の
基
礎
を
固
め
た
。

約
7
ヶ
月
間
に
及
ぶ
工
事
期
間
中

は
、
お
寺
側
の
配
慮
で
仮
の
本
堂
を

別
の
場
所
に
移
転
し
た
た
め
に
、
工

事
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
、
コ
ス
ト

も
工
期
も
抑
え
ら
れ
た
。

改
修
費
用
を
抑
え
る
方
法
や

有
効
利
用
の
提
案
も

こ
う
し
た
耐
震
改
修
で
大
き
な

ハ
ー
ド
ル
と
な
る
の
が
、
改
修
費
用

だ
。
太
郎
良
さ
ん
は
「
資
金
が
準
備

で
き
ず
に
、
耐
震
改
修
で
き
な
い
寺

社
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
場
合
は
、

単
純
に
耐
震
補
強
だ
け
で
な
く
、
境

内
の
有
効
利
用
や
複
合
施
設
を
建
て

て
収
益
を
上
げ
る
と
いっ
た
ご
提
案
も

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」
と
話
す
。

ま
た
、
コ
ス
ト
を
抑
え
る
た
め
に
、

改
修
の
手
法
や
素
材
を
変
え
る
と

い
っ
た
選
択
肢
も
あ
る
。「
チ
タ
ン
は

高
価
で
す
が
、
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
ほ
か

の
素
材
で
施
工
す
る
方
法
も
。
コ
ス
ト

も
含
め
て
、
檀
家
や
氏
子
の
方
々
も

含
め
た
寺
社
の
思
い
や
要
望
を
受
け

止
め
る
。
そ
れ
が
長
年
、
寺
社
建
築

に
携
わ
っ
て
き
た
我
々
の
使
命
で
す
」

と
金
高
さ
ん
は
最
後
に
語って
く
れ
た
。

清
しみずけんせつかぶしきがいしゃ

水建設株式会社
東京支店  社寺建築・住宅部

〒 104-8370
東京都中央区京橋 2 丁目 16-1
TEL.03-3561-3760
http://www.shimz.co.jp/shazi/

【取材協力】

（左）社寺建築・住宅部長
　　金高 正典さん

（右）社寺建築・住宅部
　　上席マネージャー　太郎良 堅さん
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7
人
の
棟
梁
が
活
躍
す
る

宮
大
工
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
集
団

大
阪
府
東
大
阪
市
に
事
務
所
を

構
え
る
鳥
羽
瀬
社
寺
建
築
。
こ
れ
ま

で
数
多
く
の
神
社
・
仏
閣
、
国
宝
・

重
要
文
化
財
な
ど
に
携
わ
っ
て
き
た

宮
大
工
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
集
団
。

一般
寺
社
の
建
築
設
計・施
工
、
復
元・

改
修
、国
宝
や
重
要
文
化
財
の
保
存・

修
理
、
寺
社
建
設
の
技
術
を
活
か
し

た
住
宅
建
築
、
古
民
家
の
再
生
な
ど

幅
広
い
案
件
を
手
が
け
る
。
代
表
の

鳥と

ば

せ

こ

う

じ

羽
瀬
公
二
さ
ん
を
は
じ
め
現
在
7

名
の
棟
梁
が
在
籍
し
て
お
り
、
修
業

中
の
若
手
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
、
日
本

古
来
の
建
造
物
を
未
来
へ
と
つ
な
ぐ

重
要
な
役
割
を
担
い
続
け
て
い
る
。

建
物
の
変
形
性
能
で
耐
震
性
を

判
定
す
る『
限
界
耐
力
計
算
』

全
国
の
寺
社
か
ら
様
々
な
依
頼
が

寄
せ
ら
れ
る
中
、
こ
こ
数
年
軒
並
み

増
え
て
い
る
の
が
、
耐
震
診
断
お
よ
び

耐
震
改
修
工
事
に
関
す
る
案
件
だ
と

い
う
。「
熊
本
地
震
以
降
は
そ
の
傾
向

に
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
り
、
危
機

意
識
の
さ
ら
な
る
高
ま
り
を
肌
で
感

じ
て
い
ま
す
」
と
鳥
羽
瀬
さ
ん
。
寺

社
に
関
し
て
は
、
柱
や
梁
を
加
工
し

て
組
み
合
わ
せ
た
『
伝
統
構
法
』
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ほ

と
ん
ど
。
診
断
・
改
修
工
事
い
ず
れ

に
関
し
て
も
、一般
的
な
建
造
物
と
は

全
く
異
な
る
技
術
と
知
識
が
要
求
さ

れ
る
。

一
般
的
な
耐
震
診
断
は
、『
在
来
軸

組
工
法
』
と
呼
ば
れ
る
、
明
治
時
代

に
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
現
在
の
主

流
で
あ
る
建
築
工
法
を
前
提
に
し
て

行
わ
れ
る
。
特
徴
と
し
て
は
、『
壁
は

合
板
』『
継
手
・
仕
口
に
は
金
物
を

使
用
』『
す
じ
か
い
等
の
斜
材
を
使
用
』

『
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
基
礎
と
柱
を
緊

結
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ば

宮
大
工
の
仕
事
は
試
行
錯
誤
の
連
続

日
本
建
築
の
伝
統
美
を
守
る

大
き
な
誇
り
と
喜
び

地
震
の
揺
れ
に
対
し
て
〝
剛
〟
を
も
っ

て
対
処
す
る
構
法
で
あ
り
、
大
ま
か

に
は
建
物
内
の
壁
の
量
で
耐
震
性
を

判
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に

対
し
、
地
震
大
国
で
あ
る
日
本
で
磨

き
抜
か
れ
て
き
た
『
伝
統
構
法
』
に

は
、
揺
れ
に
対
し
て
あ
る
程
度
ま
で

は
変
形
し
て
力
を
吸
収
す
る
〝
柔
〟

と
も
い
え
る
創
意
工
夫
が
多
分
に
詰

め
込
ま
れ
て
い
る
。「『
壁
は
土
塗
壁
』

『
継
手
・
仕
口
に
は
金
物
を
使
わ
な

い
』『
斜
材
の
代
わ
り
に
貫
を
用
い
る
』

『
基
礎
は
礎
石
の
上
に
柱
が
置
か
れ
る

だ
け
で
緊
結
さ
れ
て
い
な
い
』
と
い
っ

た
具
合
に
、
伝
統
の
建
物
の
耐
震
性

は
変
形
性
能
で
判
定
す
る
〝
限
界
耐

力
計
算
〟
に
よ
る
診
断
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
工
程
も
非
常
に
複
雑
に
な
っ

て
き
ま
す
。
耐
震
改
修
に
関
し
て
は
、

具
体
的
に
は
変
形
に
追
従
す
る
性
能

を
持
っ
た
樹
脂
ダ
ン
パ
ー
や
フ
レ
ー
ム

類
を
多
用
し
ま
す
」
と
鳥
羽
瀬
さ
ん
。

伝
統
構
法
と
ひ
と
口
に
い
っ
て
も
、

手
が
け
た
職
人
の
こ
だ
わ
り
や
ク
セ

に
よ
っ
て
そ
の
細
か
な
様
式
は
千
差
万

別
で
あ
り
、
診
断
や
改
修
に
は
相
当

の
経
験
値
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
を
設
け
た

西
教
寺
の
改
修
工
事

同
社
が
手
が
け
た
耐
震
診
断
・
改

修
工
事
の一例
と
し
て
、
大
阪
府
和
泉

（右上）（右下）耐震工事前や工事中も安
心して行事を執り行えるよう、仮補強として
「耐震シェルター」を4箇所に設置
（上）「耐震シェルター」で使用した木材
は塗装して再利用される

代表取締役 堂宮大工　鳥羽瀬 公二さん

  
〝
耐
震
改
修
工
事
〟
の
事
例
に
つ
い
て
②
　
～
鳥
羽
瀬
社
寺
建
築
～
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東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地
震

の
発
生
当
時
の
被
災
地
で
は
、

避
難
所
が
不
足
し
、
多
く
の
被

災
者
が
自
宅
近
く
の
寺
社
で
避

難
生
活
を
送
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
寺
社
が

自
治
体
や
地
域
社
会
と
連
携
を

と
り
な
が
ら
災
害
協
定
を
締
結

す
る
ケ
ー
ス
が
急
増
し
て
い
る
。

災
害
時
の
避
難
所
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
、
帰
宅
困
難
者
の
滞
在

施
設
や
遺
体
の
一
時
遺
体
安
置
所

と
し
て
の
利
用
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

支
援
活
動
の
た
め
の
駐
車
場
提

供
な
ど
、
災
害
協
定
・
協
力
関

係
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
地

域
の
寺
社
が
防
災
拠
点
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。
ま
た
、
災
害
協
定
を
結
ん

だ
寺
社
は
避
難
者
受
け
入
れ
る

た
め
の
備
え
を
積
極
的
に
進
め
て

い
る
。

し
か
し
、
震
災
の
地
震
や
津

波
で
全
半
壊
し
た
寺
社
も
多
く
、

防
災
拠
点
と
し
て
の
活
用
に
は

耐
震
対
策
と
い
う
課
題
が
残
っ
て

い
る
こ
と
も
事
実
だ
。
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
寺
社
の
存
在
意

義
を
高
め
て
い
く
う
え
で
も
、
今

回
ご
紹
介
し
た
事
例
を
参
考
に
、

建
物
の
保
全
に
つ
い
て
改
め
て
考

え
て
み
て
も
ら
い
た
い
。

寺
社
が
防
災
拠
点
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
た
め
に

市
の
西
教
寺
を
取
り
上
げ
た
い
。
鳥

羽
瀬
さ
ん
の
元
に
築
約
2
0
0
年

の
同
寺
か
ら
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
た
の

は
、
今
か
ら
6
年
ほ
ど
前
。「
住
職

の
知
り
合
い
の
方
の
ご
案
内
で
建
物

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
か

な
り
の
傾
き
が
生
じ
て
お
り
、
大
き

な
地
震
に
遭
え
ば
す
ぐ
に
で
も
倒
壊

の
恐
れ
が
あ
る
状
態
で
し
た
」
と
振

り
返
る
の
は
、
同
社
専
務
取
締
役
の

稲い
な
お
か
の
ぶ
よ
し

岡
信
義
さ
ん
。

調
査
の
結
果
、
白
ア
リ
や
雨
漏
り

被
害
等
に
よ
る
柱
の
腐
食
、
様
々
な

事
象
が
影
響
し
、
ま
た
地
盤
沈
下
な

ど
が
認
め
ら
れ
、
早
急
に
対
策
が
必

要
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

事
態
を
重
く
見
た
住
職
は
、
大
規
模

な
改
修
工
事
を
決
意
。
檀
家
に
現
状

を
説
明
し
、
工
事
費
用
の
た
め
の
浄

財
を
募
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
改

修
工
事
着
手
ま
で
に
は
相
応
の
時
間

が
か
か
り
、
そ
の
間
に
も
法
要
な
ど

は
行
わ
れ
る
。
そ
の
際
の
安
全
性
を

高
め
る
た
め
仮
補
強
で
あ
る
『
耐
震

シ
ェル
タ
ー
』
を
建
物
の
4
箇
所
に
設

け
た
。

ひ
と
ま
ず
の
工
事
費
用
の
目
途
が

つ
き
、
実
際
の
耐
震
改
修
工
事
が
ス

タ
ー
ト
し
た
の
は
、
設
計
を
始
め
た

と
き
か
ら
約
3
年
後
の
こ
と
。
床
下

の
基
礎
や
被
害
箇
所
の
修
理
な
ど
を

中
心
に
、
建
物
本
体
の
根
幹
を
支
え

る
部
分
の
改
修
が
第
1
期
工
事
の
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。
同
寺
始

ま
っ
て
以
来
の
大
規
模
改
修
と
な
っ
た

第
1
期
工
事
は
今
年
4
月
に
無
事

完
了
。
ま
さ
に
〝
息
を
吹
き
返
し
た
〟

と
も
い
え
る
そ
の
姿
を
目
の
あ
た
り
に

し
、
住
職
や
檀
家
の
感
慨
も
ひ
と
し

お
だ
っ
た
。
今
後
、
時
期
を
み
て
瓦

屋
根
な
ど
を
取
り
替
え
る
第
2
期
工

事
も
行
わ
れ
る
予
定
だ
。

日
本
古
来
の
建
造
物
を

未
来
へ
と
つ
な
ぐ
た
め
に

耐
震
診
断
設
計
を
行
う
た
め
に

は
、
ま
ず
は
計
算
に
必
要
な
数
々
の

図
面(

耐
震
要
素
平
面
図
、軸
組
図)

を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
材
料
一つ

ひ
と
つ
を
調
べ
て
の
建
物
重
量
の
算
定

や
健
全
性
の
確
認
、
地
盤
状
況
の
調

査
な
ど
根
気
の
要
る
作
業
の
連
続
で

あ
り
、
大
き
な
費
用
も
か
か
る
だ
け
に

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
相
当
な
も
の
と
な
る
。

鳥
羽
瀬
さ
ん
は
こ
の
仕
事
に
か
け

る
思
い
を
こ
う
語
る
「
日
本
建
築
の

伝
統
美
を
守
る
職
人
の
姿
に
憧
れ
、

私
が
宮
大
工
を
目
指
し
た
の
は
20
歳

の
頃
。
最
初
に
携
わ
っ
た
の
は
奈
良
・

東
大
寺
の
大
仏
殿
の
修
理
で
し
て
ね
。

そ
の
時
に
受
け
た
感
動
は
、
今
で
も

し
っ
か
り
と
胸
の
中
に
焼
き
付
い
て
い

ま
す
。
宮
大
工
の
仕
事
は
ひ
と
筋
縄

で
は
い
か
な
い
場
面
も
多
く
、
作
業
は

試
行
錯
誤
の
連
続
。
日
本
の
大
切
な

（右）柱と梁の仕口部分に取り付けることによって、振動エネルギーを吸収する樹脂ダ
ンパー（樹脂一体型仕口ダンパー耐震リング）（中）柱や梁を補強するリブフレームとい
う枠組み　（左）西教寺耐震改修工事の設計図面

文
化
で
あ
る
神
社
・
仏
閣
の
風
格
を

現
代
に
伝
え
、
未
来
へ
と
残
す
。
そ

の
役
割
を
担
え
る
大
き
な
誇
り
と
喜

び
を
胸
に
、一生
修
業
の
身
で
あ
る
と

決
意
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
」。

同
社
で
は
寺
社
の
耐
震
改
修
工
事

に
つ
い
て
の
相
談
は
無
料
で
受
け
て
い

る
。
日
本
建
築
の
伝
統
美
を
守
ろ
う

と
す
る
鳥
羽
瀬
社
寺
建
築
の
取
り
組

み
に
、
今
後
も
注
目
し
て
い
き
た
い
。専務取締役 堂宮大工　稲岡 信義さん

株
かぶしきがいしゃ

式会社鳥
と ば せ し ゃ じ け ん ち く

羽瀬社寺建築
〒 579-8001
大阪府東大阪市善根寺町 6 丁目 9-28
TEL：072-981-8493
http://www.tobase-syaji.co.jp/

【取材協力】
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スペシャル

参
拝
者
の
利
便
性
向
上
だ
け
で
な
く
、業
務
の
効
率
化
に
も
。

急
速
に
進
む
寺
社
の『Free W

i-Fi

』導
入

近
年
、
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
『W

i-Fi(

ワ
イ
フ
ァ
イ)

』。
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
に
対
応
し
た
機
器

を
、無
線（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
）でLA

N
（Local 

A
rea N

etw
ork

）
に
接
続
す
る
技
術
の

こ
と
で
、
こ
こ
数
年
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
利

用
者
や
外
国
人
観
光
客
の
増
加
に
伴
い
、

公
共
交
通
機
関
や
観
光
施
設
な
ど
で
、

こ
う
し
た
『W

i-Fi

』
サ
ー
ビ
ス
を
無
料

で
提
供
す
る
『Free W

i-Fi

』
環
境
を

構
築
す
る
動
き
が
加
速
し
て
い
る
。
寺
社

に
お
い
て
も
、
国
内
外
の
参
拝
者
へ
の
要

望
に
応
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
寺
社
の
業

務
の
効
率
化
、
地
域
の
防
災
拠
点
と
し

て
の
通
信
機
能
を
高
め
る
た
め
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
導
入
す
る
ケ
ー
ス
が
急

