
vol.16寺
社
の

“ い
ま ” を伝える

情
報
誌

佐野 巌
神道青年全国協議会 会長　富岡八幡宮 禰宜

地域の伝統文化を守り
コミュニティの中心にあるべき
神社の使命を果たすために

巻頭インタビュー

商工会と寺社との連携により
地域のブランド力を強化

インタビュー

あふれるエネルギーと空間の拡がり
世界から絶賛を浴びる新境地の仏画

乾 敏一
全国商工会連合会　専務理事

クローズアップ

慧善 玄潭

表1_vol16.indd   1 2017/10/18   18:57



06
特集 1 
寺社における道路標識・看板広告の  
効果的な設置方法とは

14
特集 2
神社を人の集まる場所に
世代を超えて人々が集う学びの場
浅草神社「社子屋」と 
道明寺天満宮「宮子屋」の試み

18
トレンド Now
和紙に刷られた愛らしいイラストが人気！
手刷りのコバコ（小箱）

19
活性人
仏教が世界へ打って出る 
今が機会かも知れません

「週刊仏教タイムス」編集長 工藤信人

20
TOPICS
増加する海外からの旅行者を
スムーズに受け入れていくために
東京海上日動火災保険株式会社

22
Opportunity
自分と向き合う『暗闇ごはん』 
緑泉寺住職 青江覚峰

24
寺社にお役立ち環境改善技術

26
うちのお宝
光明寺　麻布著色盂蘭盆曼荼羅
住吉神社　能舞台

28
野田博明　風まかせ 16
糺の森にひそむ三柱鳥居の謎

30
PICK UP
寺社観光の新しい楽しみ方を提案する
ガイドブックが人気です
｢京都寺社案内。｣「東海の寺社」

Vol.16

	 巻頭インタビュー
02	 地域の伝統文化を守り

コミュニティの中心にあるべき
神社の使命を果たすために
神道青年全国協議会 会長　富岡八幡宮 禰宜

佐野 巌
10	 インタビュー

商工会と寺社との連携により
地域のブランド力を強化
全国商工会連合会　専務理事 

乾	敏一
16	 	クローズアップ

あふれるエネルギーと空間の拡がり
世界から絶賛を浴びる新境地の仏画

慧善	玄潭

目次.indd   1 2017/10/18   18:48



06
特集 1 
寺社における道路標識・看板広告の  
効果的な設置方法とは

14
特集 2
神社を人の集まる場所に
世代を超えて人々が集う学びの場
浅草神社「社子屋」と 
道明寺天満宮「宮子屋」の試み

18
トレンド Now
和紙に刷られた愛らしいイラストが人気！
手刷りのコバコ（小箱）

19
活性人
仏教が世界へ打って出る 
今が機会かも知れません

「週刊仏教タイムス」編集長 工藤信人

20
TOPICS
増加する海外からの旅行者を
スムーズに受け入れていくために
東京海上日動火災保険株式会社

22
Opportunity
自分と向き合う『暗闇ごはん』 
緑泉寺住職 青江覚峰

24
寺社にお役立ち環境改善技術

26
うちのお宝
光明寺　麻布著色盂蘭盆曼荼羅
住吉神社　能舞台

28
野田博明　風まかせ 16
糺の森にひそむ三柱鳥居の謎

30
PICK UP
寺社観光の新しい楽しみ方を提案する
ガイドブックが人気です
｢京都寺社案内。｣「東海の寺社」

Vol.16

	 巻頭インタビュー
02	 地域の伝統文化を守り

コミュニティの中心にあるべき
神社の使命を果たすために
神道青年全国協議会 会長　富岡八幡宮 禰宜

佐野 巌
10	 インタビュー

商工会と寺社との連携により
地域のブランド力を強化
全国商工会連合会　専務理事 

乾	敏一
16	 	クローズアップ

あふれるエネルギーと空間の拡がり
世界から絶賛を浴びる新境地の仏画

慧善	玄潭

目次.indd   1 2017/10/18   18:48

01 Vol.16



1
9
4
9（
昭
和
24
）年
。終
戦
後
、未

だ
混
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
日
本
。〝
敗
戦
〟

と
い
う
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

も
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
出
来
事
に
、

民
族
精
神
の
復
活
・
国
家
再
興
の
祈
り
を

込
め
て
結
成
さ
れ
た「
神
道
青
年
全
国
協

議
会
」。2
0
1
9（
平
成
31
）年
に
創
立

70
周
年
を
迎
え
る
神
道
青
年
全
国
協
議

会
に
つ
い
て
、本
年
度
か
ら
新
た
に
会
長

の
任
に
就
か
れ
た
佐さ

の野
巌い

わ
お

会
長
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

青
年
神
職
の
基
礎
的
な
素
地
の
醸
成

地
域
の
祭
礼
を
司
る

神
職
と
し
て
の
見
識
を
広
げ
る

編
集
部

　神
道
青
年
全
国
協
議
会
の
趣
旨
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

佐
野
会
長

　当
会
は
、
40
歳
以
下
の
青
年

神
職
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
若
手
神
職
の

集
い
で
す
。47
都
道
府
県
そ
れ
ぞ
れ
に
青
年

会（
単
位
会
）を
置
き
、現
在
3
4
2
8
名

[

2
0
1
7(

平
成
29)

年
４
月
１
日]

が
所
属
し

て
い
ま
す
。

会
員
に
は
、
奉
職
し
て
間
も
な
い
者
か
ら
、

す
で
に
宮
司
と
し
て
祭
礼
に
携
わ
る
者
な
ど
さ

ま
ざ
ま
で
す
が
、
神
職
に
求
め
ら
れ
る
素
地
の

醸
成
や
、
地
域
の
祭
礼
を
司
る
神
職
と
し
て
、

よ
り
実
践
的
な
教
化
活
動
を
行
う
た
め
の
研

修
や
情
報
共
有
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

若
手
な
ら
で
は
の

ア
イ
デ
ィ
ア
と
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

日
本
の
伝
統
文
化
を
未
来
へ
繋
げ
る

編
集
部

　貴
会
が
行
わ
れ
て
い
る
研
修
や
活

動
の
特
長
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
野
会
長

　当
会
で
は
、発
足
時
よ
り「
皇
室

の
尊
厳
護
持
」と「
伊
勢
神
宮
の
啓
発
活
動
」

を
活
動
の
大
き
な
柱
と
し
て
お
り
ま
す
。神
職

と
し
て
奉
仕
す
る
た
め
に
は
、各
地
域
の
神
社
・

祭
礼
は
も
と
よ
り
神
道
へ
の
深
い
知
識
が
必
要

と
な
り
ま
す
が
、青
年
神
職
に
は
、ま
だ
ま
だ

そ
れ
ら
が
足
り
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。も

ち
ろ
ん
、神
社
本
庁
の
各
種
研
修
な
ど
で
、神

職
と
し
て
の
基
礎
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
は
で

き
ま
す
が
、神
道
青
年
全
国
協
議
会
で
は
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
と
し
て
、各
地
域
の
神
社
・
祭
礼
の

あ
り
方
の
ほ
か
、地
域
の
方
々
と
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
際
に
必
要
な
こ
ま
か
な
知
識
の

確
認
・
情
報
共
有
な
ど
も
行
い
ま
す
。そ
の
内

容
は
、全
国
の
神
社
の
本
宗
で
も
あ
る
伊
勢
神

宮
の
こ
と
か
ら
、一
般
の
方
々
へ
家
庭
で
の
御
札

の
お
祀
り
の
仕
方
、正
し
い
参
拝
方
法
な
ど
を
、

ど
の
よ
う
に
教
化
す
る
か
な
ど
、多
岐
に
わ
た

り
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
講
師
を
お
招
き
し
て

講
演
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
若
手
な
ら
で
は
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

い
か
し
て
、
大
規
模
災
害
時
の
支
援
や
領
土
領

海
問
題
に
対
す
る
時
局
に
即
し
た
活
動
な
ど

も
行
っ
て
い
る
の
も
特
長
で
す
。

北海道根室市「金刀比羅神社」

島根県隠岐の島町「竹島之碑」

戦
後
の
混
乱
期

国
家
再
興
・民
族
精
神
の
復
活
を

願
い
立
ち
上
が
っ
た
青
年
神
職
た
ち

編
集
部

　そ
も
そ
も
貴
会
が
発
足
さ
れ
た
経

緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

佐
野
会
長

　神
道
青
年
全
国
協
議
会
が
発
足

さ
れ
た
1
9
4
9（
昭
和
24
）年
。未
だ
終
戦

の
混
乱
の
な
か
に
あ
っ
た
時
代
で
し
た
。実
は

昭
和
1
9
4
9（
昭
和
24
）年
と
い
う
の
は
本

来
、第
59
回
の
神
宮
式
年
遷
宮
の
年
で
す
。し

か
し
、未
曾
有
の
国
難
に
あ
っ
て
式
年
遷
宮
は

無
期
限
延
期
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。た
だ
、
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岡
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地
域
の
伝
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文
化
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守
り

コ
ミュニ
テ
ィ
の
中
心
に
あ
る
べ
き
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の
使
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を
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た
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に
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社
も
兼
務
し
て
い
る
近
隣
の
神
職
が
さ
ら
に
神

社
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
う
な
る

と
、祭
り
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
伝
統
文
化

が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
は
否
定
で
き
ま

せ
ん
。そ
こ
で
、神
道
青
年
全
国
協
議
会
で
は
、

若
手
な
ら
で
は
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
を
活

か
し
て
、地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
枠
を
超
え
た
フ
ォ

ロ
ー
体
制
を
構
築
で
き
な
い
か
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

神
職
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
と

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
と
の
強
い
連
携
で

各
地
域
の
活
性
化
を
目
指
す

編
集
部

　地
方
の
人
口
減
少
・
過
疎
化
が
進
む

中
、地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
も

問
題
に
あ
が
り
ま
す
。現
代
に
お
い
て
神
職
に

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
だ
と
お
考
え
で
し
ょ

う
か
。

佐
野
会
長

　か
つ
て
、地
域
の
祭
礼
を
司
る
神

社
は
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
中
心
で
し
た
。神
主

も
、今
の
よ
う
に
専
業
で
は
な

く
、農
村
で
あ
れ
ば
名
主
、漁

村
で
あ
れ
ば
網
元
な
ど
地
域

の「
顔
」と
な
る
人
物
が
本
業

の
傍
ら
兼
務
し
て
い
た
こ
と
も

多
い
と
推
察
さ
れ
ま
す
。そ
の

た
め
、神
主
自
身
も
ま
た
地
域

の
中
に
身
を
置
き
、時
代
時
代

に
あ
っ
た
形
で
柔
軟
に
地
域
の

伝
統
文
化
を
守
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

現
在
、
神
道
青
年
全
国
協
議
会
に
所
属
す

る
青
年
神
職
の
な
か
に
は
地
域
の
コ
ミ
ュニ
テ
ィ

に
積
極
的
に
関
わ
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
者
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
消
防
団
や

P
T
A
の
役
員
、
青
年
会
議
所
の
会
員
、
な

か
に
は
地
方
議
員
と
し
て
地
域
に
貢
献
し
て
い

る
者
も
お
り
ま
す
。
地
域
の
方
々
と
の
結
束
を

固
め
る
こ
と
で
、
地
域
の
伝
統
文
化
は
真
の
意

味
で
継
承
さ
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
各
地
域
に
伝
わ
る
「
お
祭
り
」
は
、
た
だ

の
季
節
ご
と
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
、
故
郷
の

原
風
景
で
あ
り
、
未
来
へ
と
継
承
さ
れ
る
べ
き

日
本
の
伝
統
文
化
で
す
。
そ
れ
は
、
都
心
に
集

中
し
が
ち
な
人
口
を
地
方
へ
と
呼
び
戻
す
〝
要
〟

で
も
あ
り
ま
す
。

神
道
は
、
各
地
域
の
神
社
の
中
心
に
天
照

大
御
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
が
あ
る
と
い
う
考
え

方
を
し
ま
す
。
そ
こ
に
上
下
関
係
や
優
劣
は
な

く
、
各
地
域
の
神
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
継

承
し
続
け
る
こ
と
で
成
り
立
つ
「
調
和
」
の
考

え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
地
方
が
活
性
化

す
る
こ
と
は
、
神
道
が
祈
り
を
捧
げ
る
「
国
家

伊勢神宮での巫女研修の様子
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の
安
寧
」
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
神
道
青
年
全
国
協
議
会
は
、
神
職
同

士
の
横
の
つ
な
が
り
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
の
強
固
な
連
携
を
も
つ
た
め
の
き
っ
か

け
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
発
信
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

編
集
部

　最
後
に
、ひ
と
り
で
も
多
く
の
方
に

寺
社
へ
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
活
動
し

て
い
る
、全
国
寺
社
観
光
協
会
に
期
待
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

佐
野
会
長

　仏
教
と
か
神
道
と
か
分
け
ず
、さ

ま
ざ
ま
な
立
場
の
伝
統
文
化
継
承
を
担
う
方

が
参
加
す
る
よ
う
な
、研
修
会
や
講
演
会
、セ
ミ

ナ
ー
な
ど
が
あ
れ
ば
興
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、ぜ

ひ
企
画
運
営
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
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式
年
遷
宮
と
同
じ
く
20
年
毎
に
架
け
替
え
ら

れ
て
き
た
内
宮
の
宇
治
橋
だ
け
は
、篤
志
崇
敬

者
の
力
に
よ
っ
て
1
9
4
9（
昭
和
24
）年
に

架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
。こ
う
いっ
た
流
れ
の
中

で
、全
国
の
青
年
神
職
が
集
い
、国
家
再
興
・日

本
人
の
民
族
精
神
の
復
活
を
旨
に
発
足
し
た
の

が
当
会
で
す
。

神
宮
式
年
遷
宮
に
あ
わ
せ
て

新
た
な
企
画
を
立
案

編
集
部

　こ
の
70
年
近
く
の
間
に
、日
本
の
社

会
構
造
や
生
活
様
式
、そ
し
て
日
本
人
そ
れ
ぞ

れ
の
意
識
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。そ
の
中

に
お
い
て
、貴
会
の
役
割
や
活
動
は
変
わ
っ
て
き

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
野
会
長

　神
社
そ
の
も
の
の
使
命
は
、国
家

と
地
域
の
平
安
を
祈
り
祭
祀
を
修
め
る
こ
と
な

の
で
、そ
の
根
本
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。し
か

し
、発
足
当
初
は
国
家
再
興
・
日
本
人
の
民
族

精
神
の
復
活
を
旨
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
当
会

も
、近
年
で
は
、神
道
そ
の
も
の
を
一
般
の
方
々

に
ど
う
理
解
し
て
い
た
だ
く
か
、日
本
の
伝
統

文
化
・
地
域
の
伝
統
文
化
を
ど
う
未
来
へ
つ
な

げ
て
い
く
か
が
議
題
に
あ
が
り
ま
す
。神
社
本

庁
で
も
、神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
の
頒
布
の
減
体
を
課
題
と

し
て
お
り
、神
道
青
年
全
国
協
議
会
で
は
、伊

勢
神
宮
の
こ
と
を
広
く
周
知
す
る
活
動
を
展

開
し
て
き
ま
し
た
。

2
0
0
5
（
平
成
17
）
年
か
ら
2
0
1
3

（
平
成
25
）
年
に
行
わ
れ
た
第
62
回
神
宮
式
年

遷
宮
の
際
に
は
、「
神
宮
式
年
遷
宮
の
〝
こ
こ
ろ
〟

を
守
り
伝
へ
る
委
員
会
」
を
発
足
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。た
と
え
ば
、

伊
勢
の
旧
街
道
を
若
手
神
職
が
伝
統
的
な
装

い
で
歩
く
広
報
活
動
、
日
本
郵
政
様
の
ご
協
力

の
も
と
実
現
し
た
式
年
遷
宮
の
記
念
切
手
の

発
行
、
そ
し
て
、
全
国
神
社
に
奉
職
さ
れ
て
い

る
巫
女
の
方
々
を
伊
勢
神
宮
に
お
招
き
し
て
、

研
修
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
巫
女
は
、
各
神
社

に
お
い
て
参
詣
者
と
の
窓
口
の
役
割
も
果
た
し

て
お
り
ま
す
。
巫
女
に
伊
勢
神
宮
を
よ
り
深
く

理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
参
詣
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
と
き
に
少
し
で
も
伊
勢

神
宮
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と

考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
次
期
神
宮
式
年
遷
宮

に
向
け
て
、
神
宮
奉
賛
・
参
宮
促
進
を
20
年

に
一
度
の
一
過
性
の
ブ
ー
ム
に
し
な
い
為
に
、「
神

宮
啓
発
委
員
会
」
を
発
足
し
ま
し
た
。
委
員

会
の
中
心
は
、
20
代
後
半
か
ら
30
代
前
半
の

全
国
の
若
手
神
職
10
名
と
、
伊
勢
神
宮
の
若

手
神
職
2
名
。
ま
だ
事
業
に
つ
い
て
は
企
画
立

案
の
段
階
で
す
が
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

神
職
の
高
齢
化

氏
子
の
過
疎
化
を
前
に

地
域
の
枠
を
飛
び
出
す
若
手
の
力

編
集
部

　会
長
に
就
任
さ
れ
、今
後
、貴
会
で

積
極
的
に
取
り
組
み
た
い
課
題
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

佐
野
会
長

　こ
れ
は
神
道
青
年
全
国
協
議
会

だ
け
で
は
な
く
、神
社
界
が
抱
え
る
問
題
で
す

が
、全
国
各
地
で
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
む
中
、

斯
界
に
お
い
て
も
例
に
漏
れ
ず
深
刻
で
す
。現

在
、全
国
に
は
８
万
社
あ
ま
り
の
神
社
が
あ
る一

方
、神
職
の
人
数
は
２
万
人
を
切
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、１
人
の
神
職
が
い
く
つ
も
の
神
社

の
宮
司
を
務
め
る
こ
と
も
多
く
、な
か
に
は
30

〜
40
社
を
兼
務
す
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。も
し

そ
の
方
が
奉
職
か
ら
離
れ
た
場
合
、す
で
に
何

沖縄県波照間島「聖寿奉祝の碑」

島根県隠岐の島町
「水若酢神社」
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社
も
兼
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し
て
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る
近
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が
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に
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流
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に
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造
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し
て
日
本
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そ
れ
ぞ

れ
の
意
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も
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く
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ま
し
た
。そ
の
中

に
お
い
て
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会
の
役
割
や
活
動
は
変
わ
っ
て
き

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
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佐
野
会
長
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社
そ
の
も
の
の
使
命
は
、国
家

と
地
域
の
平
安
を
祈
り
祭
祀
を
修
め
る
こ
と
な

の
で
、そ
の
根
本
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。し
か

し
、発
足
当
初
は
国
家
再
興
・
日
本
人
の
民
族

精
神
の
復
活
を
旨
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
当
会

も
、近
年
で
は
、神
道
そ
の
も
の
を
一
般
の
方
々

に
ど
う
理
解
し
て
い
た
だ
く
か
、日
本
の
伝
統

文
化
・
地
域
の
伝
統
文
化
を
ど
う
未
来
へ
つ
な

げ
て
い
く
か
が
議
題
に
あ
が
り
ま
す
。神
社
本

庁
で
も
、神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
の
頒
布
の
減
体
を
課
題
と

し
て
お
り
、神
道
青
年
全
国
協
議
会
で
は
、伊

勢
神
宮
の
こ
と
を
広
く
周
知
す
る
活
動
を
展

開
し
て
き
ま
し
た
。

2
0
0
5
（
平
成
17
）
年
か
ら
2
0
1
3

（
平
成
25
）
年
に
行
わ
れ
た
第
62
回
神
宮
式
年

遷
宮
の
際
に
は
、「
神
宮
式
年
遷
宮
の
〝
こ
こ
ろ
〟

を
守
り
伝
へ
る
委
員
会
」
を
発
足
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。た
と
え
ば
、

