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浄土真宗本願寺派（西本願寺）
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13
職人技
京都　有限会社　矢尾治

14
チャレンジ特集
沙沙貴神社

18
SCOPE

「社寺巡礼の旅」
平成 28 年度観光庁採択事業

22
うちのお宝
成就寺　木造金剛力士立像
平清水八幡宮　木造獅子狛犬

24
集う、育む 体験レポート
葛木御歳神社『宮司による神道の講座　
かんながらのみちのお話』

25
寺社お役立ちデータ室
全国寺社数ランキング

26
野田博明　風まかせ 14

「かぐや姫はなぜやってきたのか」

28
トレンド Now
阿蘇神社の復興を支援する「蛍丸サイダー」販売
から 8 ヶ月間の売り上げの一部を同神社に奉納

29
特別連載③

『宿坊創生プロジェクト』第１弾 いよいよ宿泊開始
和空下寺町記者発表

26
四季巡り  華景色⑤
岩船寺の紫陽花
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仏
教
を
国
造
り
の
礎
と
し
た

聖
徳
太
子
と
江
戸
幕
府

司
会

　江
戸
時
代
、徳
川
家
は
世
界
に
類
を
見

な
い
長
期
安
定
政
権
を
実
現
し
、現
代
日
本
の

礎
を
築
か
れ
ま
し
た
。ま
た
、四
天
王
寺
は
聖
徳

太
子
に
よ
る
創
建
以
来
、仏
教
の
教
え
の
精
髄

を
脈
々
と
継
承
し
て
お
ら
れ
ま
す
。ま
ず
、徳
川

家
と
四
天
王
寺
の
関
係
に
つ
い
て
、お
話
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

德
川
家
広（
以
下
、德
川
）
　徳
川
家
は
も
と
も

と
仏
教
信
仰
が
非
常
に
篤
い
家
で
、三
河
の
山

村
に
や
っ
て
来
た
漂
泊
の
僧
が
、土
地
の
豪
族

で
あ
る
松
平
家
の
娘
婿
に
な
っ
た
の
が
起
源
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、松
平
一
門
か
ら
は

浄
土
宗
の
高
僧
も
出
て
い
ま
す
し
、家
康
公
の

旗
印
も
、「
厭お

ん

離り

穢え

土ど

欣ご
ん

求ぐ

浄じ
ょ
う

土ど

」と
書
か
れ

た
大
変
仏
教
色
の
強
い
も
の
で
し
た
。

　ま
た
、江
戸
幕
府
は
社
寺
法
度
を
作
っ
て
、

仏
教
各
派
の
本
山
や
各
地
の
大
社
と
協
約
を

交
わ
し
、そ
れ
ぞ
れ
が
幕
府
と
同
格
の
重
み
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、

江
戸
時
代
に
入
る
と
、室
町
・
戦
国
時
代
の
よ

う
に「
宗
教
が
原
因
で
揉
め
る
」と
い
う
こ
と
は

な
く
な
り
ま
し
た
。江
戸
幕
府
は
仏
教
を
優
遇

し
、そ
の
政
治
哲
学
に
も
、仏
教
の
慈
悲
の
精

神
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
意
味

で
、仏
教
に
よ
る
国
造
り
を
目
指
し
た
聖
徳
太

子
ゆ
か
り
の
四
天
王
寺
と
は
浅
か
ら
ぬ
ご
縁
が

あ
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

山
岡
武
明（
以
下
、山
岡
）

　四
天
王
寺
も
建
立

以
来
1
4
0
0
年

間
続
い
て
い
ま
す

が
、度
重
な
る
災
害

や
戦
争
に
よ
っ
て
倒

壊
や
焼
失
を
繰
り

返
し
ま
し
た
。今
、

重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
建
物

の
ほ
と
ん
ど
は
、徳

川
二
代
将
軍
秀
忠

公
の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。四
天
王

寺
だ
け
で
な
く
、戦
乱
で
荒
廃
し
た
大
阪
中
の

神
社
仏
閣
が
、徳
川
家
か
ら
の
寄
進
に
よ
っ
て

建
て
直
さ
れ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

　今
回
、家
広
さ
ん
に
ぜ
ひ
お
伺
い
し
た
い
の

は
、徳
川
家
の
実
像
を
世
の
中
に
伝
え
る
た
め

に
、ど
の
よ
う
な
努
力
を
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。我
々
は
四
天
王
寺
の
僧
侶
と
し
て
、

聖
徳
太
子
の
教
え
を
お
伝
え
し
よ
う
と
日
々
が

ん
ば
っ
て
い
る
の
で
す
が
、今
は
情
報
化
社
会
で

す
か
ら
、よ
く
も
悪
く
も
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
の

情
報
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、

僕
ら
が
発
信
す
る
情
報
量
な
ど
た
か
が
知
れ
て

い
る
。「
伝
え
る
」と
い
う
活
動
が
や
り
に
く
く

な
っ
て
い
る
の
が
本
音
で
す
。

　我
々
は
、聖
徳
太
子
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え

る
使
命
を
負
っ
て
い
る
。そ
れ
は
徳
川
家
に
も

共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、家
広
さ
ん
に
も
、人

生
を
賭
け
て
伝
え
た
い
徳
川
の
姿
、知
ら
れ
ざ

る
徳
川
の
姿
、と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で

す
。そ
れ
を
伝
え
る
た
め
に
、ど
の
よ
う
な
活
動

を
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

特別対談企画 德川家広氏×四天王寺　鼎談

各界の著名人の方と寺社の方をお招きし広い視野で寺社の活性化について語り合う特別

対談企画。

今回は、德川記念財団理事で著述家の德川家広氏と、2 022年に「聖徳太子千四百年

御聖忌」を迎える四天王寺執事の山岡武明氏と同寺総務部参詣課信徒係主任の瀧藤康教

氏との対談が実現しました。

仏教を中心とした徳川家と四天王寺の関係性や、現代の日本社会における宗教者の役割

などについて語り合っていただきました。

德
と く が わ

川 家
い え ひ ろ

広 山
や ま お か

岡 武
ぶ み ょ う

明 瀧
た き と う

藤 康
こ う き ょ う

教×
公益財団法人德川記念財団

理事
和宗総本山四天王寺

執事
和宗総本山四天王寺

総務部参詣課信徒係主任

「混乱した日本の中で、
 何らかの答えを出せるのは
 仏教だけなのです」

德川 家広
德川記念財団理事。1965（昭和40）年2月7日生まれ。父・德川恒孝（德川宗家18
代当主、元日本郵船副社長、德川記念財団理事長）の仕事の関係で、小学校1年か
ら5年までをアメリカで過ごす。学習院高等科を経て、慶応義塾大学経済学部に
進学。卒業後、米ミシガン大学大学院で経済学修士号を取得。国連食糧農業機関
FAOローマ本部、 ハノイ支部で勤務後、コロンビア大学で政治学修士号取得。
その後、 フリーの翻訳家、著述家に。

德
川

　今
年
中
に
、少
な
く
と
も
２
冊
は
本
を

書
く
予
定
で
す
。１
つ
は
関
ヶ
原
の
戦
い
に
つ
い

て
、も
う
１
つ
は
明
治
維
新
以
降
の
徳
川
家
の

歴
史
に
つ
い
て
の
本
で
す
。両
方
と
も
い
わ
ば

「
消
さ
れ
た
歴
史
」で
あ
り
、特
に
関
ヶ
原
に
関

し
て
は
、巷
間
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、実
際
の

意
味
合
い
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
こ
と
も
多
い
。

　そ
れ
は
、徳
川
家
の
歴
史
に
つ
い
て
も
同
様

で
、江
戸
時
代
と
明
治
以
降
の
見
方
に
つ
い
て

は
大
変
な
誤
解
が
あ
る
。た
と
え
ば
、「
江
戸
時

代
に
は
平
和
が
長
く
続
い
た
。戦
国
時
代
を
勝

ち
抜
い
た
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
決
ま
っ
た
か
ら
平
和

に
な
っ
た
の
だ
」と
い
う
、猿
山
の
ボ
ス
の
権
力

争
い
の
よ
う
な
解
釈
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。し
か
し
実
際
に
は
、江
戸
時
代
に
も

戦
争
を
望
む
世
論
は
あ
っ
た
。江
戸
幕
府
は
そ

れ
を
抑
え
込
み
な
が
ら
、綱
渡
り
の
よ
う
な
平

和
を
維
持
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

瀧
藤
康
教（
以
下
、瀧
藤
）
　や
は
り
、小
説
や

ド
ラ
マ
で
流
布
さ
れ
て
い
る
通
説
に
は
、事
実
と

ち
が
う
も
の
も
多
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

東照大権現像(公益財団法人 德川記念財団蔵) 司会・構成 ： 吉田 燿子
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氏との対談が実現しました。

仏教を中心とした徳川家と四天王寺の関係性や、現代の日本社会における宗教者の役割

などについて語り合っていただきました。

德
と く が わ

川 家
い え ひ ろ

広 山
や ま お か

岡 武
ぶ み ょ う

明 瀧
た き と う

藤 康
こ う き ょ う

教×
公益財団法人德川記念財団

理事
和宗総本山四天王寺

執事
和宗総本山四天王寺

総務部参詣課信徒係主任

「混乱した日本の中で、
 何らかの答えを出せるのは
 仏教だけなのです」

德川 家広
德川記念財団理事。1965（昭和40）年2月7日生まれ。父・德川恒孝（德川宗家18
代当主、元日本郵船副社長、德川記念財団理事長）の仕事の関係で、小学校1年か
ら5年までをアメリカで過ごす。学習院高等科を経て、慶応義塾大学経済学部に
進学。卒業後、米ミシガン大学大学院で経済学修士号を取得。国連食糧農業機関
FAOローマ本部、 ハノイ支部で勤務後、コロンビア大学で政治学修士号取得。
その後、 フリーの翻訳家、著述家に。

德
川

　今
年
中
に
、少
な
く
と
も
２
冊
は
本
を

書
く
予
定
で
す
。１
つ
は
関
ヶ
原
の
戦
い
に
つ
い

て
、も
う
１
つ
は
明
治
維
新
以
降
の
徳
川
家
の

歴
史
に
つ
い
て
の
本
で
す
。両
方
と
も
い
わ
ば

「
消
さ
れ
た
歴
史
」で
あ
り
、特
に
関
ヶ
原
に
関

し
て
は
、巷
間
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、実
際
の

意
味
合
い
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
こ
と
も
多
い
。

　そ
れ
は
、徳
川
家
の
歴
史
に
つ
い
て
も
同
様

で
、江
戸
時
代
と
明
治
以
降
の
見
方
に
つ
い
て

は
大
変
な
誤
解
が
あ
る
。た
と
え
ば
、「
江
戸
時

代
に
は
平
和
が
長
く
続
い
た
。戦
国
時
代
を
勝

ち
抜
い
た
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
決
ま
っ
た
か
ら
平
和

に
な
っ
た
の
だ
」と
い
う
、猿
山
の
ボ
ス
の
権
力

争
い
の
よ
う
な
解
釈
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。し
か
し
実
際
に
は
、江
戸
時
代
に
も

戦
争
を
望
む
世
論
は
あ
っ
た
。江
戸
幕
府
は
そ

れ
を
抑
え
込
み
な
が
ら
、綱
渡
り
の
よ
う
な
平

和
を
維
持
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

瀧
藤
康
教（
以
下
、瀧
藤
）

　や
は
り
、小
説
や

ド
ラ
マ
で
流
布
さ
れ
て
い
る
通
説
に
は
、事
実
と

ち
が
う
も
の
も
多
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

東照大権現像(公益財団法人 德川記念財団蔵) 司会・構成 ： 吉田 燿子
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德
川

　時
代
劇
や
落
語
の
中
の「
江
戸
時
代
」

は
、ご
隠
居
や
熊
さ
ん
八
っ
つ
ぁ
ん
の
よ
う
な

「
い
い
人
ば
か
り
」の
ハ
ッ
ピ
ー
な
世
界
で
す
。し

か
し
、実
際
に
は
当
時
の
日
本
も
、今
の
日
本

と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
社
会
で
し
た
。江
戸
時

代
は
エ
デ
ン
の
園
の
よ
う
に
平
和
だ
っ
た
が
、ペ

リ
ー
来
航
で
西
洋
の
近
代
文
明
に
目
覚
め
、明

治
維
新
で
近
代
国
家
の
仲
間
入
り
を
し
た
―

―
と
い
う
の
が
通
説
で
す
が
、明
治
維
新
と
い

う
の
は
む
し
ろ
、豊
臣
時
代
へ
の
先
祖
返
り
な

ん
で
す
ね
。

　

1
6
1
5（
元
和
元
）年
は「
元げ

ん

な

え

ん

ぶ

和
偃
武
」と

申
し
ま
し
て
、徳
川
家
が
豊
臣
家
を
滅
ぼ
し
て

諸
法
度
を
定
め
、「
こ
れ
で
日
本
を
平
和
に
し

ま
す
」と
公
約
を
し
た
年
で
す
。当
時
の
日
本

は
、秀
吉
の
二
度
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
っ
て
疲
弊

し
、い
つ
ま
た
戦
乱
の
世
に
逆
戻
り
す
る
か
わ
か

ら
な
い
状
態
で
し
た
。そ
こ
で
、江
戸
幕
府
は
諸

法
度
を
次
々
に
発
布
し
て
社
会
を
安
定
さ
せ
、

国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
わ
け

で
す
。戦
国
時
代
に
出
現
し
た「
好
戦
的
な
日

本
」を
、徳
川
幕
府
は
必
死
に
抑
え
込
ん
で
い

た
。と
こ
ろ
が
、明
治
維
新
以
降
、日
本
は「
戦

争
が
好
き
な
国
」に
先
祖
返
り
し
て
し
ま
い
ま

す
。そ
の
結
果
、日
本
は
戦
争
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な

り
、終
戦
を
迎
え
た
。こ
の
時
、帝
国
議
会
で
日

本
国
憲
法
を
採
択
し
た
の
が
、最
後
の
貴
族
院

議
長
を
務
め
た
私
の
曽
祖
父
で
す
。つ
ま
り
、

今
の
憲
法
は
、徳
川
時
代
以
降
の
日
本
史
の
伝

統
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

山
岡

　日
本
人
は
今
も
昔
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
、と
い
う
点
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
す

ね
。聖
徳
太
子
が
定
め
た
十
七
条
憲
法
を
よ
く

読
ん
で
み
る
と
、と
て
も
面
白
い
こ
と
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。「
上
の
者
は
下
の
者
の
面
倒
を
き

ち
ん
と
み
な
さ
い
」「
他
人
の
悪
口
を
言
わ
な
い

よ
う
に
し
な
さ
い
」「
出
張
中
の
同
僚
の
仕
事
ぐ

ら
い
、他
の
職
員
も
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
き
な

さ
い
」な
ど
、今
読
ん
で
も
的
を
射
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。聖
徳
太
子
の
時
代
も
、

豪
族
た
ち
が
好
き
勝
手
を
し
て
秩
序
が
乱
れ
た

時
代
で
す
。若
く
し
て
摂
政
と
な
っ
た
聖
徳
太

子
は
、外
国
の
書
に
学
ん
で
法
律
を
作
り
、平

和
な
日
本
の
礎
を
築
こ
う
と
さ
れ
た
。そ
の
意

味
で
は
、江
戸
幕
府
に
大
変
近
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。

瀧
藤

　聖
徳
太
子
は
四
天
王
寺
の
建
立
に
あ

た
っ
て
、「
敬き

ょ
う
で
ん
い
ん

田
院
」「
施せ

や
く
い
ん

薬
院
」「
療り

ょ
う
び
ょ
う
い
ん

病
院
」

「
悲ひ

で
ん
い
ん

田
院
」か
ら
な
る「
四し

か

い

ん

箇
院
」と
い
う
の
を

作
っ
た
ん
で
す
ね
。今
の
学
校
に
あ
た
る
敬
田

院
で
教
育
を
行
い
、施
薬
院
や
療
病
院
で
け
が

人
や
病
人
の
治
療
に
力
を
注
ぎ
、老
人
や
身
寄

り
の
な
い
方
を
養
う
悲
田
院
も
作
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
聖
徳
太
子
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ
、四
天
王

寺
で
は
今
も「
悲
田
院
」と
い
う
名
の
社
会
福

祉
施
設
を
21
件
ほ
ど
運
営
し
て
い
ま
す
。学
校

法
人
、医
療
法
人
、福
祉
法
人
が
三
位
一
体
と

な
っ
て
、四
箇
院
を
作
っ
た
聖
徳
太
子
の
精
神

を
引
き
継
い
で
い
る
わ
け
で
す
。

山
岡

　な
ぜ
、聖
徳
太
子
が
四
箇
院
を
作
っ
た

か
と
い
う
と
、仏
教
の
お
慈
悲
を
礎
と
し
た
国

造
り
を
す
る
た
め
な
ん
で
す
ね
。仏
像
を
安
置

し
て「
拝
み
な
さ
い
。ご
利
益
が
あ
り
ま
す
よ
」

と
い
う
だ
け
で
は
、人
々
に
信
用
し
て
も
ら
う

こ
と
は
で
き
な
い
。そ
こ
で
、ま
ず
四
箇
院
を
作

り
、人
々
が
切
実
に
求
め
て
い
た
も
の
を
提
供

し
た
わ
け
で
す
。口
先
だ
け
の
人
間
に
は
誰
も

つ
い
て
来
な
い
。ま
ず
は
人
々
の
悩
み
を
解
決
す

る
こ
と
が
先
決
だ
っ
た
。四
箇
院
を
体
験
し
て

も
ら
え
ば
、「
こ
れ
が
仏
教
の
お
慈
悲
と
い
う
も

の
な
の
か
。聖
徳
太
子
は
そ
れ
を
実
践
さ
れ
て

い
る
ん
だ
な
」と
い
う
こ
と
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
り

ま
す
。お
慈
悲
の
勉
強
会
を
開
い
て
も
、お
慈

悲
と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
、本
や
師
匠
か

ら
仏
教
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、そ
の

教
え
を
ち
ゃ
ん
と
実
践
で
き
て
い
る
か
と
問
わ

れ
る
と
、後
ろ
め
た
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　被
災
地
の
復
興
支
援
や
社
会
貢
献
活
動
を

「どうしたら人から慕われ、
目標にされる人間になれるのか。
日々、自問自答しています」

「口先だけの人間には
誰もついて来ない。
人々の悩みを

解決することが先決です」

瀧藤 康教
役職：和宗総本山四天王寺 執事・総務部参詣課 課長。勝鬘院 愛染堂 住職。
和宗仏教青年連盟 代表。全日本仏教青年会 副理事。職歴：和宗総本山四天
王寺

役職：和宗総本山四天王寺総務部参詣課信徒係 主任。光徳山瑞雲寺真光院 副
住職。和宗仏教青年連盟 理事。職歴：学校法人四天王寺学園。四天王寺福祉事業
団 社会福祉研修センター。和宗総本山四天王寺

山岡 武明

し
て
い
る
若
い
僧
侶
は
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、

売
名
行
為
に
な
っ
て
も
い
け
な
い
の
で
、な
か
な

か
人
目
に
触
れ
る
機
会
が
な
い
。一
方
で
、一
部
の

宗
教
者
の
悪
行
が
ニュ
ー
ス
に
な
る
と
、そ
う
い

う
面
だ
け
が
目
立
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
が
悩
ま

し
い
と
こ
ろ
で
す
。

德
川

　戦
後
日
本
は
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て

も
、国
民
の
面
倒
を
よ
く
見
る
国
だ
っ
た
ん
で

す
ね
。教
会
も
お
坊
さ
ん
も
い
ら
な
い
よ
う
な

国
だ
っ
た
の
が
、平
成
に
入
っ
て
ガ
タ
ガ
タ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。私
は
、今
こ
そ
伝
統
宗
教
の

力
と
蓄
積
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
う

の
で
す
。戦
後
の
高
度
成
長
も
終
わ
っ
て
格
差

が
広
が
り
、未
来
に
希
望
を
持
て
な
い
人
が
増

え
て
い
る
。そ
の
意
味
で
は
、聖
徳
太
子
が
活
躍

な
さ
っ
た
時
代
に
近
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。四
天
王
寺
さ
ん
は
、聖
徳
太
子
以
来
の
蓄
積

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、街
に
出
て
若
い
人
た
ち

と
話
を
す
れ
ば
、と
て
も
響
く
も
の
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

瀧
藤

　僕
ら
が
先
陣
を
切
っ
て
、出
会
っ
た
人

た
ち
に
話
を
し
て
い
く
。そ
れ
が
、遠
回
り
な
よ

う
に
見
え
て
実
は
一
番
の
近
道
な
の
か
も
し
れ

な
い
、と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

德
川

　そ
う
で
す
。た
だ
、お
話
を
な
さ
る
以
上

に
、「
人
の
話
を
聞
く
」こ
と
が
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。と
い
う
の
も
、今
は
、誰
に
も
話
を
聞
い

て
も
ら
え
な
い
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。10
人
の
話

を
聞
け
ば
、人
間
の
悩
み
は
古
代
か
ら
全
く
変

わ
っ
て
い
な
い
、と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
と

思
い
ま
す
。

　国
の
制
度
が
ガ
タ
ガ
タ
と
変
わ
っ
て
い
く
中

で
、お
寺
さ
ん
の
仕
事
は
大
変
重
要
に
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。10
年
後
に
は
、「
人
生
は
修
行
だ
」

と
思
わ
な
け
れ
ば
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
変
な

時
代
が
来
る
。世
の
中
の
混
乱
に
対
応
で
き
る

だ
け
の
深
み
を
持
ち
、何
が
し
か
の
答
え
を
出

せ
る
の
は
、日
本
に
お
い
て
は
仏
教
だ
け
な
ん
で

す
。　仏

教
の
も
う
ひ
と
つ
の
強
み
は「
国
際
性
」で

す
。近
年
、ア
ジ
ア
諸
国
は
急
速
な
経
済
成
長

を
遂
げ
て
い
ま
す
が
、日
本
と
は
仏
教
と
い
う

共
通
項
で
結
ば
れ
た
国
も
多
い
。海
外
向
け
に

「
日
本
と
は
ど
う
い
う
国
か
」を
説
明
す
る
上

で
、仏
教
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
と
思

い
ま
す
ね
。

山
岡

　四
天
王
寺
に
は
、海
外
か
ら
の
観
光
客

も
た
く
さ
ん
来
ら
れ
ま
す
。と
り
あ
え
ず
、英

語
で
礼
儀
作
法
や
御
堂
な
ど
を
解
説
す
る
説

明
版
は
作
っ
た
の
で
す
が
、外
国
の
方
に
も
日

本
の
文
化
と
お
寺
を
体
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う

な
工
夫
が
で
き
な
い
か
、と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

德
川

　英
語
版
だ
け
で
な
く
、中
国
語
版
や
韓

国
語
版
も
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。聖
徳
太
子
の

よ
う
な
傑
出
し
た
哲
人
政
治
家
は
、人
類
史
上

を
見
渡
し
て
も
1
0
0
人
は
い
な
い
と
思
い
ま

す
。そ
う
い
う
人
が
古
代
の
日
本
に
い
た
、と
い

う
こ
と
を
伝
え
る
だ
け
で
も
感
動
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
の
歳
に
な
っ
て
よ
う
や

く
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、「
生
き
て
い
る
間
、

一
度
も
い
い
人
に
会
わ
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
」と
い
う
人
が
、今
は
本
当
に
多

い
ん
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
で
は

宗
教
者
の
役
割
が
重
要
に
な
る

瀧
藤

　実
は
先
日
、境
内
で
、年
配
の
男
性
か

ら「
お
坊
さ
ん
、お
坊
さ
ん
」と
声
を
か
け
ら
れ

た
ん
で
す
。

「
こ
こ
は
聖
徳
太
子
さ
ん
の
お
寺
や
ろ
う
。弘
法

大
師
や
親
鸞
上
人
、法
然
上
人
も
お
る
。今
の

お
坊
さ
ん
は
ど
う
や
。有
名
な
人
は
お
る
か
。銅

像
に
な
る
よ
う
な
人
や
、教
科
書
に
載
る
よ
う

な
人
は
お
ら
ん
や
ろ
」

　そ
う
言
わ
れ
て
、何
も
言
い
返
せ
な
か
っ
た

ん
で
す
ね
。自
分
も
人
か
ら
慕
わ
れ
、目
標
に
さ

れ
る
よ
う
な
人
間
に
な
り
た
い
。で
も
、自
分
が

生
き
て
い
る
間
に
果
た
し
て
な
れ
る
の
か
。ど
う

し
た
ら
そ
ん
な
人
間
に
な
れ
る
の
だ
ろ
う
、と
、

つ
く
づ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

德
川

　江
戸
時
代
に
は
天て

ん
か
い
そ
う
じ
ょ
う

海
僧
正
や
隠い

ん
げ
ん元

禅ぜ

ん

し師
な
ど
、有
名
な
お
坊
さ
ん
が
何
人
も
出
ま

し
た
が
、あ
る
時
期
か
ら
パ
タ
ッ
と
い
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。名
僧
の
系
譜
が
途
絶
え
た
の
に
は

理
由
が
あ
り
ま
す
。平
和
で
安
定
し
た
時
代
が

続
き
、仏
教
の
教
え
が
隅
々
ま
で
浸
透
し
て
、需

要
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。と
こ
ろ
が
明

治
以
降
、世
の
中
が
乱
れ
て
く
る
と
、ち
ょ
っ
と

有
名
な
禅
僧
が
出
て
き
た
り
す
る
。世
の
中
が

乱
れ
れ
ば
、宗
教
に
す
が
る
人
も
増
え
、突
出

し
た
宗
教
家
が
登
場
し
ま
す
。今
後
、世
の
中 四天王寺／伽藍
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德
川

　時
代
劇
や
落
語
の
中
の「
江
戸
時
代
」

は
、ご
隠
居
や
熊
さ
ん
八
っ
つ
ぁ
ん
の
よ
う
な

「
い
い
人
ば
か
り
」の
ハ
ッ
ピ
ー
な
世
界
で
す
。し

か
し
、実
際
に
は
当
時
の
日
本
も
、今
の
日
本

と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
社
会
で
し
た
。江
戸
時

代
は
エ
デ
ン
の
園
の
よ
う
に
平
和
だ
っ
た
が
、ペ

リ
ー
来
航
で
西
洋
の
近
代
文
明
に
目
覚
め
、明

治
維
新
で
近
代
国
家
の
仲
間
入
り
を
し
た
―

―
と
い
う
の
が
通
説
で
す
が
、明
治
維
新
と
い

う
の
は
む
し
ろ
、豊
臣
時
代
へ
の
先
祖
返
り
な

ん
で
す
ね
。

　

1
6
1
5（
元
和
元
）年
は「
元げ

ん

な

え

ん

ぶ

和
偃
武
」と

申
し
ま
し
て
、徳
川
家
が
豊
臣
家
を
滅
ぼ
し
て

諸
法
度
を
定
め
、「
こ
れ
で
日
本
を
平
和
に
し

ま
す
」と
公
約
を
し
た
年
で
す
。当
時
の
日
本

は
、秀
吉
の
二
度
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
っ
て
疲
弊

し
、い
つ
ま
た
戦
乱
の
世
に
逆
戻
り
す
る
か
わ
か

ら
な
い
状
態
で
し
た
。そ
こ
で
、江
戸
幕
府
は
諸

法
度
を
次
々
に
発
布
し
て
社
会
を
安
定
さ
せ
、

国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
わ
け

で
す
。戦
国
時
代
に
出
現
し
た「
好
戦
的
な
日

本
」を
、徳
川
幕
府
は
必
死
に
抑
え
込
ん
で
い

た
。と
こ
ろ
が
、明
治
維
新
以
降
、日
本
は「
戦

争
が
好
き
な
国
」に
先
祖
返
り
し
て
し
ま
い
ま

す
。そ
の
結
果
、日
本
は
戦
争
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な

り
、終
戦
を
迎
え
た
。こ
の
時
、帝
国
議
会
で
日

本
国
憲
法
を
採
択
し
た
の
が
、最
後
の
貴
族
院

議
長
を
務
め
た
私
の
曽
祖
父
で
す
。つ
ま
り
、

今
の
憲
法
は
、徳
川
時
代
以
降
の
日
本
史
の
伝

統
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

山
岡

　日
本
人
は
今
も
昔
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
、と
い
う
点
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
す

ね
。聖
徳
太
子
が
定
め
た
十
七
条
憲
法
を
よ
く

読
ん
で
み
る
と
、と
て
も
面
白
い
こ
と
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。「
上
の
者
は
下
の
者
の
面
倒
を
き

ち
ん
と
み
な
さ
い
」「
他
人
の
悪
口
を
言
わ
な
い

よ
う
に
し
な
さ
い
」「
出
張
中
の
同
僚
の
仕
事
ぐ

ら
い
、他
の
職
員
も
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
き
な

さ
い
」な
ど
、今
読
ん
で
も
的
を
射
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。聖
徳
太
子
の
時
代
も
、

豪
族
た
ち
が
好
き
勝
手
を
し
て
秩
序
が
乱
れ
た

時
代
で
す
。若
く
し
て
摂
政
と
な
っ
た
聖
徳
太

子
は
、外
国
の
書
に
学
ん
で
法
律
を
作
り
、平

和
な
日
本
の
礎
を
築
こ
う
と
さ
れ
た
。そ
の
意

味
で
は
、江
戸
幕
府
に
大
変
近
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。

瀧
藤

　聖
徳
太
子
は
四
天
王
寺
の
建
立
に
あ

た
っ
て
、「
敬き

ょ
う
で
ん
い
ん

田
院
」「
施せ

や
く
い
ん

薬
院
」「
療り

ょ
う
び
ょ
う
い
ん

病
院
」

「
悲ひ

で
ん
い
ん

田
院
」か
ら
な
る「
四し

か

い

ん

箇
院
」と
い
う
の
を

作
っ
た
ん
で
す
ね
。今
の
学
校
に
あ
た
る
敬
田

院
で
教
育
を
行
い
、施
薬
院
や
療
病
院
で
け
が

人
や
病
人
の
治
療
に
力
を
注
ぎ
、老
人
や
身
寄

り
の
な
い
方
を
養
う
悲
田
院
も
作
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
聖
徳
太
子
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ
、四
天
王