増
し
て
い
る
。
で
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ

う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
導
入
事
例

を
2
つ
ご
紹
介
し
よ
う
。

  C
ase1

　
埼
玉
県
・
光
善
寺

本
堂
で
も
自
宅
で
も

ス
ム
ー
ズ
に
ネ
ッ
ト
接
続

東
京
都
・
元
麻
布
に
構
え
る
１
５
８
３

（
天
正
11
）
年
創
建
の
歴
史
あ
る
寺
の
分

院
と
し
て
、
埼
玉
県
越
谷
市
に
開
設
さ
れ

た
光こ

う

ぜ

ん

じ

善
寺
。
富と

み
が
や
て
っ
し
ん

谷
哲
眞
住
職
が
僧
侶
で

も
あ
る
奥
様
と
と
も
に
、
寺
の
業
務
す
べ

て
を
担
っ
て
い
る
。

寺
の
業
務
を
進
め
る
上
で
必
要
不
可
欠

な
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
。「
以
前
は

電
話
や
F
A
X
で
門
徒
（
檀
家
）
や
葬

儀
社
と
や
り
と
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
今

は
メ
ー
ル
に
な
り
ま
し
た
。
メ
ー
ル
だ
と
、

法
事
の
日
時
や
お
名
前
な
ど
が
正
確
に
伝

わ
り
ま
す
か
ら
」と
住
職
。と
こ
ろ
が
当
初
、

お
寺
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
は
、
寺
隣

接
の
自
宅
に
あ
る
有
線
接
続
の
み
。
そ
の

後
モ
バ
イ

ル
ル
ー
タ

を
使
用
し

て
は
み
た

が
、
電
波

は
本
堂
ま

で
届
き
に

く
か
っ
た
。

そ
の
た
め
住
職
や
奥
様
は
、
本
堂
と
自

宅
と
を
メ
ー
ル
確
認
の
た
め
に
行
き
来
し

て
い
た
。
ま
た
、
あ
る
法
事
で
大
勢
の
人

が
集
ま
っ
た
時
、「
こ
こ
で
はW

i-Fi

が
使

え
な
い
ん
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
富
谷
住
職
は
、

寺
の
境
内
を
カ
バ
ー
す
るW

i-Fi

環
境
の

構
築
を
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
に
依
頼
し
た
。「
い

つ
来
客
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
日

中
は
な
る
べ
く
寺
を
空
け
た
く
な
い
。
無

線
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
整
え
ら

れ
な
い
か
と
、担
当
者
に
お
話
し
ま
し
た
」。

こ
う
し
て
導
入
し
た
の
が
、
さ
ま
ざ

ま
なW

i-Fi

端
末
を
無
線
接
続
で
き
る

W
i-Fi

ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
装
置
。
ノ
ー
ト

パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
歩
け
ば
、
場
所
を
選
ば

ず
メ
ー
ル
の
確
認
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。一
方
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
利
用
で
も
、メ
リ
ッ

ト
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。｢

高
校
生
か
ら
大
学

生
ま
で
の
３
人
の
子
供
た
ち
は
、
自
宅
で

ス
マ
ホ
を
頻
繁
にW

i-Fi

に
つ
な
い
で
い
る

よ
う
で
、
通
信
速
度
が
速
く
な
っ
た
と
喜

ん
で
い
ま
す｣

。
今
回
導
入
し
たW

i-Fi

の

ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
装
置
は
、
業
務
用
や

参
拝
者
用
な
ど
、
無
線
の
電
波
を
分
け
る

こ
と
が
で
き
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
に
も
配
慮
。

「
今
後
は
、
法
事
等
で
寺
を
訪
れ
る
人
た

ち
に
も
、
便
利
にW

i-Fi

を
使
っ
て
も
ら

え
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
遠
方
で
法
事
に

来
ら
れ
な
い
方
の
た
め
に
、
写
真
や
映
像

を
送
る
こ
と
も
考
え
て
い
ま
す
」。W

i-Fi

環
境
が
整
っ
た
今
、
お
寺
に
も
新
た
な
可

能
性
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

 C
ase2

　
群
馬
県
・
慈
眼
院

つ
な
が
る
便
利
さ
に
加
え

寺
院
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
効
果
も
！

高
さ
約
42
メ
ー
ト
ル
の
白
衣
大
観
音
で

知
ら
れ
る
群
馬
県
高
崎
市
の
慈じ

げ
ん
い
ん

眼
院
。
高

メールをチェックする富谷哲眞住職

新たに設置された Wi-Fi アクセス
ポイント装置

PR

浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

光こ

う

ぜ

ん

じ

善
寺

〒
3
4
3-

0
0
3
6

埼
玉
県
越
谷
市
三
野
宮
1
3
4
3
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橋爪良真住職（左）と橋爪榮濟副住職（右）

崎
市
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
、

大
観
音
の
胎
内
拝
観
の
参
拝
者
数
だ
け

で
も
年
間
6
万
人
、
同
院
へ
の
来
訪
者
は

そ
の
5
倍
は
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
3

割
は
東
南
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
し
た
海
外

か
ら
の
参
拝
者
で
、
境
内
で
も
多
彩
な
言

語
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
同
院
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

の
電
波
状
況
が
悪
い
こ
と
が
悩
み
だ
っ
た
。

橋
爪
良
真
住
職
と
と
も
に
同
院
を
護
る

橋は
し
づ
め
え
い
さ
い

爪
榮
濟
副
住
職
も
つ
な
が
り
に
く
さ
を

実
感
し
、『Free W

i-Fi

』
に
興
味
を
持
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
か
ら
の

提
案
を
受
け
て
早
速
、
試
験
運
用
し
て
み

る
こ
と
に
。
毎
年
約
1
万
人
が
訪
れ
る
8

月
第
4
土
曜
日
の
万ま

ん

ど

う

え

灯
会
と
、
初
詣
客

で
に
ぎ
わ
う
大
み
そ
か
か
ら
元
旦
に
か
け

て
の
2
回
の
タ
イ
ミ
ン
グ
でFree W

i-Fi

を
提
供
し
た
と
こ
ろ
、「
寺
院
で
もW

i-Fi

災
害
等
で
緊
急
的
に
情
報
を
や
り
と
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
時
も
あ
る
」
と
、

防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
意
識
し
て
い

る
と
い
う
。
今
後
は
外
国
人
参
拝
者
の
増

加
を
見
据
え
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
ペ
ー
ジ
の

多
言
語
化
を
検
討
中
、
と
の
こ
と
。
思
い

描
く
夢
を
一つ
ひ
と
つ
実
現
し
て
い
け
そ
う

だ
。

N
T
T
東
日
本
が
提
供
す
る

『
ギ
ガ
ら
くW

i-Fi

』と
は

今
回
紹
介
し
た
2
箇
所
の
寺
院
は

N
T
T
東
日
本
が
提
供
す
るW

i-Fi

サ
ー

ビ
ス
『
ギ
ガ
ら
くW

i-Fi

』
を
利
用
し
て
い

る
。
そ
こ
で
導
入
メ
リ
ッ
ト
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
の
詳
し
い
内
容
を
N
T
T
東
日
本
に

問
い
合
わ
せ
て
み
る
と
、
す
で
に
『
ギ
ガ
ら

くW
i-Fi

』
は
全
国
で
約
1
万
2
千
台
導
入

さ
れ
て
お
り
、
寺
社
で
も
導
入
が
進
ん
で
い

る
と
の
こ
と
（
2
0
1
6
年
6
月
末
時
点
）。

N
T
T
東
日
本
の
長
尾
さ
ん
は
こ
う
話

す
。「『
ギ
ガ
ら
くW

i-Fi

』
が
寺
社
様
に
喜

ん
で
頂
い
て
い
る
点
は
大
き
く
3
つ
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
1
点
目
は
、
電
波
が

が
使
え
る
ん
だ
」
と
好
評
だ
っ
た
。
業
務

用
と
参
拝
者
用
で
無
線
の
電
波
を
分
け
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
の
安
心
感
も
あ
り
本
格

導
入
を
決
定
。
本
堂
に
1
基
、
大
観
音
の

御
足
も
と
に
1
基
のW

i-Fi

ア
ク
セ
ス
ポ

イ
ン
ト
装
置
を
設
置
し
た
。

同
院
で
は『Facebook W

i-Fi

機
能
』

を
採
用
し
て
お
り
、
参
拝
者
は
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
同
院
に
『
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
』
す
る

だ
け
で
簡
単
にW

i-Fi
接
続
で
き
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
同
院
の
名
前
が
『
友
達
』
の

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
上
に
も
表
示
さ
れ
る
た
め
、

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
も
大
き
い
よ
う

だ
。「
友
達
間
で
話
題
に
上
り
、“
行
っ
て

み
よ
う
か
な
”
と
い
う
き
っ
か
け
に
も
な
っ

て
い
る
よ
う
で

す
」
と
橋
爪
副

住
職
。
加
え
て

「
人
が
集
ま
る
場

所
だ
か
ら
こ
そ
、

届
く
広
さ
の
境
内
な
ら
、
自
由
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
作
業
が
で
き
る
と
い
う

点
で
す
。
当
然
、
無
線
に
な
り
ま
す
の
で
、

煩
わ
し
い
配
線
な
ど
が
な
く
、
境
内
の
景
観

を
損
ね
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
2
点
目
は
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
高
さ
で
す
。
最
新
の
暗
号

化
技
術
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

業
務
用
と
参
拝
者
用
の
電
波
を
分
け
て
使

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
、
氏
子
さ
ん

や
檀
家
さ
ん
の
個
人
情
報
な
ど
も
、
し
っ
か

り
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。3
点
目
は
サ
ポ
ー

ト
体
制
で
す
。
弊
社
で
は
3
6
5
日
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
が
電
話
で
対
応
し
て
お
り
、
9

時
か
ら
21
時
ま
で
さ
さ
い
な
相
談
事
で
も

ス
タ
ッ
フ
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
」。

さ
ら
に
初
期
導
入
時
はW

i-Fi

ア
ク
セ
ス

ポ
イ
ン
ト
装
置
が
全
て
設
定
さ
れ
た
状
態
で

届
け
て
く
れ
る
の
で
、
電
源
と
L
A
N
ケ
ー

ブ
ル
を
つ
な
げ
ば
す
ぐ
にW

i-Fi

を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
人
観
光
客
が
急
増

す
る
中
、W

i-Fi

環
境
の
需
要
は
ま
す
ま
す

の
増
加
傾
向
に
あ
り
、
寺
社
へ
のW

i-Fi

導

入
の
必
要
性
も
高
ま
り
そ
う
だ
。
今
回
ご
紹

介
し
た
事
例
を
参
考
にW

i-Fi

環
境
の
構
築

を
検
討
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

株
式
会
社
N
T
T
東
日
本
‐
南
関
東

東
京
事
業
部 

オ
フ
ィ
ス
I
C
T
部
門

T
E
L
 0
1
2
0-

3
4
7
8
9
9

受
付
時
間　

平
日
９
時
〜
17
時

高
野
山
真
言
宗

高た
か
さ
き
び
ゃ
く
え
だ
い
か
ん
の
ん

崎
白
衣
大
観
音   

慈じ

げ

ん

い

ん

眼
院

〒
3
7
0-

0
8
6
4　

群
馬
県
高
崎
市
石
原
町
観
音
山

http://takasakikannon.or.jp/
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今
回
で
第
4
回
目
の
開
催

富
山
市
の
北
東
に
位
置
す
る
新

庄
町
。
か
つ
て
、
新
川
神
社
は
こ
の

地
を
治
め
た
新
庄
城
の
鬼
門
に
鎮
座

し
た
こ
と
か
ら
、
特
に
厄
除
け
神
社

と
し
て
、
ま
た
立
山
登
拝
の
安
全
祈

願
の
社
と
し
て
、
さ
ら
に
は
暴
れ
川

の
水
を
鎮
め
る
水
神
と
し
て
篤
く
崇

敬
さ
れ
て
い
る
。
今
回
で
4
回
目
を

迎
え
た
神
社
と
寺
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る

イ
ベ
ン
ト
「
神
仏
か
ふ
ぇ
。」
は
、「
新

川
神
社
新
庄
御
鎮
座
四
百
年
祭
」

の
記
念
事
業
の
1
つ
と
し
て
今
年
3

月
に
竣
工
し
た
、
同
社
参
集
殿
で
実

施
さ
れ
た
。

「
神
仏
か
ふ
ぇ
。」
と
は
、
1
つ
の

会
場
に
神
職
と
僧
侶
が
同
席
し
一

般
の
参
加
者
と
“
神
様
や
仏
様
に
つ

い
て
普
段
か
ら
疑
問
に
思
う
こ
と
、

今
さ
ら
聞
け
な
い
こ
と
、
日
頃
の
悩

み
な
ど
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
お
茶
で
も

飲
み
な
が
ら
話
す
会
”
で
あ
る
。
新

川
神
社
の
舩ふ

な

き

の

ぶ

た

か

木
信
孝
禰
宜
と
富
山

イ
ン
タ
ー
近
く
に
存
在
し
、
蜷
川
新

右
衛
門
の
菩
提
寺
で
あ
る
最
勝
寺
の

谷た
に
う
ち
り
ょ
う
て
つ

内
良
徹
副
住
職
に
よ
り
、
開
催
さ

れ
て
い
る
。

禅
に
関
心
が
あ
っ
た
禰
宜
が

坐
禅
や
ヨ
ガへ
の
参
加
が
きっ
か
け

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
新
た
に
建
て
る

参
集
殿
を
、
神
道
道
場
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
舩
木
禰

宜
が
、
禅
に
興
味
を
も
ち
、
前
々
か

ら
コ
ン
サ
ー
ト
や
坐
禅
、
ヨ
ガ
な
ど

を
開
い
て
い
た
最
勝
寺
を
参
考
に
し

よ
う
と
同
寺
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
に

端
を
発
す
る
。
催
し
後
の
茶
飲
み
話

し
の
席
で
、
神
仏
に
仕
え
な
が
ら
お

互
い
の
事
は
よ
く
知
ら
な
い
、
な
ら

ば
大
切
な
事
な
の
で
地
域
の
皆
さ
ん

に
も
そ
う
い
う
場
を
設
け
て
は
ど
う

か
、
と
い
う
話
で
盛
り
上
が
り
、
最

勝
寺
谷
内
副
住
職
が“
試
し
に
カ
フ
ェ

で
も
や
り
ま
し
ょ
う
か
”
と
舩
木
禰

宜
に
声
を
か
け
る
。
2
0
1
5（
平
成

27
）年
7
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

2
ヶ
月
後
、
最
勝
寺
本
堂
で
記
念
す

べ
き
第
1
回
目
が
開
か
れ
た
。
予
想

を
超
え
る
40
名
が
参
加
。
そ
し
て
、

2
回
、
3
回
と
最
勝
寺
で
行
わ
れ
、

参
集
殿
完
成
に
合
わ
せ
、
満
を
持
し

て
新
川
神
社
で
の
第
4
回
目
と
な
っ

た
。お

茶
と
御
菓
子
が
用
意
さ
れ
、
参

加
者
の
疑
問
に
禰
宜
と
副
住
職
そ
れ

ぞ
れ
が
応
え
る
一
問
一
答
形
式
。
参

加
者
に
と
っ
て
は
神
社
仏
閣
を
よ
り

深
く
知
り
、
足
を
運
ぶ
き
っ
か
け
作

り
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
禰
宜
や

副
住
職
に
と
っ
て
も
自
分
た
ち
の
立

ち
位
置
が
分
か
る
学
び
の
場
で
あ
る

と
言
う
。
舩
木
禰
宜
は
こ
の
イ
ベ
ン

ト
を
通
じ
て
「
神
仏
共
に
尊
ん
で
き

た
祖
先
の
叡
智
を
継
承
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」
と
今
後
の
抱
負
を

語
っ
て
く
れ
た
。

曹洞宗
瑞
ずいりゅうざん

龍山 最
さいしょうじ

勝寺
〒 939-8222
富山県富山市蜷川 377 番地
TEL．076-429-1285
http://www.saishozen.com

新
川
神
社
・
最
勝
寺
「
神
仏
か
ふ
ぇ
。」

あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
神
社
×
寺
の
コ
ラ
ボ

神
職
と
僧
侶
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
一
問
一
答

右・舩木禰宜・谷内副住職が正面に並び参加者の質問に答えていく。　左上・新川神社の舩木信孝禰宜　左中・最勝寺の谷内良徹副住職
左下・新川神社参集殿

新
にいかわじんじゃ

川神社
〒 930-0992
富山県富山市新庄町
2 丁目 13 番 47 号
TEL.076-441-8186
http://niikawajinjya.com
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ン
ト