伊
勢
の
旧
街
道
を
若
手
神
職
が
伝
統
的
な
装

い
で
歩
く
広
報
活
動
、
日
本
郵
政
様
の
ご
協
力

の
も
と
実
現
し
た
式
年
遷
宮
の
記
念
切
手
の

発
行
、
そ
し
て
、
全
国
神
社
に
奉
職
さ
れ
て
い

る
巫
女
の
方
々
を
伊
勢
神
宮
に
お
招
き
し
て
、

研
修
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
巫
女
は
、
各
神
社

に
お
い
て
参
詣
者
と
の
窓
口
の
役
割
も
果
た
し

て
お
り
ま
す
。
巫
女
に
伊
勢
神
宮
を
よ
り
深
く

理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
参
詣
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
と
き
に
少
し
で
も
伊
勢

神
宮
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と

考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
次
期
神
宮
式
年
遷
宮

に
向
け
て
、
神
宮
奉
賛
・
参
宮
促
進
を
20
年

に
一
度
の
一
過
性
の
ブ
ー
ム
に
し
な
い
為
に
、「
神

宮
啓
発
委
員
会
」
を
発
足
し
ま
し
た
。
委
員

会
の
中
心
は
、
20
代
後
半
か
ら
30
代
前
半
の

全
国
の
若
手
神
職
10
名
と
、
伊
勢
神
宮
の
若

手
神
職
2
名
。
ま
だ
事
業
に
つ
い
て
は
企
画
立

案
の
段
階
で
す
が
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

神
職
の
高
齢
化

氏
子
の
過
疎
化
を
前
に

地
域
の
枠
を
飛
び
出
す
若
手
の
力

編
集
部

　会
長
に
就
任
さ
れ
、今
後
、貴
会
で

積
極
的
に
取
り
組
み
た
い
課
題
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

佐
野
会
長

　こ
れ
は
神
道
青
年
全
国
協
議
会

だ
け
で
は
な
く
、神
社
界
が
抱
え
る
問
題
で
す

が
、全
国
各
地
で
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
む
中
、

斯
界
に
お
い
て
も
例
に
漏
れ
ず
深
刻
で
す
。現

在
、全
国
に
は
８
万
社
あ
ま
り
の
神
社
が
あ
る一

方
、神
職
の
人
数
は
２
万
人
を
切
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、１
人
の
神
職
が
い
く
つ
も
の
神
社

の
宮
司
を
務
め
る
こ
と
も
多
く
、な
か
に
は
30

〜
40
社
を
兼
務
す
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。も
し

そ
の
方
が
奉
職
か
ら
離
れ
た
場
合
、す
で
に
何

沖縄県波照間島「聖寿奉祝の碑」

島根県隠岐の島町
「水若酢神社」
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近
年
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
拡
大
に
と
も
な
い
、多
く
の
観
光
客
・
参
拝
者
が
寺
社
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
型
バ
ス
で
の
移
動
も
多
く
、そ
の
際
、道
路
標
識
や
看
板（
一
種
の
広
告
）は
観
光
誘
致
ま
た
は
認
知
度
を
上
げ
る
た
め
の
大
切
な
ツ
ー
ル
に
な
り
ま
す
。

道
路
標
識
に
掲
出
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
か
、ま
た
道
路
へ
看
板
を
出
す
に
は
ど
の
よ
う
な
手
段
が
あ
る
の
か
、

官
公
庁
や
病
院
関
係
な
ど
公
共
施
設
の
屋
外
広
告
を
多
数
手
掛
け
て
い
る
株
式
会
社
日
本
道
路
案
内
標
識
と
、

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
大
阪
国
道
事
務
所
に
お
話
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

寺
社
に
お
け
る
道
路
標
識
・
看
板
広
告
の 

効
果
的
な
設
置
方
法
と
は

道
路
標
識
へ
の
記
載
は

官
公
庁
へ
の
相
談
か
ら

近
年
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
、

地
図
情
報
サ
ー
ビ
ス
が
発
達
し
た
中

で
も
道
路
標
識
の
必
要
性
は
高
ま
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
高
齢
者
や
遠
方

か
ら
の
来
訪
者
、海
外
旅
行
客
に
と
っ

て
道
路
標
識
と
い
う
の
は
必
要
性
が

あ
り
、
現
地
に
着
い
た
こ
と
を
確
実

に
知
る
と
い
う
安
心
感
が
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
公
共
の
道

路
標
識
に
寺
社
の
名
前
を
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
そ
の
可

能
性
に
つ
い
て
、
屋
外
看
板
の
プ
ロ
に

聞
い
て
み
た
。
訪
れ
た
の
は
愛
知
県

に
あ
る
株
式
会
社
日
本
道
路
案
内
標

識
。
主
に
官
公
庁
や
病
院
関
係
な
ど

公
共
施
設
の
屋
外
広
告
を
メ
イ
ン
に

手
掛
け
て
お
り
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
は

寺
社
も
数
多
い
。
こ
の
会
社
の
営
業

本
部
長
と
し
て
活
躍
す
る
の
が
森
田

伸
男
さ
ん
だ
。「
愛
知
県
の
知
多
半

島
に
は
知
多
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場

巡
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
を
め
ぐ
る
お
遍
路
さ
ん
に
対
し

て
お
寺
さ
ん
の
道
案
内
を
建
て
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
さ
ん
は
だ
い

た
い
道
路
か
ら
奥
ま
っ
た
所
に
あ
る
の

で
、
お
遍
路
さ
ん
に
も
す
ぐ
分
か
る

道路標識とは、道路法、道路交通法、

道路構造令に基づいて、都道府県の公安

委員会、道路管理者である国土交通省や

自治体などが設置するもの。主な目的は“交

通の安全と円滑化を図る”ためである。対

して看板広告は公共の土地以外に個人や

法人が“宣伝”を目的として出されるもの。

つまり基本的に目的が異なる。道路標識

に有名施設が掲示されるのも、基本的に

は円滑な交通を促すためだ。道路標識に

寺社を掲載することが可能かどうかを検討

する際には、まずこの違いを理解しておく

必要がある。

道路標識と看板広告
その違いについて

道路標識.indd   12 2017/10/19   9:45
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よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
」

ま
ず
知
り
た
い
の
は
、
公
共
の
道

路
標
識
に
つ
い
て
。
こ
こ
に
寺
社
の

名
前
を
組
み
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に

は
ど
の
よ
う
な
手
順
が
必
要
な
の
か
。

公
共
の
道
路
標
識
の
管
轄
は
、
国
道

な
ら
国
土
交
通
省
、
県
道
な
ら
各
県

の
土
木
課
、
市
道
は
市
の
土
木
課
が

管
轄
と
な
る
。「
ま
ず
は
標
識
の
あ
る
、

ま
た
は
標
識
を
出
し
た
い
道
を
管
轄

し
て
い
る
官
公
庁
に
相
談
に
行
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。
も
し
官
公
庁
か
ら

の
Ｏ
Ｋ
が
出
た
ら
、
弊
社
は
道
路
標

識
の
素
材
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
の
基
本

仕
様
に
つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て

い
る
の
で
、
制
作
施
行
を
請
け
負
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
弊
社
の
方
で
行

政
に
届
け
出
を
出
し
な
が
ら
仕
上
げ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
」

道
路
標
識
へ
の
記
載
は

公
共
施
設
か
ど
う
か

し
か
し
問
題
は
、
そ
の
官
公
庁
が

Ｏ
Ｋ
を
出
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。

基
本
的
に
は
、
公
共
施
設
か
非
常
に

知
名
度
の
あ
る
施
設
で
な
け
れ
ば
公

共
の
道
路
標
識
に
名
前
を
入
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
官
公
庁
が
公

共
に
近
い
と
認
め
た
施
設
は
す
で
に

標
識
に
入
っ
て
い
る
は
ず
と
さ
れ
る
。

「
あ
ら
た
め
て
こ
ち
ら
か
ら
相
談
を
し

て
も
、
新
た
に
道
路
標
識
と
し
て
示

し
て
も
ら
う
許
可
を
得
る
の
は
非
常

に
難
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
判
断
基
準

は
自
治
体
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す

の
で
確
実
な
こ
と
は
申
し
上
げ
ら
れ

ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
大
学
付
属
の
病

院
の
場
合
、
1
次
指
定
、
2
次
指
定

の
救
急
医
療
体
制
を
と
っ
て
い
た
り
、

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
発
着
場
を
持
っ
て
い
た

り
す
る
と
、
た
と
え
私
立
で
あ
っ
て
も

公
共
の
施
設
と
判
断
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
地
域
ぐ
る
み
で
“
こ
の
施
設
を

道
路
標
識
に
入
れ
る
べ
き
だ
”
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
追
加
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
国
道
、
県
道
、
市

道
の
ど
れ
か
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
」。

こ
の
官
公
庁
へ
の
相
談
に
お
い
て
、
冒

頭
に
記
し
た
道
路
標
識
と
看
板
広
告

の
違
い
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
。

道
路
標
識
の
場
合
は
、
該
当
す
る
寺

社
を
記
載
す
る
こ
と
で
“
交
通
の
安

全
と
円
滑
を
図
る
”
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
が
主
な
判
断
基
準
と
な
る

の
だ
。
と
も
か
く
官
公
庁
に
相
談
す

る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
屋
外
広
告
の
会
社
で
あ
れ
ば

代
行
し
て
く
れ
る
こ
と
も
多
い
。

自
前
の
看
板
を
出
す
に
も

各
種
条
例
の
遵
守
が
必
要

も
し
官
公
庁
に
相
談
し
て
も
、
公

寺社の看板広告例。いずれもシンプルなデザインで公共の道路標識に似せている

道路標識.indd   13 2017/10/19   9:45
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共
の
道
路
標
識
に
施
設
名
を
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
自

前
で
看
板
を
出
す
し
か
な
い
。
も
ち

ろ
ん
設
置
場
所
は
道
路
で
は
な
く
、

道
路
に
面
し
た
私
有
地
と
な
る
。
し

か
し
自
前
の
看
板
に
お
い
て
も
自
由

に
作
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
的

に
全
国
に
屋
外
広
告
物
条
例
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
た
と
え
自
前
の
看
板

で
あ
っ
て
も
こ
れ
に
従
う
必
要
が
あ

る
う
え
、
各
自
治
体
に
よ
っ
て
追
加

の
規
制
も
あ
る
。「
基
本
的
に
は
通
行

者
の
邪
魔
に
な
っ
た
り
、
危
害
を
加

え
た
り
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
は

不
可
。
さ
ら
に
景
観
を
損
ね
る
よ
う

な
も
の
も
許
可
さ
れ
な
い
可
能
性
が

高
い
で
す
。
看
板
の
高
さ
や
平
米
数
、

色
な
ど
の
指
定
が
あ
る
の
で
、
例
え

ば
京
都
や
飛
騨
高
山
な
ど
自
治
体
で

景
観
の
維
持
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
コ
ン
ビ
ニ
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店

で
あ
っ
て
も
派
手
な
色
が
使
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」

で
は
ど
の
よ
う
な
看
板
で
あ
れ
ば

そ
れ
ら
の
条
例
を
ク
リ
ア
し
や
す
い

の
だ
ろ
う
か
。「
結
論
か
ら
い
え
ば
、

非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
、
公
共
の

道
路
標
識
に
似
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
の

も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
」。
看
板
を
出
す
寺
社
と
し
て
も
公

共
の
道
路
標
識
に
似
て
い
る
も
の
の

方
が
“
公
共
の
施
設
”
に
近
い
見
せ

方
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
好
都
合
だ
。

看
板
を
出
す
た
め
の
費
用

初
期
投
資
な
し
の
場
合
も

で
は
そ
の
費
用
の
方
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
道
路
脇
に
一
般
的
な

道
案
内
を
出
し
た
場
合
で
聞
い
て
み

る
。「
弊
社
の
場
合
は
、
看
板
屋
と

い
う
よ
り
広
告
媒
体
と
い
う
立
ち
位

置
に
な
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
看
板
の

制
作
、
設
置
に
つ
い
て
は
弊
社
が
負

担
し
ま
す
。
つ
ま
り
初
期
費
用
と
い

う
も
の
は
な
く
、
そ
の
看
板
へ
の
掲

載
料
と
し
て
3
年
契
約
の
掲
載
料
を

月
々
1
万
5
千
円
か
ら
2
万
円
前
後

で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
も
し
そ
の
間

に
台
風
な
ど
で
看
板
が
倒
れ
て
通
行

人
に
ケ
ガ
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
弊
社
の
責
任
に

お
い
て
賠
償
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
３
年
間
雨
ざ
ら
し
に
な
る
た
め
、

年
1
回
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
ま
す
。

『かぼちゃ寺』として看板を出している愛知県の妙善寺さんと、『ガン封じ寺』として出している無量寺さん

株式会社日本道路案内標識営業本部長の
森田伸男さん

道路標識.indd   14 2017/10/19   9:45

さ
ら
に
3
年
間
で
１
回
の
デ
ザ
イ
ン

変
更
も
無
料
で
行
い
ま
す
」

看
板
に
使
う
素
材
も
公
共
と
ほ

ぼ
同
じ
も
の
で
亜
鉛
メ
ッ
キ
仕
上
げ
。

サ
ビ
に
強
く
耐
久
年
数
は
10
年
以
上

と
の
こ
と
だ
。
こ
の
月
々
1
万
5
千

円
か
ら
2
万
円
前
後
と
い
う
費
用
の

内
訳
と
し
て
は
基
本
的
に
制
作
施
工

費
、
地
主
さ
ん
に
対
す
る
土
地
借
地

料
、
行
政
に
対
す
る
申
請
費
用
、
3

年
間
の
維
持
管
理
費
と
い
う
こ
と
ら

し
い
。
こ
れ
ら
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て

月
額
で
払
う
シ
ス
テ
ム
だ
。
つ
ま
り

看
板
を
立
て
た
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

や
行
政
へ
の
申
請
報
告
な
ど
も
一
切

お
ま
か
せ
と
い
う
こ
と
だ
。
単
純
に

造
作
物
を
1
回
作
っ
て
終
わ
り
、
と

い
う
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ
の
場
合
、

形
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
違
う
が
一
般
的

に
は
50
万
円
前
後
と
の
こ
と
。
も
ち

ろ
ん
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
行
政
へ
の
申
請

な
ど
は
自
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。

徒
歩
で
の
道
案
内
な
ら

電
柱
広
告
を
使
う
手
も

電
柱
広
告
と
い
う
手
法
も
あ
る
。

電
柱
と
電
柱
の
間
は
お
お
よ
そ
30
m
。

つ
ま
り
30
m
ご
と
に
行
先
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
道
案
内
と

い
う
意
味
で
は
有
効
な
手
段
だ
。「
電

柱
広
告
の
場
合
は
１
本
あ
た
り
月
額

2
0
0
0
～
2
5
0
0
円
前
後
で
地

域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
や
は
り

人
口
の
多
い
エ
リ
ア
で
は
高
く
な
り
ま

す
ね
。
道
案
内
と
し
て
利
用
す
る
に

は
優
れ
て
い
る
う
え
に
、
費
用
も
そ

こ
そ
こ
安
い
の
が
特
徴
で
す
。
も
ち

ろ
ん
道
案
内
で
す
か
ら
1
本
だ
け
で

な
く
ル
ー
ト
の
長
さ
に
応
じ
て
複
数

本
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
車
よ
り

徒
歩
の
方
へ
の
道
案
内
と
し
て
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
」

看
板
を
出
す
目
的
と
は

住
民
へ
の
認
知
の
役
割
も

こ
う
い
っ
た
看
板
を
出
す
場
合
、

考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。“
目

的
は
何
か
”
と
い
う
こ
と
だ
。
道
案

内
の
看
板
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
別

の
効
果
が
あ
る
。
地
域
と
の
距
離
が

離
れ
が
ち
な
寺
社
に
と
っ
て
、
こ
の
町

に
あ
る
神
社
・
寺
と
い
え
ば
こ
こ
と

い
う
、
住
民
か
ら
の
認
知
度
を
維
持

す
る
こ
と
は
重
要
だ
。
道
路
に
面
し

て
い
な
い
山
寺
な
ど
は
な
お
さ
ら
だ
。

ま
た
、
周
辺
へ
の
違
法
駐
車
を
避
け

る
た
め
、
確
実
に
駐
車
場
へ
と
導
く

こ
と
も
必
要
。
こ
れ
ら
の
目
的
に
よ
っ

て
、
看
板
の
立
て
る
場
所
、
立
て
方
、

デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
変
わ
っ
て
く
る
。

「
例
え
ば
道
案
内
が
目
的
で
あ
れ
ば
、

交
通
量
セ
ン
サ
ス
や
人
口
分
布
な
ど

で
周
辺
の
道
路
事
情
な
ど
を
精
査
し

た
う
え
で
立
て
る
場
所
を
決
め
ま
す
。

し
か
し
目
的
が
『
地
域
の
若
い
方
に

も
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
』『
ど

う
い
っ
た
寺
社
な
の
か
を
知
っ
て
も
ら

い
た
い
』
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
立
て

方
や
内
容
は
違
っ
て
き
ま
す
。
正
式

名
称
で
は
な
く
愛
称
で
看
板
を
出
す

こ
と
も
で
き
ま
す
。
例
え
ば
愛
知
県

の
妙
善
寺
さ
ん
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
伝
来

の
地
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
『
か
ぼ

ち
ゃ
寺
』
と
し
て
看
板
を
出
し
て
い

ま
す
し
、
同
じ
く
愛
知
県
の
無
量
寺

は
『
ガ
ン
封
じ
寺
』
と
い
う
表
記
に

し
て
い
ま
す
」。
海
外
旅
行
客
へ
は
や

は
り
ロ
ー
マ
字
や
中
国
語
の
併
記
な

ど
の
対
策
を
と
る
必
要
も
あ
る
。
結

果
と
し
て
い
え
る
の
は
、
目
的
を
明

確
化
さ
せ
た
う
え
で
、
専
門
会
社
と

相
談
し
、
地
域
の
条
例
と
照
ら
し
合

わ
せ
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
看
板
に
す

べ
き
か
を
決
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

＜
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国
土
交
通
省
と
し
て
、
道
路
標
識
に

関
す
る
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
。
国
土
交
通
省 

近
畿
地
方
整

備
局 

大
阪
国
道
事
務
所
に
聞
い
た
。

道
路
標
識
は
『
道
路
標
識
設
置
基
準
』

に
基
づ
い
て
設
置
。
設
置
の
手
順
は
、

都
道
府
県
の
公
安
委
員
会
と
連
携
し

て
、
各
都
道
府
県
に
あ
る
道
路
標
識
適

正
化
委
員
会
で
決
定
さ
れ
る
。
新
た
な

地
点
を
表
示
す
る
場
合
は
、
地
域
全
体

の
声
が
自
治
体
に
届
き
、
そ
れ
が
適
正

化
委
員
会
の
議
題
と
さ
れ
る
こ
と
で

調
整
さ
れ
る
と
い
う
形
が
一
般
的
だ

そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
表
示
の
必
要
性
に

つ
い
て
地
域
住
民
か
ら
の
声
が
高
ま

り
、
そ
れ
を
自
治
体
が
道
路
管
理
者
に

伝
え
、
設
置
の
必
要
性
が
あ
る
案
件
に

つ
い
て
適
正
化
委
員
会
に
図
ら
れ
る
。

た
だ
、
現
在
国
土
交
通
省
で
は
観
光

先
進
国
や
地
方
創
生
の
実
現
に
向
け

て
、
交
差
点
名
標
識
に
著
名
な
観
光

地
、
名
所･

旧
跡
、
文
化
施
設
な
ど
が

表
示
さ
れ
る
よ
う
標
識
の
改
善
が
推

進
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
和
歌
山
県
橋

本
市
で
は
『
中
島
』と
い
う
交
差
点
名

標
識
が
『
隅
田
八
幡
神
社
入
口
』に
変

更
さ
れ
た
。
同
じ
く
和
歌
山
県
海
南
市

で
は
『
藤
白
南
』が
『
藤
白
神
社
入
口
』

と
な
っ
た
。
同
じ
理
由
で
英
語
表
記
へ

の
見
直
し
も
各
所
で
図
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
、
適
正
化
委
員
会

で
判
断
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
は
今
ま
で
と
違
い
は
な
い
が
、