寺
で
は
今
も「
悲
田
院
」と
い
う
名
の
社
会
福

祉
施
設
を
21
件
ほ
ど
運
営
し
て
い
ま
す
。学
校

法
人
、医
療
法
人
、福
祉
法
人
が
三
位
一
体
と

な
っ
て
、四
箇
院
を
作
っ
た
聖
徳
太
子
の
精
神

を
引
き
継
い
で
い
る
わ
け
で
す
。

山
岡

　な
ぜ
、聖
徳
太
子
が
四
箇
院
を
作
っ
た

か
と
い
う
と
、仏
教
の
お
慈
悲
を
礎
と
し
た
国

造
り
を
す
る
た
め
な
ん
で
す
ね
。仏
像
を
安
置

し
て「
拝
み
な
さ
い
。ご
利
益
が
あ
り
ま
す
よ
」

と
い
う
だ
け
で
は
、人
々
に
信
用
し
て
も
ら
う

こ
と
は
で
き
な
い
。そ
こ
で
、ま
ず
四
箇
院
を
作

り
、人
々
が
切
実
に
求
め
て
い
た
も
の
を
提
供

し
た
わ
け
で
す
。口
先
だ
け
の
人
間
に
は
誰
も

つ
い
て
来
な
い
。ま
ず
は
人
々
の
悩
み
を
解
決
す

る
こ
と
が
先
決
だ
っ
た
。四
箇
院
を
体
験
し
て

も
ら
え
ば
、「
こ
れ
が
仏
教
の
お
慈
悲
と
い
う
も

の
な
の
か
。聖
徳
太
子
は
そ
れ
を
実
践
さ
れ
て

い
る
ん
だ
な
」と
い
う
こ
と
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
り

ま
す
。お
慈
悲
の
勉
強
会
を
開
い
て
も
、お
慈

悲
と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
、本
や
師
匠
か

ら
仏
教
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、そ
の

教
え
を
ち
ゃ
ん
と
実
践
で
き
て
い
る
か
と
問
わ

れ
る
と
、後
ろ
め
た
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　被
災
地
の
復
興
支
援
や
社
会
貢
献
活
動
を

「どうしたら人から慕われ、
目標にされる人間になれるのか。
日々、自問自答しています」

「口先だけの人間には
誰もついて来ない。
人々の悩みを

解決することが先決です」

瀧藤 康教
役職：和宗総本山四天王寺 執事・総務部参詣課 課長。勝鬘院 愛染堂 住職。
和宗仏教青年連盟 代表。全日本仏教青年会 副理事。職歴：和宗総本山四天
王寺

役職：和宗総本山四天王寺総務部参詣課信徒係 主任。光徳山瑞雲寺真光院 副
住職。和宗仏教青年連盟 理事。職歴：学校法人四天王寺学園。四天王寺福祉事業
団 社会福祉研修センター。和宗総本山四天王寺

山岡 武明

し
て
い
る
若
い
僧
侶
は
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、

売
名
行
為
に
な
っ
て
も
い
け
な
い
の
で
、な
か
な

か
人
目
に
触
れ
る
機
会
が
な
い
。一
方
で
、一
部
の

宗
教
者
の
悪
行
が
ニュ
ー
ス
に
な
る
と
、そ
う
い

う
面
だ
け
が
目
立
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
が
悩
ま

し
い
と
こ
ろ
で
す
。

德
川

　戦
後
日
本
は
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て

も
、国
民
の
面
倒
を
よ
く
見
る
国
だ
っ
た
ん
で

す
ね
。教
会
も
お
坊
さ
ん
も
い
ら
な
い
よ
う
な

国
だ
っ
た
の
が
、平
成
に
入
っ
て
ガ
タ
ガ
タ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。私
は
、今
こ
そ
伝
統
宗
教
の

力
と
蓄
積
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
う

の
で
す
。戦
後
の
高
度
成
長
も
終
わ
っ
て
格
差

が
広
が
り
、未
来
に
希
望
を
持
て
な
い
人
が
増

え
て
い
る
。そ
の
意
味
で
は
、聖
徳
太
子
が
活
躍

な
さ
っ
た
時
代
に
近
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。四
天
王
寺
さ
ん
は
、聖
徳
太
子
以
来
の
蓄
積

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、街
に
出
て
若
い
人
た
ち

と
話
を
す
れ
ば
、と
て
も
響
く
も
の
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

瀧
藤

　僕
ら
が
先
陣
を
切
っ
て
、出
会
っ
た
人

た
ち
に
話
を
し
て
い
く
。そ
れ
が
、遠
回
り
な
よ

う
に
見
え
て
実
は
一
番
の
近
道
な
の
か
も
し
れ

な
い
、と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

德
川

　そ
う
で
す
。た
だ
、お
話
を
な
さ
る
以
上

に
、「
人
の
話
を
聞
く
」こ
と
が
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。と
い
う
の
も
、今
は
、誰
に
も
話
を
聞
い

て
も
ら
え
な
い
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。10
人
の
話

を
聞
け
ば
、人
間
の
悩
み
は
古
代
か
ら
全
く
変

わ
っ
て
い
な
い
、と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
と

思
い
ま
す
。

　国
の
制
度
が
ガ
タ
ガ
タ
と
変
わ
っ
て
い
く
中

で
、お
寺
さ
ん
の
仕
事
は
大
変
重
要
に
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。10
年
後
に
は
、「
人
生
は
修
行
だ
」

と
思
わ
な
け
れ
ば
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
変
な

時
代
が
来
る
。世
の
中
の
混
乱
に
対
応
で
き
る

だ
け
の
深
み
を
持
ち
、何
が
し
か
の
答
え
を
出

せ
る
の
は
、日
本
に
お
い
て
は
仏
教
だ
け
な
ん
で

す
。　仏

教
の
も
う
ひ
と
つ
の
強
み
は「
国
際
性
」で

す
。近
年
、ア
ジ
ア
諸
国
は
急
速
な
経
済
成
長

を
遂
げ
て
い
ま
す
が
、日
本
と
は
仏
教
と
い
う

共
通
項
で
結
ば
れ
た
国
も
多
い
。海
外
向
け
に

「
日
本
と
は
ど
う
い
う
国
か
」を
説
明
す
る
上

で
、仏
教
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
と
思

い
ま
す
ね
。

山
岡

　四
天
王
寺
に
は
、海
外
か
ら
の
観
光
客

も
た
く
さ
ん
来
ら
れ
ま
す
。と
り
あ
え
ず
、英

語
で
礼
儀
作
法
や
御
堂
な
ど
を
解
説
す
る
説

明
版
は
作
っ
た
の
で
す
が
、外
国
の
方
に
も
日

本
の
文
化
と
お
寺
を
体
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う

な
工
夫
が
で
き
な
い
か
、と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

德
川

　英
語
版
だ
け
で
な
く
、中
国
語
版
や
韓

国
語
版
も
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。聖
徳
太
子
の

よ
う
な
傑
出
し
た
哲
人
政
治
家
は
、人
類
史
上

を
見
渡
し
て
も
1
0
0
人
は
い
な
い
と
思
い
ま

す
。そ
う
い
う
人
が
古
代
の
日
本
に
い
た
、と
い

う
こ
と
を
伝
え
る
だ
け
で
も
感
動
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
の
歳
に
な
っ
て
よ
う
や

く
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、「
生
き
て
い
る
間
、

一
度
も
い
い
人
に
会
わ
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
」と
い
う
人
が
、今
は
本
当
に
多

い
ん
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
で
は

宗
教
者
の
役
割
が
重
要
に
な
る

瀧
藤

　実
は
先
日
、境
内
で
、年
配
の
男
性
か

ら「
お
坊
さ
ん
、お
坊
さ
ん
」と
声
を
か
け
ら
れ

た
ん
で
す
。

「
こ
こ
は
聖
徳
太
子
さ
ん
の
お
寺
や
ろ
う
。弘
法

大
師
や
親
鸞
上
人
、法
然
上
人
も
お
る
。今
の

お
坊
さ
ん
は
ど
う
や
。有
名
な
人
は
お
る
か
。銅

像
に
な
る
よ
う
な
人
や
、教
科
書
に
載
る
よ
う

な
人
は
お
ら
ん
や
ろ
」

　そ
う
言
わ
れ
て
、何
も
言
い
返
せ
な
か
っ
た

ん
で
す
ね
。自
分
も
人
か
ら
慕
わ
れ
、目
標
に
さ

れ
る
よ
う
な
人
間
に
な
り
た
い
。で
も
、自
分
が

生
き
て
い
る
間
に
果
た
し
て
な
れ
る
の
か
。ど
う

し
た
ら
そ
ん
な
人
間
に
な
れ
る
の
だ
ろ
う
、と
、

つ
く
づ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

德
川

　江
戸
時
代
に
は
天て

ん
か
い
そ
う
じ
ょ
う

海
僧
正
や
隠い

ん
げ
ん元

禅ぜ

ん

し師
な
ど
、有
名
な
お
坊
さ
ん
が
何
人
も
出
ま

し
た
が
、あ
る
時
期
か
ら
パ
タ
ッ
と
い
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。名
僧
の
系
譜
が
途
絶
え
た
の
に
は

理
由
が
あ
り
ま
す
。平
和
で
安
定
し
た
時
代
が

続
き
、仏
教
の
教
え
が
隅
々
ま
で
浸
透
し
て
、需

要
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。と
こ
ろ
が
明

治
以
降
、世
の
中
が
乱
れ
て
く
る
と
、ち
ょ
っ
と

有
名
な
禅
僧
が
出
て
き
た
り
す
る
。世
の
中
が

乱
れ
れ
ば
、宗
教
に
す
が
る
人
も
増
え
、突
出

し
た
宗
教
家
が
登
場
し
ま
す
。今
後
、世
の
中 四天王寺／伽藍
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は
放
っ
て
お
い
て
も
悪
く
な
り
ま
す
か
ら
、

宗
教
家
が
求
め
ら
れ
る
機
会
は
増
え
る
と
思
い

ま
す
。

山
岡

　求
め
ら
れ
た
と
き
に
し
っ
か
り
と
活
動

で
き
る
よ
う
、修
行
し
て
準
備
し
て
お
く
こ
と
が

大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。今
、宗
教
者
と
し

て
頼
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、腐
っ
て
は
い

け
な
い
と
。

德
川

　日
本
の
経
済
成
長
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た

1
9
8
0
年
代
に
も
、悲
し
み
の
中
で
生
き
て
い

る
人
は
大
勢
い
た
わ
け
で
す
。で
も
、今
は
も
っ
と

わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

吹
き
出
し
て
い
る
。た
と
え
ば
、Ｉ
Ｔ
技
術
に
奪

わ
れ
た
仕
事
は
二
度
と
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
し
、働

き
が
い
の
あ
る
仕
事
は
減
る一方
で
す
。そ
の
分
、

私
た
ち
は
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。あ
る
意
味
、昔
の
日
本
に
近
づ
い
て
い
る

と
いっ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

山
岡

　た
し
か
に
、「
お
寺
が
求
め
ら
れ
て
い

る
」と
感
じ
る
機
会
は
増
え
て
い
ま
す
。最
近
、

役
所
か
ら
、「
境
内
で
子
供
た
ち
向
け
の
イ
ベ
ン

ト
を
開
き
た
い
」と
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

ん
で
す
ね
。昔
は
宗
教
色
が
つ
く
の
を
嫌
っ
て
い

た
役
所
が
、お
寺
に
寄
っ
て
来
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。今
は
、子
供
た
ち
に
心
の
豊
か

さ
や
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
学
ば
せ
た
い
、

と
願
う
人
た
ち
が
増
え
て
い
る
。歴
史
と
伝
統

を
求
め
て
お
寺
に
来
ら
れ
る
方
も
い
れ
ば
、ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
な
癒
し
を
求
め
て
来
ら
れ
る
方
も

い
て
、確
実
に
仏
教
ブ
ー
ム
が
来
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
、伝
統
の
上
で

新
し
い
試
み
を
す
る
た
め
の
土
台
作
り
を
や
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。「
救
わ
れ
ま
し
た
」「
あ
り

が
と
う
」と
い
う
声
は
し
ょっ
ち
ゅ
う
聞
き
ま
す

の
で
、そ
れ
を
次
の
世
代
に
も
体
験
し
て
も
ら

え
た
ら
、と
思
い
ま
す
ね
。

德
川

　そ
う
い
う
声
は
、具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
状
況
で
聞
か
れ
る
の
で
す
か
。

瀧
藤

　お
寺
に
は
い
ろ
い
ろ
な
電
話
が
か
か
っ

て
く
る
ん
で
す
が
、仏
事
相
談
だ
け
で
な
く
悩

み
事
の
相
談
も
多
い
ん
で
す
ね
。な
か
に
は
、

「
今
す
ぐ
死
に
た
い
」「
私
は
こ
れ
か
ら
ど
う
し

て
生
き
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
」と
言
わ
れ
る
方
も

い
ま
す
。誰
か
に
悩
み
を
聞
い
て
欲
し
い
。で
も
、

誰
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
。在
家
の
職
員
で
は

な
く
お
坊
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、そ

れ
だ
け
で
安
心
す
る
ん
だ
、と
言
う
ん
で
す
ね
。

我
々
も
電
話
を
と
っ
た
か
ら
に
は
、こ
の
人
た
ち

を
ど
う
に
か
し
て
安
心
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
存

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。時
に
は
1
時
間
以

上
、延
々
と
話
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
ど

う
で
す
か
、す
っ
き
り
し
ま
し
た
か
」と
聞
く

と
、「
安
心
し
ま
し
た
。で
も
、明
日
も
か
け
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」と
言
う
人
も
い
ま
す
。そ
れ
で

も
、安
心
し
て
い
た
だ
い
て
、最
後
に「
あ
り
が

と
う
」と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

仏
教
に
帰
依
し
て
き
た
者
と
し
て
本
当
に
大
切

な
こ
と
だ
な
、と
感
じ
ま
す
。

山
岡

　悩
み
事
を
繰
り
返
し
聞
い
て
、ち
ょっ
と

ず
つ
い
い
方
に
向
か
っ
て
き
た
か
と
思
う
と「
死

に
た
い
」と
言
っ
た
り
す
る
の
で
、難
し
い
と
こ
ろ

で
は
あ
る
ん
で
す
。で
も
、そ
う
や
っ
て
耳
を
傾

け
る
う
ち
に
、一
瞬
一
瞬
、自
分
の
親
の
話
を
聞

く
の
と
同
じ
気
持
ち
で
他
人
に
も
接
す
る
、と

い
う
心
境
に
な
っ
て
く
る
。修
行
で
す
よ
ね
。

　お
坊
さ
ん
は
少
な
か
ら
ず
、そ
う
い
う
気
持

ち
を
持
っ
て
い
る
。そ
の
背
中
を
た
く
さ
ん
の
人

に
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、世
の
中
に
出
て
活

動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。で
も
、僕
ら
が
そ

ん
な
気
持
ち
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、世
間
一
般

に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。今
後
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
な
、と
い
う
思
い
も
あ
る
ん
で
す
。

德
川

　そ
れ
は
、と
て
も
嬉
し
い
お
話
で
す
。既

成
宗
教
の
危
機
は
ど
の
国
で
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、今
の
日
本
は
無
慈
悲
な
社
会
に
な
り
つ

つ
あ
る
か
ら
、慈
悲
の
教
え
が
広
が
る
余
地
は

大
変
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。お
寺
の
数
が
こ
こ

ま
で
増
え
た
の
は
、江
戸
時
代
の
寺
請
け
制
度

に
お
い
て
、戸
籍
管
理
と
い
う
公
務
を
担
っ
て
い

た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。

　一方
、今
は
政
教
分
離
の
時
代
で
す
か
ら
、お

寺
が
苦
し
い
の
は
当
然
な
ん
で
す
。そ
の
中
で
、

聖
徳
太
子
以
来
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、そ
れ
を

広
げ
て
い
こ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

先
人
の
思
い
を
後
世
に
引
き
継
ぎ

協
働
し
て
発
信
し
て
い
き
た
い

司
会

　お
話
を
伺
っ
て
い
て
、今
後
は
仏
教
の

教
え
を
社
会
の
中
で
実
践
し
て
い
く
こ
と
が

ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
、と
感
じ
ま
し
た
。そ
の

点
で
、德
川
さ
ん
と
四
天
王
寺
さ
ん
は
認
識
を

共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。今
後
、何
ら
か

の
形
で
協
働
し
て
い
か
れ
る
お
考
え
は
あ
り
ま

す
か
。

山
岡

　今
の
日
本
を
築
い
た
タ
ー
ニン
グ
ポ
イ
ン

ト
の一つ
に
聖
徳
太
子
の
時
代
が
あ
り
、江
戸
時
代

が
あ
る
。共
通
す
る
の
は
、平
和
を
希
求
し
た
点

に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。徳
川
家
の
名
を
背
負
い
、

後
世
に
引
き
継
ぐ
使
命
を
持
っ
た
方
が
ど
の
よ
う

な
発
言
を
さ
れ
る
の
か
、多
く
の
人
は
興
味
を
掻

き
立
て
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
意
味
で
は
大

変
な
発
信
力
を
お
持
ち
で
す
か
ら
、今
後
も
い
ろ

い
ろ
な
発
言
を
通
じ
て
影
響
力
を
発
揮
す
る
存

在
に
なっ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。ぜ
ひ
、僕
ら
の

心
を
動
か
し
て
リ
ー
ド
す
る
存
在
に
な
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

德
川

　聖
徳
太
子
は
貧
し
い
人
、苦
し
む
人
に

ま
で
目
配
り
し
た
政
治
を
行
い
ま
し
た
が
、そ

の
精
神
は
、平
安
時
代
か
ら
室
町
・
戦
国
時
代

に
至
る
ま
で
休
眠
状
態
だ
っ
た
。と
こ
ろ
が
江

戸
幕
府
の
時
代
に
な
る
と
、再
び
全
国
民
の
た

め
の
政
治
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。聖
徳

太
子
の
精
神
が
、江
戸
時
代
に
復
活
す
る
わ
け

で
す
。で
は
、「
徳
川
家
康
は
聖
徳
太
子
を
ど
こ

ま
で
意
識
し
て
い
た
の
か
」と
い
う
点
を
、歴
史

的
事
実
と
し
て
解
明
し
た
い
。そ
れ
と
同
時
に
、

江
戸
時
代
の
大
阪
は
き
わ
め
て
大
き
な
重
要
な

町
だ
っ
た
の
で
、徳
川
幕
府
は
四
天
王
寺
を
ど

う
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
も
調
べ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。聖
徳
太
子
と
徳
川
家
康
は
、日
本

史
の
中
で
同
じ
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。そ
れ

を
、四
天
王
寺
さ
ん
と
協
働
し
て
発
信
で
き
た

ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

司
会

　最
後
に
、全
国
寺
社
観
光
協
会
へ
の
期

待
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

德
川

　東
京
に
は
、徳
川
家
ゆ
か
り
の
増
上
寺

と
寛
永
寺
が
あ
り
ま
す
。両
寺
と
も
空
襲
で
焼

失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、戦
前
の
姿
を
ビ
ジ
ュ
ア

ル
化
す
る
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
け
る
と
あ

り
が
た
い
で
す
ね
。増
上
寺
は
古
い
写
真
が
か

な
り
残
っ
て
い
る
の
で
、Ｃ
Ｇ
を
使
え
ば
完
全
復

元
が
可
能
で
す
。そ
の
点
で
お
力
添
え
を
い
た

だ
け
れ
ば
、と
思
い
ま
す
。

山
岡

　ま
ず
は
、今
回
の
対
談
の
機
会
を
作
っ

て
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今
は

各
寺
院
の
や
り
く
り
が
大
変
に
な
り
、寺
院
同

士
の
つ
な
が
り
も
薄
く
な
っ
て
い
ま
す
。全
国
寺

社
観
光
協
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
、今

後
も〝
つ
な
ぎ
役
〟と
し
て
活
躍
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

瀧
藤

　全
国
寺
社
観
光
協
会
の
監
修
で
、大

阪
の
下
寺
町
に「
和
空
」と
い
う
宿
坊
が
で
き
た

時
は
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。和
空
で
は
、坐
禅

や
法
話
、写
経
な
ど
、仏
教
を
知
ら
な
い
人
に

も
仏
教
を
体
験
し
て
い
た
だ
け
る
仕
組
み
を
た

く
さ
ん
作
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。そ
こ
か
ら

会
話
が
生
ま
れ
、再
び
地
域
全
体
が
仲
よ
く
な

れ
る
時
代
が
も
う
一
度
来
る
か
も
し
れ
な
い
。こ

れ
か
ら
も
、人
と
お
寺
、お
寺
同
士
を
つ
な
ぐ
、

和
空
の
よ
う
な
場
を
作
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

司
会

　あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

公益財団法人　德川記念財団

德川記念財団は、德川宗家（将軍家・公爵家）に伝来した歴史
的・美術的・学術的重要品を広く学術研究ならびに社会教育上
の公益に供し、日本近世並びに近代の研究の発展に寄与するこ
とを目的として、2003（平成15）年4月に德川宗家18代当主德川
恒孝が設立し、2011（平成23）年4月に公益財団法人に認定さ
れた。主な事業は下記の通り。

1.德川宗家伝来資料の保存管理修復・関連資料収集。
2.久能山東照宮博物館・日光山輪王寺宝物殿における常設展示
（自主企画）。全国各地での関連展覧会の共催。他館への特別
協力や出品協力などの展示活動。図録の編集・刊行など。

3.所蔵資料の調査・研究、研究機関との共同調査・研究。
4.日本近世史研究の業績への表彰や奨励を目的とした「德川

賞」「德川奨励賞」を選定、授与。
5.古文書講座の開催、児童・生徒を対象とした作文コンクールの

実施、歴史講座等への講師派遣、年2回の会報発行など。

当財団の事業活動は賛助会員の皆様からのご支援によって支え
られております。さらなる歴史・文化の継承には皆様からのご支援
が必要です。ご検討いただければ幸いです。賛助会員・ご寄附の
お申込み方法など詳細は下記までお問い合わせください。

〒151-0064　東京都渋谷区上原2-35-5-203
TEL：03-5790-1110/2620
http://www.tokugawa.ne.jp 　jimukyoku@tokugawa.ne.jp

和宗総本山　四天王寺

四天王寺は今から1400年以上前、593（推古天皇元）年に建
立された。『日本書紀』の伝えるところでは、物部守屋と蘇我馬
子の合戦の折り、崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢
の不利を打開するために、自ら四天王像を彫り「もし、この戦い
に勝利したら、四天王を安置する寺院を建立しこの世の全ての
人々を救済する」と誓願され、勝利の後その誓いを果すため
に、建立したと伝えている。

2022年には聖徳太子の没後1400年にあたる「御聖忌（ごせ
いき）」を迎える。四天王寺では「御聖忌」を迎えるにあたって
中心伽藍の改修工事を始め、聖霊院の増改築や、建造物・境
内一円の改修・整備が行われていて、またこれを善きご縁とし
て多くの人々に
四天王寺を身近
に感じていただ
き、太子のご遺
徳を後世に伝え
ることを目的とし
た奉 賛 会が 結
成されている。

〒543-0051  大阪市天王寺区四天王寺1 丁目11 番18 号
TEL：06-6771-0066
http://www.shitennoji.or.jp/

金堂



07 Vol.14 Vol.14 06

は
放
っ
て
お
い
て
も
悪
く
な
り
ま
す
か
ら
、

宗
教
家
が
求
め
ら
れ
る
機
会
は
増
え
る
と
思
い

ま
す
。

山
岡

　求
め
ら
れ
た
と
き
に
し
っ
か
り
と
活
動

で
き
る
よ
う
、修
行
し
て
準
備
し
て
お
く
こ
と
が

大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。今
、宗
教
者
と
し

て
頼
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、腐
っ
て
は
い

け
な
い
と
。

德
川

　日
本
の
経
済
成
長
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た

1
9
8
0
年
代
に
も
、悲
し
み
の
中
で
生
き
て
い

る
人
は
大
勢
い
た
わ
け
で
す
。で
も
、今
は
も
っ
と

わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

吹
き
出
し
て
い
る
。た
と
え
ば
、Ｉ
Ｔ
技
術
に
奪

わ
れ
た
仕
事
は
二
度
と
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
し
、働

き
が
い
の
あ
る
仕
事
は
減
る一方
で
す
。そ
の
分
、

私
た
ち
は
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。あ
る
意
味
、昔
の
日
本
に
近
づ
い
て
い
る

と
いっ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

山
岡

　た
し
か
に
、「
お
寺
が
求
め
ら
れ
て
い

る
」と
感
じ
る
機
会
は
増
え
て
い
ま
す
。最
近
、

役
所
か
ら
、「
境
内
で
子
供
た
ち
向
け
の
イ
ベ
ン

ト
を
開
き
た
い
」と
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

ん
で
す
ね
。昔
は
宗
教
色
が
つ
く
の
を
嫌
っ
て
い

た
役
所
が
、お
寺
に
寄
っ
て
来
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。今
は
、子
供
た
ち
に
心
の
豊
か

さ
や
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
学
ば
せ
た
い
、

と
願
う
人
た
ち
が
増
え
て
い
る
。歴
史
と
伝
統

を
求
め
て
お
寺
に
来
ら
れ
る
方
も
い
れ
ば
、ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
な
癒
し
を
求
め
て
来
ら
れ
る
方
も

い
て
、確
実
に
仏
教
ブ
ー
ム
が
来
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
、伝
統
の
上
で

新
し
い
試
み
を
す
る
た
め
の
土
台
作
り
を
や
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。「
救
わ
れ
ま
し
た
」「
あ
り

が
と
う
」と
い
う
声
は
し
ょっ
ち
ゅ
う
聞
き
ま
す

の
で
、そ
れ
を
次
の
世
代
に
も
体
験
し
て
も
ら

え
た
ら
、と
思
い
ま
す
ね
。

德
川

　そ
う
い
う
声
は
、具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
状
況
で
聞
か
れ
る
の
で
す
か
。

瀧
藤

　お
寺
に
は
い
ろ
い
ろ
な
電
話
が
か
か
っ

て
く
る
ん
で
す
が
、仏
事
相
談
だ
け
で
な
く
悩

み
事
の
相
談
も
多
い
ん
で
す
ね
。な
か
に
は
、

「
今
す
ぐ
死
に
た
い
」「
私
は
こ
れ
か
ら
ど
う
し

て
生
き
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
」と
言
わ
れ
る
方
も

い
ま
す
。誰
か
に
悩
み
を
聞
い
て
欲
し
い
。で
も
、

誰
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
。在
家
の
職
員
で
は

な
く
お
坊
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、そ

れ
だ
け
で
安
心
す
る
ん
だ
、と
言
う
ん
で
す
ね
。

我
々
も
電
話
を
と
っ
た
か
ら
に
は
、こ
の
人
た
ち

を
ど
う
に
か
し
て
安
心
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
存

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。時
に
は
1
時
間
以

上
、延
々
と
話
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
ど

う
で
す
か
、す
っ
き
り
し
ま
し
た
か
」と
聞
く

と
、「
安
心
し
ま
し
た
。で
も
、明
日
も
か
け
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」と
言
う
人
も
い
ま
す
。そ
れ
で

も
、安
心
し
て
い
た
だ
い
て
、最
後
に「
あ
り
が

と
う
」と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

仏
教
に
帰
依
し
て
き
た
者
と
し
て
本
当
に
大
切

な
こ
と
だ
な
、と
感
じ
ま
す
。

山
岡

　悩
み
事
を
繰
り
返
し
聞
い
て
、ち
ょっ
と

ず
つ
い
い
方
に
向
か
っ
て
き
た
か
と
思
う
と「
死

に
た
い
」と
言
っ
た
り
す
る
の
で
、難
し
い
と
こ
ろ

で
は
あ
る
ん
で
す
。で
も
、そ
う
や
っ
て
耳
を
傾

け
る
う
ち
に
、一
瞬
一
瞬
、自
分
の
親
の
話
を
聞

く
の
と
同
じ
気
持
ち
で
他
人
に
も
接
す
る
、と

い
う
心
境
に
な
っ
て
く
る
。修
行
で
す
よ
ね
。

　お
坊
さ
ん
は
少
な
か
ら
ず
、そ
う
い
う
気
持

ち
を
持
っ
て
い
る
。そ
の
背
中
を
た
く
さ
ん
の
人

に
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、世
の
中
に
出
て
活

動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。で
も
、僕
ら
が
そ

ん
な
気
持
ち
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、世
間
一
般

に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。今
後
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
な
、と
い
う
思
い
も
あ
る
ん
で
す
。

德
川

　そ
れ
は
、と
て
も
嬉
し
い
お
話
で
す
。既

成
宗
教
の
危
機
は
ど
の
国
で
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、今
の
日
本
は
無
慈
悲
な
社
会
に
な
り
つ

