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貢
献
が
で
き
る
な
ら
ば
と
宮
島
観
光

協
会
の
副
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
観
光
協
会
の
活
動

の
中
で
、
来
年
の
『
平
清
盛
公
生
誕

９
０
０
年
』
へ
向
け
、
今
年
は
前
年
祭

実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

大
聖
院
で
は
恒
例
行
事
の
内
容
を
膨

ら
ま
せ
て
、
修
行
体
験
や
平
家
納
経

の
内
容
を
勉
強
す
る
会
、
新
た
に
奉

納
コ
ン
サ
ー
ト
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
前
年
祭
に
限
ら
ず
、境
内

で
の
縁
日
や
修
行
体
験
な
ど
、年
間

を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
お
寺
を
開
放
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。

吉
田
座
主
　
毎
月
1
日
の「
宮
島
つ

い
た
ち
市
」は
、雑
貨
・
ア
ー
ト
・
手
作

り
品
・
古
本
市
で
す
。出
店
者
の
方
か

ら
の
要
望
で
、3
月
～
12
月
初
旬
の

大聖院の
十一面観音菩薩

観光客向けのお店が
立ち並ぶ宮島 宮島の中央部にある弥

み せ ん

山

巻 頭 特 集

明治維新までは12 坊の末寺を有し嚴島神社の別当寺として祭祀を行っていた

真言宗御室派・大本山大
だいしょういん

聖院（広島県・宮島）。

『平清盛公生誕 900 年前年祭』の会場になるなど

宮島の地域振興に精力的に取り組んでおられます。

大聖院の吉
よ し だ し ょ う ゆ う

田正裕座主に、お寺が地域で果たす役割や

少子高齢化が進む中での信仰の継承などについてお聞きしました。

イ
ベ
ン
ト
は
皆
様
と

ご
縁
を
結
ぶ
貴
重
な
機
会

編
集
部
　
2
0
1
8（
平
成
30
）年
に

平
清
盛
公
生
誕
９
０
０
年
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、大
聖
院
様
は『
平
清
盛
公

生
誕
９
０
０
年
前
年
祭
』の
会
場
と
な

る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。そ
の
内
容
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

吉
田
座
主
　
大
聖
院
で
は
、先
代
の

頃
か
ら「
開
か
れ
た
お
寺
づ
く
り
」に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。広
大
な
土
地
に

さ
ま
ざ
ま
な
施
設
を
持
ち
、裏
に
は
手

つ
か
ず
の
自
然
が
残
る
弥み

せ

ん山
と
い
う
山

も
抱
え
て
い
ま
す
。信
仰・
と
健
康・
と
観

光・
と
い
う「
三
こ
う
」を
大
切
に
、お
寺

を
よ
り
多
く
の
方
に
使
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
ま
す
。

中
心
は
信
仰
で
す
が
、
近
年
、
宮

島
は
観
光
客
が
増
え
、
私
も
多
少

来年迎える『平清盛公生誕 900 年』のロゴと、
宮島の桟橋近くにある平清盛像

開かれた寺づくりで
信仰、観光、自然の未来をつくる

え
て
い
ま
す
。
お
寺
づ
く
り
は
一
人
で

は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
勤
め
る
も
の

に
は
、
開
か
れ
た
お
寺
を
目
指
し
て
い

る
こ
と
を
常
に
話
し
、
そ
の
上
で
何
が

で
き
る
か
を
一
緒
に
考
え
て
い
ま
す
。

種
を
ま
い
て
こ
そ
花
が
咲
く

観
光
も
信
仰
も
同
じ

編
集
部
　
あ
る
信
者
寺
様
が
、「
観
光

を
き
っ
か
け
に
お
寺
に
来
て
い
た
だ
き

た
い
が
観
光
が
信
仰
に
繋
が
ら
な
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。一
方
で
、観

光
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
戸
惑
う
お

寺
様
も
あ
る
と
聞
き
ま
す
。

吉
田
座
主
　
何
が
信
仰
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、私
は
お
寺
に
来
ら
れ

る
だ
け
で
も
信
仰
心
を
持
た
れ
て
い

る
の
だ
と
考
え
ま
す
。花
は
、種
を
ま

か
な
け
れ
ば
花
を
咲
か
せ
ま
せ
ん
。種

を
ま
い
た
後
は
水
を
や
り
、太
陽
の
光

を
与
え
、養
分
を
与
え
ま
す
。放
っ
て

お
く
と
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。信
者
寺

も
同
じ
。き
っ
か
け
は
何
だ
っ
て
い
い

の
で
す
。ま
ず
は
、お
寺
に
来
て
い
た

だ
く
、つ
ま
り
種
を
ま
い
て
こ
そ
ま
た

帰
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

編
集
部
　
宮
島
は
聖
地
の
た
め
お
墓

が
作
れ
ず
、お
寺
様
は
檀
家
寺
で
は

な
く
信
者
寺
と
し
て
成
り
立
っ
て
き

た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、近
年
、

信
仰
と
自
然
を
守
る
た
め
に
拝
観
料

毎
週
土
～
水
曜
に
も「
大
聖
院
お
か
げ

さ
ま
市
」も
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。お
寺
に
来
ら
れ
た
方
に
も
、出

店
さ
れ
る
方
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。お
寺
に
賑
わ
い
も
生
ま
れ
ま

す
。皆
さ
ん
に
と
っ
て
い
い
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

私
が
住
職
に
な
っ
た
約
20
年
前
、

人
口
が
減
り
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で

い
く
中
で
、
宗
教
離
れ
へ
の
危
機
感

を
感
じ
始
め
て
い
ま
し
た
。
今
、
檀

家
寺
で
あ
っ
て
も
家
の
中
で
信
仰
の

継
承
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
大
聖
院
の
よ
う
な

信
者
寺
は
個
々
の
信
仰
に
よ
る
も
の

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
子
や
孫
に
継
承

し
て
い
く
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

で
す
。

信
仰
は
す
ぐ
に
は
浸
透
し
ま
せ
ん
。

早
い
う
ち
か
ら
お
寺
と
の
接
点
を
持
っ

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
を

対
象
に
し
た
体
験
道
場
「
小
坊
主
の

会
」
や
「
宮
島
て
ら
こ
や
」
な
ど
お

寺
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
機
会

を
設
け
ま
し
た
。
境
内
に
は
、
子
ど

も
た
ち
が
喜
ぶ
よ
う
な
丸
く
て
か
わ
い

い
お
地
蔵
様
が
あ
ち
こ
ち
に
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
「
お
地
蔵
様
に
ま
た

会
い
た
い
」
と
お
寺
に
来
て
、
そ
の
子

ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
て
大
聖
院
に

お
参
り
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
戻
っ

て
き
て
く
だ
さ
っ
た
ら
う
れ
し
い
で
す

ね
。
イ
ベ
ン
ト
は
若
い
方
に
お
寺
と
ご

縁
を
結
ん
で
い
た
だ
く
機
会
と
と
ら

プロフィール

宮島弥山 大本山大聖院 座主

吉
よ し だ

田 正
しょうゆう

裕
1960（昭和35）年9月15日生まれ。種智院
大学仏教学部卒業、仁和密教学院卒業。
1984（昭和59）年から大聖院勤務。1990
（平成２）年から高野山真言宗真光院住
職、1998（平成10）年から大聖院座主。真
言宗御室派宗会議員議長、一般社団法人
宮島観光協会副会長、宮島弥山を守る会
会長、三十三観音ネットワーク会議世話
人、広島刑務所教誨師ほか
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ま
い
て
こ
そ
ま
た

帰
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

編
集
部
　
宮
島
は
聖
地
の
た
め
お
墓

が
作
れ
ず
、お
寺
様
は
檀
家
寺
で
は

な
く
信
者
寺
と
し
て
成
り
立
っ
て
き

た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、近
年
、

信
仰
と
自
然
を
守
る
た
め
に
拝
観
料

毎
週
土
～
水
曜
に
も「
大
聖
院
お
か
げ

さ
ま
市
」も
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。お
寺
に
来
ら
れ
た
方
に
も
、出

店
さ
れ
る
方
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。お
寺
に
賑
わ
い
も
生
ま
れ
ま

す
。皆
さ
ん
に
と
っ
て
い
い
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

私
が
住
職
に
な
っ
た
約
20
年
前
、

人
口
が
減
り
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で

い
く
中
で
、
宗
教
離
れ
へ
の
危
機
感

を
感
じ
始
め
て
い
ま
し
た
。
今
、
檀

家
寺
で
あ
っ
て
も
家
の
中
で
信
仰
の

継
承
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
大
聖
院
の
よ
う
な

信
者
寺
は
個
々
の
信
仰
に
よ
る
も
の

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
子
や
孫
に
継
承

し
て
い
く
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

で
す
。

信
仰
は
す
ぐ
に
は
浸
透
し
ま
せ
ん
。

早
い
う
ち
か
ら
お
寺
と
の
接
点
を
持
っ

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
を

対
象
に
し
た
体
験
道
場
「
小
坊
主
の

会
」
や
「
宮
島
て
ら
こ
や
」
な
ど
お

寺
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
機
会

を
設
け
ま
し
た
。
境
内
に
は
、
子
ど

も
た
ち
が
喜
ぶ
よ
う
な
丸
く
て
か
わ
い

い
お
地
蔵
様
が
あ
ち
こ
ち
に
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
「
お
地
蔵
様
に
ま
た

会
い
た
い
」
と
お
寺
に
来
て
、
そ
の
子

ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
て
大
聖
院
に

お
参
り
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
戻
っ

て
き
て
く
だ
さ
っ
た
ら
う
れ
し
い
で
す

ね
。
イ
ベ
ン
ト
は
若
い
方
に
お
寺
と
ご

縁
を
結
ん
で
い
た
だ
く
機
会
と
と
ら
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宮
島
全
体
、
仏
教
界
を
よ
く
し
て
い

こ
う
と
い
う
思
い
で
の
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。

寺
同
士
が
広
域
で
連
携

参
拝
者
本
位
の
霊
場

編
集
部
　
宮
島
と
い
う
範
囲
を
超

え
、山
陽
路
、九
州
や
四
国
で
の
霊
場

づ
く
り
な
ど
、広
域
連
携
に
も
取
り
組

ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
お
聞
き
し
ま
し

た
。そ
の
目
的
は
何
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
座
主 

中
国
観
音
霊
場
、四
国

三
十
三
観
音
霊
場
、九
州
西
国
霊
場
の

３
霊
場
が
手
を
結
び
、日
本
で
最
初

の「
百
八
観
音
霊
場
」を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。元
々
、観
音
霊
場
の
全
国
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
ろ
う
と
い
う

動
き
が
あ
り
ま

し
た
。各
霊
場
の

現
状
を
お
聞
き

す
る
と
、あ
ま
り

よ
い
状
況
で
は
な

い
と
の
こ
と
。四

国
、九
州
に
も
声

を
か
け
「
一
緒
に

広
が
り
を
も
っ
て

や
り
ま
し
ょ
う
」

と
立
ち
上
げ
た

の
で
す
。各
霊
場

の
事
務
局
を
し

て
い
た
お
寺
が
大

聖
院
と
同
じ
御

室
派
だ
っ
た
こ
と

も
幸
い
で
し
た
。

そ
の
ほ
か
、

来
年
で
１
０
０

周
年
を
迎
え
る

「
広
島
新
四
国

八
十
八
ケ
所
霊

場
会
」
も
あ
り

真言宗御室派　大本山

大
だいしょういん

聖院
〒 739-0592
広島県廿日市市宮島町 210
TEL.0829-44-0111
http://www.galilei.ne.jp/daisyoin

ま
す
が
、
霊
場
ブ
ー
ム
の
落
ち
着
き

と
と
も
に
巡
拝
す
る
方
が
少
な
く
な

り
ま
し
た
。「
も
っ
と
多
く
の
方
に
巡

拝
し
て
い
た
だ
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
」
と
考
え
、
お
花
の
観
賞
を
楽
し

み
な
が
ら
仏
様
と
の
ご
縁
を
結
ぶ「
山

陽
花
の
寺
二
十
四
か
寺
」
を
立
ち
上

げ
ま
し
た
。
広
島
・
山
口
・
岡
山
3

県
の
24
ケ
寺
を
巡
る
花
巡
礼
で
、
大

聖
院
は
第
1
番
で
す
。

平
清
盛
公
に
関
連
す
る
巡
礼
も
あ

り
ま
す
。
平
家
物
語
に
ご
縁
の
あ
る

寺
社
で
手
を
結
ん
だ
「
平
家
物
語
巡

り
」
は
、
兵
庫
の
須
磨
寺
、
香
川
の

屋
島
寺
と
六
萬
寺
、
広
島
の
嚴
島
神

社
と
大
聖
院
、
山
口
の
赤
間
神
宮
の

6
社
寺
を
結
ん
で
い
ま
す
。

霊
場
づ
く
り
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
寺
社
本
位
に
な
っ
て

い
な
い
か
と
振
り
返
る
こ
と
で
す
。
巡

礼
す
る
エ
リ
ア
が
広
域
す
ぎ
て
は
お

参
り
す
る
方
の
負
担
が
大
き
い
で
す

し
、
数
に
こ
だ
わ
り
魅
力
の
な
い
寺
が

集
ま
っ
て
も
皆
様
の
興
味
を
引
き
ま

せ
ん
。
お
寺
同
士
で
思
い
を
共
有
し

繋
が
る
こ
と
で
活
動
が
広
が
り
、
新

た
な
動
き
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

最
近
で
は
神
仏
一
体
、
御
朱
印
、
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

で
、
新
た
な
霊
場
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
、
特

色
を
持
っ
た
霊
場
が
増
え
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。

全
て
の
原
動
力
は
危
機
感

お
寺
と
し
て
で
き
る
こ
と
は

何
か

編
集
部
　「
宮
島
弥
山
を
守
る
会
」

も
立
ち
上
げ
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、信

仰
の
継
承
、地
域
振
興
、自
然
保
護
と

多
岐
に
わ
た
る
活
動
の
原
動
力
は
何

で
し
ょ
う
か
。

吉
田
座
主
　
私
の
原
動
力
は
危
機

感
。お
寺
の
存
続
、宮
島
の
活
性
化
、

弥
山
の
自
然
を
守
る
こ
と
は
相
互
に

関
係
し
て
い
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
危
機
感
を
感
じ
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
、
弥
山
に
も
危
機
が
訪
れ
て
い

ま
す
。
宮
島
の
川
は
小
さ
い
の
で
す
が

傾
斜
が
急
な
た
め
、
雨
が
降
る
と
氾

濫
し
山
が
崩
れ
ま
す
。
以
前
は
自
然

の
力
で
原
始
林
が
戻
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
戻
り
に
く
く
な
り
ま
し
た
。
植

林
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

現
状
を
多
く
の
方
に
知
っ
て
気
づ
い
て

い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
弥
山
の
自
然
を

守
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
役

員
の
半
分
は
島
外
の
方
と
し
ま
し
た
。

外
部
だ
か
ら
こ
そ
見
え
る
宮
島
の
現

状
、
評
価
な
ど
を
島
民
に
聞
い
て
い
た

だ
き
、
気
づ
き
を
得
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

平
清
盛
公
は
全
国
規
模
で
名
前
が

知
ら
れ
、
し
か
も
９
０
０
年
と
い
う
節

各霊場会のパンフレット。百八観音霊場は、中国地方の鳥取県や島根県など全５県、四国は香川県から
高知県まで全４県、九州は福岡県から熊本県までの北部5県を合わせて、全部で14県にわたる広域の寺
が連携している

目
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
お
寺
の
こ
と
や

宮
島
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
信

仰
を
浸
透
さ
せ
る
種
ま
き
に
も
な
る

貴
重
な
機
会
と
な
る
は
ず
で
す
。
神

社
も
寺
も
行
政
も
、
町
民
も
、
み
ん

な
が
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
盛
り
立
て
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

を
検
討
す
る
お
寺
様
も
増
え
て
き
て

い
る
そ
う
で
す
。座
主
の
お
考
え
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

吉
田
座
主
　
大
聖
院
は
信
者
寺
と
し

て
、信
者
様
自
ら
が
お
布
施
、お
賽
銭

を
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
た
め
、

拝
観
料
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。建
物

を
建
て
た
り
修
理
を
す
る
際
に
は
、お

願
い
の
文
書
を
お
配
り
す
る
と
皆
様

そ
れ
ぞ
れ
で
気
持
ち
よ
く
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
。檀
家
割
り
も
あ
り
ま
せ

ん
。ご
協
力
を
い
た
だ
き
や
す
い
土
地

柄
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

今
、
宮
島
で
は
入
島
税
を
検
討
し

て
い
ま
す
。
嚴
島
神
社
様
は
拝
観
料

が
必
要
で
す
が
、
そ
れ
は
「
お
金
を

払
っ
て
で
も
見
た
い
」
と
日
本
の
方
も

外
国
の
方
も
納
得
さ
れ
て
い
る
か
ら

可
能
な
の
で
す
。
魅
力
の
あ
る
お
寺
、

神
社
で
あ
れ
ば
、
維
持
を
す
る
上
で

拝
観
料
を
い
た
だ
く
こ
と
は
よ
い
と
思

い
ま
す
。

編
集
部
　
宮
島
全
体
の
観
光
客
は
昨

年
4
2
7
万
人
と
過
去
最
高
だ
っ
た
そ

う
で
す
ね
。欧
米
人
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

も
増
え
、活
気
あ
ふ
れ
る
街
と
い
う
印

象
で
す
。そ
ん
な
中
で
、何
か
課
題
と

し
て
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。

吉
田
座
主
　
宮
島
の
観
光
客
数
は
乗

船
客
数
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
ま
す
か

ら
、か
な
り
正
確
な
数
字
で
す
。1
日

1
万
人
以
上
の
方
が
こ
の
狭
い
島
に

来
ら
れ
る
と
は
、本
当
に
あ
が
り
が
た

い
こ
と
で
す
。

外
国
の
方
が
増
え
た
の
は
、
嚴
島

神
社
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
こ
と
、
日
仏
交
流
1
5
0
周
年
事

業
の
ポ
ス
タ
ー
に
嚴
島
神
社
の
大
鳥

居
が
起
用
さ
れ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

モ
ン
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
と
観
光
友
好

都
市
提
携
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
認
知
度
が
高
ま
り
ま

し
た
。
ま
た
、
昨
年
の
オ
バ
マ
大
統
領

の
広
島
訪
問
で
、
ア
メ
リ
カ
の
方
も
増

え
ま
し
た
。

課
題
と
い
え
ば
、
2
0
0
5
（
平
成

17
）
年
に
宮
島
町
が
廿
日
市
市
と
合

併
し
た
と
き
、
３
つ
の
目
標
を
掲
げ

ま
し
た
。
観
光
客
数
を
2
5
0
万
人

か
ら
3
0
0
万
人
に
、
滞
在
時
間
１
、

2
時
間
を
5
時
間
に
、
そ
し
て
宿
泊

客
を
増
や
す
こ
と
。
客
数
と
滞
在
時

間
は
早
く
達
成
で
き
た
の
で
す
が
、

伸
び
て
い
な
い
の
が
宿
泊
客
。
団
体

客
が
減
り
、
個
人
客
が
増
え
た
た
め
、

部
屋
の
稼
働
率
は
以
前
と
同
じ
で
も

宿
泊
人
数
は
半
分
程
度
で
す
。「
宮

島
に
泊
ま
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、
鳥
居
と
嚴
島
神
社
以

外
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
考
え
ま
す
。

欧
米
の
方
は
、
宮
島
に
来
た
な
ら

弥
山
に
登
ら
な
い
と
価
値
が
な
い
と
、

宿
泊
し
て
弥
山
に
登
ら
れ
ま
す
よ
。

自
然
を
愛
す
る
方
が
多
く
、
マ
ナ
ー

も
と
て
も
い
い
で
す
ね
。

も
う
一つ
、
観
光
客
数
は
増
え
て
い

ま
す
が
、住
民
は
1
6
0
0
人
と
減
っ

て
い
ま
す
。
最
も
多
い
時
で
5
0
0
0

人
い
ま
し
た
。
高
齢
化
が
進
み
、
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
の
世
話
役
を
引
き
継
ぐ

方
が
い
な
い
と
い
う
問
題
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
人
口
が
少
な
い
た
め
、
小
学

校
も
規
模
も
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

商
店
街
は
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
が
島
外
か
ら
の
通
勤

者
。
住
人
が
少
な
い
と
町
自
体
が
成

り
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
人
口
減
は
深
刻

な
問
題
で
す
。

宮
島
は
「
宮
千
軒
」
と
い
わ
れ
、

建
物
は
1
0
0
0
軒
ほ
ど
で
、
国
有

地
が
多
く
建
て
る
場
所
も
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。
建
物
を
建
て
る
に
し
て
も

変
更
す
る
に
も
規
制
が
多
く
、
島
外

で
は
す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
が
宮
島
で
は

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
看
板
の
規
制
も

あ
り
、
街
を
保
存
し
て
い
く
と
い
う
観

点
で
は
大
切
で
す
が
、
働
き
や
す
さ

や
住
み
や
す
さ
を
考
え
る
と
改
善
す

べ
き
点
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で

今
、
宮
島
を
特
区
申
請
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
動
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。

お
寺
は
地
域
の
方
に
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
お
寺
も
住
民
の
皆
様
の
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
存
在
し
続
け

る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
大
聖
院
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、

境内にある愚痴聞き地蔵 摩尼殿の内部

摩尼殿の仏殿

階段を登る海外からの参拝者

Vol.15 04



宮
島
全
体
、
仏
教
界
を
よ
く
し
て
い

こ
う
と
い
う
思
い
で
の
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。

寺
同
士
が
広
域
で
連
携

参
拝
者
本
位
の
霊
場

編
集
部
　
宮
島
と
い
う
範
囲
を
超

え
、山
陽
路
、九
州
や
四
国
で
の
霊
場

づ
く
り
な
ど
、広
域
連
携
に
も
取
り
組

ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
お
聞
き
し
ま
し

た
。そ
の
目
的
は
何
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
座
主 

中
国
観
音
霊
場
、四
国

三
十
三
観
音
霊
場
、九
州
西
国
霊
場
の

３
霊
場
が
手
を
結
び
、日
本
で
最
初

の「
百
八
観
音
霊
場
」を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。元
々
、観
音
霊
場
の
全
国
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
ろ
う
と
い
う

動
き
が
あ
り
ま

し
た
。各
霊
場
の

現
状
を
お
聞
き

す
る
と
、あ
ま
り

よ
い
状
況
で
は
な

い
と
の
こ
と
。四

国
、九
州
に
も
声

を
か
け
「
一
緒
に

広
が
り
を
も
っ
て

や
り
ま
し
ょ
う
」

と
立
ち
上
げ
た

の
で
す
。各
霊
場

の
事
務
局
を
し

て
い
た
お
寺
が
大

聖
院
と
同
じ
御

室
派
だ
っ
た
こ
と

も
幸
い
で
し
た
。

そ
の
ほ
か
、

来
年
で
１
０
０

周
年
を
迎
え
る

「
広
島
新
四
国

八
十
八
ケ
所
霊

場
会
」
も
あ
り

真言宗御室派　大本山

大
だいしょういん

聖院
〒 739-0592
広島県廿日市市宮島町 210
TEL.0829-44-0111
http://www.galilei.ne.jp/daisyoin

ま
す
が
、
霊
場
ブ
ー
ム
の
落
ち
着
き

と
と
も
に
巡
拝
す
る
方
が
少
な
く
な

り
ま
し
た
。「
も
っ
と
多
く
の
方
に
巡

拝
し
て
い
た
だ
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
」
と
考
え
、
お
花
の
観
賞
を
楽
し

み
な
が
ら
仏
様
と
の
ご
縁
を
結
ぶ「
山

陽
花
の
寺
二
十
四
か
寺
」
を
立
ち
上

げ
ま
し
た
。
広
島
・
山
口
・
岡
山
3

県
の
24
ケ
寺
を
巡
る
花
巡
礼
で
、
大

聖
院
は
第
1
番
で
す
。

平
清
盛
公
に
関
連
す
る
巡
礼
も
あ

り
ま
す
。
平
家
物
語
に
ご
縁
の
あ
る

寺
社
で
手
を
結
ん
だ
「
平
家
物
語
巡

り
」
は
、
兵
庫
の
須
磨
寺
、
香
川
の

屋
島
寺
と
六
萬
寺
、
広
島
の
嚴
島
神

社
と
大
聖
院
、
山
口
の
赤
間
神
宮
の

6
社
寺
を
結
ん
で
い
ま
す
。

霊
場
づ
く
り
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
寺
社
本
位
に
な
っ
て

い
な
い
か
と
振
り
返
る
こ
と
で
す
。
巡

礼
す
る
エ
リ
ア
が
広
域
す
ぎ
て
は
お

参
り
す
る
方
の
負
担
が
大
き
い
で
す

し
、
数
に
こ
だ
わ
り
魅
力
の
な
い
寺
が

集
ま
っ
て
も
皆
様
の
興
味
を
引
き
ま

せ
ん
。
お
寺
同
士
で
思
い
を
共
有
し

繋
が
る
こ
と
で
活
動
が
広
が
り
、
新

た
な
動
き
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

最
近
で
は
神
仏
一
体
、
御
朱
印
、
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

で
、
新
た
な
霊
場
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
、
特

色
を
持
っ
た
霊
場
が
増
え
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。

全
て
の
原
動
力
は
危
機
感

お
寺
と
し
て
で
き
る
こ
と
は

何
か

編
集
部
　「
宮
島
弥
山
を
守
る
会
」

も
立
ち
上
げ
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、信

仰
の
継
承
、地
域
振
興
、自
然
保
護
と

多
岐
に
わ
た
る
活
動
の
原
動
力
は
何

で
し
ょ
う
か
。

吉
田
座
主
　
私
の
原
動
力
は
危
機

感
。お
寺
の
存
続
、宮
島
の
活
性
化
、

弥
山
の
自
然
を
守
る
こ
と
は
相
互
に

関
係
し
て
い
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
危
機
感
を
感
じ
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
、
弥
山
に
も
危
機
が
訪
れ
て
い

ま
す
。
宮
島
の
川
は
小
さ
い
の
で
す
が

傾
斜
が
急
な
た
め
、
雨
が
降
る
と
氾

濫
し
山
が
崩
れ
ま
す
。
以
前
は
自
然

の
力
で
原
始
林
が
戻
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
戻
り
に
く
く
な
り
ま
し
た
。
植

林
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

現
状
を
多
く
の
方
に
知
っ
て
気
づ
い
て

い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
弥
山
の
自
然
を

守
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
役

員
の
半
分
は
島
外
の
方
と
し
ま
し
た
。

外
部
だ
か
ら
こ
そ
見
え
る
宮
島
の
現

状
、
評
価
な
ど
を
島
民
に
聞
い
て
い
た

だ
き
、
気
づ
き
を
得
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

平
清
盛
公
は
全
国
規
模
で
名
前
が

知
ら
れ
、
し
か
も
９
０
０
年
と
い
う
節

各霊場会のパンフレット。百八観音霊場は、中国地方の鳥取県や島根県など全５県、四国は香川県から
高知県まで全４県、九州は福岡県から熊本県までの北部5県を合わせて、全部で14県にわたる広域の寺
が連携している

目
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
お
寺
の
こ
と
や

宮
島
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
信

仰
を
浸
透
さ
せ
る
種
ま
き
に
も
な
る

貴
重
な
機
会
と
な
る
は
ず
で
す
。
神

社
も
寺
も
行
政
も
、
町
民
も
、
み
ん

な
が
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
盛
り
立
て
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