今
後
新
た
に
神
社
仏
閣
が
交
差
点
標

識
に
表
示
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と

い
え
よ
う
。

表
示
は
適
正
化
委
員
会
が
決
定

観
光
立
国
と
し
て
表
示
改
善
も

＜

取
材
協
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土
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方
整
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局
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国
道
事
務
所
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共
の
道
路
標
識
に
施
設
名
を
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
自

前
で
看
板
を
出
す
し
か
な
い
。
も
ち

ろ
ん
設
置
場
所
は
道
路
で
は
な
く
、

道
路
に
面
し
た
私
有
地
と
な
る
。
し

か
し
自
前
の
看
板
に
お
い
て
も
自
由

に
作
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
的

に
全
国
に
屋
外
広
告
物
条
例
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
た
と
え
自
前
の
看
板

で
あ
っ
て
も
こ
れ
に
従
う
必
要
が
あ

る
う
え
、
各
自
治
体
に
よ
っ
て
追
加

の
規
制
も
あ
る
。「
基
本
的
に
は
通
行

者
の
邪
魔
に
な
っ
た
り
、
危
害
を
加

え
た
り
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
は

不
可
。
さ
ら
に
景
観
を
損
ね
る
よ
う

な
も
の
も
許
可
さ
れ
な
い
可
能
性
が

高
い
で
す
。
看
板
の
高
さ
や
平
米
数
、

色
な
ど
の
指
定
が
あ
る
の
で
、
例
え

ば
京
都
や
飛
騨
高
山
な
ど
自
治
体
で

景
観
の
維
持
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
コ
ン
ビ
ニ
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店

で
あ
っ
て
も
派
手
な
色
が
使
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」

で
は
ど
の
よ
う
な
看
板
で
あ
れ
ば

そ
れ
ら
の
条
例
を
ク
リ
ア
し
や
す
い

の
だ
ろ
う
か
。「
結
論
か
ら
い
え
ば
、

非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
、
公
共
の

道
路
標
識
に
似
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
の

も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
」。
看
板
を
出
す
寺
社
と
し
て
も
公

共
の
道
路
標
識
に
似
て
い
る
も
の
の

方
が
“
公
共
の
施
設
”
に
近
い
見
せ

方
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
好
都
合
だ
。

看
板
を
出
す
た
め
の
費
用

初
期
投
資
な
し
の
場
合
も

で
は
そ
の
費
用
の
方
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
道
路
脇
に
一
般
的
な

道
案
内
を
出
し
た
場
合
で
聞
い
て
み

る
。「
弊
社
の
場
合
は
、
看
板
屋
と

い
う
よ
り
広
告
媒
体
と
い
う
立
ち
位

置
に
な
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
看
板
の

制
作
、
設
置
に
つ
い
て
は
弊
社
が
負

担
し
ま
す
。
つ
ま
り
初
期
費
用
と
い

う
も
の
は
な
く
、
そ
の
看
板
へ
の
掲

載
料
と
し
て
3
年
契
約
の
掲
載
料
を

月
々
1
万
5
千
円
か
ら
2
万
円
前
後

で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
も
し
そ
の
間

に
台
風
な
ど
で
看
板
が
倒
れ
て
通
行

人
に
ケ
ガ
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
弊
社
の
責
任
に

お
い
て
賠
償
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
３
年
間
雨
ざ
ら
し
に
な
る
た
め
、

年
1
回
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
ま
す
。

『かぼちゃ寺』として看板を出している愛知県の妙善寺さんと、『ガン封じ寺』として出している無量寺さん

株式会社日本道路案内標識営業本部長の
森田伸男さん
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さ
ら
に
3
年
間
で
１
回
の
デ
ザ
イ
ン

変
更
も
無
料
で
行
い
ま
す
」

看
板
に
使
う
素
材
も
公
共
と
ほ

ぼ
同
じ
も
の
で
亜
鉛
メ
ッ
キ
仕
上
げ
。

サ
ビ
に
強
く
耐
久
年
数
は
10
年
以
上

と
の
こ
と
だ
。
こ
の
月
々
1
万
5
千

円
か
ら
2
万
円
前
後
と
い
う
費
用
の

内
訳
と
し
て
は
基
本
的
に
制
作
施
工

費
、
地
主
さ
ん
に
対
す
る
土
地
借
地

料
、
行
政
に
対
す
る
申
請
費
用
、
3

年
間
の
維
持
管
理
費
と
い
う
こ
と
ら

し
い
。
こ
れ
ら
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て

月
額
で
払
う
シ
ス
テ
ム
だ
。
つ
ま
り

看
板
を
立
て
た
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

や
行
政
へ
の
申
請
報
告
な
ど
も
一
切

お
ま
か
せ
と
い
う
こ
と
だ
。
単
純
に

造
作
物
を
1
回
作
っ
て
終
わ
り
、
と

い
う
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ
の
場
合
、

形
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
違
う
が
一
般
的

に
は
50
万
円
前
後
と
の
こ
と
。
も
ち

ろ
ん
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
行
政
へ
の
申
請

な
ど
は
自
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。

徒
歩
で
の
道
案
内
な
ら

電
柱
広
告
を
使
う
手
も

電
柱
広
告
と
い
う
手
法
も
あ
る
。

電
柱
と
電
柱
の
間
は
お
お
よ
そ
30
m
。

つ
ま
り
30
m
ご
と
に
行
先
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
道
案
内
と

い
う
意
味
で
は
有
効
な
手
段
だ
。「
電

柱
広
告
の
場
合
は
１
本
あ
た
り
月
額

2
0
0
0
～
2
5
0
0
円
前
後
で
地

域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
や
は
り

人
口
の
多
い
エ
リ
ア
で
は
高
く
な
り
ま

す
ね
。
道
案
内
と
し
て
利
用
す
る
に

は
優
れ
て
い
る
う
え
に
、
費
用
も
そ

こ
そ
こ
安
い
の
が
特
徴
で
す
。
も
ち

ろ
ん
道
案
内
で
す
か
ら
1
本
だ
け
で

な
く
ル
ー
ト
の
長
さ
に
応
じ
て
複
数

本
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
車
よ
り

徒
歩
の
方
へ
の
道
案
内
と
し
て
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
」

看
板
を
出
す
目
的
と
は

住
民
へ
の
認
知
の
役
割
も

こ
う
い
っ
た
看
板
を
出
す
場
合
、

考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。“
目

的
は
何
か
”
と
い
う
こ
と
だ
。
道
案

内
の
看
板
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
別

の
効
果
が
あ
る
。
地
域
と
の
距
離
が

離
れ
が
ち
な
寺
社
に
と
っ
て
、
こ
の
町

に
あ
る
神
社
・
寺
と
い
え
ば
こ
こ
と

い
う
、
住
民
か
ら
の
認
知
度
を
維
持

す
る
こ
と
は
重
要
だ
。
道
路
に
面
し

て
い
な
い
山
寺
な
ど
は
な
お
さ
ら
だ
。

ま
た
、
周
辺
へ
の
違
法
駐
車
を
避
け

る
た
め
、
確
実
に
駐
車
場
へ
と
導
く

こ
と
も
必
要
。
こ
れ
ら
の
目
的
に
よ
っ

て
、
看
板
の
立
て
る
場
所
、
立
て
方
、

デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
変
わ
っ
て
く
る
。

「
例
え
ば
道
案
内
が
目
的
で
あ
れ
ば
、

交
通
量
セ
ン
サ
ス
や
人
口
分
布
な
ど

で
周
辺
の
道
路
事
情
な
ど
を
精
査
し

た
う
え
で
立
て
る
場
所
を
決
め
ま
す
。

し
か
し
目
的
が
『
地
域
の
若
い
方
に

も
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
』『
ど

う
い
っ
た
寺
社
な
の
か
を
知
っ
て
も
ら

い
た
い
』
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
立
て

方
や
内
容
は
違
っ
て
き
ま
す
。
正
式

名
称
で
は
な
く
愛
称
で
看
板
を
出
す

こ
と
も
で
き
ま
す
。
例
え
ば
愛
知
県

の
妙
善
寺
さ
ん
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
伝
来

の
地
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
『
か
ぼ

ち
ゃ
寺
』
と
し
て
看
板
を
出
し
て
い

ま
す
し
、
同
じ
く
愛
知
県
の
無
量
寺

は
『
ガ
ン
封
じ
寺
』
と
い
う
表
記
に

し
て
い
ま
す
」。
海
外
旅
行
客
へ
は
や

は
り
ロ
ー
マ
字
や
中
国
語
の
併
記
な

ど
の
対
策
を
と
る
必
要
も
あ
る
。
結

果
と
し
て
い
え
る
の
は
、
目
的
を
明

確
化
さ
せ
た
う
え
で
、
専
門
会
社
と

相
談
し
、
地
域
の
条
例
と
照
ら
し
合

わ
せ
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
看
板
に
す

べ
き
か
を
決
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

＜

取
材
協
力＞

株
式
会
社
日
本
道
路
案
内
標
識

本
社
：
〒
4
4
2-

0
8
5
7

　
　
　
愛
知
県
豊
川
市
八
幡
町
足
洗
20

T
E
L
：
0
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3-

8
3-

8
0
2
8
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国
土
交
通
省
と
し
て
、
道
路
標
識
に

関
す
る
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
。
国
土
交
通
省 

近
畿
地
方
整

備
局 

大
阪
国
道
事
務
所
に
聞
い
た
。

道
路
標
識
は
『
道
路
標
識
設
置
基
準
』

に
基
づ
い
て
設
置
。
設
置
の
手
順
は
、

都
道
府
県
の
公
安
委
員
会
と
連
携
し

て
、
各
都
道
府
県
に
あ
る
道
路
標
識
適

正
化
委
員
会
で
決
定
さ
れ
る
。
新
た
な

地
点
を
表
示
す
る
場
合
は
、
地
域
全
体

の
声
が
自
治
体
に
届
き
、
そ
れ
が
適
正

化
委
員
会
の
議
題
と
さ
れ
る
こ
と
で

調
整
さ
れ
る
と
い
う
形
が
一
般
的
だ

そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
表
示
の
必
要
性
に

つ
い
て
地
域
住
民
か
ら
の
声
が
高
ま

り
、
そ
れ
を
自
治
体
が
道
路
管
理
者
に

伝
え
、
設
置
の
必
要
性
が
あ
る
案
件
に

つ
い
て
適
正
化
委
員
会
に
図
ら
れ
る
。

た
だ
、
現
在
国
土
交
通
省
で
は
観
光

先
進
国
や
地
方
創
生
の
実
現
に
向
け

て
、
交
差
点
名
標
識
に
著
名
な
観
光

地
、
名
所･

旧
跡
、
文
化
施
設
な
ど
が

表
示
さ
れ
る
よ
う
標
識
の
改
善
が
推

進
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
和
歌
山
県
橋

本
市
で
は
『
中
島
』と
い
う
交
差
点
名

標
識
が
『
隅
田
八
幡
神
社
入
口
』に
変

更
さ
れ
た
。
同
じ
く
和
歌
山
県
海
南
市

で
は
『
藤
白
南
』が
『
藤
白
神
社
入
口
』

と
な
っ
た
。
同
じ
理
由
で
英
語
表
記
へ

の
見
直
し
も
各
所
で
図
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
、
適
正
化
委
員
会

で
判
断
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
は
今
ま
で
と
違
い
は
な
い
が
、

今
後
新
た
に
神
社
仏
閣
が
交
差
点
標

識
に
表
示
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と

い
え
よ
う
。

表
示
は
適
正
化
委
員
会
が
決
定

観
光
立
国
と
し
て
表
示
改
善
も

＜

取
材
協
力＞

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局

大
阪
国
道
事
務
所
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村
か
ら
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
や
ト
ー
タ

ル
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と

も
多
く
、
地
域
の
祭
り
を
復
活
さ
せ

た
り
、
婚
活
パ
ー
テ
ィ
ー
や
商
店
街

で
の
結
婚
式
を
主
催
し
た
り
と
い
っ

た
機
会
も
増
え
て
い
ま
す
。
今
で
は

商
工
会
の
活
動
の
半
分
以
上
が
地
域

振
興
の
仕
事
、
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

│

全
国
商
工
会
連
合
会
は
、ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

乾
専
務
理
事
　
商
工
会
の
活
動
は

基
本
的
に
都
道
府
県
単
位
で
行
わ

れ
て
お
り
、都
道
府
県
の
商
工
会
連

合
会
が
、
地
域
の
行
政
や
経
済
団

体
、観
光
協
会
な
ど
と
連
絡
を
取
り

な
が
ら
活
動
し
て
い
ま
す
。一
方
、全

国
商
工
会
連
合
会
で
は
、各
地
の
商

工
会
連
合
会
の
意
見
を
集
約
し
て
国

に
伝
え
た
り
、国
の
決
定
を
各
都
道

府
県
に
伝
達
し
て
対
応
を
求
め
た

り
、と
い
っ
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

働
き
方
改
革
や
観
光
政
策
、中
小
企

業
政
策
な
ど
、商
工
会
に
関
わ
る
国

の
政
策
を
分
類
し
、各
都
道
府
県
の

事
情
に
応
じ
て
い
か
に
政
策
を
活
用

す
る
か
を
考
え
る
の
が
、我
々
の
仕

事
。全
国
商
工
会
連
合
会
は
い
わ
ば

「
情
報
の
結
節
点
」で
あ
り
、商
工
会

の
効
率
的
な
運
営
を
お
手
伝
い
す

る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

文
化
的
価
値
を

維
持
す
る
に
は
定
常
収
入
を

得
る
仕
組
み
が
必
要

│

今
、商
工
会
で
は
、ど
の
よ
う
な
分

野
に
注
力
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

乾
専
務
理
事
　
た
と
え
ば
地
域
振

興
の
一
環
と
し
て
、地
域
の
産
品
を
大

都
市
の
消
費
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
売
り
込

む
た
め
の
ル
ー
ト
作
り
や
、販
売
指
導

な
ど
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。と

は
い
え
、近
年
は
内
需
縮
小
で
競
争

が
激
化
。ネ
ッ
ト
通
販
が
普
及
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、物
品
販
売
に
や
や
限
界

が
見
え
て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
、新
た

に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
観
光
振
興

へ
の
取
組
み
で
す
。

今
、
政
府
は
観
光
振
興
を
国
策
に

掲
げ
、
訪
日
観
光
客
数
も
2
0
2
0

年
に
4
0
0
0
万
人
、2
0
2
5
年

に
は
6
0
0
0
万
人
と
い
う
野
心
的

な
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

“
爆
買
い
ブ
ー
ム
”
は
一
段
落
し
、
外

国
人
観
光
客
の
関
心
は
、
団
体
旅

行
や
モ
ノ
消
費
の
段
階
か
ら
、
個
人

旅
行
や
コ
ト
消
費
へ
と
移
行
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
日
本
の
文
化
や
歴
史
に

関
心
を
持
つ
外
国
人
観
光
客
が
増

え
、
日
本
観
光
は
、
一
部
の
大
消
費

地
だ
け
が
潤
う
第
１
ス
テ
ー
ジ
か
ら
、

地
方
全
体
に
伝
播
し
て
い
く
第
２
ス

テ
ー
ジ
へ
と
移
り
つ
つ
あ
る
。今
こ
そ
、

祭
り
や
地
域
に
埋
も
れ
た
観
光
資
源

商工会と寺社との連携により
地域のブランド力を強化

全国商工会連合会　専務理事　乾  敏一

地
域
経
済
を
担
う
商
工
会
で
は
、

2
0
1
4（
平
成
26
）年
か
ら
観
光
へ

の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。商

工
会
の
寺
社
観
光
に
対
す
る
考
え
方

と
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
、全

国
商
工
会
連
合
会
の
乾
敏
一
専
務
理

事
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

│

ま
ず
、商
工
会
の
役
割
と
活
動
内

容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

乾
専
務
理
事
　
商
工
会
は
、1
9
6
0

（
昭
和
35
）年
、商
工
会
法
に
基
づ
い

て
設
立
さ
れ
た
地
域
の
経
済
団
体
で

す
。商
工
会
議
所
が
大
都
市
部
を
中

心
に
活
動
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、商

工
会
は
、大
都
市
部
を
除
く
地
域
の

市
町
村
単
位
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

現
在
、商
工
会
の
会
員
数
は
全
国
で

1
0
0
万
人
。そ
の
９
割
を
占
め
る
の

が
、小
規
模
企
業
や
個
人
事
業
主
で

す
。こ
う
し
た
会
員
に
対
し
て
、商

工
会
で
は
確
定
申
告
の
際
の
記
帳

指
導
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

最
近
、
と
く
に
増
え
て
い
る
の
が

「
地
域
振
興
」
の
活
動
で
す
。
市
町

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

全国商工会連合会設立
55 周年を迎えた昨年に
発行された『商工会の
ご案内』
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 敏
と し か ず

一
1954（昭和29）年、大阪府生まれ。1978（昭和53）年、通商産業省
（現経済産業省）入省。外務省欧州連合日本政府代表部参事官、経
済産業省地域経済産業政策課長、東京都産業政策部長、衆議院経
済産業委員会専門員等を経て、2015（平成27）年10月より現職。

れ
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
う

な
れ
ば
、本
来
の
価
値
を
普
及
・
伝
播

で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、こ
れ
は
非

常
に
重
要
な
問
題
で
す
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
実
現
す
る

た
め
に
は
、
経
済
的
な
定
常
収
入

を
得
る
仕
組
み
、
も
し
く
は
公
費
で

補
て
ん
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
す
。

そ
の
仕
組
み
が
で
き
れ
ば
、
文
化
的

価
値
や
宗
教
的
意
義
を
維
持
し
な
が

ら
、
将
来
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
し
た
分
野
は
我
々

の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、

商
工
会
が
経
済
面
を
担
い
、
よ
り
多

く
の
方
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

を
も
っ
と
発
掘
す
る
べ
き
だ
、
多
様

な
観
光
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
豊
富
な
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
で
き
る
体
制
を
整
え
、

海
外
に
発
信
し
て
い
こ
う
―
そ
ん
な

意
識
が
、
商
工
会
の
中
で
も
共
有
さ

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

│

今
、日
本
で
は
観
光
立
国
の
一
環
と

し
て
、寺
社
観
光
の
推
進
が
国
家
的

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
ん
な

中
、地
域
振
興
に
お
い
て
豊
富
な
ノ

ウ
ハ
ウ
と
実
績
を
持
つ
商
工
会
の
役

割
は
、非
常
に
大
き
い
と
感
じ
ま
す
。

乾
専
務
理
事
　
先
日
、「
宗
像
・
沖
ノ

島
と
関
連
遺
産
群
」が
世
界
遺
産
に

一
括
登
録
さ
れ
ま
し
た
。も
し
イ
コ
モ

ス
の
勧
告
通
り
、人
が
足
を
踏
み
入

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
沖
ノ
島
周
辺

だ
け
が
登
録
さ
れ
て
い
た
ら
、経
済

価
値
を
生
む
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。も
ち
ろ
ん
、聖
地
の
持
つ
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
大
切
に
し
、世
界
に

伝
え
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
す
。し

か
し
、そ
れ
だ
け
で
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ（
持
続
可
能
性
）を
実
現
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。（
聖
地
を
）存
続
さ

せ
る
に
は
費
用
も
か
さ
み
ま
す
か
ら
、

皆
が
リ
ス
ペ
ク
ト
す
る
仕
掛
け
を
継

続
的
に
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、い
ず

00_インタビュー.indd   17 2017/10/18   18:29
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村
か
ら
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
や
ト
ー
タ

ル
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
依
頼
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れ
る
こ
と

も
多
く
、
地
域
の
祭
り
を
復
活
さ
せ

た
り
、
婚
活
パ
ー
テ
ィ
ー
や
商
店
街

で
の
結
婚
式
を
主
催
し
た
り
と
い
っ

た
機
会
も
増
え
て
い
ま
す
。
今
で
は

商
工
会
の
活
動
の
半
分
以
上
が
地
域

振
興
の
仕
事
、
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

│

全
国
商
工
会
連
合
会
は
、ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

乾
専
務
理
事
　
商
工
会
の
活
動
は

基
本
的
に
都
道
府
県
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位
で
行
わ

れ
て
お
り
、都
道
府
県
の
商
工
会
連
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会
が
、
地
域
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や
経
済
団

体
、観
光
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会
な
ど
と
連
絡
を
取
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な
が
ら
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て
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ま
す
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方
、全