つ
あ
る
か
ら
、慈
悲
の
教
え
が
広
が
る
余
地
は

大
変
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。お
寺
の
数
が
こ
こ

ま
で
増
え
た
の
は
、江
戸
時
代
の
寺
請
け
制
度

に
お
い
て
、戸
籍
管
理
と
い
う
公
務
を
担
っ
て
い

た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。

　一方
、今
は
政
教
分
離
の
時
代
で
す
か
ら
、お

寺
が
苦
し
い
の
は
当
然
な
ん
で
す
。そ
の
中
で
、

聖
徳
太
子
以
来
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、そ
れ
を

広
げ
て
い
こ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

先
人
の
思
い
を
後
世
に
引
き
継
ぎ

協
働
し
て
発
信
し
て
い
き
た
い

司
会

　お
話
を
伺
っ
て
い
て
、今
後
は
仏
教
の

教
え
を
社
会
の
中
で
実
践
し
て
い
く
こ
と
が

ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
、と
感
じ
ま
し
た
。そ
の

点
で
、德
川
さ
ん
と
四
天
王
寺
さ
ん
は
認
識
を

共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。今
後
、何
ら
か

の
形
で
協
働
し
て
い
か
れ
る
お
考
え
は
あ
り
ま

す
か
。

山
岡

　今
の
日
本
を
築
い
た
タ
ー
ニン
グ
ポ
イ
ン

ト
の一つ
に
聖
徳
太
子
の
時
代
が
あ
り
、江
戸
時
代

が
あ
る
。共
通
す
る
の
は
、平
和
を
希
求
し
た
点

に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。徳
川
家
の
名
を
背
負
い
、

後
世
に
引
き
継
ぐ
使
命
を
持
っ
た
方
が
ど
の
よ
う

な
発
言
を
さ
れ
る
の
か
、多
く
の
人
は
興
味
を
掻

き
立
て
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
意
味
で
は
大

変
な
発
信
力
を
お
持
ち
で
す
か
ら
、今
後
も
い
ろ

い
ろ
な
発
言
を
通
じ
て
影
響
力
を
発
揮
す
る
存

在
に
なっ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。ぜ
ひ
、僕
ら
の

心
を
動
か
し
て
リ
ー
ド
す
る
存
在
に
な
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

德
川

　聖
徳
太
子
は
貧
し
い
人
、苦
し
む
人
に

ま
で
目
配
り
し
た
政
治
を
行
い
ま
し
た
が
、そ

の
精
神
は
、平
安
時
代
か
ら
室
町
・
戦
国
時
代

に
至
る
ま
で
休
眠
状
態
だ
っ
た
。と
こ
ろ
が
江

戸
幕
府
の
時
代
に
な
る
と
、再
び
全
国
民
の
た

め
の
政
治
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。聖
徳

太
子
の
精
神
が
、江
戸
時
代
に
復
活
す
る
わ
け

で
す
。で
は
、「
徳
川
家
康
は
聖
徳
太
子
を
ど
こ

ま
で
意
識
し
て
い
た
の
か
」と
い
う
点
を
、歴
史

的
事
実
と
し
て
解
明
し
た
い
。そ
れ
と
同
時
に
、

江
戸
時
代
の
大
阪
は
き
わ
め
て
大
き
な
重
要
な

町
だ
っ
た
の
で
、徳
川
幕
府
は
四
天
王
寺
を
ど

う
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
も
調
べ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。聖
徳
太
子
と
徳
川
家
康
は
、日
本

史
の
中
で
同
じ
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。そ
れ

を
、四
天
王
寺
さ
ん
と
協
働
し
て
発
信
で
き
た

ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

司
会

　最
後
に
、全
国
寺
社
観
光
協
会
へ
の
期

待
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

德
川

　東
京
に
は
、徳
川
家
ゆ
か
り
の
増
上
寺

と
寛
永
寺
が
あ
り
ま
す
。両
寺
と
も
空
襲
で
焼

失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、戦
前
の
姿
を
ビ
ジ
ュ
ア

ル
化
す
る
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
け
る
と
あ

り
が
た
い
で
す
ね
。増
上
寺
は
古
い
写
真
が
か

な
り
残
っ
て
い
る
の
で
、Ｃ
Ｇ
を
使
え
ば
完
全
復

元
が
可
能
で
す
。そ
の
点
で
お
力
添
え
を
い
た

だ
け
れ
ば
、と
思
い
ま
す
。

山
岡

　ま
ず
は
、今
回
の
対
談
の
機
会
を
作
っ

て
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今
は

各
寺
院
の
や
り
く
り
が
大
変
に
な
り
、寺
院
同

士
の
つ
な
が
り
も
薄
く
な
っ
て
い
ま
す
。全
国
寺

社
観
光
協
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
、今

後
も〝
つ
な
ぎ
役
〟と
し
て
活
躍
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

瀧
藤

　全
国
寺
社
観
光
協
会
の
監
修
で
、大

阪
の
下
寺
町
に「
和
空
」と
い
う
宿
坊
が
で
き
た

時
は
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。和
空
で
は
、坐
禅

や
法
話
、写
経
な
ど
、仏
教
を
知
ら
な
い
人
に

も
仏
教
を
体
験
し
て
い
た
だ
け
る
仕
組
み
を
た

く
さ
ん
作
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。そ
こ
か
ら

会
話
が
生
ま
れ
、再
び
地
域
全
体
が
仲
よ
く
な

れ
る
時
代
が
も
う
一
度
来
る
か
も
し
れ
な
い
。こ

れ
か
ら
も
、人
と
お
寺
、お
寺
同
士
を
つ
な
ぐ
、

和
空
の
よ
う
な
場
を
作
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

司
会

　あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

公益財団法人　德川記念財団

德川記念財団は、德川宗家（将軍家・公爵家）に伝来した歴史
的・美術的・学術的重要品を広く学術研究ならびに社会教育上
の公益に供し、日本近世並びに近代の研究の発展に寄与するこ
とを目的として、2003（平成15）年4月に德川宗家18代当主德川
恒孝が設立し、2011（平成23）年4月に公益財団法人に認定さ
れた。主な事業は下記の通り。

1.德川宗家伝来資料の保存管理修復・関連資料収集。
2.久能山東照宮博物館・日光山輪王寺宝物殿における常設展示
（自主企画）。全国各地での関連展覧会の共催。他館への特別
協力や出品協力などの展示活動。図録の編集・刊行など。

3.所蔵資料の調査・研究、研究機関との共同調査・研究。
4.日本近世史研究の業績への表彰や奨励を目的とした「德川

賞」「德川奨励賞」を選定、授与。
5.古文書講座の開催、児童・生徒を対象とした作文コンクールの

実施、歴史講座等への講師派遣、年2回の会報発行など。

当財団の事業活動は賛助会員の皆様からのご支援によって支え
られております。さらなる歴史・文化の継承には皆様からのご支援
が必要です。ご検討いただければ幸いです。賛助会員・ご寄附の
お申込み方法など詳細は下記までお問い合わせください。

〒151-0064　東京都渋谷区上原2-35-5-203
TEL：03-5790-1110/2620
http://www.tokugawa.ne.jp 　jimukyoku@tokugawa.ne.jp

和宗総本山　四天王寺

四天王寺は今から1400年以上前、593（推古天皇元）年に建
立された。『日本書紀』の伝えるところでは、物部守屋と蘇我馬
子の合戦の折り、崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢
の不利を打開するために、自ら四天王像を彫り「もし、この戦い
に勝利したら、四天王を安置する寺院を建立しこの世の全ての
人々を救済する」と誓願され、勝利の後その誓いを果すため
に、建立したと伝えている。

2022年には聖徳太子の没後1400年にあたる「御聖忌（ごせ
いき）」を迎える。四天王寺では「御聖忌」を迎えるにあたって
中心伽藍の改修工事を始め、聖霊院の増改築や、建造物・境
内一円の改修・整備が行われていて、またこれを善きご縁とし
て多くの人々に
四天王寺を身近
に感じていただ
き、太子のご遺
徳を後世に伝え
ることを目的とし
た奉 賛 会が 結
成されている。

〒543-0051  大阪市天王寺区四天王寺1 丁目11 番18 号
TEL：06-6771-0066
http://www.shitennoji.or.jp/

金堂



高齢化社会に備えて
〜 社寺のバリアフリーを考える 〜
社寺において高齢者の訪問数が増加する昨今、設備のバリアフリー化の必要性も高まりつつある。

今回の編集企画では、社寺の環境整備の一つとして

「バリアフリー化」について考えてみたい。

ハード面におけるバリアフリーは、文化財・宗教施設という面から難しいという声もあるが、

導入にむけた共通認識の持ち方や、実際にバリアフリーを進めている社寺の事例をご紹介する。

編 集 企 画

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
や
バ
リ
ア

フ
リ
ー
と
い
っ
た
視
点
か
ら
誰
も
が

暮
ら
し
や
す
く
、
移
動
し
や
す
い
街

づ
く
り
を
進
め
て
い
る
の
が
、
中
央

大
学
研
究
開
発
機
構
の
秋あ

き
や
ま
て
つ
お

山
哲
男

教
授
。
今
回
は
秋
山
教
授
に
社
会

に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
必
要
性
、

ま
た
、
社
寺
で
取
り
組
ん
で
い
る
事

例
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
進
め
る
た
め

の
具
体
的
な
方
法
、
今
後
の
課
題
な

ど
を
お
聞
き
し
た
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
う
視
点
は

動
き
や
す
さ
の
確
保
の一手
段

秋
山
教
授
は
移
動
そ
の
も
の
や
動

き
や
す
さ
を
表
す
『
モ
ビ
リ
テ
ィ
』
と

い
う
概
念
に
主
眼
を
置
き
、
お
も
に

障
害
者
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
に
関
す

る
研
究
を
行
っ
て
い
る
。「
ユニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
う

視
点
は
、
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る

た
め
の
ツ
ー
ル
。
し
か
も
そ
れ
は
駅
舎

京
都
の
清
水
寺
が
『
重
要
文
化
財

を
活
か
し
た
寺
社
地
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
』（
受
賞
タ
イ
ト
ル
）で
受
賞
。

清
水
寺
で
は
国
宝
・
重
要
文
化
財

が
建
ち
並
ん
で
お
り
、
改
修
す
る
た

め
の
制
約
が
多
い
上
、
高
低
差
の
大

き
い
傾
斜
地
に
建
つ
な
ど
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
に
は
厳
し
い
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
文
化
財
の
確
保

や
景
観
へ
の
配
慮
も
し
つ
つ
、
車
い

す
用
の
舗
装
や
参
拝
路
の
ス
ロ
ー
プ

整
備
な
ど
を
行
っ
て
境
内
を
一
周
で

き
る
段
差
の
な
い
参
拝
ル
ー
ト
を
確

保
。
ま
た
、
参
拝
ル
ー
ト
上
に
３
つ

の
多
機
能
ト
イ
レ
も
設
置
し
た
ほ

か
、
拝
観
入
口
近
く
ま
で
車
で
ア
プ

ロ
ー
チ
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

「
こ
の
ほ
か
、
私
の
調
査
で
は
重

要
文
化
財
や
国
宝
が
あ
る
場
合
、

形
を
変
え
る
こ
と
な
く
仮
設
の
ス

ロ
ー
プ
を
付
け
る
な
ど
の
工
夫
を
し

て
い
る
社
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
地
面
が
玉
砂
利
だ
っ
た
場
合
は
、

『
車
い
す
を
押
し
ま
す
』
と
い
っ
た
人

的
支
援
で
バ
リ
ア
を
解
消
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
」
と
秋
山
教

授
は
言
う
。
半
面
、
ま
っ
た
く
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
が
進
ん
で
い
な
い
ケ
ー
ス

や
車
両
と
いっ
た
限
ら
れ
た
空
間
で
な

く
、
移
動
困
難
者
が
動
き
や
す
い
よ

う
な
街
に
す
る
こ
と
が
肝
要
。
モ
ビ
リ

テ
ィ
確
保
は
イ
コ
ー
ル
街
づ
く
り
な
の

で
す
」
と
秋
山
教
授
。

こ
う
し
た
高
齢
者
や
障
害
者
と

い
っ
た
移
動
困
難
者
が
移
動
し
や
す

い
公
共
交
通
機
関
や
建
築
物
、
道
路

な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
総
合
的

に
進
め
る
た
め
の
良
い
評
価
事
例
を

紹
介
す
る一つ
が
、
秋
山
教
授
が
委
員

長
を
務
め
る
『
国
土
交
通
省
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
推
進
功
労
者
大
臣
表
彰
』

だ
。
同
委
員
会
で
は
毎
年
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
に
貢
献
し
た
個
人
や
団
体

を
表
彰
。
10
回
目
の
今
年
は
仙
台
市

交
通
局
や
全
日
空
輸
株
式
会
社
な
ど

が
受
賞
し
た
。

国
宝
や
重
要
文
化
財
は

仮
設
の
設
備
や
人
的
支
援
で

こ
の
大
臣
表
彰
で
は
、
第
４
回
に

も
あ
り
、「
社
寺
は
二
極
化
に
な
っ
て

い
る
」（
秋
山
教
授
）
と
い
う
。

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は

幅
と
段
差
と
ト
イ
レ

実
際
に
社
寺
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

を
進
め
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ハ
ー

ド
ル
が
あ
る
の
か
。
秋
山
教
授
は「
３

つ
の
関
門
が
あ
り
ま
す
」
と
指
摘
す

る
。
１
つ
目
は
「
国
宝
、
も
し
く
は

歴
史
的
建
造
物
か
ど
う
か
」。
文
化

財
の
場
合
は
許
可
を
得
た
り
、
形
を

崩
さ
な
い
よ
う
に
整
備
す
る
必
要
が

出
て
く
る
。
２
つ
目
が
「
地
形
」。
傾

斜
地
で
段
差
が
多
か
っ
た
り
す
る
と

そ
の
分
、
整
備
も
大
変
に
な
る
。
３

つ
目
が
「
公
私
」。
社
寺
の
敷
地
が
個

人
の
所
有
の
場
合
、
所
有
者
の
考
え

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら
だ
。「
こ

れ
ら
の
問
題
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
し
、

ど
こ
ま
で
整
備
可
能
な
の
か
を
調
査

し
て
、
方
法
論
を
考
え
て
い
く
こ
と

が
第
一歩
」
と
秋
山
教
授
は
ア
ド
バ
イ

ス
す
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
は
何
か
ら
手

を
つ
け
れ
ば
い
い
の
か
。
秋

山
教
授
は
「
車
い
す
の
人

が
お
参
り
し
て
ト
イ
レ
を

利
用
す
る
こ
と
を
基
本
と

す
る
と
分
か
り
や
す
い
の

で
は
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
。
そ

の
際
の
前
提
と
な
る
の
が
、

「
幅
」と「
段
差
」だ
と
い
う
。

幅
は
車
い
す
が
通
れ
る
90

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
は
確
保
し

た
い
。
ま
た
、段
差
は
ス
ロ
ー

プ
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
を

設
置
す
る
。
ト
イ
レ
は
、
車

い
す
だ
け
で
な
く
、
ベ
ビ
ー

カ
ー
、
オ
ス
ト
メ
イ
ト
（
人

工
肛
門
・
膀
胱
保
有
者
）
な
ど
多
様

な
人
が
使
え
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要

が
あ
る
。「
幅
と
段
差
と
ト
イ
レ
。
こ

れ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
最
低
限
、
こ

れ
が
そ
ろ
え
ば
あ
る
程
度
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
を
ク
リ
ア
で
き
る
の
で
は
」
と

秋
山
教
授
。
ま
た
、「
前
出
の
社
寺

の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
設
備
が
な
い
分
、

人
的
に
支
援
す
る
と
い
う
の
も
１
つ

の
方
法
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
幅
も
広
が
り
ま
す
」
と

い
う
。

一
方
、
こ
う
し
た
整
備
を
進
め
る

前
に
基
本
構
想
を
練
る
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
。
そ
の
際
、「
社
寺
単
独

で
計
画
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
例

え
ば
駅
か
ら
社
寺
ま
で
の
ル
ー
ト
な

ど
、
周
辺
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
考
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イ
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国
土
交
通
省
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
推
進
功
労
者
表
彰
選
考
委
員
会 

委
員
長
　秋
山
哲
男
さ
ん

は
、
形
を
変
え
る
こ
と
な
く
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

「
例
え
ば
、
チ
ェ
コ
共
和
国
の
プ

ラ
ハ
で
は
、
中
世
の
古
い
城
と
近
代

の
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
の
建
築
物
が
共
存

し
、
街
と
し
て
の
魅
力
を
高
め
て
い

る
。
つ
ま
り
、
古
い
歴
史
と
新
し
い

考
え
方
の
ど
こ
で
折
り
合
い
を
つ
け

る
か
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
だ
け
で
す
べ
て

を
進
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
人
々

の
生
き
ざ
ま
を
ど
う
や
っ
て
変
え
て
い

け
る
の
か
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
目
指

す
と
こ
ろ
で
す
」

秋
山
教
授
は
言
う
。「
今
後
、
高

齢
化
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く
中
で

参
拝
客
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
、

折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
を
進
め
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

行
政
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら
計
画
を

進
め
る
こ
と
が
大
切
。そ
れ
に
よ
っ
て
、

社
寺
も
生
き
る
し
、
街
も
生
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
」
と
秋
山
教
授
は
助

言
す
る
。

古
い
歴
史
と
新
し
い
考
え
方
、

二
者
の
融
合
で
魅
力
を
向
上

魅
力
あ
る
社
寺
、
そ
し
て
魅
力

あ
る
街
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
、
だ

れ
も
が
利
用
し
や
す
い
、
移
動
し
や

す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
は
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
社

寺
の
よ
う
な
歴
史
的
建
造
物
は
街

の
顔
と
し
て
重
要
な
存
在
感
を
持
っ

て
お
り
、
と
く
に
国
宝
な
ど
の
場
合

中央大学研究開発機構　秋山哲男教授

※イメージ

＜関連サイト＞

■ 中央大学研究開発機構　
http://www.chuo-u.ac. jp/research/
rdi/

■ 国土交通省バリアフリー化推進功労者
　大臣表彰
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000
001.html

魅
力
あ
る
社
寺

そ
し
て
街
づ
く
り
の
た
め
に

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を

続
い
て
、
い
ち
早
く
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
取
り
組
ん
で
い
る
宝
塚
市
・
中
山

寺
な
ど
の
事
例
を
ご
紹
介
す
る
。
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高齢化社会に備えて
〜 社寺のバリアフリーを考える 〜
社寺において高齢者の訪問数が増加する昨今、設備のバリアフリー化の必要性も高まりつつある。

今回の編集企画では、社寺の環境整備の一つとして

「バリアフリー化」について考えてみたい。

ハード面におけるバリアフリーは、文化財・宗教施設という面から難しいという声もあるが、

導入にむけた共通認識の持ち方や、実際にバリアフリーを進めている社寺の事例をご紹介する。

編 集 企 画

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
や
バ
リ
ア

フ
リ
ー
と
い
っ
た
視
点
か
ら
誰
も
が

暮
ら
し
や
す
く
、
移
動
し
や
す
い
街

づ
く
り
を
進
め
て
い
る
の
が
、
中
央

大
学
研
究
開
発
機
構
の
秋あ

き
や
ま
て
つ
お

山
哲
男

教
授
。
今
回
は
秋
山
教
授
に
社
会

に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
必
要
性
、

ま
た
、
社
寺
で
取
り
組
ん
で
い
る
事

例
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
進
め
る
た
め

の
具
体
的
な
方
法
、
今
後
の
課
題
な

ど
を
お
聞
き
し
た
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
う
視
点
は

動
き
や
す
さ
の
確
保
の一手
段

秋
山
教
授
は
移
動
そ
の
も
の
や
動

き
や
す
さ
を
表
す
『
モ
ビ
リ
テ
ィ
』
と

い
う
概
念
に
主
眼
を
置
き
、
お
も
に

障
害
者
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
に
関
す

る
研
究
を
行
っ
て
い
る
。「
ユニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
う

視
点
は
、
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る

た
め
の
ツ
ー
ル
。
し
か
も
そ
れ
は
駅
舎

京
都
の
清
水
寺
が
『
重
要
文
化
財

を
活
か
し
た
寺
社
地
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
』（
受
賞
タ
イ
ト
ル
）で
受
賞
。

清
水
寺
で
は
国
宝
・
重
要
文
化
財

が
建
ち
並
ん
で
お
り
、
改
修
す
る
た

め
の
制
約
が
多
い
上
、
高
低
差
の
大

き
い
傾
斜
地
に
建
つ
な
ど
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
に
は
厳
し
い
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
文
化
財
の
確
保

や
景
観
へ
の
配
慮
も
し
つ
つ
、
車
い

す
用
の
舗
装
や
参
拝
路
の
ス
ロ
ー
プ

整
備
な
ど
を
行
っ
て
境
内
を
一
周
で

き
る
段
差
の
な
い
参
拝
ル
ー
ト
を
確

保
。
ま
た
、
参
拝
ル
ー
ト
上
に
３
つ

の
多
機
能
ト
イ
レ
も
設
置
し
た
ほ

か
、
拝
観
入
口
近
く
ま
で
車
で
ア
プ

ロ
ー
チ
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

「
こ
の
ほ
か
、
私
の
調
査
で
は
重

要
文
化
財
や
国
宝
が
あ
る
場
合
、

形
を
変
え
る
こ
と
な
く
仮
設
の
ス

ロ
ー
プ
を
付
け
る
な
ど
の
工
夫
を
し

て
い
る
社
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
地
面
が
玉
砂
利
だ
っ
た
場
合
は
、

『
車
い
す
を
押
し
ま
す
』
と
い
っ
た
人

的
支
援
で
バ
リ
ア
を
解
消
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
」
と
秋
山
教

授
は
言
う
。
半
面
、
ま
っ
た
く
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
が
進
ん
で
い
な
い
ケ
ー
ス

や
車
両
と
いっ
た
限
ら
れ
た
空
間
で
な

く
、
移
動
困
難
者
が
動
き
や
す
い
よ

う
な
街
に
す
る
こ
と
が
肝
要
。
モ
ビ
リ

テ
ィ
確
保
は
イ
コ
ー
ル
街
づ
く
り
な
の

で
す
」
と
秋
山
教
授
。

こ
う
し
た
高
齢
者
や
障
害
者
と

い
っ
た
移
動
困
難
者
が
移
動
し
や
す

い
公
共
交
通
機
関
や
建
築
物
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道
路

な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
総
合
的

に
進
め
る
た
め
の
良
い
評
価
事
例
を

紹
介
す
る一つ
が
、
秋
山
教
授
が
委
員

長
を
務
め
る
『
国
土
交
通
省
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
推
進
功
労
者
大
臣
表
彰
』

だ
。
同
委
員
会
で
は
毎
年
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
に
貢
献
し
た
個
人
や
団
体
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表
彰
。
10
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仙
台
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ど
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。
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仮
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あ
り
、「
社
寺
は
二
極
化
に
な
っ
て

い
る
」（
秋
山
教
授
）
と
い
う
。
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、
も
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は
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史
的
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造
物
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ど
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か
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は
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に
整
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必
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２
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で
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が
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た
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す
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と

そ
の
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、
整
備
も
大
変
に
な
る
。
３

つ
目
が
「
公
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」。
社
寺
の
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が
個
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の
所
有
の
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合
、
所
有
者
の
考
え

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら
だ
。「
こ

れ
ら
の
問
題
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
し
、

ど
こ
ま
で
整
備
可
能
な
の
か
を
調
査

し
て
、
方
法
論
を
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え
て
い
く
こ
と

が
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」
と
秋
山
教
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は
ア
ド
バ
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す
る
。

そ
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で
は
具
体
的
に
は
何
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ら
手

を
つ
け
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ば
い
い
の
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。
秋

山
教
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は
「
車
い
す
の
人

が
お
参
り
し
て
ト
イ
レ
を

利
用
す
る
こ
と
を
基
本
と

す
る
と
分
か
り
や
す
い
の

で
は
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
。
そ

の
際
の
前
提
と
な
る
の
が
、

「
幅
」と「
段
差
」だ
と
い
う
。

幅
は
車
い
す
が
通
れ
る
90

セ
ン
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メ
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ト
ル
は
確
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し

た
い
。
ま
た
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差
は
ス
ロ
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プ
や
エ
レ
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タ
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な
ど
を
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置
す
る
。
ト
イ
レ
は
、
車
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す
だ
け
で
な
く
、
ベ
ビ
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カ
ー
、
オ
ス
ト
メ
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人

工
肛
門
・
膀
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有
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な
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な
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が
使
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よ
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配
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す
る
必
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が
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る
。「
幅
と
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と
ト
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レ
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え
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の
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フ
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で
き
る
の
で
は
」
と

秋
山
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授
。
ま
た
、「
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出
の
社
寺

の
ケ
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ス
の
よ
う
に
設
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が
な
い
分
、

人
的
に
支
援
す
る
と
い
う
の
も
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つ

の
方
法
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
バ
リ

ア
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リ
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の
幅
も
広
が
り
ま
す
」
と

い
う
。

一
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、
こ
う
し
た
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る
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に
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想
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。
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の
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、「
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で
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、
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、
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の
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を
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古
い
歴
史
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い
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ど
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折
り
合
い
を
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る
か
。
バ
リ
ア
フ
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ー
だ
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す
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て

を
進
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い
く
の
で
は
な
く
、
人
々

の
生
き
ざ
ま
を
ど
う
や
っ
て
変
え
て
い

け
る
の
か
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
目
指

す
と
こ
ろ
で
す
」

秋
山
教
授
は
言
う
。「
今
後
、
高

齢
化
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く
中
で

参
拝
客
を
確
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す
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に
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ぜ
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折
り
合
い
を
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な
が
ら
バ
リ
ア
フ
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化
を
進
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ほ
し
い
で
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」

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

行
政
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら
計
画
を

進
め
る
こ
と
が
大
切
。そ
れ
に
よ
っ
て
、

社
寺
も
生
き
る
し
、
街
も
生
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
」
と
秋
山
教
授
は
助

言
す
る
。

古
い
歴
史
と
新
し
い
考
え
方
、

二
者
の
融
合
で
魅
力
を
向
上

魅
力
あ
る
社
寺
、
そ
し
て
魅
力

あ
る
街
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
、
だ

れ
も
が
利
用
し
や
す
い
、
移
動
し
や

す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
は
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
社

寺
の
よ
う
な
歴
史
的
建
造
物
は
街

の
顔
と
し
て
重
要
な
存
在
感
を
持
っ

て
お
り
、
と
く
に
国
宝
な
ど
の
場
合

中央大学研究開発機構　秋山哲男教授

※イメージ

＜関連サイト＞

■ 中央大学研究開発機構　
http://www.chuo-u.ac. jp/research/
rdi/

■ 国土交通省バリアフリー化推進功労者
　大臣表彰
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000
001.html

魅
力
あ
る
社
寺

そ
し
て
街
づ
く
り
の
た
め
に

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を

続
い
て
、
い
ち
早
く
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
取
り
組
ん
で
い
る
宝
塚
市
・
中
山

寺
な
ど
の
事
例
を
ご
紹
介
す
る
。
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本
当
に
必
要
な
情
報
と
は

利
用
者
の
視
点
で
情
報
収
集

観
光
地
、
伊
勢
志
摩
の
鳥
羽
市

に
あ
る
N
P
O
法
人｢

伊
勢
志

摩
バ
リ
ア
フ
リ
ー
セ
ン
タ
ー｣

。
こ
の

N
P
O
法
人
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

つ
い
て
の
啓
蒙
活
動
を
行
い
つ
つ
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
対
応
が
必
要
な
障
害
者

や
高
齢
者
に
対
し
て
伊
勢･

鳥
羽

･

志
摩
な
ど
三
重
県
の
観
光
に
関
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
「
第
１
回
国

土
交
通
省
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
推
進

功
労
者
大
臣
表
彰
」
を
受
賞
し
た
。

彼
ら
が
目
指
す
の
は
「
日
本
一の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
観
光
地
づ
く
り
」。
そ
し
て

合
言
葉
は
「
行
け
る
と
こ
ろ
、
よ
り
、

行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
」
だ
。

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
な
か
で
、
第

１
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
情
報
収
集

だ
。
宿
泊
施
設
や
観
光
施
設
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
環
境
に
関
す
る
正
確
な

情
報
を
把
握
す
る
た
め
、
伊
勢
志

摩
地
域
内
の
障
害
者
を
含
む｢

専

門
員｣

と
呼
ば
れ
る
調
査
ス
タ
ッ
フ

を
組
織
。
彼
ら
が
実
際
に
調
査
対

象
の
施
設
へ
出
向
き
、
体
が
不
自
由

な
観
光
客
の
視
点
で
調
査
を
行
う
。

例
え
ば
入
り
口
の
幅
、
段
差
の
高
さ
、

ト
イ
レ
の
大
き
さ
、
ベ
ッ
ド
の
高
さ
な

ど
を
、
同
法
人
が
独
自
に
開
発
し
た

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」

に
基
づ
い
て
細
か
く
調
べ
、
そ
の
結

果
を
窓
口
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
て
い
る
。

こ
の
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
バ

リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」と
は
、

一
般
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー

情
報
で
あ
る
「
段
差
の
有

無
」
だ
け
を
提
供
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
施
設
の

「
バ
リ
ア
」
を
詳
細
に
調

べ
上
げ
て
あ
り
の
ま
ま
紹

介
す
る
の
が
特
徴
だ
。
例

え
ば
同
じ
車
い
す
の
旅
行

者
で
も
、
個
人
行
動
な
の

か
、
誰
か
と
一
緒
な
の
か
、

若
い
人
な
の
か
高
齢
者
な

の
か
な
ど
の
状
況
に
よ
っ

て
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
バ

リ
ア
と
な
る
の
か
は
千
差

万
別
。
旅
行
者
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
リ
ア

を
理
解
す
る
た
め
に
、
幅
広
く
詳
細

な
情
報
を
集
め
て
い
る
。

第
２
の
活
動
と
し
て
、「
パ
ー
ソ
ナ

ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」
に
よ
る
調

査
情
報
を
基
に
し
て
、
旅
行
者
の
体

の
状
態
や
希
望
に
沿
っ
た
宿
泊
施
設

や
観
光
施
設
の
紹
介
、
旅
行
ア
ド
バ

イ
ス
を
、
障
害
者
を
含
む
ス
タ
ッ
フ

が
常
駐
で
行
っ
て
い
る
。
単
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
状
況
を
伝
え
る
だ
け
で