行政・観光のトレンド情報をリポート

行 政・観 光 リ ポ ー ト

写真は CNN で流している映像の一部。

日本初、全世界を対象とした大規模プロモーション
「東北デスティネーション・キャンペーン」を実施

東日本大震災発生から5 年が経過したものの、東北
の観光は風評被害等の影響により、全国的なインバウ
ンド急増の効果を享受できていない厳しい状況が続い
ている。全国における外国人延べ宿泊者数は、震災
前の 2010 年比で 232.5％まで上昇しているのに対
し、東北 6 県においては 104.0％、福島においては
55.2％に留まっている。

こうした中で、政府は 2016（平成 28）年を「東北
観光復興元年」に設定。それに基づき観光庁と日本
政府観光局　(JNTO) は 5 月から、東北 6 県の観光
復興に向けた取り組みを大幅に強化するため、アジア・
北米・欧州・豪州を中心とした全世界を対象に、大規
模な観光宣伝キャンペーン「東北デスティネーション・
キャンペーン」を実施。全世界を対象にしたデスティネー
ション・キャンペーンは日本では今回は初の試みとなる。

東北の観光復興を掲げ
多彩なプロモーションを実施

「 東 北 6 県 の 外 国 人 宿 泊 数を、2020 年までに
2015 年の 3 倍となる 150 万人泊に拡大」、「今後 5
年間で海外の旅行会社等関係者を2 千人規模で東北
へ招請」することを目標に掲げ、今後はグローバルメディ
アによる情報発信や海外メディア・旅行会社の大規模
招請など、東北観光強化のための様々なプロモーション
の実施を予定。

第一弾の取り組みとしては、日本への注目度が高まっ
た伊勢サミット開催期間（5 月 26 日 ･27 日）とその前
後の時期に、グローバルニュースメディアであるアメリカ
のニュース専門テレビ局 CNN で東北地域の魅力を紹
介する TV スポット CMをオンエア。CNN のデジタルメ
ディアで東北地域の文化や歴史、観光名所等に関す
る特設サイトを開設し、外国人目線で情報を発信した。

さらに 6 月には、韓国旅行業協会との共催で、韓国
の旅行会社等関係者約 250 名を対象とした東北の観
光地の視察ツアーを実施。また、訪日リピーターが多い
東アジア地域における訪日ツアーの造成と訪日外国人
旅行者数の拡大を図るため、「VISIT JAPAN EAST 
ASIA Travel Mart 2016」も東北で初開催。中国、

韓国、台湾、香港の東アジア4市場の旅行会社関係者
100 名を東北に招請し、仙台での商談会、東北 6 県
及び北海道 ( 道南 ) の視察、函館での観光関係者交
流会を行っている。

インバウンド拡大に向け
東北の寺社に求められる施策とは

全国の外国人宿泊者数に比例し、インバウンド消費
の恩恵が少なかった東北の寺社も、今後は参拝者の
誘致活動において独自に力を入れていく必要がある。
多言語対応やフリー Wi-Fi スポットの設置、様式トイレ
の整備といったハード面はもちろん、地域の観光協会
や地元の旅行会社等と連携したストーリー性のある魅力
的な旅の企画への協力、体験型の企画イベントの創出
などが、訪日観光客の誘致、インバウンド拡大において
重要な取り組みになってくるだろう。
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〝
あ
っ
て
当
た
り
前
〟を
見
直
す

暗
闇
を
照
ら
す
街
灯
は
そ
こ
か
し

こ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
周

囲
の
風
景
に
溶
け
込
み
そ
の
空
間
の

一
部
と
な
っ
て
い
る
街
灯
は
ま
だ
少
数

だ
ろ
う
。
防
犯
の
た
め
に
数
を
多
く

す
る
と
い
う
考
え
で
む
や
み
に
設
置

し
た
結
果
、
照
度
や
デ
ザ
イ
ン
が
異

な
っ
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
空
間
を
生

み
、
さ
ら
に
個
別
の
管
理
が
必
要
に

な
る
た
め
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
や
電
気

代
も
膨
れ
上
が
る
。
そ
う
い
っ
た
街

灯
が
と
り
わ
け
文
化
的
・
歴
史
的
価

値
の
あ
る
寺
社
の
参
道
に
設
置
さ
れ

て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？
寺
社
が
持

つ
厳
か
な
雰
囲
気
や
静
寂
の
邪
魔
に

な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

世
界
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
る

奈
良
県
の
吉
野
山
の
照
明
デ
ザ
イ
ン

を
は
じ
め
、
日
本
各
地
の
寺
社
や
歴

史
的
エ
リ
ア
、
商
店
街
な
ど
で
数
多

く
の
街
灯
を
手
掛
け
る
日
本
街
路
灯

製
造
株
式
会
社
に
、
今
求
め
ら
れ
る

「
街
路
灯
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
話
を

聞
い
て
み
た
。

〝
ま
ち
づ
く
り
〟を
意
識
す
る
機
会

吉
野
山
の
街
灯
取
替
え
設
置
に
携

わ
っ
た
日
本
街
路
灯
製
造
株
式
会
社

の
荒あ

ら

ふ

ね

え

り

舩
衣
里
さ
ん
。
世
界
遺
産
と
い

う
場
所
で
の
街
路
灯
の
在
り
方
を
い

ろ
い
ろ
模
索
し
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
う

語
っ
て
く
れ
た
。「
吉
野
山
の
場
合
も
、

種
類
が
異
な
る
街
灯
が
点
在
し
て
い

た
た
め
に
電
灯
料
金
の
見
直
し
が
で

き
な
い
な
ど
の
意
見
か
ら
取
り
替
え

設
置
が
検
討
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で

す
。
さ
ら
に
世
界
遺
産
で
も
あ
る
た

め
街
灯
デ
ザ
イ
ン
や
設
置
方
法
、
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
ま
で
を
含
め
、
1
か
ら

見
直
し
を
図
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で

特
に
意
識
し
た
の
は
、
地
元
の
人
や

観
光
客
が
持
つ
吉
野
山
の
イ
メ
ー
ジ

や
実
際
の
利
便
性
。
そ
の
た
め
デ
ザ

イ
ン
と
防
犯
・
防
災
機
能
が
融
合
し

た
街
灯
を
模
索
し
て
い
く
作
業
で
し

た
」。実

際
に
新
設
さ
れ
た
街
灯
は
吉
野

山
の
シ
ン
ボ
ル
、
金
峯
山
寺
の
寺
紋

で
あ
る
桜
の
花
が
あ
し
ら
わ
れ
、
幽

玄
な
趣
の
吉
野
山
の
風
景
と
見
事
に

調
和
し
て
い
る
。
設
置
ま
で
の
間
に

地
元
民
や
周
辺
の
寺
社
と
意
見
を
交

換
す
る
こ
と
で
、
地
域
そ
の
も
の
の

「
ま
ち
づ
く
り
、
ま
ち
の
景
観
保
持
」

に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
よ
う
だ
。

周
囲
に
溶
け
込
む「
魅
せ
る
灯
り
」

日
本
街
路
灯
製
造
株
式
会
社
が

最
も
意
識
し
て
い
る
の
が
、
街
灯
は

地
域
振
興
の
核
と
な
る

寺
社
と
地
域
の
絆
を
結
ぶ

「
街
路
灯
」の
新
た
な
役
割

PICK UP

吉野山に設置された街路灯とデザイン案
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単
な
る
照
明
で
は
な
く
空
間
演
出
の

一
部
で
あ
る
「
灯
り
」
と
い
う
点
。
吉

野
山
の
ケ
ー
ス
で
は
街
灯
デ
ザ
イ
ン

を
統
一
し
、
同
じ
高
さ
の
も
の
を
山
道

に
沿
っ
て
出
来
る
だ
け
等
間
隔
で
設

置
す
る
こ
と
で
空
間
に
一
体
感
を
も
た

ら
し
た
。
さ
ら
に
あ
く
ま
で
も
主
役

は
空
間
で
あ
る
た
め
、
主
張
し
す
ぎ

な
い
デ
ザ
イ
ン
や
蝋
燭
の
炎
の
色
を

意
識
し
た
照
明
を
心
が
け
た
そ
う
。

当
然
山
道
な
の
で
足
場
の
確
保
な
ど

が
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
も
で
き
る
だ
け
簡
単
に
行
え
る
構

造
に
。
風
景
と
の
調
和
か
ら
設
置
後

の
こ
と
ま
で
考
え
、
ゼ
ロ
か
ら
ア
イ

デ
ア
を
形
に
で
き
る
の
は
自
社
で
デ

ザ
イ
ン
か
ら
製
造
、
設
置
ま
で
を
行

え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
街
灯

の
取
り
替
え
後
は
地
元
の
人
か
ら
も

「
夜
道
が
明
る
く
な
っ
た
。
灯
り
を
見

る
と
ホ
ッ
と
す
る
」
と
の
声
が
多
く
、

ま
ち
づ
く
り
に一
役
買
っ
て
い
る
。

人
を
集
め
る「
灯
」の
力

古
来
よ
り
人
々
は
火
を
囲
み
、
灯

り
の
元
に
集
っ
て
談
話
を
楽
し
ん
だ
。

そ
れ
は
現
代
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
心
に
は
灯
り

が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
昔
か
ら
地
元
の
人

や
参
拝
者
が
集
ま
る
寺
社
も
同
じ

で
、
人
と
人
、
地
域
と
人
を
結
ぶ
役

割
を
担
う
寺
社
だ
か
ら
こ
そ
灯
り
の

【取材協力・お問い合わせ先】

日本街路灯製造株式会社　大阪支店
〒556-0005
大阪市浪速区日本橋5-13-9
TEL:06-6632-3934
http://www.gairoto.co.jp/

日本街路灯製造株式会社 大阪支店　
係長 荒舩衣里さん　
子供の頃から文化財への深い興味を持つ。歴史的空
間を彩る「灯り」やコミュニケーションツールとしての

「灯り」まで、人々の記憶に残るような「灯り」の提案、
ものづくりが目標。

日本街路灯製造株式会社が手がけた施工実績　（右）伊勢市駅前広場（中）法隆寺（左上）下諏訪大社通り（左下）宇陀市花ノ木橋

重
要
性
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
昨

今
は
災
害
の
避
難
所
と
し
て
地
域
の

寺
社
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

そ
の
た
め
防
犯
・
防
災
機
能
を
兼
ね
、

か
つ
格
式
や
厳
か
さ
を
引
き
立
て
る

照
明
を
取
り
入
れ
る
寺
社
も
増
え
て

い
る
。
参
道
を
照
ら
す
街
灯
か
ら
境

内
や
屋
内
照
明
ま
で
、
寺
社
そ
れ
ぞ

れ
が
持
つ
個
性
を
引
き
出
す
灯
り
の

実
現
は
観
光
に
も
繋
が
り
、
地
域
振

興
の
核
と
な
り
得
る
。
そ
の
先
導
役

こ
そ
が
地
域
の
人
が
集
う
寺
社
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

13 Vol.10



東
大
寺
（
奈
良
県
）、
薬
師
寺
（
栃

木
県
）
と
並
び
「
天
下
三
戒
壇
」
の

一つ
に
数
え
ら
れ
る
戒か

い
だ
ん
い
ん

壇
院
。
７
６
１

（
天
平
宝
字
5
）
年
に
聖
武
天
皇
の

命
に
よ
り
開
山
さ
れ
た
。
一
時
期
は

衰
退
し
た
が
、
１
６
６
９
（
寛
文
9
）

年
の
ご
本
尊
修
復
を
機
に
、
博
多
で

酒
造
り
を
営
ん
で
い
た
白
木
玄
流
の

遺
言
に
よ
っ
て
１
７
０
１
（
元
禄
14
）、

梵
鐘
と
鐘
楼
が
寄
進
さ
れ
た
。

梵
鐘
の
作
者
は
、
博
多
の
鋳い

も

じ

造
師
・

磯
部
七
兵
衛
正ま

さ
よ
し慶

。
今
に
も
動
き
出

し
そ
う
な
釣
り
手
の
龍
頭
、
乳
廓
の

配
置
な
ど
朝
鮮
鐘
を
忠
実
に
模
し
た

デ
ザ
イ
ン
は
、
日
本
金
工
史
に
と
っ
て

も
極
め
て
大
き
な
遺
産
と
な
っ
て
い

る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
全
面
に
施
さ

れ
た
梵
字
だ
。金
剛
界
四
仏
、四
天
王
、

十
二
神
将
の
各
種し

ゅ

じ子
を
鋳
出
。
さ
ら

に
、
二
十
四
文
字
の
光
明
真
言
が
六

字
ず
つ
四
方
に
配
さ
れ
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
期
、
日
本
各
地

の
梵
鐘
が
軍
に
供
出
さ
れ
た
が
、
こ

の
類
い
ま
れ
な
意
匠
や
歴
史
的
価
値

の
高
さ
が
評
価
さ
れ
、
現
代
に
生
き

残
っ
た
。「
難
を
逃
れ
た
の
も
、
何
か

意
味
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
毎
年
大
晦

日
に
は
、
ご
参
拝
者
様
が
除
夜
の
鐘

を
つ
き
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
お

寺
に
来
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
嬉
し
い
限
り
で
す
」
と
森
不ふ

え會
副

住
職
。
梵
鐘
は
、
鐘
楼
内
部
に
吊
る

さ
れ
て
い
る
の
で
普
段
表
に
は
出
て

い
な
い
が
、
希
望
す
れ
ば
間
近
に
見

学
で
き
る
。

天
下
三
戒
壇
に
悠
久
の
音
を
響
か
せ
る
県
指
定
文
化
財

梵
鐘

（上）鐘楼内の梵鐘 　（右）勾欄付きの縁と、
はかまをはいたような形が特徴的な鐘楼

（左上）たくさんの梵字がはっきり残る鐘身。
これだけ数多くの梵字が刻まれた梵鐘は、国内
の作品としては大変珍しいという

（左下）釣り手の龍頭

臨済宗
妙心寺派 戒

か い だ ん い ん

壇院
〒818-0101
福岡県太宰府市観世音寺5-7-10
TEL.092-922-4559
http://www.geocities.jp/kaidanin925/

うちのお宝神社・仏閣に隠された宝物を逸話とともにご紹介

OTAKARA
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（右上）県有形民俗文化財指定の聖母宮
御神像

（右下）聖母宮御神像が奉安されている聖母宮
（上）本殿奥には、「安産の鎮め」として納めら
れている「子安の石」が山と積まれる

（下）湯方社（ゆのかたしゃ）。「助産師の
祖神・湯方殿」を祀る全国唯一の神社

福
岡
県
糟
屋
郡
宇
美
町
の
ほ
ぼ
中

心
に
鎮
座
す
る
宇う

み

は

ち

ま

ん

ぐ

う

美
八
幡
宮
。
神じ

ん
ぐ
う功

皇
后
が
應お

う
じ
ん神
天
皇
を
ご
出
産
さ
れ
た

由
縁
か
ら
、こ
の
地
を
「
宇う

み瀰
」、「
産
」

＝
「
宇
美
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、

御
生
誕
の
聖
地
と
し
て
５
７
０
年
ご

ろ
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

い
に
し
え
よ
り
「
安
産
と
育
児
の
守

り
神
」と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
お
り
、「
戌

の
日
」
と
も
な
れ
ば
、
社
殿
に
入
り

き
れ
な
い
ほ
ど
の
祈
願
者
で
賑
う
。

は
っ
と
目
を
引
く
白
き
肌
、
何

人
を
も
包
み
込
む
よ
う
な
柔
和
な

ま
な
ざ
し
。〝
聖
母
〟
神
功
皇
后
の

お
姿
を
模
し
た
「
聖し

ょ
う
も
ぐ
う
ご
し
ん
ぞ
う

母
宮
御
神
像
」

は
、
本
殿
右
後
方
に
鎮
座
す
る
末

社
「
聖し

ょ
う
も
ぐ
う

母
宮
」
の
御
神
体
と
し
て
奉

安
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
不
詳
だ
が
、

脱だ
つ
か
つ
か
ん
し
つ
づ
く
り

活
乾
漆
造
（
頭
部
は
木
造
）、彫
眼
、

髻も
と
ど
りを

高
く
結
い
、
神
衣
を
纏
っ
て
そ

の
上
に
瓔よ

う
ら
く珞
を
付
け
て
い
る
。
沓
を

は
き
、
右
手
に
宝
珠
を
持
た
れ
た
総

髙
１
５
１
㎝
の
お
姿
で
、
中
世
に
造

ら
れ
た
日
本
唯
一
の
脱
活
乾
漆
造
の

御
神
像
で
あ
る
。

通
常
は
御
扉
が
閉
め
ら
れ
、
25
年

に
一
度
の
ご
開
帳
の
時
を
待
つ
。
次
は

２
年
後
の
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
。

現
在
老
朽
化
が
進
む
社
殿
の
修
理

と
、
御
神
像
並
び
に
随
神
像
の
お
色

直
し
を
計
画
中
だ
。
伊い

と
う
よ
し
か
ず

藤
佳
和
宮
司

は
、「
前
回
は
約
ひ
と
月
ほ
ど
し
か
見

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
次
回

は
で
き
る
だ
け
長
い
拝
観
期
間
を
検

討
中
」
だ
と
い
う
。

安
産
願
う
人
々
を
優
し
く
見
守
る
母
神
さ
ま

聖し

ょ

う

も

ぐ

う

ご

し

ん

ぞ

う

母
宮
御
神
像

宇
う み は ち ま ん ぐ う

美八幡宮
〒811-2101
福岡県糟屋郡宇美町宇美１-１-１
TEL.092-932-0044
http://www.umi-hachimangu.or.jp/
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の
レ
ベ
ル
に
戻
っ
た
ば
か
り
で
、全
国