国
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会
で
は
、各
地
の
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連
合
会
の
意
見
を
集
約
し
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国

に
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え
た
り
、国
の
決
定
を
各
都
道

府
県
に
伝
達
し
て
対
応
を
求
め
た

り
、と
い
っ
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

働
き
方
改
革
や
観
光
政
策
、中
小
企

業
政
策
な
ど
、商
工
会
に
関
わ
る
国

の
政
策
を
分
類
し
、各
都
道
府
県
の

事
情
に
応
じ
て
い
か
に
政
策
を
活
用

す
る
か
を
考
え
る
の
が
、我
々
の
仕

事
。全
国
商
工
会
連
合
会
は
い
わ
ば

「
情
報
の
結
節
点
」で
あ
り
、商
工
会

の
効
率
的
な
運
営
を
お
手
伝
い
す

る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

文
化
的
価
値
を

維
持
す
る
に
は
定
常
収
入
を

得
る
仕
組
み
が
必
要

│

今
、商
工
会
で
は
、ど
の
よ
う
な
分

野
に
注
力
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

乾
専
務
理
事
　
た
と
え
ば
地
域
振

興
の
一
環
と
し
て
、地
域
の
産
品
を
大

都
市
の
消
費
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
売
り
込

む
た
め
の
ル
ー
ト
作
り
や
、販
売
指
導

な
ど
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。と

は
い
え
、近
年
は
内
需
縮
小
で
競
争

が
激
化
。ネ
ッ
ト
通
販
が
普
及
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、物
品
販
売
に
や
や
限
界

が
見
え
て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
、新
た

に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
観
光
振
興

へ
の
取
組
み
で
す
。

今
、
政
府
は
観
光
振
興
を
国
策
に

掲
げ
、
訪
日
観
光
客
数
も
2
0
2
0

年
に
4
0
0
0
万
人
、2
0
2
5
年

に
は
6
0
0
0
万
人
と
い
う
野
心
的

な
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

“
爆
買
い
ブ
ー
ム
”
は
一
段
落
し
、
外

国
人
観
光
客
の
関
心
は
、
団
体
旅

行
や
モ
ノ
消
費
の
段
階
か
ら
、
個
人

旅
行
や
コ
ト
消
費
へ
と
移
行
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
日
本
の
文
化
や
歴
史
に

関
心
を
持
つ
外
国
人
観
光
客
が
増

え
、
日
本
観
光
は
、
一
部
の
大
消
費

地
だ
け
が
潤
う
第
１
ス
テ
ー
ジ
か
ら
、

地
方
全
体
に
伝
播
し
て
い
く
第
２
ス

テ
ー
ジ
へ
と
移
り
つ
つ
あ
る
。今
こ
そ
、

祭
り
や
地
域
に
埋
も
れ
た
観
光
資
源

商工会と寺社との連携により
地域のブランド力を強化

全国商工会連合会　専務理事　乾  敏一

地
域
経
済
を
担
う
商
工
会
で
は
、

2
0
1
4（
平
成
26
）年
か
ら
観
光
へ

の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。商

工
会
の
寺
社
観
光
に
対
す
る
考
え
方

と
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
、全

国
商
工
会
連
合
会
の
乾
敏
一
専
務
理

事
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

│

ま
ず
、商
工
会
の
役
割
と
活
動
内

容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

乾
専
務
理
事
　
商
工
会
は
、1
9
6
0

（
昭
和
35
）年
、商
工
会
法
に
基
づ
い

て
設
立
さ
れ
た
地
域
の
経
済
団
体
で

す
。商
工
会
議
所
が
大
都
市
部
を
中

心
に
活
動
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、商

工
会
は
、大
都
市
部
を
除
く
地
域
の

市
町
村
単
位
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

現
在
、商
工
会
の
会
員
数
は
全
国
で

1
0
0
万
人
。そ
の
９
割
を
占
め
る
の

が
、小
規
模
企
業
や
個
人
事
業
主
で

す
。こ
う
し
た
会
員
に
対
し
て
、商

工
会
で
は
確
定
申
告
の
際
の
記
帳

指
導
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

最
近
、
と
く
に
増
え
て
い
る
の
が

「
地
域
振
興
」
の
活
動
で
す
。
市
町

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

全国商工会連合会設立
55 周年を迎えた昨年に
発行された『商工会の
ご案内』
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と し か ず

一
1954（昭和29）年、大阪府生まれ。1978（昭和53）年、通商産業省
（現経済産業省）入省。外務省欧州連合日本政府代表部参事官、経
済産業省地域経済産業政策課長、東京都産業政策部長、衆議院経
済産業委員会専門員等を経て、2015（平成27）年10月より現職。

れ
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
う

な
れ
ば
、本
来
の
価
値
を
普
及
・
伝
播

で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、こ
れ
は
非

常
に
重
要
な
問
題
で
す
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
実
現
す
る

た
め
に
は
、
経
済
的
な
定
常
収
入

を
得
る
仕
組
み
、
も
し
く
は
公
費
で

補
て
ん
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
す
。

そ
の
仕
組
み
が
で
き
れ
ば
、
文
化
的

価
値
や
宗
教
的
意
義
を
維
持
し
な
が

ら
、
将
来
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
し
た
分
野
は
我
々

の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、

商
工
会
が
経
済
面
を
担
い
、
よ
り
多

く
の
方
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

を
も
っ
と
発
掘
す
る
べ
き
だ
、
多
様

な
観
光
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
豊
富
な
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
で
き
る
体
制
を
整
え
、

海
外
に
発
信
し
て
い
こ
う
―
そ
ん
な

意
識
が
、
商
工
会
の
中
で
も
共
有
さ

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

│

今
、日
本
で
は
観
光
立
国
の
一
環
と

し
て
、寺
社
観
光
の
推
進
が
国
家
的

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
ん
な

中
、地
域
振
興
に
お
い
て
豊
富
な
ノ

ウ
ハ
ウ
と
実
績
を
持
つ
商
工
会
の
役

割
は
、非
常
に
大
き
い
と
感
じ
ま
す
。

乾
専
務
理
事
　
先
日
、「
宗
像
・
沖
ノ

島
と
関
連
遺
産
群
」が
世
界
遺
産
に

一
括
登
録
さ
れ
ま
し
た
。も
し
イ
コ
モ

ス
の
勧
告
通
り
、人
が
足
を
踏
み
入

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
沖
ノ
島
周
辺

だ
け
が
登
録
さ
れ
て
い
た
ら
、経
済

価
値
を
生
む
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。も
ち
ろ
ん
、聖
地
の
持
つ
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
大
切
に
し
、世
界
に

伝
え
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
す
。し

か
し
、そ
れ
だ
け
で
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ（
持
続
可
能
性
）を
実
現
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。（
聖
地
を
）存
続
さ

せ
る
に
は
費
用
も
か
さ
み
ま
す
か
ら
、

皆
が
リ
ス
ペ
ク
ト
す
る
仕
掛
け
を
継

続
的
に
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、い
ず
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環
境
づ
く
り
を
お
手
伝
い
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
寺
社
観
光
に
も
少
な
か

ら
ず
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

物
語
性
を
重
視
し
て

観
光
ル
ー
ト
と
商
品
を

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

│

具
体
的
な
事
例
を
ご
紹
介
い
た
だ

け
ま
す
か
。

乾
専
務
理
事
　
最
近
は
地
域
間
競

争
が
激
化
し
て
お
り
、通
り
一
遍
の
特

産
品
を
売
り
込
む
だ
け
で
は
、な
か
な

か
消
費
者
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な

い
。こ
う
し
た
自
己
反
省
の
も
と
、商

工
会
で
は
2
0
1
4（
平
成
26
）年
か

ら
、全
国
展
開
事
業
の
一
環
と
し
て
新

し
い
取
り
組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
、地
域
の
お
寺
や
神

社
を
核
に
し
て
、共
通
の
コ
ン
セ
プ
ト

と
ス
ト
ー
リ
ー
性
に
も
と
づ
い
た
一
連

の
観
光
ル
ー
ト
を
作
り
、寺
社
の
持
つ

意
味
合
い
を
体
現
し
た
土
産
品
も
新

た
に
開
発
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
す
る

と
い
う
も
の
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

そ
の
一つ
の
例
が
、
地
元
の
商
工
会

が
行
政
と
連
携
し
て
行
っ
た
、
奈
良

県
の
斑
鳩
町
で
の
取
り
組
み
で
す
。

法
隆
寺
や
中
宮
寺
、
吉
田
寺
な
ど
が

あ
る
斑
鳩
の
里
は
、
仏
教
伝
来
の
地

で
あ
り
、
日
本
史
の
ル
ー
ツ
の
一つ
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴
史
に
焦
点
を

当
て
て
商
品
開
発
を
し
、「
ど
の
よ
う

な
ル
ー
ト
で
回
れ
ば
、
外
国
人
に
斑

鳩
の
里
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
文
化
を
理

解
し
て
も
ら
え
る
の
か
」
と
い
う
観

点
か
ら
、
最
適
化
し
た
観
光
ル
ー
ト

を
練
り
上
げ
ま
し
た
。
我
々
も
資
金

の
一
部
も
負
担
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
昨
年
で
一
段
落
し
、
今
年
か
ら

は
地
元
の
独
自
事
業
と
し
て
継
続
す

る
予
定
で
す
。

二
つ
目
は
、
奈
良
県
桜
井
市
で
の

取
り
組
み
で
す
。
こ
れ
は
2
0
1
6

（
平
成
28
）
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
も
の

で
、
大
神
神
社
や
相
撲
神
社
の
協
力

の
も
と
、
県
の
支
援
も
得
て
、
観
光

ル
ー
ト
と
関
連
商
品
を
作
る
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
既
存
の

観
光
資
源
を
立
体
的
か
つ
有
機
的

に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
短
期
間
で
効

率
的
に
回
れ
る
ル
ー
ト
を
整
備
し
、

地
域
の
伝
統
文
化
を
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
の
“
入
門
編
”
を
作
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

三
つ
目
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で

す
っ
か
り
有
名
に
な
っ
た
、
奥
浜
名

湖
で
の
取
り
組
み
で
す
。
浜
名
湖
の

内
陸
側
は
、
も
と
も
と
史
跡
も
多
く
、

観
光
資
源
や
特
産
品
に
恵
ま
れ
た
土

地
柄
で
す
。湖
や
山
、夕
日
の
美
し
さ
、

神
社
仏
閣
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

観
光
資
源
を
有
機
的
に
つ
な
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
魅
力
を
多
く
の

人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考

奥浜名湖と田園空間

全国商工会連合会が運営する
アンテナショップ「むらからまちから館」
（東京・有楽町交通会館１階）

え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
商
工
会
で
は
数
年

前
か
ら
、
寺
社
観
光
に
関
わ
る
取
り

組
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
地
域
毎

に
寺
社
と
商
工
会
が
連
携
す
れ
ば
、

新
た
な
地
域
振
興
の
可
能
性
を
切
り

拓
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
ん
な
思
い

を
強
く
し
て
い
ま
す
。

│

日
本
の
伝
統
的
価
値
を
担
う
寺
社

と
、経
済
分
野
に
精
通
し
た
商
工
会

が
タ
ッ
グ
を
組
め
ば
、可
能
性
も
大

き
く
広
が
り
ま
す
ね
。

乾
専
務
理
事
　
互
い
に
役
割
は
違
え

ど
、寺
社
観
光
に
よ
っ
て
地
域
を
活

性
化
で
き
れ
ば
、そ
れ
が
地
方
創
生

に
つ
な
が
り
、日
本
全
体
の
浮
揚
に
も

つ
な
が
る
。そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、皆

が
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で

す
。そ
の
意
味
で
、キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と

な
る
の
は
、市
町
村
や
県
な
ど
の
地

方
自
治
体
で
す
。行
政
が
リ
ー
ド
し

て
、関
係
者
が
意
識
を
共
有
で
き
る

よ
う
な
環
境
さ
え
作
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
、商
工
会
も
で
き
る
限
り
お
手

伝
い
し
ま
す
し
、経
験
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を

生
か
し
て
期
待
に
お
応
え
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

一
方
で
、
お
寺
さ
ん
や
神
社
さ
ん
に

も
、「
地
域
全
体
が
同
じ
船
に
乗
っ
た

運
命
共
同
体
な
の
だ
」
と
い
う
意
識

を
お
持
ち
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た

い
で
す
ね
。
訪
日
外
国
人
が
不
便
と

奈良盆地の南西・桜井市の遠景
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感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
実
務
を
少
し

変
え
る
だ
け
で
解
消
で
き
ま
す
。
た

と
え
ば
、
海
外
で
は
カ
ー
ド
決
済
が

普
及
し
て
い
る
た
め
、
現
金
は
あ
ま

り
持
ち
歩
か
な
い
の
が
普
通
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
寺
社
は
現
金
決

済
が
中
心
で
、
両
替
商
も
少
な
い
の

で
、「
ド
ル
札
し
か
な
い
と
言
っ
た
ら
、

拝
観
で
き
ま
せ
ん
と
言
わ
れ
た
」
と

い
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
起
こ
り
う

る
。
行
政
が
司
令
塔
と
な
っ
て
イ
ン

フ
ラ
を
整
備
し
、
地
域
の
関
係
者
が

一
堂
に
会
し
て
協
力
す
る
体
制
を
作
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
課
題
の
解
決
も

ス
ム
ー
ズ
に
進
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

商
工
会
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

フ
ル
活
用
し
寺
社
活
性
化
の

お
役
に
立
ち
た
い

│

今
後
、商
工
会
と
寺
社
が
協
力
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、ど
の
よ
う
な
相
乗

効
果
が
生
ま
れ
る
と
お
考
え
で
し
ょ

う
か
。

乾
専
務
理
事
　
や
は
り
、「
観
光
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」と
い
う
総
合
的
な
価
値
を
、

新
た
に
創
出
で
き
る
と
い
う
点
で
す

ね
。今
ま
で
の
日
本
は
、も
の
の
売
買

が
も
た
ら
す
経
済
効
果
だ
け
に
注
目

し
、も
っ
ぱ
ら
売
上
高
や
観
光
客
数

を
観
光
政
策
の
指
標
に
し
て
い
ま
し

た
。し
か
し
、多
様
な
商
品
や
サ
ー
ビ

寺社観光に取り組むプロセス自体が
地域の価値の再発見につながる
寺社観光はこれからの地域創生の王道で
あるといっても過言ではありません

ス
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、地
域
の
価
値

と
ブ
ラ
ン
ド
力
が
高
ま
れ
ば
、地
域

の
方
々
に
と
っ
て
も「
子
々
孫
々
に
至

る
ま
で
、こ
こ
に
住
み
続
け
よ
う
」と

思
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。今

は
東
京
一
極
集
中
が
進
み
、
東

京
の
大
学
に
進
学
し
た
若
い
人
た
ち

が
、
卒
業
し
て
も
地
元
に
帰
ら
な
い

傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
超
高
齢

化
が
進
ん
で
“
人
口
ゼ
ロ
”
の
地
域

が
続
出
し
、「
こ
の
ま
ま
で
は
、
明
る

い
日
本
の
未
来
像
を
描
け
な
い
」
と

い
う
危
機
感
も
あ
る
。
そ
う
な
ら
な

い
た
め
に
も
、
地
域
に
埋
も
れ
た
資

源
を
発
掘
し
、
そ
れ
を
現
代
風
に
再

編
し
て
、
地
域
の
持
つ
付
加
価
値
を

世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
各
地
の
神

社
仏
閣
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
寺

社
観
光
に
取
り
組
む
プ
ロ
セ
ス
自
体

が
、
地
域
の
価
値
の
再
発
見
に
つ
な

が
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
寺
社
観
光

と
は
こ
れ
か
ら
の
地
方
創
生
の
王
道

で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

│

今
後
、商
工
会
と
し
て
は
、全
日
本

社
寺
観
光
連
盟
と
ど
の
よ
う
な
協
力

関
係
を
結
ん
で
い
く
お
考
え
で
す
か
。

乾
専
務
理
事
　
今
後
の
具
体
的
な

協
力
を
継
続
的
に
拡
大
し
て
い
く
た

め
に
も
、ま
ず
は
実
績
を
積
み
上
げ
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て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。今
、国
の

支
援
措
置
と
し
て
地
方
創
生
交
付
金

が
あ
り
ま
す
が
、今
後
は
ハ
ー
ド
だ
け

で
は
な
く
、「
観
光
」と
い
う
ソ
フ
ト
も

交
付
金
の
対
象
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。そ
し
て
、で
き
る
だ
け
早
く
具
体

的
な
成
果
を
上
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。今
、全
日
本
社
寺
観
光

連
盟
が
進
め
て
い
る
仙
台
空
港
周
辺

の
寺
社
観
光
ル
ー
ト
作
り
の
検
討
委

員
会
に
も
、宮
城
県
岩
沼
商
工
会
の

会
長
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
画
し
て
い

ま
す
。今
後
も
こ
う
し
た
形
で
お
手
伝

い
が
で
き
れ
ば
、大
変
意
義
深
い
で
す

ね
。ま

た
、（
連
盟
の
下
部
組
織
で
あ
る
）

全
国
寺
社
観
光
協
会
と
も
意
見
交
換

し
な
が
ら
、
政
府
に
共
同
で
施
策
要

望
を
出
し
た
り
、
各
地
の
寺
社
の
イ

ベ
ン
ト
に
我
々
も
参
画
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
連
携
し

て
い
き
た
い
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
我
々

も
大
い
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

│

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＜

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー・
構
成
／
吉
田
燿
子＞
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環
境
づ
く
り
を
お
手
伝
い
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
寺
社
観
光
に
も
少
な
か

ら
ず
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

物
語
性
を
重
視
し
て

観
光
ル
ー
ト
と
商
品
を

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

│

具
体
的
な
事
例
を
ご
紹
介
い
た
だ

け
ま
す
か
。

乾
専
務
理
事
　
最
近
は
地
域
間
競

争
が
激
化
し
て
お
り
、通
り
一
遍
の
特

産
品
を
売
り
込
む
だ
け
で
は
、な
か
な

か
消
費
者
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な

い
。こ
う
し
た
自
己
反
省
の
も
と
、商

工
会
で
は
2
0
1
4（
平
成
26
）年
か

ら
、全
国
展
開
事
業
の
一
環
と
し
て
新

し
い
取
り
組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
、地
域
の
お
寺
や
神

社
を
核
に
し
て
、共
通
の
コ
ン
セ
プ
ト

と
ス
ト
ー
リ
ー
性
に
も
と
づ
い
た
一
連

の
観
光
ル
ー
ト
を
作
り
、寺
社
の
持
つ

意
味
合
い
を
体
現
し
た
土
産
品
も
新

た
に
開
発
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
す
る

と
い
う
も
の
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

そ
の
一つ
の
例
が
、地
元
の
商
工
会
が

行
政
と
連
携
し
て
行
っ
た
、奈
良
県

の
斑
鳩
町
で
の
取
り
組
み
で
す
。法

隆
寺
や
中
宮
寺
、吉
田
寺
な
ど
が
あ

る
斑
鳩
の
里
は
、仏
教
伝
来
の
地
で

あ
り
、日
本
史
の
ル
ー
ツ
の
一つ
で
も

あ
り
ま
す
。そ
の
歴
史
に
焦
点
を
当

て
て
商
品
開
発
を
し
、「
ど
の
よ
う
な

ル
ー
ト
で
回
れ
ば
、外
国
人
に
斑
鳩

の
里
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
文
化
を
理
解

し
て
も
ら
え
る
の
か
」と
い
う
観
点
か

ら
、最
適
化
し
た
観
光
ル
ー
ト
を
練
り

上
げ
ま
し
た
。我
々
も
資
金
の
一
部
も

負
担
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、昨

年
で
一
段
落
し
、今
年
か
ら
は
地
元
の

独
自
事
業
と
し
て
継
続
す
る
予
定
で

す
。二

つ
目
は
、
奈
良
県
桜
井
市
で
の

取
り
組
み
で
す
。
こ
れ
は
2
0
1
6

（
平
成
28
）
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
も
の

で
、
大
神
神
社
や
相
撲
神
社
の
協
力

の
も
と
、
県
の
支
援
も
得
て
、
観
光

ル
ー
ト
と
関
連
商
品
を
作
る
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
既
存
の