な
く
、「
段
差
は
あ
る
け
ど
景
色
が

素
晴
ら
し
い
宿
泊
施
設
」
と
い
っ
た

よ
う
な
、
バ
リ
ア
を
超
え
た
先
に
あ

る
「
楽
し
み
」「
喜
び
」
を
結
び
付

け
て
提
供
す
る
た
め
の
基
準
だ
。

「
行
き
た
い
」を
実
現
す
る

サ
ポ
ー
ト
活
動
も
充
実

そ
し
て
第
3
の
活
動
は
、
現
地
で

の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
確
立
。
例
え
ば

伊
勢
神
宮
の
玉
砂
利
の
参
道
で
は
、

タ
イ
ヤ
の
太
い
参
拝
専
用
の
車
い
す

を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
介
助

が
必
要
な
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

そ
の
役
割
を
果
た
す
。
同
セ
ン
タ
ー

で
は
伊
勢
市
や
観
光
協
会
な
ど
と
連

携
し
て
育
成
し
た
「
伊
勢
お
も
て
な

し
ヘ
ル
パ
ー
」
に
よ
る
有
償
の
サ
ポ
ー

ト
体
制
を
確
立
。
内
宮
の
参
道
の
車

い
す
介
助
の
他
、
希
望
者
に
は
、
ご

正
宮
前
に
あ
る
25
段
の
階
段
を
、
車

い
す
ご
と
上
げ
る
サ
ポ
ー
ト
も
行
う
。

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
障
害
者

や
高
齢
者
の
助
け
と
な
る
だ
け
で
な

く
、
施
設
側
に
と
っ
て
も
新
た
な
顧

客
獲
得
と
な
る
。
す
で
に
「
パ
ー
ソ

ナ
ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」
は
全
国

各
地
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ツ
ア
ー
セ
ン

タ
ー
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
全
国
各
地
で
同
セ
ン
タ
ー
と
同

様
の
活
動
が
で
き
れ
ば
、社
寺
に
と
っ

て
も
観
光
面
で
の
活
性
化
に
つ
な
が

る
の
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ

C
A
S
E
① 

伊
勢
志
摩
バ
リ
ア
フ
リ
ー
セ
ン
タ
ー

C
A
S
E
② 

大
本
山 

中
山
寺

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」を

独
自
で
開
発
し
、障
害
者
を
サ
ポ
ー
ト

「伊勢おもてなしヘルパー」のボランティアが、車いすの介助をして
くれる

NPO法人 
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

〒517-0011　
三重県鳥羽市鳥羽一丁目2383-13
鳥羽一番街１F
TEL：0599-21-0550
http://www.barifuri.com/

妊
婦
や
高
齢
者
、ベ
ビ
ー
カ
ー
な
ど

多
彩
な
参
拝
者
に
配
慮
し
た
改
修
計
画

参
拝
者
の
特
性
を
考
え
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
姿
勢

今
か
ら
1
4
0
0
年
前
に
聖
徳

太
子
に
よ
り
開
山
、
日
本
初
の
観

音
霊
場
と
さ
れ
る
中
山
寺
。
明
治

天
皇
の
出
産
時
に
安
産
祈
願
し
た

こ
と
か
ら
安
産
祈
願
の
霊
場
と
し
て

広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
安
産
祈
願
の

腹
帯
を
求
め
て
全
国
か
ら
参
拝
者

が
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
中
山
寺
は
ま

た
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
対
す
る
積
極

的
な
取
り
組
み
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
中
山
寺
の

谷た
に
も
と
え
り
ゅ
う

本
恵
隆
さ
ん
は
「
や
は
り
安
産
祈

願
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

参
拝
さ
れ
る
方
は
ご
妊
婦
さ
ん
や
小

さ
い
お
子
様
、
娘
の
安
産
を
願
う
高

齢
者
の
方
々
が
必
然
的
に
多
く
な
り

ま
す
」。

中
山
寺
は
、
1
9
9
5
（
平
成

7
）
年
に
開
創
1
4
0
0
年
記
念

行
事
と
し
て
、
新
築
、
改
修
工
事
を

行
う
予
定
が
あ
り
、
同
年
1
月
18

日
か
ら
着
工
す
る
予
定
だ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
前
日
、
1
月
17
日
に

阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
っ
た
。
中
山

寺
も
総そ

う
じ
い
ん

持
院
、
華け

ぞ
う
い
ん

蔵
院
な
ど
山
門

を
挟
む
塔
頭
に
甚
大
な
被
害
を
こ

う
む
っ
た
。
観
音
様
の
ご
加
護
に
よ

る
も
の
か
、
本
堂
だ
け
は
奇
跡
的
に

被
害
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
全
国
的
に
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
設
備

が
充
実
し
て
き
た
の
か
、
こ
こ
5
～

6
年
は
車
い
す
で
参
拝
さ
れ
る
方
が

増
え
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
中

山
寺
に
参
拝
さ
れ
る
方
々
は
、
安
産

祈
願
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
と
よ

り
車
い
す
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
で
来
ら
れ

る
方
が
多
い
。
な
の
で
改
修
工
事
に

あ
た
っ
て
は
当
初
よ
り
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

や
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
つ
け
る
計
画
で

し
た
。
し
か
し
改
修
工
事
着
工
の
前

日
に
震
災
を
経
験
す
る
に
あ
た
り
、

あ
ら
た
め
て
震
災
復
興
事
業
の
一
環

と
し
て
、
安
全
性
に
も
配
慮
し
な
が

ら
綿
密
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
を
立

て
ま
し
た
」
と
谷
本
さ
ん
。

本
堂
と
五
重
塔
ま
で
の
ル
ー
ト
に

は
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
2
基
と
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
2
基
を
設
置
。
さ
ら
に
大だ

い
が
ん
と
う

願
塔

へ
の
つ
な
が
る
ル
ー
ト
に
も
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

本
堂
、
大
願
塔
、
大
師
堂
、
五
重
塔

な
ど
主
要
な
お
堂
に
は
、
車
い
す
や

ベ
ビ
ー
カ
ー
で
ス
ム
ー
ズ
に
お
参
り
で

き
る
。「
境
内
の
雰
囲
気
の
な
か
で
違

和
感
の
な
い
よ
う
、
景
観
に
つ
い
て
は

考
慮
し
ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の
石
段

に
沿
わ
し
つ
つ
、
外
観
的
に
も
朱
色

を
使
う
な
ど
外
観
的
に
も
違
和
感
の

な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
」

ま
た
「
本
堂
ま
で
の
坂
道
も
ス
ロ
ー

プ
な
っ
て
い
ま
す
」と
い
う
こ
と
な
の
で
、

も
し
体
力
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
な
ど
の
設
備
に
頼

ら
な
く
て
も
本
堂
に
た
ど
り

着
く
こ
と
が
で
き
る
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
け
で
は

な
い
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮

が
各
所
に

参
拝
者
へ
の
配
慮
は
こ

れ
だ
け
で
は
な
い
。「
お
手

洗
い
に
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

配
慮
し
て
い
ま
す
。
洋
式

の
多
機
能
の
も
の
に
改
修

し
て
お
り
、
手
す
り
も
設

置
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

ト
イ
レ
に
入
る
ま
で
の
動
線
に
お
い

て
も
ス
ロ
ー
プ
を
設
置
し
て
い
ま
す
」。

ト
イ
レ
の
暖
か
い
便
座
は
、
急
激
な

温
度
差
に
よ
っ
て
体
調
が
急
激
に
悪

化
す
る
ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
の
対
策
と
し

て
も
有
効
だ
。「
結
果
と
し
て
、
ご

参
拝
の
方
々
か
ら
も
『
こ
れ
え
え
や

ん
か
』『
助
か
る
わ
ぁ
』
と
い
う
声
を

聞
く
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
」

J
R
中
山
寺
駅
構
外
に
は
、

2
0
0
2
（
平
成
14
）
年
か
ら
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は

宝
塚
市
が
自
治
体
と
し
て
取
り
組

ん
だ
も
の
だ
。
宝
塚
市
は
ほ
か
に
も
、

「
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重

点
整
備
地
区
」
と
し
て
宝
塚
駅
周
辺

及
び
逆
瀬
川
駅
周
辺
の
2
地
区
を

指
定
し
、
各
地
域
に
お
け
る
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
の
た
め
の
整
備
目
標
、
整

備
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
基
本
構
想
の

策
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
治
体
と
地
域
が
同
じ
志
を
も
っ
て

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
取
り
組
む
こ
と
が
、

今
後
の
さ
ら
な
る
普
及
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大本山　中山寺

〒665-8588
兵庫県宝塚市中山寺2-11-1
TEL：0797-87-0024
http://nakayamadera.or.jp/

中山寺の本堂へ向かうエレベータとエスカレータ

今
後
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

「
質
」が
問
わ
れ
る
こ
と
に

2
0
0
8
（
平
成
20
年
3
月
、

日
本
で
は
『
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
推
進
要
綱
』

が
策
定
さ
れ
、
内
閣
府
も
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
っ
て
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
そ
の
効
果
も
あ
っ
て
、

国
民
へ
の
調
査
に
お
い
て
も
約
半

数
の
人
が
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
十

分
進
ん
だ
」
ま
た
は
「
ま
あ
ま
あ

進
ん
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た 

※
2
0
1
6
（
平
成
28
）
年

3
月
公
開
の
内
閣
府
に
よ
る
意

識
調
査
報
告
書
よ
り
。

し
か
し
、
今
後
さ
ら
な
る
超
高

齢
化
社
会
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
対
す
る
意
識
や

現
状
の
設
備
に
対
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
そ
の
質
を
問
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
利
用
者
の

立
場
に
立
っ
て
考
え
た
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
取
り
組
み
が
、
社
寺
を
含

め
た
地
域
全
体
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
と
い
え
よ
う
。
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本
当
に
必
要
な
情
報
と
は

利
用
者
の
視
点
で
情
報
収
集

観
光
地
、
伊
勢
志
摩
の
鳥
羽
市

に
あ
る
N
P
O
法
人｢

伊
勢
志

摩
バ
リ
ア
フ
リ
ー
セ
ン
タ
ー｣

。
こ
の

N
P
O
法
人
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

つ
い
て
の
啓
蒙
活
動
を
行
い
つ
つ
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
対
応
が
必
要
な
障
害
者

や
高
齢
者
に
対
し
て
伊
勢･

鳥
羽

･

志
摩
な
ど
三
重
県
の
観
光
に
関
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
「
第
１
回
国

土
交
通
省
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
推
進

功
労
者
大
臣
表
彰
」
を
受
賞
し
た
。

彼
ら
が
目
指
す
の
は
「
日
本
一の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
観
光
地
づ
く
り
」。
そ
し
て

合
言
葉
は
「
行
け
る
と
こ
ろ
、
よ
り
、

行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
」
だ
。

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
な
か
で
、
第

１
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
情
報
収
集

だ
。
宿
泊
施
設
や
観
光
施
設
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
環
境
に
関
す
る
正
確
な

情
報
を
把
握
す
る
た
め
、
伊
勢
志

摩
地
域
内
の
障
害
者
を
含
む｢

専

門
員｣

と
呼
ば
れ
る
調
査
ス
タ
ッ
フ

を
組
織
。
彼
ら
が
実
際
に
調
査
対

象
の
施
設
へ
出
向
き
、
体
が
不
自
由

な
観
光
客
の
視
点
で
調
査
を
行
う
。

例
え
ば
入
り
口
の
幅
、
段
差
の
高
さ
、

ト
イ
レ
の
大
き
さ
、
ベ
ッ
ド
の
高
さ
な

ど
を
、
同
法
人
が
独
自
に
開
発
し
た

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」

に
基
づ
い
て
細
か
く
調
べ
、
そ
の
結

果
を
窓
口
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
て
い
る
。

こ
の
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
バ

リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」と
は
、

一
般
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー

情
報
で
あ
る
「
段
差
の
有

無
」
だ
け
を
提
供
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
施
設
の

「
バ
リ
ア
」
を
詳
細
に
調

べ
上
げ
て
あ
り
の
ま
ま
紹

介
す
る
の
が
特
徴
だ
。
例

え
ば
同
じ
車
い
す
の
旅
行

者
で
も
、
個
人
行
動
な
の

か
、
誰
か
と
一
緒
な
の
か
、

若
い
人
な
の
か
高
齢
者
な

の
か
な
ど
の
状
況
に
よ
っ

て
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
バ

リ
ア
と
な
る
の
か
は
千
差

万
別
。
旅
行
者
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
リ
ア

を
理
解
す
る
た
め
に
、
幅
広
く
詳
細

な
情
報
を
集
め
て
い
る
。

第
２
の
活
動
と
し
て
、「
パ
ー
ソ
ナ

ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」
に
よ
る
調

査
情
報
を
基
に
し
て
、
旅
行
者
の
体

の
状
態
や
希
望
に
沿
っ
た
宿
泊
施
設

や
観
光
施
設
の
紹
介
、
旅
行
ア
ド
バ

イ
ス
を
、
障
害
者
を
含
む
ス
タ
ッ
フ

が
常
駐
で
行
っ
て
い
る
。
単
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
状
況
を
伝
え
る
だ
け
で

な
く
、「
段
差
は
あ
る
け
ど
景
色
が

素
晴
ら
し
い
宿
泊
施
設
」
と
い
っ
た

よ
う
な
、
バ
リ
ア
を
超
え
た
先
に
あ

る
「
楽
し
み
」「
喜
び
」
を
結
び
付

け
て
提
供
す
る
た
め
の
基
準
だ
。

「
行
き
た
い
」を
実
現
す
る

サ
ポ
ー
ト
活
動
も
充
実

そ
し
て
第
3
の
活
動
は
、
現
地
で

の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
確
立
。
例
え
ば

伊
勢
神
宮
の
玉
砂
利
の
参
道
で
は
、

タ
イ
ヤ
の
太
い
参
拝
専
用
の
車
い
す

を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
介
助

が
必
要
な
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

そ
の
役
割
を
果
た
す
。
同
セ
ン
タ
ー

で
は
伊
勢
市
や
観
光
協
会
な
ど
と
連

携
し
て
育
成
し
た
「
伊
勢
お
も
て
な

し
ヘ
ル
パ
ー
」
に
よ
る
有
償
の
サ
ポ
ー

ト
体
制
を
確
立
。
内
宮
の
参
道
の
車

い
す
介
助
の
他
、
希
望
者
に
は
、
ご

正
宮
前
に
あ
る
25
段
の
階
段
を
、
車

い
す
ご
と
上
げ
る
サ
ポ
ー
ト
も
行
う
。

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
障
害
者

や
高
齢
者
の
助
け
と
な
る
だ
け
で
な

く
、
施
設
側
に
と
っ
て
も
新
た
な
顧

客
獲
得
と
な
る
。
す
で
に
「
パ
ー
ソ

ナ
ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」
は
全
国

各
地
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ツ
ア
ー
セ
ン

タ
ー
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
全
国
各
地
で
同
セ
ン
タ
ー
と
同

様
の
活
動
が
で
き
れ
ば
、社
寺
に
と
っ

て
も
観
光
面
で
の
活
性
化
に
つ
な
が

る
の
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ

C
A
S
E
① 

伊
勢
志
摩
バ
リ
ア
フ
リ
ー
セ
ン
タ
ー

C
A
S
E
② 

大
本
山 

中
山
寺

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
」を

独
自
で
開
発
し
、障
害
者
を
サ
ポ
ー
ト

「伊勢おもてなしヘルパー」のボランティアが、車いすの介助をして
くれる

NPO法人 
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

〒517-0011　
三重県鳥羽市鳥羽一丁目2383-13
鳥羽一番街１F
TEL：0599-21-0550
http://www.barifuri.com/

妊
婦
や
高
齢
者
、ベ
ビ
ー
カ
ー
な
ど

多
彩
な
参
拝
者
に
配
慮
し
た
改
修
計
画

参
拝
者
の
特
性
を
考
え
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
姿
勢

今
か
ら
1
4
0
0
年
前
に
聖
徳

太
子
に
よ
り
開
山
、
日
本
初
の
観

音
霊
場
と
さ
れ
る
中
山
寺
。
明
治

天
皇
の
出
産
時
に
安
産
祈
願
し
た

こ
と
か
ら
安
産
祈
願
の
霊
場
と
し
て

広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
安
産
祈
願
の

腹
帯
を
求
め
て
全
国
か
ら
参
拝
者

が
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
中
山
寺
は
ま

た
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
対
す
る
積
極

的
な
取
り
組
み
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
中
山
寺
の

谷た
に
も
と
え
り
ゅ
う

本
恵
隆
さ
ん
は
「
や
は
り
安
産
祈

願
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

参
拝
さ
れ
る
方
は
ご
妊
婦
さ
ん
や
小

さ
い
お
子
様
、
娘
の
安
産
を
願
う
高

齢
者
の
方
々
が
必
然
的
に
多
く
な
り

ま
す
」。

中
山
寺
は
、
1
9
9
5
（
平
成

7
）
年
に
開
創
1
4
0
0
年
記
念

行
事
と
し
て
、
新
築
、
改
修
工
事
を

行
う
予
定
が
あ
り
、
同
年
1
月
18

日
か
ら
着
工
す
る
予
定
だ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
前
日
、
1
月
17
日
に

阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
っ
た
。
中
山

寺
も
総そ

う
じ
い
ん

持
院
、
華け

ぞ
う
い
ん

蔵
院
な
ど
山
門

を
挟
む
塔
頭
に
甚
大
な
被
害
を
こ

う
む
っ
た
。
観
音
様
の
ご
加
護
に
よ

る
も
の
か
、
本
堂
だ
け
は
奇
跡
的
に

被
害
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
全
国
的
に
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
設
備

が
充
実
し
て
き
た
の
か
、
こ
こ
5
～

6
年
は
車
い
す
で
参
拝
さ
れ
る
方
が

増
え
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
中

山
寺
に
参
拝
さ
れ
る
方
々
は
、
安
産

祈
願
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
と
よ

り
車
い
す
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
で
来
ら
れ

る
方
が
多
い
。
な
の
で
改
修
工
事
に

あ
た
っ
て
は
当
初
よ
り
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

や
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
つ
け
る
計
画
で

し
た
。
し
か
し
改
修
工
事
着
工
の
前

日
に
震
災
を
経
験
す
る
に
あ
た
り
、

あ
ら
た
め
て
震
災
復
興
事
業
の
一
環

と
し
て
、
安
全
性
に
も
配
慮
し
な
が

ら
綿
密
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
を
立

て
ま
し
た
」
と
谷
本
さ
ん
。

本
堂
と
五
重
塔
ま
で
の
ル
ー
ト
に

は
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
2
基
と
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
2
基
を
設
置
。
さ
ら
に
大だ

い
が
ん
と
う

願
塔

へ
の
つ
な
が
る
ル
ー
ト
に
も
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

本
堂
、
大
願
塔
、
大
師
堂
、
五
重
塔

な
ど
主
要
な
お
堂
に
は
、
車
い
す
や

ベ
ビ
ー
カ
ー
で
ス
ム
ー
ズ
に
お
参
り
で

き
る
。「
境
内
の
雰
囲
気
の
な
か
で
違

和
感
の
な
い
よ
う
、
景
観
に
つ
い
て
は

考
慮
し
ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の
石
段

に
沿
わ
し
つ
つ
、
外
観
的
に
も
朱
色

を
使
う
な
ど
外
観
的
に
も
違
和
感
の

な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
」

ま
た
「
本
堂
ま
で
の
坂
道
も
ス
ロ
ー

プ
な
っ
て
い
ま
す
」と
い
う
こ
と
な
の
で
、

も
し
体
力
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
な
ど
の
設
備
に
頼

ら
な
く
て
も
本
堂
に
た
ど
り

着
く
こ
と
が
で
き
る
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
け
で
は

な
い
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮

が
各
所
に

参
拝
者
へ
の
配
慮
は
こ

れ
だ
け
で
は
な
い
。「
お
手

洗
い
に
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

配
慮
し
て
い
ま
す
。
洋
式

の
多
機
能
の
も
の
に
改
修

し
て
お
り
、
手
す
り
も
設

置
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

ト
イ
レ
に
入
る
ま
で
の
動
線
に
お
い

て
も
ス
ロ
ー
プ
を
設
置
し
て
い
ま
す
」。

ト
イ
レ
の
暖
か
い
便
座
は
、
急
激
な

温
度
差
に
よ
っ
て
体
調
が
急
激
に
悪

化
す
る
ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
の
対
策
と
し

て
も
有
効
だ
。「
結
果
と
し
て
、
ご

参
拝
の
方
々
か
ら
も
『
こ
れ
え
え
や

ん
か
』『
助
か
る
わ
ぁ
』
と
い
う
声
を

聞
く
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
」

J
R
中
山
寺
駅
構
外
に
は
、

2
0
0
2
（
平
成
14
）
年
か
ら
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は

宝
塚
市
が
自
治
体
と
し
て
取
り
組

ん
だ
も
の
だ
。
宝
塚
市
は
ほ
か
に
も
、

「
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重

点
整
備
地
区
」
と
し
て
宝
塚
駅
周
辺

及
び
逆
瀬
川
駅
周
辺
の
2
地
区
を

指
定
し
、
各
地
域
に
お
け
る
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
の
た
め
の
整
備
目
標
、
整

備
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
基
本
構
想
の

策
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
治
体
と
地
域
が
同
じ
志
を
も
っ
て

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
取
り
組
む
こ
と
が
、

今
後
の
さ
ら
な
る
普
及
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大本山　中山寺

〒665-8588
兵庫県宝塚市中山寺2-11-1
TEL：0797-87-0024
http://nakayamadera.or.jp/

中山寺の本堂へ向かうエレベータとエスカレータ

今
後
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

「
質
」が
問
わ
れ
る
こ
と
に

2
0
0
8
（
平
成
20
年
3
月
、

日
本
で
は
『
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
推
進
要
綱
』

が
策
定
さ
れ
、
内
閣
府
も
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
っ
て
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
そ
の
効
果
も
あ
っ
て
、

国
民
へ
の
調
査
に
お
い
て
も
約
半

数
の
人
が
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
十

分
進
ん
だ
」
ま
た
は
「
ま
あ
ま
あ

進
ん
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た 

※
2
0
1
6
（
平
成
28
）
年

3
月
公
開
の
内
閣
府
に
よ
る
意

識
調
査
報
告
書
よ
り
。

し
か
し
、
今
後
さ
ら
な
る
超
高

齢
化
社
会
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
対
す
る
意
識
や

現
状
の
設
備
に
対
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
そ
の
質
を
問
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
利
用
者
の

立
場
に
立
っ
て
考
え
た
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
取
り
組
み
が
、
社
寺
を
含

め
た
地
域
全
体
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
と
い
え
よ
う
。
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不
確
実
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ

生
き
る
軸
を
育
む
場
が
必
要

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
本
願

寺
）
で
今
年
2
月
4
日
（
土
）、
5

日
（
日
）、
現
代
版
寺
子
屋
「
ス
ク
ー

ル
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
〜
お
寺
で
学
ぶ
今

と
未
来
を
生
き
る
智
慧
〜
」
が
開
か

れ
た
。
発
案
者
は
有
限
会
社
エ
ピ
フ
ァ

ニ
ー
ワ
ー
ク
ス 

代
表
取
締
役
の
林は

や
し
ぐ
ち口

砂さ

り里
さ
ん
。
ア
ー
ト
や
音
楽
、
仏
教

や
自
然
科
学
な
ど
幅
広
い
分
野
と
社

会
の
橋
渡
し
を
行
う
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

で
あ
る
彼
女
は
こ
う
語
る
。「
音
楽
イ

ベ
ン
ト
を
通
じ
て
出
会
っ
た
地
元 

富

山
県
・
善ぜ

ん
ぎ
ょ
う
じ

巧
寺
の
ご
住
職
が
本
願
寺

と
の
ご
縁
を
繋
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
2
0
1
5（
平
成
27
）年
6
月
、

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

子
ど
も
・
若

者
ご
縁
づ
く
り
推
進
室
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
に
就
任
。
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い

仏
教
の
伝
え
方
と
し
て
事
業
を
幾
つ

か
提
案
、
そ
の
中
か
ら
“
新
し
い
学

び
の
場
づ
く
り
”
の
案
が
選
ば
れ
、

1
年
半
の
準
備
期
間
を
経
て
ス
ク
ー

ル・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
が
実
現
し
ま
し
た
」。

企
画
趣
旨
を
尋
ね
る
と
、「
不
確
実
な

時
代
に
暮
ら
す
に
は
、
揺
ら
ぐ
こ
と

の
な
い
生
き
る
軸
を
持
つ
こ
と
が
大

切
で
す
。
そ
こ
で
、
2
5
0
0
年
に

わ
た
り
人
々
の
心
を
救
っ
て
き
た
仏

教
の
教
え
、
普
遍
的
価
値
や
人
類
が

積
み
重
ね
て
き
た
叡
智
を
、
僧
侶
や

異
分
野
の
専
門
家
か
ら
横
断
的
に
学

べ
る
場
を
若
者
に
提
供
し
た
い
と
考

え
ま
し
た
」

意
欲
的
で
熱
心
な
受
講
者
は

感
受
す
る
心
を
自
然
と
磨
く

京
都
の
テ
ー
マ
は
「
わ
け
へ
だ
て
と

共
感
」。
本
願
寺
ツ
ア
ー
や
、
僧
侶
、

認
知
科
学
者
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
、
ラ
ッ
パ
ー
、
映
像
人
類
学
者
と

多
彩
な
講
師
に
よ
る
授
業
、
最
後
は

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。
2
日
間
で
10
〜

20
代
、
延
べ
1
2
0
名

が
参
加
し
た
。「
意
欲
・

熱
意
・
吸
収
力
あ
ふ
れ
る

参
加
者
は
と
に
か
く
前
の

め
り
。『
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
の
時
間
が
足
ら
な
い
』

と
の
声
が
出
る
ほ
ど
活
発

に
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
」
と
林
口
さ
ん
。

3
月
4
日
（
土
）、
5

日
（
日
）
に
は
富
山
県
の

飛ひ
ち
ょ
う
さ
ん
ぜ
ん
こ
う
じ

鳥
山
善
興
寺
他
で
第

2
回
を
開
催
。
全
日
程
を
終
え
た
林

口
さ
ん
の
手
応
え
は
大
き
い
。「
ア
ー

ト
も
科
学
も
伝
統
も
…
す
べ
て
の
分

野
を
包
括
す
る
よ
う
に
仏
教
が
あ
る

と
実
感
し
ま
し
た
。
授
業
の
ベ
ー
ス

に
あ
る
仏
教
的
思
考
が
伝
わ
っ
て
い

る
の
は
、
受
講
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も

見
て
取
れ
ま
す
。“
感
受
す
る
心
を
磨

く
”
こ
と
が
仏
教
的
な
生
き
方
に
つ

な
が
る
こ
と
も
自
然
と
学
ん
で
く
れ

て
い
ま
し
た
」

今
年
度
も
京
都
プ
ラ
ス
別
地
域
の

2
回
開
催
を
予
定
。
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ

フ
は
組
織
化
し
活
動
を
進
化
さ
せ
て

い
く
と
い
う
。
新
た
な
学
び
の
場
は

新
た
な
縁
が
結
ば
れ
る
場
で
も
あ
る
。

龍
りゅうこくざん

谷山 本
ほ ん が ん じ

願寺 ( 西本願寺 )
浄土真宗本願寺派
子ども・若者ご縁づくり推進室
〒 600-8501　京都府京都市下京区
堀川通花屋町下ル
TEL．075-371-5181（代）
http://www.hongwanji.or.jp/

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
）「
ス
ク
ー
ル
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
」

仏
教
を
ベ
ー
ス
に
生
き
る
智
慧
を

異
分
野
の
専
門
家
よ
り
横
断
的
に
学
ぶ
場

右・左上：第1回目の西本願寺での参加者によるディスカッションや授業の様子　左中：第2回目の富山では地元の伝統工芸職人にも学んだ
左下：ディスカッション参加する「スクール・ナーランダ」発案者・林口砂里さん
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精
進
料
理
の
「
守
る
べ
き
も
の
」

「
変
え
る
べ
き
も
の
」

1. 五代目となる上田さん。
近年は海外からの旅行客に
精進料理の説明をすることも

2.１の写真で上田さんがアヤ
メの姿を模した形に切って
いた、お吸い物に浮かべた
ウド

3. 精進本膳。焼き胡麻豆
腐、海老芋残菜あんかけ、
筍ごはんなどが朱器に美しく
映える

4. 各寺院の献立がすべて記
されている献立表。中には
門外不出の献立も

5. 師匠のだしの味に魅せら
れこの道に入った植村さん

6. 各本山からのご用達とし
て約 150 年の歴史を数える 1

2

3

4

5

近
年
、
海
外
か
ら
も
注
目
を
浴
び

る
精
進
料
理
。
仏
教
の
教
え
自
体
を

体
現
し
て
い
る
こ
の
料
理
の
流
儀
を
明

治
元
年
以
来
守
り
続
け
る
の
が
、
精
進

料
理
専
門
仕
出
し
料
理
店
「
矢や

お

じ

尾
治
」

だ
。
五
代
目
店
主
の
上う

え
だ
の
り
ま
さ

田
倫
正
さ
ん
は

「
精
進
料
理
に
は
2
種
類
あ
る
」
と
言

う
。「
一つ
は
『
変
え
て
は
い
け
な
い
料

理
』。
清
水
寺
で
は
毎
年
1
月
に
行
わ

れ
る
修し

ゅ
し
ょ
う
え

正
会
で
白
味
噌
の
雑
煮
を
中

心
と
し
た
料
理
を
作
り
ま
す
。
こ
の
内

容
は
必
ず
同
じ
で
変
え
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
も
う
一つ
は
落
慶
法
要
な
ど
の
お