を
検
討
す
る
お
寺
様
も
増
え
て
き
て

い
る
そ
う
で
す
。座
主
の
お
考
え
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

吉
田
座
主
　
大
聖
院
は
信
者
寺
と
し

て
、信
者
様
自
ら
が
お
布
施
、お
賽
銭

を
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
た
め
、

拝
観
料
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。建
物

を
建
て
た
り
修
理
を
す
る
際
に
は
、お

願
い
の
文
書
を
お
配
り
す
る
と
皆
様

そ
れ
ぞ
れ
で
気
持
ち
よ
く
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
。檀
家
割
り
も
あ
り
ま
せ

ん
。ご
協
力
を
い
た
だ
き
や
す
い
土
地

柄
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

今
、
宮
島
で
は
入
島
税
を
検
討
し

て
い
ま
す
。
嚴
島
神
社
様
は
拝
観
料

が
必
要
で
す
が
、
そ
れ
は
「
お
金
を

払
っ
て
で
も
見
た
い
」
と
日
本
の
方
も

外
国
の
方
も
納
得
さ
れ
て
い
る
か
ら

可
能
な
の
で
す
。
魅
力
の
あ
る
お
寺
、

神
社
で
あ
れ
ば
、
維
持
を
す
る
上
で

拝
観
料
を
い
た
だ
く
こ
と
は
よ
い
と
思

い
ま
す
。

編
集
部
　
宮
島
全
体
の
観
光
客
は
昨

年
4
2
7
万
人
と
過
去
最
高
だ
っ
た
そ

う
で
す
ね
。欧
米
人
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

も
増
え
、活
気
あ
ふ
れ
る
街
と
い
う
印

象
で
す
。そ
ん
な
中
で
、何
か
課
題
と

し
て
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。

吉
田
座
主
　
宮
島
の
観
光
客
数
は
乗

船
客
数
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
ま
す
か

ら
、か
な
り
正
確
な
数
字
で
す
。1
日

1
万
人
以
上
の
方
が
こ
の
狭
い
島
に

来
ら
れ
る
と
は
、本
当
に
あ
が
り
が
た

い
こ
と
で
す
。

外
国
の
方
が
増
え
た
の
は
、
嚴
島

神
社
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
こ
と
、
日
仏
交
流
1
5
0
周
年
事

業
の
ポ
ス
タ
ー
に
嚴
島
神
社
の
大
鳥

居
が
起
用
さ
れ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

モ
ン
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
と
観
光
友
好

都
市
提
携
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
認
知
度
が
高
ま
り
ま

し
た
。
ま
た
、
昨
年
の
オ
バ
マ
大
統
領

の
広
島
訪
問
で
、
ア
メ
リ
カ
の
方
も
増

え
ま
し
た
。

課
題
と
い
え
ば
、
2
0
0
5
（
平
成

17
）
年
に
宮
島
町
が
廿
日
市
市
と
合

併
し
た
と
き
、
３
つ
の
目
標
を
掲
げ

ま
し
た
。
観
光
客
数
を
2
5
0
万
人

か
ら
3
0
0
万
人
に
、
滞
在
時
間
１
、

2
時
間
を
5
時
間
に
、
そ
し
て
宿
泊

客
を
増
や
す
こ
と
。
客
数
と
滞
在
時

間
は
早
く
達
成
で
き
た
の
で
す
が
、

伸
び
て
い
な
い
の
が
宿
泊
客
。
団
体

客
が
減
り
、
個
人
客
が
増
え
た
た
め
、

部
屋
の
稼
働
率
は
以
前
と
同
じ
で
も

宿
泊
人
数
は
半
分
程
度
で
す
。「
宮

島
に
泊
ま
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、
鳥
居
と
嚴
島
神
社
以

外
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
考
え
ま
す
。

欧
米
の
方
は
、
宮
島
に
来
た
な
ら

弥
山
に
登
ら
な
い
と
価
値
が
な
い
と
、

宿
泊
し
て
弥
山
に
登
ら
れ
ま
す
よ
。

自
然
を
愛
す
る
方
が
多
く
、
マ
ナ
ー

も
と
て
も
い
い
で
す
ね
。

も
う
一つ
、
観
光
客
数
は
増
え
て
い

ま
す
が
、住
民
は
1
6
0
0
人
と
減
っ

て
い
ま
す
。
最
も
多
い
時
で
5
0
0
0

人
い
ま
し
た
。
高
齢
化
が
進
み
、
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
の
世
話
役
を
引
き
継
ぐ

方
が
い
な
い
と
い
う
問
題
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
人
口
が
少
な
い
た
め
、
小
学

校
も
規
模
も
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

商
店
街
は
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
が
島
外
か
ら
の
通
勤

者
。
住
人
が
少
な
い
と
町
自
体
が
成

り
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
人
口
減
は
深
刻

な
問
題
で
す
。

宮
島
は
「
宮
千
軒
」
と
い
わ
れ
、

建
物
は
1
0
0
0
軒
ほ
ど
で
、
国
有

地
が
多
く
建
て
る
場
所
も
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。
建
物
を
建
て
る
に
し
て
も

変
更
す
る
に
も
規
制
が
多
く
、
島
外

で
は
す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
が
宮
島
で
は

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
看
板
の
規
制
も

あ
り
、
街
を
保
存
し
て
い
く
と
い
う
観

点
で
は
大
切
で
す
が
、
働
き
や
す
さ

や
住
み
や
す
さ
を
考
え
る
と
改
善
す

べ
き
点
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で

今
、
宮
島
を
特
区
申
請
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
動
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。

お
寺
は
地
域
の
方
に
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
お
寺
も
住
民
の
皆
様
の
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
存
在
し
続
け

る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
大
聖
院
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、

境内にある愚痴聞き地蔵 摩尼殿の内部

摩尼殿の仏殿

階段を登る海外からの参拝者
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寺社の夏の 行事お役立ち
環境対 策機器

蚊やハチなどの虫に備える

業務用
スズメバチ
誘引捕獲器

屋内に入った虫を
ケミカルランプと
粘着シートで捕虫

ススメバチ対策として有効な『ススメバチバスター』。開発元の株式会社ＳＨＩＭＡ
ＤＡの西堀美智雄社長は「『スズメバチバスター』は誘引液をボトルに入れ吊るす
だけ。しばらくすると液が発酵し、匂いに誘われてスズメバチが入り、液中で溺れて
死んでしまう仕掛けです。誘引液は薬剤ではないので安全ですし、大容量ボトル
なので大量捕獲できます。スズメバチは４月ごろに女王バチが新たな巣作りを始
めるので、商品を４月ごろから使えば、女王バチを捕まえることもでき効果的です」
と語る。

光誘引捕虫システムルイクスは、非常に虫が好む紫外線の波長を出すケミカ
ルランプで虫を集め、紫外線の波長を増幅させる蛍光色の粘着シートで虫を
付着させて捕まえる。この商品のポイントの一つは、薬剤を使わないこと。開発
元の株式会社ＳＨＩＭＡＤＡの西堀社長はこう語る。「薬剤を使うと虫がどこか
に落ちてしまいます。また、虫の死骸が哂される捕虫器は見た目が悪く、衛生的
にも問題があります。ルイクスは、ランプや粘着シートを機器内に隠しています」

業務用ススメバチバスター
【商品概要】
サイズ：直径90mm×高さ230mm
重量：約300g
＜製造元＞
株式会社SHIMADA
＜お問い合わせ先＞
株式会社オンタイム
TEL:06-6282-9327
e-mail：info@ontime.co.jp

光誘引捕虫システムluics（ルイクス）
【商品概要】
Cシリーズ　サイズ：幅272mm×高さ130mm×奥行95mm　重量：670g
Sシリーズ　サイズ：幅235mm×高さ860mm×奥行250mm　重量：6.5kg
＜製造元＞
株式会社SHIMADA
＜お問い合わせ先＞
株式会社オンタイム　TEL:06-6282-9327／e-mail：info@ontime.co.jp

屋外用
スズメバチ対策

スタンド式のSシリーズ

堂内に自然に溶け込むカバーオーダー
にも対応(オプション)

屋内用
虫対策

コンパクト型の
Cシリーズ

入ったハチを
溺れさせて退治
(薬剤不使用)

※直射日光の当たらないところで、地面から1〜3mくらいの場所に設置。
※巣を駆除するものではありません。

柵やフェンスに 庭木や雑木林に 畑の付近に

ハチを見かける屋外に設置( 巣の近く及び住居区域を避ける )

専用粘着シートは
差し込むだけ！
取外し・交換が
簡単

寺社の夏の 行事お役立ち
環境対 策機器

半径35メートルの
大量の蚊とブヨを
誘引して退治!

無煙･無臭
業務用大型ベープ

この装置は、プロパンガスの燃焼によって発生した二酸化炭素と誘引剤
によって蚊を引き寄せ、内蔵ファンのバキュームで本体内部の捕獲ネット
に吸い上げ、閉じ込めて乾燥させる。ヤナセ産業機器販売株式会社の
末次克二さんは「二酸化炭素と誘引剤によって蚊やブヨのメスを引き寄
せて捕獲することによって、繁殖を抑えます。また殺虫剤を使用しないた
め、子供やペット、他の益虫や昆虫にも影響がありません。野外行事の
蚊対策として最適なものだと思います」と語る。すでに4000台以上販売
されている。

家庭用の“ベープ”をパワーアップさせた『ウルトラベープ』。レストランのテ
ラス席など屋外使用をイメージした商品だ。フマキラー・トータルシステム
株式会社の藤本忠男さんは「屋外利用想定なので、少 の々雨なら耐えら
れます。また電池式なので、電源がない場所にも自由に設置できます」と語
る。ウルトラベープはカートリッジの不織布に、虫が非常に嫌がる、無煙・無
臭の安全なピレスロイド系の薬剤をしみこませ、ファンで、薬剤を飛散させ
る。現在までに約５万台の販売実績がある。

モスキート・マグネット
【商品概要】
サイズ：幅440mm×高さ780mm×奥行き840mm
重量：15.9kg（プロパンガス容器を除く）
＜総輸入元＞
ヤナセ産業機器販売株式会社
＜お問い合わせ先＞
株式会社オンタイム　TEL:06-6282-9327／e-mail：info@ontime.co.jp

ウルトラベープ
【商品概要】
サイズ：幅250mm×高さ145mm×
奥行き150mm
重量：約640g
＜販売元＞
フマキラー・トータルシステム株式会社
＜お問い合わせ先＞
株式会社葯信社（やくしんしゃ）
TEL:06-6262-3113

屋外用
蚊･ブヨ対策

これが吸血性の虫を引き寄せるモスキートマグネットの仕組み

①プロパンガスを燃焼
させて、二酸化炭素を放
出。野外の蚊やブヨが装
置の周りに寄ってくる。

②誘引剤により、本体の
周辺に集まった蚊やブヨ
を吸引口より本体に吸い
取り。

③捕獲ネットに閉じ込め
乾燥。ネットがいっぱいに
なったら燃えるゴミとして
処分。

➡➡

※写真はプロパンタンクタイプ

軒下に設置

薬剤蒸散イメージ

屋外用
飛翔昆虫対策

プロパンガスが
入手困難な場合のために、
取扱代理店の株式会社
オンタイムがカセットガス
タイプを独自開発中

ジカ熱・マラリア・
日本脳炎・デング熱など

蚊が媒介する主な病気
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寺社の夏の 行事お役立ち
環境対 策機器

蚊やハチなどの虫に備える

業務用
スズメバチ
誘引捕獲器

屋内に入った虫を
ケミカルランプと
粘着シートで捕虫

ススメバチ対策として有効な『ススメバチバスター』。開発元の株式会社ＳＨＩＭＡ
ＤＡの西堀美智雄社長は「『スズメバチバスター』は誘引液をボトルに入れ吊るす
だけ。しばらくすると液が発酵し、匂いに誘われてスズメバチが入り、液中で溺れて
死んでしまう仕掛けです。誘引液は薬剤ではないので安全ですし、大容量ボトル
なので大量捕獲できます。スズメバチは４月ごろに女王バチが新たな巣作りを始
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業務用ススメバチバスター
【商品概要】
サイズ：直径90mm×高さ230mm
重量：約300g
＜製造元＞
株式会社SHIMADA
＜お問い合わせ先＞
株式会社オンタイム
TEL:06-6282-9327
e-mail：info@ontime.co.jp

光誘引捕虫システムluics（ルイクス）
【商品概要】
Cシリーズ　サイズ：幅272mm×高さ130mm×奥行95mm　重量：670g
Sシリーズ　サイズ：幅235mm×高さ860mm×奥行250mm　重量：6.5kg
＜製造元＞
株式会社SHIMADA
＜お問い合わせ先＞
株式会社オンタイム　TEL:06-6282-9327／e-mail：info@ontime.co.jp

屋外用
スズメバチ対策

スタンド式のSシリーズ

堂内に自然に溶け込むカバーオーダー
にも対応(オプション)
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虫対策
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(薬剤不使用)
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取外し・交換が
簡単

寺社の夏の 行事お役立ち
環境対 策機器
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誘引して退治!

無煙･無臭
業務用大型ベープ

この装置は、プロパンガスの燃焼によって発生した二酸化炭素と誘引剤
によって蚊を引き寄せ、内蔵ファンのバキュームで本体内部の捕獲ネット
に吸い上げ、閉じ込めて乾燥させる。ヤナセ産業機器販売株式会社の
末次克二さんは「二酸化炭素と誘引剤によって蚊やブヨのメスを引き寄
せて捕獲することによって、繁殖を抑えます。また殺虫剤を使用しないた
め、子供やペット、他の益虫や昆虫にも影響がありません。野外行事の
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されている。

家庭用の“ベープ”をパワーアップさせた『ウルトラベープ』。レストランのテ
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＜販売元＞
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＜お問い合わせ先＞
株式会社葯信社（やくしんしゃ）
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これが吸血性の虫を引き寄せるモスキートマグネットの仕組み
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寺
社
が
避
難
所
と
な
っ
た

東
日
本
大
震
災
が
き
っ
か
け
に

「
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た

際
に
私
も
現
地
に
赴
い
た
の
で
す
が
、

い
わ
ゆ
る
公
民
館
や
学
校
だ
け
で
な

く
、
お
寺
、
神
社
が
緊
急
避
難
所
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
を

避
難
所
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
大
規

模
な
デ
ー
タ
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
、
地
震
の
1
週
間
後
に
避
難
所

と
な
っ
て
い
る
お
寺
・
神
社
を
落
と
し

込
ん
だ
マ
ッ
プ
を
作
っ
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
2
0
1
4（
平
成
26
）年
に

一
般
無
料
公
開
し
た
時
点
で
は
パ
ソ
コ

ン
版
の
み
。
や
は
り
ス
マ
ホ
で
使
え
る

ア
プ
リ
が
あ
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」

こ
れ
ま
で
の
災
害
救
援
マ
ッ
プ
に

は
、
指
定
避
難
所
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
以
外
の
寺
社
ま
で
登
録

さ
れ
て
い
る
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

2
0
1
5（
平
成
27
）
年
に
無
料
公

開
さ
れ
た
『
未
来
共
生
災
害
救
援

マ
ッ
プ
』
の
ア
プ
リ
に
は
、
20
万
の
宗

教
施
設
、
そ
れ
に
小
学
校
や
公
民
館

の
デ
ー
タ
と
合
わ
せ
て
30
万
近
く
の

デ
ー
タ
を
網
羅
し
、
全
国
の
公
民
館

や
小
学
校
な
ど
の
指
定
避
難
所
と
寺

や
神
社
な
ど
が
マ
ッ
プ
に
映
し
出
さ

れ
る
。
G
P
S
に
よ
っ
て
自
分
の
居

場
所
も
表
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
マ
ッ
プ
の
利
用
者
が
文

章
や
写
真
を
投
稿
す
る
こ
と
も
で
き

る
。「
ア
プ
リ
か
ら
投
稿
が
で
き
る
た

め
、
自
分
で
S
O
S
を
出
せ
る
。
ど

ん
な
支
援
が
必
要
か
、
被
災
者
が
何

人
い
る
か
、
け
が
人
が
い
る
か
い
な
い

か
な
ど
も
伝
え

ら
れ
る
の
で
す
。

被
災
状
況
や
被

災
者
リ
ス
ト
も

写
真
で
ア
ッ
プ

で
き
ま
す
」

「
観
光
」「
見
守
り
」
で

平
常
時
の
利
用
を
促
進

こ
の
ア
プ
リ
の
管
理
者
は
、
ど
の

I
P
ア
ド
レ
ス
か
ら
い
つ
、
ど
こ
で
情

報
が
発
信
さ
れ
た
か
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
ア
プ
リ

は
、
防
災
対
策
と
い
う
だ
け
で
は
な

か
な
か
普
及
し
な
い
。

「
そ
こ
で
、
平
常
時
に
も
観
光
や
、

高
齢
者
の
見
守
り
と
い
う
形
で
有
益

に
使
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
に
し
よ
う

と
考
え
ま
し
た
。
一
般
社
団
法
人
全

国
自
治
会
活
動
支
援
ネ
ッ
ト
が
推
進

す
る
『
み
ま
も
り
ロ
ボ
く
ん
Ⅲ
』
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
太
陽

光
、
風
力
発
電
と
い
う
独
立
電
源
で

稼
働
し
、
カ
メ
ラ
や
サ
イ
ネ
ー
ジ
等

避
難
所
が
見
つ
け
や
す
く

被
災
者
に
も
救
援
者
に
も
役
立
つ

〝
支
え
あ
い
の
市
民
社
会
〟
の
研
究
を
続
け
て
き
た
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
の
稲い

な
ば
け
い
し
ん

場
圭
信
教
授
に
、

同
教
授
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
構
築
し
た
日
本
最
大
級
の
災
害
救
援
・
防
災
マ
ッ
プ
『
未
来
共
生
災
害
救
援
マ
ッ
プ
』

（
略
称
：
災
救
マ
ッ
プ
）
が
生
み
出
さ
れ
た
経
緯
を
聞
い
た
。

プロフィール　稲
い な ば

場 圭
け い し ん

信
大阪大学大学院教授：宗教社会学者。東京大学文学部（宗教学）卒、
ロンドン大学大学院博士課程（宗教社会学）卒、宗教社会学博士。ロ
ンドン大学、神戸大学などを経て2010年4月より現職。著書に『災害
支援ハンドブック』（春秋社）、『利他主義と宗教』（弘文堂）など。宗
教者災害支援連絡会世話人、専門社会調査士、専門宗教文化防災士

複数のメディアで取り上げられ
注目度も高い

ト

ピ

ッ

ス

ク

全
国
ど
こ
で
も
使
え
る

災
害
救
援
ア
プ
リ

『未来共生災害救援マップ』の注目機能

大阪大学オムサイト協定調印式の様子。

GPSを使って自分の現在の居場所
が表示される。これにより最寄り
の避難所が見つけやすい。また海
抜も表示されるので、高台を探すこ
とができる。

避難所にたどり着いた住民が、避
難所の被災状況などをリアルタイ
ムで投稿できる。避難所を探して
いる人や救援者にも役に立つ。

画面の「災害到達時間」の欄に、災害警報などの情報を
もとに時間を入力し「OK」をタップすればアプリの画面に
赤い円が表示
される。設定
時間内に避難
することを推
奨される避難
所がすぐわか
る。

【iPhone版】App Storeで、「災救マップ」を
検索して、アプリをダウンロード。

【Android版】Google playで、「未来共生災
害救援マップ」を検索して、アプリをダウン
ロード。

『未来共生災害救援マップ』
スマホアプリのダウンロード

❶現在地表示

❷被災者投稿が可能

❸避難可能範囲表示

2017（平成 29）年 5 月 15 日、大阪大学大学院人間
科学研究科において ｢新たなつながり！お寺・神社と防災・
見守り・観光 IT を用いた地域連携に関する協定・共同研
究始動｣ という記者発表が行われた。

ここで、大阪大学大学院人間科学研究科の稲
い な ば け い し ん

場圭信
教授らの研究グループが開発した日本最大級の災害救援・
防災マップ『未来共生災害救援マップ』を、災害時だけで
なく平時の「観光」「見守り」の分野でも活用することが
明らかにされた。一般社団法人全国自治会活動支援ネッ
トが地域の子供と高齢者を見守るために開発し、普及を
進めている、カメラ搭載の Wi-Fi ステーション『みまもり
ロボくんⅢ』の機能と技術を整備。防
災だけでなく観光、見守りの情報イン
フラを共同開発するというものだ。

また、新たな産官社学連携の仕組
みとして、大学関係者に加えて一般
市民、企業人など多様な人が登録し
て参加できる『大阪大学オムニサイト

（OOS）』もスタートさせる。今回は、
OOS 第１、２号として、一般社団法人全
国自治会活動支援ネットおよび一般社
団法人全国寺社観光協会が主催・共
催する展示、シンポジウム、イベント
で連携することを決定した。

の
機
能
も
あ
る
、
高
さ
約
6
メ
ー
ト

ル
の
電
柱
の
よ
う
なW

i-Fi

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
の
で
す
が
、
こ
れ
と
連
携

す
る
こ
と
で
、
観
光
客
は
こ
の
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
近
く
に
行
け
ば
観
光
情
報

を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
仕
組
み
を
考
え
て
い
ま
す
」。
こ
の

『
み
ま
も
り
ロ
ボ
く
ん
Ⅲ
』
は
独
立
電

源
（
Ｎ
Ｔ
Ｎ
社
製
）
な
の
で
災
害
時

に
携
帯
電
話
の
充
電
も
可
能
だ
。
自

治
体
と
し
て
導
入
に
向
け
て
検
討
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
今
後
は
ア

プ
リ
で
協
力
し
て
く
れ
た
寺
社
へ
の

設
置
も
働
き
か
け
て
い
く
と
の
こ
と

だ
。ITを用いた地域連携に関する

協定･共同研究が始動
大阪大学と(一社)全国寺社観光協会が連携

記者会見の様子

みまもりロボくんに
使用するNTN社製
独立電源
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難
所

と
な
っ
て
い
る
お
寺
・
神
社
を
落
と
し

込
ん
だ
マ
ッ
プ
を
作
っ
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
2
0
1
4（
平
成
26
）年
に

一
般
無
料
公
開
し
た
時
点
で
は
パ
ソ
コ

ン
版
の
み
。
や
は
り
ス
マ
ホ
で
使
え
る

ア
プ
リ
が
あ
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」

こ
れ
ま
で
の
災
害
救
援
マ
ッ
プ
に

は
、
指
定
避
難
所
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
以
外
の
寺
社
ま
で
登
録

さ
れ
て
い
る
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

2
0
1
5（
平
成
27
）
年
に
無
料
公

開
さ
れ
た
『
未
来
共
生
災
害
救
援

マ
ッ
プ
』
の
ア
プ
リ
に
は
、
20
万
の
宗

教
施
設
、
そ
れ
に
小
学
校
や
公
民
館

の
デ
ー
タ
と
合
わ
せ
て
30
万
近
く
の

デ
ー
タ
を
網
羅
し
、
全
国
の
公
民
館

や
小
学
校
な
ど
の
指
定
避
難
所
と
寺

や
神
社
な
ど
が
マ
ッ
プ
に
映
し
出
さ

れ
る
。
G
P
S
に
よ
っ
て
自
分
の
居

場
所
も
表
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
マ
ッ
プ
の
利
用
者
が
文

章
や
写
真
を
投
稿
す
る
こ
と
も
で
き

る
。「
ア
プ
リ
か
ら
投
稿
が
で
き
る
た

め
、
自
分
で
S
O
S
を
出
せ
る
。
ど

ん
な
支
援
が
必
要
か
、
被
災
者
が
何

人
い
る
か
、
け
が
人
が
い
る
か
い
な
い

か
な
ど
も
伝
え

ら
れ
る
の
で
す
。

被
災
状
況
や
被

災
者
リ
ス
ト
も

写
真
で
ア
ッ
プ

で
き
ま
す
」

「
観
光
」「
見
守
り
」
で

平
常
時
の
利
用
を
促
進

こ
の
ア
プ
リ
の
管
理
者
は
、
ど
の

I
P
ア
ド
レ
ス
か
ら
い
つ
、
ど
こ
で
情

報
が
発
信
さ
れ
た
か
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
ア
プ
リ

は
、
防
災
対
策
と
い
う
だ
け
で
は
な

か
な
か
普
及
し
な
い
。

「
そ
こ
で
、
平
常
時
に
も
観
光
や
、

高
齢
者
の
見
守
り
と
い
う
形
で
有
益

に
使
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
に
し
よ
う

と
考
え
ま
し
た
。
一
般
社
団
法
人
全

国
自
治
会
活
動
支
援
ネ
ッ
ト
が
推
進

す
る
『
み
ま
も
り
ロ
ボ
く
ん
Ⅲ
』
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
太
陽

光
、
風
力
発
電
と
い
う
独
立
電
源
で

稼
働
し
、
カ
メ
ラ
や
サ
イ
ネ
ー
ジ
等

避
難
所
が
見
つ
け
や
す
く

被
災
者
に
も
救
援
者
に
も
役
立
つ

〝
支
え
あ
い
の
市
民
社
会
〟
の
研
究
を
続
け
て
き
た
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
の
稲い

な
ば
け
い
し
ん

場
圭
信
教
授
に
、

同
教
授
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
構
築
し
た
日
本
最
大
級
の
災
害
救
援
・
防
災
マ
ッ
プ
『
未
来
共
生
災
害
救
援
マ
ッ
プ
』

（
略
称
：
災
救
マ
ッ
プ
）
が
生
み
出
さ
れ
た
経
緯
を
聞
い
た
。

プロフィール　稲
い な ば

場 圭
け い し ん

信
大阪大学大学院教授：宗教社会学者。東京大学文学部（宗教学）卒、
ロンドン大学大学院博士課程（宗教社会学）卒、宗教社会学博士。ロ
ンドン大学、神戸大学などを経て2010年4月より現職。著書に『災害
支援ハンドブック』（春秋社）、『利他主義と宗教』（弘文堂）など。宗
教者災害支援連絡会世話人、専門社会調査士、専門宗教文化防災士

複数のメディアで取り上げられ
注目度も高い

ト

ピ

ッ

ス

ク

全
国
ど
こ
で
も
使
え
る

災
害
救
援
ア
プ
リ

『未来共生災害救援マップ』の注目機能

大阪大学オムサイト協定調印式の様子。

GPSを使って自分の現在の居場所
が表示される。これにより最寄り
の避難所が見つけやすい。また海
抜も表示されるので、高台を探すこ
とができる。

避難所にたどり着いた住民が、避
難所の被災状況などをリアルタイ
ムで投稿できる。避難所を探して
いる人や救援者にも役に立つ。

画面の「災害到達時間」の欄に、災害警報などの情報を
もとに時間を入力し「OK」をタップすればアプリの画面に
赤い円が表示
される。設定
時間内に避難
することを推
奨される避難
所がすぐわか
る。

【iPhone版】App Storeで、「災救マップ」を
検索して、アプリをダウンロード。

【Android版】Google playで、「未来共生災
害救援マップ」を検索して、アプリをダウン
ロード。

『未来共生災害救援マップ』
スマホアプリのダウンロード

❶現在地表示

❷被災者投稿が可能

❸避難可能範囲表示

2017（平成 29）年 5 月 15 日、大阪大学大学院人間
科学研究科において ｢新たなつながり！お寺・神社と防災・
見守り・観光 IT を用いた地域連携に関する協定・共同研
究始動｣ という記者発表が行われた。