観
光
資
源
を
立
体
的
か
つ
有
機
的

に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
短
期
間
で
効

率
的
に
回
れ
る
ル
ー
ト
を
整
備
し
、

地
域
の
伝
統
文
化
を
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
の
“
入
門
編
”
を
作
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

三
つ
目
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で

す
っ
か
り
有
名
に
な
っ
た
、
奥
浜
名

湖
で
の
取
り
組
み
で
す
。
浜
名
湖
の

内
陸
側
は
、
も
と
も
と
史
跡
も
多
く
、

観
光
資
源
や
特
産
品
に
恵
ま
れ
た
土

地
柄
で
す
。湖
や
山
、夕
日
の
美
し
さ
、

神
社
仏
閣
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

観
光
資
源
を
有
機
的
に
つ
な
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
魅
力
を
多
く
の

人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考

奥浜名湖と田園空間

全国商工会連合会が運営する
アンテナショップ「むらからまちから館」
（東京・有楽町交通会館１階）

え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
商
工
会
で
は
数
年

前
か
ら
、
寺
社
観
光
に
関
わ
る
取
り

組
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
地
域
毎

に
寺
社
と
商
工
会
が
連
携
す
れ
ば
、

新
た
な
地
域
振
興
の
可
能
性
を
切
り

拓
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
ん
な
思
い

を
強
く
し
て
い
ま
す
。

│

日
本
の
伝
統
的
価
値
を
担
う
寺
社

と
、経
済
分
野
に
精
通
し
た
商
工
会

が
タ
ッ
グ
を
組
め
ば
、可
能
性
も
大

き
く
広
が
り
ま
す
ね
。

乾
専
務
理
事
　
互
い
に
役
割
は
違
え

ど
、寺
社
観
光
に
よ
っ
て
地
域
を
活

性
化
で
き
れ
ば
、そ
れ
が
地
方
創
生

に
つ
な
が
り
、日
本
全
体
の
浮
揚
に
も

つ
な
が
る
。そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、皆

が
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で

す
。そ
の
意
味
で
、キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と

な
る
の
は
、市
町
村
や
県
な
ど
の
地

方
自
治
体
で
す
。行
政
が
リ
ー
ド
し

て
、関
係
者
が
意
識
を
共
有
で
き
る

よ
う
な
環
境
さ
え
作
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
、商
工
会
も
で
き
る
限
り
お
手

伝
い
し
ま
す
し
、経
験
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を

生
か
し
て
期
待
に
お
応
え
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

一
方
で
、
お
寺
さ
ん
や
神
社
さ
ん
に

も
、「
地
域
全
体
が
同
じ
船
に
乗
っ
た

運
命
共
同
体
な
の
だ
」
と
い
う
意
識

を
お
持
ち
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た

い
で
す
ね
。
訪
日
外
国
人
が
不
便
と

奈良盆地の南西・桜井市の遠景
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感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
実
務
を
少
し

変
え
る
だ
け
で
解
消
で
き
ま
す
。
た

と
え
ば
、
海
外
で
は
カ
ー
ド
決
済
が

普
及
し
て
い
る
た
め
、
現
金
は
あ
ま

り
持
ち
歩
か
な
い
の
が
普
通
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
寺
社
は
現
金
決

済
が
中
心
で
、
両
替
商
も
少
な
い
の

で
、「
ド
ル
札
し
か
な
い
と
言
っ
た
ら
、

拝
観
で
き
ま
せ
ん
と
言
わ
れ
た
」
と

い
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
起
こ
り
う

る
。
行
政
が
司
令
塔
と
な
っ
て
イ
ン

フ
ラ
を
整
備
し
、
地
域
の
関
係
者
が

一
堂
に
会
し
て
協
力
す
る
体
制
を
作
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
課
題
の
解
決
も

ス
ム
ー
ズ
に
進
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

商
工
会
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

フ
ル
活
用
し
寺
社
活
性
化
の

お
役
に
立
ち
た
い

│

今
後
、商
工
会
と
寺
社
が
協
力
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、ど
の
よ
う
な
相
乗

効
果
が
生
ま
れ
る
と
お
考
え
で
し
ょ

う
か
。

乾
専
務
理
事
　
や
は
り
、「
観
光
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」と
い
う
総
合
的
な
価
値
を
、

新
た
に
創
出
で
き
る
と
い
う
点
で
す

ね
。今
ま
で
の
日
本
は
、も
の
の
売
買

が
も
た
ら
す
経
済
効
果
だ
け
に
注
目

し
、も
っ
ぱ
ら
売
上
高
や
観
光
客
数

を
観
光
政
策
の
指
標
に
し
て
い
ま
し

た
。し
か
し
、多
様
な
商
品
や
サ
ー
ビ

寺社観光に取り組むプロセス自体が
地域の価値の再発見につながる
寺社観光はこれからの地域創生の王道で
あるといっても過言ではありません

ス
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、地
域
の
価
値

と
ブ
ラ
ン
ド
力
が
高
ま
れ
ば
、地
域

の
方
々
に
と
っ
て
も「
子
々
孫
々
に
至

る
ま
で
、こ
こ
に
住
み
続
け
よ
う
」と

思
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。今

は
東
京
一
極
集
中
が
進
み
、
東

京
の
大
学
に
進
学
し
た
若
い
人
た
ち

が
、
卒
業
し
て
も
地
元
に
帰
ら
な
い

傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
超
高
齢

化
が
進
ん
で
“
人
口
ゼ
ロ
”
の
地
域

が
続
出
し
、「
こ
の
ま
ま
で
は
、
明
る

い
日
本
の
未
来
像
を
描
け
な
い
」
と

い
う
危
機
感
も
あ
る
。
そ
う
な
ら
な

い
た
め
に
も
、
地
域
に
埋
も
れ
た
資

源
を
発
掘
し
、
そ
れ
を
現
代
風
に
再

編
し
て
、
地
域
の
持
つ
付
加
価
値
を

世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
各
地
の
神

社
仏
閣
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
寺

社
観
光
に
取
り
組
む
プ
ロ
セ
ス
自
体

が
、
地
域
の
価
値
の
再
発
見
に
つ
な

が
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
寺
社
観
光

と
は
こ
れ
か
ら
の
地
方
創
生
の
王
道

で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

│

今
後
、商
工
会
と
し
て
は
、全
日
本

社
寺
観
光
連
盟
と
ど
の
よ
う
な
協
力

関
係
を
結
ん
で
い
く
お
考
え
で
す
か
。

乾
専
務
理
事
　
今
後
の
具
体
的
な

協
力
を
継
続
的
に
拡
大
し
て
い
く
た

め
に
も
、ま
ず
は
実
績
を
積
み
上
げ

全国商工会連合会（CFSCIJ）
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て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。今
、国
の

支
援
措
置
と
し
て
地
方
創
生
交
付
金

が
あ
り
ま
す
が
、今
後
は
ハ
ー
ド
だ
け

で
は
な
く
、「
観
光
」と
い
う
ソ
フ
ト
も

交
付
金
の
対
象
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。そ
し
て
、で
き
る
だ
け
早
く
具
体

的
な
成
果
を
上
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。今
、全
日
本
社
寺
観
光

連
盟
が
進
め
て
い
る
仙
台
空
港
周
辺

の
寺
社
観
光
ル
ー
ト
作
り
の
検
討
委

員
会
に
も
、宮
城
県
岩
沼
商
工
会
の

会
長
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
画
し
て
い

ま
す
。今
後
も
こ
う
し
た
形
で
お
手
伝

い
が
で
き
れ
ば
、大
変
意
義
深
い
で
す

ね
。ま

た
、（
連
盟
の
下
部
組
織
で
あ
る
）

全
国
寺
社
観
光
協
会
と
も
意
見
交
換

し
な
が
ら
、
政
府
に
共
同
で
施
策
要

望
を
出
し
た
り
、
各
地
の
寺
社
の
イ

ベ
ン
ト
に
我
々
も
参
画
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
連
携
し

て
い
き
た
い
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
我
々

も
大
い
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

│

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＜

イ
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タ
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成
／
吉
田
燿
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伝
統
文
化
の
継
承
と

世
代
交
流
を
図
る

浅
草
寺
本
堂
の
東
側
に
鎮
座
す
る

浅あ
さ
く
さ
じ
ん
じ
ゃ

草
神
社
で
は
、
１
月
を
除
く
毎
月

１
日
に
、
社
務
所
を
学
び
の
場
と
し

て
一
般
に
開
放
す
る
「
社
子
屋
」
が
開

催
さ
れ
て
い
る
。
2
0
1
2
（
平
成

24
）
年
８
月
に
ス
タ
ー
ト
。
子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
年
代
の
参
加

者
が
集
い
、
神
社
や
神
道
を
は
じ
め

日
本
の
伝
統
文
化
に
つ
い
て
知
識
を

深
め
て
い
る
。

「
日
本
の
古
き
良
き
文
化
や
風
習

を
広
く
学
べ
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、

大
人
と
子
ど
も
の
関
係
性
や
地
域
の

つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
現
代

に
お
い
て
、
世
代
交
流
の
場
で
あ
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」と
語
る
の
は
、

浅
草
神
社
の
矢や

の野
幸こ

う

じ士
禰
宜
。「
社

子
屋
」
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、「
人

が
集
ま
る
場
所
」
と
い
う
神
社
本
来

の
機
能
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
想

い
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
。

毎
年
５
月
「
三
社
祭
」
は
３
日
間

で
約
2
0
0
万
人
も
の
人
出
で
賑
わ

い
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
矢
野
禰
宜

が
23
年
前
に
浅
草
神
社
に
奉
職
し
た

当
初
、
参
拝
に
訪
れ
る
人
は
少
な
く
、

特
に
平
日
の
境
内
は
閑
散
と
し
て
い

た
と
い
う
。「
神
社
の
本
質
と
し
て
、

三
社
祭
や
初
詣
に
限
ら
ず
、
日
常
的

に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
神

社
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考

え
た
の
で
す
」

「
社
子
屋
」
の
名
前
の
由
来

ま
ず
は
子
ど
も
た
ち
に
神
社
に
来

て
も
ら
お
う
と
、
神
社
で
の
宿
泊
体

験
学
習
や
、
七
夕
飾
り
制
作
教
室
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
。

さ
ら
に
、
川
柳
教
室
や
巫
女
舞
教
室

な
ど
を
開
催
す
る
中
、
世
代
を
超
え

て
学
べ
る
場
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の

が
「
社
子
屋
」
だ
。
そ
の
名
前
の
由

来
に
つ
い
て
「
昔
か
ら
お
寺
に
は
寺

子
屋
と
い
う
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ

て
勉
強
す
る
場
が
あ
っ
て
、
寺
子
屋

の
神
社
版
で
、
大
人
も
参
加
で
き
る

も
の
を
つ
く
ろ
う
と
『
社
子・
屋
』
と

い
う
名
前
を
つ
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
最
初
は
社
務
所
を
学
び
の
場
と

し
た
の
で
『
社
小・
屋
』
と
考
え
て
い

ま
し
た
が
、
子
ど
も
で
あ
れ
大
人
で

あ
れ
、
み
ん
な
子
ど
も
と
し
て
の
立

ち
位
置
、
す
な
わ
ち
教
え
ら
れ
る
側

と
い
う
思
い
を
こ
め
て
『
社
子・
屋
』
と

し
ま
し
た
」

で
き
る
限
り
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
を

低
く
し
よ
う
と
、
年
齢
制
限
は
設
け

ず
、
申
し
込
み
や
参
加
費
は
不
要
。

遅
参
・
早
退
も
可
能
と
し
て
い
る
。

古
事
記
の
朗
読
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑
賞
、

江
戸
木
目
込
人
形
や
つ
ま
み
細
工
と

い
っ
た
伝
統
工
芸
体
験
、
僧
侶
を
招

い
て
の
座
禅
体
験
や
暗
闇
ご
飯
体
験

な
ど
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
多
岐
に
わ
た

る
。「
社
子
屋
を
継
続
し
て
い
く
た
め

に
、
季
節
毎
に
固
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

設
け
る
な
ど
運
営
が
苦
に
な
ら
な
い

方
法
を
選
ん
で
い
ま
す
。
広
報
も
、

神
社
の
掲
示
板
で
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示

と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
告
知
の
み
。

講
師
は
社
子
屋
の
趣
旨
に
賛
同
し
、

浅草神社の矢野幸士禰宜

神社を人の集まる場所に
世代を超えて

人々が集う学びの場
神社を学びの場として地域に開放する

浅草神社「社子屋」と

道明寺天満宮「宮子屋」の試み

浅
草
神
社

「
社や

し
ろ

子こ

や屋
」

東
日
本

社子屋の藍染教室の様子
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無
償
で
引
き
受
け
て
く
だ
さ
る
方
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
」。
活
動
に
興
味

を
持
っ
た
参
加
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
企
画
・
運
営
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
る
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て

神
社
が
果
た
す
役
割

第
1
回
目
は
浅
草
神
社
の
由
緒
に

関
す
る
講
義
を
行
い
、
十
数
名
の
参

加
者
が
集
ま
っ
た
。
以
後
、
口
コ
ミ
に

よ
っ
て
参
加
者
の
人
数
は
着
実
に
増

え
、
現
在
で
は
毎
回
平
均
し
て
60
人

前
後
が
集
う
。
そ
の
う
ち
３
分
の
１

が
新
規
参
加
者
で
、
氏
子
地
域
以
外

か
ら
訪
れ
る
人
も
多
い
。
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
内
容
に
関
係
な
く
、
社
子
屋
で

知
り
合
っ
た
人
と
の
再
会
を
楽
し
み

に
訪
れ
る
人
も
お
り
、
体
験
活
動
に

お
い
て
は
子
ど
も
と
大
人
が
協
力
し
、

譲
り
合
う
姿
も
見
ら
れ
る
。

社
子
屋
を
始
め
て
５
年
が
経
過

し
、
神
社
と
地
域
と
の
結
び
つ
き
が

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し

て
い
る
と
い
う
。「
社
で
会
う
」
と
書

い
て
「
社
会
」。
古
く
か
ら
神
社
は
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
で
あ
っ
た
。「
大

阪
の
道
明
寺
天
満
宮
さ
ん
で
は
『
宮

子
屋
』
と
い
う
名
称
で
、
東
京
の
上

目
黒
氷
川
神
社
さ
ん
は『
社
子
屋
』で
、

私
が
知
る
限
り
5
社
こ
う
い
っ
た
活

動
が
他
の
神
社
さ
ん
で
も
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。
こ
う
し
た
活

動
が
全
国
に
広
が
っ
て
ほ
し
い
と
矢

野
禰
宜
は
願
う
。「
規
模
は
小
さ
く

て
も
良
い
。
地
域
の
方
に
神
社
に
足

を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ

れ
の
神
社
が
で
き
る
こ
と
に
取
り
組

ん
で
も
ら
い
た
い
。『
点
』
で
は
な
く

『
面
』
と
し
て
神
社
界
が
盛
り
上
が
っ

て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」

神
社
や
お
寺
に
お
参
り
し
て
い
た

だ
く
機
会
を
増
や
そ
う
と
、
矢
野

禰
宜
が
新
た
に
取
り
組
ん
で
い
る
の

が
、
残
り
半
年
の
始
ま
り
で
あ
る
7

月
1
日
の
「
夏な

つ
も
う
で詣

」。
日
本
の
新
し
い

習
慣
を
作
ろ
う
と
2
0
1
4
（
平
成

26
）
年
に
始
め
、
最
初
は
浅
草
神
社

1
社
だ
け
だ
っ
た
が
、
2
0
1
7
（
平

成
29
）
年
は
全
国
で
神
社
50
社
、
寺

院
4
寺
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
ち
ら
の
活
動
に
も
今
後
注
目
し
て

い
き
た
い
。

浅草神社
〒111-0032
東京都台東区浅草2-3-1
TEL.03-3844-1575
http://www.asakusajinja.jp/

道明寺天満宮の南坊城宮司が講師をした、
社子屋の埴輪制作教室の様子

道明寺天満宮
〒583-0012
大阪府藤井寺市道明寺1-16-40
TEL.072-953-2525
http://www.domyojitenmangu.com/

地
域
も
巻
き
込
ん
で

学
び
の
場
を
提
供

学
問
の
神
様
で
あ
る
菅
原
道
真
公

を
祀
る
道
明
寺
天
満
宮
で
は
、
3
年

ほ
ど
前
か
ら
地
域
と
密
着
し
た
形
で

学
び
の
場
を
提
供
す
る
、座
学
と
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
兼
ね
た
『
宮
子
屋
』
を

行
っ
て
い
る
。
南み

な
み
ぼ
う
じ
ょ
う

坊
城
光み

つ
お
き興

宮
司
は

「
こ
こ
は
お
寺
で
は
な
く
天
満
宮
で

す
か
ら
、
寺
子
屋
で
は
な
く
『
宮
子

屋
』
と
名
づ
け
ま
し
た
。
当
初
は
自

社
だ
け
で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
域
も

一
緒
に
巻
き
込
ん
で
発
展
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
現
在
は
、

藤
井
寺
市
内
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

の一つ
で
あ
る
『
ま
な
リ
ン
ク
協
議
会
』

（http://m
ana
lin
k
.re
d
/

）
と

協
力
し
、
年
4
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ
も
季
節
や
時
期
に
合
わ
せ
て

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
よ

う
に
心
が
け
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

『
宮
子
屋
』
で
は
こ
れ
ま
で
、
正

式
参
拝
と
お
守
り
づ
く
り
、
母
の
日

に
因
ん
で
暦
の
お
話
と
リ
ー
ス
作
り
、

お
香
の
薫
り
を
当
て
て
楽
し
む
香
道

あ
そ
び
、
地
元
チ
ョ
ー
ヤ
梅
酒
株
式

会
社
と
コ
ラ
ボ
の
梅
の
お
話
と
梅
酒

づ
く
り
な
ど
、
幅
広
い
テ
ー
マ
を
座

学
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
こ

に
関
連
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う

体
験
型
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
住
民

に
好
評
だ
。
こ
の
夏
に
は
、
3
回
目

に
な
る
神
社
由
来
の
埴
輪
づ
く
り
が

行
わ
れ
た
。
境
内
に
は
、
9
4
7
（
天

暦
元
）
年
に
天
満
宮
が
創
建
さ
れ
る

ま
で
本
社
で
あ
っ
た
、
土は

じ師
氏
の
氏

神
と
し
て
の
土
師
社
が
祀
ら
れ
て
い

る
。「
こ
こ
は
埴
輪
を
作
る
こ
と
で
発

展
し
た
土
地
で
す
か
ら
、
土
師
と
い

う
名
前
も
こ
こ
か
ら
の
由
来
な
の
で

す
。
菅
原
道
真
公
も
土
師
の
子
孫
に

あ
た
り
ま
す
。
私
は
、
埴
輪
に
よ
る

町
づ
く
り
も
提
唱
し
て
い
ま
す
。
各

家
に
埴
輪
が
置
い
て
あ
り
団
結
し
た

地
域
な
ん
だ
と
い
う
話
が
で
き
た
ら

素
晴
ら
し
い
で
す
ね
」

道
明
寺
天
満
宮
が
行
っ
て
い
る『
宮

子
屋
』
の
よ
う
な
活
動
は
全
国
で
も

珍
し
い
。「
地
域
に
密
着
し
て
こ
そ
神

社
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
全

国
に
広
げ
地
域
活
性
化
に
役
立
て
て

い
き
た
い
。続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
。

先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
子
孫

に
伝
え
て
い
く
役
割
も
そ
こ
に
あ
る

ん
で
す
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

「
社
子
屋
」「
宮
子
屋
」の
活
動
に
ご
興

味
・
ご
関
心
の
あ
る
方
は
、左
記
の
各

神
社
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

道
明
寺
天
満
宮

「
宮み

や

子こ

や屋
」

西
日
本

道明寺天満宮の南坊城光興
宮司

宮子屋の「土師氏のお話と埴輪づくり」の様子
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伝
統
文
化
の
継
承
と