シ
ェ
ア
は
1
%
を
切
っ
て
い
る
の
が
現

実
で
す
。

　

東
北
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
数
字
が

伸
び
て
い
な
い
原
因
は
2
つ
あ
り
ま

す
。ひ
と
つ
は
、こ
れ
ま
で
東
北
各
県

が
一
体
に
な
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で

す
。
各
県
に
空
港
は
あ
る
も
の
の
東

北
全
体
と
し
て
の
P
R
は
不
足
し
て

お
り
、効
果
的
な
L
C
C
の
就
航
な

ど
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。も
う
ひ
と
つ
は
、ひ
と
こ

ろ
の
中
国
人
観
光
客
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
、シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
主
目
的
に

旅
行
に
は
地
理
的
に
適
し
て
い
な
い

こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、東
北
観
光
推
進
機
構
が

中
心
と
な
り
、ス
ト
ー
リ
ー
性
を
明
確

に
し
た
観
光
周
遊
ル
ー
ト『
日
本
の
奥

の
院
・
東
北
探
訪
ル
ー
ト
』を
地
域
の

東
北
の
観
光
に

ス
ト
ー
リ
ー
と
連
携
を

持
た
せ
る

編
集
部　

日
本
全
体
を
見
る
と
、

2
0
1
5（
平
成
27
）年
の
訪
日
外
国

人
の
数
が
前
年
比
で
47
％
も
伸
び
て

い
る
一
方
、東
北
に
限
っ
て
は
全
国
シ
ェ

ア
で
も
ご
く
わ
ず
か
と
い
う
現
状
が

あ
り
ま
す
。そ
う
い
っ
た
中
で
、現
在

は
東
北
観
光
推
進
機
構
の
会
長
を
な

さ
れ
、ま
た
J
R
東
日
本
の
会
長
の

お
立
場
と
し
て
こ
れ
ま
で
取
り
組
ま

れ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
、あ
る
い
は
今
後

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
考
え
て
お

ら
れ
る
の
か
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

清
野
会
長　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
東

北
へ
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
は
、2
0
1
5

（
平
成
27
）年
に
よ
う
や
く
震
災
前

東
北
観
光
推
進
機
構
会
長

東
日
本
旅
客
鉄
道（
J
R
東
日
本
）取
締
役
会
長

皆
様
と
策
定
し
た
結
果
、昨
年
夏
に

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。ま
た
、本
年
4
月

に
東
北
観
光
推
進
機
構
と
J
R
東
日

清
野 

智

インタビュー

4月に開催された「観光で東北を元気にするシンポジウム」
東北6県知事、観光庁長官とのフォトセッション
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清
せ い の

野 智
さとし

　
東北観光推進機構会長　
東日本旅客鉄道株式会社取締役会長

昭和22年宮城県仙台市生まれ。昭和45年
東北大学法学部卒業、日本国有鉄道入社。
昭和62年東日本旅客鉄道株式会社入社。
平成18年同社代表取締役社長。平成24年
より同社取締役会長。平成27年より東北観
光推進機構会長

ま
い
り
ま
す
。

編
集
部　

私
共
も
社
寺
を
観
光
資

源
と
し
て
、し
っ
か
り
と
活
用
し
て
い

き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。海

外
の
方
に
日
本
文
化
を
理
解
し
て
も

ら
う
上
で
も
社
寺
は
非
常
に
適
し
て

い
る
と
思
う
の
で
す
が
、清
野
会
長
は

社
寺
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

お
ら
れ
る
の
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

清
野
会
長　

私
は
、社
寺
は
日
本
人

の
故
郷
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。私
達

の
小
さ
い
頃
は
、ど
こ
の
村
で
も
近
く

の
神
社
で
夏
祭
り
が
あ
り
、お
寺
に

は
お
葬
式
で
お
世
話
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
先
祖
を
敬
う
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、社
寺
は
日
本
人
に

と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。そ
の
よ
う
な
社
寺
の
在
り
方
を

損
な
わ
ず
に
観
光
の
要
素
を
プ
ラ
ス

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
私
は
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

　

奈
良
や
京
都
に
あ
る
社
寺
の
よ
う

に
観
光
客
で
賑
わ
う
の
も
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、東
北
に
は

も
っ
と
根
源
的
な
社
寺
と
の
関
わ
り

方
が
今
で
も
残
っ
て
い
て
、例
え
ば
出

羽
三
山
な
ど
が
そ
う
で
、お
参
り
を

メ
イ
ン
に
し
な
が
ら
も
、実
は
観
光
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
の
魅
力
に
も
溢
れ
て

い
る
社
寺
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。福

島
県
の
建
築
物
で
は
唯
一
の
国
宝
で

本
が
共
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お

い
て
、参
加
し
た
東
北
6
県
・
新
潟
県

の
各
知
事
や
経
済
団
体
ト
ッ
プ
と
、

東
北
が
一
体
と
な
っ
て
受
入
環
境
整

備
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
し
て
い

く
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
8
月
末

に
は
各
知
事
が
揃
っ
て
台
湾
で
ト
ッ

プ
セ
ー
ル
ス
を
行
う
予
定
で
す
。

　

本
年
3
月
に
開
業
し
た
北
海
道
新

幹
線
は
、函
館
か
ら
仙
台
を
2
時
間

半
で
結
び
ま
す
。
7
月
に
運
営
が
民

営
化
さ
れ
た
仙
台
空
港
に
は
、待
望

の
L
C
C
が
就
航
を
は
じ
め
て
い
ま

す
。た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ま
に
東
北

を
訪
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、交
通
機

関
ど
う
し
も
強
力
に
連
携
を
強
め
て

あ
る
い
わ
き
市
の
白
水
阿
弥
陀
堂
、

白
虎
隊
の
他
に『
仏
都
会
津
』と
し
て

有
名
な
会
津
に
は
高
僧
の
徳
一
が
平

安
初
期
に
建
て
た
慧
日
寺
、青
森
県

の
弘
前
に
行
け
ば
津
軽
家
の
菩
提
寺

で
あ
る
長
勝
寺
な
ど
、東
北
の
あ
ち

こ
ち
に
点
在
し
て
い
る
だ
け
に
、そ
れ

ぞ
れ
を
回
っ
て
い
た
だ
く
に
は
大
変

な
面
も
あ
り
ま
す
。で
す
か
ら
、あ
る

キ
ー
ワ
ー
ド
で
繋
い
だ「
ス
ト
ー
リ
ー
」

が
大
事
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
J
R
が
宣
伝
に
協
力
し
て
き
た

モ
デ
ル
コ
ー
ス
と
し
て
、松
尾
芭
蕉
が

「
奥
の
細
道
」で
巡
っ
た『
四
寺
回
廊
』

が
あ
り
ま
す
。円
仁
が
建
て
た
中
尊

寺
、毛
越
寺
、瑞
巌
寺
、立
石
寺
の
4

つ
の
寺
の
御
朱
印
を
集
め
て
回
れ
ば
、

最
後
の
寺
の
住
職
の
色
紙
が
も
ら
え

る
、と
い
う
内
容
で
す
。日
帰
り
で
は

少
し
厳
し
い
の
で
近
く
の
温
泉
に
立

ち
寄
り
、観
光
を
楽
し
み
な
が
ら
松

尾
芭
蕉
と
同
じ
よ
う
な
体
験
が
味
わ

え
る
の
で
す
。こ
の
よ
う
な
取
組
み

を
、東
北
全
体
で
進
め
る
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

文
化
の
継
承
と
合
せ
て

社
寺
へ
期
待
す
る
こ
と

編
集
部　

観
光
地
化
し
て
き
た
社
寺

に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

外
国
人
の
中
で
も
特
に
欧
米
の
人
た

ち
は
歴
史
の
古
い
物
を
見
慣
れ
て
い

る
た
め
本
物
志
向
が
あ
り
、あ
え
て

そ
う
い
っ
た
社
寺
で
は
な
い
と
こ
ろ
を

目
指
す
と
聞
き
ま
し
た
。ま
た
、案
内

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
が
、バ
ス
の
標
識
に
外
国
語
の

表
記
と
ル
ー
ト
解
説
が
あ
れ
ば
外
国

人
も
不
安
な
く
乗
る
こ
と
が
で
き
、

実
際
に
山
形
の
蔵
王
で
は
成
功
し
て

い
る
そ
う
で
す
。

清
野
会
長　

交
通
事
業
者
や
自
治

体
や
社
寺
な
ど
が
受
入
態
勢
整
備
の

レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
こ
と
は
大
事
で

す
が
、バ
ラ
バ
ラ
で
は
か
え
っ
て
逆
効

果
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。地
域

全
体
を
俯
瞰
し
、「
ス
ト
ー
リ
ー
」と

「
ユ
ー
ザ
ー
目
線
」を
十
分
に
意
識
し

て
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

編
集
部　

最
後
に
、社
寺
に
対
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

清
野
会
長　

有
名
な
社
寺
に
あ
ま

り
俗
化
し
て
ほ
し
く
な
い
気
持
ち
は

あ
り
ま
す
。し
か
し
一
方
で
、も
う
少

し
解
放
し
て
く
れ
た
ら
、と
も
思
い

ま
す
。せ
っ
か
く
綺
麗
な
庭
が
あ
り
、

歴
史
が
あ
り
、貴
重
な
仏
像
が
あ
る

訳
で
す
か
ら
、も
っ
と
見
せ
て
欲
し
い

と
い
う
想
い
は
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

5
6
2（
欽
明
天
皇
23
）年
に
誕
生

3月に開業した北海道新幹線
函館と仙台を2時間半で結ぶ

し
た
蜂
子
皇
子
が
都
か
ら
落
ち
、山

形
で
入
滅
さ
れ
て
即
身
仏
に
な
っ
た

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。出
羽
三
山
神

社
に
墓
が
あ
り
、大
型
観
光
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
期
間
限
定
で
特
別
公
開
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

自
分
た
ち
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に

守
っ
て
い
く
の
か
、ど
の
よ
う
に
オ
ー

プ
ン
に
し
て
い
く
か
、バ
ラ
ン
ス
を
保

つ
の
は
極
め
て
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、他
の
地
域
に
先
駆
け
て
進
む

人
口
減
少
と
、震
災
か
ら
の
復
興
に

立
ち
向
か
う
東
北
に
と
っ
て
、即
効
性

の
あ
る
観
光
振
興
に
よ
る
地
域
の
活

性
化
は
不
可
欠
で
す
。地
域
社
会
と

と
も
に
歩
む
社
寺
関
係
者
の
皆
様
に

は
、地
域
社
会
の
発
展
の
た
め
、さ
ま

ざ
ま
な
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
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伏見稲荷大社御用達 
宮大工 長谷川工務店
〒605-0981
京都府京都市東山区本町
22-508
TEL.075-561-2013
http://ameblo.jp/hasegawa-
torii/

伏
見
稲
荷
大
社
御
用
達
と
し
て
の

　
大
き
な
誇
り
と
使
命
感
を
胸
に  

1. 現在、工房では当主の
長谷川さんを含め 8 名の職
人が活躍中

2. 多くの参拝者で賑わう伏
見稲荷大社の本殿

3. 幻想的な雰囲気すら漂う
千本鳥居は、伏見稲荷大社
の象徴 

4. カンナがけする職人の顔
つきは真剣そのもの

5. 削り作業一つをとっても、
様々なカンナが用いられる

6. 光明丹 ( こうみょうたん )
と呼ばれる顔料を塗り重ねて
独特のツヤを出していく

7. 光明丹の粉。油との配合
の割合も天候や季節によっ
て微調整する

８．第 26 代目当主を務める、
長谷川實さん 1

2

3

4

5

68

全
国
に
3
万
社
あ
る
稲
荷
神
社
の

総
本
宮
・
伏
見
稲
荷
大
社
の
象
徴
が
、

ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
に
連
な
る
光
景
が
圧

巻
の「
千
本
鳥
居
」。
長
谷
川
工
務
店
は

同
大
社
唯
一の
御
用
達
宮
大
工
と
し
て
、

奉
納
者
の
要
望
に
応
じ
て
様
々
な
大
き

さ
の
鳥
居
製
作
を
手
が
け
て
い
る
。

昨
年
11
月
か
ら
第
26
代
目
当
主
を

務
め
る
、
長
谷
川
實
さ
ん
。「
物
心
つ
い

た
頃
か
ら
、
夜
遅
く
ま
で
仕
事
に
没
頭

す
る
父
親
の
姿
を
見
て
育
ち
ま
し
た
。

い
つ
か
継
ぐ
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、
い
ざ
当
主
と
な
る
と
、
改

め
て
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
ね
」。

鳥
居
製
作
の
第
一
歩
と
な
る
の
が
、

材
料
と
な
る
杉
の
木
の
選
定
。「
冬
の

寒
さ
に
備
え
、木
目
の
詰
ま
る
秋
に
切
っ

た
杉
の
み
を
使
用
し
ま
す
。
経
年
変
化

を
考
慮
し
て
節
が
な
る
べ
く
少
な
い
も

の
を
選
ぶ
な
ど
、
こ
だ
わ
り
を
言
い
出

せ
ば
キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
」。

鳥
居
の
大
き
さ
は
柱
の
号
数（
太
さ
）

で
表
記
さ
れ
、
人
の
く
ぐ
れ
る
最
小
の

大
き
さ
は
5
号（
1
号
＝
約
3
㎝
）。
11

号
以
上
の
も
の
に
な
る
と
材
料
が
極
端

に
入
手
困
難
と
な
り
、
時
に
は
山
の
所

有
者
に
直
接
交
渉
し
て
伐
採
許
可
を

得
る
こ
と
も
。「
妥
協
し
て
し
ま
え
ば
、

進
歩
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す

か
ら
。
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た

技
術
を
し
っ
か
り
と
継
承
し
、
後
世
に

伝
え
て
い
く
た
め
に
日
々
精
進
あ
る
の

み
で
す
」
と
瞳
を
輝
か
せ
る
長
谷
川
さ

ん
。
心
強
き
職
人
集
団
と
共
に
、
さ
ら

な
る
高
み
を
目
指
す
日
々
は
続
く
。

7

職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑
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渡邊 源昇
日蓮宗越谷布教所　源妙寺上人

1987（昭和62）年、長崎県長崎市生まれ。中学時代、親しかった “お坊さん”の姿に
感銘を受け、15歳で出家。日蓮宗総本山身延山久遠寺での修行後は、東京都杉並区本
山堀之内妙法寺へ移り、立正大学で学ぶ。その後、いくつかの奉職を経て、27歳で日蓮
宗2人目となる国内開教師の任命を受ける。