ここで、大阪大学大学院人間科学研究科の稲
い な ば け い し ん

場圭信
教授らの研究グループが開発した日本最大級の災害救援・
防災マップ『未来共生災害救援マップ』を、災害時だけで
なく平時の「観光」「見守り」の分野でも活用することが
明らかにされた。一般社団法人全国自治会活動支援ネッ
トが地域の子供と高齢者を見守るために開発し、普及を
進めている、カメラ搭載の Wi-Fi ステーション『みまもり
ロボくんⅢ』の機能と技術を整備。防
災だけでなく観光、見守りの情報イン
フラを共同開発するというものだ。

また、新たな産官社学連携の仕組
みとして、大学関係者に加えて一般
市民、企業人など多様な人が登録し
て参加できる『大阪大学オムニサイト

（OOS）』もスタートさせる。今回は、
OOS 第１、２号として、一般社団法人全
国自治会活動支援ネットおよび一般社
団法人全国寺社観光協会が主催・共
催する展示、シンポジウム、イベント
で連携することを決定した。

の
機
能
も
あ
る
、
高
さ
約
6
メ
ー
ト

ル
の
電
柱
の
よ
う
なW

i-Fi

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
の
で
す
が
、
こ
れ
と
連
携

す
る
こ
と
で
、
観
光
客
は
こ
の
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
近
く
に
行
け
ば
観
光
情
報

を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
仕
組
み
を
考
え
て
い
ま
す
」。
こ
の

『
み
ま
も
り
ロ
ボ
く
ん
Ⅲ
』
は
独
立
電

源
（
Ｎ
Ｔ
Ｎ
社
製
）
な
の
で
災
害
時

に
携
帯
電
話
の
充
電
も
可
能
だ
。
自

治
体
と
し
て
導
入
に
向
け
て
検
討
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
今
後
は
ア

プ
リ
で
協
力
し
て
く
れ
た
寺
社
へ
の

設
置
も
働
き
か
け
て
い
く
と
の
こ
と

だ
。ITを用いた地域連携に関する

協定･共同研究が始動
大阪大学と(一社)全国寺社観光協会が連携

記者会見の様子

みまもりロボくんに
使用するNTN社製
独立電源
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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

（上）薬師如来像と十二神将立像の全体写
真。薬師如来像は高さ約98㎝、十二神将
像はそれぞれ約38㎝の高さで台座に立つ

（右）穏やかな表情の薬師如来像
（左）十二神将立像の中の１体の表情

曹
そうとうしゅう

洞宗 福
ふくじゅさん

壽山 圓
え ん り ゅ う じ

龍寺
〒989-1745
宮城県柴田郡柴田町入間田寺35
TEL：0224-56-3469

1
6
1
6
（
元
和
2
）年
開
山
の

福ふ
く
じ
ゅ
さ
ん

壽
山 

圓え
ん
り
ゅ
う
じ

龍
寺
に
は
、
宮
城
県
指

定
文
化
財
の
薬
師
如
来
像
と
十
二
神

将
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ

も
桂
材
の
一
本
造
り
で
、
穏
や
か
な
表

情
で
静
か
な
立
ち
姿
の
薬
師
如
来
像

に
比
し
て
、
十
二
神
将
は
憤
怒
な
ど

表
情
が
豊
か
で
躍
動
感
が
あ
る
。
木

造
の
薬
師
如
来
像
と
十
二
神
将
像
が

揃
う
の
は
、
東
北
で
は
珍
し
い
。

十
二
神
将
立
像
の
一
体
に
1
4
1
5

（
応
永
22
）年
と
の
墨
書
が
あ
る
の
で
、

ど
の
像
も
そ
の
頃
に
制
作
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
か
つ
て
こ
の

地
に
あ
っ
た
目も

く

れ

ん

じ

蓮
寺
か
ら
1
9
0
8

（
明
治
41
）年
に
圓
龍
寺
に
移
さ
れ

た
。「
目
蓮
寺
が
廃
寺
に
な
り
当
寺

で
預
か
り
ま
し
た
。
こ
の
地
域
に
は

古
く
か
ら
御
堂
や
神
社
な
ど
信
仰
の

場
が
多
く
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
信

仰
心
が
篤
い
土
地
柄
な
の
で
、
こ

う
し
た
古
い
仏
像
が
残
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
」
と
話
す
の
は
住
職
の

髙た
か
は
し
し
ょ
う
じ
ん

橋
正
人
さ
ん
。

今
で
も
毎
月
旧
暦
8
日
の
御
開
帳

に
は
、
地
域
の
人
々
が
集
ま
っ
て
お
供

え
物
を
し
、
地
元
の
中
学
校
か
ら
は

授
業
で
見
学
に
訪
れ
る
と
い
う
。
全

国
か
ら
訪
れ
る
見
学
者
も
後
を
絶
た

な
い
。「
戦
乱
や
飢
饉
の
時
代
を
経

て
残
っ
た
仏
像
で
す
。
こ
れ
ら
を
守

り
、
人
々
の
想
い
を
繋
い
で
ゆ
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
髙

橋
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

県
指
定
文
化
財
、
十
二
神
将
を
従
え
た
薬
師
如
来
像

薬や

く

し

に

ょ

ら

い

ぞ

う

師
如
来
像
と
十

じ

ゅ

う

に

し

ん

し

ょ

う

り

つ

ぞ

う

二
神
将
立
像

日ひ
よ
し
さ
ん
の
う
じ
ん
じ
ゃ

吉
山
王
神
社
は
、
８
２
８（
天
長

５
）年
に
慈じ

か

く

た

い

し

覚
大
師
が
瑞ず

い

が

ん

じ

巌
寺
の
前

身
の
延え

ん

ぷ

く

じ

福
寺
を
創
建
し
た
折
、
寺
の

護
神
と
し
て
近
江
坂
本
の
山
王
社
を

分
霊
し
祀
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
瑞

巌
寺
造
営
に
併
せ
て
、
１
６
４
０（
寛

永
17
）年
に
五
大
堂
の
前
か
ら
現
在

の
場
所
に
移
さ
れ
た
。
三さ

ん
げ
ん
し
ゃ
な
が
れ
づ
く
り

間
社
流
造

の
本
殿
が
宮
城
県
指
定
有
形
文
化
財

に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
社
殿
は
簡
素
だ

が
佇
ま
い
に
端
正
な
美
し
さ
が
あ
り
、

東
日
本
大
震
災
で
の
損
壊
も
な
い
ほ

ど
堅
牢
だ
。「
瑞
巌
寺
の
守
護
神
社

で
、
創
建
年
が
明
確
、
江
戸
中
期
の

建
築
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
理
由
で
し
ょ

う
」
と
高た

か
ぎ
か
つ
ひ
こ

城
克
彦
宮
司
は
語
る
。

ま
た
、
本
殿
内
に
あ
る
６
点
の
宝

物
（
古こ

め

ん面
、
三さ

ん
さ
る
ぞ
う

猿
像
、
ご
神し

ん

ば馬
、
獅

子
狛
犬
、
地
蔵
菩
薩
立
像
、
薬
師
如

来
坐
像
）
は
松
島
町
文
化
財
に
登
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
延
福
寺
創

建
時
に
近
江
よ
り
運
ば
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
獅
子
狛
犬
は
滋
賀
県

の
M
I
H
O 

M
U
S
E
U
M
に
展
示

さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

春
の
大
祭
は
瑞
巌
寺
、
円
通
院
、

天
麟
院
と
合
同
で
斎
行
し
、
1
ト
ン

の
神
輿
が
松
島
海
岸
を
渡
御
す
る
。

本
殿
や
宝
物
を
次
の
世
代
に
伝
え
る

た
め
に
も
、
祭
な
ど
を
通
し
て
神
社

に
携
わ
る
若
い
世
代
を
増
や
し
て
い

き
た
い
と
高
城
宮
司
は
考
え
て
い
る
。

６
点
も
の
文
化
財
を
収
め
る
県
指
定
文
化
財
の
本
殿

日ひ

よ

し

さ

ん

の

う

じ

ん

じ

ゃ

ほ

ん

で

ん

吉
山
王
神
社
本
殿

（上）三間社流造の構造がわかる本殿横から
（中）（下）県文化財に指定されている古面と
三猿像

日
ひよ し さ ん の う じ ん じ ゃ

吉山王神社
〒981-0213
宮城県宮城郡松島町松島字町内4
TEL.022-353-4380（社務所）
TEL.022-354-5543（宮司宅）
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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
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（上）薬師如来像と十二神将立像の全体写
真。薬師如来像は高さ約98㎝、十二神将
像はそれぞれ約38㎝の高さで台座に立つ

（右）穏やかな表情の薬師如来像
（左）十二神将立像の中の１体の表情

曹
そうとうしゅう

洞宗 福
ふくじゅさん

壽山 圓
え ん り ゅ う じ
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1
6
1
6
（
元
和
2
）年
開
山
の

福ふ
く
じ
ゅ
さ
ん

壽
山 

圓え
ん
り
ゅ
う
じ

龍
寺
に
は
、
宮
城
県
指

定
文
化
財
の
薬
師
如
来
像
と
十
二
神

将
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ

も
桂
材
の
一
本
造
り
で
、
穏
や
か
な
表

情
で
静
か
な
立
ち
姿
の
薬
師
如
来
像

に
比
し
て
、
十
二
神
将
は
憤
怒
な
ど

表
情
が
豊
か
で
躍
動
感
が
あ
る
。
木

造
の
薬
師
如
来
像
と
十
二
神
将
像
が

揃
う
の
は
、
東
北
で
は
珍
し
い
。

十
二
神
将
立
像
の
一
体
に
1
4
1
5

（
応
永
22
）年
と
の
墨
書
が
あ
る
の
で
、

ど
の
像
も
そ
の
頃
に
制
作
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
か
つ
て
こ
の

地
に
あ
っ
た
目も

く

れ

ん

じ

蓮
寺
か
ら
1
9
0
8

（
明
治
41
）年
に
圓
龍
寺
に
移
さ
れ

た
。「
目
蓮
寺
が
廃
寺
に
な
り
当
寺

で
預
か
り
ま
し
た
。
こ
の
地
域
に
は

古
く
か
ら
御
堂
や
神
社
な
ど
信
仰
の

場
が
多
く
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
信

仰
心
が
篤
い
土
地
柄
な
の
で
、
こ

う
し
た
古
い
仏
像
が
残
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
」
と
話
す
の
は
住
職
の

髙た
か
は
し
し
ょ
う
じ
ん

橋
正
人
さ
ん
。

今
で
も
毎
月
旧
暦
8
日
の
御
開
帳

に
は
、
地
域
の
人
々
が
集
ま
っ
て
お
供

え
物
を
し
、
地
元
の
中
学
校
か
ら
は

授
業
で
見
学
に
訪
れ
る
と
い
う
。
全

国
か
ら
訪
れ
る
見
学
者
も
後
を
絶
た

な
い
。「
戦
乱
や
飢
饉
の
時
代
を
経

て
残
っ
た
仏
像
で
す
。
こ
れ
ら
を
守

り
、
人
々
の
想
い
を
繋
い
で
ゆ
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
髙

橋
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

県
指
定
文
化
財
、
十
二
神
将
を
従
え
た
薬
師
如
来
像

薬や

く

し

に

ょ

ら

い

ぞ

う

師
如
来
像
と
十

じ

ゅ

う

に

し

ん

し

ょ

う

り

つ

ぞ

う

二
神
将
立
像

日ひ
よ
し
さ
ん
の
う
じ
ん
じ
ゃ

吉
山
王
神
社
は
、
８
２
８（
天
長

５
）年
に
慈じ

か

く

た

い

し

覚
大
師
が
瑞ず

い

が

ん

じ

巌
寺
の
前

身
の
延え

ん

ぷ

く

じ

福
寺
を
創
建
し
た
折
、
寺
の

護
神
と
し
て
近
江
坂
本
の
山
王
社
を

分
霊
し
祀
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
瑞

巌
寺
造
営
に
併
せ
て
、
１
６
４
０（
寛

永
17
）年
に
五
大
堂
の
前
か
ら
現
在

の
場
所
に
移
さ
れ
た
。
三さ

ん
げ
ん
し
ゃ
な
が
れ
づ
く
り

間
社
流
造

の
本
殿
が
宮
城
県
指
定
有
形
文
化
財

に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
社
殿
は
簡
素
だ

が
佇
ま
い
に
端
正
な
美
し
さ
が
あ
り
、

東
日
本
大
震
災
で
の
損
壊
も
な
い
ほ

ど
堅
牢
だ
。「
瑞
巌
寺
の
守
護
神
社

で
、
創
建
年
が
明
確
、
江
戸
中
期
の

建
築
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
理
由
で
し
ょ

う
」
と
高た

か
ぎ
か
つ
ひ
こ

城
克
彦
宮
司
は
語
る
。

ま
た
、
本
殿
内
に
あ
る
６
点
の
宝

物
（
古こ

め

ん面
、
三さ

ん
さ
る
ぞ
う

猿
像
、
ご
神し

ん

ば馬
、
獅

子
狛
犬
、
地
蔵
菩
薩
立
像
、
薬
師
如

来
坐
像
）
は
松
島
町
文
化
財
に
登
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
延
福
寺
創

建
時
に
近
江
よ
り
運
ば
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
獅
子
狛
犬
は
滋
賀
県

の
M
I
H
O 

M
U
S
E
U
M
に
展
示

さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

春
の
大
祭
は
瑞
巌
寺
、
円
通
院
、

天
麟
院
と
合
同
で
斎
行
し
、
1
ト
ン

の
神
輿
が
松
島
海
岸
を
渡
御
す
る
。

本
殿
や
宝
物
を
次
の
世
代
に
伝
え
る

た
め
に
も
、
祭
な
ど
を
通
し
て
神
社

に
携
わ
る
若
い
世
代
を
増
や
し
て
い

き
た
い
と
高
城
宮
司
は
考
え
て
い
る
。

６
点
も
の
文
化
財
を
収
め
る
県
指
定
文
化
財
の
本
殿

日ひ

よ

し

さ

ん

の

う

じ

ん

じ

ゃ

ほ

ん

で

ん

吉
山
王
神
社
本
殿

（上）三間社流造の構造がわかる本殿横から
（中）（下）県文化財に指定されている古面と
三猿像

日
ひよ し さ ん の う じ ん じ ゃ

吉山王神社
〒981-0213
宮城県宮城郡松島町松島字町内4
TEL.022-353-4380（社務所）
TEL.022-354-5543（宮司宅）
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老朽化・耐震性の問題を有す「御堂会館」
新たな時代にマッチした〝伝道会館〟へ

大
阪
市
中
心
部
を
南
北
に
縦
断

し
、
大
動
脈
と
し
て
知
ら
れ
る
「
御

堂
筋
」
の
名
称
の
由
来
と
な
っ
た
真

宗
大
谷
派 

難
波
別
院
（
南
御
堂
）。

現
在
、
そ
の
難
波
別
院
の
境
内
に
あ

る
御
堂
会
館
が
、
建
て
替
え
工
事
を

行
っ
て
い
る
。
1
5
9
5（
文
禄
4
）

年
に
創
建
さ
れ
、
1
9
4
5（
昭
和

20
）年
に
は
戦
災
に
て
消
失
し
た
難

波
別
院
。
そ
し
て
1
9
6
1
（
昭
和

36
）年
に
本
堂
、
そ
し
て
山
門
を
兼

ね
て
御
堂
会
館
が
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
会
館
が
、
2
0
1
9
年
に
は
新
施

設
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
経
緯
や
意
義
を
難
波
別
院
輪
番

の
宮み

や
う
ら浦

一い
ち
ろ
う

郎
さ
ん
に
聞
い
た
。

建
て
替
え
に
あ
た
り

大
き
な
問
題
が
発
覚

「
建
て
替
え
の
お
話
を
す
る
前
に
、

ま
ず
御
堂
会
館
と
は
ど
う
い
う
目
的

の
建
物
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

か
ら
ご
説
明
し
ま
す
。
こ
の
建
物
は
、

ま
ず
も
っ
て
“
伝
道
会
館
”
で
す
。

寺
を
訪
れ
る
人
だ
け
で
な
く
、
道
行

く
人
々
に
も
教
え
を
伝
え
て
い
く
。

施
設
内
に
は
１
０
０
０
人
規
模
の
大

ホ
ー
ル
が
あ
り
、
そ
こ
で
仏
教
講
演

会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
行
う
こ

と
で
、
大
阪
に
住
む
人
々
に
い
ろ
ん
な

形
で
仏
教
に
触
れ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
願
い
を
込
め
て
建
設
さ
れ
ま
し

た
」。
そ
の
催
し
に
は
、御
堂
筋
パ
レ
ー

ド
の
前
身
で
当
時
大
阪
最
大
級
の
祭

り
で
あ
っ
た
「
御
堂
ま
つ
り
」、
今
年

で
55
回
を
迎
え
る
「
南
御
堂
盆
お
ど

り
」
な
ど
、
地
域
に
多
大
な
貢
献
を

も
た
ら
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
御
堂
会
館
が
2
0
1
6
（
平

成
28
）
年
に
休
館
し
、
建
て
替
え
工

事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。「
御
堂
会

館
は
今
年
で
56
年
目
を
迎
え
ま
す
。

そ
の
時
間
経
過
に
よ
っ
て
老
朽
化
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
建
て
替
え
の

クローズアップ

建て替え工事前の御堂会館 御堂筋に面した御堂会館
（斜線部分が建て替えられる）

プロフィール

宮
み や う ら

浦 一
い ち ろ う

郎
1953（昭和 28）年７月生まれ。現在、岐
阜教区第１組観音寺住職（岐阜県岐阜市）。
大谷大学真宗学科卒業後、1976（昭和
51）年に本山宗務役員として奉職。1990

（平成２）年に名古屋教務所次長、以降、
四国教務所長、日豊教務所長、組織部長、
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌本部事務
室事務部長、東京教務所長、総務部長を
歴任。2013（平成 25）年７月１日から大
阪教務所長兼難波別院輪番を務める。

本
堂

御
堂
会
館

大阪センタービル

中央大通

難波別院(南御堂)

阪神高速

大阪御堂筋ビル

地
下
鉄

本
町
駅

↑
梅
田

御
堂
筋

難
波
↓

し
、
建
て
替
え
を
行
う
と
い
う
方
法

も
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し

た
」

外
部
業
者
と
連
携
し

新
た
な
〝
門
〟
を
生
み
出
す

つ
ま
り
他
の
業
者
が
御
堂
会
館
の

跡
地
を
賃
借
し
て
建
物
を
建
設
す

る
。
そ
し
て
そ
の
事
業
を
行
う
業
者

が
資
金
を
提
供
す
る
、
と
い
う
も
の

だ
。
そ
の
方
法
を
検
討
す
る
た
め
業

者
を
募
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
難

波
別
院
の
敷
地
内
で
、
御
堂
筋
と
本

堂
の
間
に
建
物
が
建
つ
と
い
う
こ
と

か
ら
、
そ
の
建
物
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

条
件
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
下
の
表
参
照
）

「
非
常
に
虫
の
い
い
条
件
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、“
伝
道
会
館
”
と
し

て
あ
っ
た
御
堂
会
館
の
替
わ
り
と
し

て
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
結
果
と

し
て
は
、
御
堂
筋
の
一
等
地
で
交
通

ア
ク
セ
ス
も
よ
い
場
所
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
４
社
が
名
乗
り
を
上
げ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
絞
り
込
ん
で
、

最
終
的
に
積
和
不
動
産
関
西
株
式
会

社
を
優
先
交
渉
先
と
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」

積
和
不
動
産
関
西
株
式
会
社
が
提

案
し
た
17
階
建
て
の
建
物
は
ホ
テ
ル
。

株
式
会
社
東
急
ホ
テ
ル
ズ
が
運
営
す

る
「
エ
ク
セ
ル
ホ
テ
ル
東
急
」
と
な
る
。

同
ホ
テ
ル
と
し
て
は
関
西
初
進
出
。

日
本
初
と
な
る
寺
院
山
門
一
体
型
の

ホ
テ
ル
だ
。
以
前
の
御
堂
会
館
同
様
、

１
階
に
御
堂
筋
か
ら
本
堂
･
本
尊
が

望
め
る
開
口
部
が
あ
り
、
北
側
の
１

～
４
階
に
つ
い
て
は
難
波
別
院
が
使

用
す
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
当
初
は
、

門
徒
さ
ん
な
ど
関
係
者
の
な
か
に
は

ホ
テ
ル
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
が
あ

る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
こ

の
決
定
を
す
る
ま
で
に
は
、
関
係
者

の
方
々
へ
の
説
明
の
た
め
に
関
西
各

所
を
巡
回
し
ま
し
た
。
結
局
、
決
定

ま
で
に
２
年
半
も
か
か
り
ま
し
た
ね
」

地
域
貢
献
と
い
う

も
う一つ
の
意
義

ホ
テ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
い

ろ
い
ろ
な
方
が
難
波
別
院
を
訪
れ
る
。

「
こ
の
ホ
テ
ル
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
“
門
”

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ホ
テ
ル
の
お

客
様
が
難
波
別
院
、
そ
し
て
日
本
の

仏
教
に
触
れ
る
入
口
に
な
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
海
外
か
ら
の

観
光
客
の
方
々
が
お
茶
を
体
験
で
き

る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
。
さ
ら

に
、
大
谷
大
学
や
大
阪
大
谷
大
学
な

ど
関
係
の
あ
る
大
学
と
も
連
携
す
る

事
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
仏
教

に
つ
い
て
我
々
と
は
違
っ
た
角
度
で
さ

ま
ざ
ま
な
事
柄
を
研
究
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
の
で
、
ま
た
違
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
地
域
貢
献

と
い
う
、
も
う
一つ
の
意
義
も
あ
り
ま

す
。
現
在
、
訪
日
外
国
人
の
増
加
に

よ
っ
て
、
関
西
は
深
刻
な
ホ
テ
ル
不
足

に
陥
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
少
し
で
も

緩
和
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
少
な

り
と
も
地
域
の
役
に
立
て
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
ち
な
み

に
、
南
御
堂
の
す
ぐ
北
隣
に
大
阪
セ

ン
タ
ー
ビ
ル
・
大
阪
御
堂
筋
ビ
ル
と
い

う
ツ
イ
ン
ビ
ル
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ

れ
も
南
御
堂
の
土
地
を
利
用
し
て
建

て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
1
9
6
9
（
昭

和
44
）年
の
竣
工
当
時
は
伊
藤
忠
な

ど
有
名
企
業
が
そ
の
ビ
ル
を
利
用
す

る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
か
な

り
の
地
域
貢
献
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
ツ
イ
ン
ビ
ル
同
様
、
今
回
の
ホ
テ
ル

も
、
大
阪
や
関
西
に
何
か
し
ら
お
役

に
立
て
る
も
の
で
あ
れ
ば
と
願
っ
て
お

り
ま
す
」

御
堂
筋
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

と
な
り
そ
う
な
“
新
”
御
堂
会
館
の

竣
工
は
2
0
1
9
年
の
冬
を
予
定
さ

れ
て
い
る
。
御
堂
会
館
の
“
伝
道
会

館
”
と
し
て
の
役
割
を
し
っ
か
り
と

受
け
継
い
だ
う
え
で
、
現
代
の
社
会

情
勢
を
加
味
し
、
さ
ら
に
“
仏
教
と

社
会
”
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
施
設
と
な
り
そ
う
だ
。

理
由
で
は
あ
り
ま
す
が
、一
番
の
理
由

は
耐
震
性
に
お
け
る
問
題
で
す
。
不

特
定
多
数
の
方
々
が
集
ま
る
建
物
に

つ
い
て
は
耐
震
診
断
結
果
を
自
治
体

に
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

診
断
を
受
け
た
結
果
、『
震
度
６
以

上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
、
倒
壊

･
崩
壊
は
し
な
い
も
の
の
一
定
の
方
向

に
か
な
り
の
被
害
が
発
生
す
る
可
能

性
が
あ
る
』
と
さ
れ
ま
し
た
」。
今
後

ど
う
す
る
べ
き
か
の
選
択
肢
は
、
耐

震
補
強
を
す
る
か
、
解
体
し
て
更
地

に
し
て
し
ま
う
か
、
建
て
替
え
る
か

の
三
つ
し
か
な
か
っ
た
。「
あ
れ
だ
け

大
き
な
施
設
で
す
か
ら
、
補
強
に
も

解
体
に
も
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。
概
算
見
積
で

は
補
強
で
11
億
円
、
解
体
し
て
簡
素

な
山
門
を
作
っ
た
場
合
で
は
８
億
円
。

ど
う
し
た
も
の
か
と
頭
を
抱
え
て
い

た
時
、
た
ま
た
ま
取
引
の
あ
る
銀
行

か
ら
『
他
の
事
業
者
の
資
金
を
活
用

真宗大谷派  難波別院（南御堂）
〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町４-1-11
TEL. 06-6251-5820　
http://minamimido.jp/

①御堂筋から本堂が望める山門･参
道の創出 

②難波別院が賃借･利用する施設の
確保（新施設内に難波別院が利
用できるスペースを確保） 

③本堂との調和に配慮した外観やデ
ザインであること

④本堂や敷地の従前の利用を妨げ
ない建物配置･計画と運営上の配
慮をいただくこと（御堂会館が建っ
ていた場所に建てる）

⑤従前に行われていた各種行事（法
要や盆おどりなど）への継続実施
への配慮

⑥一般定期借地権での取り組みで
あること（土地売却はしない）

⑦期間満了で契約が消滅し、建物は
更地で返却いただくこと

【御堂会館建て替え条件】

建て替え工事の様子
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老朽化・耐震性の問題を有す「御堂会館」
新たな時代にマッチした〝伝道会館〟へ

大
阪
市
中
心
部
を
南
北
に
縦
断

し
、
大
動
脈
と
し
て
知
ら
れ
る
「
御

堂
筋
」
の
名
称
の
由
来
と
な
っ
た
真

宗
大
谷
派 

難
波
別
院
（
南
御
堂
）。

現
在
、
そ
の
難
波
別
院
の
境
内
に
あ

る
御
堂
会
館
が
、
建
て
替
え
工
事
を

行
っ
て
い
る
。
1
5
9
5（
文
禄
4
）

年
に
創
建
さ
れ
、
1
9
4
5（
昭
和

20
）年
に
は
戦
災
に
て
消
失
し
た
難

波
別
院
。
そ
し
て
1
9
6
1
（
昭
和

36
）年
に
本
堂
、
そ
し
て
山
門
を
兼

ね
て
御
堂
会
館
が
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
会
館
が
、
2
0
1
9
年
に
は
新
施

設
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
経
緯
や
意
義
を
難
波
別
院
輪
番

の
宮み

や
う
ら浦
一い

ち
ろ
う
郎
さ
ん
に
聞
い
た
。

建
て
替
え
に
あ
た
り

大
き
な
問
題
が
発
覚

「
建
て
替
え
の
お
話
を
す
る
前
に
、

ま
ず
御
堂
会
館
と
は
ど
う
い
う
目
的

の
建
物
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

か
ら
ご
説
明
し
ま
す
。
こ
の
建
物
は
、

ま
ず
も
っ
て
“
伝
道
会
館
”
で
す
。

寺
を
訪
れ
る
人
だ
け
で
な
く
、
道
行

く
人
々
に
も
教
え
を
伝
え
て
い
く
。

施
設
内
に
は
１
０
０
０
人
規
模
の
大

ホ
ー
ル
が
あ
り
、
そ
こ
で
仏
教
講
演

会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
行
う
こ

と
で
、
大
阪
に
住
む
人
々
に
い
ろ
ん
な

形
で
仏
教
に
触
れ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
願
い
を
込
め
て
建
設
さ
れ
ま
し