世
代
交
流
を
図
る

浅
草
寺
本
堂
の
東
側
に
鎮
座
す
る

浅あ
さ
く
さ
じ
ん
じ
ゃ

草
神
社
で
は
、
１
月
を
除
く
毎
月

１
日
に
、
社
務
所
を
学
び
の
場
と
し

て
一
般
に
開
放
す
る
「
社
子
屋
」
が
開

催
さ
れ
て
い
る
。
2
0
1
2
（
平
成

24
）
年
８
月
に
ス
タ
ー
ト
。
子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
年
代
の
参
加

者
が
集
い
、
神
社
や
神
道
を
は
じ
め

日
本
の
伝
統
文
化
に
つ
い
て
知
識
を

深
め
て
い
る
。

「
日
本
の
古
き
良
き
文
化
や
風
習

を
広
く
学
べ
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、

大
人
と
子
ど
も
の
関
係
性
や
地
域
の

つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
現
代

に
お
い
て
、
世
代
交
流
の
場
で
あ
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」と
語
る
の
は
、

浅
草
神
社
の
矢や

の野
幸こ

う

じ士
禰
宜
。「
社

子
屋
」
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、「
人

が
集
ま
る
場
所
」
と
い
う
神
社
本
来

の
機
能
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
想

い
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
。

毎
年
５
月
「
三
社
祭
」
は
３
日
間

で
約
2
0
0
万
人
も
の
人
出
で
賑
わ

い
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
矢
野
禰
宜

が
23
年
前
に
浅
草
神
社
に
奉
職
し
た

当
初
、
参
拝
に
訪
れ
る
人
は
少
な
く
、

特
に
平
日
の
境
内
は
閑
散
と
し
て
い

た
と
い
う
。「
神
社
の
本
質
と
し
て
、

三
社
祭
や
初
詣
に
限
ら
ず
、
日
常
的

に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
神

社
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考

え
た
の
で
す
」

「
社
子
屋
」
の
名
前
の
由
来

ま
ず
は
子
ど
も
た
ち
に
神
社
に
来

て
も
ら
お
う
と
、
神
社
で
の
宿
泊
体

験
学
習
や
、
七
夕
飾
り
制
作
教
室
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
。

さ
ら
に
、
川
柳
教
室
や
巫
女
舞
教
室

な
ど
を
開
催
す
る
中
、
世
代
を
超
え

て
学
べ
る
場
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の

が
「
社
子
屋
」
だ
。
そ
の
名
前
の
由

来
に
つ
い
て
「
昔
か
ら
お
寺
に
は
寺

子
屋
と
い
う
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ

て
勉
強
す
る
場
が
あ
っ
て
、
寺
子
屋

の
神
社
版
で
、
大
人
も
参
加
で
き
る

も
の
を
つ
く
ろ
う
と
『
社
子・
屋
』
と

い
う
名
前
を
つ
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
最
初
は
社
務
所
を
学
び
の
場
と

し
た
の
で
『
社
小・
屋
』
と
考
え
て
い

ま
し
た
が
、
子
ど
も
で
あ
れ
大
人
で

あ
れ
、
み
ん
な
子
ど
も
と
し
て
の
立

ち
位
置
、
す
な
わ
ち
教
え
ら
れ
る
側

と
い
う
思
い
を
こ
め
て
『
社
子・
屋
』
と

し
ま
し
た
」

で
き
る
限
り
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
を

低
く
し
よ
う
と
、
年
齢
制
限
は
設
け

ず
、
申
し
込
み
や
参
加
費
は
不
要
。

遅
参
・
早
退
も
可
能
と
し
て
い
る
。

古
事
記
の
朗
読
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑
賞
、

江
戸
木
目
込
人
形
や
つ
ま
み
細
工
と

い
っ
た
伝
統
工
芸
体
験
、
僧
侶
を
招

い
て
の
座
禅
体
験
や
暗
闇
ご
飯
体
験

な
ど
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
多
岐
に
わ
た

る
。「
社
子
屋
を
継
続
し
て
い
く
た
め

に
、
季
節
毎
に
固
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

設
け
る
な
ど
運
営
が
苦
に
な
ら
な
い

方
法
を
選
ん
で
い
ま
す
。
広
報
も
、

神
社
の
掲
示
板
で
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示

と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
告
知
の
み
。

講
師
は
社
子
屋
の
趣
旨
に
賛
同
し
、

浅草神社の矢野幸士禰宜

神社を人の集まる場所に
世代を超えて

人々が集う学びの場
神社を学びの場として地域に開放する

浅草神社「社子屋」と

道明寺天満宮「宮子屋」の試み

浅
草
神
社

「
社や

し
ろ

子こ

や屋
」

東
日
本

社子屋の藍染教室の様子
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無
償
で
引
き
受
け
て
く
だ
さ
る
方
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
」。
活
動
に
興
味

を
持
っ
た
参
加
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
企
画
・
運
営
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
る
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て

神
社
が
果
た
す
役
割

第
1
回
目
は
浅
草
神
社
の
由
緒
に

関
す
る
講
義
を
行
い
、
十
数
名
の
参

加
者
が
集
ま
っ
た
。
以
後
、
口
コ
ミ
に

よ
っ
て
参
加
者
の
人
数
は
着
実
に
増

え
、
現
在
で
は
毎
回
平
均
し
て
60
人

前
後
が
集
う
。
そ
の
う
ち
３
分
の
１

が
新
規
参
加
者
で
、
氏
子
地
域
以
外

か
ら
訪
れ
る
人
も
多
い
。
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
内
容
に
関
係
な
く
、
社
子
屋
で

知
り
合
っ
た
人
と
の
再
会
を
楽
し
み

に
訪
れ
る
人
も
お
り
、
体
験
活
動
に

お
い
て
は
子
ど
も
と
大
人
が
協
力
し
、

譲
り
合
う
姿
も
見
ら
れ
る
。

社
子
屋
を
始
め
て
５
年
が
経
過

し
、
神
社
と
地
域
と
の
結
び
つ
き
が

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し

て
い
る
と
い
う
。「
社
で
会
う
」
と
書

い
て
「
社
会
」。
古
く
か
ら
神
社
は
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
で
あ
っ
た
。「
大

阪
の
道
明
寺
天
満
宮
さ
ん
で
は
『
宮

子
屋
』
と
い
う
名
称
で
、
東
京
の
上

目
黒
氷
川
神
社
さ
ん
は『
社
子
屋
』で
、

私
が
知
る
限
り
5
社
こ
う
い
っ
た
活

動
が
他
の
神
社
さ
ん
で
も
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。
こ
う
し
た
活

動
が
全
国
に
広
が
っ
て
ほ
し
い
と
矢

野
禰
宜
は
願
う
。「
規
模
は
小
さ
く

て
も
良
い
。
地
域
の
方
に
神
社
に
足

を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ

れ
の
神
社
が
で
き
る
こ
と
に
取
り
組

ん
で
も
ら
い
た
い
。『
点
』
で
は
な
く

『
面
』
と
し
て
神
社
界
が
盛
り
上
が
っ

て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」

神
社
や
お
寺
に
お
参
り
し
て
い
た

だ
く
機
会
を
増
や
そ
う
と
、
矢
野

禰
宜
が
新
た
に
取
り
組
ん
で
い
る
の

が
、
残
り
半
年
の
始
ま
り
で
あ
る
7

月
1
日
の
「
夏な

つ
も
う
で詣
」。
日
本
の
新
し
い

習
慣
を
作
ろ
う
と
2
0
1
4
（
平
成

26
）
年
に
始
め
、
最
初
は
浅
草
神
社

1
社
だ
け
だ
っ
た
が
、
2
0
1
7
（
平

成
29
）
年
は
全
国
で
神
社
50
社
、
寺

院
4
寺
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
ち
ら
の
活
動
に
も
今
後
注
目
し
て

い
き
た
い
。

浅草神社
〒111-0032
東京都台東区浅草2-3-1
TEL.03-3844-1575
http://www.asakusajinja.jp/

道明寺天満宮の南坊城宮司が講師をした、
社子屋の埴輪制作教室の様子

道明寺天満宮
〒583-0012
大阪府藤井寺市道明寺1-16-40
TEL.072-953-2525
http://www.domyojitenmangu.com/

地
域
も
巻
き
込
ん
で

学
び
の
場
を
提
供

学
問
の
神
様
で
あ
る
菅
原
道
真
公

を
祀
る
道
明
寺
天
満
宮
で
は
、
3
年

ほ
ど
前
か
ら
地
域
と
密
着
し
た
形
で

学
び
の
場
を
提
供
す
る
、座
学
と
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
兼
ね
た
『
宮
子
屋
』
を

行
っ
て
い
る
。
南み

な
み
ぼ
う
じ
ょ
う

坊
城
光み

つ
お
き興

宮
司
は

「
こ
こ
は
お
寺
で
は
な
く
天
満
宮
で

す
か
ら
、
寺
子
屋
で
は
な
く
『
宮
子

屋
』
と
名
づ
け
ま
し
た
。
当
初
は
自

社
だ
け
で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
域
も

一
緒
に
巻
き
込
ん
で
発
展
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
現
在
は
、

藤
井
寺
市
内
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

の一つ
で
あ
る
『
ま
な
リ
ン
ク
協
議
会
』

（http://m
ana
lin
k
.re
d
/

）
と

協
力
し
、
年
4
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ
も
季
節
や
時
期
に
合
わ
せ
て

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
よ

う
に
心
が
け
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

『
宮
子
屋
』
で
は
こ
れ
ま
で
、
正

式
参
拝
と
お
守
り
づ
く
り
、
母
の
日

に
因
ん
で
暦
の
お
話
と
リ
ー
ス
作
り
、

お
香
の
薫
り
を
当
て
て
楽
し
む
香
道

あ
そ
び
、
地
元
チ
ョ
ー
ヤ
梅
酒
株
式

会
社
と
コ
ラ
ボ
の
梅
の
お
話
と
梅
酒

づ
く
り
な
ど
、
幅
広
い
テ
ー
マ
を
座

学
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
こ

に
関
連
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う

体
験
型
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
住
民

に
好
評
だ
。
こ
の
夏
に
は
、
3
回
目

に
な
る
神
社
由
来
の
埴
輪
づ
く
り
が

行
わ
れ
た
。
境
内
に
は
、
9
4
7
（
天

暦
元
）
年
に
天
満
宮
が
創
建
さ
れ
る

ま
で
本
社
で
あ
っ
た
、
土は

じ師
氏
の
氏

神
と
し
て
の
土
師
社
が
祀
ら
れ
て
い

る
。「
こ
こ
は
埴
輪
を
作
る
こ
と
で
発

展
し
た
土
地
で
す
か
ら
、
土
師
と
い

う
名
前
も
こ
こ
か
ら
の
由
来
な
の
で

す
。
菅
原
道
真
公
も
土
師
の
子
孫
に

あ
た
り
ま
す
。
私
は
、
埴
輪
に
よ
る

町
づ
く
り
も
提
唱
し
て
い
ま
す
。
各

家
に
埴
輪
が
置
い
て
あ
り
団
結
し
た

地
域
な
ん
だ
と
い
う
話
が
で
き
た
ら

素
晴
ら
し
い
で
す
ね
」

道
明
寺
天
満
宮
が
行
っ
て
い
る『
宮

子
屋
』
の
よ
う
な
活
動
は
全
国
で
も

珍
し
い
。「
地
域
に
密
着
し
て
こ
そ
神

社
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
全

国
に
広
げ
地
域
活
性
化
に
役
立
て
て

い
き
た
い
。続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
。

先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
子
孫

に
伝
え
て
い
く
役
割
も
そ
こ
に
あ
る

ん
で
す
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

「
社
子
屋
」「
宮
子
屋
」の
活
動
に
ご
興

味
・
ご
関
心
の
あ
る
方
は
、左
記
の
各

神
社
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

道
明
寺
天
満
宮

「
宮み

や

子こ

や屋
」

西
日
本

道明寺天満宮の南坊城光興
宮司

宮子屋の「土師氏のお話と埴輪づくり」の様子

浅草神社と道明寺天満宮.indd   15 2017/10/18   18:49
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多
く
の
人
々
が
想
像
す
る
仏
画
と

は
、
掛
け
軸
に
描
か
れ
た
優
美
な
菩

薩
像
や
観
音
像
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

な
の
で
は
な
い
か
。
今
回
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
受
け
て
頂
い
た
慧え

ぜ

ん善
玄げ

ん
た
ん潭

さ
ん
の
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
は
、

“
溢
れ
ん
ば
か
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
”
だ
。

日
本
の
総
理
大
臣
賞
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

賞
、
イ
タ
リ
ア
最
高
芸
術
勲
章
な
ど

と
い
う
形
で
い
ま
や
世
界
各
地
か
ら

賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

軍
隊
で
の
経
験
を
通
じ
て

釈
迦
の
教
え
に
導
か
れ
る

慧
善
さ
ん
は
1
9
5
8
（
昭
和
33
）

年
に
韓
国
で
生
ま
れ
た
。
大
学
生
と

な
っ
た
時
、
大
統
領
暗
殺
か
ら
軍
部

の
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
。「
僕
は
そ
れ

ほ
ど
深
く
民
主
運
動
に
参
加
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
仲
間
は

ほ
と
ん
ど
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

僕
は
運
が
よ
く
、
友
人
の
父
が
助
け

舟
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
方

の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
軍
隊
に
入
る
こ

と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
逮
捕
を
免

れ
ま
し
た
」

最
初
の
転
機
は
こ
の
軍
務
に
あ
っ

た
。
そ
こ
で
の
辛
い
日
々
が
、
新
た
な

道
筋
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。「
軍
に

い
た
３
年
間
は
、
毎
日
が
戦
争
の
た

め
の
訓
練
。
自
分
が
殺
さ
れ
る
よ
り

も
先
に
相
手
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
日
々
の
な
か
で
僕
は
こ
れ

か
ら
の
人
生
に
つ
い
て
色
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
の
一

生
は
誰
か
を
殺
す
た
め
に
あ
る
も
の

で
は
な
い
。
み
ん
な
が
平
和
に
生
き

る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

お
釈
迦
様
の
教
え
、
つ
ま
り
仏
教
の

教
え
に
行
き
当
た
っ
た
の
で
す
。
軍

務
を
終
え
た
ら
す
ぐ
に
出
家
し
ま
し

た
」。
韓
国
で
の
お
坊
さ
ん
と
い
え
ば
、

完
全
な
出
家
で
、
結
婚
も
せ
ず
ひ
た

す
ら
修
行
で
生
き
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
慧
善
さ
ん
も
そ
の
よ
う
な
修
行

に
明
け
暮
れ
て
い
た
が
、
縁
が
あ
っ
て

日
本
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

日
本
の
僧
の
在
り
方
に
驚
く
こ
と
と

な
る
。

「
日
本
の
お
坊
さ
ん
は
、
韓
国
と

比
べ
て
自
由
に
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
な
ら
僕
も
い
ろ
い
ろ
で

き
る
、
と
考
え
ま
し
た
。
僕
は
韓
国

で
修
行
に
子
供
の
た
め
禅
画
を
描
い

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
語

が
上
手
く
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

の
で
、
絵
で
表
現
し
て
仏
教
の
世
界

を
人
に
伝
え
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
」

日
本
の
仏
画
や
仏
像
に
衝
撃

自
ら
踏
み
入
っ
て
海
外
へ
進
出

さ
ら
に
日
本
の
仏
画
や
仏
像
に
衝

撃
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
日

本
の
仏
画
や
仏
像
を
実
際
に
こ
の
目

で
見
た
ら
、
こ
れ
は
も
う
本
当
に
美

し
い
な
と
。
日
本
だ
け
が
持
っ
て
い
る

こ
の
仏
画
や
仏
像
の
美
し
さ
は
、
ま

さ
に
慈
悲
心
に
よ
る
も
の
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
瞬
間
、
私
は

日
本
に
お
け
る
仏
画
や
仏
像
の
世
界

に
自
ら
踏
み
入
っ
て
、
自
分
の
力
で

全
世
界
に
広
め
て
い
き
た
い
と
思
い

立
っ
た
の
で
す
」

こ
の
思
い
を
胸
に
作
品
を
作
り
上

げ
て
き
た
慧
善
さ
ん
は
、
一
般
的
な

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
作
品
展
示
せ
ず
、
さ

ま
ざ
ま
な
寺
社
で
作
品
を
公
開
。
音

楽
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
イ

ベ
ン
ト
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら

に
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、

ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
シ
ア
、
ト

ル
コ
、
中
国
、
韓
国
、
タ
イ
な
ど
世

界
各
地
で
も
作
品
を
展
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
日
本
の
仏
画
、

仏
像
が
大
変
な
感
動
を
持
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

「
奈
良
の
法
隆
寺
に
あ
る
百
済
観

音
は
８
頭
身
で
ス
タ
イ
ル
が
美
し
い
。

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ビ
ー
ナ
ス
よ
り

も
美
し
い
と
思
い
ま
す
。
東
大
寺
の

金
剛
力
士
の
細
か
い
血
管
な
ど
は
、

石
文
化
の
西
洋
で
は
表
現
出
来
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

ル
ー
ブ
ル
美
術
館
で
作
品
展
示
し
た

時
も
、
大
変
多
く
の
方
に
集
ま
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
人
は
仏
像

の
美
し
さ
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
と
っ
て
は
、
斬
新
な
美
し
さ
な
の

で
す
」。

モ
チ
ー
フ
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。

慧
善
さ
ん
の
画
風
と
し
て
背
景
に
壮

大
な
景
色
を
描
く
こ
と
が
多
い
が
、

あふれるエネルギーと空間の拡がり
世界から絶賛を浴びる新境地の仏画

〜仏教美術を世界に向けて〜

クローズアップ

〈
慧
善
玄
潭
さ
ん
の
作
品
〉

写
真
で
は
表
現
で
き
な
い

世
界
観
を
生
み
出
す
油
彩
画

クローズアップ.indd   14 2017/10/18   18:32

そ
の
空
間
の
広
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
。

仏
の
世
界
を
描
い
て
い
る
せ
い
か
、
絵

を
見
な
が
ら
般
若
心
経
を
唱
え
る
方

や
、一
枚
一
枚
絵
の
前
で
手
を
合
わ
せ

る
方
、
毎
日
来
て
絵
の
前
で
泣
く
方

も
い
る
と
い
う
。「
僕
の
絵
を
見
て
病

気
が
治
っ
た
、
と
い
う
方
ま
で
出
て

き
ま
し
た
。
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
の

で
す
が
、
や
は
り
皆
さ
ん
普
段
か
ら

仏
画
に
触
れ
る
時
間
が
あ
ま
り
な
い

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
特
に
子

供
た
ち
が
、
仏
に
対
し
て
“
行
っ
て

き
ま
す
”
と
手
を
合
わ
せ
る
時
間
を

作
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
。
手
を

合
わ
せ
る
行
為
は
自
分
の
行
い
を
反

省
す
る
チ
ャ
ン
ス
。
そ
の
後
の
生
き

方
自
体
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る

の
で
す
」

海
外
で
高
い
評
価

仏
画
の
慈
悲
心
を
欧
州
へ

慧
善
さ
ん
の
作
品
は
、
2
0
1
5

（
平
成
27
）年
に
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
セ
ー

美
術
館
に
お
け
る
世
界
遺
産
作
家
に

認
定
さ
れ
、
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
で
は

最
高
芸
術
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
。
一

番
の
軸
は
、
日
本
の
仏
画
の
慈
悲
心

と
い
う
も
の
の
表
現
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
教
え
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
。
今

後
は
、
あ
ら
た
め
て
日
本
で
の
活
動

に
し
っ
か
り
軸
足
を
置
い
て
い
く
予
定

の
よ
う
だ
。

三
蔵
法
師
・
求
道
の
道

油彩 Oil on Canvas179 × 93cm

宿坊「和空 下寺町」に飾られている『千手観音』。千手
観音の、さまざまな人 を々助ける姿を優美に描いた作品

プロフィール　慧
え ぜ ん

善 玄
げ ん た ん

潭
1958（昭和 33）年韓国生まれ。日本国籍。人生の無常を感じて、1980（昭和 55）年禅宗に出家得度。1988（昭
和 63）年来日。1992（平成 4）年大阪に海東院を開設。1993（平成 5）年～1999（平成 11）年、6 年かけて
両界曼荼羅を完成。1993（平成 5）年西山浄土宗にて得度、浄土教学を学ぶ。2004（平成 16）年世界で初め
て石版による「観経曼荼羅」を完成。現在、仏教美術を研究。2005（平成 17）年～ 2007（平成 19）年、3 年
かけて「釈迦の生涯一代記壁画」16 面を制作完成。
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多
く
の
人
々
が
想
像
す
る
仏
画
と