毎月第3日曜日に開かれる「写経の会」に
は、平均10名程度の人が訪れる。

支援者の声で開かれることになった「お灸
教室」。準備から後片付けまですべて参加
者で行う。

近年、都心へのアクセスの良さと落ち着きのある
住環境から、その魅力が再認識されつつある埼玉県
越谷市。閑静な住宅街にあったのは、新しいお寺
と次代を担う“お坊さん”の姿だった。

由緒ある建物もなく、立派な山門もない、ファミリー
タイプの２階建て一戸建て住宅。大きく開け放した 
玄関から現れたのは、渡

わ た な べ げ ん し ょ う

邊源昇上人。「仏門に入っ
たのは 15 歳のとき。私は小学生のときに姉を亡く
しているのですが、孤立していた私を近所のお坊さ
んが受け入れてくださったことが人生の転機でした」。
そんな渡邊上人が、日蓮宗の“国内開教師”として
越谷にやってきたのは、2014（平成 26) 年 7 月の
こと。「国内開教師の役割は、希薄になったお寺と
人 と々のつながりを再び結ぶことです。檀家をもた
ないスタイルで、開かれたお寺を目指しています」。

お経を唱える道具以外の備品すべてが地域の方
から奉納されたものだという源

げ ん み ょ う じ

妙寺。開催のたびに
好評を博するお灸教室や写経の会なども、支援者
が主体となって行っている。「今でこそ、都心からも
相談者がやって来ますが、開堂当初はほとんど人が
来ませんでした。最初の頃は、私が皆さんにお茶を
出し、説法をする…いわば“一方通行”のお寺だっ
たのだと思います。そんな源妙寺の姿を諸先輩方に
相談するうちに、地域に根ざすためには、お寺と訪
れる方々に双方向の関係が必要だと思うようになりま
した」。

お寺は“現世のことをリセットする場所”と考える
渡邊上人。「訪れる人それぞれが、掃除や準備など
のお勤めをすすんで行い、心を正してから日常に帰
る。その繰り返しが、暮らしを豊かにする…本来の
お寺の役割とは、そういうものかもしれません」という。

源妙寺を尋ねたとき、玄関の戸は大きく開いてい
た。その理由を聞くと「皆さんに来ていただきたいか
ら…」とにこやかに笑う。誰にでも開かれた扉は、
地域に寄り添う“お坊さん”でありたいと願う渡邊
上人の志そのものなのかもしれない。

檀家を持たない開かれたお寺を目指す

お寺は一戸建て住宅
開かれたお寺の
新たな試み

地域に根ざすためには、双方向の関係が必要

日蓮宗越谷布教所  源
げ ん み ょ う じ

妙寺
〒 343-0807　埼玉県越谷市赤山町 2-176-19
TEL.048-961-8842　http://nichirenshu-koshigaya.com/

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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編
集
部　

は
じ
め
に
『
知
多
四
国

霊
場
』開
山
の
由
来
を
お
教
え
く
だ

さ
い
。

磯
部
順
基
事
務
長　

1
8
0
9（
文

化
６)

年
に
、亮り

ょ
う
ざ
ん
あ
じ
ゃ
り

山
阿
闍
梨
が
弘
法
大

師
の
夢
の
お
告
げ
を
お
受
け
に
な
っ

た
。「
知
多
は
我
が
悲
願
の
宿
縁
の

地
、知
多
八
十
八
ヶ
所
の
霊
場
を
開

く
べ
し
、そ
の
開
創
に
二
人
の
道
僧
を

遣
わ
す
。三
人
力
を
合
わ
せ
て
こ
の

大
業
を
成
し
遂
げ
よ
」と
。亮
山
阿

闍
梨
は
こ
れ
は
知
多
四
国
八
十
八
ヶ

所
霊
場
を
作
れ
と
い
う
お
告
げ
だ
と

確
信
し
、同
年
3
月
18
日
よ
り
知
多

四
国
札
所
の
設
置
に
奔
走
さ
れ
た
。

そ
し
て
亮
山
阿
闍
梨
は
1
8
1
8（
文

政
元
）年
に
武
田
安
兵
衛
、1
8
1
9

（
文
政
2
）年
に
岡
戸
半
蔵
の
2
人

の
行
者
と
出
会
い
、1
8
2
4（
文
政

7
）年
に
つ
い
に
知
多
四
国
霊
場
が

完
成
し
ま
し
た
。た
だ
、こ
の
時
の
知

多
半
島
に
は
真
言
宗
の
寺
院
は
30

し
か
な
か
っ
た
た
め
、曹
洞
宗
、天
台

宗
、浄
土
宗
、時
宗
、臨
済
宗
な
ど
の

他
宗
派
寺
院
に
お
願
い
し
、岡
戸
半

顔
と
顔
を
見
て
対
話
で
き
る
札
所
巡
り
が

「
巡
礼
者
と
お
寺
と
の
ご
縁
を
結
ぶ
」と

ク
チ
コミ
で
話
題
に

蔵
が
御
寄
進
し
た
弘
法
大
師
像
を

置
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。2
0
1
8

（
平
成
30
）年
は
、亮
山
阿
闍
梨
が
こ

の
岡
戸
半
蔵
と
出
会
っ
た
1
8
1
9

（
文
政
２
）年
か
ら
2
0
0
年
に
な

り
ま
す
。同
年
は
、夢
の
お
告
げ
か
ら

考
え
る
と
2
1
0
年
と
な
り
ま
す
。

亮
山
阿
闍
梨
知
多
四
国
開
創
の
発

願
を
さ
れ
た
の
が
3
月
18
日
で
し
た

が
、遷
化
さ
れ
た
の
も
不
思
議
な
事

に
1
8
4
7（
弘
化
4
）年
の
3
月

18
日
。な
お
、今
年
は
亮
山
阿
闍
梨
の

1
7
0
回
忌
に
当
た
り
ま
す
。

人
と
人
と
の
対
話
や

つ
な
が
り
に
ご
縁
と
い
う

尊
さ
が
見
え
る

編
集
部　

近
年
は
鉄
道
会
社
の
名
鉄

と
提
携
し
、知
多
四
国
霊
場
全
98
ヶ

寺
を
約
1
年
3
ヵ
月
、18
回
に
分
け

て
巡
拝
す
る『
歩
い
て
巡ま

い

る拝
知
多
四

国
』が
好
評
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

磯
部
事
務
長　

知
多
四
国
霊
場
は
大

き
な
宣
伝
は
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、

（右）会長　加藤 大道(圓観寺住職)
（左）事務長　磯部 順基(洞雲寺住職)

2016(平成28)年度版の知多
四国霊場会のポスター

『知多四国巡礼』著：知多四国
霊場会 出版社：歴遊舎 発行：
2013年

今からおよそ1200 年前の814（弘仁 5）年、弘法大師が諸国行脚の途中に逗留し、護摩修法
して伊勢路に向かったという伝承をはじめ、弘法大師の霊跡が数多く残る愛知県知多半島。ここに、
2018（平成 30）年に開創210 年を迎える『知多四国霊場』がある。開山所と番外を含めて98の
札所から成立するこの霊場についてお話を伺った。

会長  加
か と う

藤 大
だ い ど う

道 ( 圓
え ん か ん じ

観寺住職 )
事務長  磯

い そ べ

部 順
じ ゅ ん き

基 ( 洞
と う う ん じ

雲寺住職 )

知多四国霊場会
シリーズ　   地域と霊場会
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知多四国霊場会ホームページ　http://www.chita88.jp/

か
ら
ご
住
職
が
不
在
で
あ
っ
て
も
、お

寺
の
家
族
が
宝
印
を
押
す
納
経
所
を

設
置
し
て
い
ま
す
。参
拝
者
は
、必
ず

お
寺
さ
ん
と
顔
と
顔
を
見
て
対
話
で

き
る
の
で「
親
し
み
が
あ
っ
て
い
い
札

所
巡
り
で
す
ね
」と
言
っ
て
お
帰
り
に

な
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
な
ご
縁
が
あ
り

が
た
さ
や
尊
さ
と
し
て
見
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
ね
。今
で
は
遠
方
か
ら
も

多
く
の
方
々
が
来
ら
れ
ま
す
。

編
集
部　

全
国
で
活
発
に
ご
活
躍
さ

れ
て
い
る
霊
場
も
あ
れ
ば
、現
在
な
く

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、こ
ち
ら
で
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に

ご
努
力
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

磯
部
事
務
長　
『
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
』を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。前
に

来
ら
れ
た
方
が
そ
の
お
寺
の
良
さ
を

知
り
ク
チ
コ
ミ
を
広
げ
て
く
だ
さ
る

と
、「
私
も
行
っ
て
み
た
い
」と
な
り
ま

す
し
、寺
院
の
対
応
が
良
け
れ
ば「
ま

た
来
て
み
た
い
」と
思
っ
て
頂
け
る
。

霊
場
巡
り
で
納
経
帳
に
宝
印
を
押
す

と
き
も
、お
寺
さ
ん
か
ら
の「
よ
く
お

参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
」「
ど
こ
か
ら

お
見
え
に
な
り
ま
し
た
か
」の
一
言
か

ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た

と
か
、言
葉
掛
け
し
て
頂
い
た
の
で
心

が
和
ん
だ
と
か
、そ
の
よ
う
な
お
声
を

頂
き
ま
す
が
、そ
ん
な
こ
と
が
一
番
の

魅
力
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

不
思
議
な
く
ら
い
お
参
り
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
て
、年
間
5
万
人
近
く
の

方
々
が
お
越
し
頂
い
て
て
お
り
ま
す
。

『
歩
い
て
巡
拝
知
多
四
国
』も
最
初
は

参
加
者
が
2
0
0
人
い
た
か
い
な
い
か

で
し
た
が
、2
巡
目
か
ら
は
1
0
0
0

人
近
く
に
な
り
、3
巡
目
く
ら
い
か
ら

2
0
0
0
人
を
超
え
る
ほ
ど
に
な
り
、

そ
れ
以
上
の
参
拝
者
様
を
お
迎
え
し

た
回
も
あ
り
ま
し
た
。

編
集
部　

今
年
で
11
巡
目（
回
目
）

を
迎
え
る
こ
の
企
画
が
好
評
な
の
に

は
、ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
と
お
考

え
で
し
ょ
う
か
。

磯
部
事
務
長　

私
ど
も
札
所
巡
り

の
納
経
帳
は
最
初
か
ら
印
刷
し
て
あ

り
、宝
印
を
押
せ
る
方
が
い
れ
ば
授
与

し
て
頂
け
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、昔

加
藤
大
道
会
長　

確
か
に
言
葉
が
け

は
と
て
も
大
切
で
す
ね
。私
も
納
経
所

に
い
る
時
は
で
き
る
限
り
お
声
が
け
し

て
い
ま
す
。参
拝
者
か
ら
は「
お
話
が

で
き
て
よ
か
っ
た
」「
ご
住
職
と
話
せ

て
よ
か
っ
た
」と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
の

で
、あ
る
意
味
、お
声
が
け
で「
縁
が
結

ば
れ
た
」と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

宗
教
や
行
政
、

企
業
の
枠
を
越
え

地
域
を
挙
げ
て
外
に
発
信
を

編
集
部　

今
、霊
場
会
と
し
て
自
治

体
や
行
政
、企
業
、団
体
へ
の
ご
要
望

な
ど
ご
ざ
い
ま
す
か
？

磯
部
事
務
長　

名
鉄
さ
ん
と
の
協

力
も
そ
う
で
す
が
、お
互
い
に
助
け

合
う
こ
と
、お
互
い
の
い
い
部
分
を
出

し
合
っ
て
そ
の
場
所
に
来
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
指
す
の
が
何
よ
り
の
こ

と
か
と
思
い
ま
す
。
先
日
、知
多
半

島
観
光
圏
協
議
会
と「
知
多
四
国
開

創
2
1
0
年
」に
つ
い
て
話
し
ま
し
た

が
、知
多
四
国
霊
場
と
い
う
も
の
を

も
っ
と
活
用
し
て
貰
っ
て（
知
多
半
島

の
）5
市
5
町
が
潤
っ
て
い
く
方
策
、

5
市
5
町
と
霊
場
会
が
も
っ
と
協
力

し
て
い
く
方
策
な
ど
が
欲
し
い
で
す

ね
。そ
れ
が
一
番
お
願
い
し
た
い
こ
と

で
す
。
例
え
ば
、商
品
に
知
多
四
国

と
い
う
名
前
を
入
れ
た
り
、キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
刷
り
込
む
こ
と
も
い
い
で
す

し
、「
地
域
を
挙
げ
て
外
に
発
信
し
て

行
く
こ
と
」を
P
R
す
る
た
め
に
地

域
と
霊
場
会
が
結
束
し
て
い
る
こ
と

を
発
信
す
る
と
い
う
の
も
、大
事
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

知多四国霊場の納経帳。最初はスタンプラリーのようなつ
もりで廻り、何度か巡るうちに功徳の証に

一
番  

曹
源
寺

二
番 

極
楽
寺

三
番 

普
門
寺

四
番 

延
命
寺

五
番 

地
蔵
寺

六
番 

常
福
寺

七
番 

極
楽
寺

八
番 

傳
宗
院

九
番 

明
徳
寺

十
番 

観
音
寺

十
一
番 

安
徳
寺  

十
二
番 

福
住
寺

十
三
番 

安
楽
寺

十
四
番 

興
昌
寺

十
五
番 

洞
雲
院

十
六
番 

平
泉
寺

十
七
番 

観
音
寺

十
八
番 

光
照
寺

十
九
番 

光
照
院

二
十
番 

龍
台
院

二
十
一
番 

常
楽
寺

二
十
二
番 

大
日
寺

二
十
三
番 

蓮
花
院

二
十
四
番 

徳
正
寺

二
十
五
番 

圓
観
寺

二
十
六
番 

弥
勒
寺

二
十
七
番 

誓
海
寺

二
十
八
番 

永
寿
寺

二
十
九
番 

正
法
寺

三
十
番 

医
王
寺

三
十
一
番 

利
生
院

三
十
二
番 

宝
乗
院

三
十
三
番 

北
室
院

三
十
四
番 

性
慶
院

三
十
五
番 

成
願
寺

三
十
六
番 

遍
照
寺

三
十
七
番 

大
光
院

三
十
八
番 

正
法
禅
寺

三
十
九
番 

医
徳
院

四
十
番 

影
向
寺

四
十
一
番 

西
方
寺

四
十
二
番 

天
龍
寺

四
十
三
番 

岩
屋
寺

四
十
四
番 

大
宝
寺

四
十
五
番 

泉
蔵
院

四
十
六
番 

如
意
輪
寺

四
十
七
番 

持
宝
院

四
十
八
番 

良
参
寺

四
十
九
番 

 

吉
祥
寺

五
十
番 

大
御
堂
寺

五
十
一
番 

野
間
大
坊

五
十
二
番 

密
蔵
院

五
十
三
番 

安
養
院

五
十
四
番 

海
潮
院

五
十
五
番 

法
山
寺

五
十
六
番 

瑞
境
寺

五
十
七
番 

報
恩
寺

五
十
八
番 

来
応
寺

五
十
九
番 

玉
泉
寺

六
十
番 

安
楽
寺

六
十
一
番 

高
讃
寺

六
十
二
番 

洞
雲
寺

六
十
三
番 

大
善
院 

六
十
四
番 

宝
全
寺

六
十
五
番 

相
持
院

六
十
六
番 

中
之
坊
寺

六
十
七
番 

三
光
院

六
十
八
番 

宝
蔵
寺

六
十
九
番 

慈
光
寺

七
十
番 

地
蔵
寺

七
十
一
番 

大
智
院

七
十
二
番 

慈
雲
寺

七
十
三
番 

正
法
院

七
十
四
番 

密
厳
寺

七
十
五
番 

誕
生
堂

七
十
六
番 

如
意
寺

七
十
七
番 

浄
蓮
寺

七
十
八
番 

福
生
寺

七
十
九
番 

妙
楽
寺

八
十
番 

栖
光
院

八
十
一
番 

龍
蔵
寺

八
十
二
番 

観
福
寺

八
十
三
番 

弥
勒
寺

八
十
四
番 

玄
猷
寺

八
十
五
番 

清
水
寺

八
十
六
番 

観
音
寺

八
十
七
番 

長
寿
寺

八
十
八
番 

円
通
寺

 

妙
楽
寺

 

禅
林
堂

 

葦
航
寺 

 

海
蔵
寺

 

東
光
寺

 

影
現
寺

 