祝
い
ご
と
は
『
お
ま
か
せ
』。
精
進
料
理

の
形
に
反
し
な
い
程
度
に
、
西
洋
野
菜

を
使
っ
た
り
京
料
理
の
技
法
も
取
り
入

れ
工
夫
を
し
て
い
ま
す
」。
フ
ラ
ン
ス
料

理
出
身
で
今
は
上
田
さ
ん
の
も
と
で
腕

を
振
る
う
植う

え
む
ら
や
す
ゆ
き

村
泰
行
さ
ん
は
、「
こ
の

店
に
入
る
ま
で
精
進
料
理
の
こ
と
を
何

も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
驚
い
た
の

は
昆
布
ダ
シ
で
す
。
昆
布
ひ
と
つ
で
こ

こ
ま
で
お
い
し
く
な
る
の
か
、
と
。
そ

の
素
晴
ら
し
さ
は
守
ら
ね
ば
」と
話
す
。

現
在
、
各
寺
院
で
は
大
き
な
開
山

忌
を
迎
え
、
建
仁
寺
は
栄
西
禅
師
の

8
0
0
回
忌
を
数
年
前
に
終
え
た
。

「
つ
ま
り
8
0
0
年
以
上
、
受
け
継
が

れ
て
き
た
料
理
で
す
か
ら
、
そ
の
味
や

形
式
は
守
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
上

田
さ
ん
。「
た
だ
、
時
代
と
共
に
変
化

す
る
部
分
も
あ
る
。
守
る
べ
き
は
守
り

つ
つ
、
変
化
す
べ
き
は
変
化
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

6
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不
確
実
な
時
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こ
そ
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る
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育
む
場
が
必
要

浄
土
真
宗
本
願
寺
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（
西
本
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寺
）
で
今
年
2
月
4
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（
土
）、
5

日
（
日
）、
現
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子
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「
ス
ク
ー

ル
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
〜
お
寺
で
学
ぶ
今

と
未
来
を
生
き
る
智
慧
〜
」
が
開
か

れ
た
。
発
案
者
は
有
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会
社
エ
ピ
フ
ァ

ニ
ー
ワ
ー
ク
ス 

代
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や
し
ぐ
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り里
さ
ん
。
ア
ー
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仏
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社
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プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
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こ
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。「
音
楽
イ

ベ
ン
ト
を
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会
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元 
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山
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ぎ
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じ

巧
寺
の
ご
住
職
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本
願
寺
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の
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縁
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繋
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て
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い
ま
し

た
。
2
0
1
5（
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成
27
）年
6
月
、

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

子
ど
も
・
若

者
ご
縁
づ
く
り
推
進
室
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
に
就
任
。
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い

仏
教
の
伝
え
方
と
し
て
事
業
を
幾
つ

か
提
案
、
そ
の
中
か
ら
“
新
し
い
学

び
の
場
づ
く
り
”
の
案
が
選
ば
れ
、

1
年
半
の
準
備
期
間
を
経
て
ス
ク
ー

ル・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
が
実
現
し
ま
し
た
」。

企
画
趣
旨
を
尋
ね
る
と
、「
不
確
実
な

時
代
に
暮
ら
す
に
は
、
揺
ら
ぐ
こ
と

の
な
い
生
き
る
軸
を
持
つ
こ
と
が
大

切
で
す
。
そ
こ
で
、
2
5
0
0
年
に

わ
た
り
人
々
の
心
を
救
っ
て
き
た
仏

教
の
教
え
、
普
遍
的
価
値
や
人
類
が

積
み
重
ね
て
き
た
叡
智
を
、
僧
侶
や

異
分
野
の
専
門
家
か
ら
横
断
的
に
学

べ
る
場
を
若
者
に
提
供
し
た
い
と
考

え
ま
し
た
」

意
欲
的
で
熱
心
な
受
講
者
は

感
受
す
る
心
を
自
然
と
磨
く

京
都
の
テ
ー
マ
は
「
わ
け
へ
だ
て
と

共
感
」。
本
願
寺
ツ
ア
ー
や
、
僧
侶
、

認
知
科
学
者
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
、
ラ
ッ
パ
ー
、
映
像
人
類
学
者
と

多
彩
な
講
師
に
よ
る
授
業
、
最
後
は

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。
2
日
間
で
10
〜

20
代
、
延
べ
1
2
0
名

が
参
加
し
た
。「
意
欲
・

熱
意
・
吸
収
力
あ
ふ
れ
る

参
加
者
は
と
に
か
く
前
の

め
り
。『
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
の
時
間
が
足
ら
な
い
』

と
の
声
が
出
る
ほ
ど
活
発

に
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
」
と
林
口
さ
ん
。

3
月
4
日
（
土
）、
5

日
（
日
）
に
は
富
山
県
の

飛ひ
ち
ょ
う
さ
ん
ぜ
ん
こ
う
じ

鳥
山
善
興
寺
他
で
第

2
回
を
開
催
。
全
日
程
を
終
え
た
林

口
さ
ん
の
手
応
え
は
大
き
い
。「
ア
ー

ト
も
科
学
も
伝
統
も
…
す
べ
て
の
分

野
を
包
括
す
る
よ
う
に
仏
教
が
あ
る

と
実
感
し
ま
し
た
。
授
業
の
ベ
ー
ス

に
あ
る
仏
教
的
思
考
が
伝
わ
っ
て
い

る
の
は
、
受
講
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も

見
て
取
れ
ま
す
。“
感
受
す
る
心
を
磨

く
”
こ
と
が
仏
教
的
な
生
き
方
に
つ

な
が
る
こ
と
も
自
然
と
学
ん
で
く
れ

て
い
ま
し
た
」

今
年
度
も
京
都
プ
ラ
ス
別
地
域
の

2
回
開
催
を
予
定
。
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ

フ
は
組
織
化
し
活
動
を
進
化
さ
せ
て

い
く
と
い
う
。
新
た
な
学
び
の
場
は

新
た
な
縁
が
結
ば
れ
る
場
で
も
あ
る
。

龍
りゅうこくざん

谷山 本
ほ ん が ん じ

願寺 ( 西本願寺 )
浄土真宗本願寺派
子ども・若者ご縁づくり推進室
〒 600-8501　京都府京都市下京区
堀川通花屋町下ル
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浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
）「
ス
ク
ー
ル
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
」

仏
教
を
ベ
ー
ス
に
生
き
る
智
慧
を

異
分
野
の
専
門
家
よ
り
横
断
的
に
学
ぶ
場

右・左上：第1回目の西本願寺での参加者によるディスカッションや授業の様子　左中：第2回目の富山では地元の伝統工芸職人にも学んだ
左下：ディスカッション参加する「スクール・ナーランダ」発案者・林口砂里さん
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精
進
料
理
の
「
守
る
べ
き
も
の
」

「
変
え
る
べ
き
も
の
」

1. 五代目となる上田さん。
近年は海外からの旅行客に
精進料理の説明をすることも

2.１の写真で上田さんがアヤ
メの姿を模した形に切って
いた、お吸い物に浮かべた
ウド

3. 精進本膳。焼き胡麻豆
腐、海老芋残菜あんかけ、
筍ごはんなどが朱器に美しく
映える

4. 各寺院の献立がすべて記
されている献立表。中には
門外不出の献立も

5. 師匠のだしの味に魅せら
れこの道に入った植村さん

6. 各本山からのご用達とし
て約 150 年の歴史を数える 1

2

3

4

5

近
年
、
海
外
か
ら
も
注
目
を
浴
び

る
精
進
料
理
。
仏
教
の
教
え
自
体
を

体
現
し
て
い
る
こ
の
料
理
の
流
儀
を
明

治
元
年
以
来
守
り
続
け
る
の
が
、
精
進

料
理
専
門
仕
出
し
料
理
店
「
矢や

お

じ

尾
治
」

だ
。
五
代
目
店
主
の
上う

え
だ
の
り
ま
さ

田
倫
正
さ
ん
は

「
精
進
料
理
に
は
2
種
類
あ
る
」
と
言

う
。「
一つ
は
『
変
え
て
は
い
け
な
い
料

理
』。
清
水
寺
で
は
毎
年
1
月
に
行
わ

れ
る
修し

ゅ
し
ょ
う
え

正
会
で
白
味
噌
の
雑
煮
を
中

心
と
し
た
料
理
を
作
り
ま
す
。
こ
の
内

容
は
必
ず
同
じ
で
変
え
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
も
う
一つ
は
落
慶
法
要
な
ど
の
お

祝
い
ご
と
は
『
お
ま
か
せ
』。
精
進
料
理

の
形
に
反
し
な
い
程
度
に
、
西
洋
野
菜

を
使
っ
た
り
京
料
理
の
技
法
も
取
り
入

れ
工
夫
を
し
て
い
ま
す
」。
フ
ラ
ン
ス
料

理
出
身
で
今
は
上
田
さ
ん
の
も
と
で
腕

を
振
る
う
植う

え
む
ら
や
す
ゆ
き

村
泰
行
さ
ん
は
、「
こ
の

店
に
入
る
ま
で
精
進
料
理
の
こ
と
を
何

も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
驚
い
た
の

は
昆
布
ダ
シ
で
す
。
昆
布
ひ
と
つ
で
こ

こ
ま
で
お
い
し
く
な
る
の
か
、
と
。
そ

の
素
晴
ら
し
さ
は
守
ら
ね
ば
」と
話
す
。

現
在
、
各
寺
院
で
は
大
き
な
開
山

忌
を
迎
え
、
建
仁
寺
は
栄
西
禅
師
の

8
0
0
回
忌
を
数
年
前
に
終
え
た
。

「
つ
ま
り
8
0
0
年
以
上
、
受
け
継
が

れ
て
き
た
料
理
で
す
か
ら
、
そ
の
味
や

形
式
は
守
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
上

田
さ
ん
。「
た
だ
、
時
代
と
共
に
変
化

す
る
部
分
も
あ
る
。
守
る
べ
き
は
守
り

つ
つ
、
変
化
す
べ
き
は
変
化
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
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株式会社中外日報社　
代表取締役社長・主筆
営業統括

2015（平成27）年12月1日に中外日報社よ
り発行された冊子『日本宗教界と戦争／平
和 日清戦争から120年の軌跡』。近代日本
の宗教界は戦争といかに関わり、平和にど
う取り組んだかをまとめた貴重な資料

2008（平成20）年3月に『中外日報』創刊
110年記念として出版された『八十八年いの
ち輝きて 真渓涙骨翁』。創業者、真渓涙骨
の生きた88年をまとめた書籍

真ま
た
に
る
い
こ
つ

渓
涙
骨
の
創
刊
か
ら
1
2
0
年

宗
教
・
宗
派
を
超
え
て
時
代
を
見
つ
め
続
け
る

創
刊
者
の
真
渓
涙
骨

時
代
に
新
た
な
一
歩

1
8
9
7
（
明
治
30
）
年
に
真ま

た

に渓

涙る
い
こ
つ骨
氏
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
、
今
年

1
2
0
周
年
を
迎
え
た
宗
教
文
化
専

門
紙
『
中
外
日
報
』。
仏
教
を
は
じ
め

神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
、
新
宗
教
な
ど
宗

教
、
宗
派
を
超
え
た
記
事
を
掲
載
し
、

日
本
の
宗
教
界
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
。
今
回
、
中
外
日
報
社
代

表
取
締
役
社
長
で
あ
り
同
紙
の
主
筆

で
あ
る
形か

た
や
ま
と
し
ひ
こ

山
俊
彦
さ
ん
に
、
創
刊
当
時

か
ら
の
歴
史
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
。「
こ

の
新
聞
を
創
刊
し
た
涙
骨
社
主
は
、
福

井
県
敦
賀
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
の
寺
院
の
長
男
と
し
て
明
治
2
年

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
西
本
願
寺
立
の
普

通
教
校
に
入
学
す
る
と
、
腕
白
ぶ
り
を

発
揮
し
て
1
年
ほ
ど
で
退
学
。そ
の
後
、

博
多
・
万ま

ん
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
の
七し

ち
り
こ
う
じ
ゅ
ん

里
恒
順
和
上
の
も

と
で
修
行
す
る
も
、
や
は
り
和
上
を
悩

ま
し
て
い
た
よ
う
で
す
」

破
天
荒
な
人
柄
の
よ
う
だ
が
、
こ
の

時
期
か
ら
す
で
に
情
報
発
信
へ
の
魅
力

は
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。「
こ
の
頃
に
ガ

リ
版
刷
り
新
聞
を
発
行
し
て
お
り
、
ペ

ン
を
持
っ
て
何
か
を
書
き
伝
え
る
こ
と

に
は
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
後
、
七
里
和
上
か
ら
『
自

分
に
ふ
さ
わ
し
い
道
を
行
き
な
さ
い
』

と
言
わ
れ
、
万
行
寺
も
追
放
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
8
年
間
ぐ
ら
い
転
々
放

浪
の
生
活
を
続
け
、
明
治
30
年
に
京

都
に
出
て
き
て
『
中
外
日
報
』
の
前
身

で
あ
る
『
教
学
報
知
』
を
発
刊
し
ま
し

た
」明

治
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
聞
が
創

刊
さ
れ
て
い
た
が
、
宗
教
に
関
わ
る
出

版
物
は
教
団
の
機
関
紙
誌
ぐ
ら
い
で
、

い
わ
ゆ
る
宗
教
新
聞
と
し
て
は
『
教
学

報
知
』
が
初
め
て
で
は
な
い
か
と
推
察

さ
れ
る
。「
大
教
団
に
対
す
る
批
判
的

な
記
事
を
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当

時
は
か
な
り
衆
目
を
集
め
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。文
章
の
練
達
な
人
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
」

宗
教
と
社
会
を
つ
な
ぐ

中
外
日
報
の
誕
生

そ
し
て
1
9
0
1（
明
治
34
）年
、『
教

学
報
知
』
の
終
刊
号
を
発
行
。
翌
年

の
1
9
0
2(

明
治
35)

年
に
「
教
学

報
知
の
死
、
中
外
日
報
の
生
」
を
宣
言

し
て
『
中
外
日
報
』
が
第
一
歩
を
踏
み

出
し
た
。“
宗
教
を
中
心
と
し
て
普
く

政
治
、
文
学
、
実
業
そ
の
他
中
外
の

諸
方
面
に
渉
り
て
報
道
、
論
評
を
試
む

べ
し
”
と
い
う
の
が
『
中
外
日
報
』
の

発
刊
主
旨
だ
。「
宗
教
が
ベ
ー
ス
に
あ

る
け
れ
ど
、
世
間
一
般
あ
ら
ゆ
る
出
来

事
を
記
事
に
す
る
。
中
外
と
い
う
名
前

も
、
宗
教
界
の
ウ
チ
だ
け
で
な
く
ソ
ト

の
こ
と
も
掲
載
す
る
。
国
内
国
外
も
含

め
て
、
も
っ
と
大
き
な
視
野
で
記
事
掲

載
を
し
て
い
く
も
の
と
し
て
登
場
し
ま

し
た
」。
創
刊
以
来
、
第
一
線
で
活
躍
す

る
宗
教
者
や
思
想
家
、
政
治
家
、
社

会
活
動
家
が
数
多
く
執
筆
。
明
治
期

に
は
清き

よ
ざ
わ
ま
ん
し

沢
満
之
、
三み

や
け
せ
つ
れ
い

宅
雪
嶺
、
井
上
哲

次
郎
、新に

と

べ

い

な

ぞ

う

渡
戸
稲
造
、幸こ

う

だ

ろ

は

ん

田
露
伴
ら
が
、

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
暁あ

け
が
ら
す
は
や

烏
敏
、

鈴す
ず
き
だ
い
せ
つ

木
大
拙
、西に

し

だ

き

た

ろ

う

田
幾
多
郎
、吉
野
作
造
、

菊き
く
ち
か
ん

池
寛
、
武む

し
ゃ
の
こ
う
じ
さ
ね
あ
つ

者
小
路
実
篤
ら
名
だ
た

る
名
士
が
紙
面
を
彩
っ
た
。
し
か
し
、

第
二
次
大
戦
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
大

き
な
危
機
に
出
会
う
こ
と
に
。「
当
時

は
言
論
統
制
が
あ
り
、
新
聞
社
は
統

廃
合
さ
れ
ま
し
た
。
本
来
、
発
刊
で
き

る
の
は
“
一
県
一
紙
”
だ
け
。
京
都
は
京

都
新
聞
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
弊
紙
は

廃
刊
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
京
都
で
は
京
都
新
聞
に
加

え
て
『
中
外
日
報
』
も
発
刊
が
許
さ

れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
時

代
で
さ
え
私
ど
も
の
存
在
意
義
が
認

め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
も
一
貫
し

て
、
外
か
ら
見
れ
ば
閉
ざ
さ
れ
て
み
え

る
宗
教
界
の
内
部
事
情
を
、
第
三
者
の

目
で
情
報
公
開
し
て
い
く
と
い
う
、
私

ど
も
の
基
本
姿
勢
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
宗
教
に
対
し
て
時
代
の
空
気
や

時
代
の
流
れ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
も
で

き
る
し
、
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
立
ち

位
置
を
分
析
し
て
提
示
す
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
新
聞
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

そ
し
て
新
た
な
時
代
へ

中
外
日
報
の
存
在
意
義

当
然
、
少
子

化
に
よ
る
宗
教

離
れ
、
過
疎
化

に
よ
る
檀
家
制

度
の
崩
壊
な
ど
、

昨
今
の
宗
教
界

に
お
け
る
問
題

に
つ
い
て
も
注
視

す
る
。「
今
、
若

い
人
た
ち
の
宗

教
離
れ
を
危
惧

す
る
話
が
よ
く

聞
か
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
は

違
う
意
見
を
持
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に

葬
儀
や
埋
葬
の
形
は
変
わ
り
ま
し
た

が
、
心
の
な
か
の
宗
教
心
が
薄
ら
い
だ

と
は
思
え
ま
せ
ん
。
興
福
寺
の
阿
修
羅

像
を
東
京
に
も
っ
て
い
け
ば
す
ご
く
人

が
集
ま
る
よ
う
に
、
人
々
は
何
か
を
宗

教
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。
寺
社
が
今

ま
で
と
は
違
う
窓
の
開
き
方
を
す
れ

ば
、
人
々
は
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
」

今
後
も
、
真
渓
涙
骨
氏
か
ら
脈
々

と
伝
わ
る
精
神
を
軸
に
据
え
て
発
刊

を
続
け
る
中
外
日
報
。「
私
た
ち
は
、

涙
骨
社
主
の
言
わ
れ
た
、
宗
教
を
ベ
ー

ス
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
事
情
を
報
道

し
て
い
く
新
聞
で
あ
る
と
同
時
に
『
宗

教
と
は
何
か
』
を
問
い
か
け
る
場
で
あ

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
教

文
化
専
門
紙
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え

ば
、
宗
教
の
原

点
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
の
歴

史
、
そ
し
て
現

状
を
理
解
す
る

こ
と
が
重
要
で

す
。
そ
れ
も
、

宗
教
と
一
体
と

な
っ
て
考
え
る
。

そ
う
い
っ
た
記

者
の
自
己
研
鑽

に
よ
っ
て
現
代

宗
教
の
問
題
を
提
起
で
き
る
の
で
す
」

こ
の
研
鑽
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
日

本
の
宗
教
文
化
に
関
す
る
情
報
」
は
、

他
の
新
聞
で
は
獲
得
で
き
な
い
貴
重
な

も
の
。
昨
今
の
海
外
旅
行
客
が
、
日

本
文
化
に
対
し
て
さ
ら
に
深
い
知
識
や

体
験
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
な
か
、
こ

の
情
報
は
非
常
に
有
効
だ
。「
私
ど
も

は
日
本
宗
教
界
に
関
す
る
知
識
を
持
っ

て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
文
化
に
興
味
を

持
つ
海
外
の
方
々
に
も
有
益
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
全
国
寺
社
観
光
協
会

さ
ん
は
観
光
と
い
う
切
り
口
の
ユ
ニ
ー

ク
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
文
化

の
発
信
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
後
、
互

い
に
協
力
で
き
る
部
分
も
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」。
日
本
宗
教
界
と

社
会
を
つ
な
ぐ
役
目
だ
け
で
な
く
、
日

本
文
化
の
発
信
と
い
う
新
た
な
役
割

も
未
来
に
据
え
て
い
る
。

株式会社　中外日報社

＜京都総本社＞
〒601-8004
京都市南区東九条東山王町9番地
TEL 075-671-3211

＜東京本社＞
〒113-0033
東京都文京区本郷4丁目9番13号
TEL03-3816-4721
http://www.chugainippoh.co.jp

昭和26年岡山県生まれ。花園大学を卒
業し、新聞社への興味から中外日報社に
入社。東京本社(当時は支社)に配属。営
業・編集の業務に当たる。その後、取締
役編集局長、中部支社長、常務取締役
編集局長、専務取締役営業統括兼東京
本社代表等を経て、平成26年5月から代
表取締役社長・主筆となり、平成28年5
月からは営業統括も兼ねる。涙骨社主以
後の激動の時代、それに伴う会社の変遷
を経験。社歴40年を超える最古参として
社主の遺志を繋いでいる。
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創刊者の真渓涙骨氏

寺社を活性化させる
キーパーソンに聞く

拡大版
活 性 人
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株式会社中外日報社　
代表取締役社長・主筆
営業統括

2015（平成27）年12月1日に中外日報社よ
り発行された冊子『日本宗教界と戦争／平
和 日清戦争から120年の軌跡』。近代日本
の宗教界は戦争といかに関わり、平和にど
う取り組んだかをまとめた貴重な資料

2008（平成20）年3月に『中外日報』創刊
110年記念として出版された『八十八年いの
ち輝きて 真渓涙骨翁』。創業者、真渓涙骨
の生きた88年をまとめた書籍

真ま
た
に
る
い
こ
つ

渓
涙
骨
の
創
刊
か
ら
1
2
0
年

宗
教
・
宗
派
を
超
え
て
時
代
を
見
つ
め
続
け
る

創
刊
者
の
真
渓
涙
骨

時
代
に
新
た
な
一
歩

1
8
9
7
（
明
治
30
）
年
に
真ま

た

に渓

涙る
い
こ
つ骨
氏
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
、
今
年

1
2
0
周
年
を
迎
え
た
宗
教
文
化
専

門
紙
『
中
外
日
報
』。
仏
教
を
は
じ
め

神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
、
新
宗
教
な
ど
宗

教
、
宗
派
を
超
え
た
記
事
を
掲
載
し
、

日
本
の
宗
教
界
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
。
今
回
、
中
外
日
報
社
代

表
取
締
役
社
長
で
あ
り
同
紙
の
主
筆

で
あ
る
形か

た
や
ま
と
し
ひ
こ

山
俊
彦
さ
ん
に
、
創
刊
当
時

か
ら
の
歴
史
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
。「
こ

の
新
聞
を
創
刊
し
た
涙
骨
社
主
は
、
福

井
県
敦
賀
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
の
寺
院
の
長
男
と
し
て
明
治
2
年

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
西
本
願
寺
立
の
普

通
教
校
に
入
学
す
る
と
、
腕
白
ぶ
り
を

発
揮
し
て
1
年
ほ
ど
で
退
学
。そ
の
後
、

博
多
・
万ま

ん
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
の
七し

ち
り
こ
う
じ
ゅ
ん

里
恒
順
和
上
の
も

と
で
修
行
す
る
も
、
や
は
り
和
上
を
悩

ま
し
て
い
た
よ
う
で
す
」

破
天
荒
な
人
柄
の
よ
う
だ
が
、
こ
の

時
期
か
ら
す
で
に
情
報
発
信
へ
の
魅
力

は
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。「
こ
の
頃
に
ガ

リ
版
刷
り
新
聞
を
発
行
し
て
お
り
、
ペ

ン
を
持
っ
て
何
か
を
書
き
伝
え
る
こ
と

に
は
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
後
、
七
里
和
上
か
ら
『
自

分
に
ふ
さ
わ
し
い
道
を
行
き
な
さ
い
』

と
言
わ
れ
、
万
行
寺
も
追
放
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
8
年
間
ぐ
ら
い
転
々
放

浪
の
生
活
を
続
け
、
明
治
30
年
に
京

都
に
出
て
き
て
『
中
外
日
報
』
の
前
身

で
あ
る
『
教
学
報
知
』
を
発
刊
し
ま
し

た
」明

治
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
聞
が
創

刊
さ
れ
て
い
た
が
、
宗
教
に
関
わ
る
出

版
物
は
教
団
の
機
関
紙
誌
ぐ
ら
い
で
、

い
わ
ゆ
る
宗
教
新
聞
と
し
て
は
『
教
学

報
知
』
が
初
め
て
で
は
な
い
か
と
推
察

さ
れ
る
。「
大
教
団
に
対
す
る
批
判
的

な
記
事
を
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当

時
は
か
な
り
衆
目
を
集
め
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。文
章
の
練
達
な
人
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
」

宗
教
と
社
会
を
つ
な
ぐ

中
外
日
報
の
誕
生

そ
し
て
1
9
0
1（
明
治
34
）年
、『
教

学
報
知
』
の
終
刊
号
を
発
行
。
翌
年

の
1
9
0
2(

明
治
35)

年
に
「
教
学

報
知
の
死
、
中
外
日
報
の
生
」
を
宣
言

し
て
『
中
外
日
報
』
が
第
一
歩
を
踏
み

出
し
た
。“
宗
教
を
中
心
と
し
て
普
く

政
治
、
文
学
、
実
業
そ
の
他
中
外
の

諸
方
面
に
渉
り
て
報
道
、
論
評
を
試
む

べ
し
”
と
い
う
の
が
『
中
外
日
報
』
の

発
刊
主
旨
だ
。「
宗
教
が
ベ
ー
ス
に
あ

る
け
れ
ど
、
世
間
一
般
あ
ら
ゆ
る
出
来

事
を
記
事
に
す
る
。
中
外
と
い
う
名
前

も
、
宗
教
界
の
ウ
チ
だ
け
で
な
く
ソ
ト

の
こ
と
も
掲
載
す
る
。
国
内
国
外
も
含

め
て
、
も
っ
と
大
き
な
視
野
で
記
事
掲

載
を
し
て
い
く
も
の
と
し
て
登
場
し
ま

し
た
」。
創
刊
以
来
、
第
一
線
で
活
躍
す

る
宗
教
者
や
思
想
家
、
政
治
家
、
社

会
活
動
家
が
数
多
く
執
筆
。
明
治
期

に
は
清き

よ
ざ
わ
ま
ん
し

沢
満
之
、
三み

や
け
せ
つ
れ
い

宅
雪
嶺
、
井
上
哲

次
郎
、新に

と

べ

い

な

ぞ

う

渡
戸
稲
造
、幸こ

う

だ

ろ

は

ん

田
露
伴
ら
が
、

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
暁あ

け
が
ら
す
は
や

烏
敏
、

鈴す
ず
き
だ
い
せ
つ

木
大
拙
、西に

し

だ

き

た

ろ

う

田
幾
多
郎
、吉
野
作
造
、

菊き
く
ち
か
ん

池
寛
、
武む

し
ゃ
の
こ
う
じ
さ
ね
あ
つ

者
小
路
実
篤
ら
名
だ
た

る
名
士
が
紙
面
を
彩
っ
た
。
し
か
し
、

第
二
次
大
戦
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
大

き
な
危
機
に
出
会
う
こ
と
に
。「
当
時

は
言
論
統
制
が
あ
り
、
新
聞
社
は
統

廃
合
さ
れ
ま
し
た
。
本
来
、
発
刊
で
き

る
の
は
“
一
県
一
紙
”
だ
け
。
京
都
は
京

都
新
聞
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
弊
紙
は

廃
刊
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
京
都
で
は
京
都
新
聞
に
加

え
て
『
中
外
日
報
』
も
発
刊
が
許
さ

れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
時

代
で
さ
え
私
ど
も
の
存
在
意
義
が
認

め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
も
一
貫
し

て
、
外
か
ら
見
れ
ば
閉
ざ
さ
れ
て
み
え

る
宗
教
界
の
内
部
事
情
を
、
第
三
者
の

目
で
情
報
公
開
し
て
い
く
と
い
う
、
私

ど
も
の
基
本
姿
勢
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
宗
教
に
対
し
て
時
代
の
空
気
や

時
代
の
流
れ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
も
で

き
る
し
、
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
立
ち

位
置
を
分
析
し
て
提
示
す
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
新
聞
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