は
、
掛
け
軸
に
描
か
れ
た
優
美
な
菩

薩
像
や
観
音
像
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

な
の
で
は
な
い
か
。
今
回
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
受
け
て
頂
い
た
慧え

ぜ

ん善
玄げ

ん
た
ん潭

さ
ん
の
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
は
、

“
溢
れ
ん
ば
か
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
”
だ
。

日
本
の
総
理
大
臣
賞
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

賞
、
イ
タ
リ
ア
最
高
芸
術
勲
章
な
ど

と
い
う
形
で
い
ま
や
世
界
各
地
か
ら

賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

軍
隊
で
の
経
験
を
通
じ
て

釈
迦
の
教
え
に
導
か
れ
る

慧
善
さ
ん
は
1
9
5
8
（
昭
和
33
）

年
に
韓
国
で
生
ま
れ
た
。
大
学
生
と

な
っ
た
時
、
大
統
領
暗
殺
か
ら
軍
部

の
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
。「
僕
は
そ
れ

ほ
ど
深
く
民
主
運
動
に
参
加
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
仲
間
は

ほ
と
ん
ど
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

僕
は
運
が
よ
く
、
友
人
の
父
が
助
け

舟
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
方

の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
軍
隊
に
入
る
こ

と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
逮
捕
を
免

れ
ま
し
た
」

最
初
の
転
機
は
こ
の
軍
務
に
あ
っ

た
。
そ
こ
で
の
辛
い
日
々
が
、
新
た
な

道
筋
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。「
軍
に

い
た
３
年
間
は
、
毎
日
が
戦
争
の
た

め
の
訓
練
。
自
分
が
殺
さ
れ
る
よ
り

も
先
に
相
手
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
日
々
の
な
か
で
僕
は
こ
れ

か
ら
の
人
生
に
つ
い
て
色
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
の
一

生
は
誰
か
を
殺
す
た
め
に
あ
る
も
の

で
は
な
い
。
み
ん
な
が
平
和
に
生
き

る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

お
釈
迦
様
の
教
え
、
つ
ま
り
仏
教
の

教
え
に
行
き
当
た
っ
た
の
で
す
。
軍

務
を
終
え
た
ら
す
ぐ
に
出
家
し
ま
し

た
」。
韓
国
で
の
お
坊
さ
ん
と
い
え
ば
、

完
全
な
出
家
で
、
結
婚
も
せ
ず
ひ
た

す
ら
修
行
で
生
き
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
慧
善
さ
ん
も
そ
の
よ
う
な
修
行

に
明
け
暮
れ
て
い
た
が
、
縁
が
あ
っ
て

日
本
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

日
本
の
僧
の
在
り
方
に
驚
く
こ
と
と

な
る
。

「
日
本
の
お
坊
さ
ん
は
、
韓
国
と

比
べ
て
自
由
に
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
な
ら
僕
も
い
ろ
い
ろ
で

き
る
、
と
考
え
ま
し
た
。
僕
は
韓
国

で
修
行
に
子
供
の
た
め
禅
画
を
描
い

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
語

が
上
手
く
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

の
で
、
絵
で
表
現
し
て
仏
教
の
世
界

を
人
に
伝
え
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
」

日
本
の
仏
画
や
仏
像
に
衝
撃

自
ら
踏
み
入
っ
て
海
外
へ
進
出

さ
ら
に
日
本
の
仏
画
や
仏
像
に
衝

撃
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
日

本
の
仏
画
や
仏
像
を
実
際
に
こ
の
目

で
見
た
ら
、
こ
れ
は
も
う
本
当
に
美

し
い
な
と
。
日
本
だ
け
が
持
っ
て
い
る

こ
の
仏
画
や
仏
像
の
美
し
さ
は
、
ま

さ
に
慈
悲
心
に
よ
る
も
の
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
瞬
間
、
私
は

日
本
に
お
け
る
仏
画
や
仏
像
の
世
界

に
自
ら
踏
み
入
っ
て
、
自
分
の
力
で

全
世
界
に
広
め
て
い
き
た
い
と
思
い

立
っ
た
の
で
す
」

こ
の
思
い
を
胸
に
作
品
を
作
り
上

げ
て
き
た
慧
善
さ
ん
は
、
一
般
的
な

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
作
品
展
示
せ
ず
、
さ

ま
ざ
ま
な
寺
社
で
作
品
を
公
開
。
音

楽
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
イ

ベ
ン
ト
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら

に
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、

ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
シ
ア
、
ト

ル
コ
、
中
国
、
韓
国
、
タ
イ
な
ど
世

界
各
地
で
も
作
品
を
展
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
日
本
の
仏
画
、

仏
像
が
大
変
な
感
動
を
持
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

「
奈
良
の
法
隆
寺
に
あ
る
百
済
観

音
は
８
頭
身
で
ス
タ
イ
ル
が
美
し
い
。

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ビ
ー
ナ
ス
よ
り

も
美
し
い
と
思
い
ま
す
。
東
大
寺
の

金
剛
力
士
の
細
か
い
血
管
な
ど
は
、

石
文
化
の
西
洋
で
は
表
現
出
来
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

ル
ー
ブ
ル
美
術
館
で
作
品
展
示
し
た

時
も
、
大
変
多
く
の
方
に
集
ま
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
人
は
仏
像

の
美
し
さ
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
と
っ
て
は
、
斬
新
な
美
し
さ
な
の

で
す
」。

モ
チ
ー
フ
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。

慧
善
さ
ん
の
画
風
と
し
て
背
景
に
壮

大
な
景
色
を
描
く
こ
と
が
多
い
が
、

あふれるエネルギーと空間の拡がり
世界から絶賛を浴びる新境地の仏画

〜仏教美術を世界に向けて〜

クローズアップ

〈
慧
善
玄
潭
さ
ん
の
作
品
〉

写
真
で
は
表
現
で
き
な
い

世
界
観
を
生
み
出
す
油
彩
画
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そ
の
空
間
の
広
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
。

仏
の
世
界
を
描
い
て
い
る
せ
い
か
、
絵

を
見
な
が
ら
般
若
心
経
を
唱
え
る
方

や
、一
枚
一
枚
絵
の
前
で
手
を
合
わ
せ

る
方
、
毎
日
来
て
絵
の
前
で
泣
く
方

も
い
る
と
い
う
。「
僕
の
絵
を
見
て
病

気
が
治
っ
た
、
と
い
う
方
ま
で
出
て

き
ま
し
た
。
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
の

で
す
が
、
や
は
り
皆
さ
ん
普
段
か
ら

仏
画
に
触
れ
る
時
間
が
あ
ま
り
な
い

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
特
に
子

供
た
ち
が
、
仏
に
対
し
て
“
行
っ
て

き
ま
す
”
と
手
を
合
わ
せ
る
時
間
を

作
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
。
手
を

合
わ
せ
る
行
為
は
自
分
の
行
い
を
反

省
す
る
チ
ャ
ン
ス
。
そ
の
後
の
生
き

方
自
体
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る

の
で
す
」

海
外
で
高
い
評
価

仏
画
の
慈
悲
心
を
欧
州
へ

慧
善
さ
ん
の
作
品
は
、
2
0
1
5

（
平
成
27
）年
に
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
セ
ー

美
術
館
に
お
け
る
世
界
遺
産
作
家
に

認
定
さ
れ
、
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
で
は

最
高
芸
術
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
。
一

番
の
軸
は
、
日
本
の
仏
画
の
慈
悲
心

と
い
う
も
の
の
表
現
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
教
え
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
。
今

後
は
、
あ
ら
た
め
て
日
本
で
の
活
動

に
し
っ
か
り
軸
足
を
置
い
て
い
く
予
定

の
よ
う
だ
。

三
蔵
法
師
・
求
道
の
道

油彩 Oil on Canvas179 × 93cm

宿坊「和空 下寺町」に飾られている『千手観音』。千手
観音の、さまざまな人 を々助ける姿を優美に描いた作品

プロフィール　慧
え ぜ ん

善 玄
げ ん た ん

潭
1958（昭和 33）年韓国生まれ。日本国籍。人生の無常を感じて、1980（昭和 55）年禅宗に出家得度。1988（昭
和 63）年来日。1992（平成 4）年大阪に海東院を開設。1993（平成 5）年～1999（平成 11）年、6 年かけて
両界曼荼羅を完成。1993（平成 5）年西山浄土宗にて得度、浄土教学を学ぶ。2004（平成 16）年世界で初め
て石版による「観経曼荼羅」を完成。現在、仏教美術を研究。2005（平成 17）年～ 2007（平成 19）年、3 年
かけて「釈迦の生涯一代記壁画」16 面を制作完成。
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小ロットも可能なオリジナルc
こ ば こ

ovacoで 
寺社の魅力をアピール

創建 1090（寛治 4）年、格式高い門跡寺院として
知られる京都の聖護院。その名刹のオリジナル授
与品で、和紙に山伏のイラストがデザインされた小さ
い箱に抹茶飴の入った記念品が話題となっている。
これを手掛けたのは、1982( 明治 25) 年創業の
京都の老舗菓子処青木光悦堂（京都市山科区大
宅 御 所 田 町 30-3 TEL.075-592-8773　http://
aokikouetudou.com/）。食べて和んで、見て和んで、
ほっこりとした手作りの風合いが魅力の covaco の
箱は、京都の職人さんが和紙に手刷りという昔なが
らの手法を用いて手作りしている。covaco にはさ
まざまな絵柄があり、箱の中の飴も全 10 種の中
から自由に組み合わせることができる。青木光悦堂
では自社商品として販売しているほか、オリジナル
covaco の制作も受注。制作は 200 個 ( 箱・飴 )
と小ロットから可能で、デザイン作成から納品まで約

2ヶ月とのこと。

今、手触りの優しい和紙にオリジナルのイラストを手刷りで描いた小箱の授与品が
外国人観光客の間で話題となっている。小箱の使い方もさまざまで、それぞれの寺
社の魅力をアピールすれば、そこでしか手に入らないオリジナルの授与品として、多く
の参拝者に喜ばれるはずだ。

「毘沙門不動　ご祈願ろうそく」を 
お不動さんの絵の小箱に入れて提供

大阪府高槻市の神
か ぶ さ ん じ

峯山寺（http://kabusan.
or.jp）では、化

け じ ょ う い ん

城院護
ご ま ど う

摩堂にて厄除けと祈願のた
め毎日欠かさず護摩を焚く護摩行「毘沙門不動護
摩」が、自宅でも気軽に行えるようにと、「毘沙門
不動ご祈願ろうそく」を提供している。

化城院のお不動さんがデザインされた手刷りの和
紙の小箱の中には、職人さんが心をこめて手作りし
たやさしい白檀の香りのろうそくが三つ収まる。ろう
そくは、お願いの内容により色分けされていて 10
色展開（子宝子授…オレンジ、無病息災…ミズイ
ロ、開運招福…キイロなど）。参拝者は 10 色の
中から自分の願いに合わせて選んだろうそく三つ、
ろうそくを乗せるためのお皿、説明書のセットを購入
できる。購入者が、毘沙門不動護摩で祈願された
ろうそくに毎日少しの時間でも火を灯し、やさしい炎
のゆらめきを眺めながら、心静かな祈りの時間を設
けられればとの想いが込められている。

和紙に刷られた愛らしいイラストが人気！

手刷りのコバコ（小箱）

covacoの絵柄。聖護院をはじめ多くの寺社で採り入れられている。 お不動さんとのご縁（円）を意味する丸い形の毘沙門不動ご祈願
ろうそく

トレンドNow.indd   12 2017/10/18   18:35

原爆投下からおよそ１年後の 1946（昭和 21）
年７月、被爆地ヒロシマで呱々の声をあげた小さな
新聞がある。焦土と化し、敗戦の疲弊が色濃く漂っ
ていた。「広島は仏教王国である。敗戦はこの広
島市街に投げられた原子爆弾から発生した。一躍
世界に有名になった広島から、新世紀の創生が打
ち出されても不思議でない」との発刊の辞が勇まし
い。小さな新聞、仏教タイムスは昨年創刊 70 周年
を迎えた。「本願寺派僧侶の常

つ ね み つ こ う ね ん

光浩然（1891 ～
1973）は、戦争中に広島県三次市の自坊に疎開
し、そこで原爆の閃光を見たのです。その体験が、
仏教による日本復興と世界平和を願って創刊された
仏教タイムスとなったのです」

1950（昭和 25）年、友人である真宗僧侶の
中
な か や ま

山理
り り

々（1895 ～ 1981）の強い勧めがあって
東京に拠点を移した。２年後に開かれる世界仏教
徒会議日本大会を遂行するためだった。東京の寺
院の協力もあり、紙面は拡充していった。「戦前か
らのネットワークもあってヒト（支援者）、モノ（取材
ネタ）には恵まれていました。ただカネ（資金）は別で、
先人たちは頭を悩ませたようです。いまもさほど変わっ
ていません」

今日では諸宗教協力が普通に見られるが、仏教タ
イムスは早くから紙面化し、その取材姿勢は引きつ
がれている。近年では環境問題にも力を注いでいる。

「エシカル消費（倫理的消費）を推進する山本良
一先生（東京大学名誉教授）は宗教に期待を寄せ
ております。科学技術だけでは地球温暖化は抑止
できない、倫理的な抑制によって持続可能な世界を
促進させるには宗教に期待するしかない、と。山本
先生に啓発的な原稿を何度かいただきました。仏教
だけでなく神道もそうした役割を担っていると思うので
す。共生を主張する宗教界こそが率先垂範すべきで
しょう」

一方で、パワースポットや御朱印などで若い世代
の寺社参詣が目立ってきた。しかし、寺離れ、お墓
離れが起きているのも事実だ。「地方寺院では、“葬
儀１回、檀家１軒減”という現象、都市では葬儀や
法事の簡略化や縮小が起きている。確かに厳しい
状況にありますが、仏教伝来から１５００年。今後も
形を変えながら仏教は生き残るでしょう。日本は人口
減社会ですが、世界は人口増加が続いています。
世界に打って出る機会かも知れません」

敗戦、焼け野原の広島から
仏教による世界平和を願って創刊

仏教が世界へ打って出る
今が機会かも知れません

1963（昭和38）年秋田県生まれ。東洋大学卒。1988（昭和63）年仏教タイムス社入
社。2001（平成13）年に編集長代理、翌年、取締役編集長に就任。最近の関心分野
は、諸宗教協力による平和構築、エンゲージドブディズム（社会参加仏教）、寺院の教
化スタイル、お酒に合う肴探し。

株式会社　佛教タイムス社 
【代表取締役社長 山崎龍明（本願寺派僧侶）】
〒162-0843　東京都新宿区市谷田町2-7 東ビル6Ｆ
TEL：03-3269-6701　http://www.bukkyo-times.co.jp/

『仏教タイムス』お盆号は毎年一般向けに発
行。今年の１面はゲージツ家の篠原勝之さん
のインタビュー。昨年は女優の樹木希林さん

各種の出版物。『震災と仏教界』は震災の翌
年2012（平成24）年3月11日発行。新聞記
事のダイジェスト版

工藤 信人
週刊仏教タイムス編集長

活 性 人 寺社を活性化させる
キーパーソンに聞く

活性人.indd   21 2017/10/18   18:37
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小ロットも可能なオリジナルc
こ ば こ

ovacoで 
寺社の魅力をアピール

創建 1090（寛治 4）年、格式高い門跡寺院として
知られる京都の聖護院。その名刹のオリジナル授
与品で、和紙に山伏のイラストがデザインされた小さ
い箱に抹茶飴の入った記念品が話題となっている。
これを手掛けたのは、1982( 明治 25) 年創業の
京都の老舗菓子処青木光悦堂（京都市山科区大
宅 御 所 田 町 30-3 TEL.075-592-8773　http://
aokikouetudou.com/）。食べて和んで、見て和んで、
ほっこりとした手作りの風合いが魅力の covaco の
箱は、京都の職人さんが和紙に手刷りという昔なが
らの手法を用いて手作りしている。covaco にはさ
まざまな絵柄があり、箱の中の飴も全 10 種の中
から自由に組み合わせることができる。青木光悦堂
では自社商品として販売しているほか、オリジナル
covaco の制作も受注。制作は 200 個 ( 箱・飴 )
と小ロットから可能で、デザイン作成から納品まで約

2ヶ月とのこと。

今、手触りの優しい和紙にオリジナルのイラストを手刷りで描いた小箱の授与品が
外国人観光客の間で話題となっている。小箱の使い方もさまざまで、それぞれの寺
社の魅力をアピールすれば、そこでしか手に入らないオリジナルの授与品として、多く
の参拝者に喜ばれるはずだ。

「毘沙門不動　ご祈願ろうそく」を 
お不動さんの絵の小箱に入れて提供

大阪府高槻市の神
か ぶ さ ん じ

峯山寺（http://kabusan.
or.jp）では、化

け じ ょ う い ん

城院護
ご ま ど う

摩堂にて厄除けと祈願のた
め毎日欠かさず護摩を焚く護摩行「毘沙門不動護
摩」が、自宅でも気軽に行えるようにと、「毘沙門
不動ご祈願ろうそく」を提供している。

化城院のお不動さんがデザインされた手刷りの和
紙の小箱の中には、職人さんが心をこめて手作りし
たやさしい白檀の香りのろうそくが三つ収まる。ろう
そくは、お願いの内容により色分けされていて 10
色展開（子宝子授…オレンジ、無病息災…ミズイ
ロ、開運招福…キイロなど）。参拝者は 10 色の
中から自分の願いに合わせて選んだろうそく三つ、
ろうそくを乗せるためのお皿、説明書のセットを購入
できる。購入者が、毘沙門不動護摩で祈願された
ろうそくに毎日少しの時間でも火を灯し、やさしい炎
のゆらめきを眺めながら、心静かな祈りの時間を設
けられればとの想いが込められている。

和紙に刷られた愛らしいイラストが人気！

手刷りのコバコ（小箱）

covacoの絵柄。聖護院をはじめ多くの寺社で採り入れられている。 お不動さんとのご縁（円）を意味する丸い形の毘沙門不動ご祈願
ろうそく
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原爆投下からおよそ１年後の 1946（昭和 21）
年７月、被爆地ヒロシマで呱々の声をあげた小さな
新聞がある。焦土と化し、敗戦の疲弊が色濃く漂っ
ていた。「広島は仏教王国である。敗戦はこの広
島市街に投げられた原子爆弾から発生した。一躍
世界に有名になった広島から、新世紀の創生が打
ち出されても不思議でない」との発刊の辞が勇まし
い。小さな新聞、仏教タイムスは昨年創刊 70 周年
を迎えた。「本願寺派僧侶の常

つ ね み つ こ う ね ん

光浩然（1891 ～
1973）は、戦争中に広島県三次市の自坊に疎開
し、そこで原爆の閃光を見たのです。その体験が、
仏教による日本復興と世界平和を願って創刊された
仏教タイムスとなったのです」

1950（昭和 25）年、友人である真宗僧侶の
中
な か や ま

山理
り り

々（1895 ～ 1981）の強い勧めがあって
東京に拠点を移した。２年後に開かれる世界仏教
徒会議日本大会を遂行するためだった。東京の寺
院の協力もあり、紙面は拡充していった。「戦前か
らのネットワークもあってヒト（支援者）、モノ（取材
ネタ）には恵まれていました。ただカネ（資金）は別で、
先人たちは頭を悩ませたようです。いまもさほど変わっ
ていません」

今日では諸宗教協力が普通に見られるが、仏教タ
イムスは早くから紙面化し、その取材姿勢は引きつ
がれている。近年では環境問題にも力を注いでいる。

「エシカル消費（倫理的消費）を推進する山本良
一先生（東京大学名誉教授）は宗教に期待を寄せ
ております。科学技術だけでは地球温暖化は抑止
できない、倫理的な抑制によって持続可能な世界を
促進させるには宗教に期待するしかない、と。山本
先生に啓発的な原稿を何度かいただきました。仏教
だけでなく神道もそうした役割を担っていると思うので
す。共生を主張する宗教界こそが率先垂範すべきで
しょう」