た
」。
そ
の
催
し
に
は
、御
堂
筋
パ
レ
ー

ド
の
前
身
で
当
時
大
阪
最
大
級
の
祭

り
で
あ
っ
た
「
御
堂
ま
つ
り
」、
今
年

で
55
回
を
迎
え
る
「
南
御
堂
盆
お
ど

り
」
な
ど
、
地
域
に
多
大
な
貢
献
を

も
た
ら
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
御
堂
会
館
が
2
0
1
6
（
平

成
28
）
年
に
休
館
し
、
建
て
替
え
工

事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。「
御
堂
会

館
は
今
年
で
56
年
目
を
迎
え
ま
す
。

そ
の
時
間
経
過
に
よ
っ
て
老
朽
化
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
建
て
替
え
の

クローズアップ

建て替え工事前の御堂会館 御堂筋に面した御堂会館
（斜線部分が建て替えられる）

プロフィール

宮
み や う ら

浦 一
い ち ろ う

郎
1953（昭和 28）年７月生まれ。現在、岐
阜教区第１組観音寺住職（岐阜県岐阜市）。
大谷大学真宗学科卒業後、1976（昭和
51）年に本山宗務役員として奉職。1990

（平成２）年に名古屋教務所次長、以降、
四国教務所長、日豊教務所長、組織部長、
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌本部事務
室事務部長、東京教務所長、総務部長を
歴任。2013（平成 25）年７月１日から大
阪教務所長兼難波別院輪番を務める。

本
堂

御
堂
会
館

大阪センタービル

中央大通

難波別院(南御堂)

阪神高速

大阪御堂筋ビル

地
下
鉄

本
町
駅

↑
梅
田

御
堂
筋

難
波
↓

し
、
建
て
替
え
を
行
う
と
い
う
方
法

も
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し

た
」

外
部
業
者
と
連
携
し

新
た
な
〝
門
〟
を
生
み
出
す

つ
ま
り
他
の
業
者
が
御
堂
会
館
の

跡
地
を
賃
借
し
て
建
物
を
建
設
す

る
。
そ
し
て
そ
の
事
業
を
行
う
業
者

が
資
金
を
提
供
す
る
、
と
い
う
も
の

だ
。
そ
の
方
法
を
検
討
す
る
た
め
業

者
を
募
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
難

波
別
院
の
敷
地
内
で
、
御
堂
筋
と
本

堂
の
間
に
建
物
が
建
つ
と
い
う
こ
と

か
ら
、
そ
の
建
物
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

条
件
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
下
の
表
参
照
）

「
非
常
に
虫
の
い
い
条
件
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、“
伝
道
会
館
”
と
し

て
あ
っ
た
御
堂
会
館
の
替
わ
り
と
し

て
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
結
果
と

し
て
は
、
御
堂
筋
の
一
等
地
で
交
通

ア
ク
セ
ス
も
よ
い
場
所
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
４
社
が
名
乗
り
を
上
げ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
絞
り
込
ん
で
、

最
終
的
に
積
和
不
動
産
関
西
株
式
会

社
を
優
先
交
渉
先
と
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」

積
和
不
動
産
関
西
株
式
会
社
が
提

案
し
た
17
階
建
て
の
建
物
は
ホ
テ
ル
。

株
式
会
社
東
急
ホ
テ
ル
ズ
が
運
営
す

る
「
エ
ク
セ
ル
ホ
テ
ル
東
急
」
と
な
る
。

同
ホ
テ
ル
と
し
て
は
関
西
初
進
出
。

日
本
初
と
な
る
寺
院
山
門
一
体
型
の

ホ
テ
ル
だ
。
以
前
の
御
堂
会
館
同
様
、

１
階
に
御
堂
筋
か
ら
本
堂
･
本
尊
が

望
め
る
開
口
部
が
あ
り
、
北
側
の
１

～
４
階
に
つ
い
て
は
難
波
別
院
が
使

用
す
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
当
初
は
、

門
徒
さ
ん
な
ど
関
係
者
の
な
か
に
は

ホ
テ
ル
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
が
あ

る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
こ

の
決
定
を
す
る
ま
で
に
は
、
関
係
者

の
方
々
へ
の
説
明
の
た
め
に
関
西
各

所
を
巡
回
し
ま
し
た
。
結
局
、
決
定

ま
で
に
２
年
半
も
か
か
り
ま
し
た
ね
」

地
域
貢
献
と
い
う

も
う一つ
の
意
義

ホ
テ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
い

ろ
い
ろ
な
方
が
難
波
別
院
を
訪
れ
る
。

「
こ
の
ホ
テ
ル
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
“
門
”

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ホ
テ
ル
の
お

客
様
が
難
波
別
院
、
そ
し
て
日
本
の

仏
教
に
触
れ
る
入
口
に
な
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
海
外
か
ら
の

観
光
客
の
方
々
が
お
茶
を
体
験
で
き

る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
。
さ
ら

に
、
大
谷
大
学
や
大
阪
大
谷
大
学
な

ど
関
係
の
あ
る
大
学
と
も
連
携
す
る

事
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
仏
教

に
つ
い
て
我
々
と
は
違
っ
た
角
度
で
さ

ま
ざ
ま
な
事
柄
を
研
究
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
の
で
、
ま
た
違
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
地
域
貢
献

と
い
う
、
も
う
一つ
の
意
義
も
あ
り
ま

す
。
現
在
、
訪
日
外
国
人
の
増
加
に

よ
っ
て
、
関
西
は
深
刻
な
ホ
テ
ル
不
足

に
陥
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
少
し
で
も

緩
和
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
少
な

り
と
も
地
域
の
役
に
立
て
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
ち
な
み

に
、
南
御
堂
の
す
ぐ
北
隣
に
大
阪
セ

ン
タ
ー
ビ
ル
・
大
阪
御
堂
筋
ビ
ル
と
い

う
ツ
イ
ン
ビ
ル
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ

れ
も
南
御
堂
の
土
地
を
利
用
し
て
建

て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
1
9
6
9
（
昭

和
44
）年
の
竣
工
当
時
は
伊
藤
忠
な

ど
有
名
企
業
が
そ
の
ビ
ル
を
利
用
す

る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
か
な

り
の
地
域
貢
献
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
ツ
イ
ン
ビ
ル
同
様
、
今
回
の
ホ
テ
ル

も
、
大
阪
や
関
西
に
何
か
し
ら
お
役

に
立
て
る
も
の
で
あ
れ
ば
と
願
っ
て
お

り
ま
す
」

御
堂
筋
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

と
な
り
そ
う
な
“
新
”
御
堂
会
館
の

竣
工
は
2
0
1
9
年
の
冬
を
予
定
さ

れ
て
い
る
。
御
堂
会
館
の
“
伝
道
会

館
”
と
し
て
の
役
割
を
し
っ
か
り
と

受
け
継
い
だ
う
え
で
、
現
代
の
社
会

情
勢
を
加
味
し
、
さ
ら
に
“
仏
教
と

社
会
”
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
施
設
と
な
り
そ
う
だ
。

理
由
で
は
あ
り
ま
す
が
、一
番
の
理
由

は
耐
震
性
に
お
け
る
問
題
で
す
。
不

特
定
多
数
の
方
々
が
集
ま
る
建
物
に

つ
い
て
は
耐
震
診
断
結
果
を
自
治
体

に
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

診
断
を
受
け
た
結
果
、『
震
度
６
以

上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
、
倒
壊

･
崩
壊
は
し
な
い
も
の
の
一
定
の
方
向

に
か
な
り
の
被
害
が
発
生
す
る
可
能

性
が
あ
る
』
と
さ
れ
ま
し
た
」。
今
後

ど
う
す
る
べ
き
か
の
選
択
肢
は
、
耐

震
補
強
を
す
る
か
、
解
体
し
て
更
地

に
し
て
し
ま
う
か
、
建
て
替
え
る
か

の
三
つ
し
か
な
か
っ
た
。「
あ
れ
だ
け

大
き
な
施
設
で
す
か
ら
、
補
強
に
も

解
体
に
も
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。
概
算
見
積
で

は
補
強
で
11
億
円
、
解
体
し
て
簡
素

な
山
門
を
作
っ
た
場
合
で
は
８
億
円
。

ど
う
し
た
も
の
か
と
頭
を
抱
え
て
い

た
時
、
た
ま
た
ま
取
引
の
あ
る
銀
行

か
ら
『
他
の
事
業
者
の
資
金
を
活
用

真宗大谷派  難波別院（南御堂）
〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町４-1-11
TEL. 06-6251-5820　
http://minamimido.jp/

①御堂筋から本堂が望める山門･参
道の創出 

②難波別院が賃借･利用する施設の
確保（新施設内に難波別院が利
用できるスペースを確保） 

③本堂との調和に配慮した外観やデ
ザインであること

④本堂や敷地の従前の利用を妨げ
ない建物配置･計画と運営上の配
慮をいただくこと（御堂会館が建っ
ていた場所に建てる）

⑤従前に行われていた各種行事（法
要や盆おどりなど）への継続実施
への配慮

⑥一般定期借地権での取り組みで
あること（土地売却はしない）

⑦期間満了で契約が消滅し、建物は
更地で返却いただくこと

【御堂会館建て替え条件】

建て替え工事の様子
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の
サ
イ
ト
な
ど
で
購
入
で
き
る
企
画

商
品
も
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

今
か
ら
3
年
前
、
企
画
開
発
を
担
当

す
る
内う

ち
む
ら
あ
き
ら

村
彰
さ
ん
の
趣
味
で
あ
る
仏

像
鑑
賞
が
き
っ
か
け
と
な
り
ス
タ
ー

ト
し
た
が
、
現
在
で
は
日
本
各
地
の

寺
か
ら
の
依
頼
を
受
け
る
ま
で
に
成

長
。
現
在
ま
で
に
手
掛
け
た
寺
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
数
多
く
あ
る

が
、
そ
れ
は
全
て
寺
側
か
ら
の
依
頼

に
よ
る
も
の
。

寺
同
士
の
ク
チ
コ
ミ
で

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
拡
大

寺
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ク
チ

コ
ミ
か
ら
が
主
。
例
え
ば
、
あ
る
住

職
の
奥
方
が
フ
ェ
リ
シ
モ
の
愛
好
家

で
、
そ
こ
か
ら
依
頼
が
あ
り
、
そ
の

後
ク
チ
コ
ミ
で
各
地
の
寺
と
の
ご
縁

が
繋
が
っ
た
な
ど
。
実
際
に
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
な
れ
ば
企
画

開
発
担
当
者
が
寺
へ
足
を
運
び
、じ
っ

く
り
話
し
合
い
を
重
ね
て
か
ら
企
画

を
進
め
る
と
い
う
。
遠
方
の
寺
で
も

必
ず
足
を
運
ぶ
の
に
は
理
由
が
あ
り
、

こ
れ
は
一
参
拝
者
と
し
て
訪
れ
る
こ
と

で
生
活
者
目
線
で
の
寺
の
魅
力
を
感

じ
、
そ
れ
を
商
品
に
活
か
す
た
め
だ
。

ま
た
、
商
品
に
は
必
ず
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
た
寺
や
仏
像
の
由
縁
を
紹

介
し
、
商
品
を
手
に
取
る
こ
と
で
寺

『フェリシモおてらぶ』で
寺との“ 縁 ”をつなぐ

PICK UP   女性の間で話題の

寺
文
化
を
通
じ
て

日
常
に
癒
や
し
と
興
味
を
も
た
ら
す

女
性
を
中
心
に
高
い
認
知
度
を
誇

る
『
フ
ェ
リ
シ
モ
』。
神
戸
に
本
社
を

構
え
る
大
手
通
販
会
社
で
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
雑
貨
、
食
品
と
幅
広
い

ア
イ
テ
ム
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
最
近
特
に
20
〜
40
歳
代
の
女

性
を
中
心
に
幅
広
い
層
に
支
持
さ
れ

て
い
る
の
が
、『
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら
ぶ
』

と
名
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。

“
お
寺
文
化
か
ら
心
豊
か
な
暮
ら
し

の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
る
”
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
企
画
は
、
全

国
の
さ
ま
ざ
ま
な
寺
や
企
画
展
、
僧

侶
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
ユ
ニ
ー

ク
な
商
品
を
企
画
・
製
作
し
て
い
る
。

商
品
は
主
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た

寺
や
イ
ベ
ン
ト
企
画
で
の
限
定
販
売

だ
が
、
通
常
販
売
と
し
て
フ
ェ
リ
シ
モ企画開発を担当する内村彰さん

多彩な『フェリシモおてらぶ』のアイテム

に
つ
い
て
の
知
識
が
得
ら
れ
る
仕
掛

け
と
な
っ
て
い
る
。
　

『
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら
ぶ
』
が
手
掛

け
る
グ
ッ
ズ
は
多
数
あ
る
が
、
中
で

も
博
物
館
と
の
コ
ラ
ボ
ア
イ
テ
ム
は

納
品
後
1
週
間
足
ら
ず
で
完
売
し
、

1
ヶ
月
待
ち
の
ヒ
ッ
ト
商
品
に
な
る

も
の
も
。
ま
た
、
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写

仏
キ
ッ
ト
も
依
頼
を
す
る
寺
が
多
い
。

現
在
最
も
多
い
コ
ラ
ボ
商
品
は
、『
ご

え
ん
写
仏
』
と
名
付
け
ら
れ
た
寺
の
仏

像
を
描
い
た
写
仏
キ
ッ
ト
だ
が
、
他
に

も
お
香
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
も

開
発
で
き
る
そ
う
だ
。
企
画
か
ら
商
品

製
作
ま
で
の
期
間
は
物
に
も
よ
る
が
約

1
ヶ
月
と
早
く
、
最
小
製
造
数
は
少

な
い
量
か
ら
で
も
対
応
し
て
い
る
。

企
画
開
発
だ
け
に
終
わ
ら
な
い

そ
の
後
の
ご
縁

現
在
は
リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
い
寺
と

の
コ
ラ
ボ
商
品
だ
が
、『
フ
ェ
リ
シ
モ
お

て
ら
ぶ
』
は
商
品
の
企
画
開
発
に
と

ど
ま
ら
ず
、
寺
で
実
施
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
の
イ
ベ
ン
ト
化
の
サ
ポ
ー
ト

や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
は
じ
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ

て
の
情
報
発
信
な
ど
、 

普
段
は
寺
に

馴
染
み
の
な
い
世
代
に
も
親
し
み
や

す
い
ア
イ
デ
ア
や
手
段
を
通
じ
、
寺

仏像の特徴的な頭髪、螺髪（らほつ）
を再現したニットキャップ。商品の情
報カードには、仏像の前では帽子を
取るというマナーを伝えています。

仏像を写し描きする「写仏」を、日常
に取り入れやすくアレンジしたプロ
グラム。1日10分集中して、仏像下
絵をなぞり描く。

今秋（9/26～11/26）、東京国立博
物館で開催される特別展『運慶』に合
わせてコラボした商品が『もちもち邪鬼
ポーチ』。全部で4デザイン。色だけで
なくデザインが全て違う。

ビンテージ＆ミルクカラーなどのゼブラ
の人気商品「サラサ」のペン10色と全
国各地の寺とコラボレーションして作っ
た仏像なぞりぬり絵カードがセット。

ずっと火を着けておくのは心配とい
う人に。約10分、ほっとするさわや
かなヒノキの香りでほんの一瞬、日
常を忘れて別世界へ。

字が読めない人でも般若心経が唱
えられるようお経を絵で表した「絵心
経（えしんぎょう）」のマスキングテー
プ。モノクロとカラーの２個セット。

お寺に伝わる食事を家庭向きにや
さしくアレンジ。指南役は緑泉寺住
職で料理僧として料理、食育に取
り組む青江覚峰さん。

企画進行中のため、デザインの細部は変更になる可
能性もあります。

らほつニットキャップ

プチ写仏プログラム

運慶展とのコラボグッズ
もちもち邪鬼ポーチ

ＳＡＲＡＳＡクリップ
仏像なぞりぬり絵

スキマ香

絵心経
マスキングテープセット

おてらの
癒やしごはんプログラム

黄助

緑太

灰治郎

白彦

文
化
が
持
つ
魅
力
を
広
め
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
の
根
底
に

は
、
か
つ
て
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
寺
に
、

今
も
残
る
暮
ら
し
方
の
工
夫
や
助
け

合
い
を
基
本
と
し
た
人
や
地
域
と
の

繋
が
り
を
、
あ
ら
た
め
て
現
代
に
蘇

ら
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

フ
ェ
リ
シ
モ
の
内
村
さ
ん
は
「
商
品
は

お
寺
文
化
に
興
味
を
持
つ
入
り
口
と

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
く

ま
で
実
際
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
も
ら

う
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
」
と
語

る
。
単
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
商
品
を

販
売
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
サ

ポ
ー
ト
や
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
め
た
寺

と
の
“
ご
縁
”
を
大
切
に
す
る
姿
勢

こ
そ
、『
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら
ぶ
』
が
ク

チ
コ
ミ
で
日
本
各
地
の
寺
に
広
が
っ
た

理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

商品によって異なるが「ごえん写仏」の場合
は以下のようなプロセスになる。

※スケジュールの一例です。

①打ち合わせ

②下絵作成

③商品製作

④納品

コラボ商品製作のプロセス

寺保有のご本尊を拝見。
取材・撮影

写真をもとに下絵の描き
起こしをし、寺との緻密な
チェック

表面はお顔のアップ。裏面は
半身が描けるオリジナル下絵
の完成。筆ペンと半紙をセット
にして納品

ご注文いただいた数量を
セットしご希望の場所に
一括納品

➡  

[1～2日]

➡  

[7～10日間]

➡  

[15～20日間]

＜お問い合わせ先＞

株式会社フェリシモ 
〒650-0035　神戸市中央区浪花町59番地 
コレクション企画事業部
ミニツクグループ　企画開発チーム

TEL：078-325-5555（代表） 

oterabu@felissimo.co.jp（メール） 

http://feli.jp/s/oterabu/（おてらぶホームページ）

http://www.felissimo.co.jp/（フェリシモホームページ）

最小製造数が一番少ないのがこの
「ごえん写仏」で、50セットから対応可
能とのこと。
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の
サ
イ
ト
な
ど
で
購
入
で
き
る
企
画

商
品
も
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

今
か
ら
3
年
前
、
企
画
開
発
を
担
当

す
る
内う

ち
む
ら
あ
き
ら

村
彰
さ
ん
の
趣
味
で
あ
る
仏

像
鑑
賞
が
き
っ
か
け
と
な
り
ス
タ
ー

ト
し
た
が
、
現
在
で
は
日
本
各
地
の

寺
か
ら
の
依
頼
を
受
け
る
ま
で
に
成

長
。
現
在
ま
で
に
手
掛
け
た
寺
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
数
多
く
あ
る

が
、
そ
れ
は
全
て
寺
側
か
ら
の
依
頼

に
よ
る
も
の
。

寺
同
士
の
ク
チ
コ
ミ
で

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
拡
大

寺
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ク
チ

コ
ミ
か
ら
が
主
。
例
え
ば
、
あ
る
住

職
の
奥
方
が
フ
ェ
リ
シ
モ
の
愛
好
家

で
、
そ
こ
か
ら
依
頼
が
あ
り
、
そ
の

後
ク
チ
コ
ミ
で
各
地
の
寺
と
の
ご
縁

が
繋
が
っ
た
な
ど
。
実
際
に
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
な
れ
ば
企
画

開
発
担
当
者
が
寺
へ
足
を
運
び
、じ
っ

く
り
話
し
合
い
を
重
ね
て
か
ら
企
画

を
進
め
る
と
い
う
。
遠
方
の
寺
で
も

必
ず
足
を
運
ぶ
の
に
は
理
由
が
あ
り
、

こ
れ
は
一
参
拝
者
と
し
て
訪
れ
る
こ
と

で
生
活
者
目
線
で
の
寺
の
魅
力
を
感

じ
、
そ
れ
を
商
品
に
活
か
す
た
め
だ
。

ま
た
、
商
品
に
は
必
ず
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
た
寺
や
仏
像
の
由
縁
を
紹

介
し
、
商
品
を
手
に
取
る
こ
と
で
寺

『フェリシモおてらぶ』で
寺との“ 縁 ”をつなぐ

PICK UP   女性の間で話題の

寺
文
化
を
通
じ
て

日
常
に
癒
や
し
と
興
味
を
も
た
ら
す

女
性
を
中
心
に
高
い
認
知
度
を
誇

る
『
フ
ェ
リ
シ
モ
』。
神
戸
に
本
社
を

構
え
る
大
手
通
販
会
社
で
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
雑
貨
、
食
品
と
幅
広
い

ア
イ
テ
ム
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
最
近
特
に
20
〜
40
歳
代
の
女

性
を
中
心
に
幅
広
い
層
に
支
持
さ
れ

て
い
る
の
が
、『
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら
ぶ
』

と
名
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。

“
お
寺
文
化
か
ら
心
豊
か
な
暮
ら
し

の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
る
”
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
企
画
は
、
全

国
の
さ
ま
ざ
ま
な
寺
や
企
画
展
、
僧

侶
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
ユ
ニ
ー

ク
な
商
品
を
企
画
・
製
作
し
て
い
る
。

商
品
は
主
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た

寺
や
イ
ベ
ン
ト
企
画
で
の
限
定
販
売

だ
が
、
通
常
販
売
と
し
て
フ
ェ
リ
シ
モ企画開発を担当する内村彰さん

多彩な『フェリシモおてらぶ』のアイテム

に
つ
い
て
の
知
識
が
得
ら
れ
る
仕
掛

け
と
な
っ
て
い
る
。
　

『
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら
ぶ
』
が
手
掛

け
る
グ
ッ
ズ
は
多
数
あ
る
が
、
中
で

も
博
物
館
と
の
コ
ラ
ボ
ア
イ
テ
ム
は

納
品
後
1
週
間
足
ら
ず
で
完
売
し
、

1
ヶ
月
待
ち
の
ヒ
ッ
ト
商
品
に
な
る

も
の
も
。
ま
た
、
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写

仏
キ
ッ
ト
も
依
頼
を
す
る
寺
が
多
い
。

現
在
最
も
多
い
コ
ラ
ボ
商
品
は
、『
ご

え
ん
写
仏
』
と
名
付
け
ら
れ
た
寺
の
仏

像
を
描
い
た
写
仏
キ
ッ
ト
だ
が
、
他
に

も
お
香
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
も

開
発
で
き
る
そ
う
だ
。
企
画
か
ら
商
品

製
作
ま
で
の
期
間
は
物
に
も
よ
る
が
約

1
ヶ
月
と
早
く
、
最
小
製
造
数
は
少

な
い
量
か
ら
で
も
対
応
し
て
い
る
。

企
画
開
発
だ
け
に
終
わ
ら
な
い

そ
の
後
の
ご
縁

現
在
は
リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
い
寺
と

の
コ
ラ
ボ
商
品
だ
が
、『
フ
ェ
リ
シ
モ
お

て
ら
ぶ
』
は
商
品
の
企
画
開
発
に
と

ど
ま
ら
ず
、
寺
で
実
施
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
の
イ
ベ
ン
ト
化
の
サ
ポ
ー
ト

や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
は
じ
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ

て
の
情
報
発
信
な
ど
、 

普
段
は
寺
に

馴
染
み
の
な
い
世
代
に
も
親
し
み
や

す
い
ア
イ
デ
ア
や
手
段
を
通
じ
、
寺

仏像の特徴的な頭髪、螺髪（らほつ）
を再現したニットキャップ。商品の情
報カードには、仏像の前では帽子を
取るというマナーを伝えています。

仏像を写し描きする「写仏」を、日常
に取り入れやすくアレンジしたプロ
グラム。1日10分集中して、仏像下
絵をなぞり描く。

今秋（9/26～11/26）、東京国立博
物館で開催される特別展『運慶』に合
わせてコラボした商品が『もちもち邪鬼
ポーチ』。全部で4デザイン。色だけで
なくデザインが全て違う。

ビンテージ＆ミルクカラーなどのゼブラ
の人気商品「サラサ」のペン10色と全
国各地の寺とコラボレーションして作っ
た仏像なぞりぬり絵カードがセット。

ずっと火を着けておくのは心配とい
う人に。約10分、ほっとするさわや
かなヒノキの香りでほんの一瞬、日
常を忘れて別世界へ。

字が読めない人でも般若心経が唱
えられるようお経を絵で表した「絵心
経（えしんぎょう）」のマスキングテー
プ。モノクロとカラーの２個セット。

お寺に伝わる食事を家庭向きにや
さしくアレンジ。指南役は緑泉寺住
職で料理僧として料理、食育に取
り組む青江覚峰さん。

企画進行中のため、デザインの細部は変更になる可
能性もあります。

らほつニットキャップ

プチ写仏プログラム

運慶展とのコラボグッズ
もちもち邪鬼ポーチ

ＳＡＲＡＳＡクリップ
仏像なぞりぬり絵

スキマ香

絵心経
マスキングテープセット

おてらの
癒やしごはんプログラム

黄助

緑太

灰治郎

白彦

文
化
が
持
つ
魅
力
を
広
め
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
の
根
底
に

は
、
か
つ
て
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
寺
に
、

今
も
残
る
暮
ら
し
方
の
工
夫
や
助
け

合
い
を
基
本
と
し
た
人
や
地
域
と
の

繋
が
り
を
、
あ
ら
た
め
て
現
代
に
蘇

ら
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

フ
ェ
リ
シ
モ
の
内
村
さ
ん
は
「
商
品
は

お
寺
文
化
に
興
味
を
持
つ
入
り
口
と

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
く

ま
で
実
際
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
も
ら

う
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
」
と
語

る
。
単
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
商
品
を

販
売
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
サ

ポ
ー
ト
や
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
め
た
寺

と
の
“
ご
縁
”
を
大
切
に
す
る
姿
勢

こ
そ
、『
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら
ぶ
』
が
ク

チ
コ
ミ
で
日
本
各
地
の
寺
に
広
が
っ
た

理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

商品によって異なるが「ごえん写仏」の場合
は以下のようなプロセスになる。

※スケジュールの一例です。

①打ち合わせ

②下絵作成

③商品製作

④納品

コラボ商品製作のプロセス

寺保有のご本尊を拝見。
取材・撮影

写真をもとに下絵の描き
起こしをし、寺との緻密な
チェック

表面はお顔のアップ。裏面は
半身が描けるオリジナル下絵
の完成。筆ペンと半紙をセット
にして納品

ご注文いただいた数量を
セットしご希望の場所に
一括納品

➡  
[1～2日]

➡  

[7～10日間]

➡  

[15～20日間]

＜お問い合わせ先＞

株式会社フェリシモ 
〒650-0035　神戸市中央区浪花町59番地 
コレクション企画事業部
ミニツクグループ　企画開発チーム

TEL：078-325-5555（代表） 

oterabu@felissimo.co.jp（メール） 

http://feli.jp/s/oterabu/（おてらぶホームページ）

http://www.felissimo.co.jp/（フェリシモホームページ）

最小製造数が一番少ないのがこの
「ごえん写仏」で、50セットから対応可
能とのこと。
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全
日
本
社
寺
観
光
連
盟

　外
国
人
イ
ン
タ
ー
ン
メ
ン
バ
ー
紹
介

外
国
人
な
ら
で
は
の
目
線
で
社
寺
の
魅
力
を
再
発
掘
!!

全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
で
受
け
入
れ
て
い
る
、外
国
人
イ
ン
タ
ー
ン
が
国
内
外
へ
発
信
し
ま
す
。

SCOPE

日本の近代都市に歴史的建造物と
自然の景観が同居していることを発見!!