そ
し
て
新
た
な
時
代
へ

中
外
日
報
の
存
在
意
義

当
然
、
少
子

化
に
よ
る
宗
教

離
れ
、
過
疎
化

に
よ
る
檀
家
制

度
の
崩
壊
な
ど
、

昨
今
の
宗
教
界

に
お
け
る
問
題

に
つ
い
て
も
注
視

す
る
。「
今
、
若

い
人
た
ち
の
宗

教
離
れ
を
危
惧

す
る
話
が
よ
く

聞
か
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
は

違
う
意
見
を
持
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に

葬
儀
や
埋
葬
の
形
は
変
わ
り
ま
し
た

が
、
心
の
な
か
の
宗
教
心
が
薄
ら
い
だ

と
は
思
え
ま
せ
ん
。
興
福
寺
の
阿
修
羅

像
を
東
京
に
も
っ
て
い
け
ば
す
ご
く
人

が
集
ま
る
よ
う
に
、
人
々
は
何
か
を
宗

教
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。
寺
社
が
今

ま
で
と
は
違
う
窓
の
開
き
方
を
す
れ

ば
、
人
々
は
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
」

今
後
も
、
真
渓
涙
骨
氏
か
ら
脈
々

と
伝
わ
る
精
神
を
軸
に
据
え
て
発
刊

を
続
け
る
中
外
日
報
。「
私
た
ち
は
、

涙
骨
社
主
の
言
わ
れ
た
、
宗
教
を
ベ
ー

ス
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
事
情
を
報
道

し
て
い
く
新
聞
で
あ
る
と
同
時
に
『
宗

教
と
は
何
か
』
を
問
い
か
け
る
場
で
あ

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
教

文
化
専
門
紙
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え

ば
、
宗
教
の
原

点
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
の
歴

史
、
そ
し
て
現

状
を
理
解
す
る

こ
と
が
重
要
で

す
。
そ
れ
も
、

宗
教
と
一
体
と

な
っ
て
考
え
る
。

そ
う
い
っ
た
記

者
の
自
己
研
鑽

に
よ
っ
て
現
代

宗
教
の
問
題
を
提
起
で
き
る
の
で
す
」

こ
の
研
鑽
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
日

本
の
宗
教
文
化
に
関
す
る
情
報
」
は
、

他
の
新
聞
で
は
獲
得
で
き
な
い
貴
重
な

も
の
。
昨
今
の
海
外
旅
行
客
が
、
日

本
文
化
に
対
し
て
さ
ら
に
深
い
知
識
や

体
験
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
な
か
、
こ

の
情
報
は
非
常
に
有
効
だ
。「
私
ど
も

は
日
本
宗
教
界
に
関
す
る
知
識
を
持
っ

て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
文
化
に
興
味
を

持
つ
海
外
の
方
々
に
も
有
益
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
全
国
寺
社
観
光
協
会

さ
ん
は
観
光
と
い
う
切
り
口
の
ユ
ニ
ー

ク
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
文
化

の
発
信
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
後
、
互

い
に
協
力
で
き
る
部
分
も
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」。
日
本
宗
教
界
と

社
会
を
つ
な
ぐ
役
目
だ
け
で
な
く
、
日

本
文
化
の
発
信
と
い
う
新
た
な
役
割

も
未
来
に
据
え
て
い
る
。

株式会社　中外日報社

＜京都総本社＞
〒601-8004
京都市南区東九条東山王町9番地
TEL 075-671-3211

＜東京本社＞
〒113-0033
東京都文京区本郷4丁目9番13号
TEL03-3816-4721
http://www.chugainippoh.co.jp

昭和26年岡山県生まれ。花園大学を卒
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2
0
2
0
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
前
に
政
府
の
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
誘
致
事
業
は
ま
す
ま
す
加
速

し
、
有
名
観
光
地
に
集
中
す
る
訪
日
外

国
人
観
光
客
ら
を
ゴ
ー
ル
デ
ン
ル
ー
ト
以

外
の
地
域
へ
も
誘
客
す
る
た
め
の
取
り
組

み
と
し
て
、
観
光
庁
は
昨
年
、﹁
テ
ー
マ

別
観
光
に
よ
る
地
方
誘
客
事
業
﹂
を
発

表
し
ま
し
た
。（
一
社
）
全
日
本
社
寺
観

光
連
盟
は
15
万
社
寺
と
も
言
わ
れ
る
中

か
ら
久
能
山
東
照
宮
を
始
め
8
つ
の
社

寺
と
社
寺
観
光
地
域
連
携
協
議
会
を
発

足
し
、﹁
社
寺
巡
礼
の
旅
﹂
を
メ
イ
ン
テ
ー

マ
と
し
て
平
成
28
年
度
事
業
は
﹁
徳
川

の
は
視
覚
に
訴
え
る
映
像
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

よ
っ
て
新
た
な
観
光
地
が
発
掘
さ
れ
る
現

象
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
社
寺
観
光
地

域
連
携
協
議
会
も
共
同
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
の
構
築
に
取
り
組
み
、
平
成
28
年
度

事
業
の
テ
ー
マ
で
あ
る
徳
川
家
康
公
の
イ

メ
ー
ジ
を
映
像
で
訴
え
か
け
ま
し
た
。

︹ 

共
通
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成 

︺

ス
ト
ー
リ
ー
は
人
を
魅
了
し

引
き
寄
せ
る
！

︻
欧
米
列
強
に
開
国
を
迫
ら
れ
近
代

化
を
目
指
し
た
明
治
維
新
を
迎
え
る
ま

で
2
6
5
年
も
続
い
た
江
戸
時
代
は
日

本
に
平
和
な
世
と
稀
有
な
文
化
を
も
た

ら
し
た
︒
ト
ム
・
ク
ル
ー
ズ
主
演
の
﹁
ラ

ス
ト
サ
ム
ラ
イ
﹂
で
も
記
憶
に
新
し
い

が
︑
そ
の
サ
ム
ラ
イ
が
闊
歩
す
る
時
代
・

江
戸
の
礎
を
築
い
た
人
物
こ
そ
が
徳
川

家
康
公
だ
︒
1
9
8
0
年
に
は
家
康
公

を
モ
デ
ル
と
し
た
ド
ラ
マ
が
ア
メ
リ
カ
で

大
ヒ
ッ
ト
︒
最
近
で
も
︑
小
説
﹁
徳
川
家

康
﹂
が
中
国
で
2
0
0
万
部
以
上
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
2
0
0
8
年
の﹁
最

優
秀
外
国
書
籍
﹂
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
︑

時
代
と
国
境
を
越
え
愛
さ
れ
て
い
る
︒
家

康
公
及
び
江
戸
を
知
る
に
は
彼
の
庇
護

し
た
社
寺
仏
閣
を
訪
れ
る
ほ
か
は
な
い
︼

共
通
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
英
語
版
の
導
入
文

（
日
本
語
訳
）で
す
。
英
語
版
は
ネ
イ
テ
ィ

ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
解
説
を
加
え
、

徳
川
家
康
公
を
知
ら
な
い
人
で
も
興
味

が
わ
く
よ
う
偉
人
と
し
て
紹
介
す
る
こ

と
で
、
そ
の
ゆ
か
り
の
地
で
体
験
す
る
こ

と
が
特
別
な
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
し
ま

し
た
。

昨
今
の
観
光
消
費
行
動
調
査
で
は
訪

日
外
国
人
の
消
費
行
動
が
モ
ノ
消
費
か

ら
コ
ト
消
費
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と

い
い
ま
す
が
、
社
寺
は
最
上
級
の
﹁
コ
ト
﹂

を
体
験
で
き
る
場
所
で
あ
り
、
本
事
業

の
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
で
も
特
別
な
体
験
が

ツ
ア
ー
の
満
足
度
を
高
め
た
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

家
康
公
の
足
跡
を
た
ど
る
﹂
を
申
請
し
、

採
択
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
28
年
度
事
業

の
成
果
報
告
会
は
本
年
3
月
17
日
に
東

京
都
内
で
開
催
さ
れ
、
社
寺
観
光
地
域

連
携
協
議
会
も
参
加
・
報
告
し
好
評
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
は
共
同
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
の
構
築
、
共
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
製
作
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
、フ
ァ
ム・

モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
の
催
行
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
拡
大
で
、詳
細
は
観
光
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
（
一
社
）
全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
紹
介
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

︹ 

事
業
の
目
的 

︺

社
寺
フ
ァ
ン
獲
得
を
最
終
目
標
に

日
本
固
有
の
文
化
は
社
寺
に
こ
そ
凝

縮
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
の
み
な
ら
ず
多

く
の
日
本
人
に
も
魅
力
的
な
文
化
が
確

か
に
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
本
事

業
に
お
い
て
は
、
外
国
人
を
メ
イ
ン
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
て
外
国
人
な
ら
で
は
の
目
線

で
新
し
い
魅
力
を
発
掘
し
て
も
ら
う
こ
と

に
よ
り
、
日
本
人
が
社
寺
の
魅
力
を
再
認

識
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

︹ 

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
構
築 

︺

視
覚
に
訴
え
る
重
要
性

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
旅
先

の
情
報
も
個
人
で
容
易
に
入
手
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
今
、
個
人
旅
行
が
主
流
と

な
り
、
訪
問
先
を
決
め
る
た
め
の
手
段
と

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ツ
ー
ル
は
欠
か
せ

ず
、
人
気
観
光
専
門
サ
イ
ト
や
人
気
ブ

ロ
ガ
ー
等
の
口
コ
ミ
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

等
の
S
N
S
と
、
そ
の
選
択
の
範
囲
も

広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

全
日
本
社
寺
観
光
連
盟 

実
施
レ
ポ
ー
ト
報
告

 「
社
寺
巡
礼
の
旅
」平
成
28
年
度
観
光
庁
採
択
事
業

SCOPE

(上・右)徳川家康公を紹介した英文ポータルサイト

(左)パンフレット表紙 徳川家康公イラスト:海老原英明
(上)パンフレット抜粋
※共同ポータルサイト「徳川家康公の足跡をたどる」へアクセスするとE-BOOK としてパンフ
レットがWEB 上で閲覧可能

成果報告会での様子

マーケティング調査、高月院にて

家康公ゆかりの社寺を巡ることが聖地巡礼とし
て特別感を演出できる御朱印帳を製作・配布
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2
0
2
0
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
前
に
政
府
の
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
誘
致
事
業
は
ま
す
ま
す
加
速

し
、
有
名
観
光
地
に
集
中
す
る
訪
日
外

国
人
観
光
客
ら
を
ゴ
ー
ル
デ
ン
ル
ー
ト
以

外
の
地
域
へ
も
誘
客
す
る
た
め
の
取
り
組

み
と
し
て
、
観
光
庁
は
昨
年
、﹁
テ
ー
マ

別
観
光
に
よ
る
地
方
誘
客
事
業
﹂
を
発

表
し
ま
し
た
。（
一
社
）
全
日
本
社
寺
観

光
連
盟
は
15
万
社
寺
と
も
言
わ
れ
る
中

か
ら
久
能
山
東
照
宮
を
始
め
8
つ
の
社

寺
と
社
寺
観
光
地
域
連
携
協
議
会
を
発

足
し
、﹁
社
寺
巡
礼
の
旅
﹂
を
メ
イ
ン
テ
ー

マ
と
し
て
平
成
28
年
度
事
業
は
﹁
徳
川

の
は
視
覚
に
訴
え
る
映
像
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

よ
っ
て
新
た
な
観
光
地
が
発
掘
さ
れ
る
現

象
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
社
寺
観
光
地

域
連
携
協
議
会
も
共
同
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
の
構
築
に
取
り
組
み
、
平
成
28
年
度

事
業
の
テ
ー
マ
で
あ
る
徳
川
家
康
公
の
イ

メ
ー
ジ
を
映
像
で
訴
え
か
け
ま
し
た
。

︹ 

共
通
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成 

︺

ス
ト
ー
リ
ー
は
人
を
魅
了
し

引
き
寄
せ
る
！

︻
欧
米
列
強
に
開
国
を
迫
ら
れ
近
代

化
を
目
指
し
た
明
治
維
新
を
迎
え
る
ま

で
2
6
5
年
も
続
い
た
江
戸
時
代
は
日

本
に
平
和
な
世
と
稀
有
な
文
化
を
も
た

ら
し
た
︒
ト
ム
・
ク
ル
ー
ズ
主
演
の
﹁
ラ

ス
ト
サ
ム
ラ
イ
﹂
で
も
記
憶
に
新
し
い

が
︑
そ
の
サ
ム
ラ
イ
が
闊
歩
す
る
時
代
・

江
戸
の
礎
を
築
い
た
人
物
こ
そ
が
徳
川

家
康
公
だ
︒
1
9
8
0
年
に
は
家
康
公

を
モ
デ
ル
と
し
た
ド
ラ
マ
が
ア
メ
リ
カ
で

大
ヒ
ッ
ト
︒
最
近
で
も
︑
小
説
﹁
徳
川
家

康
﹂
が
中
国
で
2
0
0
万
部
以
上
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
2
0
0
8
年
の﹁
最

優
秀
外
国
書
籍
﹂
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
︑

時
代
と
国
境
を
越
え
愛
さ
れ
て
い
る
︒
家

康
公
及
び
江
戸
を
知
る
に
は
彼
の
庇
護

し
た
社
寺
仏
閣
を
訪
れ
る
ほ
か
は
な
い
︼

共
通
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
英
語
版
の
導
入
文

（
日
本
語
訳
）で
す
。
英
語
版
は
ネ
イ
テ
ィ

ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
解
説
を
加
え
、

徳
川
家
康
公
を
知
ら
な
い
人
で
も
興
味

が
わ
く
よ
う
偉
人
と
し
て
紹
介
す
る
こ

と
で
、
そ
の
ゆ
か
り
の
地
で
体
験
す
る
こ

と
が
特
別
な
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
し
ま

し
た
。

昨
今
の
観
光
消
費
行
動
調
査
で
は
訪

日
外
国
人
の
消
費
行
動
が
モ
ノ
消
費
か

ら
コ
ト
消
費
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と

い
い
ま
す
が
、
社
寺
は
最
上
級
の
﹁
コ
ト
﹂

を
体
験
で
き
る
場
所
で
あ
り
、
本
事
業

の
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
で
も
特
別
な
体
験
が

ツ
ア
ー
の
満
足
度
を
高
め
た
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

家
康
公
の
足
跡
を
た
ど
る
﹂
を
申
請
し
、

採
択
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
28
年
度
事
業

の
成
果
報
告
会
は
本
年
3
月
17
日
に
東

京
都
内
で
開
催
さ
れ
、
社
寺
観
光
地
域

連
携
協
議
会
も
参
加
・
報
告
し
好
評
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
は
共
同
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
の
構
築
、
共
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
製
作
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
、フ
ァ
ム・

モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
の
催
行
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
拡
大
で
、詳
細
は
観
光
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
（
一
社
）
全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
紹
介
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

︹ 

事
業
の
目
的 

︺

社
寺
フ
ァ
ン
獲
得
を
最
終
目
標
に

日
本
固
有
の
文
化
は
社
寺
に
こ
そ
凝

縮
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
の
み
な
ら
ず
多

く
の
日
本
人
に
も
魅
力
的
な
文
化
が
確

か
に
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
本
事

業
に
お
い
て
は
、
外
国
人
を
メ
イ
ン
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
て
外
国
人
な
ら
で
は
の
目
線

で
新
し
い
魅
力
を
発
掘
し
て
も
ら
う
こ
と

に
よ
り
、
日
本
人
が
社
寺
の
魅
力
を
再
認

識
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

︹ 

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
構
築 

︺

視
覚
に
訴
え
る
重
要
性

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
旅
先

の
情
報
も
個
人
で
容
易
に
入
手
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
今
、
個
人
旅
行
が
主
流
と

な
り
、
訪
問
先
を
決
め
る
た
め
の
手
段
と

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ツ
ー
ル
は
欠
か
せ

ず
、
人
気
観
光
専
門
サ
イ
ト
や
人
気
ブ

ロ
ガ
ー
等
の
口
コ
ミ
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

等
の
S
N
S
と
、
そ
の
選
択
の
範
囲
も

広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

全
日
本
社
寺
観
光
連
盟 

実
施
レ
ポ
ー
ト
報
告

 「
社
寺
巡
礼
の
旅
」平
成
28
年
度
観
光
庁
採
択
事
業

SCOPE

(上・右)徳川家康公を紹介した英文ポータルサイト

(左)パンフレット表紙 徳川家康公イラスト:海老原英明
(上)パンフレット抜粋
※共同ポータルサイト「徳川家康公の足跡をたどる」へアクセスするとE-BOOK としてパンフ
レットがWEB 上で閲覧可能

成果報告会での様子

マーケティング調査、高月院にて

家康公ゆかりの社寺を巡ることが聖地巡礼とし
て特別感を演出できる御朱印帳を製作・配布
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2
0
1
7（
平
成
29
）年
2
月
、2
泊
3
日
の
行
程
で
、愛
知
県
・
静
岡
県
内
の
徳
川
家
康
公
ゆ
か
り
の
社
寺
を
中
心
に
、家
康
公
の
足
跡
を
た
ど
る
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
を
催
行
し
ま
し
た
。

何
気
な
い「
お
も
て
な
し
」に
感
動
！

多
数
の
外
国
人（
ア
メ
リ
カ・フ
ラ
ン
ス・

ス
ペ
イ
ン
・
ロ
シ
ア
・
タ
イ
・
マ
レ
ー
シ
ア
・

台
湾
）
が
参
加
し
、
中
に
は
コ
ス
プ
レ
イ

ヤ
ー
も
混
ざ
り
、
訪
問
先
の
皆
様
に
温

か
く
出
迎
え
て
い
た
だ
き
、
ツ
ア
ー
は
大

変
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
思
い
が

け
な
い
場
所
に
素
晴
ら
し
い
ス
ト
ー
リ
ー

と
景
観
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
喜
び
を

味
わ
う
と
と
も
に
、
普
段
体
験
す
る
こ
と

の
な
い
特
別
感
に
感
動
し
、
歴
史
的
建
築

物
と
取
り
囲
む
自
然
の
美
し
さ
へ
参
加
者

は
一
様
に
感
嘆
の
声
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。

多
国
籍
参
加
者
に
よ
る
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
催
行

　家
康
公
の
足
跡
を
た
ど
る

徳
川
美
術
館
➡
昼
食
➡
大
樹
寺（
写
真
①
②
）➡
家
康
館
➡
岡
崎
城
➡
龍
城
神
社

（
写
真
③
④
）➡
八
丁
味
噌
蔵
体
験（
家
康
公
の
好
物
を
試
食
）➡
夕
食

１
日
目

3
日
目

2
日
目

駿
府
城
跡
公
園
➡
臨
済
寺（
写
真
⑨
⑩
）➡
語
り
部
カ
フ
ェ『
華
』（
古
民
家
で
家
康

公
の
健
康
食
を
体
験
）➡
久
能
山
東
照
宮（
写
真
⑪
⑫
）

浜
松
八
幡
宮（
写
真
⑤
）➡
浜
松
城（
写
真
⑥
）➡
昼
食
➡
酒
蔵
体
験（『
徳
川
家
康
』

な
ど
を
試
飲
）➡
可
睡
齋（
写
真
⑦
⑧
）➡
浮
月
楼（
慶
喜
公
住
居
跡
）に
て
夕
食

1.松平家の菩提寺：家康公が19才で岡崎城へ入城する前に難を逃れ、生涯旗印とした「厭離穢土欣求浄土」を授かった寺
2.等身大の位牌は圧巻、イメージが植え付けられる展示に満足　3.家康公を御祭神とする神社　4.正式な参拝を体験

9.一般公開されていない特別空間で坐禅体験と木魚に触れられたことに感動！竹千代手習いの間も！
10.幼き日の家康公の学び舎　11.家康公が眠る全国東照宮の創祀　12.宮司様と直接会話ができたことや本物の宝物に感動！ 

5.家康公が武田軍から身を潜めた楠の洞窟のストーリーに感動！ 
6.家康公が武運長久を祈るため度々参拝した祈願所
7.家康公と和尚との親愛の情が寺の名前の由来に
8.写経体験で大満足！ 

1

2

9

1012

11

4

3

5

8

6

7

SCOPE

平成29年度は「修行の道を歩く」をテーマに
社寺観光地域連携協議会は、平成 29 年

度の「社寺巡礼の旅」事業として、「日本人の
こころ」の根源の一つである「修行」を取り上
げます。

我が国では、古くから山岳信仰が発展し、日
本独自の修験道が生まれました。昨今は、世
界中に愛好家がいる登山やブームになっている
パワースポット巡り等と通じるものがあって、山
岳信仰や修験道は注目を浴びてきております。
本物の体験を求めて人里離れた社寺に修行に
訪れる外国人も年々増加しています。

本事業は、旅行者が修行の道を歩くことで
社寺の持つ歴史文化の奥深さに触れ、修行の
一端でも体験することにより得られる達成感で
ファンを獲得し、リピーターの増加へとつなげ
ることを目標としています。

尚、本事業へご賛同いただける社寺の皆様
には是非ともご参加いただければ幸いです。お
問い合わせにつきましては、（一社）全日本社
寺観光連盟までお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞
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
e-mail： info@jtast. jp
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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

（右上）金剛力士像（阿）密
みつしゃくこんごうしん

迹金剛神
（左上）金剛力士像（吽）那

なら え ん こ ん ご う し ん

羅延金剛神
（下）各金剛力士像の表情

日
にちれんしゅう

蓮宗 藤
ふ じ た さ ん

田山 成
じ ょ う じ ゅ じ

就寺
〒709-3144
岡山県岡山市北区建部町富沢682
TEL：086-722-0677
http://temple.nichiren.or.jp/6011080-
jyoujyuji/

今
か
ら
１
２
０
０
年
前
以
上
の
昔
、

報
恩
大
師
摩ま

か
し
ょ
う
に
ん

訶
上
人
に
よ
っ
て
創
建

さ
れ
た
成じ

ょ
う
じ
ゅ
じ

就
寺
。
備
前
四
十
八
ヶ
寺

最
期
之
霊
跡
だ
。
こ
ち
ら
の
仁
王
門

に
は
金
剛
力
士
像
が
鎮
座
し
て
い
る
。

約
８
０
０
年
前
の
１
２
３
０
年
代
、

鎌
倉
時
代
に
慶
派
仏
師
に
よ
っ
て
寄

木
造
り
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
。
そ
の

圧
倒
的
な
存
在
感
は
観
る
者
を
一
瞬

に
し
て
ひ
き
つ
け
る
。

門
に
向
か
っ
て
右
の
阿あ

ぎ
ょ
う形

像
は
口

が
開
口
し
怒
り
の
表
情
、
左
の
吽う

ん
ぎ
ょ
う形

像
は
口
を
結
び
怒
り
を
内
に
秘
め
た

表
情
。
阿
形
像
が
左
手
に
持
っ
て
い

る
の
は
、
金こ

ん
ご
う
し
ょ

剛
杵
で
、
仏
敵
を
退
散

さ
せ
る
武
器
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

隆
々
と
し
た
リ
ア
ル
な
筋
肉
、
全
身

の
バ
ラ
ン
ス
の
良
さ
、
躍
動
感
あ
ふ

れ
る
様
は
、
鎌
倉
彫
刻
の
特
徴
を
表

し
て
い
る
。

不
幸
に
し
て
１
７
６
６
（
明
和
3
）

年
、
同
寺
は
火
災
に
よ
り
、
精
舎
の

こ
と
ご
と
く
を
焼
失
。
し
か
し
仁
王

門
だ
け
は
火
災
か
ら
逃
れ
た
。「
県

内
で
も
最
も
古
い
守
り
の
神
と
し
て
、

１
９
９
４
（
平
成
6
）
年
4
月
5
日
、

岡
山
県
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
像
は
地
域
の
宝
で
あ
り
、

大
切
に
次
世
代
へ
受
け
継
い
で
い
く
べ

き
像
で
す
」
と
語
る
森
本
晃こ

う
じ二
住
職
。

２
０
１
１(

平
成
23)

年
仁
王
門

改
築
に
合
わ
せ
、
像
は
修
復
を
兼
ね

全
身
漆
塗
り
に
。そ
の
様
は
よ
り
一
層
、

迫
力
と
力
強
さ
を
増
し
た
。

圧
巻
の
迫
力
と
躍
動
感
、
岡
山
県
重
要
文
化
財

木
造
金
剛
力
士
立
像
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８
０
９
（
大
同
4
）
年
に
豊
前
の

宇
佐
八
幡
宮
か
ら
分
霊
さ
れ
、
山
口

市
吉
田
一
帯
の
鎮
守
と
し
て
創
建
さ

れ
た
平ひ

ら
し
み
ず
は
ち
ま
ん
ぐ
う

清
水
八
幡
宮
。
本
殿
に
安
置

さ
れ
て
い
る
一
対
の
木
造
彫
刻
は
、
向

か
っ
て
右
が
蹲そ

ん
き
ょ踞

の
構
え
の
阿あ

ぎ
ょ
う形

の

獅
子
、
向
か
っ
て
左
が
角
一つ
を
備
え

る
吽う

ん
ぎ
ょ
う形
の
狛
犬
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
納
め
ら
れ
た
由
来
は

不
明
だ
が
、
制
作
は
南
北
朝
時
代

1
3
7
3
（
応
安
6
）
年
と
あ
り
、

県
内
最
古
級
と
さ
れ
て
い
る
。
各
像

の
底
に
制
作
時
期
と
と
も
に
「
大
工

僧
道
隨
」
と
い
う
制
作
者
名
を
示
す

と
さ
れ
る
墨
書
銘
が
あ
る
。
像
高
は

獅
子
が
74.

3
㎝
、
狛
犬
が
72.

2
㎝
。

と
も
に
ヒ
ノ
キ
材
の
一
木
造
で
、
顔
面

に
彫
り
込
ん
だ
彫ち

ょ
う
が
ん眼

が
印
象
的
で
あ

る
。
獅
子
の
方
は
唇
の
上
線
に
植
毛

の
た
め
の
穴
が
穿
た
れ
て
い
る
。
鬣

た
て
が
み

と
各
肢
の
毛
お
よ
び
尾
は
緑
青
、
そ

れ
以
外
の
体
部
は
ベ
ン
ガ
ラ
塗
り
。

狛
犬
の
構
造
は
獅
子
に
準
ず
る
が
、

体
部
は
褐
色
、
腹
部
の
み
ベ
ン
ガ
ラ

塗
り
。
石
造
が
多
い
な
か
木
造
の
獅

子
狛
犬
は
希
少
価
値
が
高
い
。

貴
重
な
木
造
獅
子
狛
犬
を
国
指

定
重
要
文
化
財
で
あ
る
社
殿
と
と
も

に
保
全
す
る
の
は
地
元
住
民
の
方
々
。

季
節
ご
と
の
祭
礼
時
に
は
社
殿
に

人
々
が
集
い
、
普
段
の
管
理
は
住
民

が
持
ち
回
り
で
「
総
代
」
を
務
め
る

な
ど
、
宮
司
と
協
力
し
合
っ
て
次
の

世
代
へ
受
け
継
い
で
い
る
。

地
域
に
愛
さ
れ
守
ら
れ
続
け
る
県
指
定
文
化
財

木
造
獅
子
狛
犬

（上）本殿とその前に安置された木造獅子狛犬
（右）阿形の獅子
（左）吽形の狛犬

平
ひら し み ず は ち ま ん ぐ う

清水八幡宮
〒753-0841
山口県山口市吉田2244
TEL.083-922-0178
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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

（右上）金剛力士像（阿）密
みつしゃくこんごうしん

迹金剛神
（左上）金剛力士像（吽）那

なら え ん こ ん ご う し ん

羅延金剛神
（下）各金剛力士像の表情

日
にちれんしゅう

蓮宗 藤
ふ じ た さ ん

田山 成
じ ょ う じ ゅ じ

就寺
〒709-3144
岡山県岡山市北区建部町富沢682
TEL：086-722-0677
http://temple.nichiren.or.jp/6011080-
jyoujyuji/
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２
０
０
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仁
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０
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０
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造
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。
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結
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。
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。
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７
６
６
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（右）「かんながらのみちのお話」の様子
（上）東川宮司（左から2人目）と、参加者
のみなさん（左から）西林美香さん、松雪
莉歩さん、松雪万喜子さん
（下）森に囲まれた葛木御歳神社

葛
か つ ら ぎ み と し じ ん じ ゃ

木御歳神社『宮司による神道の講座　かんながらのみちのお話』

宮司を慕う地域の人々の要望で始めたカフェが
今では地域の人々との交流場に

社寺と地域を結ぶ活動にクローズアップ　　集う、育む 体験レポート

親
し
み
や
す
い
女
性
宮
司
の
も
と

お
茶
を
楽
し
み
な
が
ら
神
道
を
学
ぶ

2
千
年
も
の
歴
史
を
持
つ
奈
良
県
の
葛か

つ
ら
ぎ木

御み
と
し
じ
ん
じ
ゃ

歳
神
社
。
そ
の
神
社
に
寄
り
添
う
よ
う
に

あ
る
の
が「
サ
ロ
ン
＆
カ
フ
ェ
　
み
と
し
の
森
」

だ
。
こ
こ
で
は
毎
月
1
回
「
か
ん
な
が
ら
の
み

ち
の
お
話
」と
い
う
勉
強
会
を
開
催
す
る
他
、

演
奏
会
や
舞
踏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施

し
文
化
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、

毎
回
テ
ー
マ
を
決
め
て
お
茶
と
お
菓
子
と
と

も
に
神
道
に
つ
い
て
学
ぶ
「
か
ん
な
が
ら
の
み

ち
の
お
話
」
は
、
第
1
回
か
ら
参
加
す
る
人

も
多
い
人
気
の
会
。「“
か
ん
な
が
ら
の
み
ち
”

と
い
う
の
は
、
神
様
の
御
心
の
ま
ま
に
あ
る
道

と
い
う
意
味
。
こ
の
会
で
は
神
社
に
参
拝
す

る
際
の
基
本
か
ら
神
様
に
関
す
る
雑
学
を
は

じ
め
、
祝
詞
の
意
味
な
ど
を
楽
し
く
学
び
ま

す
。
私
自
身
、
日
本
人
が
持
つ
美
徳
と
い
う

の
は
神
道
の
精
神
世
界
が
強
く
影
響
し
て
い

る
と
考
え
て
お
り
、
神
道
に
触
れ
る
こ
と
で
日

本
や
日
本
人
の
魅
力
を
再
発
見
で
き
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
発
信
す
る
の
が
こ
の