西
方
寺

 

浄
土
寺

 

奥
之
院

 

曹
源
寺

知
多
四
国
霊
場
会
会
員
寺
院
一
覧

西山浄土宗　御
みたけざん

嶽山　洞
と う う ん じ

雲寺
【知多四国霊場会事務局】
〒 479-812　愛知県常滑市井戸田町 2-37
TEL.0569-35-2705　http://park23.wakwak.com/~touunji/

天台宗　法
ほうりんざん

輪山　圓
え ん か ん じ

観寺
【知多四国霊場会 会長】
〒 470-2531 　愛知県知多郡武豊町冨貴郷北 97
TEL.0569-72-0511

開開開

開

外外外外外外外

外開山所 番外札所
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近
年
若
い
女
性
を
中
心
に
人
気
を

博
し
て
い
る
宿
坊
体
験
。
日
本
は
も

と
よ
り
日
本
文
化
に
興
味
を
持
つ
外

国
人
観
光
客
か
ら
も
熱
い
視
線
が
注

が
れ
て
い
ま
す
。
宿
坊
が
注
目
を
集

め
て
い
る
今
、
地
域
の
活
性
化
も
含

め
て
国
内
外
の
人
々
に 

「
宿
坊
の
魅

力
を
知
っ
て
も
ら
い
、
よ
り
多
く
の

人
に
足
を
運
ん
で
も
ら
う
」
こ
と
を

テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、『
宿

坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』。
よ
り
魅
力

的
な
宿
坊
を
創
生
し
、
歴
史
と
伝
統

文
化
が
凝
縮
し
た
「
寺
社
と
宿
坊
、

そ
の
周
辺
地
域
」
の
魅
力
を
国
内
外

に
発
信
す
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ

い
て
シ
リ
ー
ズ
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で

宿
坊
の
魅
力
を
紹
介

『
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
が

手
が
け
る
宿
坊
創
生
事
業
。
そ
の
活

動
は
次
の
３
つ
の
テ
ー
マ
を
柱
に
進
め

ら
れ
ま
す
。
①
宿
坊
を
中
心
と
し
た

地
域
滞
在
型
の
観
光
を
推
進
し
、
日

本
人
・
外
国
人
を
地
方
へ
勧
誘
す
る

こ
と
に
よ
り
地
域
を
活
性
化
す
る
こ

と
。
②
増
え
続
け
る
訪
日
外
国
人
に

対
し
、
宿
坊
の
新
設
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
宿
泊
施
設
不
足
を
解
消
す
る
こ

と
。
③
宿
坊
サ
イ
ト
や
S
N
S
な
ど

の
発
信
に
よ
り
宿
坊
そ
の
も
の
の

魅
力
発
信
、
正
し
い
知
識
の
伝
達
、

宿
泊
者
の
集
客
、
ま
た
言
語
ア
プ
リ

に
よ
る
多
言
語
対
応
な
ど
の
グ
ロ
ー

バ
ル
対
応
。
こ
れ
ら
を
寺
社
や
地
域

と
連
携
し
て
進
め
る
の
が
『
宿
坊
創

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
す
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、2
0
1
7（
平

成
29
）
年
3
月
（
予
定
）
に
江
戸
時

代
よ
り
な
に
わ
文
化
・
寺
社
文
化
を

現
代
に
ま
で
つ
な
い
で
い
る
大
阪
の
下

寺
町
に
『
和
空
下
寺
町
（
仮
称
）』
を

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
宿
泊

は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
文
化
と
の
交
流

の
懸
け
橋
と
な
る
イ
ベ
ン
ト
を
積
極

的
に
開
催
し
、
下
寺
町
な
ら
で
は
の

文
化
体
験
が
楽
し
め
る
空
間
作
り
を

展
開
し
て
い
き
ま
す
。

先
日
、中
国
の
国
家
テ
レ
ビ
局
『
中

国
中
央
テ
レ
ビ(

C
C
T
V)

』
に
て

宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
海
外
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
へ
の
取
材
対
応
も
含
め
、
世

界
へ
向
け
て
宿
坊
文
化
を
伝
え
て
い

く
の
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
役
割

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
で

広
い
層
に
情
報
を
発
信

そ
の
ほ
か
、
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
「
宿
坊
の
新
規
開
設
」
や
「
宿

坊
を
中
心
と
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー

の
展
開
」、「
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や

集
客
の
お
手
伝
い
」
も
い
た
し
ま
す
。

新
規
開
設
で
は
宿
坊
開
設
に
必
要

な
法
律
・
税
制
、
建
築
と
い
っ
た
専

門
知
識
か
ら
備
品
供
給
ま
で
を
パ
ッ

ケ
ー
ジ
化
し
て
ご
提
供
し
、
ツ
ア
ー

展
開
で
は
企
業
と
の
連
携
で
地
域
の

魅
力
も
合
わ
せ
て
体
験
で
き
る
内
容

宿
坊
の
魅
力
を
国
内
外
に
広
め
る
た
め
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』始
動
!!

【お問い合わせ先】
株式会社 和空プロジェクト
TEL.06-4801-8211　http://waqoo-pj.jp

監修：一般社団法人 全国寺社観光協会

特別連載①

を
考
案
、
さ
ら
に
W
E
B
サ
イ
ト
や

S
N
S
を
活
用
し
て
国
内
外
へ
宿
坊

の
魅
力
を
発
信
し
、
集
客
へ
と
つ
な

げ
ま
す
。
神
社
仏
閣
を
は
じ
め
と
す

る
宿
坊
の
運
営
改
善
や
新
規
開
設
を

ご
検
討
さ
れ
て
い
る
多
く
の
方
々
に

は
、
ぜ
ひ
と
も
『
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
』
の
今
後
の
展
開
に
ご
期
待
く

だ
さ
い
。

（上）（中）プロジェクト第一弾として、2017年3月に
オープン予定の、文化体験×宿泊施設「和空下寺町

（仮称）」の完成イメージ
（ 下 ）中 国 の 国 家テレビ局「 中 国 中 央テレビ
(CCTV)」による取材の様子

「和空下寺町(仮称)」の外観完成イメージ
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堀
ほ り う ち か つ ひ こ

内克彦 
プロフィール
寺社旅研究家・
宿坊研究会代表。

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

様
々
な
被
災
者
支
援
の
あ
り
方

　
2
0
1
6
年
4
月
に
発
生
し
た

熊
本
地
震
。
私
も
被
災
地
支
援
を

行
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
仏
教
系
団

体
に
寄
付
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、

寄
付
先
を
探
す
過
程
で
様
々
な
支

援
の
あ
り
方
を
目
に
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
注
目
し
た
の
は
、
被
災

者
の
一
時
受
け
入
れ
に
つ
い
て
で
す
。

熊
本
県
を
始
め
、
九
州
各
地
の
ホ
テ

ル
や
旅
館
で
被
災
者
の
受
け
入
れ
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
高
齢
者
や
障

が
い
者
な
ど
、
特
別
な
配
慮
が
必
要

な
方
は
優
先
的
に
手
配
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
私
が
見
た
限
り
で
は
浄

土
真
宗
寺
院
が
一
時
避
難
先
と
し
て
、

大
き
く
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
し
た
。
参
加
寺
院
数
は
不
明
で

す
が
北
海
道
ま
で
お
寺
が
加
わ
り
、

F
acebook

を
通
し
て
多
く
の
方
に

拡
散
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
に
も
民
泊
仲
介
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
有
名
なA

irbnb

も
、
被
災
者
を

無
料
で
受
け
入
れ
る
ホ
ス
ト
支
援
に

乗
り
出
し
て
い
ま
す
。
仲
介
料
を
ゼ

ロ
に
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
通
常

の
カ
ス
タ
マ
ー
サ
ポ
ー
ト
も
提
供
さ

れ
、
こ
ち
ら
も
支
援
ホ
ス
ト
に
お
寺

が
一
軒
名
乗
り
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。

災
害
支
援
基
盤
と
し
て
の
宿
坊

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
東
日
本
大
震

災
が
発
生
し
た
日
も
、
帰
宅
困
難
者

の
た
め
に
建
物
を
開
放
し
た
寺
社
は

あ
り
ま
し
た
。
3.

11
以
降
、
日
本

で
は
行
政
と
寺
社
が
防
災
協
定
を

結
ぶ
例
も
急
速
に
増
え
て
い
ま
す
。

先
日
、
自
民
党
本
部
ビ
ル
で
観
光

に
携
わ
る
議
員
や
秘
書
の
方
な
ど
に

『
宿
坊
の
現
状
と
未
来
予
測
』
と
い

う
講
演
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ

の
中
で
宿
坊
が
活
躍
で
き
る
領
域
も

述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
災
害
対

策
も
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
て
い

ま
す
。
通
常
は
宿
泊
施
設
と
し
て
運

営
し
な
が
ら
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は

災
害
支
援
の
イ
ン
フ
ラ
に
も
な
る
。

こ
れ
は
寺
社
に
と
っ
て
は
負
担
で
す

が
、
日
常
的
な
行
政
と
の
連
携
が

得
ら
れ
る
点
で
メ
リ
ッ
ト
に
も
な
り

ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
お
寺
や
神
社

が
人
を
救
う
場
で
あ
る
と
、
多
く
の

人
に
認
識
さ
れ
る
材
料
に
も
な
る
で

し
ょ
う
。

熊
本
地
震
後
、
実
際
に
現
地
入
り

し
、
支
援
物
資
を
ま
と
め
て
送
っ
た

お
坊
さ
ん
、
神
主
さ
ん
の
活
動
は
た

く
さ
ん
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
般

の
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
立
つ
の
と

異
な
り
、
被
災
地
域
の
寺
社
と
連
携

し
な
が
ら
円
滑
な
支
援
が
差
し
伸
べ

ら
れ
る
の
は
、
お
寺
・
神
社
の
大
き

な
強
み
で
す
。
宿
坊
が
防
災
・
減
災

の
一
機
能
を
担
う
こ
と
は
、
日
本
全

体
に
と
っ
て
も
希
望
の
持
て
る
話
に

な
り
ま
す
。

宿坊研究会レポート

お寺にある災害時用備蓄倉庫

熊本地震から見た宿坊による減災の可能性
寺社旅研究家・宿坊研究会代表／堀内克彦

第8回

自民党観光立国調査会

 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。

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

■お問い合わせ先
株式会社和空プロジェクト　〒530-0044  大阪市北区東天満1-11-13　AXIS 南森町ビル9F
TEL：06-4801-8211　FAX：06-4801-8221　http://waqoo-pj.jp

監修：一般社団法人　全国寺社観光協会
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聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
開
か
れ
た

日
本
最
初
の
毘
沙
門
天
ご
出
現

霊
場
と
し
て
知
ら
れ
る
信し

ぎ

さ

ん

貴
山 

朝ち

ょ

う

ご

そ

ん

し

じ

護
孫
子
寺
。
江
戸
時
代
か
ら
宿

坊
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
塔
頭

玉ぎ
ょ
く
ぞ
う
い
ん

蔵
院
は
、
自
然
に
恵
ま
れ
た
立
地

を
生
か
し
た
静
か
な
空
間
。
大
正
時

代
と
平
成
の
世
、
そ
れ
ぞ
れ
に
建
て

ら
れ
た
宿
坊
は
建
て
替
え
前
の
古
材

を
随
所
に
取
り
入
れ
、
歴
史
の
長
さ

を
感
じ
さ
せ
る
造
り
と
な
っ
て
い
る
。

由
緒
あ
る
寺
で
あ
り
な
が
ら
も
宿

坊
に
関
し
て
は
非
常
に
オ
ー
プ
ン
で
、

参
拝
や
修
行
体
験
を
目
的
に
訪
れ
る

人
は
も
ち
ろ
ん
、
観
光
が
目
的
の
人

に
も
広
く
開
放
さ
れ
て
い
る
。
現
在

は
毎
年
定
期
的
に
訪
れ
る
信
者
の
ほ

か
、
日
本
の
伝
統
あ
る
場
所
で
宿
泊

し
た
い
と
希
望
す
る
約
2
割
近
く
を

占
め
る
外
国
人
観
光
客
ま
で
、
国
内

外
か
ら
多
彩
な
宿
泊
客
が
や
っ
て
く

る
。
海
外
か
ら
の
宿
泊
客
は
主
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
得
て
足
を

運
ぶ
。
言
葉
や
文
化
の
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
住
職
や
僧
侶
が
基
本
的
な

利
用
法
を
説
明
す
る
こ
と
で
特
に
問

題
な
ど
は
起
き
な
い
そ
う
。
宿
坊
内

に
はW

i-Fi

完
備
の
談
話
室
も
あ
り
、

ネ
ッ
ト
環
境
が
整
っ
て
い
る
の
も
現
代

的
。
ま
た
、
料
理
も
精
進
料
理
だ
け

で
な
く
会
席
料
理
も
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
。
野の

ざ
わ
み
つ
こ
う

澤
密
孝
貫
主
曰
く
「
世

の
流
れ
に
応
じ
た
変
化
は
必
然
。
し

か
し
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
布
教
で

あ
り
、
宿
泊
す
る
こ
と
で
心
癒
さ
れ

非
日
常
の
時
間
を
味
わ
っ
て
も
ら
え

Q.平成25年の寺務所建て替えと宿坊
　 改修工事に関して留意した点
A.老朽化によって建て替えたが、鉄筋建

築ながらも木造のように仕上げ伝統あ
る内外装にこだわった。また、以前の建
物に使用していた襖など古材を積極的
に利用している。

Q.外国人利用者の割合
A.全体の1〜２割。ヨーロッパをはじめアジ

ア各国からホームページを見て訪れる
個人旅行者が中心。布団や大浴場の
使い方などマナーは英語で説明して
いる。

宿坊トピックス

主な体験内容

写真右：信貴山 玉蔵院の外観
写真上・下：個室と大広間

写経・写仏・法話・観法・坐禅・護摩祈祷  等

宿坊を運営する野澤密孝貫主

住   所：

T E L ：
U  R  L：
客 室 数：
収容人数：
主な施設：

〒636-0923
奈良県生駒分平郡町信貴山
0745-72-2881
http://www.gyokuzo.com/
40室
200名
大浴場、中庭、茶室

奈良県

信
貴
山 

玉
蔵
院

時
代
の
流
れ
に
応
じ
て

柔
軟
に
姿
を
変
え
る
宿
坊

た
ら
」
と
い
う
柔
軟
な
姿
勢
を
貫
く
。

実
際
に
宿
泊
客
の
大
半
が
朝
の
祈
祷

に
参
加
し
、
ま
た
写
経
や
阿あ

そ

く

か

ん

息
観
、

阿あ

じ

か

ん

字
観
な
ど
の
瞑
想
も
多
く
の
人
が

体
験
し
て
、
宗
教
の
教
え
に
触
れ
て

宿
を
後
に
す
る
の
だ
と
か
。

ま
た
、
玉
蔵
院
の
魅
力
は
そ
の
規

模
に
も
あ
り
、
最
大
2
0
0
名
収
容

で
き
る
大
広
間
か
ら
1
人
客
や
家
族

連
れ
に
対
応
し
た
個
室
ま
で
を
備
え

て
い
る
。
最
近
は
修
行
や
写
経
体
験

を
望
む
女
性
客
も
多
く
、
ま
ず
は
宿

泊
客
が
何
を
求
め
て
訪
れ
た
の
か
を

知
る
た
め
、
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
後
に
抹
茶

で
も
て
な
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
る
そ
う
。
大
人
数
の
宿
泊
客
に

対
応
す
る
た
め
、
業
務
が
朝
早
く
か

ら
始
ま
り
、
夜
も
遅
く
な
る
な
ど
の

運
営
上
の
苦
労
も
あ
る
が
、「
泊
ま
る
」

「
体
験
す
る
」
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ

う
な
細
や
か
な
お
も
て
な
し
の
精
神

が
、リ
ピ
ー
タ
ー
や
何
代
に
も
渡
っ
て

訪
れ
る
顧
客
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な

い
理
由
と
言
え
る
。

宿坊ポータルサイト「和空」に掲載されている注目の宿坊をピックアップ。
宿坊開設までの歩みから運営・サービスまで、さまざまなお話を伺います。

和空presents

宿坊運営ノート
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伊
豆
天
城
山
の
懐
、
毎
年

１
０
０
万
人
が
訪
れ
る
「
河
津
桜
」

で
有
名
な
静
岡
県
河
津
町
に
あ
る
の

が
、
宿
坊
禅ぜ

ん

の
湯ゆ

。
鎌
倉
時
代
に
創

建
さ
れ
た
慈じ

げ

ん

い

ん

眼
院
に
併
設
さ
れ
た
禅

の
湯
は
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
の
よ

う
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
姿
勢
で
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
こ
だ
わ
り
、
新
し
い