The Myozenji Temple is absolutely gorgeous. Once 
passing through the incredibly unique entrance, you find 
yourself surrounded in a square of buildings with the temple 
standing grandly within the center. While you are able to 
see skyscrapers beyond the courtyard, it only increases the 
temple’s natural grandeur.

 The Myozenji Temple is covered in waterfal ls and 
beaut i fu l v inery. The main temple connects to the 
supplementary buildings with a small bridge. The right side 
of the temple has a very large waterfall that is almost hidden 
and truly makes you question where you are. This temple 
definitely is an oasis in the hectic city life of Roppongi.

【一部要約】六本木（東京）のビルに囲まれた地域にその寺
院はあります。ユニークな入口を入ると、広場の中心に妙善寺
は威厳を放ってそびえたち、広場からは六本木の超高層ビル
が望めますが、近代的な建築物が寺院の自然の壮大さをさら
に際立たせています。
滝や美しい植物園に囲まれ、それは私たちに大都会にいることを忘れさせてくれます。妙善寺は六本木とい
う大都会にある憩いの場であることは間違いありません。

＜一部記事の紹介＞

寄稿者：ミシェル・アレマン（米・大学生）

一般社団法人　全日本社寺観光連盟　〒107-0052　東京都港区赤坂2-8-16　赤坂光和ビル2階
TEL：03-6416-0166　FAX：03-6230-0349　Email：info@jtast.jp　URL：http://jtast.jp/
お困りのことや質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ先

皆様の地域にお伺いし
外国人に役立つ社寺の情報を発信!!

Hello, my name is Spencer Meador. I have just started 
as an intern at JTAST. I am from the United States and 
am currently pursuing my bachelors degree in hospitality 
management at the University of Central Florida in Orlando 
Florida. I'm very excited to be given the opportunity to not 
only learn about the history and the culture behind the 
shrines and temples but to be able to share everything I 
learn with all of you. While I'm at Sanpai Japan my goal 
is to increase our social media presence and to create even 
more resources that will help bring more English speaking 
natives to visit our Shrines and Temples! 

【日本語訳】こんにちは。私の名前はスペンサー・ミードル
です。私はインターン生として今回全日本社寺観光連盟へ来
ることができました。私はアメリカ出身で、現在はオーランド
にあるセントラルフロリダ大学ローゼン・ホスピタリテイ経営
学部（学士課程）で学んでいます。このような機会を頂くこと
ができて非常に興奮しております。なぜなら、神社や寺院の

背景にある歴史と文化について学ぶだけでなく、Sanpai JapanのSNSを通じて、私が学んだことすべてを皆さ
んと共有できるからです。全日本社寺観光連盟での目標は、Sanpai Japanの存在価値を高め、さらに外国人
が神社や寺院を訪れる際に役立つ情報を作りだしていくことです。

メンバー：スペンサー・ミードル（米・大学生）

行政・観光のトレンド情報をリポート

行 政・観 光 リ ポ ー ト

インドネシアの女性がアップした
SNS 画面

陶芸体験の様子

学生による展示作業

茨城大学と県国際観光課が連携
留学生による『茨城の魅力発見ツアー』で社寺が人気
留学生が社寺など観光スポットを訪れ
SNS などで発信した画像を紹介

今年 2 月 4 日 ( 土 ) ～ 14 日 ( 火 )、茨城大学水戸
キャンパスの図書館本館 1 階展示室において、中国
やインドネシア、韓国など、さまざまな国の留学生たち
が茨城県内の観光スポットを訪れ、SNS などで発信し
た画像を紹介する『茨城の魅力発見ツアー 留学生の
SNS 画像展』が開かれた。「この展覧会のベースとなっ
たのが、留学生約 50 人が参加して 1 月 21 日に開催
された『茨城の魅力発見ツアー』でした」と語るのは、
同大学人文社会科学部の横

よ こ み ぞ た ま き

溝環准教授。横溝さんが
担当する COC 地域志向教育支援プロジェクトの授業
科目「地域社会と異文化コミュニケーション」では、
毎年地域を拠点とした国際交流の企画を考案・運営し
ており、県内の外国人向け観光モニターツアーを展開
している茨城県商工労働観光部国際観光課とも強い
つながりを持つ。

ツアーの内容は、同観光課との連携の元で授業を
受講している日本人学生がコーディネートした。「学生
が 3 グループに分かれ、どんなスポットに行きたいか留
学生に事前インタビューを行ったのですが、社寺の名
前を挙げる留学生がすごく多かったと学生から聞き、私
も驚きました。入念な下見を重ねながら、慎重にツアー
内容を具体化していった学生の頑張りには、私自身も
本当に頭が下がる思いでした」と横溝さんは語る。

異国の地で勉学に勤しむ留学生が
日本に愛着を感じるきっかけに

そうやって形になったのが、笠間市での陶芸体験、
笠間神社訪問、袋田の滝見学などを織り込んだツアー。
参加した留学生一同は、人生初の体験の連続を大い
に楽しんだ。「陶芸体験は 8 割の留学生が『友達に
も紹介したい！』と大興奮。神社をじっくり巡るのも初め
てという留学生が多く、終始笑顔にあふれ、歓声がこ
だまする素晴らしいツアーとなりました」と横溝さん。留
学生たちが立ち寄ったスポット周辺の飲食店では、イス

ラム教を信仰する留学生のため、お祈りを行えるスペー
スを提供するなどの厚意もあったとのこと。異国の地
で勉学に勤しむ留学生が、よりいっそう日本という国に
愛着を感じるきっかけにもなったことだろう。

ツアーのさまざまなシーンを切り取った画像展は、茨
城の魅力を再確認する良い機会として、日本人学生を
はじめ大学関係者にも好評を博した。「画像展の開催
が大学の試験と重なったこともあり、学生にとっては緊
張を適度にほぐすリフレッシュ効果もあったのではないで
しょうか」と語る横溝さん。留学生への事前インタビュー
では、行きたいスポットとして御

お い わ じ ん じ ゃ

岩神社や鹿島神宮も挙
がっていたとのことで、今後は異なる内容でのツアー開
催にも期待は高まる。 今回の同大学の取り組みは、
地域や行政を巻き込んだ社寺のインバウンド誘致等に
も大いに参考となることだろう。
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盟
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れ
て
い
る
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人
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が
国
内
外
へ
発
信
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ま
す
。

SCOPE
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The Myozenji Temple is absolutely gorgeous. Once 
passing through the incredibly unique entrance, you find 
yourself surrounded in a square of buildings with the temple 
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beaut i fu l v inery. The main temple connects to the 
supplementary buildings with a small bridge. The right side 
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【一部要約】六本木（東京）のビルに囲まれた地域にその寺
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Florida. I'm very excited to be given the opportunity to not 
only learn about the history and the culture behind the 
shrines and temples but to be able to share everything I 
learn with all of you. While I'm at Sanpai Japan my goal 
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more resources that will help bring more English speaking 
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SNS などで発信した画像を紹介
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キャンパスの図書館本館 1 階展示室において、中国
やインドネシア、韓国など、さまざまな国の留学生たち
が茨城県内の観光スポットを訪れ、SNS などで発信し
た画像を紹介する『茨城の魅力発見ツアー 留学生の
SNS 画像展』が開かれた。「この展覧会のベースとなっ
たのが、留学生約 50 人が参加して 1 月 21 日に開催
された『茨城の魅力発見ツアー』でした」と語るのは、
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ており、県内の外国人向け観光モニターツアーを展開
している茨城県商工労働観光部国際観光課とも強い
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前を挙げる留学生がすごく多かったと学生から聞き、私
も驚きました。入念な下見を重ねながら、慎重にツアー
内容を具体化していった学生の頑張りには、私自身も
本当に頭が下がる思いでした」と横溝さんは語る。

異国の地で勉学に勤しむ留学生が
日本に愛着を感じるきっかけに

そうやって形になったのが、笠間市での陶芸体験、
笠間神社訪問、袋田の滝見学などを織り込んだツアー。
参加した留学生一同は、人生初の体験の連続を大い
に楽しんだ。「陶芸体験は 8 割の留学生が『友達に
も紹介したい！』と大興奮。神社をじっくり巡るのも初め
てという留学生が多く、終始笑顔にあふれ、歓声がこ
だまする素晴らしいツアーとなりました」と横溝さん。留
学生たちが立ち寄ったスポット周辺の飲食店では、イス

ラム教を信仰する留学生のため、お祈りを行えるスペー
スを提供するなどの厚意もあったとのこと。異国の地
で勉学に勤しむ留学生が、よりいっそう日本という国に
愛着を感じるきっかけにもなったことだろう。

ツアーのさまざまなシーンを切り取った画像展は、茨
城の魅力を再確認する良い機会として、日本人学生を
はじめ大学関係者にも好評を博した。「画像展の開催
が大学の試験と重なったこともあり、学生にとっては緊
張を適度にほぐすリフレッシュ効果もあったのではないで
しょうか」と語る横溝さん。留学生への事前インタビュー
では、行きたいスポットとして御
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岩神社や鹿島神宮も挙
がっていたとのことで、今後は異なる内容でのツアー開
催にも期待は高まる。 今回の同大学の取り組みは、
地域や行政を巻き込んだ社寺のインバウンド誘致等に
も大いに参考となることだろう。

17 Vol.15



「
大お

お
み
ね
さ
ん

峯
山
花は

な
く
に
ゅ
う
ぶ

供
入
峰
」
は
、
真
言
宗
醍

醐
派
総
本
山
醍
醐
寺
・
三さ

ん
ぼ
う
い
ん

宝
院
門
跡
が
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
3
0
0
名
余
の
修
験

者
を
従
え
、
修
験
道
の
聖
地
で
あ
る
大
峯

山（
奈
良
）の
山
中
に
蓮
華
の
花
を
供
え
る

行
事
。
古
く
は
1
2
0
0
年
前
の
弘
法
大

師
の
孫
弟
子
・
聖し

ょ
う
ぼ
う
り
げ
ん
だ
い
し

宝
理
源
大
師
に
よ
る
入

峰
修
行
に
も
つ
な
が
る
。
1
9
1
1（
明
治

44
）年
に
復
活
し
て
以
降
は
毎
年
6
月
に

行
わ
れ
、
今
年
で
1
0
7
回
目
を
迎
え
た
。

7
日
7
時
に
始
ま
っ
た
「
御
法
楽 

お

練
り
行
列
」は
、報ほ

う
お
ん
い
ん

恩
院（
大
阪
市
中
央
区
）

か
ら
四
天
王
寺
（
同
、
天
王
寺
区
）
ま
で

の
早
朝
の
大
阪
の
町
中
を
、
3
0
0
名
の

山
伏
が
法ほ

ら

が

い

螺
貝
を
吹
き
な
が
ら
行
列
し
た

後
、
四
天
王
寺
境
内
で
柴
燈
護
摩
供
養
が

行
わ
れ
た
。
出
勤
を
急
ぐ
会
社
員
や
学
生

は
、
こ
の
お
練
り
行
列
に
出
会
い
、「
日
ご

ろ
こ
の
よ
う
な
山
伏
さ
ん
た
ち
を
見
た
り
、

法
螺
貝
の
音
を
実
際
に
聞
い
た
こ
と
も
な

か
っ
た
の
で
驚
い
た
」
と
感
想
を
漏
ら
し
て

お
り
、一
般
の
人
た
ち
が
修
験
道
を
再
認
識

す
る一
助
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

真
言
宗
醍
醐
派
近
畿
連
合
会
の
草く

さ
や
な
ぎ柳

諦た

い

せ世
さ
ん
に
よ
る
と
「
こ
の
行
事
は
、
当

山
派
修
験
本
山
・
三
宝
院
門
跡
が
大
峯
山

に
入
る
に
当
た
り
、
行
者
も
お
供
を
し
て

随
喜
修
行
す
る
行
事
と
し
て
始
ま
り
ま
し

た
。
和
宗
総
本
山
四
天
王
寺
様
で
は
、
道

中
安
全
だ
け
で
な
く
、
国
家
安
寧
・
仏
宝

興
隆
・
五
穀
豊
穣
・
大
阪
の
安
全
を
祈
念

し
、
南
大
門
前
に
て
柴さ

い

と

う

お

お

ご

ま

燈
大
護
摩
厳
修
が

行
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
1
9
9
0
年
の

80
回
目
よ
り
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
も
の

で
す
」
と
の
こ
と
。

⑤洞川の住民たちが通りに立ち並んでお出迎
え。先頭が取材にお応えいただいた草柳さん

四天王寺南大門前にて柴燈大護摩厳修を行う。国家安寧、佛法興隆、五穀豊穣のほか、一行の道中安全と大阪の安全も併せて祈念される。

⑥龍泉寺の本堂(写真)、及びその後八大龍王
堂において御法楽

①大阪・高津　北向不動尊報恩院を出発②一般市民や観光客が行き来する、大阪市内
の四天王寺近くの一般道を練り歩く

EVENT  REPORT 三
さ ん ぼ う い ん も ん ぜ き お お み ね さ ん は な く に ゅ う ぶ

宝院門跡大峯山花供入峰

大阪〜奈良の街中を行く山伏たち
地域とのつながりで、復活から続いた１世紀

今年はあいにくの雨であったにもかかわ
らず、その迫力たるや、思わず通りすがる
人 も々立ち尽くすほどだ。

龍泉寺へ向かう
龍泉寺までの洞川の温泉街をお練行列
する様子は洞川の初夏の風物詩となっ
ている。このシーンを見ようと全国から観
光客も訪れる。

出発

大
護
摩
厳
修
を
終
え
た
一
行
は
、
近
鉄

大
阪
阿
倍
野
橋
駅
よ
り
電
車
・
バ
ス
を
乗

り
継
ぎ
、
洞
川
到
着
。
す
ぐ
に
役
行
者
が

開
山
し
た
龍
泉
寺
（
奈
良
県
吉
野
郡
）
に

向
か
い
、
洞
川
の
温
泉
街
を
お
練
り
行
列

し
た
。
行
列
沿
道
に
は
、
小
中
学
生
を
は

じ
め
多
く
の
地
元
住
民
の
方
々
が
並
び
、

口
々
に
「
よ
う
お
参
り
」
と
声
を
掛
け
る
。

住
民
の一
人
は
、「
わ
し
も
小
さ
い
頃
か
ら
こ

う
や
っ
て
『
よ
う
お
参
り
』
と
声
を
掛
け

た
も
の
や
っ
た
」
と
語
る
。
こ
の
心
温
ま
る

風
景
は
、
地
元
の
方
々
の
大
き
な
心
の
財

産
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

醐ご

ざ

ん山
青
年
連
合
会
の
池い

け
が
み
ゆ
う
ぜ
ん

上
裕
全
さ
ん

は
、「
洞
川
が
あ
っ
て
こ
そ
の
修
行
。
こ
の

よ
う
に
温
か
く
お
出
迎
え
を
頂
け
る
こ
と

に
は
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
こ

こ
に
至
る
ま
で
の
道
々
で
も
出
迎
え
て
ご

接
待
下
さ
る
方
が
沢
山
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
御
恩
に
応
え
る
よ
う
修
行
に
励

み
ま
す
」
と
真
摯
に
語
る
。

そ
の
後
、一
行
は
翌
8
日
の
深
夜
、
午
前

1
時
に
龍
泉
寺
で
の
水
行
の
の
ち
、
大
峯

山
に
入
り
小
篠
根
本
道
場
を
目
指
し
、
現

地
で
は
役
行
者
神
変
大
菩
薩
に
お
花
を
お

供
え
し
、
柴
燈
護
摩
厳
修
し
た
。

草
柳
さ
ん
は
語
る
。「
こ
の
行
事
は
お
寺

の
行
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
参
加
し
た
行

者
た
ち
、
大
阪
や
奈
良
・
洞
川
な
ど
を
は

じ
め
と
す
る一
般
の
方
々
の
思
い
や
ご
協
力

に
支
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
1
世
紀
に
渡
っ

て
続
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今

後
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
ど
の
よ
う
に
皆

さ
ん
に
伝
え
て
い
く
か
を
大
き
な
課
題
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

お練行列を温かく迎えてくれる地域の
方々への感謝の気持ちを語ってくれた、
醐山青年連合会 池上裕全さん（写真
上）と大塚知明（写真下）さん ⑧小雨降るなかで行われた、龍泉寺での柴燈

護摩
⑦入峰修行の無魔成満を祈念する柴燈護摩

に臨まれる三宝院門跡

④四天王寺の境内を進む山伏。その後南大門
前で柴燈大護摩厳修

③四天王寺に到着

報恩院前から四天王寺まで山伏が、法螺貝を吹きながら行列。この 1 団体の行事の安全な遂行のために天王寺区の警察が交通整理などを協力し
て約 70 年になる
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「
大お

お
み
ね
さ
ん

峯
山
花は

な
く
に
ゅ
う
ぶ

供
入
峰
」
は
、
真
言
宗
醍

醐
派
総
本
山
醍
醐
寺
・
三さ

ん
ぼ
う
い
ん

宝
院
門
跡
が
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
3
0
0
名
余
の
修
験

者
を
従
え
、
修
験
道
の
聖
地
で
あ
る
大
峯

山（
奈
良
）の
山
中
に
蓮
華
の
花
を
供
え
る

行
事
。
古
く
は
1
2
0
0
年
前
の
弘
法
大

師
の
孫
弟
子
・
聖し

ょ
う
ぼ
う
り
げ
ん
だ
い
し

宝
理
源
大
師
に
よ
る
入

峰
修
行
に
も
つ
な
が
る
。
1
9
1
1（
明
治

44
）年
に
復
活
し
て
以
降
は
毎
年
6
月
に

行
わ
れ
、
今
年
で
1
0
7
回
目
を
迎
え
た
。

7
日
7
時
に
始
ま
っ
た
「
御
法
楽 

お

練
り
行
列
」は
、報ほ

う
お
ん
い
ん

恩
院（
大
阪
市
中
央
区
）

か
ら
四
天
王
寺
（
同
、
天
王
寺
区
）
ま
で

の
早
朝
の
大
阪
の
町
中
を
、
3
0
0
名
の

山
伏
が
法ほ

ら

が

い

螺
貝
を
吹
き
な
が
ら
行
列
し
た

後
、
四
天
王
寺
境
内
で
柴
燈
護
摩
供
養
が

行
わ
れ
た
。
出
勤
を
急
ぐ
会
社
員
や
学
生

は
、
こ
の
お
練
り
行
列
に
出
会
い
、「
日
ご

ろ
こ
の
よ
う
な
山
伏
さ
ん
た
ち
を
見
た
り
、

法
螺
貝
の
音
を
実
際
に
聞
い
た
こ
と
も
な

か
っ
た
の
で
驚
い
た
」
と
感
想
を
漏
ら
し
て

お
り
、一
般
の
人
た
ち
が
修
験
道
を
再
認
識

す
る一
助
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

真
言
宗
醍
醐
派
近
畿
連
合
会
の
草く

さ
や
な
ぎ柳

諦た

い

せ世
さ
ん
に
よ
る
と
「
こ
の
行
事
は
、
当

山
派
修
験
本
山
・
三
宝
院
門
跡
が
大
峯
山

に
入
る
に
当
た
り
、
行
者
も
お
供
を
し
て

随
喜
修
行
す
る
行
事
と
し
て
始
ま
り
ま
し

た
。
和
宗
総
本
山
四
天
王
寺
様
で
は
、
道

中
安
全
だ
け
で
な
く
、
国
家
安
寧
・
仏
宝

興
隆
・
五
穀
豊
穣
・
大
阪
の
安
全
を
祈
念

し
、
南
大
門
前
に
て
柴さ

い

と

う

お

お

ご

ま

燈
大
護
摩
厳
修
が

行
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
1
9
9
0
年
の

80
回
目
よ
り
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
も
の

で
す
」
と
の
こ
と
。

⑤洞川の住民たちが通りに立ち並んでお出迎
え。先頭が取材にお応えいただいた草柳さん

四天王寺南大門前にて柴燈大護摩厳修を行う。国家安寧、佛法興隆、五穀豊穣のほか、一行の道中安全と大阪の安全も併せて祈念される。

⑥龍泉寺の本堂(写真)、及びその後八大龍王
堂において御法楽

①大阪・高津　北向不動尊報恩院を出発②一般市民や観光客が行き来する、大阪市内
の四天王寺近くの一般道を練り歩く

EVENT  REPORT 三
さ ん ぼ う い ん も ん ぜ き お お み ね さ ん は な く に ゅ う ぶ

宝院門跡大峯山花供入峰

大阪〜奈良の街中を行く山伏たち
地域とのつながりで、復活から続いた１世紀

今年はあいにくの雨であったにもかかわ
らず、その迫力たるや、思わず通りすがる
人 も々立ち尽くすほどだ。

龍泉寺へ向かう
龍泉寺までの洞川の温泉街をお練行列
する様子は洞川の初夏の風物詩となっ
ている。このシーンを見ようと全国から観
光客も訪れる。

出発

大
護
摩
厳
修
を
終
え
た
一
行
は
、
近
鉄

大
阪
阿
倍
野
橋
駅
よ
り
電
車
・
バ
ス
を
乗

り
継
ぎ
、
洞
川
到
着
。
す
ぐ
に
役
行
者
が

開
山
し
た
龍
泉
寺
（
奈
良
県
吉
野
郡
）
に

向
か
い
、
洞
川
の
温
泉
街
を
お
練
り
行
列

し
た
。
行
列
沿
道
に
は
、
小
中
学
生
を
は

じ
め
多
く
の
地
元
住
民
の
方
々
が
並
び
、

口
々
に
「
よ
う
お
参
り
」
と
声
を
掛
け
る
。

住
民
の一
人
は
、「
わ
し
も
小
さ
い
頃
か
ら
こ

う
や
っ
て
『
よ
う
お
参
り
』
と
声
を
掛
け

た
も
の
や
っ
た
」
と
語
る
。
こ
の
心
温
ま
る

風
景
は
、
地
元
の
方
々
の
大
き
な
心
の
財

産
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

醐ご

ざ

ん山
青
年
連
合
会
の
池い

け
が
み
ゆ
う
ぜ
ん

上
裕
全
さ
ん

は
、「
洞
川
が
あ
っ
て
こ
そ
の
修
行
。
こ
の

よ
う
に
温
か
く
お
出
迎
え
を
頂
け
る
こ
と

に
は
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
こ

こ
に
至
る
ま
で
の
道
々
で
も
出
迎
え
て
ご

接
待
下
さ
る
方
が
沢
山
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
御
恩
に
応
え
る
よ
う
修
行
に
励

み
ま
す
」
と
真
摯
に
語
る
。

そ
の
後
、一
行
は
翌
8
日
の
深
夜
、
午
前

1
時
に
龍
泉
寺
で
の
水
行
の
の
ち
、
大
峯

山
に
入
り
小
篠
根
本
道
場
を
目
指
し
、
現

地
で
は
役
行
者
神
変
大
菩
薩
に
お
花
を
お

供
え
し
、
柴
燈
護
摩
厳
修
し
た
。

草
柳
さ
ん
は
語
る
。「
こ
の
行
事
は
お
寺

の
行
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
参
加
し
た
行

者
た
ち
、
大
阪
や
奈
良
・
洞
川
な
ど
を
は

じ
め
と
す
る一
般
の
方
々
の
思
い
や
ご
協
力

に
支
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
1
世
紀
に
渡
っ

て
続
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今

後
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
ど
の
よ
う
に
皆

さ
ん
に
伝
え
て
い
く
か
を
大
き
な
課
題
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

お練行列を温かく迎えてくれる地域の
方々への感謝の気持ちを語ってくれた、
醐山青年連合会 池上裕全さん（写真
上）と大塚知明（写真下）さん ⑧小雨降るなかで行われた、龍泉寺での柴燈

護摩
⑦入峰修行の無魔成満を祈念する柴燈護摩

に臨まれる三宝院門跡

④四天王寺の境内を進む山伏。その後南大門
前で柴燈大護摩厳修

③四天王寺に到着

報恩院前から四天王寺まで山伏が、法螺貝を吹きながら行列。この 1 団体の行事の安全な遂行のために天王寺区の警察が交通整理などを協力し
て約 70 年になる
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「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
名
称
は
、

「
心
の
相
談
室
」
で
代
表
を
務
め
た

故
岡お

か
べ
た
け
し

部
健
医
師
が
、
欧
米
の
“
チ
ャ

プ
レ
ン
”
に
対
応
す
る
日
本
語
と
し

て
考
案
。
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
で

の
チ
ャ
プ
レ
ン
は
、
病
院
や
軍
隊
な

ど
の
公
共
施
設
に
駐
在
し
て
相
談
相

手
と
な
る
牧
師
で
、
大
学
院
で
神
学

動
を
目
指
し
、
2
0
1
2
（
平
成
24
）

年
4
月
に
「
臨
床
宗
教
師
」
を
養

成
す
る
「
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
」

が
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

に
設
置
さ
れ
た
。

日
本
版
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
の

臨
床
宗
教
師
の
役
割

に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
5
月
に
は

宗
教
者
、
医
療
者
、
研
究
者
の
協
力
・

連
携
に
よ
る
「
心
の
相
談
室
」
が
発

足
。
墓
園
で
の
弔
事
、
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
で
の
電
話
相
談
、
傾
聴
移
動
喫

茶
の
運
営
な
ど
が
実
践
さ
れ
、
宗
教

者
の
公
共
的
空
間
で
の
有
効
的
な
活

搬
送
や
炊
き
出
し
、亡
く
な
っ
た
方
々

へ
の
追
悼
儀
礼
、
遺
族
や
被
災
者
の

立
ち
直
り
を
支
援
す
る
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
な
ど
宗
教
者
な
ら
で
は
の
支
援
を

行
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
持
つ

宗
教
者
が
被
災
者
の
価
値
観
を
尊

重
し
な
が
ら
苦
悩
や
悲
嘆
に
向
き
合

う
心
の
ケ
ア
は
災
害
復
興
支
援
活
動

東
日
本
大
震
災
の
支
援
を
機
に

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
講
座
が
発
足

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
3
月
、

未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日

本
大
震
災
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
現
地

に
駆
け
つ
け
る
な
か
、
多
く
の
宗
教

者
も
被
災
地
に
お
も
む
き
、
物
資
の

2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
の
1
年
間
で
亡
く
な
っ
た
人
は
約
1
3
0
万
人
。

世
界
に
先
駆
け
て
超
高
齢
社
会
に
突
入
し
た
日
本
は
い
ま
だ
前
例
の
な
い
「
多
死
社
会
」
に
突
入
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
延
命
」
か
ら
「
緩
和
」
へ
と
終
末
期
医
療
が
移
行
し
て
い
く
の
と
同
時
に

今
後
は
、
病
院
で
は
な
く
介
護
施
設
や
在
宅
等
の
施
設
で
最
後
を
迎
え
る
お
年
寄
り
が
増
え
て
く
る
。

そ
れ
ら
終
末
期
医
療
の
現
場
で
は
「
身
体
的
ケ
ア
」
と
と
も
に
患
者
の
悩
み
や
苦
し
み
に
寄
り
添
う
「
心
の
ケ
ア
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
現
状
の
中
で
活
躍
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
医
療
機
関
や
福
祉
施
設
な
ど
の
公
共
的
空
間
、
被
災
地
で

布
教
や
伝
道
を
目
的
と
せ
ず
心
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
宗
教
者
「
臨
床
宗
教
師
」
だ
。