会
で
、
勉
強
会
を
通
じ
て
神
道
文
化
を
よ
り

多
く
の
方
に
伝
え
る
こ
と
が
目
標
で
す
」
と

現
在
神
社
を
守
る
東う

の
か
わ
ゆ
う
こ

川
優
子
宮
司
は
語
る
。

 
“
開
か
れ
た
神
社
”だ
か
ら
こ
そ

地
域
か
ら
も
遠
方
か
ら
も
愛
さ
れ
る

実
際
に
「
か
ん
な
が
ら
の
み
ち
の
お
話
」

に
親
子
で
参
加
し
て
い
る
松
雪
さ
ん
は
、「
お

参
り
の
作
法
や
祝
詞
が
何
を
伝
え
て
い
る
か

を
学
べ
る
の
で
神
社
に
対
す
る
興
味
が
深
ま

り
、
日
々
の
中
で
生
ま
れ
る
感
謝
の
心
を
以

前
よ
り
感
じ
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
東
川

宮
司
の
お
人
柄
も
あ
っ
て
気
軽
に
楽
し
く
参

加
で
き
ま
す
」
と
次
回
の
開
催
を
心
待
ち
に

し
て
い
る
。

葛
木
御
歳
神
社
は
、
そ
の
長
い
月
日
の
中

で
盛
衰
を
繰
り
返
し
、
現
在
神
社
を
守
る
東

川
宮
司
が
跡
を
継
い
だ
時
に
は
非
常
に
寂
れ

て
い
た
と
い
う
。
手
水
す
ら
な
く
壁
も
崩
れ

か
け
て
い
た
状
態
を
目
の
当
た
り
に
し
た
東

川
宮
司
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
有
志
に
呼
び
か

け
、
参
拝
客
が
あ
と
を
た
た
な
い
神
社
へ
と

復
興
さ
せ
た
。「
猪
突
猛
進
の
性
格
な
の
で
、

や
る
と
決
め
た
ら
一
直
線
。
復
興
の
最
中
に
た

く
さ
ん
の
ご
神
縁
を
感
じ
た
こ
と
も
あ
り
、

多
く
の
方
に
支
え
ら
れ
て
今
が
あ
り
ま
す
」

と
語
る
。「
サ
ロ
ン
＆
カ
フ
ェ
　
み
と
し
の
森
」

は
そ
ん
な
宮
司
を
慕
う
地
域
の
人
々
か
ら
の

要
望
も
あ
り
、
2
0
1
5
（
平
成
27
）
年
の

6
月
に
始
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
遠
方
か
ら
の

参
拝
者
同
士
の
交
流
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
多

い
。
東
川
宮
司
は
今
後
子
ど
も
向
け
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
考
え
て
い
る
そ
う
で
、
さ

ら
に
人
で
賑
わ
う
神
社
と
な
り
そ
う
だ
。

○
開
催
概
要
：
毎
月
１
回
程
度
実
施（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
開
催
日
を
告
知
）※
同
じ

内
容
の
も
の
を
平
日
と
土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日
に
実
施

○
参
加
料
：
１
人
3
0
0
0
円（
ケ
ー
キ
、コ
ー
ヒ
ー
付
）

○
所
要
時
間
：
14
時
30
分
〜
16
時
30
分
の
２
時
間

○
開
催
場
所
：
葛
木
御
歳
神
社

　「
サ
ロ
ン
＆
カ
フ
ェ
み
と
し
の
森
」

　
〒
6
3
9-

2
2
6
2

　
奈
良
県
御
所
市
東
持
田
2
6
9
　

　
T
E
L:

0
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寺社お役立ち

データ室全国寺社数ランキング
今後皆さまのお役に立つデータを
適時ご紹介させていただきます。

寺院数
都道府県別

ランキング 神社数
都道府県別

ランキング

1 位 愛知県 4,599 

2 位 大阪府 3,396 

3 位 兵庫県 3,281 
4 位 滋賀県 3,214 
5 位 京都府 3,082 
6 位 千葉県 3,005 
7 位 東京都 2,880 
8 位 新潟県 2,789 
9 位 静岡県 2,623 

10 位 福岡県 2,387 

1 位 新潟県 4,758 
2 位 兵庫県 3,870 

3 位 福岡県 3,423 
4 位 愛知県 3,363 
5 位 岐阜県 3,277 
6 位 千葉県 3,189 
7 位 福島県 3,073 
8 位 静岡県 2,850 
9 位 広島県 2,787 

10 位 茨城県 2,492 

11 位 三重県 2,349 

12 位 北海道 2,334 

13 位 岐阜県 2,281 

14 位 埼玉県 2,265 

15 位 神奈川県 1,897 

16 位 奈良県 1,816 

17 位 広島県 1,732 

18 位 福井県 1,683 

19 位 和歌山県 1,593 

20 位 富山県 1,590 

21 位 長野県 1,554 

22 位 福島県 1,539 

23 位 山梨県 1,495 

24 位 山形県 1,487 

25 位 山口県 1,434 

26 位 岡山県 1,398 

27 位 石川県 1,380 

28 位 島根県 1,313 

29 位 茨城県 1,296 

11 位 長野県 2,465 

12 位 富山県 2,284 

13 位 高知県 2,173 

14 位 大分県 2,138 

15 位 埼玉県 2,029 

16 位 栃木県 1,920 

17 位 石川県 1,893 

18 位 京都府 1,764 

19 位 山形県 1,748 

20 位 福井県 1,715 

21 位 岡山県 1,667 

22 位 東京都 1,469 

23 位 滋賀県 1,442 

24 位 熊本県 1,395 

25 位 奈良県 1,391 

26 位 長崎県 1,327 

27 位 徳島県 1,318 

28 位 山梨県 1,288 

29 位 愛媛県 1,257 

30 位 大分県 1,244 

31 位 群馬県 1,209 

32 位 熊本県 1,201 

33 位 愛媛県 1,083 

34 位 佐賀県 1,082 

35 位 栃木県 993 

36 位 宮城県 948 

37 位 香川県 877 

38 位 長崎県 741 

39 位 秋田県 682 

40 位 岩手県 632 

41 位 徳島県 631 

42 位 鹿児島県 485 

43 位 青森県 477 

44 位 鳥取県 468 

45 位 高知県 370 

46 位 宮崎県 353 

47 位 沖縄県 86 

30 位 群馬県 1,222 

31 位 島根県 1,173 

32 位 神奈川県 1,159 

33 位 秋田県 1,150 

34 位 鹿児島県 1,136 

35 位 佐賀県 1,106 

36 位 宮城県 952 

37 位 青森県 887 

38 位 岩手県 872 

39 位 三重県 855 

40 位 鳥取県 825 

41 位 北海道 809 

42 位 香川県 805 

43 位 山口県 753 

44 位 大阪府 735 

45 位 宮崎県 679 

46 位 和歌山県 445 

47 位 沖縄県 14 

上記のデータは、宗教団体 (宗教法人を含む )を表しています。
宗教年鑑・平成 27年度版 (文化庁編 )より作成

合計 81,342合計 77,254
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（右）「かんながらのみちのお話」の様子
（上）東川宮司（左から2人目）と、参加者
のみなさん（左から）西林美香さん、松雪
莉歩さん、松雪万喜子さん
（下）森に囲まれた葛木御歳神社

葛
か つ ら ぎ み と し じ ん じ ゃ

木御歳神社『宮司による神道の講座　かんながらのみちのお話』

宮司を慕う地域の人々の要望で始めたカフェが
今では地域の人々との交流場に

社寺と地域を結ぶ活動にクローズアップ　　集う、育む 体験レポート

親
し
み
や
す
い
女
性
宮
司
の
も
と

お
茶
を
楽
し
み
な
が
ら
神
道
を
学
ぶ

2
千
年
も
の
歴
史
を
持
つ
奈
良
県
の
葛か

つ
ら
ぎ木

御み
と
し
じ
ん
じ
ゃ

歳
神
社
。
そ
の
神
社
に
寄
り
添
う
よ
う
に

あ
る
の
が「
サ
ロ
ン
＆
カ
フ
ェ
　
み
と
し
の
森
」

だ
。
こ
こ
で
は
毎
月
1
回
「
か
ん
な
が
ら
の
み

ち
の
お
話
」と
い
う
勉
強
会
を
開
催
す
る
他
、

演
奏
会
や
舞
踏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施

し
文
化
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、

毎
回
テ
ー
マ
を
決
め
て
お
茶
と
お
菓
子
と
と

も
に
神
道
に
つ
い
て
学
ぶ
「
か
ん
な
が
ら
の
み

ち
の
お
話
」
は
、
第
1
回
か
ら
参
加
す
る
人

も
多
い
人
気
の
会
。「“
か
ん
な
が
ら
の
み
ち
”

と
い
う
の
は
、
神
様
の
御
心
の
ま
ま
に
あ
る
道

と
い
う
意
味
。
こ
の
会
で
は
神
社
に
参
拝
す

る
際
の
基
本
か
ら
神
様
に
関
す
る
雑
学
を
は

じ
め
、
祝
詞
の
意
味
な
ど
を
楽
し
く
学
び
ま

す
。
私
自
身
、
日
本
人
が
持
つ
美
徳
と
い
う

の
は
神
道
の
精
神
世
界
が
強
く
影
響
し
て
い

る
と
考
え
て
お
り
、
神
道
に
触
れ
る
こ
と
で
日

本
や
日
本
人
の
魅
力
を
再
発
見
で
き
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
発
信
す
る
の
が
こ
の

会
で
、
勉
強
会
を
通
じ
て
神
道
文
化
を
よ
り

多
く
の
方
に
伝
え
る
こ
と
が
目
標
で
す
」
と

現
在
神
社
を
守
る
東う

の
か
わ
ゆ
う
こ

川
優
子
宮
司
は
語
る
。

 

“
開
か
れ
た
神
社
”だ
か
ら
こ
そ

地
域
か
ら
も
遠
方
か
ら
も
愛
さ
れ
る

実
際
に
「
か
ん
な
が
ら
の
み
ち
の
お
話
」

に
親
子
で
参
加
し
て
い
る
松
雪
さ
ん
は
、「
お

参
り
の
作
法
や
祝
詞
が
何
を
伝
え
て
い
る
か

を
学
べ
る
の
で
神
社
に
対
す
る
興
味
が
深
ま

り
、
日
々
の
中
で
生
ま
れ
る
感
謝
の
心
を
以

前
よ
り
感
じ
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
東
川

宮
司
の
お
人
柄
も
あ
っ
て
気
軽
に
楽
し
く
参

加
で
き
ま
す
」
と
次
回
の
開
催
を
心
待
ち
に

し
て
い
る
。

葛
木
御
歳
神
社
は
、
そ
の
長
い
月
日
の
中

で
盛
衰
を
繰
り
返
し
、
現
在
神
社
を
守
る
東

川
宮
司
が
跡
を
継
い
だ
時
に
は
非
常
に
寂
れ

て
い
た
と
い
う
。
手
水
す
ら
な
く
壁
も
崩
れ

か
け
て
い
た
状
態
を
目
の
当
た
り
に
し
た
東

川
宮
司
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
有
志
に
呼
び
か

け
、
参
拝
客
が
あ
と
を
た
た
な
い
神
社
へ
と

復
興
さ
せ
た
。「
猪
突
猛
進
の
性
格
な
の
で
、

や
る
と
決
め
た
ら
一
直
線
。
復
興
の
最
中
に
た

く
さ
ん
の
ご
神
縁
を
感
じ
た
こ
と
も
あ
り
、

多
く
の
方
に
支
え
ら
れ
て
今
が
あ
り
ま
す
」

と
語
る
。「
サ
ロ
ン
＆
カ
フ
ェ
　
み
と
し
の
森
」

は
そ
ん
な
宮
司
を
慕
う
地
域
の
人
々
か
ら
の

要
望
も
あ
り
、
2
0
1
5
（
平
成
27
）
年
の

6
月
に
始
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
遠
方
か
ら
の

参
拝
者
同
士
の
交
流
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
多

い
。
東
川
宮
司
は
今
後
子
ど
も
向
け
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
考
え
て
い
る
そ
う
で
、
さ

ら
に
人
で
賑
わ
う
神
社
と
な
り
そ
う
だ
。

○
開
催
概
要
：
毎
月
１
回
程
度
実
施（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
開
催
日
を
告
知
）※
同
じ

内
容
の
も
の
を
平
日
と
土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日
に
実
施

○
参
加
料
：
１
人
3
0
0
0
円（
ケ
ー
キ
、コ
ー
ヒ
ー
付
）

○
所
要
時
間
：
14
時
30
分
〜
16
時
30
分
の
２
時
間

○
開
催
場
所
：
葛
木
御
歳
神
社

　「
サ
ロ
ン
＆
カ
フ
ェ
み
と
し
の
森
」

　
〒
6
3
9-

2
2
6
2

　
奈
良
県
御
所
市
東
持
田
2
6
9
　

　
T
E
L:

0
7
4
5-

6
6-

1
7
0
8

　http://w
w
w
.m
itoshijinja.jp

　http://m
itoshinom

ori.com
/
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寺社お役立ち

データ室全国寺社数ランキング
今後皆さまのお役に立つデータを
適時ご紹介させていただきます。

寺院数
都道府県別

ランキング 神社数
都道府県別

ランキング

1 位 愛知県 4,599 

2 位 大阪府 3,396 

3 位 兵庫県 3,281 
4 位 滋賀県 3,214 
5 位 京都府 3,082 
6 位 千葉県 3,005 
7 位 東京都 2,880 
8 位 新潟県 2,789 
9 位 静岡県 2,623 

10 位 福岡県 2,387 

1 位 新潟県 4,758 
2 位 兵庫県 3,870 

3 位 福岡県 3,423 
4 位 愛知県 3,363 
5 位 岐阜県 3,277 
6 位 千葉県 3,189 
7 位 福島県 3,073 
8 位 静岡県 2,850 
9 位 広島県 2,787 

10 位 茨城県 2,492 

11 位 三重県 2,349 

12 位 北海道 2,334 

13 位 岐阜県 2,281 

14 位 埼玉県 2,265 

15 位 神奈川県 1,897 

16 位 奈良県 1,816 

17 位 広島県 1,732 

18 位 福井県 1,683 

19 位 和歌山県 1,593 

20 位 富山県 1,590 

21 位 長野県 1,554 

22 位 福島県 1,539 

23 位 山梨県 1,495 

24 位 山形県 1,487 

25 位 山口県 1,434 

26 位 岡山県 1,398 

27 位 石川県 1,380 

28 位 島根県 1,313 

29 位 茨城県 1,296 

11 位 長野県 2,465 

12 位 富山県 2,284 

13 位 高知県 2,173 

14 位 大分県 2,138 

15 位 埼玉県 2,029 

16 位 栃木県 1,920 

17 位 石川県 1,893 

18 位 京都府 1,764 

19 位 山形県 1,748 

20 位 福井県 1,715 

21 位 岡山県 1,667 

22 位 東京都 1,469 

23 位 滋賀県 1,442 

24 位 熊本県 1,395 

25 位 奈良県 1,391 

26 位 長崎県 1,327 

27 位 徳島県 1,318 

28 位 山梨県 1,288 

29 位 愛媛県 1,257 

30 位 大分県 1,244 

31 位 群馬県 1,209 

32 位 熊本県 1,201 

33 位 愛媛県 1,083 

34 位 佐賀県 1,082 

35 位 栃木県 993 

36 位 宮城県 948 

37 位 香川県 877 

38 位 長崎県 741 

39 位 秋田県 682 

40 位 岩手県 632 

41 位 徳島県 631 

42 位 鹿児島県 485 

43 位 青森県 477 

44 位 鳥取県 468 

45 位 高知県 370 

46 位 宮崎県 353 

47 位 沖縄県 86 

30 位 群馬県 1,222 

31 位 島根県 1,173 

32 位 神奈川県 1,159 

33 位 秋田県 1,150 

34 位 鹿児島県 1,136 

35 位 佐賀県 1,106 

36 位 宮城県 952 

37 位 青森県 887 

38 位 岩手県 872 

39 位 三重県 855 

40 位 鳥取県 825 

41 位 北海道 809 

42 位 香川県 805 

43 位 山口県 753 

44 位 大阪府 735 

45 位 宮崎県 679 

46 位 和歌山県 445 

47 位 沖縄県 14 

上記のデータは、宗教団体 (宗教法人を含む )を表しています。
宗教年鑑・平成 27年度版 (文化庁編 )より作成

合計 81,342合計 77,254
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風まかせ ⓮
野田博明

1

2

3

4

「
か
ぐ
や
姫
は
な
ぜ
や
っ
て
き
た
の
か
」

前
回
の
桃
太
郎
に
つ
づ
い
て
お
と

ぎ
話
を
語
ろ
う
と
か
ぐ
や
姫
の
本
文

を
は
じ
め
て
紐
解
い
た
。
お
と
ぎ
話

に
本
文
と
は
大
仰
な
物
言
い
だ
が
、

竹
取
物
語
は
、
か
の
紫
式
部
が
「
物

語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖お

や

な
る
竹
取

の
翁
」
と
評
し
た
歴れ

っ
き

と
し
た
古
典
文

学
で
あ
る
。
桃
ち
ゃ
ん
や
浦
ち
ゃ
ん

に
は
申
訳
な
い
が
、
口
頭
伝
誦
や
口

承
文
学
と
は
異
な
り
、
文
字
で
書
か

れ
た
物
語
の
嚆
矢
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
千
百
年
前
に
創
作
さ
れ
た
物

語
が
と
ん
で
も
な
く
シ
ュ
ー
ル
で
ク
ー

ル
、
し
か
も
皮
肉
と
機
知
と
批
判
精

神
に
富
ん
だ
超
一
級
の
読
み
物
で
あ

る
の
に
は
驚
く
ば
か
り
。
粗
筋
は
凡

そ
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
が
、

２１
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か
け
て

く
る
も
の
が
半
端
で
な
い
こ
と
に
感

服
、そ
の
巧
妙
な
筆
致
に
作
者
の
並
々

な
ら
ぬ
教
養
を
感
じ
る
。

一
二
、
例
を
あ
げ
て
み
る
。
か
ぐ

や
姫
を
娶
り
た
い
と
多
く
の
男
た
ち

が
闇
夜
も
厭
わ
ず
垣
根
に
穴
を
あ
け

這
っ
て
で
も
館
に
忍
び
込
も
う
と
す

る
が
、
そ
れ
を
“
夜
這
い
”
と
呼
び

始
め
た
の
は
そ
れ
か
ら
で
あ
る
な
ど

と
い
う
一
文
は
へ
ぇ
〜
と
そ
の
軽
妙
な

語
り
口
と
併
せ
て
舌
を
巻
く
。ま
た
、

右
大
臣
・
阿あ

べ

の

み

う

し

倍
御
主
人
が
か
ぐ
や
姫

の
望
む
不
燃
の
火ひ

ね
ず
み鼠
の
皮か

わ
ぎ
ぬ衣
な
る
珍

宝
を
大
枚
は
た
い
て
入
手
し
た
話
も

念
が
入
っ
て
い
る
。
結
局
、
右
大
臣

は
偽
物
を
つ
か
ま
さ
れ
衣
は
燃
え
尽

き
て
し
ま
う
の
だ
が
、
姫
を
妻
に
で

き
な
か
っ
た
“
阿あ

へ倍
は
顔
色
な
し
”、

努
力
し
て
も
願
い
叶
わ
ず
気
落
ち
す

る
こ
と
を
“
あ
へ
な
し
”
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
と
洒
落
て
み
せ
る
件く

だ
り

な
ど

秀
逸
で
あ
る
。

つ
い
に
は
貴
公
子
た
ち
は
か
ぐ
や

姫
の
難
題
を
悉
く
こ
な
せ
ず
挫
折
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
滑
稽
な
登
場

人
物
た
ち
が
実
は
壬
申
の
乱
の
渦
中

で
う
ご
め
い
た
重
臣
や
皇
子
た
ち
、

さ
ら
に
最
後
の
求
愛
者
と
な
る
帝み

か
ど

は
天
武
天
皇
と
い
う
の
だ
か
ら
そ
の

キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
豪
華
さ
に
は
驚

き
入
る
し
、
そ
れ
を
一
片
の
未
練
も

な
く
袖
に
し
て
し
ま
う
か
ぐ
や
姫
の

痛
快
さ
に
当
時
の
女
性
た
ち
は
や
ん

や
の
喝
采
を
送
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
こ
で
、
舞
台
は
大
和
の
ど
こ
に

な
る
の
か
と
や
お
ら
地
図
を
広
げ
、

眼
光
紙
背
に
徹
し
た
。
手
が
か
り
は

物
語
冒
頭
に
出
て
く
る
竹
取
の
翁

の
「
讃さ

ぬ
き
の
み
や
つ
こ

岐
造
」
と
い
う
名
と
か
ぐ
や

姫
の
名
づ
け
親
で
あ
る
「
三み

む

ろ

ど

室
戸
の

忌い

ん

べ部
の
秋
田
」
と
い
う
記
述
に
あ
っ

た
。
す
る
と
奈
良
の
西
端
、
斑い

か
る
が鳩

の

南
部
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
帯
に
目

指
す
地
名
や
神
社
が
キ
ラ
キ
ラ
光
っ

て
み
え
る
で
は
な
い
か
。
北
葛
城
郡

の
広
陵
町
三み

つ
よ
し吉

に
讃
岐
神
社
と
い
う

式
内
社
が
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
は

こ
の
地
を
廣
瀬
郡
散
吉
郷
と
称
し

サ
ヌ
キ
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
で
あ

る
。
そ
の
祭
神
は
讃
岐
伊い

の
し
ろ
の
み
こ
と

能
城
命
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
竹
取
の
翁
の
こ
と
な

ど
と
夢
想
し
て
み
る
。
讃
岐
造
と
は

散さ

ぬ

き吉
郷
の
村
長
さ
ん
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
の
館
は
ま
さ

に
こ
の
周
辺
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
讃
岐
神
社
の
南
東
６
ｋｍ
に

忌い

ん

べ部
（
橿
原
市
）
な
る
地
名
が
認
め

ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
忌
部
氏
の
祖
神

で
あ
る
天あ

め
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

太
玉
命
を
祀
る
文
字
通
り

の
天
太
玉
命
神
社
が
あ
る
。
香
川
県

善
通
寺
市
に
大お

お

さ麻
神
社
と
い
う
天
太

玉
命
を
祭
神
と
す
る
古
社
が
あ
る
。

金
比
羅
宮
の
あ
る
象ぞ

う

ず

さ

ん

頭
山
に
連
な
る

大お

お

さ

や

ま

麻
山
の
麓
に
鎮
座
し
、
大
和
に
移

り
住
ん
だ
讃
岐
忌
部
氏
の
本
貫
地

で
あ
る
。
忌
部
氏
は
祭
政
一
致
の
古

代
、
中
臣
氏
と
と
も
に
国
家
祭
祀
を

司
る
両
翼
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。

祝の

り

と詞
と
い
う
言
霊
を
介
し
て
神
と
交

流
す
る
中
臣
氏
に
対
し
、
忌
部
氏
は

大た

い

ま麻
と
い
う
名
が
表
す
よ
う
に
強
い

幻
覚
作
用
を
も
つ
麻
の
雌
株
の
特
性

を
知
悉
し
、
異
次
元
感
覚
を
も
っ
て

神
と
交
流
を
図
る
職
能
集
団
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
讃
岐
神
社
の
北
西
６
ｋｍ

ほ
ど
に
龍
田
大
社
（
生
駒
郡
）
を
挟

み
二
つ
の
三
室
山
が
あ
る
。
そ
の
入

山
口
に
あ
た
る
三
室
戸
に
忌
部
氏
の

長お
さ

で
あ
る
秋
田
さ
ん
が
居
を
構
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
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日本興業銀行広報部長など
を経て、現在、一般社団法
人全日本社寺観光連盟理
事。平成27年文化庁・官
公庁共管の「文化財の英語
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者会議」、平成29年文化
庁の「文化財の多言語解説
等による国際発信力強化の
方策に関する有識者会議」
の委員。

知恩院にて

1 讃岐神社拝殿
2 讃岐神社本殿
3 風の神様を祀る龍田大社（生駒郡三郷町）
4 水の神様を祀る廣瀬大社（北葛城郡河合町）
5 散吉郷の竹林
6 竹取公園とかぐや姫
7 橿原市忌部町の天太玉命神社
8 大麻神社（善通寺市）拝殿

6

7

こ
の
讃
岐
神
社
か
ら
龍
田
大
社
に

い
た
る
丘
陵
の
一
部
に
は
現
在
、
広

大
な
竹
取
公
園
が
整
備
さ
れ
、
そ
の

周
辺
に
は
竹
林
が
群
生
す
る
。
か
ぐ

や
姫
は
こ
の
辺
り
で
翁
に
見
つ
け
ら

れ
、
美
し
く
育
ち
、
そ
し
て
言
い
寄

る
色
男
た
ち
を
拒
絶
し
、
八
月
十
五

日
の
満
月
の
夜
、
雲
に
乗
っ
て
き
た

天
人
た
ち
に
迎
え
ら
れ
月
の
世
界
へ

と
戻
っ
て
い
く
。
斎い

み
だ
け竹
を
材
料
と
し

た
竹た

か
だ
ま珠
は
特
別
な
呪
力
を
有
す
る

と
さ
れ
る
。
竹
珠
を
首
に
か
け
幻
覚

作
用
を
昂
じ
さ
せ
天あ

ま
が
た語
り
す
る
忌
部

の
人
々
。
こ
の
地
は
神
と
遭
遇
で
き

る
霊
感
あ
ふ
れ
る
、
当
時
、
名
高
い

“
妖

あ
や
か
し

”
の
地
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は
光
る
竹
の

中
か
ら
三
寸
ば
か
り
の
女
子
が
生
ま

れ
、
三
ヶ
月
も
し
た
ら
美
し
い
女
人

と
な
っ
た
な
ど
と
い
う
シ
ュ
ー
ル
な
話

に
も
、
竹
の
呪
力
と
大
麻
の
幻
覚
に

よ
り
十
分
、
得
心
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
ん
な
妖

あ
や
か
しの
物
語
に
も
大

き
な
疑
問
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。

か
ぐ
や
姫
は
な
ぜ
穢け

が

れ
た
地
上
へ
わ

ざ
わ
ざ
下
り
て
き
た
の
か
。
世
の
男

た
ち
を
手
玉
に
取
り
、
帝み

か
ど

の
お
召
し

に
も
「
畏
れ
多
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
」

と
言
い
放
ち
、「
命
令
に
背
い
た
と
い

う
の
な
ら
、
さ
っ
さ
と
殺
し
て
」
と

激
越
な
言
葉
を
吐
く
。

中
納
言
の
石い

そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り

上
麿
足
に
至
っ
て
は

燕つ
ば
く
ら
めの
産
卵
時
に
出
現
す
る
幻
の
子

安
貝
だ
と
勘
違
い
し
、
こ
と
も
あ
ろ

う
に
燕
の
糞
を
掴
み
、
転
落
し
た
挙

句
に
絶
命
す
る
。“
糞
だ
り
蹴
っ
た

り
”
と
洒
落
に
も
な
ら
ぬ
非
才
の
筆

者
に
対
し
、
こ
こ
で
も
作
者
は
冷
淡

で
あ
る
。
麿
足
の
よ
う
に
頑
張
っ
て

も
期
待
に
副
わ
な
い
こ
と
を
“
甲
斐

（
貝
）
な
し
”
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た

と
駄
洒
落
て
み
せ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
見
せ
る
か
ぐ
や
姫

の
凍
り
つ
く
よ
う
な
冷
淡
さ
に
も
鼻

白
む
も
の
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
世

の
男
性
の
声
を
代
弁
し
て
云
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。「
い
い
か
げ
ん
に
せ
ぬ
と
痛

い
目
に
あ
う
ぞ
」
と
。

各
地
に
羽
衣
伝
説
は
色
々
あ
る
。

大
方
は
羽
衣
を
失
っ
た
天
女
は
地

上
の
男
性
と
夫
婦
に
な
っ
て
、
男
を

幸
せ
に
し
た
の
ち
羽
衣
を
奪
い
返
し

天
界
に
戻
っ
て
い
く
。
そ
れ
な
り
の

情
実
味
を
し
め
す
天
女
が
一
般
的
で

あ
る
。
然
る
に
こ
の
か
ぐ
や
姫
と
き

た
ら
何
だ
！
つ
い
声
を
荒
げ
て
し
ま

う
。「
地
上
の
男
が
そ
ん
な
に
嫌
な
ら

何
で
下
界
に
や
っ
て
き
た
の
か
」
と
。

こ
の
単
細
胞
の
怒
り
に
、
雲
に
乗
っ

た
“
王
と
お
ぼ
し
き
人
”
は
「
か
ぐ

や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
け
れ

ば
、か
く
賤い

や

し
き
」地
上
に
い
ら
っ
し
ゃ

り
、
い
ま
、
そ
の
罪
障
が
消
滅
し
た

の
で
お
迎
え
に
参
っ
た
と
応
え
る
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
凡
夫
の
悩
み
は
深
ま
る
。

月
世
界
は
罪
と
い
う
概
念
が
存
在
せ

ぬ
無
垢
の
世
界
の
は
ず
。“
王
と
お
ぼ

し
き
人
”
が
敬
語
を
使
う
ほ
ど
の
や

ん
ご
と
な
き
か
ぐ
や
姫
が
天
界
で
犯

し
た
罪
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
悪
あ
が

き
の
末
、凡
人
の
至
っ
た
答
え
は
「
完

璧
」
と
い
う
罪
で
あ
っ
た
。
至
高
の

美
と
清
ら
か
さ
を
具
現
す
る
月
世
界

の
王
女
は
天
人
で
す
ら
触
れ
ぬ
こ
と

の
で
き
ぬ
孤
高
の
存
在
で
あ
っ
た
。

為
に
、
美
し
す
ぎ
る
清
ら
か
す
ぎ
る

科と
が

で
穢
れ
の
充
溢
す
る
地
上
へ
下
ろ

さ
れ
た
。
下
世
話
な
言
い
方
だ
が
、

俗
世
間
の
垢
に
少
し
は
塗ま

み

れ
て
来
い

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
暫

く
地
上
界
の
空
気
を
胸
一
杯
吸
っ
た

か
ぐ
や
姫
は
不
死
の
薬
を
ひ
と
舐
め

す
る
こ
と
で
穢
れ
を
祓は

ら

い
天
人
並
み

の
清
浄
の
身
と
な
る
。
さ
ら
に
天
の

羽
衣
を
ま
と
う
と
「
物
思
い
な
く
な

り
」、
一
切
の
感
情
を
失
い
、
月
へ
と

帰
っ
て
い
く
。
た
だ
衣
を
着
る
前
に
、

か
ぐ
や
姫
は
心
憎
か
ら
ず
思
い
始
め

て
い
た
帝
に
不
死
の
薬
を
添
え
て
手

紙
を
し
た
た
め
た
。

残
さ
れ
た
帝
の
“
か
ぐ
や
ロ
ス
”