ス
タ
イ
ル
の
宿
坊
を
確
立
し
て
い
る
。

元
々
、
慈
眼
院
で
は
青
少
年
の
健
全

育
成
な
ど
を
目
的
に
、
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ

ル
を
営
ん
で
い
た
。
時
代
の
流
れ
と

と
も
に
一
時
は
閉
館
も
考
え
た
が
約

10
年
前
、
ご
住
職
の
奥
様
の
「
温
泉

に
入
れ
る
暮
ら
し
が
し
た
い
」
と
い
う

夢
を
叶
え
る
た
め
に
温
泉
掘
削
を
開

始
。
３
回
目
に
し
て
、
良
質
の
温
泉

が
湧
い
た
こ
と
か
ら
、
奥
様
と
長
女

の
稲い

な
も
と
ま
さ
こ

本
雅
子
さ
ん
ら
が
家
族
会
議
を

開
き
、「
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
次
世
代
へ

繋
が
る
宿
泊
施
設
を
」
と
決
断
し
た
。

禅
の
湯
の
こ
だ
わ
り
は
、「
宿
泊
客

を
家
族
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
」ユ
ー

ス
ホ
ス
テ
ル
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
つ

つ
、
新
し
い
宿
坊
の
ス
タ
イ
ル
を
提
案

す
る
点
。「
人
を
思
い
や
る
心
、
人
と

の
関
わ
り
方
な
ど
は
寺
と
し
て
の
役

割
を
受
け
継
い
で
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
稲
本
さ
ん
。
そ
の
１
つ
が
『
育
す

る
』
コ
ン
セ
プ
ト
。
禅
の
湯
で
学
び
、

自
分
の
力
を
蓄
え
て
、
自
分
の
夢
に

進
ん
で
行
く
『
夢
を
育
す
る
』、
地

元
の
人
と
活
性
化
を
図
る
『
地
域
を

育
す
る
』
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー

マ
の
『
育
す
る
』
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

る
。
ま
た
、
食
事
・
宿
泊
場
所
と
知

写真右：敷地内から湧いている天然温泉を使っ
た露天風呂。循環なしの掛け流し
写真上：10畳のお部屋。2011年にリフォームさ
れたお部屋は全て和室　写真下：右の奥が禅
の湯。左は隣接する慈眼院

ミダカ漁港前の魚屋から仕入れる朝採りのお魚
を提供（オプション）

住   所：

T E L ：
U  R  L：
客 室 数：
収容人数：
主な施設：

〒413-0501
静岡県賀茂郡河津町梨本
28-1 
0558-35-7253
http://zen-no-yu.com/
14室
40名
大浴場、露天風呂、岩盤浴、
食堂、BBQ用テラス

静岡県

禅
の
湯

「
育
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

多
彩
な
宿
坊
体
験
を
展
開

識
・
経
験
を
交
換
す
る
『
ウ
ー
フ
ー

協
会
』
に
も
登
録
。
フ
ラ
ン
ス
や
カ

ナ
ダ
な
ど
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
る

代
わ
り
に
、
外
国
人
は
地
元
の
子
ど

も
た
ち
に
英
語
を
教
え
る
な
ど
、
交

流
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

そ
っ
と
し
て
お
い
て
欲
し
い
人
の
『
お

こ
も
り
』、
悩
み
を
聞
い
て
欲
し
い
人

の
『
あ
な
た
の
お
話
し
お
聴
き
し
ま

す
』な
ど
、個
性
的
な
プ
ラ
ン
を
展
開
。

「
こ
こ
は
お
寺
を
分
解
し
て
、
わ
か
り

や
す
く
提
案
し
て
い
る
場
所
。
心
が

軽
く
な
っ
た
り
、
温
か
く
な
っ
た
り
で

き
る
場
所
で
あ
り
た
い
」
と
稲
本
さ

ん
は
語
る
。

平
日
の
平
均
稼
働
率
が
約
8
割

で
、
そ
の
う
ち
1
割
は
外
国
人
が
占

め
て
い
る
。
多
様
な
人
々
を
受
け
入

れ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
、
そ
し
て
宿

の
魅
力
を
集
客
に
つ
な
げ
る
経
営
能

力
。
そ
の
両
輪
に
支
え
ら
れ
て
禅
の

湯
は
今
、
い
ろ
い
ろ
な
価
値
を
提
案

す
る
地
域
創
生
の
立
役
者
と
し
て
の

道
を
邁
進
し
て
い
る
。

主な体験内容

坐禅・ヨガ・タイ古式マッサージ  等

2005年3月
禅の湯として登記及び温泉の掘削開始
する

2006年8月
建物の全面リニューアル工事を開始

2007年9月
宿坊として営業をスタート

宿坊開設までの歩み

宿坊ポータルサイト「和空」では全国の宿坊をご紹介しています
http://wa-qoo.com
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5

風まかせ ❿
野田博明

1

2

3

4

セ
ク
シ
ー
、
そ
ん
な
こ
ん
な
の
弘
法
大
師 

そ
の
二

そ
ん
な
こ
ん
な
の
空
海
、
最
近
、

「
誕
生
し
た
の
は
母
方
の
実
家
で
あ

る
河
内
の
渋
川
郡
跡
部
郷
（
八
尾

市
）、
平
安
遷
都
の
後
、
育
っ
た
の
は

京
都
」
と
の
考
察
（
武
内
孝こ

う
ぜ
ん善
高
野

山
大
学
教
授
）
が
注
目
を
集
め
て
い

る
。
讃
岐
に
母
の
出
自
で
あ
る
阿あ

と刀

氏
在
地
の
痕
跡
が
見
当
た
ら
ぬ
こ

と
、空
海
生
誕
の
宝
亀
５
年(

７
７
４)

頃
の
婚
姻
形
態
が
妻つ

ま
ど
い
こ
ん

問
婚
で
あ
っ
た

こ
と
な
ど
を
論
拠
と
す
る
。
そ
の
傍

証
と
も
云
う
べ
き
阿
刀
氏
の
祖
神
を

祀
る
跡
部
神
社
が
今
も
八
尾
の
地

に
鎮
座
し
、『
三さ

ん

ご

う

し

い

き

教
指
帰
』
の
初
稿

を
書
い
た
と
の
伝
承
を
残
す
京
都
の

嵯
峨
広
沢
の
地
に
阿
刀
神
社
が
建

つ
。
さ
ら
に
、
金
閣
寺
の
す
ぐ
東
の

上じ
ょ
う
ぼ
ん品

蓮れ

ん

だ

い

じ

台
寺
に
は
空
海
の
母
の
墓
と

伝
わ
る
阿
刀
氏
塔
と
呼
ば
れ
る
五
輪

石
塔
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
続
日

本
後
紀
』
の
空
海
卒
伝
〔
承
和
二
年

（
８
３
５
）
没
〕
に
「
一
五
歳
の
時
、

叔
父
阿あ

と
の
お
お
た
り

刀
大
足
（
桓
武
天
皇
皇
子
の

侍じ

こ

う講
）
に
付
い
て
書
物
を
読
習
し
、

一
八
歳
の
時
大
学
に
入
っ
た
」
と
あ

り
、
空
海
の
薫
育
に
阿
刀
氏
が
強
く

関
与
し
た
こ
と
が
当
時
既
に
周
知
の

事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ

の
阿
刀
氏
と
は
、
神
武
東
征
以
前
に

大
和
随
一
の
豪
族
で
あ
っ
た
物
部
氏

と
始
祖
（
饒に

ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と

速
日
尊
）
を
同
じ
く
す

る
名
族
で
あ
っ
た
。
物
部
の
系
譜
を

語
る
『
先せ

ん

だ

い

く

じ

ほ

ん

ぎ

代
旧
事
本
紀
』
は
、
饒
速

日
尊
が
河
内
国
哮い

か
る
が
の
た
け
峯
に
天
孫
降
臨
・

大
和
侵
攻
を
し
た
際
、
阿
刀
氏
の

祖
・
天
津
麻
良
が
天あ

ま
の
い
わ
ふ
ね

磐
船
の
楫か

じ
と
り取

と

い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
記
し

て
い
る
。

 

一
方
で
、『
日
本
書
紀
』
の
崇
峻

即
位
前
紀
七
月
条
は
蘇
我
馬
子
ら

が
物
部
守
屋
を
阿
都
の
別
宅
（
渋
川

郡
）
で
滅
ぼ
す
様
子
を
活
写
し
て
い

る
。
そ
の
丁て

い

び未
の
乱
（
５
８
７
年
）

を
境
に
物
部
枝
族
の
阿
刀
氏
も
政
界

の
一
線
か
ら
一
掃
さ
れ
る
。そ
こ
で
、

生
き
延
び
る
方
策
と
し
て
探
り
当
て

た
の
が
当
時
の
先
進
的
思
想
、
ハ
イ

カ
ラ
な
哲
学
と
云
う
べ
き
仏
教
の
世

界
で
あ
っ
た
。
呪
術
や
祭
祀
が
政
治

の
中
心
に
坐
る
時
代
、
呪
術
的
要
素

を
多
分
に
蔵
す
る
仏
教
は
、
政
治

の
表
舞
台
か
ら
駆
逐
さ
れ
た
一
族
に

と
っ
て
裏
面
か
ら
権
力
を
操
つ
る
格

好
の
ツ
ー
ル
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

徐
々
に
政
治
へ
の
容
喙
を
強
め
た

仏
教
は
後
に
桓
武
帝
が
南
都
仏
教

界
の
影
響
力
排
除
を
目
的
に
長
岡

京
遷
都
を
断
行
す
る
ほ
ど
に
鎮
護
国

家
の
法
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い

く
。『
日
本
後
紀
』
は
、
南
都
六
宗

の
な
か
で
法
相
宗
の
み
が
勢
力
を
拡

大
し
「
教
界
が
汚
さ
れ
、
仏
教
の
真

理
の
追
究
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
」

と
仏
教
界
の
堕
落
し
た
様
子
を
伝
え

る
。
そ
の
隆
盛
を
究
め
た
立
役
者
に

〝
高
僧
六
祖
〟
と
呼
ば
れ
る
法
相
宗

の
名
僧
た
ち
が
い
る
が
、
そ
の
三
人

を
阿
刀
氏
出
身
者
（
玄げ

ん
ぼ
う昉
・
善ぜ

ん
じ
ゅ珠
・

玄げ
ん
ぴ
ん賓
）
が
占
め
る
。
さ
ら
に
当
時
の

宗
教
界
の
先
駆
者
で
も
あ
っ
た
行
基

や
東
大
寺
開
山
の
良
弁（
華
厳
宗
）、

三
論
宗
を
本
邦
に
伝
え
た
道
慈
、
道

鏡
（
法
相
宗
）
ら
が
師
事
し
た
僧
正

義
淵
も
そ
の
母
が
阿
刀
氏
で
あ
る
こ

と
を
知
る
と
、
こ
の
一
族
が
仏
教
界

に
周
到
に
巡
ら
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
空
恐
ろ
し
さ
す
ら
覚
え
て
し
ま
う
。

片
や
佐
伯
氏
も
、
弘
法
大
師
の

十
大
弟
子
の
な
か
に
空
海
の
実
弟

や
甥
の
ほ
か
四
名
を
輩
出
、
大
津
・

園お
ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
を
天
台
別
院
と
し
て
興
隆
さ

せ
第
５
代
天
台
座
主
と
な
っ
た
智
証

大
師
も
佐
伯
方
の
姪
の
子
と
い
う
事

実
を
重
ね
併
せ
る
と
、
空
海
を
め
ぐ

る
両
族
が
仏
教
界
に
宗
派
を
問
わ
ぬ

布
石
を
打
ち
、
巧
妙
な
血
の
力
学
を

築
き
上
げ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。

物
部
氏
は
神
道
擁
護
者
と
し
て
仏

教
崇
拝
派
の
蘇
我
馬
子
・
聖
徳
太
子

ら
に
よ
り
排
斥
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
物
部
氏
の
本
貫
の
地
で
あ

り
、
守
屋
が
立
て
籠
も
っ
た
稲
城
跡

（
光
蓮
寺
）
や
終
焉
の
場
所
、
墳
墓

な
ど
多
く
の
守
屋
伝
承
を
残
す
渋

川
郡
か
ら
氏
寺
に
比
定
さ
れ
る
渋
川

廃
寺
遺
構
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
れ
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8

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  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 阿刀氏の祖神を祀る八尾市の跡部神社
2 嵯峨広沢に建つ阿刀神社
3 上品蓮台寺に建つ空海の母の墓と伝わる阿

刀氏塔
4 佐伯一門の智証大師が興隆させた園城寺
（三井寺）仁王門（大津市）

5 物部守屋が立て籠もった八尾市の稲城址・
光蓮寺

6 守屋と聖徳太子の古戦場に建つ大聖勝軍寺
（八尾市）

7 物部守屋墳墓（八尾市）
8 早良親王が幽閉され、弘法大師が別当を務

めた乙訓寺（長岡京市）
9 石塔寺（東近江市）の阿

あしょーか

育王塔の前にて

6

7

は
、
物
部
氏
が
神
道
一
辺
倒
で
は
な

く
新
来
の
思
想
・
文
明
の
仏
教
を
積

極
的
に
受
容
し
て
い
た
こ
と
の
証
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
丁
未

の
乱
は
世
に
言
わ
れ
る
単
純
な
神
仏

代
理
戦
争
で
は
な
か
っ
た
。
閨
閥
と

し
て
力
を
蓄
え
た
新
興
渡
来
勢
力
の

蘇
我
氏
が
一
門
の
推
古
天
皇
や
聖
徳

太
子
と
グ
ル
に
な
っ
て
、
大
和
朝
以

前
の
大
豪
族
、
い
や
、
王
統
で
あ
っ

た
物
部
氏
を
倒
す
、
旧
王
朝
に
取
っ

て
代
わ
る
逆
の
意
味
の
蜂
起
、
ク
ー

デ
タ
ー
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

前
号
で
佐
伯
氏
が
聖
徳
太
子
な
ど

蘇
我
一
族
に
謀
殺
さ
れ
た
穴
穂
部
皇

子
と
血
族
や
政
治
面
で
強
い
相
関
性

が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
讃
岐
に

威
を
張
る
航
海
術
に
長
け
、
国
際
性

に
富
む
佐
伯
氏
も
同
様
に
中
央
の
抗

争
に
巻
き
込
ま
れ
、
歴
史
の
大
海
の

底
に
沈
淪
し
た
に
違
い
な
い
。

落
魄
し
た
両
族
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン

（
虐
げ
ら
れ
し
者
の
怨
念
）
か
ら
の

解
放
を
も
と
め
、
思
い
究
め
た
報
復

の
術
こ
そ
が
、
海
外
交
易
や
国
際
性

で
培
っ
た
豊
か
な
富
や
卓
越
し
た
語

学
力
を
武
器
に
仏
教
界
を
牛
耳
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
に
両
族
が
当

初
、
利
用
し
た
権
力
操
舵
装
置
と

し
て
の
仏
教
に
は
、
宗
教
の
法
理
を

究
め
る
こ
と
よ
り
も
あ
る
種
世
俗
的

な
、
時
に
強
力
な
色
気
を
意
識
さ
せ

る
、
淫い

ん

び靡
と
さ
え
形
容
で
き
る
香
り

が
濃
厚
に
漂
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表

例
が
阿
刀
氏
と
同
族
の
弓ゆ

げ

の削
道
鏡
で

あ
る
。
孝
謙
上
皇（
聖
武
天
皇
の
娘
）

の
病
を
宿す

く
よ
う曜

秘
法
と
い
う
秘
儀
に
よ

り
完
治
さ
せ
、
そ
の
寵
愛
を
一
身
に

う
け
る
。
そ
の
結
果
、
道
鏡
は
太
政

大
臣
禅
師
、
法
王
禅
師
の
地
位
に
昇

り
つ
め
、
最
後
は
皇
位
簒
奪
を
謀
っ

た
と
さ
れ
る
謎
め
い
た
事
件
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
少
し
前
に
は
高
僧