宗
教
宗
派
の
枠
を
超
え

終
末
期
の
患
者
の
心
を
ケ
ア
す
る
宗
教
者

～
医
療
と
宗
教
の
連
携
に
よ
る
新
た
な
試
み
～

「
臨
床
宗
教
師
」

＜参考資料＞
◎東北大学文学研究科実践宗教学寄附講座ホームページ
　http://www2.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/2017/index.html
◎東北大学文学研究科実践宗教学寄附講座パンフレット『臨床宗教師とは』
◎東北大学文学研究科実践宗教学寄附講座ニューズレター　バックナンバー
◎『宗務時報』No.117（発行：文化庁文化部宗務課　2014年3月）
　「宗教者による心のケアの課題と可能性―臨床宗教師養成の試み―」
　（著：高橋原）
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を
修
め
た
後
に
臨
床
牧
会
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
し
た
専
門
家
の
こ

と
。
現
在
は
人
々
の
宗
教
宗
派
が
多

様
な
た
め
仏
教
徒
の
チ
ャ
プ
レ
ン
も

存
在
す
る
。
岡
部
医
師
は
「
宗
教
や

死
生
観
に
つ
い
て
語
り
、
こ
の
暗
闇
に

降
り
て
い
く
道
し
る
べ
を
示
せ
る
宗

教
者
が
死
の
現
場
か
ら
い
な
く
な
っ

た
こ
と
が
戦
後
の
日
本
の
問
題
。
医

療
一
辺
倒
と
な
っ
た
死
の
現
場
に
、
医

師
や
看
護
師
と
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
も
っ
て
加
わ
る
こ
と
の
で
き

る
公
共
性
を
持
っ
た
宗
教
者
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
欧
米
の
よ

う
な
、
日
本
人
の
文
化
や
社
会
に
ふ

さ
わ
し
い
形
の
日
本
版
チ
ャ
プ
レ
ン
が

必
要
で
あ
る
」
と
考
え
「
臨
床
宗
教

師
」
を
提
唱
し
た
。

公
共
的
空
間
に
お
い
て
布
教
や
伝

道
を
目
的
と
せ
ず
、
ケ
ア
対
象
者
の

信
念
や
信
仰
、
価
値
観
を
尊
重
す
る

こ
と
な
ど
を
基
本
理
念
と
し
て
い
る

「
臨
床
宗
教
師
」。
異
な
る
宗
教
宗
派

者
同
士
が
協
力
し
合
い
、
医
療
者
と

チ
ー
ム
を
組
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰

を
持
つ
人
々
の
宗
教
的
ニ
ー
ズ
に
こ
た

え
る
専
門
家
と
し
て
の
「
臨
床
宗
教

師
」を
育
成
す
る
取
り
組
み
が
、現
在
、

東
北
大
学
を
中
心
に
龍
谷
大
学
、
高

野
山
大
学
な
ど
諸
大
学
へ
広
が
り
を

見
せ
て
い
る
。

臨
床
宗
教
師
育
成
の

取
り
組
み
　
　

「
心
の
相
談
室
」
の
活
動
を
踏
ま

え
、
専
門
家
と
し
て
の
「
臨
床
宗
教

師
」を
育
成
す
る
た
め
2
0
1
2（
平

成
24
）
年
4
月
に
東
北
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
に
「
実
践
宗
教
学
寄
附

講
座
」
が
開
設
。
10
月
に
は
第
一
回

目
と
な
る
臨
床
宗
教
師
研
修
が
行
わ

れ
た
。

受
講
資
格
は
基
本
的
に
宗
教
教

団
に
所
属
し
て
い
る
宗
教
者
で
あ
り
、

信
徒
の
相
談
に
応
じ
る
立
場
に
あ
る

者
。
約
3
ヶ
月
の
臨
床
宗
教
師
研
修

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
後
に
修
了
証
が

授
与
さ
れ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
座

学
（
講
義
）、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
実

習
か
ら
な
り
、
傾
聴
ス
キ
ル
や
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
能
力
、
宗
教
間
対

話
や
宗
教
協
力
の
能
力
、
宗
教
者
以

外
の
諸
機
関
と
の
連
携
方
法
等
を
学

ぶ
。
宗
教
宗
派
を
超
え
て
、
お
互
い

の
立
場
や
経
験
、
価
値
観
を
尊
重
し

な
が
ら
心
の
ケ
ア
を
学
ぶ
「
臨
床
宗

教
師
研
修
」
は
、
受
講
者
が
自
ら
の

信
仰
を
問
い
直
し
、
宗
教
者
と
し
て

の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
。

東
北
大
学
大
学
院
実
践
宗
教
学

寄
附
講
座
の
高た

か
は
し
は
ら

橋
原
教
授
は
、
宗
教

者
の
研
修
後
の
活
動
と
し
て
「
福
祉

施
設
で
の
傾
聴
活
動
や
被
災
地
の
仮

設
住
宅
で
の
居
室
訪
問
な
ど
の
、
臨

床
宗
教
師
本
来
の
理
念
に
基
づ
い
た

公
共
的
空
間
で
の
活
動
。
写
経
会
や

音
楽
を
交
え
た
法
話
会
の
実
施
、
葬

儀
後
四
十
九
日
ま
で
の
法
要
に
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
、

宗
教
者
と
し
て
の
活
動
報
告
」
を
あ

げ
て
い
る
。
ま
た
、研
修
に
よ
り「
日
々

の
宗
教
活
動
で
の
信
徒
対
応
の
質
が

向
上
し
、
檀
家
や
教
会
員
、
氏
子
な

ど
と
の
日
常
的
な
関
わ
り
の
中
で
、

良
質
な
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
、
臨
床
宗
教
師
研
修

の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
部
分
で
も
あ

る
」
と
語
っ
て
い
る
。

今
後
の
展
望
と
期
待

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
講
座
を
設

置
す
る
大
学
が
増
え
、
日
本
各
地
に

活
躍
の
場
が
広
が
る
な
か
、
2
0
1
6

（
平
成
28
）年
2
月
に「
臨
床
宗
教
師
」

の
資
格
化
に
向
け
た
認
定
機
関
「
日

本
臨
床
宗
教
師
会
」
が
発
足
。
各
大

学
の
研
修
を
修
了
し
た
臨
床
宗
教
師

や
心
の
ケ
ア
で
実
績
の
あ
る
宗
教
者

を
対
象
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
を
実

施
。
資
格
を
付
与
す
る
予
定
。
統
一

資
格
を
与
え
る
こ
と
で
社
会
へ
の
信

頼
を
得
や
す
く
し
、
有
資
格
同
士
の

交
流
、
対
話
の
ス
キ
ル
な
ど
の
資
質

向
上
を
目
指
し
て
い
る
。

「
多
死
社
会
」
へ
突
入
し
た
日
本

社
会
に
お
い
て
、今
後
ま
す
ま
す
「
臨

床
宗
教
師
」
の
重
要
性
が
高
ま
る
中
、

「
臨
床
宗
教
師
」
自
身
が
よ
り
幅
広

い
分
野
で
の
役
割
を
見
い
だ
し
、
そ

の
ス
キ
ル
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
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「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
名
称
は
、

「
心
の
相
談
室
」
で
代
表
を
務
め
た

故
岡お

か
べ
た
け
し

部
健
医
師
が
、
欧
米
の
“
チ
ャ

プ
レ
ン
”
に
対
応
す
る
日
本
語
と
し

て
考
案
。
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
で

の
チ
ャ
プ
レ
ン
は
、
病
院
や
軍
隊
な

ど
の
公
共
施
設
に
駐
在
し
て
相
談
相

手
と
な
る
牧
師
で
、
大
学
院
で
神
学

動
を
目
指
し
、
2
0
1
2
（
平
成
24
）

年
4
月
に
「
臨
床
宗
教
師
」
を
養

成
す
る
「
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
」

が
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

に
設
置
さ
れ
た
。

日
本
版
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
の

臨
床
宗
教
師
の
役
割

に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
5
月
に
は

宗
教
者
、
医
療
者
、
研
究
者
の
協
力
・

連
携
に
よ
る
「
心
の
相
談
室
」
が
発

足
。
墓
園
で
の
弔
事
、
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
で
の
電
話
相
談
、
傾
聴
移
動
喫

茶
の
運
営
な
ど
が
実
践
さ
れ
、
宗
教

者
の
公
共
的
空
間
で
の
有
効
的
な
活

搬
送
や
炊
き
出
し
、亡
く
な
っ
た
方
々

へ
の
追
悼
儀
礼
、
遺
族
や
被
災
者
の

立
ち
直
り
を
支
援
す
る
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
な
ど
宗
教
者
な
ら
で
は
の
支
援
を

行
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
持
つ

宗
教
者
が
被
災
者
の
価
値
観
を
尊

重
し
な
が
ら
苦
悩
や
悲
嘆
に
向
き
合

う
心
の
ケ
ア
は
災
害
復
興
支
援
活
動

東
日
本
大
震
災
の
支
援
を
機
に

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
講
座
が
発
足

2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
3
月
、

未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日

本
大
震
災
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
現
地

に
駆
け
つ
け
る
な
か
、
多
く
の
宗
教

者
も
被
災
地
に
お
も
む
き
、
物
資
の

2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
の
1
年
間
で
亡
く
な
っ
た
人
は
約
1
3
0
万
人
。

世
界
に
先
駆
け
て
超
高
齢
社
会
に
突
入
し
た
日
本
は
い
ま
だ
前
例
の
な
い
「
多
死
社
会
」
に
突
入
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
延
命
」
か
ら
「
緩
和
」
へ
と
終
末
期
医
療
が
移
行
し
て
い
く
の
と
同
時
に

今
後
は
、
病
院
で
は
な
く
介
護
施
設
や
在
宅
等
の
施
設
で
最
後
を
迎
え
る
お
年
寄
り
が
増
え
て
く
る
。

そ
れ
ら
終
末
期
医
療
の
現
場
で
は
「
身
体
的
ケ
ア
」
と
と
も
に
患
者
の
悩
み
や
苦
し
み
に
寄
り
添
う
「
心
の
ケ
ア
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
現
状
の
中
で
活
躍
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
医
療
機
関
や
福
祉
施
設
な
ど
の
公
共
的
空
間
、
被
災
地
で

布
教
や
伝
道
を
目
的
と
せ
ず
心
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
宗
教
者
「
臨
床
宗
教
師
」
だ
。

宗
教
宗
派
の
枠
を
超
え

終
末
期
の
患
者
の
心
を
ケ
ア
す
る
宗
教
者

～
医
療
と
宗
教
の
連
携
に
よ
る
新
た
な
試
み
～

「
臨
床
宗
教
師
」
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を
修
め
た
後
に
臨
床
牧
会
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
し
た
専
門
家
の
こ

と
。
現
在
は
人
々
の
宗
教
宗
派
が
多

様
な
た
め
仏
教
徒
の
チ
ャ
プ
レ
ン
も

存
在
す
る
。
岡
部
医
師
は
「
宗
教
や

死
生
観
に
つ
い
て
語
り
、
こ
の
暗
闇
に

降
り
て
い
く
道
し
る
べ
を
示
せ
る
宗

教
者
が
死
の
現
場
か
ら
い
な
く
な
っ

た
こ
と
が
戦
後
の
日
本
の
問
題
。
医

療
一
辺
倒
と
な
っ
た
死
の
現
場
に
、
医

師
や
看
護
師
と
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
も
っ
て
加
わ
る
こ
と
の
で
き

る
公
共
性
を
持
っ
た
宗
教
者
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
欧
米
の
よ

う
な
、
日
本
人
の
文
化
や
社
会
に
ふ

さ
わ
し
い
形
の
日
本
版
チ
ャ
プ
レ
ン
が

必
要
で
あ
る
」
と
考
え
「
臨
床
宗
教

師
」
を
提
唱
し
た
。

公
共
的
空
間
に
お
い
て
布
教
や
伝

道
を
目
的
と
せ
ず
、
ケ
ア
対
象
者
の

信
念
や
信
仰
、
価
値
観
を
尊
重
す
る

こ
と
な
ど
を
基
本
理
念
と
し
て
い
る

「
臨
床
宗
教
師
」。
異
な
る
宗
教
宗
派

者
同
士
が
協
力
し
合
い
、
医
療
者
と

チ
ー
ム
を
組
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰

を
持
つ
人
々
の
宗
教
的
ニ
ー
ズ
に
こ
た

え
る
専
門
家
と
し
て
の
「
臨
床
宗
教

師
」を
育
成
す
る
取
り
組
み
が
、現
在
、

東
北
大
学
を
中
心
に
龍
谷
大
学
、
高

野
山
大
学
な
ど
諸
大
学
へ
広
が
り
を

見
せ
て
い
る
。

臨
床
宗
教
師
育
成
の

取
り
組
み
　
　

「
心
の
相
談
室
」
の
活
動
を
踏
ま

え
、
専
門
家
と
し
て
の
「
臨
床
宗
教

師
」を
育
成
す
る
た
め
2
0
1
2（
平

成
24
）
年
4
月
に
東
北
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
に
「
実
践
宗
教
学
寄
附

講
座
」
が
開
設
。
10
月
に
は
第
一
回

目
と
な
る
臨
床
宗
教
師
研
修
が
行
わ

れ
た
。

受
講
資
格
は
基
本
的
に
宗
教
教

団
に
所
属
し
て
い
る
宗
教
者
で
あ
り
、

信
徒
の
相
談
に
応
じ
る
立
場
に
あ
る

者
。
約
3
ヶ
月
の
臨
床
宗
教
師
研
修

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
後
に
修
了
証
が

授
与
さ
れ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
座

学
（
講
義
）、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
実

習
か
ら
な
り
、
傾
聴
ス
キ
ル
や
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
能
力
、
宗
教
間
対

話
や
宗
教
協
力
の
能
力
、
宗
教
者
以

外
の
諸
機
関
と
の
連
携
方
法
等
を
学

ぶ
。
宗
教
宗
派
を
超
え
て
、
お
互
い

の
立
場
や
経
験
、
価
値
観
を
尊
重
し

な
が
ら
心
の
ケ
ア
を
学
ぶ
「
臨
床
宗

教
師
研
修
」
は
、
受
講
者
が
自
ら
の

信
仰
を
問
い
直
し
、
宗
教
者
と
し
て

の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
。

東
北
大
学
大
学
院
実
践
宗
教
学

寄
附
講
座
の
高た

か
は
し
は
ら

橋
原
教
授
は
、
宗
教

者
の
研
修
後
の
活
動
と
し
て
「
福
祉

施
設
で
の
傾
聴
活
動
や
被
災
地
の
仮

設
住
宅
で
の
居
室
訪
問
な
ど
の
、
臨

床
宗
教
師
本
来
の
理
念
に
基
づ
い
た

公
共
的
空
間
で
の
活
動
。
写
経
会
や

音
楽
を
交
え
た
法
話
会
の
実
施
、
葬

儀
後
四
十
九
日
ま
で
の
法
要
に
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
、

宗
教
者
と
し
て
の
活
動
報
告
」
を
あ

げ
て
い
る
。
ま
た
、研
修
に
よ
り「
日
々

の
宗
教
活
動
で
の
信
徒
対
応
の
質
が

向
上
し
、
檀
家
や
教
会
員
、
氏
子
な

ど
と
の
日
常
的
な
関
わ
り
の
中
で
、

良
質
な
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
、
臨
床
宗
教
師
研
修

の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
部
分
で
も
あ

る
」
と
語
っ
て
い
る
。

今
後
の
展
望
と
期
待

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
講
座
を
設

置
す
る
大
学
が
増
え
、
日
本
各
地
に

活
躍
の
場
が
広
が
る
な
か
、
2
0
1
6

（
平
成
28
）年
2
月
に「
臨
床
宗
教
師
」

の
資
格
化
に
向
け
た
認
定
機
関
「
日

本
臨
床
宗
教
師
会
」
が
発
足
。
各
大

学
の
研
修
を
修
了
し
た
臨
床
宗
教
師

や
心
の
ケ
ア
で
実
績
の
あ
る
宗
教
者

を
対
象
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
を
実

施
。
資
格
を
付
与
す
る
予
定
。
統
一

資
格
を
与
え
る
こ
と
で
社
会
へ
の
信

頼
を
得
や
す
く
し
、
有
資
格
同
士
の

交
流
、
対
話
の
ス
キ
ル
な
ど
の
資
質

向
上
を
目
指
し
て
い
る
。

「
多
死
社
会
」
へ
突
入
し
た
日
本

社
会
に
お
い
て
、今
後
ま
す
ま
す
「
臨

床
宗
教
師
」
の
重
要
性
が
高
ま
る
中
、

「
臨
床
宗
教
師
」
自
身
が
よ
り
幅
広

い
分
野
で
の
役
割
を
見
い
だ
し
、
そ

の
ス
キ
ル
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
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応
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。臨
床
宗
教
師
の
養
成
を
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
反
面
、質
の
担
保
も
重

要
な
の
で
、難
し
い
と
こ
ろ
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。

編
集
部
　
最
後
に
、臨
床
宗
教
師
の

今
後
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　
痛
み
に
耐
え
忍
ん
だ
ほ

う
が
何
か
を
見
出
せ
る
、高
み
に
達
す

る
と
い
う
日
本
人
の
精
神
性
が
臨
死

期
ま
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
、心
の
苦
し
み
に
対
し
て
は
、

臨
床
宗
教
師
を
頼
っ
て
ほ
し
い
と
思

う
の
で
す
。こ
れ
か
ら
の
臨
床
宗
教
師

は
、少
し
で
も
心
の
苦
し
み
や
痛
み
に

寄
り
添
っ
て
い
け
る
存
在
だ
と
い
う
信

用
を
社
会
か
ら
受
け
、臨
床
宗
教
師

と
い
う
手
段
が
あ
る
ん
だ
と
世
の
中
に

認
知
さ
れ
、そ
の
中
で
役
目
を
果
た
し

て
い
く
の
が
、今
後
の
あ
る
べ
き
姿
だ

と
思
い
ま
す
。

を
対
象
に
し
た
カ
フ
ェ
を
開
き
、喫
茶

形
式
で
相
談
に
の
る
な
ど
幅
広
く
活

動
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
臨
床
の
現
場
で
は
、臨
床

宗
教
師
は
ど
う
い
っ
た
役
割
を
期
待

さ
れ
て
い
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

池
内
さ
ん
　
宗
教
者
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、人
々
に
と
っ
て
誰
に
も
言
え

な
か
っ
た
こ
と
が
話
せ
る
相
手
で
あ

り
、苦
し
み
を
分
か
ち
あ
い
、決
し
て

見
放
さ
な
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。ま
た
、そ
れ
が
宗
教
そ
の
も
の
が

本
来
持
っ
て
い
る
力
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。死
へ
の
苦
し
み
だ
け
で
な
く
、社

会
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
に
、心

か
ら
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
う
い
っ
た
ベ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
臨

床
宗
教
師
の
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
に

足
り
て
い
な
い
臨
床
宗
教
師

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
と
し
て
感
じ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
課
題
や
問
題
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　
一
番
に
思
う
の
は
、臨
床

宗
教
師
が
足
り
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。世
の
中
に
臨
床
宗
教
師
が

少
し
ず
つ
知
れ
渡
り
、必
要
と
さ
れ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、地
方
に
い
く
ほ

ど
臨
床
宗
教
師
の
数
が
少
な
く
、対

の
で
す
。

編
集
部
　
ど
の
よ
う
に
し
て
臨
床
宗

教
師
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
内
さ
ん
　
臨
床
宗
教
師
は
、東
北

で
医
師
を
さ
れ
て
い
た
故
岡
部 

健
先

生
の
熱
意
が
発
端
で
す
。看
取
り
の

現
場
に
は
欧
米
で
は
当
た
り
前
に
い

る
チ
ャ
プ
レ
ン
の
よ
う
な
存
在
が
日

本
で
も
必
要
だ
と
い
う
考
え
か
ら
、

2
0
0
8（
平
成
20
）年
頃
か
ら
活
動

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。そ
の
後
、東
北

大
学
で
臨
床
宗
教
師
の
研
修
や
認
定

を
行
う
よ
う
に
な
り
、私
は
、宗
教
色

の
な
い
東
北
大
学
で
実
施
さ
れ
て
い
る

点
に
興
味
を
持
ち
、2
年
ほ
ど
前
に
研

修
を
受
け
ま
し
た
。今
で
は
宗
教
系
の

８
つ
の
大
学
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
現
在
は
、臨
床
宗
教
師
と

し
て
ど
う
い
っ
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る

の
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　
埼
玉
県
に
あ
る
緩
和
ケ

ア
病
棟
で
、臨
床
宗
教
師
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。で
す

が
、臨
床
宗
教
師
は
、臨
床
の
現
場
に

限
ら
ず
、孤
独
や
社
会
の
問
題
を
抱

え
て
い
る
人
た
ち
の
心
の
ケ
ア
も
し
て

い
ま
す
。東
日
本
大
震
災
の
際
は
、被

災
地
に
行
っ
て
話
を
聞
き
ま
し
た
。さ

ら
に
冬
に
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
た
め
の
越

冬
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、都

営
住
宅
な
ど
の
独
居
の
高
齢
者
さ
ん

誰
に
も
言
え
な
い
こ
と
を

話
せ
る
の
が
宗
教
者

編
集
部
　
池
内
さ
ん
は
東
京
の
平
田

神
社
の
神
職
の
他
に
、精
神
科
医
・
産

業
医
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。臨
床

宗
教
師
に
な
ら
れ
た
動
機
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　

精
神
科
医
療

を
行
っ
て
い
て

感
じ
て
い
た

の
は
、い
く
ら

患
者
さ
ん
の

苦
し
み
に
よ

り
添
い
た
い

と
思
っ
て
も
、

今
の
医
療
制

度
で
は
、十
分

な
時
間
を
か

け
る
こ
と
は

難
し
い
面
が

あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。ま

た
、人
が
亡
く

な
る
時
の
深
い
部
分
の
苦
し
み
や
悲
し

み
と
い
っ
た
感
情
へ
の
ケ
ア
は
足
り
て

な
い
と
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。た
だ
、私

の
中
に
は
、宗
教
者
と
し
て
の
神
道
が

あ
る
の
で
、そ
れ
を
ど
う
い
っ
た
手
段

で
伝
え
れ
ば
い
い
の
か
と
考
え
て
い
た

時
に
、臨
床
宗
教
師
の
存
在
を
知
っ
た

現代の社会問題に取り組む
臨床宗教師　池内 龍太郎さん

臨床宗教師の具体的な活動や役割など、医師・医学博士・労働衛生コンサルタントと
多方面で活躍されている平田神社の池

い け う ち

内龍
り ゅ う た ろ う

太郎さんにお聞きしました。

臨床宗教師の池内龍太郎さん
入院中の方を伺うとき池内さんは、何か繋がり
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前
に
し
た
人
に
働
き
か
け
る
対
症
療

法
の
よ
う
な
も
の
で
す
。一
方
、地
域
の

宗
教
者
は
、生
き
る
上
で
の
苦
悩
へ
の

向
き
合
い
方
や
死
生
観
を
普
段
か
ら

伝
え
る
、予
防
医
療
の
よ
う
な
役
割

で
し
ょ
う
。こ
の
両
方
の
役
割
が
大
切

に
な
り
ま
す
。ま
た
、若
い
副
住
職
の

方
々
に
臨
床
宗
教
師
と
し
て
活
動
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、住
職
に
な
っ
た
際

に
そ
の
経
験
を
生
か
せ
る
と
も
思
い
ま

す
。そ
し
て
、人
々
の
ケ
ア
に
広
く
関

わ
る
た
め
に
は
宗
教
者
の
壁
を
低
く

す
る
必
要
も
。我
々
自
身
が
同
級
生
と

の
交
友
や
子
ど
も
の
P
T
A
活
動
な

ど
を
通
し
て
、宗
教
者
以
外
の
立
場
か

ら
地
域
の
人
々
と
接
し
た
り
、自
分
が

感
じ
て
い
る
こ
と
を
素
直
に
人
々
に
伝

え
た
り
す
る
姿
勢
が
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

教
師
研
修
第
１
期
を
修
了
し
、こ
の
活

動
を
始
め
ま
し
た
。

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
に
な
っ
て
得

ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
お
あ
り
で
す
か
。

髙
橋
さ
ん
　
岡
部
先
生
や
多
く
の
患

者
さ
ん
の
看
取
り
に
関
わ
り
、死
は
す

べ
て
の
生
命
に
訪
れ
る
普
遍
的
な
出

来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、１
人
の
人
間

が
生
ま
れ
て
死
ん
で
い
く
こ
と
は
と
て

も
個
別
で
特
別
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま

し
た
。そ
し
て
死
ん
だ
後
は
心
も
体
も

自
然
の
中
に
溶
け
込
ん
で
こ
の
自
然

と
共
に
巡
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持

ち
ま
し
た
。葬
儀
に
も
こ
れ
ま
で
以
上

に
本
気
で
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

多
く
の
人
を
ケ
ア
す
る
た
め

宗
教
者
間
の
壁
を
低
く
す
る

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
の
課
題
や
今

後
の
あ
り
方
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

髙
橋
さ
ん
　
必
要
と
し
て
い
る
人
に

応
え
る
た
め
に
は
臨
床
宗
教
師
を
広

く
周
知
し
啓
発
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。こ
の
た
め
、臨
床
宗
教
師
た
ち

が
日
本
各
地
で
講
演
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。さ
ら
に
、地
域
の
宗
教
者
と

共
に
人
々
に
関
わ
れ
る
と
よ
い
の
だ
と

思
い
ま
す
。臨
床
宗
教
師
は
死
を
目

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
に
な
ら
れ
た

動
機
や
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

髙
橋
さ
ん
　
東
日
本
大
震
災
で
被
災

し
た
方
々
の
支
援
を
行
う
中
で
、宮
城

県
名
取
市
の
岡
部
医
院
前
院
長
で
あ

る
岡
部
健
先
生
に
出
会
っ
た
こ
と
が
は

じ
ま
り
で
す
。岡
部
先
生
は
が
ん
患
者

の
在
宅
緩
和
ケ
ア
を
実
践
さ
れ
て
き

た
中
で
、終
末
期
ケ
ア
に
宗
教
者
が
関

わ
る
必
要
性
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、地

域
の
住
民
が
宗
教
者
に
話
を
す
る
こ

と
で
安
心
す
る
様
子
を
見
て
、宗
教

者
の
重
要
性
と
宗
教
宗
派
を
超
え
た

宗
教
者
の
協
力
の
必
要
性
と
可
能
性

を
感
じ
た
よ
う
で
す
。岡
部
先
生
は
東

北
大
学
と
宮
城
県
の
宗
教
者
た
ち
と

連
携
を
し
て
、2
0
1
2（
平
成
24
）年

に
臨
床
宗
教
師
養
成
の
研
修
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。津
波
か
ら
患
者
を
救
お

う
と
し
て
命
を
失
っ
た
岡
部
医
院
の

看
護
師
の
こ
と
や
、ご
自
身
が
が
ん
を

患
い
余
命
わ
ず
か
だ
っ
た
こ
と
も
設
立

へ
の
想
い
の
中
に
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。そ
ん
な
中
で
、私
は
岡
部
先
生
に

ご
自
身
の
最
期
を
看
取
る
よ
う
言
わ

れ
た
の
で
す
。僧
侶
は
人
の
生
死
を
語

る
存
在
で
す
が
私
は
亡
く
な
っ
た
後

に
し
か
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
が
死
ん
で
い
く
姿
を
見
な
く
て
は