は
甚
だ
し
く
、
生
き
残
る
意
味
は
な

い
と
手
元
の
手
紙
と
不
死
の
薬
壺
を

天
に
最
も
近
い
山
で
燃
や
し
尽
く
せ

と
命
じ
る
。
そ
こ
で
、
勅
使
が
大
勢

の
士

つ
わ
も
の

ど
も
を
率
い
駿
河
国
の
山
へ
登

り
、
す
べ
て
を
燃
や
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
煙
は
絶
え
間
な
く
雲
の
中
に
立

ち
昇
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
作
者

は
最
後
に
語
る
。
か
の
山
の
名
は
不

死
の
薬
を
燃
や
し
た
の
で
“
不
死
の

山
”
と
・
・
・
。
先
回
り
し
た
読
者

は
こ
こ
で
ニ
ン
マ
リ
す
る
と
こ
ろ
だ

が
、
豈あ

に

図
ら
ん
や
、
士
を
あ
ま
た
供

に
し
て
登
っ
た
山
だ
か
ら
“
士
に
富

む
山
”
す
な
わ
ち
“
富
士
山
”
だ
と

見
事
な
肩
透
か
し
を
く
わ
せ
る
。「
い

よ
っ
！
竹
取
屋
〜
」、
見
事
に
一
本
と

ら
れ
た
。
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4

「
か
ぐ
や
姫
は
な
ぜ
や
っ
て
き
た
の
か
」

前
回
の
桃
太
郎
に
つ
づ
い
て
お
と

ぎ
話
を
語
ろ
う
と
か
ぐ
や
姫
の
本
文

を
は
じ
め
て
紐
解
い
た
。
お
と
ぎ
話

に
本
文
と
は
大
仰
な
物
言
い
だ
が
、

竹
取
物
語
は
、
か
の
紫
式
部
が
「
物

語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖お

や

な
る
竹
取

の
翁
」
と
評
し
た
歴れ

っ
き

と
し
た
古
典
文

学
で
あ
る
。
桃
ち
ゃ
ん
や
浦
ち
ゃ
ん

に
は
申
訳
な
い
が
、
口
頭
伝
誦
や
口

承
文
学
と
は
異
な
り
、
文
字
で
書
か

れ
た
物
語
の
嚆
矢
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
千
百
年
前
に
創
作
さ
れ
た
物

語
が
と
ん
で
も
な
く
シ
ュ
ー
ル
で
ク
ー

ル
、
し
か
も
皮
肉
と
機
知
と
批
判
精

神
に
富
ん
だ
超
一
級
の
読
み
物
で
あ

る
の
に
は
驚
く
ば
か
り
。
粗
筋
は
凡

そ
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
が
、

２１
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か
け
て

く
る
も
の
が
半
端
で
な
い
こ
と
に
感

服
、そ
の
巧
妙
な
筆
致
に
作
者
の
並
々

な
ら
ぬ
教
養
を
感
じ
る
。

一
二
、
例
を
あ
げ
て
み
る
。
か
ぐ

や
姫
を
娶
り
た
い
と
多
く
の
男
た
ち

が
闇
夜
も
厭
わ
ず
垣
根
に
穴
を
あ
け

這
っ
て
で
も
館
に
忍
び
込
も
う
と
す

る
が
、
そ
れ
を
“
夜
這
い
”
と
呼
び

始
め
た
の
は
そ
れ
か
ら
で
あ
る
な
ど

と
い
う
一
文
は
へ
ぇ
〜
と
そ
の
軽
妙
な

語
り
口
と
併
せ
て
舌
を
巻
く
。ま
た
、

右
大
臣
・
阿あ

べ

の

み

う

し

倍
御
主
人
が
か
ぐ
や
姫

の
望
む
不
燃
の
火ひ

ね
ず
み鼠
の
皮か

わ
ぎ
ぬ衣
な
る
珍

宝
を
大
枚
は
た
い
て
入
手
し
た
話
も

念
が
入
っ
て
い
る
。
結
局
、
右
大
臣

は
偽
物
を
つ
か
ま
さ
れ
衣
は
燃
え
尽

き
て
し
ま
う
の
だ
が
、
姫
を
妻
に
で

き
な
か
っ
た
“
阿あ

へ倍
は
顔
色
な
し
”、

努
力
し
て
も
願
い
叶
わ
ず
気
落
ち
す

る
こ
と
を
“
あ
へ
な
し
”
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
と
洒
落
て
み
せ
る
件く

だ
り

な
ど

秀
逸
で
あ
る
。

つ
い
に
は
貴
公
子
た
ち
は
か
ぐ
や

姫
の
難
題
を
悉
く
こ
な
せ
ず
挫
折
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
滑
稽
な
登
場

人
物
た
ち
が
実
は
壬
申
の
乱
の
渦
中

で
う
ご
め
い
た
重
臣
や
皇
子
た
ち
、

さ
ら
に
最
後
の
求
愛
者
と
な
る
帝み

か
ど

は
天
武
天
皇
と
い
う
の
だ
か
ら
そ
の

キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
豪
華
さ
に
は
驚

き
入
る
し
、
そ
れ
を
一
片
の
未
練
も

な
く
袖
に
し
て
し
ま
う
か
ぐ
や
姫
の

痛
快
さ
に
当
時
の
女
性
た
ち
は
や
ん

や
の
喝
采
を
送
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
こ
で
、
舞
台
は
大
和
の
ど
こ
に

な
る
の
か
と
や
お
ら
地
図
を
広
げ
、

眼
光
紙
背
に
徹
し
た
。
手
が
か
り
は

物
語
冒
頭
に
出
て
く
る
竹
取
の
翁

の
「
讃さ

ぬ
き
の
み
や
つ
こ

岐
造
」
と
い
う
名
と
か
ぐ
や

姫
の
名
づ
け
親
で
あ
る
「
三み

む

ろ

ど

室
戸
の

忌い

ん

べ部
の
秋
田
」
と
い
う
記
述
に
あ
っ

た
。
す
る
と
奈
良
の
西
端
、
斑い

か
る
が鳩
の

南
部
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
帯
に
目

指
す
地
名
や
神
社
が
キ
ラ
キ
ラ
光
っ

て
み
え
る
で
は
な
い
か
。
北
葛
城
郡

の
広
陵
町
三み

つ
よ
し吉
に
讃
岐
神
社
と
い
う

式
内
社
が
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
は

こ
の
地
を
廣
瀬
郡
散
吉
郷
と
称
し

サ
ヌ
キ
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
で
あ

る
。
そ
の
祭
神
は
讃
岐
伊い

の
し
ろ
の
み
こ
と

能
城
命
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
竹
取
の
翁
の
こ
と
な

ど
と
夢
想
し
て
み
る
。
讃
岐
造
と
は

散さ

ぬ

き吉
郷
の
村
長
さ
ん
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
の
館
は
ま
さ

に
こ
の
周
辺
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
讃
岐
神
社
の
南
東
６
ｋｍ
に

忌い

ん

べ部
（
橿
原
市
）
な
る
地
名
が
認
め

ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
忌
部
氏
の
祖
神

で
あ
る
天あ

め
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

太
玉
命
を
祀
る
文
字
通
り

の
天
太
玉
命
神
社
が
あ
る
。
香
川
県

善
通
寺
市
に
大お

お

さ麻
神
社
と
い
う
天
太

玉
命
を
祭
神
と
す
る
古
社
が
あ
る
。

金
比
羅
宮
の
あ
る
象ぞ

う

ず

さ

ん

頭
山
に
連
な
る

大お

お

さ

や

ま

麻
山
の
麓
に
鎮
座
し
、
大
和
に
移

り
住
ん
だ
讃
岐
忌
部
氏
の
本
貫
地

で
あ
る
。
忌
部
氏
は
祭
政
一
致
の
古

代
、
中
臣
氏
と
と
も
に
国
家
祭
祀
を

司
る
両
翼
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。

祝の

り

と詞
と
い
う
言
霊
を
介
し
て
神
と
交

流
す
る
中
臣
氏
に
対
し
、
忌
部
氏
は

大た

い

ま麻
と
い
う
名
が
表
す
よ
う
に
強
い

幻
覚
作
用
を
も
つ
麻
の
雌
株
の
特
性

を
知
悉
し
、
異
次
元
感
覚
を
も
っ
て

神
と
交
流
を
図
る
職
能
集
団
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
讃
岐
神
社
の
北
西
６
ｋｍ

ほ
ど
に
龍
田
大
社
（
生
駒
郡
）
を
挟

み
二
つ
の
三
室
山
が
あ
る
。
そ
の
入

山
口
に
あ
た
る
三
室
戸
に
忌
部
氏
の

長お
さ

で
あ
る
秋
田
さ
ん
が
居
を
構
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

5
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野田博明（のだ・ひろあき）

昭和26年生まれ。東大卒。
日本興業銀行広報部長など
を経て、現在、一般社団法
人全日本社寺観光連盟理
事。平成27年文化庁・官
公庁共管の「文化財の英語
解説のあり方に関する有識
者会議」、平成29年文化
庁の「文化財の多言語解説
等による国際発信力強化の
方策に関する有識者会議」
の委員。

知恩院にて

1 讃岐神社拝殿
2 讃岐神社本殿
3 風の神様を祀る龍田大社（生駒郡三郷町）
4 水の神様を祀る廣瀬大社（北葛城郡河合町）
5 散吉郷の竹林
6 竹取公園とかぐや姫
7 橿原市忌部町の天太玉命神社
8 大麻神社（善通寺市）拝殿

6

7

こ
の
讃
岐
神
社
か
ら
龍
田
大
社
に

い
た
る
丘
陵
の
一
部
に
は
現
在
、
広

大
な
竹
取
公
園
が
整
備
さ
れ
、
そ
の

周
辺
に
は
竹
林
が
群
生
す
る
。
か
ぐ

や
姫
は
こ
の
辺
り
で
翁
に
見
つ
け
ら

れ
、
美
し
く
育
ち
、
そ
し
て
言
い
寄

る
色
男
た
ち
を
拒
絶
し
、
八
月
十
五

日
の
満
月
の
夜
、
雲
に
乗
っ
て
き
た

天
人
た
ち
に
迎
え
ら
れ
月
の
世
界
へ

と
戻
っ
て
い
く
。
斎い

み
だ
け竹

を
材
料
と
し

た
竹た

か
だ
ま珠

は
特
別
な
呪
力
を
有
す
る

と
さ
れ
る
。
竹
珠
を
首
に
か
け
幻
覚

作
用
を
昂
じ
さ
せ
天あ

ま
が
た語

り
す
る
忌
部

の
人
々
。
こ
の
地
は
神
と
遭
遇
で
き

る
霊
感
あ
ふ
れ
る
、
当
時
、
名
高
い

“
妖

あ
や
か
し

”
の
地
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は
光
る
竹
の

中
か
ら
三
寸
ば
か
り
の
女
子
が
生
ま

れ
、
三
ヶ
月
も
し
た
ら
美
し
い
女
人

と
な
っ
た
な
ど
と
い
う
シ
ュ
ー
ル
な
話

に
も
、
竹
の
呪
力
と
大
麻
の
幻
覚
に

よ
り
十
分
、
得
心
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
ん
な
妖

あ
や
か
しの
物
語
に
も
大

き
な
疑
問
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。

か
ぐ
や
姫
は
な
ぜ
穢け

が

れ
た
地
上
へ
わ

ざ
わ
ざ
下
り
て
き
た
の
か
。
世
の
男

た
ち
を
手
玉
に
取
り
、
帝み

か
ど

の
お
召
し

に
も
「
畏
れ
多
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
」

と
言
い
放
ち
、「
命
令
に
背
い
た
と
い

う
の
な
ら
、
さ
っ
さ
と
殺
し
て
」
と

激
越
な
言
葉
を
吐
く
。

中
納
言
の
石い

そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り

上
麿
足
に
至
っ
て
は

燕つ
ば
く
ら
めの

産
卵
時
に
出
現
す
る
幻
の
子

安
貝
だ
と
勘
違
い
し
、
こ
と
も
あ
ろ

う
に
燕
の
糞
を
掴
み
、
転
落
し
た
挙

句
に
絶
命
す
る
。“
糞
だ
り
蹴
っ
た

り
”
と
洒
落
に
も
な
ら
ぬ
非
才
の
筆

者
に
対
し
、
こ
こ
で
も
作
者
は
冷
淡

で
あ
る
。
麿
足
の
よ
う
に
頑
張
っ
て

も
期
待
に
副
わ
な
い
こ
と
を
“
甲
斐

（
貝
）
な
し
”
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た

と
駄
洒
落
て
み
せ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
見
せ
る
か
ぐ
や
姫

の
凍
り
つ
く
よ
う
な
冷
淡
さ
に
も
鼻

白
む
も
の
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
世

の
男
性
の
声
を
代
弁
し
て
云
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。「
い
い
か
げ
ん
に
せ
ぬ
と
痛

い
目
に
あ
う
ぞ
」
と
。

各
地
に
羽
衣
伝
説
は
色
々
あ
る
。

大
方
は
羽
衣
を
失
っ
た
天
女
は
地

上
の
男
性
と
夫
婦
に
な
っ
て
、
男
を

幸
せ
に
し
た
の
ち
羽
衣
を
奪
い
返
し

天
界
に
戻
っ
て
い
く
。
そ
れ
な
り
の

情
実
味
を
し
め
す
天
女
が
一
般
的
で

あ
る
。
然
る
に
こ
の
か
ぐ
や
姫
と
き

た
ら
何
だ
！
つ
い
声
を
荒
げ
て
し
ま

う
。「
地
上
の
男
が
そ
ん
な
に
嫌
な
ら

何
で
下
界
に
や
っ
て
き
た
の
か
」
と
。

こ
の
単
細
胞
の
怒
り
に
、
雲
に
乗
っ

た
“
王
と
お
ぼ
し
き
人
”
は
「
か
ぐ

や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
け
れ

ば
、か
く
賤い

や

し
き
」地
上
に
い
ら
っ
し
ゃ

り
、
い
ま
、
そ
の
罪
障
が
消
滅
し
た

の
で
お
迎
え
に
参
っ
た
と
応
え
る
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
凡
夫
の
悩
み
は
深
ま
る
。

月
世
界
は
罪
と
い
う
概
念
が
存
在
せ

ぬ
無
垢
の
世
界
の
は
ず
。“
王
と
お
ぼ

し
き
人
”
が
敬
語
を
使
う
ほ
ど
の
や

ん
ご
と
な
き
か
ぐ
や
姫
が
天
界
で
犯

し
た
罪
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
悪
あ
が

き
の
末
、凡
人
の
至
っ
た
答
え
は
「
完

璧
」
と
い
う
罪
で
あ
っ
た
。
至
高
の

美
と
清
ら
か
さ
を
具
現
す
る
月
世
界

の
王
女
は
天
人
で
す
ら
触
れ
ぬ
こ
と

の
で
き
ぬ
孤
高
の
存
在
で
あ
っ
た
。

為
に
、
美
し
す
ぎ
る
清
ら
か
す
ぎ
る

科と
が

で
穢
れ
の
充
溢
す
る
地
上
へ
下
ろ

さ
れ
た
。
下
世
話
な
言
い
方
だ
が
、

俗
世
間
の
垢
に
少
し
は
塗ま

み

れ
て
来
い

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
暫

く
地
上
界
の
空
気
を
胸
一
杯
吸
っ
た

か
ぐ
や
姫
は
不
死
の
薬
を
ひ
と
舐
め

す
る
こ
と
で
穢
れ
を
祓は

ら

い
天
人
並
み

の
清
浄
の
身
と
な
る
。
さ
ら
に
天
の

羽
衣
を
ま
と
う
と
「
物
思
い
な
く
な

り
」、
一
切
の
感
情
を
失
い
、
月
へ
と

帰
っ
て
い
く
。
た
だ
衣
を
着
る
前
に
、

か
ぐ
や
姫
は
心
憎
か
ら
ず
思
い
始
め

て
い
た
帝
に
不
死
の
薬
を
添
え
て
手

紙
を
し
た
た
め
た
。

残
さ
れ
た
帝
の
“
か
ぐ
や
ロ
ス
”

は
甚
だ
し
く
、
生
き
残
る
意
味
は
な

い
と
手
元
の
手
紙
と
不
死
の
薬
壺
を

天
に
最
も
近
い
山
で
燃
や
し
尽
く
せ

と
命
じ
る
。
そ
こ
で
、
勅
使
が
大
勢

の
士

つ
わ
も
の

ど
も
を
率
い
駿
河
国
の
山
へ
登

り
、
す
べ
て
を
燃
や
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
煙
は
絶
え
間
な
く
雲
の
中
に
立

ち
昇
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
作
者

は
最
後
に
語
る
。
か
の
山
の
名
は
不

死
の
薬
を
燃
や
し
た
の
で
“
不
死
の

山
”
と
・
・
・
。
先
回
り
し
た
読
者

は
こ
こ
で
ニ
ン
マ
リ
す
る
と
こ
ろ
だ

が
、
豈あ

に

図
ら
ん
や
、
士
を
あ
ま
た
供

に
し
て
登
っ
た
山
だ
か
ら
“
士
に
富

む
山
”
す
な
わ
ち
“
富
士
山
”
だ
と

見
事
な
肩
透
か
し
を
く
わ
せ
る
。「
い

よ
っ
！
竹
取
屋
〜
」、
見
事
に
一
本
と

ら
れ
た
。

8

27 Vol.14



昨年 4 月、熊本地震により国の重要文化財である
桜門が倒壊し、神殿や拝殿なども大きな被害を受け
た阿蘇神社。復旧には国庫補助事業の工事費以外
に総額約 8 億円の費用が必要とされ、現在は 2021
年度の再建を目指し解体・復旧工事が進められてい
る。その復興支援の一つとして注目を集めているのが、
以前本誌でも取り上げた『蛍丸サイダー』だ。

『蛍丸サイダー』は、地元の特産品開発会社「阿
蘇・岡本」が阿蘇神社復興プロジェクトとして企画・
販売。1 本 300 円（税込・200ml）のうち 100 円
が再建費用の寄付にあてられ、総額 1 億円を目標に
100 万本の販売を目指している。阿蘇神社の宮司、
阿蘇家に代々伝わる名刀『蛍

ほ た る ま る

丸』の名を冠したサイ
ダーは、蛍の光をイメージしており、その色はまさに淡
い黄緑色。すっきりしたマスカットの風味が特徴で、「阿
蘇・岡本」の通販サイトで販売を開始するやいなや 3
日間で 500 件、約 5 千本分の注文が全国から殺到。
その後も神社の境内をはじめ門前町の商店や阿蘇市
内の土産物店、道の駅などで販売が展開され、今年
1 月末までに約 11 万本を売り上げている。

その『蛍丸サイダー』11 万本分の義援金 1,100
万円を、特産品開発会社「阿蘇・岡本」社長の
岡
お か も と む ね な る

本宗徳さんが、阿蘇神社に奉納。阿蘇神社の
権禰宜の池

い け う ら ひ で た か

浦秀隆さんは「皆さまの支援の輪の広
がりを感じ、大変ありがたく思っております。 義援
金は、文化財の指定を受けていない社殿、主に

阿蘇神社の復興を支援する「蛍
ほ た る ま る

丸サイダー」
販売から8ヶ月間の売り上げの一部を同神社に奉納

『蛍丸サイダー』1本300円。阿蘇・岡本のホームページから購入可能。

拝殿の復旧費に充当させていただきます」と、全
国各地の人々からの温かい寄付に感謝の気持ち
を伝えている。「熊本地震で当神社がほぼ全壊の
被害を受けた情報が広がると、多くの皆さまからそ
れぞれの立場でさまざまなアイデアの支援のお申し
出をいただきました。あらためて阿蘇神社が肥後
国一の宮として認知されていることを実感しております。
当神社の歴史性の一端が評価されているという意味
においても、そのご支援をしっかりと受け止め、今後も
復旧に取り組んでいきたいと思います」

阿蘇地方の復興の象徴となるべく阿蘇神社の再建
が進められる一方で、熊本地震からおよそ1 年、テ
レビや新聞等のメディアで被災関連のニュースはほと
んど取り上げられることがなくなり、時間の流れととも
に人々の中で記憶の風化が進んでいるのも現状だ。

「『蛍丸サイダー』による寄付総額 1 億円の目標を、
各地神社のお祭りなどでの販売をはじめ、ツイッターや
フェイスブックなどSNS での拡散等を通じて、ともに
協力、成し遂げていきたい」と「阿蘇・岡本」の岡
本宗徳さんは語る。

倒壊前の阿蘇神社楼門

有限会社 阿蘇・岡本
〒 869-2301
熊本県阿蘇市内牧 217
TEL：0967-32-0035
http://aso-sake.com/

阿蘇神社
〒 869-2612
熊本県阿蘇市一の宮町
宮地 3083-1
TEL：0967-22-0064
http://asojinja.or.jp/
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特別連載③

「
和
空

　下
寺
町
」
は
、
株
式
会

社
和
空
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
手
掛
け
る

「
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
第
一

弾
と
し
て
、
今
年
4
月
23
日（
日
）

に
オ
ー
プ
ン
す
る
宿
坊
文
化
体
験
施

設
。
お
寺
巡
り
や
写
経
・写
仏
、坐
禅
、

精
進
料
理
な
ど
宿
坊
な
ら
で
は
の
文

化
体
験
を
中
心
と
し
た
プ
ラ
ン
を
用

意
し
、
3
月
11
日（
土
）か
ら
宿
泊

予
約
の
受
付
を
開
始
し
た
。

オ
ー
プ
ン
に
先
立
ち
4
月
11
日

（
火
）に
、（
株
）
和
空
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
よ
る
記
者
発
表
が
行
わ
れ
た
（
監

修
：一
般
社
団
法
人
全
国
寺
社
観
光
協

会
）。
ゲ
ス
ト
に
西に

し
や
ま
た
だ
く
に

山
忠
邦
様
〔
大
阪

市
天
王
寺
区
長
〕、
澤さ

わ
だ
え
ん
せ
い

田
圓
成
様
〔
天

王
寺
区
仏
教
会 

事
務
局
長
〕、
山や

ま
お
か岡

武ぶ
み
ょ
う明
様
〔
愛あ

い
ぜ
ん
ど
う

染
堂 

勝し
ょ
う
ま
ん
い
ん

鬘
院
住
職
〕、

西に

し

だ

く

ん

ぺ

い

田
勲
平
様
〔
積
水
ハ
ウ
ス
（
株
）

取
締
役
常
務
執
行
役
員
〕
ら
を
お
招

き
し
、
挨
拶
な
ら
び
に
テ
ー
プ
カ
ッ

ト
が
行
わ
れ
た
。

国
内
外
の
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
取
材

依
頼
が
来
る
な
ど
各
方
面
か
ら
注
目

を
浴
び
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

【お問い合わせ】 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

天王寺区長　西山忠邦様

記者会見の様子

テープカットの様子

内覧会の様子

千葉テレビ

「宿坊に泊まろう」が合い言葉。毎回、旅人が各地を訪ね歩き、そ
の土地土地の宿坊にチェックイン。和の空間で日本の伝統文化
や修行を体験して、明日への活力を見いだします。

4月18日（火）23:30より放送中
宿坊を中心に周辺スポットを紹介する旅番組

『
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
第
１
弾
　
い
よ
い
よ
宿
泊
開
始

和
空
下
寺
町
記
者
発
表

新テレビ番
組

監修協力 ： 一般社団法人 全国寺社観光協会
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『蛍丸サイダー』は、地元の特産品開発会社「阿
蘇・岡本」が阿蘇神社復興プロジェクトとして企画・
販売。1 本 300 円（税込・200ml）のうち 100 円
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丸』の名を冠したサイ
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協
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れ
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【お問い合わせ】 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

天王寺区長　西山忠邦様

記者会見の様子

テープカットの様子

内覧会の様子

千葉テレビ

「宿坊に泊まろう」が合い言葉。毎回、旅人が各地を訪ね歩き、そ
の土地土地の宿坊にチェックイン。和の空間で日本の伝統文化
や修行を体験して、明日への活力を見いだします。

4月18日（火）23:30より放送中
宿坊を中心に周辺スポットを紹介する旅番組

『
宿
坊
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
第
１
弾
　
い
よ
い
よ
宿
泊
開
始

和
空
下
寺
町
記
者
発
表

新テレビ番
組

監修協力 ： 一般社団法人 全国寺社観光協会
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本堂に十世紀半ばの阿弥陀如来像が安置されているほか、木造三重塔や石造

十三重塔、五輪塔、石室不動明王など鎌倉時代から室町時代にかけての文化財

が、国の重要文化財に指定されている。また「アジサイ寺」の別称で知られてい

る。先代の住職が荒廃した境内地を美しく取り戻そうと植えたのが始まりという。

植村幸雄現住職は「これからも参拝者の皆様に愛される『花の寺』を目標に、花

を通じてたくさんの方たちの出会いを楽しみにしています」と述べられている。
撮影 原田 寛　鎌倉市在住。古都グラファーとして、日本全国の古都や
歴史の街並みを中心に撮影活動を続けている。日本写真家協会会員。

【岩船寺について】京都府木津川市加茂町岩船上ノ門43
　宗派：真言律宗
　山号：高雄山
　寺号：岩船寺
　創建年：729（天平元）年
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國友憲昭
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清野智

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）を
受け付けしています！

など、貴寺社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
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中東弘
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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

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. 今号で面白かった記事はどれですか（複数回答可）　※丸数字に○を記入

①特別対談企画：德川家広氏×四天王寺　鼎談　②編集企画：高齢化社会に備えて〜 社寺のバリアフリーを考える 〜　③全

国寺社イベント：浄土真宗本願寺派（西本願寺）「スクール・ナーランダ」　④職人技：京都　有限会社 矢尾治　⑤チャレンジ特

集：沙沙貴神社　⑥活性人：株式会社中外日報社　代表取締役社長　形山 俊彦　⑦SCOPE：「社寺巡礼の旅」 平成28年度観

光庁採択事業　⑧うちのお宝：成就寺　木造金剛力士立像／平清水八幡宮　木造獅子狛犬　⑨集う、育む 体験レポート：葛木

御歳神社『宮司による神道の講座　かんながらのみちのお話』　⑩寺社お役立ちデータ室：全国寺社数ランキング　⑪野田博明

　風まかせ：「かぐや姫はなぜやってきたのか」　⑫トレンドNow：阿蘇神社の復興を支援する「蛍丸サイダー」販売から8ヶ月間の

売り上げの一部を同神社に奉納　⑬特別連載③：和空下寺町記者発表　⑭四季巡り　華景色：岩船寺の紫陽花

Q4.今号の記事、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 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送信してください。

「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、下記まで本紙をファックスにてお送り願います。

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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□継続購読希望□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　 10　 11　 12　 13 )

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）  ※丸数字に○を記入

①ホームページ　②ＳＮＳ運用代行　③アプリ開発　④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）

⑤フリーWiFi　⑥自販機設置　⑦喫煙所設置　⑧清掃　⑨老朽化・耐震対策　⑩警備　⑪保険　⑫介護施設　

⑬託児所　⑭土地活用　⑮資産運用　⑯税金対策

⑰その他（ ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
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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

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. 今号で面白かった記事はどれですか（複数回答可）　※丸数字に○を記入

①特別対談企画：德川家広氏×四天王寺　鼎談　②編集企画：高齢化社会に備えて〜 社寺のバリアフリーを考える 〜　③全

国寺社イベント：浄土真宗本願寺派（西本願寺）「スクール・ナーランダ」　④職人技：京都　有限会社 矢尾治　⑤チャレンジ特

集：沙沙貴神社　⑥活性人：株式会社中外日報社　代表取締役社長　形山 俊彦　⑦SCOPE：「社寺巡礼の旅」 平成28年度観

光庁採択事業　⑧うちのお宝：成就寺　木造金剛力士立像／平清水八幡宮　木造獅子狛犬　⑨集う、育む 体験レポート：葛木

御歳神社『宮司による神道の講座　かんながらのみちのお話』　⑩寺社お役立ちデータ室：全国寺社数ランキング　⑪野田博明

　風まかせ：「かぐや姫はなぜやってきたのか」　⑫トレンドNow：阿蘇神社の復興を支援する「蛍丸サイダー」販売から8ヶ月間の

売り上げの一部を同神社に奉納　⑬特別連載③：和空下寺町記者発表　⑭四季巡り　華景色：岩船寺の紫陽花

Q4.今号の記事、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 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送信してください。

「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、下記まで本紙をファックスにてお送り願います。

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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□継続購読希望□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　 10　 11　 12　 13 )

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）  ※丸数字に○を記入

①ホームページ　②ＳＮＳ運用代行　③アプリ開発　④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）

⑤フリーWiFi　⑥自販機設置　⑦喫煙所設置　⑧清掃　⑨老朽化・耐震対策　⑩警備　⑪保険　⑫介護施設　

⑬託児所　⑭土地活用　⑮資産運用　⑯税金対策

⑰その他（ ご記入ください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
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