六
祖
の
玄
昉
が
聖
武
天
皇
の
生
母
・

藤
原
宮
子
の
長
年
の
鬱
病
を
僅
か
一

日
の
治
療
で
快
癒
さ
せ
た
と
『
続
日

本
紀
』
が
記
す
。
治
療
で
仏
法
の
業

を
修
し
た
の
か
、
密
室
で
何
を
起
こ

し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、

爾
後
、
皇
太
后
の
募
る
恋
情
に
乗
じ

た
玄
昉
は
政
治
へ
の
関
与
を
強
め
専

横
を
極
め
る
が
、
後
に
政
敵
に
よ
っ

て
失
脚
、死
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
玄
昉
と
宮
子
と
の
間
の
不
義

の
子
と
の
噂
も
流
布
さ
れ
た
善
珠

も
、
冤
罪
で
憤
死
し
た
早さ

わ

ら良
親
王
の

怨
霊
の
祟
り
で
罹
病
し
た
安あ

て

の

み

こ

殿
親
王

（
桓
武
天
皇
の
皇
太
子
）
に
般
若
の

験
を
施
し
治
癒
さ
せ
、
僧そ

う
ご
う綱

の
最
高

位
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
阿

刀
一
族
の
高
僧
た
ち
は
内
道
場
と
称

す
る
宮
廷
内
の
仏
殿
に
お
い
て
天
皇

や
皇
后
の
私
的
法
事
や
病
悩
快
癒
に

つ
き
祈
祷
、
勤
行
に
努
め
、
天
皇
家

の
懐
深
く
入
り
込
ん
で
い
っ
た
。
隔

離
さ
れ
た
空
間
で
呪
詛
や
心
霊
術
と

い
っ
た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
も
妖
し

い
秘
儀
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
霊
験

に
依
存
す
る
時
代
、
あ
る
意
味
、
必

然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
ん
な
外け

れ

ん

み

連
味
た
っ
ぷ
り
の
幻
術

的
因
子
は
空
海
の
血
の
な
か
に
確
固

と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
留る

が

く

そ

う

学
僧
と

し
て
入
唐
し
た
空
海
が
、
当
時
、
長

安
の
仏
教
界
で
最
も
影
響
力
を
有

す
〝
秘
密
の
教
え
〟
で
あ
る
密
教
に

並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
、
そ
の
第

一
人
者
で
あ
る
真
言
密
教
第
七
祖
・

恵
果
阿あ

じ

ゃ

り

闍
梨
（
青
龍
寺
）
に
師
事
し

た
こ
と
は
因
縁
の
血
筋
を
ひ
く
者
の

宿
命
的
帰
結
で
も
あ
る
。
初
対
面
の

空
海
に
対
し
て
恵
果
は
「
一
日
千
秋

の
思
い
で
あ
な
た
を
待
っ
て
い
た
。

直
ぐ
に
密
教
の
灌か

ん
じ
ょ
う頂

（
免
許
皆
伝
）

を
す
る
」
と
告
げ
た
。
そ
し
て
、
二

か
月
余
の
短
時
日
で
胎た

い
ぞ
う蔵

界
・
金
剛

界
両
部
の
灌
頂
を
授
け
、
終
に
は
伝

法
阿
闍
梨
位
に
昇
ら
せ
密
教
の
正
統

な
後
継
者
と
な
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
僅
か
二
年
弱
の
在
唐
で
帰
国
し

た
空
海
は
嵯
峨
天
皇
の
退
位
を
迫
る

薬く

す

こ子
の
変
に
応
じ
、
本
場
仕
込
み
の

呪
力
で
政
変
の
鎮
圧
を
祈
願
し
、
首

謀
者
の
藤
原
薬
子
・
仲
成
姉
弟
を
葬

り
去
っ
た
。
さ
ら
に
は
早
良
親
王
が

幽
閉
さ
れ
て
い
た
乙お

と
く
に
で
ら

訓
寺
の
別
当
に

就
き
、
そ
の
怨
霊
を
鎮
め
る
な
ど
祟

り
に
戦わ

な

な慄
く
朝
廷
の
信
頼
を
克
ち
得

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
空
海
の
血
に

脈
々
と
流
れ
る
妖
し
い
因
子
は
唐
文

明
と
い
う
透
析
器
を
通
る
こ
と
で
洗

練
さ
れ
、
上
品
な
セ
ク
シ
ー
さ
へ
と

浄
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
ま
で
の
猥
雑
で
幻
惑
的
な
呪
術
は

様
式
美
を
整
え
た
耽
美
的
密
教
儀

式
へ
と
見
事
に
昇
華
し
、
そ
の
教
義
・

礼
式
を
世
に
敷
衍
し
折し

ゃ
く
ぶ
く伏

す
る
こ
と

で
、
空
海
は
一
族
の
怨
念
を
漸
く
解

き
放
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。9
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日本の神社仏閣に宿る揺るぎない優しさや強さを求
め、若い女性や外国人の間では今やライフワークとなっ
ているパワースポット巡り。 東京東銀座に店を構える
ショップ「TERA SHOP GINZA」は、遠出することな
くお寺のお札やグッズを気軽に手に入れられる新しいカ
タチのパワースポットとして注目を集めている。

TERA SHOP GINZA では、「感謝」「浄化」「成
就」をコンセプトに、感謝の気持ちを伝えるギフト商品、
こころとからだを清める浄化グッズ、夢を叶える成就グッ
ズを中心に販売。東大寺をはじめ、興福寺、薬師寺、
法華寺、金峯山寺、朝護孫子寺、帯解寺、安楽寺
等、日本のパワースポットとして名高い寺院の選りすぐり
のグッズ、蓮をモチーフにした雑貨、日本のハーブや薬
草を使った安心安全のコスメ、古来の模様や天然石を
使ったアクセサリーなど、寺院の知恵と感性を生かした
日々の生活で使える様々なグッズが取り揃えられている。
中でも、山形の僧侶が祈りを込めて作ったお稲荷さん

「成就いなり」は、ここでしか手に入らない‘夢がかなう’
逸品として大人気。現在、おかずも添えた精進弁当と
してリニューアル中。今秋に販売予定だそうだ。

新しいカタチのパワースポット
「TERA SHOP GINZA」

熊本地震の本震により、熊本県の阿蘇神社では国の重要
文化財である楼門が倒壊、神殿や拝殿なども大きな被害を受け
た。再建には 10 年、総額約 20 億円以上が必要と予想され
ている。その復興支援のため、地元の特産品企画会社「阿蘇・
岡本」が、神社ゆかりの宝刀「蛍丸（ほたるまる）」を冠した
サイダー「蛍丸サイダー」を発売。

「蛍丸」は阿蘇神社の宮司に代々伝わる刀で、合戦で刃こ
ぼれした刀に無数の蛍が群がる夢を見た翌朝、刃こぼれがなく
なっていたという伝説を持ち、1931（昭和 6）年には国宝に指
定されたものの、戦後は行方不明となっている。同社は、今年
2 月から「蛍丸サイダー」の開発を進めていたが、完成間近に
被災。サイダーを製造する建物も損壊の被害にあったが早急
に復旧が進められ、本震から1 カ月後に「阿蘇神社復興プロ
ジェクト」として発売が開始された。サイダーは、神社近くの門
前町でくみ上げた地下水が使用され、蛍の光をイメージした淡
い黄緑色、すっきりとしたマスカットの風味が特徴となっている。
1 本 300 円（税込）のうち 100 円を再建費用として寄付、総
額 1 億円を目標に 100 万本の販売を目指しているとのことだ。

宝刀「蛍丸」がサイダーに
地震で倒壊の阿蘇神社を支援

TERA SHOP GINZA店内の様子

1本(300円)からHP(http://www.aso-sake.com/)で購入
可能。

■〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目13-5　
GINZA STビル1F
TEL.03-6264-2342　http://www.terashop.co.jp/
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一般社団法人　全日本社寺観光連盟　〒107-0052　東京都港区赤坂2-8-16　赤坂光和ビル2階
TEL：03-6416-0166　FAX：03-6230-0349　Email：info@jtast.jp　URL：http://jtast.jp/

お問い合わせ先

神社仏閣を多言語で世界に発信！

http://sanpai-japan.com/

SANPAI JAPAN は日本文化の代名詞とも言える神社仏閣、文
化財を多言語で紹介させていただいている総合情報サイトです。

日本には１５万を超える神社仏閣がありますが、それぞれに独
自のストーリーがあり、そのどれもが日本の財産だと思っておりま
す。私達はそのストーリーを外国人や日本の若い世代の目線で紹
介させていだくことにより新たな参拝者の誘客やリピーターの増加
へつながるよう活動しております。

SANPAI JAPAN は記事や動画等、様々な形で配信されていま
すが、中には、神社仏閣を参拝する際の基礎的な知識やマナー
を紹介しているものもあります。というのも、取材をしている中で、
日本の若者もそうですが、多くの外国人観光客から正しい作法を
知りたいという要望が多数あったからです。例えば、手水屋での
作法について説明書きがある施設も多数ありますが、多言語化さ
れていない例も多く、何の目的で何をするべきかが分からず、旅
行客の意図にかかわらず結果としてマナーを守っていないというこ
とが多数見受けられました。このような問題意識から、多様な文
化を持った海外の方々にもストレスなく参拝いただけるよう神社仏
閣との懸け橋になれたらと思い、WEB や一部紙媒体等でもマナー
紹介をしております。

また、外国人観光客の方々を取材して気付くことは、いつもテレ
ビや雑誌で取り上げられているような有名な神社仏閣以外は殆ど
知らないということです。先日、外国人観光客のグループに持ち合
わせていた神社の英語の資料をお渡したところ、翌日にはその神
社へ足を運ばれたとのことで、大変感動したとのお礼のメッセージ
をいただきました。彼らは本当に喜んでおり、このような些細な情
報提供が誘客につながるのだと実感しました。SANPAI JAPAN
では、上記のような成功事例を積み重ね、全国の津々浦々の神社
仏閣を少しずつ紹介させていただければと思っております。

尚、サイトの名前である『SANPAI』は『参拝』からきています。
多くの日本人にとって、クリスマスを皆で祝い、大晦日には除夜の
鐘に耳を傾け、年が明ければ初詣をするということは珍しいことで
ありません。宗教で言えば、多くがキリスト教に仏教、神道の習
わしを分け隔てなく受け入れています。世界的に見ても稀有なこと
ですが、この宗教的寛容さがまさに日本の平和の象徴だとも言え
ます。クリスマスは例外としても、日本人は根底で『神さま、仏さ
ま』という宗教観を持ち、いつも緩やかに神社仏閣を尊んでいま
す。神社仏閣の皆様のご理解を賜りつつ、この緩やで大らかな宗
教観で海外から観光客をおもてなしさせていただくのが SANPAI 
JAPAN の使命であると考えております。

Sanapi Japan は全日本社寺観光連盟が管理運営しております。
Instagram (Sanpai_Japan),Twitter (Sanpai_Japan) Facebook

も同様のアカウント名でございます。我々のサイトや組織に興味が
あれば、是非これらの SNS のフォローをお願いします。

また、お困りのことや、質問等がございましたら、お気軽にご
連絡ください。　

神社仏閣を参拝する際の
基礎的な知識やマナーを紹介

全国の津々浦々の神社仏閣を
紹介
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寺社ＮＯＷ
第１巻第 10号　平成 28年 8月発行

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

次号は
10月発行の
予定です。

寺社のみなさまのご要望にお応えして
広報活動をお手伝いします

プレスリリース（広報用資料）の受け付けを
開始いたしました！

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

バックナンバーはＷＥＢでもご覧いただけます。

jisya-now.comまたは　　　　　　　　寺社NOW

本誌の記事に関するお問合せは
右記にお寄せください。

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

など、貴社寺の情報を当協会までお送りください。

なお、諸事情で掲載ができない場合もございます。あらかじめご了承ください。

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

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

プレスリリースの資料や写真を下記までお送りください

郵便・宅配便で送付
一般社団法人　全国寺社観光協会　本部事務局
〒530-0044　大阪市北区東天満1-11-13  10F　TEL:06-6360-9838

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

http://wa-qoo.com

http://jisya-now.com/

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

バックナンバーのご案内
寺社の“いま”を伝える情報誌「寺社Ｎｏｗ」は、全国の寺社に無償でお届けしています。

◆巻頭特集
防災拠点としての寺社
◆インタビュー
神仏霊場会会長（石清水八幡宮宮司）
田中恆清
金峯山修験本宗  新管長　五條良知

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

◆巻頭特集
地域の行政や組織と連携する寺社

◆インタビュー
大阪天満宮宮司
寺井種伯

◆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

◆シリーズ：地域と霊場会
びわ湖百八霊場
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【個人情報の取り扱いについて】ご記入いただいた個人情報は寺社Nowや同誌バックナンバーの発送および全国寺社観光協会からのご連絡以外には使用しません。

< FAX >06-6360-9848
< 郵送 >
〒530-0044
大阪市北区東天満1-11-13  10F
一般社団法人　全国寺社観光協会
寺社Now編集部宛

より良い誌面作りのため、寺社の皆様の貴重なご意見をお聞かせください！

誌面アンケート

Q1. 所属
□寺院　　　□神社

Q2. 今月号で面白かった記事はどれですか（複数回答可）
□巻頭特集：寺社をとりまく自然災害リスク　建築物の耐震について考える　□トレンドNow スペシャル：急速に進む寺社の『Free 
Wi-Fi』導入　□全国寺社イベント：新川神社・最勝寺「神仏かふぇ。」　□行政・観光リポート：「東北デスティネーション・キャンペーン」
を実施　□ PICK UP：寺社と地域の絆を結ぶ「街路灯」の新たな役割　□うちのお宝：戒壇院 梵鐘／宇美八幡宮 聖母宮御神像
□インタビュー：東北観光推進機構会長  清野智　　□職人技：宮大工  長谷川工務店　□活性人：源妙寺上人  渡邊源昇
□シリーズ : 地域と霊場会：知多四国霊場会　□特別連載①：『宿坊創生プロジェクト』始動!!　□宿坊研究レポート：熊本地震から
見た宿坊による減災の可能性　□宿坊運営ノート：信貴山 玉蔵院／禅の湯　□風まかせ：セクシー、そんなこんなの弘法大師 
その二　□トレンド Now：TERA SHOP GINZA、名刀「蛍丸」がサイダーに　□四季巡り 華景色：海蔵寺の萩

Q4.今月号の記事、広告を見て実際に問い合わせた、もしくは興味を持った内容があれば教えてください。
( 広告を見て問い合わせた、あるいは興味を持ったところの会社・団体名：

　　　　　　　　　　　　　         　)

Q6. 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。

Q3. 以下の項目で、寺社の取り組みの事例として知りたいものはどれですか（複数回答可）
□観光　□外国人対応　□宿坊新規開設・運営　□寺社イベント　□広報　□地域振興　□結婚式　□後継者育成　□土地活用
□その他（ ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□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　　9)

Q5. 以下の項目で、知りたい企業サービスはどれですか（複数回答可）
□ホームページ　□ＳＮＳ運用代行　□アプリ開発　□告知ツール制作（掲示物・ダイレクトメール・冊子・チラシなど）　 
□フリー WiFi　□自販機設置　□喫煙所設置　□清掃　□老朽化・耐震対策　□警備　□保険　□介護施設　□託児所
□土地活用　□資産運用　□税金対策
□その他（ ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
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四
季
巡
り  

華
景
色

海
蔵
寺
の
萩 

ハ
ギ

万葉集の中ではウメやサクラを抜いて最も多く詠まれている
花がハギ。日本人には古くから親しまれ、身近に感じる花の一
つ。関西ではおとなしい花姿のヤマハギ系を見かけることが
多いが、鎌倉ではほとんどがミヤギノハギとシラハギ。鎌倉
駅の西側・扇ヶ谷に立つ海蔵寺（臨済宗建長寺派）は鎌倉
有数の名所で、山門前で紅白のハギが長い花房を秋風に揺
らしている。

撮影・文 原田 寛
鎌倉市在住。日本全国の古都や歴史の町並みを中心に撮影活動を続け、鎌倉
の歴史と文化・自然の撮影をライフワークとしている。

【海蔵寺について】
場所：神奈川県鎌倉市扇ガ谷4-18-8　宗派：臨済宗建長寺派
山号：扇谷山　創建年：1253（建長5）年
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