い
け
な
い
と
い
う
の
で
す
。そ
れ
で
、岡

部
先
生
の
看
取
り
に
関
わ
り
、臨
床
宗

医
療
従
事
者
で
は
答
え
ら
れ
な
い

終
末
期
の
人
の
苦
悩
に
寄
り
添
う

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
と
し
て
の
活

動
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

髙
橋
さ
ん
　
主
に
自
宅
で
最
期
を
迎

え
た
い
と
い
う
が
ん
患
者
さ
ん
の
お
宅

に
伺
い
、患
者

さ
ん
の
お
話

を
聴
い
た
り

手
を
握
っ
た

り
、ご
家
族
の

お
話
を
聴
い

た
り
し
ま
す
。

ま
た
、地
元
の

病
院
や
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
施

設
で
、患
者
さ

ん
や
ご
家
族

の
お
話
を
聴

く
こ
と
も
あ

り
ま
す
。医
療

ス
タ
ッ
フ
と
協

力
を
し
な
が

ら
活
動
を
し

ま
す
が
、臨
床
宗
教
師
は
医
療
や
心

理
療
法
的
な
技
法
は
使
え
ま
せ
ん
。死

ん
だ
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
ど
う
な
る
の

か
な
ど
、医
療
従
事
者
で
は
答
え
の
出

せ
な
い
苦
悩
に
対
し
て
、宗
教
者
と
し

て
共
に
悩
み
手
を
合
わ
せ
、寄
り
添
い

支
え
る
存
在
で
す
。

臨床宗教師として終末期の人 に々寄り添う
臨床宗教師　髙橋 悦堂さん

宮城県で活動をされている
曹洞宗円

え ん つ う ざ ん

通山普
ふ も ん じ

門寺の髙
た か は し え つ ど う

橋悦堂副住職にお話を伺いました。

臨床宗教師の髙橋悦堂さん信者さんに語りかける髙橋副住職

＜取材協力＞
髙橋 悦堂さん
曹洞宗円通山普門寺 副住職
〒 987-2308
宮城県栗原市一迫真坂字清水小館 69
TEL：090-4880-1203
email：tarumitarutarumi@yahoo.co.jp
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応
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。臨
床
宗
教
師
の
養
成
を
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
反
面
、質
の
担
保
も
重

要
な
の
で
、難
し
い
と
こ
ろ
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。

編
集
部
　
最
後
に
、臨
床
宗
教
師
の

今
後
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　
痛
み
に
耐
え
忍
ん
だ
ほ

う
が
何
か
を
見
出
せ
る
、高
み
に
達
す

る
と
い
う
日
本
人
の
精
神
性
が
臨
死

期
ま
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
、心
の
苦
し
み
に
対
し
て
は
、

臨
床
宗
教
師
を
頼
っ
て
ほ
し
い
と
思

う
の
で
す
。こ
れ
か
ら
の
臨
床
宗
教
師

は
、少
し
で
も
心
の
苦
し
み
や
痛
み
に

寄
り
添
っ
て
い
け
る
存
在
だ
と
い
う
信

用
を
社
会
か
ら
受
け
、臨
床
宗
教
師

と
い
う
手
段
が
あ
る
ん
だ
と
世
の
中
に

認
知
さ
れ
、そ
の
中
で
役
目
を
果
た
し

て
い
く
の
が
、今
後
の
あ
る
べ
き
姿
だ

と
思
い
ま
す
。

を
対
象
に
し
た
カ
フ
ェ
を
開
き
、喫
茶

形
式
で
相
談
に
の
る
な
ど
幅
広
く
活

動
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
臨
床
の
現
場
で
は
、臨
床

宗
教
師
は
ど
う
い
っ
た
役
割
を
期
待

さ
れ
て
い
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

池
内
さ
ん
　
宗
教
者
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、人
々
に
と
っ
て
誰
に
も
言
え

な
か
っ
た
こ
と
が
話
せ
る
相
手
で
あ

り
、苦
し
み
を
分
か
ち
あ
い
、決
し
て

見
放
さ
な
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。ま
た
、そ
れ
が
宗
教
そ
の
も
の
が

本
来
持
っ
て
い
る
力
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。死
へ
の
苦
し
み
だ
け
で
な
く
、社

会
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
に
、心

か
ら
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
う
い
っ
た
ベ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
臨

床
宗
教
師
の
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
に

足
り
て
い
な
い
臨
床
宗
教
師

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
と
し
て
感
じ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
課
題
や
問
題
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　
一
番
に
思
う
の
は
、臨
床

宗
教
師
が
足
り
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。世
の
中
に
臨
床
宗
教
師
が

少
し
ず
つ
知
れ
渡
り
、必
要
と
さ
れ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、地
方
に
い
く
ほ

ど
臨
床
宗
教
師
の
数
が
少
な
く
、対

の
で
す
。

編
集
部
　
ど
の
よ
う
に
し
て
臨
床
宗

教
師
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
内
さ
ん
　
臨
床
宗
教
師
は
、東
北

で
医
師
を
さ
れ
て
い
た
故
岡
部 

健
先

生
の
熱
意
が
発
端
で
す
。看
取
り
の

現
場
に
は
欧
米
で
は
当
た
り
前
に
い

る
チ
ャ
プ
レ
ン
の
よ
う
な
存
在
が
日

本
で
も
必
要
だ
と
い
う
考
え
か
ら
、

2
0
0
8（
平
成
20
）年
頃
か
ら
活
動

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。そ
の
後
、東
北

大
学
で
臨
床
宗
教
師
の
研
修
や
認
定

を
行
う
よ
う
に
な
り
、私
は
、宗
教
色

の
な
い
東
北
大
学
で
実
施
さ
れ
て
い
る

点
に
興
味
を
持
ち
、2
年
ほ
ど
前
に
研

修
を
受
け
ま
し
た
。今
で
は
宗
教
系
の

８
つ
の
大
学
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
現
在
は
、臨
床
宗
教
師
と

し
て
ど
う
い
っ
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る

の
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　
埼
玉
県
に
あ
る
緩
和
ケ

ア
病
棟
で
、臨
床
宗
教
師
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。で
す

が
、臨
床
宗
教
師
は
、臨
床
の
現
場
に

限
ら
ず
、孤
独
や
社
会
の
問
題
を
抱

え
て
い
る
人
た
ち
の
心
の
ケ
ア
も
し
て

い
ま
す
。東
日
本
大
震
災
の
際
は
、被

災
地
に
行
っ
て
話
を
聞
き
ま
し
た
。さ

ら
に
冬
に
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
た
め
の
越

冬
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、都

営
住
宅
な
ど
の
独
居
の
高
齢
者
さ
ん

誰
に
も
言
え
な
い
こ
と
を

話
せ
る
の
が
宗
教
者

編
集
部
　
池
内
さ
ん
は
東
京
の
平
田

神
社
の
神
職
の
他
に
、精
神
科
医
・
産

業
医
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。臨
床

宗
教
師
に
な
ら
れ
た
動
機
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

池
内
さ
ん
　

精
神
科
医
療

を
行
っ
て
い
て

感
じ
て
い
た

の
は
、い
く
ら

患
者
さ
ん
の

苦
し
み
に
よ

り
添
い
た
い

と
思
っ
て
も
、

今
の
医
療
制

度
で
は
、十
分

な
時
間
を
か

け
る
こ
と
は

難
し
い
面
が

あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。ま

た
、人
が
亡
く

な
る
時
の
深
い
部
分
の
苦
し
み
や
悲
し

み
と
い
っ
た
感
情
へ
の
ケ
ア
は
足
り
て

な
い
と
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。た
だ
、私

の
中
に
は
、宗
教
者
と
し
て
の
神
道
が

あ
る
の
で
、そ
れ
を
ど
う
い
っ
た
手
段

で
伝
え
れ
ば
い
い
の
か
と
考
え
て
い
た

時
に
、臨
床
宗
教
師
の
存
在
を
知
っ
た

現代の社会問題に取り組む
臨床宗教師　池内 龍太郎さん

臨床宗教師の具体的な活動や役割など、医師・医学博士・労働衛生コンサルタントと
多方面で活躍されている平田神社の池

い け う ち

内龍
り ゅ う た ろ う

太郎さんにお聞きしました。

臨床宗教師の池内龍太郎さん
入院中の方を伺うとき池内さんは、何か繋がり
があるものをと「手のひら地蔵」を渡している

＜取材協力＞
池内 龍太郎さん
平田神社　権禰宜
〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 3-8-10

関東臨床宗教師会 代表
日本臨床宗教師会 理事
東京 Café de Monk 代表
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TEL：03-3242-6139
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前
に
し
た
人
に
働
き
か
け
る
対
症
療

法
の
よ
う
な
も
の
で
す
。一
方
、地
域
の

宗
教
者
は
、生
き
る
上
で
の
苦
悩
へ
の

向
き
合
い
方
や
死
生
観
を
普
段
か
ら

伝
え
る
、予
防
医
療
の
よ
う
な
役
割

で
し
ょ
う
。こ
の
両
方
の
役
割
が
大
切

に
な
り
ま
す
。ま
た
、若
い
副
住
職
の

方
々
に
臨
床
宗
教
師
と
し
て
活
動
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、住
職
に
な
っ
た
際

に
そ
の
経
験
を
生
か
せ
る
と
も
思
い
ま

す
。そ
し
て
、人
々
の
ケ
ア
に
広
く
関

わ
る
た
め
に
は
宗
教
者
の
壁
を
低
く

す
る
必
要
も
。我
々
自
身
が
同
級
生
と

の
交
友
や
子
ど
も
の
P
T
A
活
動
な

ど
を
通
し
て
、宗
教
者
以
外
の
立
場
か

ら
地
域
の
人
々
と
接
し
た
り
、自
分
が

感
じ
て
い
る
こ
と
を
素
直
に
人
々
に
伝

え
た
り
す
る
姿
勢
が
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

教
師
研
修
第
１
期
を
修
了
し
、こ
の
活

動
を
始
め
ま
し
た
。

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
に
な
っ
て
得

ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
お
あ
り
で
す
か
。

髙
橋
さ
ん
　
岡
部
先
生
や
多
く
の
患

者
さ
ん
の
看
取
り
に
関
わ
り
、死
は
す

べ
て
の
生
命
に
訪
れ
る
普
遍
的
な
出

来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、１
人
の
人
間

が
生
ま
れ
て
死
ん
で
い
く
こ
と
は
と
て

も
個
別
で
特
別
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま

し
た
。そ
し
て
死
ん
だ
後
は
心
も
体
も

自
然
の
中
に
溶
け
込
ん
で
こ
の
自
然

と
共
に
巡
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持

ち
ま
し
た
。葬
儀
に
も
こ
れ
ま
で
以
上

に
本
気
で
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

多
く
の
人
を
ケ
ア
す
る
た
め

宗
教
者
間
の
壁
を
低
く
す
る

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
の
課
題
や
今

後
の
あ
り
方
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

髙
橋
さ
ん
　
必
要
と
し
て
い
る
人
に

応
え
る
た
め
に
は
臨
床
宗
教
師
を
広

く
周
知
し
啓
発
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。こ
の
た
め
、臨
床
宗
教
師
た
ち

が
日
本
各
地
で
講
演
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。さ
ら
に
、地
域
の
宗
教
者
と

共
に
人
々
に
関
わ
れ
る
と
よ
い
の
だ
と

思
い
ま
す
。臨
床
宗
教
師
は
死
を
目

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
に
な
ら
れ
た

動
機
や
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

髙
橋
さ
ん
　
東
日
本
大
震
災
で
被
災

し
た
方
々
の
支
援
を
行
う
中
で
、宮
城

県
名
取
市
の
岡
部
医
院
前
院
長
で
あ

る
岡
部
健
先
生
に
出
会
っ
た
こ
と
が
は

じ
ま
り
で
す
。岡
部
先
生
は
が
ん
患
者

の
在
宅
緩
和
ケ
ア
を
実
践
さ
れ
て
き

た
中
で
、終
末
期
ケ
ア
に
宗
教
者
が
関

わ
る
必
要
性
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、地

域
の
住
民
が
宗
教
者
に
話
を
す
る
こ

と
で
安
心
す
る
様
子
を
見
て
、宗
教

者
の
重
要
性
と
宗
教
宗
派
を
超
え
た

宗
教
者
の
協
力
の
必
要
性
と
可
能
性

を
感
じ
た
よ
う
で
す
。岡
部
先
生
は
東

北
大
学
と
宮
城
県
の
宗
教
者
た
ち
と

連
携
を
し
て
、2
0
1
2（
平
成
24
）年

に
臨
床
宗
教
師
養
成
の
研
修
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。津
波
か
ら
患
者
を
救
お

う
と
し
て
命
を
失
っ
た
岡
部
医
院
の

看
護
師
の
こ
と
や
、ご
自
身
が
が
ん
を

患
い
余
命
わ
ず
か
だ
っ
た
こ
と
も
設
立

へ
の
想
い
の
中
に
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。そ
ん
な
中
で
、私
は
岡
部
先
生
に

ご
自
身
の
最
期
を
看
取
る
よ
う
言
わ

れ
た
の
で
す
。僧
侶
は
人
の
生
死
を
語

る
存
在
で
す
が
私
は
亡
く
な
っ
た
後

に
し
か
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
が
死
ん
で
い
く
姿
を
見
な
く
て
は

い
け
な
い
と
い
う
の
で
す
。そ
れ
で
、岡

部
先
生
の
看
取
り
に
関
わ
り
、臨
床
宗

医
療
従
事
者
で
は
答
え
ら
れ
な
い

終
末
期
の
人
の
苦
悩
に
寄
り
添
う

編
集
部
　
臨
床
宗
教
師
と
し
て
の
活

動
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

髙
橋
さ
ん
　
主
に
自
宅
で
最
期
を
迎

え
た
い
と
い
う
が
ん
患
者
さ
ん
の
お
宅

に
伺
い
、患
者

さ
ん
の
お
話

を
聴
い
た
り

手
を
握
っ
た

り
、ご
家
族
の

お
話
を
聴
い

た
り
し
ま
す
。

ま
た
、地
元
の

病
院
や
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
施

設
で
、患
者
さ

ん
や
ご
家
族

の
お
話
を
聴

く
こ
と
も
あ

り
ま
す
。医
療

ス
タ
ッ
フ
と
協

力
を
し
な
が

ら
活
動
を
し

ま
す
が
、臨
床
宗
教
師
は
医
療
や
心

理
療
法
的
な
技
法
は
使
え
ま
せ
ん
。死

ん
だ
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
ど
う
な
る
の

か
な
ど
、医
療
従
事
者
で
は
答
え
の
出

せ
な
い
苦
悩
に
対
し
て
、宗
教
者
と
し

て
共
に
悩
み
手
を
合
わ
せ
、寄
り
添
い

支
え
る
存
在
で
す
。

臨床宗教師として終末期の人 に々寄り添う
臨床宗教師　髙橋 悦堂さん

宮城県で活動をされている
曹洞宗円

え ん つ う ざ ん

通山普
ふ も ん じ

門寺の髙
た か は し え つ ど う

橋悦堂副住職にお話を伺いました。

臨床宗教師の髙橋悦堂さん信者さんに語りかける髙橋副住職

＜取材協力＞
髙橋 悦堂さん
曹洞宗円通山普門寺 副住職
〒 987-2308
宮城県栗原市一迫真坂字清水小館 69
TEL：090-4880-1203
email：tarumitarutarumi@yahoo.co.jp

北海道東北臨床宗教師会 理事
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三
柱
鳥
居
の
話
が
・
・
・
風
に
吹
か
れ
て

風まかせ ⓯
野田博明

1

2

3

4

三み
は
し
ら柱

鳥
居
と
い
う
謎
を
秘
め
た
不

思
議
な
鳥
居
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
も

そ
も
鳥
居
と
は
・
・
・
と
考
え
始
め
た

と
こ
ろ
で
、
か
ね
て
喉
に
刺
さ
っ
た
小

骨
の
よ
う
に
心
に
引
っ
か
か
っ
て
い
た

あ
る
疑
念
が
膨
ら
ん
で
き
た
。
そ
れ
は

ト
ー
ラ
ー
ま
た
は
律
法
と
称
さ
れ
る
ユ

ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教

に
共
通
す
る
教
典
と
の
関
わ
り
で
あ

る
。
律
法
と
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い

言
葉
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
旧
約

聖
書
の
こ
と
だ
と
い
え
ば
、
そ
れ
な
ら

ば
知
っ
て
い
る
と
う
な
ず
く
人
も
多
い

は
ず
。
そ
の
“
出
エ
ジ
プ
ト
記
”
に
鳥

居
の
起
源
と
も
い
う
べ
き
記
述
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
細
か
い
こ
と
が
気
に
な
る

タ
チ
の
筆
者
で
あ
る
、
風
ま
か
せ
よ
ろ

し
く
風
に
吹
か
れ
て
三
柱
鳥
居
の
話

は
あ
さ
っ
て
の
方
角
へ
と
飛
ん
で
い
く
。

要
は
こ
う
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
奴

隷
の
ご
と
く
虐
げ
ら
れ
て
い
た
イ
ス
ラ

エ
ル
の
民
（
ヤ
コ
ブ
の
末
裔
）
が
モ
ー

セ
に
率
い
ら
れ
、
故
地
カ
ナ
ン
へ
と
脱

出
す
る
譚は

な
し

の
な
か
に
重
要
な
舞
台
装

置
と
し
て
鳥
居
が
登
場
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
鳥
居
に
絡
む

奇
妙
な
物
語
が
我
が
国
の
蘇そ

み
ん
し
ょ
う
ら
い

民
将
来

伝
誦
に
酷
似
し
、
何
故
か
鳥
居
の

話
が
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
へ
と
行
き

つ
い
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
エ
ジ
プ
ト
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
を
頑
な
に
拒
む
エ
ジ

プ
ト
王
フ
ァ
ラ
オ
に
対
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ

の
絶
対
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
次
々
と
禍ま

が
ご
と事

を
見
舞
う
。
解
放
の
約
束
を
度
々
反

故
に
す
る
フ
ァ
ラ
オ
に
業
を
煮
や
し
た

神
が
最
後
の
鉄
槌
を
下
し
た
の
が
、

初う

い

ご子
の
災さ

い

か禍
と
い
う
身
の
毛
も
よ
だ

つ
報
復
劇
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
の
人
や
家
畜
の
長
子
を

皆
殺
し
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の

だ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
巻
き
添
え

に
せ
ぬ
よ
う
に
予
め
識
別
の
徴し

る
し

を
諭

す
。
生
贄
と
な
す
子
羊
の
血
を
ヒ
ソ

プ
と
い
う
薬
草
に
た
っ
ぷ
り
つ
け
、
家

の
門
の
二
本
の
柱
と
そ
の
鴨
居
に
塗
り

つ
け
、
一
切
、
そ
の
門
か
ら
出
る
な
と

命
じ
た
の
で
あ
る
。

真
夜
中
に
な
っ
て
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は

エ
ジ
プ
ト
の
闇
の
空
を
飛
行
す
る
。

そ
し
て
赤
い
門
の
家
だ
け
は
過
越
し

て
、
エ
ジ
プ
ト
中
の
人
や
家
畜
の
長

子
を
打
ち
殺
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

惨
劇
に
慄お

の
の

い
た
フ
ァ
ラ
オ
は
モ
ー
セ
に

急
ぎ
こ
の
地
を
立
ち
去
る
よ
う
に
伝

え
た
。
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
は
神
か
ら
約
束
さ
れ
た
カ

ナ
ン
の
地
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

故
事
に
ち
な
み
過す

ぎ

こ越
し
の
供く

ぎ儀
と
名

付
け
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
重
要
な
祭

り
が
春
の
季
節
の
一
週
間
、
今
日
ま

で
絶
え
る
こ
と
な
く
守
り
続
け
ら
れ

て
き
た
。

さ
て
、
目
印
と
な
っ
た
赤
く
塗
ら

れ
た
二
本
の
柱
と
そ
の
上
に
架
け
ら
れ

た
横
木
で
あ
る
が
、
そ
の
形
状
は
朱

色
の
鳥
居
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

鳥
居
が
災
禍
を
免
れ
る
徴し

る

し標
で
あ
っ

た
と
い
う
点
は
、
我
が
国
の
鳥
居
の

内
が
清
浄
な
神
域
で
あ
り
災
厄
か
ら

隔
離
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
と
の
約
束

事
と
見
事
に
平ひ

ょ
う
そ
く仄
が
合
う
。
し
か
も
、

鳥
居
（torii

）
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
門
扉

を
意
味
す
るTar'a

（
タ
ラ
ー
）
の

転て

ん

か訛
で
あ
る
と
の
説
な
ど
は
古
代
史

フ
ァ
ン
に
は
あ
ま
り
に
魅
惑
的
に
過
ぎ

る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
備
後
国
風
土
記
逸
文
に

王
子
神
社
（
福
山
市
）
の
由
来
を
語

る
「
疫え

の
く
ま隈

の
国
つ
社や

し
ろ

・
蘇
民
将
来
」

な
る
一
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
鎌
倉
時
代
の
釈
日
本
紀
は
、「
こ

れ
則
ち
祇
園
社
の
本
縁
な
り
」
と
当

神
社
が
京
都
の
八
坂
神
社
（
旧
名
・

祇
園
社
）
の
起
源
で
あ
る
と
注
釈
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
坂
神
社
の
ご
祭

神
で
あ
る
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
と
八
人
の
御
子

神
が
防
疫
の
神
と
崇
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
発
端
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

逸
文
は
素
戔
嗚
尊
で
あ
る
こ
と
を

隠
し
た
武む

ー
た
ん塔
の
神
が
こ
の
地
に
住
む

将
来
兄
弟
に
一
夜
の
宿
を
求
め
た
こ

と
に
始
ま
る
。
資
産
家
の
弟
・
巨こ

た

ん旦

将
来
は
そ
の
依
頼
を
邪
険
に
断
る
。

一
方
で
、
兄
の
蘇そ

み

ん民
将
来
は
貧
し
い

生
活
の
な
か
さ
さ
や
か
乍
ら
も
粟
飯

な
ど
で
歓
待
す
る
。
数
年
後
、
武
塔
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四国霊場　雲辺寺にて

1 木嶋坐天照御魂神社の三柱鳥居
2 風の神を祀る龍田大社・両部鳥居
3 律法（キリスト教の旧約聖書）
4 蘇民将来伝誦縁の王子神社（福山市）
5 祇園祭宵山の八坂神社
6 祇園祭・長刀鉾が神域に近づく
7 月鉾の懸装　ムガル絨毯　前懸・メダリオ

ン中東連花葉文様ラホール絨毯
8 北観音山（曳山）の胴懸・ムガル絨毯
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7

の
神
は
御
子
神
た
ち
を
連
れ
蘇
民
の

も
と
へ
立
ち
寄
っ
た
。
そ
し
て
、
家
族

が
家
に
い
る
こ
と
を
確
か
め
、
腰
に
茅

の
輪
を
つ
け
る
よ
う
に
と
告
げ
る
。

夜
が
訪
れ
る
と
武
塔
は
神
の
意
志

を
疎う

と

ん
じ
た
者
へ
の
報
復
を
開
始
、

蘇
民
と
そ
の
娘
を
除
き
巨
旦
や
世
の

人
々
を
皆
殺
し
に
し
た
。
己
の
正
体

を
明
か
し
た
素
戔
嗚
尊
は
、
今
後
、

流
行
り
病
な
ど
災
い
が
起
こ
る
と
き

蘇
民
将
来
の
子
孫
で
あ
る
と
宣
言
し

腰
に
茅
の
輪
を
つ
け
よ
、
さ
す
れ
ば

災
厄
を
免
れ
る
と
諭さ

と

し
た
と
い
う
譚

で
あ
る
。

初
子
の
災
禍
で
は
護
符
が
血
で
染

め
た
赤
い
鳥
居
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ

ち
ら
で
は
茅
の
輪
に
代
わ
っ
て
い
る
も

の
の
、
夜
に
な
っ
て
荒
ぶ
る
神
が
殲
滅

の
災
禍
を
見
舞
う
内
容
に
は
驚
き
を

禁
じ
得
な
い
。
鳥
居
の
中
に
身
を
隠
し

た
ヤ
コ
ブ
の
末
裔
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル

の
民
を
除
き
、
エ
ジ
プ
ト
の
長
子
が
こ

と
ご
と
く
殺
さ
れ
た
の
と
酷
似
し
て

い
る
。
し
か
も
、
過
越
し
の
供
儀
の
な

か
に
腰
に
紐
を
締
め
よ
と
い
う
掟
が

あ
る
が
、
茅
の
輪
を
腰
に
着
け
よ
と
い

う
お
告
げ
ま
で
も
が
似
通
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
蘇
民
の
妻
は
家
族
で
あ
る

の
に
命
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
律

法
・
創
世
記
の
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
の
罪

深
い
町
が
天
か
ら
降
り
注
ぐ
硫
黄
の

火
で
全
滅
す
る
下
り
に
あ
る
ア
ブ
ラ

ハ
ム
の
甥
・
ロ
ト
と
家
族
の
運
命
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ロ

ト
と
そ
の
妻
、
娘
た
ち
に
生
か
し
て
や

る
か
ら
町
を
出
ろ
と
告
げ
る
。
神
と

の
約
束
を
守
っ
た
ロ
ト
と
娘
は
生
き
残

り
、
約
束
を
破
っ
た
妻
は
命
を
失
い
死

海
の
塩
柱
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
殺

さ
れ
た
蘇
民
の
妻
も
尊
の
怒
り
に
触

れ
る
掟
破
り
を
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
ん
な
蘇
民
将
来
の
話
に
顕
れ
た

素
戔
嗚
尊
を
ご
祭
神
と
す
る
京
都
の

八
坂
神
社
。
過
越
し
の
祭
り
に
は
及

ば
な
い
が
、
そ
の
創
始
を
千
百
年
前

に
も
と
め
、
氏
子
た
ち
が
災
厄
の
除

去
を
祈
る
神
事
と
し
て
営
々
と
守
り

通
し
て
き
た
祭
り
こ
そ
が
京
都
の
夏

の
風
物
詩
と
な
っ
た
祇
園
祭
な
の
で

あ
る
。

武
塔
の
神
の
故
事
に
倣な

ら

い
、
祭
り

に
参
加
す
る
も
の
は
皆
、「
蘇
民
将
来

子
孫
也
」
と
墨
書
さ
れ
た
護
符
を
身

に
つ
け
、
７
月
３１
日
に
蘇
民
将
来
を

祀
る
境
内
摂
社
・
疫え

き

神
社
で
執
り
行

わ
れ
る
夏な

ご越
し
祭
り
で
茅
之
輪
守
と

粟
餅
を
社
前
に
て
授
与
し
、
ひ
と
月

に
わ
た
る
祇
園
祭
の
幕
が
閉
じ
ら
れ

る
。こ

の
手
の
話
は
明
治
時
代
に
日に

ち

ゆ猶

同
祖
論
が
唱
え
ら
れ
て
以
来
、
日
本

人
の
み
な
ら
ず
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
部
の

人
々
の
な
か
で
根
強
く
支
持
さ
れ
て

き
た
。
北
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
滅
亡
と
と

も
に
二
千
七
百
年
前
に
姿
を
消
し
た

イ
ス
ラ
エ
ル
の
“
失
わ
れ
た

１０
支
族
”

の
一
部
が
日
本
へ
渡
っ
て
き
た
と
い
う

譚
で
あ
る
。
か
の
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
ダ
サ

ン
（
山
本
七
平
氏
）
も
同
祖
説
を
証

明
し
た
も
の
に
は
全
財
産
を
贈
る
と

遺
言
を
残
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
金
持

ち
が
南
ア
フ
リ
カ
に
い
た
と
の
貴
重

な
？
情
報
を
伝
え
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。縷

々
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
日
猶

文
化
の
相
似
性
を
世
界
広
布
説
話
の

類
と
一
笑
に
付
す
の
は
簡
単
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
片
々
が
今
日
ま
で
延
々

と
祭
り
や
習
俗
と
し
て
現
実
に
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、一
面
、
そ
う
し

た
精
神
文
化
を
宿
す
民
が
確
か
に
こ

の
地
に
や
っ
て
来
て
、
供
儀
の
掟
を

守
り
な
が
ら
生
き
永
ら
え
て
き
た
こ

と
の
証
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

祇
園
祭
の
山
鉾
を
絢
爛
に
飾
る

懸け

そ

う装
品
の
な
か
に
世
界
に
数
点
し
か

な
い
幻
の
絨
毯
を
含
め
三
十
余
品
に

お
よ
ぶ
ム
ガ
ー
ル
・
イ
ス
ラ
ム
王
朝
や

ペ
ル
シ
ャ
最
盛
期
の
絨
毯
・
タ
ペ
ス
ト

リ
ー
の
逸
品
が
室
町
や
江
戸
時
代
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
人

は
少
な
い
。
な
ぜ
、
世
界
の
垂
涎
の

的
と
な
る
幻
の
イ
ス
ラ
ム
の
織
物
が

か
く
も
多
数
、
極
東
の
地
に
、
し
か

も
祇
園
祭
と
い
う
厄
除
け
神
事
に
集

結
し
た
の
か
、
あ
る
強
い
歴
史
の
意

志
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
ミ
・
ガ
ド
ー
（m

i gadol
）

は
偉
大
な
者
と
い
う
意
味
だ
そ
う

だ
。
我
が
国
の
偉
大
な
方
と
は
ミ
カ

ド
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

１０
支
族

の
う
ち
日
本
に
渡
っ
て
き
た
の
が
ガ

ド
族
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
言

し
て
お
く
。

三
柱
鳥
居
は
次
回
の
テ
ー
マ
に
譲

る
が
、
日
猶
同
祖
論
の
真
偽
は
風
ま

か
せ
な
ら
ぬ
、
蒸
し
暑
い
夜
風
に
抱

か
れ
て
、
京
の
夜
空
の
闇
の
中
へ
姿

を
溶
か
し
韜と

う
か
い晦
を
決
め
込
ん
で
い
る

の
に
違
い
な
い
。
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三
柱
鳥
居
の
話
が
・
・
・
風
に
吹
か
れ
て

風まかせ ⓯
野田博明

1

2

3

4

三み
は
し
ら柱
鳥
居
と
い
う
謎
を
秘
め
た
不

思
議
な
鳥
居
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
も

そ
も
鳥
居
と
は
・
・
・
と
考
え
始
め
た

と
こ
ろ
で
、
か
ね
て
喉
に
刺
さ
っ
た
小

骨
の
よ
う
に
心
に
引
っ
か
か
っ
て
い
た

あ
る
疑
念
が
膨
ら
ん
で
き
た
。
そ
れ
は

ト
ー
ラ
ー
ま
た
は
律
法
と
称
さ
れ
る
ユ

ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教

に
共
通
す
る
教
典
と
の
関
わ
り
で
あ

る
。
律
法
と
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い

言
葉
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
旧
約

聖
書
の
こ
と
だ
と
い
え
ば
、
そ
れ
な
ら

ば
知
っ
て
い
る
と
う
な
ず
く
人
も
多
い

は
ず
。
そ
の
“
出
エ
ジ
プ
ト
記
”
に
鳥

居
の
起
源
と
も
い
う
べ
き
記
述
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
細
か
い
こ
と
が
気
に
な
る

タ
チ
の
筆
者
で
あ
る
、
風
ま
か
せ
よ
ろ

し
く
風
に
吹
か
れ
て
三
柱
鳥
居
の
話

は
あ
さ
っ
て
の
方
角
へ
と
飛
ん
で
い
く
。

要
は
こ
う
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
奴

隷
の
ご
と
く
虐
げ
ら
れ
て
い
た
イ
ス
ラ

エ
ル
の
民
（
ヤ
コ
ブ
の
末
裔
）
が
モ
ー

セ
に
率
い
ら
れ
、
故
地
カ
ナ
ン
へ
と
脱

出
す
る
譚は

な
し

の
な
か
に
重
要
な
舞
台
装

置
と
し
て
鳥
居
が
登
場
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
鳥
居
に
絡
む

奇
妙
な
物
語
が
我
が
国
の
蘇そ

み
ん
し
ょ
う
ら
い

民
将
来

伝
誦
に
酷
似
し
、
何
故
か
鳥
居
の

話
が
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
へ
と
行
き

つ
い
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
エ
ジ
プ
ト
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
を
頑
な
に
拒
む
エ
ジ

プ
ト
王
フ
ァ
ラ
オ
に
対
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ

の
絶
対
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
次
々
と
禍ま

が
ご
と事

を
見
舞
う
。
解
放
の
約
束
を
度
々
反

故
に
す
る
フ
ァ
ラ
オ
に
業
を
煮
や
し
た

神
が
最
後
の
鉄
槌
を
下
し
た
の
が
、

初う

い

ご子
の
災さ

い

か禍
と
い
う
身
の
毛
も
よ
だ

つ
報
復
劇
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
の
人
や
家
畜
の
長
子
を

皆
殺
し
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の

だ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
巻
き
添
え

に
せ
ぬ
よ
う
に
予
め
識
別
の
徴し

る
し

を
諭

す
。
生
贄
と
な
す
子
羊
の
血
を
ヒ
ソ

プ
と
い
う
薬
草
に
た
っ
ぷ
り
つ
け
、
家

の
門
の
二
本
の
柱
と
そ
の
鴨
居
に
塗
り

つ
け
、
一
切
、
そ
の
門
か
ら
出
る
な
と

命
じ
た
の
で
あ
る
。

真
夜
中
に
な
っ
て
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は

エ
ジ
プ
ト
の
闇
の
空
を
飛
行
す
る
。

そ
し
て
赤
い
門
の
家
だ
け
は
過
越
し

て
、
エ
ジ
プ
ト
中
の
人
や
家
畜
の
長

子
を
打
ち
殺
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

惨
劇
に
慄お

の
の

い
た
フ
ァ
ラ
オ
は
モ
ー
セ
に

急
ぎ
こ
の
地
を
立
ち
去
る
よ
う
に
伝

え
た
。
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
は
神
か
ら
約
束
さ
れ
た
カ

ナ
ン
の
地
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

故
事
に
ち
な
み
過す

ぎ

こ越
し
の
供く

ぎ儀
と
名

付
け
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
重
要
な
祭

り
が
春
の
季
節
の
一
週
間
、
今
日
ま

で
絶
え
る
こ
と
な
く
守
り
続
け
ら
れ

て
き
た
。

さ
て
、
目
印
と
な
っ
た
赤
く
塗
ら

れ
た
二
本
の
柱
と
そ
の
上
に
架
け
ら
れ

た
横
木
で
あ
る
が
、
そ
の
形
状
は
朱

色
の
鳥
居
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

鳥
居
が
災
禍
を
免
れ
る
徴し

る

し標
で
あ
っ

た
と
い
う
点
は
、
我
が
国
の
鳥
居
の

内
が
清
浄
な
神
域
で
あ
り
災
厄
か
ら

隔
離
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
と
の
約
束

事
と
見
事
に
平ひ

ょ
う
そ
く仄
が
合
う
。
し
か
も
、

鳥
居
（torii

）
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
門
扉

を
意
味
す
るTar'a

（
タ
ラ
ー
）
の

転て

ん

か訛
で
あ
る
と
の
説
な
ど
は
古
代
史

フ
ァ
ン
に
は
あ
ま
り
に
魅
惑
的
に
過
ぎ

る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
備
後
国
風
土
記
逸
文
に

王
子
神
社
（
福
山
市
）
の
由
来
を
語

る
「
疫え

の
く
ま隈
の
国
つ
社や

し
ろ

・
蘇
民
将
来
」

な
る
一
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
鎌
倉
時
代
の
釈
日
本
紀
は
、「
こ

れ
則
ち
祇
園
社
の
本
縁
な
り
」
と
当

神
社
が
京
都
の
八
坂
神
社
（
旧
名
・

祇
園
社
）
の
起
源
で
あ
る
と
注
釈
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
坂
神
社
の
ご
祭

神
で
あ
る
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
と
八
人
の
御
子

神
が
防
疫
の
神
と
崇
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
発
端
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

逸
文
は
素
戔
嗚
尊
で
あ
る
こ
と
を

隠
し
た
武む

ー
た
ん塔
の
神
が
こ
の
地
に
住
む

将
来
兄
弟
に
一
夜
の
宿
を
求
め
た
こ

と
に
始
ま
る
。
資
産
家
の
弟
・
巨こ

た

ん旦

将
来
は
そ
の
依
頼
を
邪
険
に
断
る
。

一
方
で
、
兄
の
蘇そ

み

ん民
将
来
は
貧
し
い

生
活
の
な
か
さ
さ
や
か
乍
ら
も
粟
飯

な
ど
で
歓
待
す
る
。
数
年
後
、
武
塔

5

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。

四国霊場　雲辺寺にて

1 木嶋坐天照御魂神社の三柱鳥居
2 風の神を祀る龍田大社・両部鳥居
3 律法（キリスト教の旧約聖書）
4 蘇民将来伝誦縁の王子神社（福山市）
5 祇園祭宵山の八坂神社
6 祇園祭・長刀鉾が神域に近づく
7 月鉾の懸装　ムガル絨毯　前懸・メダリオ

ン中東連花葉文様ラホール絨毯
8 北観音山（曳山）の胴懸・ムガル絨毯

6

7

の
神
は
御
子
神
た
ち
を
連
れ
蘇
民
の

も
と
へ
立
ち
寄
っ
た
。
そ
し
て
、
家
族

が
家
に
い
る
こ
と
を
確
か
め
、
腰
に
茅

の
輪
を
つ
け
る
よ
う
に
と
告
げ
る
。

夜
が
訪
れ
る
と
武
塔
は
神
の
意
志

を
疎う

と

ん
じ
た
者
へ
の
報
復
を
開
始
、

蘇
民
と
そ
の
娘
を
除
き
巨
旦
や
世
の

人
々
を
皆
殺
し
に
し
た
。
己
の
正
体

を
明
か
し
た
素
戔
嗚
尊
は
、
今
後
、

流
行
り
病
な
ど
災
い
が
起
こ
る
と
き

蘇
民
将
来
の
子
孫
で
あ
る
と
宣
言
し

腰
に
茅
の
輪
を
つ
け
よ
、
さ
す
れ
ば

災
厄
を
免
れ
る
と
諭さ

と

し
た
と
い
う
譚

で
あ
る
。

初
子
の
災
禍
で
は
護
符
が
血
で
染

め
た
赤
い
鳥
居
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ

ち
ら
で
は
茅
の
輪
に
代
わ
っ
て
い
る
も

の
の
、
夜
に
な
っ
て
荒
ぶ
る
神
が
殲
滅

の
災
禍
を
見
舞
う
内
容
に
は
驚
き
を

禁
じ
得
な
い
。
鳥
居
の
中
に
身
を
隠
し

た
ヤ
コ
ブ
の
末
裔
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル

の
民
を
除
き
、
エ
ジ
プ
ト
の
長
子
が
こ

と
ご
と
く
殺
さ
れ
た
の
と
酷
似
し
て

い
る
。
し
か
も
、
過
越
し
の
供
儀
の
な

か
に
腰
に
紐
を
締
め
よ
と
い
う
掟
が

あ
る
が
、
茅
の
輪
を
腰
に
着
け
よ
と
い

う
お
告
げ
ま
で
も
が
似
通
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
蘇
民
の
妻
は
家
族
で
あ
る

の
に
命
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
律

法
・
創
世
記
の
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
の
罪

深
い
町
が
天
か
ら
降
り
注
ぐ
硫
黄
の

火
で
全
滅
す
る
下
り
に
あ
る
ア
ブ
ラ

ハ
ム
の
甥
・
ロ
ト
と
家
族
の
運
命
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ロ

ト
と
そ
の
妻
、
娘
た
ち
に
生
か
し
て
や

る
か
ら
町
を
出
ろ
と
告
げ
る
。
神
と

の
約
束
を
守
っ
た
ロ
ト
と
娘
は
生
き
残

り
、
約
束
を
破
っ
た
妻
は
命
を
失
い
死

海
の
塩
柱
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
殺

さ
れ
た
蘇
民
の
妻
も
尊
の
怒
り
に
触

れ
る
掟
破
り
を
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
ん
な
蘇
民
将
来
の
話
に
顕
れ
た

素
戔
嗚
尊
を
ご
祭
神
と
す
る
京
都
の

八
坂
神
社
。
過
越
し
の
祭
り
に
は
及

ば
な
い
が
、
そ
の
創
始
を
千
百
年
前

に
も
と
め
、
氏
子
た
ち
が
災
厄
の
除

去
を
祈
る
神
事
と
し
て
営
々
と
守
り

通
し
て
き
た
祭
り
こ
そ
が
京
都
の
夏

の
風
物
詩
と
な
っ
た
祇
園
祭
な
の
で

あ
る
。

武
塔
の
神
の
故
事
に
倣な

ら

い
、
祭
り

に
参
加
す
る
も
の
は
皆
、「
蘇
民
将
来

子
孫
也
」
と
墨
書
さ
れ
た
護
符
を
身

に
つ
け
、
７
月
３１
日
に
蘇
民
将
来
を

祀
る
境
内
摂
社
・
疫え

き

神
社
で
執
り
行

わ
れ
る
夏な

ご越
し
祭
り
で
茅
之
輪
守
と

粟
餅
を
社
前
に
て
授
与
し
、
ひ
と
月

に
わ
た
る
祇
園
祭
の
幕
が
閉
じ
ら
れ

る
。こ

の
手
の
話
は
明
治
時
代
に
日に

ち

ゆ猶

同
祖
論
が
唱
え
ら
れ
て
以
来
、
日
本

人
の
み
な
ら
ず
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
部
の

人
々
の
な
か
で
根
強
く
支
持
さ
れ
て

き
た
。
北
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
滅
亡
と
と

も
に
二
千
七
百
年
前
に
姿
を
消
し
た

イ
ス
ラ
エ
ル
の
“
失
わ
れ
た

１０
支
族
”

の
一
部
が
日
本
へ
渡
っ
て
き
た
と
い
う

譚
で
あ
る
。
か
の
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
ダ
サ

ン
（
山
本
七
平
氏
）
も
同
祖
説
を
証

明
し
た
も
の
に
は
全
財
産
を
贈
る
と

遺
言
を
残
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
金
持

ち
が
南
ア
フ
リ
カ
に
い
た
と
の
貴
重

な
？
情
報
を
伝
え
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。縷

々
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
日
猶

文
化
の
相
似
性
を
世
界
広
布
説
話
の

類
と
一
笑
に
付
す
の
は
簡
単
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
片
々
が
今
日
ま
で
延
々

と
祭
り
や
習
俗
と
し
て
現
実
に
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、一
面
、
そ
う
し

た
精
神
文
化
を
宿
す
民
が
確
か
に
こ

の
地
に
や
っ
て
来
て
、
供
儀
の
掟
を

守
り
な
が
ら
生
き
永
ら
え
て
き
た
こ

と
の
証
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

祇
園
祭
の
山
鉾
を
絢
爛
に
飾
る

懸け

そ

う装
品
の
な
か
に
世
界
に
数
点
し
か

な
い
幻
の
絨
毯
を
含
め
三
十
余
品
に

お
よ
ぶ
ム
ガ
ー
ル
・
イ
ス
ラ
ム
王
朝
や

ペ
ル
シ
ャ
最
盛
期
の
絨
毯
・
タ
ペ
ス
ト

リ
ー
の
逸
品
が
室
町
や
江
戸
時
代
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
人

は
少
な
い
。
な
ぜ
、
世
界
の
垂
涎
の

的
と
な
る
幻
の
イ
ス
ラ
ム
の
織
物
が

か
く
も
多
数
、
極
東
の
地
に
、
し
か

も
祇
園
祭
と
い
う
厄
除
け
神
事
に
集

結
し
た
の
か
、
あ
る
強
い
歴
史
の
意

志
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
ミ
・
ガ
ド
ー
（m

i gadol

）

は
偉
大
な
者
と
い
う
意
味
だ
そ
う

だ
。
我
が
国
の
偉
大
な
方
と
は
ミ
カ

ド
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

１０
支
族

の
う
ち
日
本
に
渡
っ
て
き
た
の
が
ガ

ド
族
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
言

し
て
お
く
。

三
柱
鳥
居
は
次
回
の
テ
ー
マ
に
譲

る
が
、
日
猶
同
祖
論
の
真
偽
は
風
ま

か
せ
な
ら
ぬ
、
蒸
し
暑
い
夜
風
に
抱

か
れ
て
、
京
の
夜
空
の
闇
の
中
へ
姿

を
溶
か
し
韜と

う
か
い晦
を
決
め
込
ん
で
い
る

の
に
違
い
な
い
。
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文化研究会理事長
上野幸夫
〒930-1298
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文
化
財
保

価
値
を
見
出
し
、護
を
手
掛
け
て
40
年

往
時
の
姿
を
後
世
に

１．インタビューにこたえる上
野さん

２．３．４．上野さんが、最近関
わった調査・修復の数々。
年間約 20 件をこなす

２．妙成寺旧客殿 復元模型

３．旧伏木測候所 復元図面

４．富山市下轡田八幡宮実
績報告書・工事写真

５．瑞龍寺の今後復元を目
指す図面

６．瑞龍寺の復元図面などを
CG で再現し編集した DVD 1

2

3

4

5

文
化
庁
の
外
郭
団
体
、
財
団
法
人

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
の
会

員
で
、
国
内
外
で
約
１
０
０
棟
の
文

化
財
保
護
に
携
っ
て
き
た
上う

え

の

さ

ち

お

野
幸
夫
さ

ん
。
文
化
庁
か
ら
富
山
県
高
岡
市
に

あ
る
瑞ず

い
り
ゅ
う
じ

龍
寺
の
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
。

初
め
て
見
た
そ
れ
は
荒
れ
果
て
、
地

元
で
す
ら
知
名
度
の
な
い
寺
。
し
か

し
、一
目
見
て
凄
い
建
造
物
だ
と
直
感

し
た
と
い
う
。
調
査
は
発
見
に
次
ぐ
発

見
の
連
続
。
床
下
や
小
屋
裏
か
ら
見

つ
け
た
切
り
刻
ま
れ
た
材
料
の
傷
跡
や

腐
食
の
違
い
等
、
わ
ず
か
な
手
が
か
り

を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
な
が

ら
作
業
を
進
め
、ス
タ
ー
ト
か
ら
10
年
、

現
在
の
姿
に
ま
で
復
元
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
価
値
の
高
さ
か
ら
1
9
9
7

（
平
成
9
）年
、
瑞
龍
寺
は
富
山
県
で

唯
一の
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
。
今
後
は
、

七し
ち
ど
う
が
ら
ん

堂
伽
藍
の
足
に
当
る
七し

ち
け
ん
じ
ん
ず
う

間
浄
頭
と
浴

室
の
完
成
を
目
指
し
て
い
く
。

こ
の
復
元
を
機
に
富
山
に
留
ま
っ
た

上
野
さ
ん
。
今
は
職し

ょ
く
げ
い
が
く
い
ん

藝
学
院
で
職
人

育
成
に
力
を
入
れ
、
学
生
と
県
内
の
価

値
あ
る
建
造
物
や
街
並
み
保
存
と
そ

の
啓
蒙
に
も
尽
力
し
て
い
る
。「
価
値

を
知
ら
ず
に
壊
さ
れ
る
民
家
や
街
並

み
。
古
く
な
り
手
を
加
え
ら
れ
る
神
社

仏
閣
。
ど
う
か
そ
の
価
値
を
知
り
、
い

い
も
の
は
復
元
し
て
欲
し
い
」
と
語
る
。

地
道
な
調
査
、
物
的
証
拠
を
見
つ
け
修

理
や
復
元
し
て
い
く
作
業
は
推
理
小
説

の
謎
解
き
に
似
て
楽
し
い
と
も
。
上
野

さ
ん
の
活
動
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
。

6

職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑

◆巻頭特集
登録有形文化財建造物制度

◆クローズアップ
臨済宗大本山天龍寺 
塔頭 永明院 住職
國友憲昭

vol.11
◆巻頭特集
文化財保護と観光支援における助
成金と補助制度

◆クローズアップ
法相宗大本山 薬師寺 管主
村上太胤

vol.12
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MICE 誘致拡大に向けた社寺の取
り組み
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中東弘

vol.13
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課信徒係主任　瀧藤康教
◆編集企画
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フリーの取り組み
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文
化
財
保

価
値
を
見
出
し
、護
を
手
掛
け
て
40
年

往
時
の
姿
を
後
世
に

１．インタビューにこたえる上
野さん

２．３．４．上野さんが、最近関
わった調査・修復の数々。
年間約 20 件をこなす

２．妙成寺旧客殿 復元模型

３．旧伏木測候所 復元図面

４．富山市下轡田八幡宮実
績報告書・工事写真

５．瑞龍寺の今後復元を目
指す図面

６．瑞龍寺の復元図面などを
CG で再現し編集した DVD 1

2

3

4

5

文
化
庁
の
外
郭
団
体
、
財
団
法
人

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
の
会

員
で
、
国
内
外
で
約
１
０
０
棟
の
文

化
財
保
護
に
携
っ
て
き
た
上う

え

の

さ

ち

お

野
幸
夫
さ

ん
。
文
化
庁
か
ら
富
山
県
高
岡
市
に

あ
る
瑞ず

い
り
ゅ
う
じ

龍
寺
の
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
。

初
め
て
見
た
そ
れ
は
荒
れ
果
て
、
地

元
で
す
ら
知
名
度
の
な
い
寺
。
し
か

し
、一
目
見
て
凄
い
建
造
物
だ
と
直
感

し
た
と
い
う
。
調
査
は
発
見
に
次
ぐ
発

見
の
連
続
。
床
下
や
小
屋
裏
か
ら
見

つ
け
た
切
り
刻
ま
れ
た
材
料
の
傷
跡
や

腐
食
の
違
い
等
、
わ
ず
か
な
手
が
か
り

を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
な
が

ら
作
業
を
進
め
、ス
タ
ー
ト
か
ら
10
年
、

現
在
の
姿
に
ま
で
復
元
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
価
値
の
高
さ
か
ら
1
9
9
7

（
平
成
9
）年
、
瑞
龍
寺
は
富
山
県
で

唯
一の
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
。
今
後
は
、

七し
ち
ど
う
が
ら
ん

堂
伽
藍
の
足
に
当
る
七し

ち
け
ん
じ
ん
ず
う

間
浄
頭
と
浴

室
の
完
成
を
目
指
し
て
い
く
。

こ
の
復
元
を
機
に
富
山
に
留
ま
っ
た

上
野
さ
ん
。
今
は
職し

ょ
く
げ
い
が
く
い
ん

藝
学
院
で
職
人

育
成
に
力
を
入
れ
、
学
生
と
県
内
の
価

値
あ
る
建
造
物
や
街
並
み
保
存
と
そ

の
啓
蒙
に
も
尽
力
し
て
い
る
。「
価
値

を
知
ら
ず
に
壊
さ
れ
る
民
家
や
街
並

み
。
古
く
な
り
手
を
加
え
ら
れ
る
神
社

仏
閣
。
ど
う
か
そ
の
価
値
を
知
り
、
い

い
も
の
は
復
元
し
て
欲
し
い
」
と
語
る
。

地
道
な
調
査
、
物
的
証
拠
を
見
つ
け
修

理
や
復
元
し
て
い
く
作
業
は
推
理
小
説

の
謎
解
き
に
似
て
楽
し
い
と
も
。
上
野

さ
ん
の
活
動
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
。
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職

人

技
伝
統
と
文
化
を
継
承
す
る
職
人
名
鑑

◆巻頭特集
登録有形文化財建造物制度

◆クローズアップ
臨済宗大本山天龍寺 
塔頭 永明院 住職
國友憲昭

vol.11
◆巻頭特集
文化財保護と観光支援における助
成金と補助制度

◆クローズアップ
法相宗大本山 薬師寺 管主
村上太胤

vol.12
◆巻頭特集
MICE 誘致拡大に向けた社寺の取
り組み

◆インタビュー
河内國一之宮 枚岡神社 宮司
中東弘

vol.13
◆特別対談企画
公益財団法人德川記念財団理事　
德川家広
和宗総本山四天王寺執事　山岡武明
和宗総本山四天王寺　総務部参詣
課信徒係主任　瀧藤康教
◆編集企画
高齢化社会に向けた社寺のバリア
フリーの取り組み

vol.14

監修
一般社団法人 全日本社寺観光連盟

発行人
一般社団法人 全国寺社観光協会

編集・制作協力
株式会社 関西ぱど

発行所
一般社団法人 全国寺社観光協会

（事務局）
〒 530-0044
大阪府大阪市北区東天満 1 丁目 11番13号
AXIS 南森町ビル 9F
Tel : 06 -6360 -9838　Fax : 06 -6360 -9848

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

次号は
9月発行の
予定です。

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

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
● 他の寺社に告知したい取り組み
● 組織・人事の異動
● 新しい試み・事業
● 宿坊情報の掲載

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

http://wa-qoo.com

http://jisya-now.com/

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

プレスリリースの資料や写真を下記までお送りください

郵便・宅配便で送付
一般社団法人　全国寺社観光協会　本部事務局
〒530-0044　大阪市北区東天満1-11-13  9F　TEL:06-6360-9838

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

ウエブ10万ＰＶ※

Facebook５万いいね！※

雑誌発行部数

3万部で発信！

※グループ合計

一般社団法人　全国寺社観光協会　本部事務局
〒 530-0044　大阪市北区東天満 1-11-13 9F
TEL : 06-6360-9838　FAX : 06-6360-9848　e-mail : info@jisya-kk.jp

バックナンバーはＷＥＢでもご覧いただけます。

jisya-now.comまたは　　　　　　　　寺社NOW

本誌の記事に関するお問合せは
右記にお寄せください。
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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巻頭特集：開かれた寺づくりで信仰、観光、自然の未来をつくる 宮島弥山 大本山大聖院 吉田正裕 座主　②寺社の夏の行事
お役立ち環境対策機器　③トピックス：全国どこでも使える災害救援アプリ　④うちのお宝：圓龍寺 薬師如来像と十二神将立像
／日吉山王神社 日吉山王神社本殿　⑤クローズアップ：老朽化・耐震性の問題を有す「御堂会館」 新たな時代にマッチした“伝道
会館”へ 真宗大谷派 難波別院 宮浦一郎輪番　⑥Pick Up：『フェリシモおてらぶ』で寺との“縁”をつなぐ　⑦SCOPE：全日本社
寺観光連盟 外国人インターンメンバー紹介 外国人ならではの目線で社寺の魅力を再発掘!!　⑧行政・観光リポート：茨城大学と県
国際観光課が連携 留学生による『茨城の魅力発見ツアー』で社寺が人気　⑨EVENT REPORT：三宝院門跡大峯山花供入峰 大
阪～奈良の街中を行く山伏たち 地域とのつながりで、復活から続いた１世紀　⑩「臨床宗教師」宗教宗派の枠を超え終末期の患者
の心をケアする宗教者 池内龍太郎／髙橋悦堂　⑪野田博明 風まかせ：「三柱鳥居の話が・・・風に吹かれて」　⑫職人技：職藝学
院教授 上野幸夫

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　 14 )

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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ご連絡以外には使用しません。
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