一方で、パワースポットや御朱印などで若い世代
の寺社参詣が目立ってきた。しかし、寺離れ、お墓
離れが起きているのも事実だ。「地方寺院では、“葬
儀１回、檀家１軒減”という現象、都市では葬儀や
法事の簡略化や縮小が起きている。確かに厳しい
状況にありますが、仏教伝来から１５００年。今後も
形を変えながら仏教は生き残るでしょう。日本は人口
減社会ですが、世界は人口増加が続いています。
世界に打って出る機会かも知れません」

敗戦、焼け野原の広島から
仏教による世界平和を願って創刊

仏教が世界へ打って出る
今が機会かも知れません

1963（昭和38）年秋田県生まれ。東洋大学卒。1988（昭和63）年仏教タイムス社入
社。2001（平成13）年に編集長代理、翌年、取締役編集長に就任。最近の関心分野
は、諸宗教協力による平和構築、エンゲージドブディズム（社会参加仏教）、寺院の教
化スタイル、お酒に合う肴探し。

株式会社　佛教タイムス社 
【代表取締役社長 山崎龍明（本願寺派僧侶）】
〒162-0843　東京都新宿区市谷田町2-7 東ビル6Ｆ
TEL：03-3269-6701　http://www.bukkyo-times.co.jp/

『仏教タイムス』お盆号は毎年一般向けに発
行。今年の１面はゲージツ家の篠原勝之さん
のインタビュー。昨年は女優の樹木希林さん

各種の出版物。『震災と仏教界』は震災の翌
年2012（平成24）年3月11日発行。新聞記
事のダイジェスト版

工藤 信人
週刊仏教タイムス編集長

活 性 人 寺社を活性化させる
キーパーソンに聞く

活性人.indd   21 2017/10/18   18:37
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T O P I C S

訪
日
外
国
人
と

受
入
側
事
業
者
の
双
方
に

安
心・
安
全
を
提
供

編
集
部
　
近
年
、海
外
か
ら
日
本
を
訪

れ
る
旅
行
者
の
数
が
大
き
く
伸
び
て
い
ま

す
。こ
う
し
た
状
況
で
の
東
京
海
上
日
動

様
の
取
組
み
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

堀
常
務
　
海
外
か
ら
の
訪
日
客
数
は

2
0
1
1（
平
成
23
）年
か
ら
年
々
増
え
続

け
て
お
り
、2
0
1
6（
平
成
28
）年
時
点

で
は
2
4
0
0
万
人
に
到
達
し
、今
後
も

更
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て

い
ま
す
。一
方
で
、受
入
れ
側
と
な
る
全
国

各
地
の
自
治
体
や
事
業
者
に
と
っ
て
は
、

「
多
言
語
対
応
」「
異
文
化
や
多
様
な
宗

教
へ
の
対
応
」「
渡
航
者
の
医
療
に
係
る

態
勢
整
備
」な
ど
、海
外
か
ら
の
旅
行
者

受
入
の
た
め
の
環
境
整
備
が
大
き
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

弊
社
で
は
、
訪
日
外
国
人
と
受
入
れ
側

の
事
業
者
の
皆
様
の
双
方
に
安
心
・
安
全

を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
観
光
立
国

の
実
現
に
向
け
た
国
の
取
組
み
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
、「
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
と

「
訪
日
外
国
人
向
け
海
外
旅
行
保
険
」
の

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
、
ご
契
約
者

へ
の
提
供
を
開
始
し
ま
し
た
。

「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
サ
ー

ビ
ス
」
は
、
対
象
保
険
契
約
の
ご
契
約
者

で
あ
る
事
業
者
に
対
し
て
、
多
言
語
対
応

の
無
料
電
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
提
供

す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
独
特
の

「
お
通
し
」
費
用
の
請
求
を
巡
っ
て
、
海

外
か
ら
の
お
客
様
と
飲
食
店
が
ト
ラ
ブ
ル

と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
、
本
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ

て
旅
行
者
の
方
に
「
お
通
し
」
の
仕
組
み

を
ご
説
明
し
、
ご
納
得
い
た
だ
い
た
活
用

例
が
あ
り
ま
す
。「
訪
日
外
国
人
向
け
海

外
旅
行
保
険
」
は
、
海
外
か
ら
の
旅
行

者
の
ケ
ガ
や
病
気
に
備
え
る
保
険
で
し

て
、
海
外
か
ら
の
旅
行
者
の
方
が
、
日
本

増
加
す
る
海
外
か
ら
の
旅
行
者
を

ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
て
い
く
た
め
に

東京海上日動火災保険株式会社　
常務執行役員　堀 真

PR

国
内
の
病
院
等
の
窓
口
で
治
療
実
費
を

ご
負
担
い
い
た
だ
く
こ
と
な
く
受
診
で
き

る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

寺
社
の
活
性
化
を
通
し
た

地
方
創
生
へ
の
取
り
組
み

編
集
部
　
私
ど
も
も
寺
社
を
観
光
資
源

と
し
て
活
用
し
、海
外
か
ら
の
旅
行
者
に

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。 

海
外
の
方
に
日
本
文
化
を
理

解
し
て
も
ら
う
場
と
し
て
寺
社
は
と
て
も

ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、堀
常
務

は
寺
社
に
つ
い
て 

ど
の
よ
う
に
考
え
て
お

ら
れ
ま
す
か
。

堀
常
務
　
私
は
、寺
社
は
日
本
文
化
の
象

徴
の一つ
で
あ
り
、観
光
資
源
と
し
て
も
大

変
魅
力
的
な
も
の
と
感
じ
て
い
ま
す
。日

本
全
国
津
々
浦
々
に
あ
る
寺
社
は
、外
国

か
ら
の
旅
行
者
に
と
っ
て
も
、「
そ
の
土
地

ト�ックス-東京海上_A.indd   10 2017/10/18   18:42

に
根
付
い
た
文
化
」や「
季
節
ご
と
に
異
な

る
風
景
」等
、日
本
ら
し
さ
を
体
感
で
き
る

貴
重
な
場
所
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

信
仰

の
場
所
で
あ
る
と
い
う
本
来
の
意
義
を
損

な
う
こ
と
な
く
、観
光
資
源
と
し
て
活
用

し
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
と
な
り
ま
す
が
、

寺
社
の
魅
力
を
海
外
に
積
極
的
に
発
信
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、さ
ら
に
多
く
の
海

外
か
ら
の
旅
行
者
を
日
本
に
引
き
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。弊

社
は
「
地
方
が
元
気
で
な
け
れ
ば 

日

本
は
元
気
に
な
ら
な
い
」
と
の
考
え
の
下
、

「
地
方
創
生
」
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
7
月

に
は
、
社
内
に
「
地
方
創
生
室
」
を
立
ち

上
げ
、
専
任
者
を
置
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
取

組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
全
国
津
々

浦
々
に
あ
る
寺
社
の
活
性
化
は
、
私
共
の

地
方
創
生
の
取
組
み
に
通
じ
る
も
の
で
あ

り
、
寺
社
が
観
光
資
源
と
し
て
も
っ
と
活

用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

編
集
部
　
地
方
創
生
の
取
組
み
と
寺
社
の

活
性
化
の
親
和
性
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り

ま
し
た
が
、今
後
、民
泊
事
業
を
営
む
寺
社

が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。民
泊

事
業
に
対
す
る
東
京
海
上
日
動
様
の
取
組

み
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

堀
常
務
　
民
泊
は
、シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
エ
コ

ノ
ミ
ー
の
中
で
生
ま
れ
た
新
し
い
宿
泊
形

態
で
あ
り
、日
本
で
は
、法
整
備
や
各
種
の

ル
ー
ル
作
り
が
現
在
進
行
中
で
す
が
、弊

社
と
し
て
は
、社
会
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
と
そ

れ
に
伴
う
規
制
緩
和
の
趨
勢
を
踏
ま
え
な

が
ら
、ル
ー
ル
に
沿
っ
た
形
で
運
営
さ
れ
る

民
泊
に
つ
い
て
安
心
と
安
全
の
面
で
ご
支

援
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

昨
今
、海
外
か
ら
の
旅
行
者
は
、単
に
観
光

目
的
で
寺
社
を
訪
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

座
禅
や
宿
坊
で
の
宿
泊
と
い
っ
た
寺
社
で

の
体
験
を
求
め
て
訪
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く

な
っ
て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。安
心
し

て
旅
行
者
を
宿
坊
に
受
入
れ
る
こ
と
が
で

き
、ま
た
旅
行
者
が
安
全
に
宿
坊
を
体
験

い
た
だ
け
る
よ
う
に
、保
険
の
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
て
、寺
社
で
の
民
泊
事

業
の
進
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

お問い合わせ先

東京海上日動火災保険株式会社

〒100-8050
東京都千代田区丸の内1-2-1
TEL：03-3212-6211(大代表)
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

東京海上日動火災保険（株）の
地方創生の取組み

営業企画部　地方創生室
室長　磯田 賢

弊社は、「東京海上グループ・ソリューション
を活用した地方創生取組みへの貢献を通じ、
事業の拡大を図るとともに、地方とともに成長
すること」を取組み方針に掲げて、2016（平
成 28）年 7 月に専門組織である「地方創生
室」を立ち上げました。弊社の国内損保事業
の 3 分の 2 は地方からの保険料となっており、
地方が元気になることが結果として弊社の成
長にもつながるという考えの下、商品部門や営
業統括部門などの本社内各部署からの兼務
者に、全国各地の営業店に所属する約 120
名の地方創生推進役を加えた総勢約 150 名
体制で、全社をあげて地方創生の取り組みを
進めております。

これまでに、36 の自治体と11の金融機関
との間で地方創生に関する協定を締結し、イ
ンバウンド対応・BCP 策定・中小企業の海外
展開などの支援を実施しておりますが、中でも
インバウンド対応支援は取組みの柱の一つとし
て、訪日外国人の受入れ態勢の強化に役立つ
セミナーの実施や、各種サービス・ツールの提
供を行っております。

昨年度、地域における観光資源の示唆を得
ることを目的として、訪日外国人の SNS におけ
るつぶやきの分析を実施いたしましたが、日本
の寺社に対する訪日観光客の評価は極めて高
く、寺社の観光資源としての可能性を改めて
実感しております。弊社は、全国各地の弊社
代理店とともに、全国の寺社の皆様をはじめ
とする各地域の皆様との連携を強固にしていく
ことで、各地の地方創生の取組みへさらに貢
献してまいります。
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ウ
ン
ド
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
と

「
訪
日
外
国
人
向
け
海
外
旅
行
保
険
」
の

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
、
ご
契
約
者

へ
の
提
供
を
開
始
し
ま
し
た
。

「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
サ
ー

ビ
ス
」
は
、
対
象
保
険
契
約
の
ご
契
約
者

で
あ
る
事
業
者
に
対
し
て
、
多
言
語
対
応

の
無
料
電
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
提
供

す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
独
特
の

「
お
通
し
」
費
用
の
請
求
を
巡
っ
て
、
海

外
か
ら
の
お
客
様
と
飲
食
店
が
ト
ラ
ブ
ル

と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
、
本
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ

て
旅
行
者
の
方
に
「
お
通
し
」
の
仕
組
み

を
ご
説
明
し
、
ご
納
得
い
た
だ
い
た
活
用

例
が
あ
り
ま
す
。「
訪
日
外
国
人
向
け
海

外
旅
行
保
険
」
は
、
海
外
か
ら
の
旅
行

者
の
ケ
ガ
や
病
気
に
備
え
る
保
険
で
し

て
、
海
外
か
ら
の
旅
行
者
の
方
が
、
日
本

増
加
す
る
海
外
か
ら
の
旅
行
者
を

ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
て
い
く
た
め
に

東京海上日動火災保険株式会社　
常務執行役員　堀 真

PR

国
内
の
病
院
等
の
窓
口
で
治
療
実
費
を

ご
負
担
い
い
た
だ
く
こ
と
な
く
受
診
で
き

る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

寺
社
の
活
性
化
を
通
し
た

地
方
創
生
へ
の
取
り
組
み

編
集
部
　
私
ど
も
も
寺
社
を
観
光
資
源

と
し
て
活
用
し
、海
外
か
ら
の
旅
行
者
に

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。 

海
外
の
方
に
日
本
文
化
を
理

解
し
て
も
ら
う
場
と
し
て
寺
社
は
と
て
も

ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、堀
常
務

は
寺
社
に
つ
い
て 

ど
の
よ
う
に
考
え
て
お

ら
れ
ま
す
か
。

堀
常
務
　
私
は
、寺
社
は
日
本
文
化
の
象

徴
の一つ
で
あ
り
、観
光
資
源
と
し
て
も
大

変
魅
力
的
な
も
の
と
感
じ
て
い
ま
す
。日

本
全
国
津
々
浦
々
に
あ
る
寺
社
は
、外
国

か
ら
の
旅
行
者
に
と
っ
て
も
、「
そ
の
土
地
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に
根
付
い
た
文
化
」や「
季
節
ご
と
に
異
な

る
風
景
」等
、日
本
ら
し
さ
を
体
感
で
き
る

貴
重
な
場
所
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

信
仰

の
場
所
で
あ
る
と
い
う
本
来
の
意
義
を
損

な
う
こ
と
な
く
、観
光
資
源
と
し
て
活
用

し
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
と
な
り
ま
す
が
、

寺
社
の
魅
力
を
海
外
に
積
極
的
に
発
信
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、さ
ら
に
多
く
の
海

外
か
ら
の
旅
行
者
を
日
本
に
引
き
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。弊

社
は
「
地
方
が
元
気
で
な
け
れ
ば 
日

本
は
元
気
に
な
ら
な
い
」
と
の
考
え
の
下
、

「
地
方
創
生
」
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
7
月

に
は
、
社
内
に
「
地
方
創
生
室
」
を
立
ち

上
げ
、
専
任
者
を
置
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
取

組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
全
国
津
々

浦
々
に
あ
る
寺
社
の
活
性
化
は
、
私
共
の

地
方
創
生
の
取
組
み
に
通
じ
る
も
の
で
あ

り
、
寺
社
が
観
光
資
源
と
し
て
も
っ
と
活

用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

編
集
部
　
地
方
創
生
の
取
組
み
と
寺
社
の

活
性
化
の
親
和
性
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り

ま
し
た
が
、今
後
、民
泊
事
業
を
営
む
寺
社

が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。民
泊

事
業
に
対
す
る
東
京
海
上
日
動
様
の
取
組

み
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

堀
常
務
　
民
泊
は
、シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
エ
コ

ノ
ミ
ー
の
中
で
生
ま
れ
た
新
し
い
宿
泊
形

態
で
あ
り
、日
本
で
は
、法
整
備
や
各
種
の

ル
ー
ル
作
り
が
現
在
進
行
中
で
す
が
、弊

社
と
し
て
は
、社
会
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
と
そ

れ
に
伴
う
規
制
緩
和
の
趨
勢
を
踏
ま
え
な

が
ら
、ル
ー
ル
に
沿
っ
た
形
で
運
営
さ
れ
る

民
泊
に
つ
い
て
安
心
と
安
全
の
面
で
ご
支

援
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

昨
今
、海
外
か
ら
の
旅
行
者
は
、単
に
観
光

目
的
で
寺
社
を
訪
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

座
禅
や
宿
坊
で
の
宿
泊
と
い
っ
た
寺
社
で

の
体
験
を
求
め
て
訪
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く

な
っ
て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。安
心
し

て
旅
行
者
を
宿
坊
に
受
入
れ
る
こ
と
が
で

き
、ま
た
旅
行
者
が
安
全
に
宿
坊
を
体
験

い
た
だ
け
る
よ
う
に
、保
険
の
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
て
、寺
社
で
の
民
泊
事

業
の
進
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

お問い合わせ先

東京海上日動火災保険株式会社

〒100-8050
東京都千代田区丸の内1-2-1
TEL：03-3212-6211(大代表)
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

東京海上日動火災保険（株）の
地方創生の取組み

営業企画部　地方創生室
室長　磯田 賢

弊社は、「東京海上グループ・ソリューション
を活用した地方創生取組みへの貢献を通じ、
事業の拡大を図るとともに、地方とともに成長
すること」を取組み方針に掲げて、2016（平
成 28）年 7 月に専門組織である「地方創生
室」を立ち上げました。弊社の国内損保事業
の 3 分の 2 は地方からの保険料となっており、
地方が元気になることが結果として弊社の成
長にもつながるという考えの下、商品部門や営
業統括部門などの本社内各部署からの兼務
者に、全国各地の営業店に所属する約 120
名の地方創生推進役を加えた総勢約 150 名
体制で、全社をあげて地方創生の取り組みを
進めております。

これまでに、36 の自治体と11の金融機関
との間で地方創生に関する協定を締結し、イ
ンバウンド対応・BCP 策定・中小企業の海外
展開などの支援を実施しておりますが、中でも
インバウンド対応支援は取組みの柱の一つとし
て、訪日外国人の受入れ態勢の強化に役立つ
セミナーの実施や、各種サービス・ツールの提
供を行っております。

昨年度、地域における観光資源の示唆を得
ることを目的として、訪日外国人の SNS におけ
るつぶやきの分析を実施いたしましたが、日本
の寺社に対する訪日観光客の評価は極めて高
く、寺社の観光資源としての可能性を改めて
実感しております。弊社は、全国各地の弊社
代理店とともに、全国の寺社の皆様をはじめ
とする各地域の皆様との連携を強固にしていく
ことで、各地の地方創生の取組みへさらに貢
献してまいります。

ト�ックス-東京海上_A.indd   11 2017/10/18   18:42

21 Vol.16



ん
』
を
開
催
す
る
真
意
や
そ
れ
を
通

し
て
伝
え
た
い
こ
と
な
ど
を
伺
っ
た
。

「『
暗
闇
ご
は
ん
』
は
そ
も
そ
も
ス

イ
ス
で
始
ま
っ
た
『
ブ
ラ
イ
ン
ド
レ
ス

ト
ラ
ン
』
と
い
う
試
み
が
原
型
で
す
。

現
代
人
は
何
か
と
慌
た
だ
し
く
生
活

し
て
い
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
目
の

前
に
あ
る
食
事
を
意
識
し
、
食
べ
る

こ
と
、
つ
ま
り
は
命
を
繋
ぐ
こ
と
を

意
識
で
き
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
良

い
な
と
11
年
前
に
始
め
ま
し
た
」

テ
ー
マ
は
食
を
通
し
て

仏
教
の
教
え
を
伝
え
る
こ
と

『
暗
闇
ご
は
ん
』
で
よ
く
出
さ
れ

る
メ
ニ
ュ
ー
に
無
色
透
明
な
ト
マ
ト
の

ス
ー
プ
と
、
茄
子
を
ヘ
タ
も
含
む
三
つ

の
部
位
に
切
り
分
け
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

た
味
付
け
で
出
さ
れ
る
揚
げ
浸
し
が

あ
る
。
無
色
透
明
な
ト
マ
ト
の
ス
ー

プ
は
、
ア
イ
マ
ス
ク
を
し
て
食
し
た
際

に
こ
の
ス
ー
プ
が
ト
マ
ト
だ
と
分
か
る

人
の
正
解
率
が
9
割
近
か
っ
た
の
に

対
し
、
通
常
の
状
態
で
味
わ
っ
た
場

合
は
、
約
6
割
だ
そ
う
だ
。
ま
た
茄

子
の
揚
げ
浸
し
は
ヘ
タ
で
も
美
味
し

い
と
の
驚
き
の
声
が
あ
が
る
。
視
界

を
オ
フ
に
す
る
こ
と
で
香
り
や
味
が

際
立
つ
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
ト

マ
ト
は
赤
い
も
の
、
茄
子
の
ヘ
タ
は
捨

て
る
も
の
、
と
い
う
先
入
観
が
ど
れ

自分と向き合う

『暗闇ごはん』
浄土真宗東本願寺派

緑泉寺住職 青
あ お え

江 覚
か く ほ う

峰

〝
食
〟を
通
し
て
自
分
と
向
き
合
う

『
暗
闇
ご
は
ん
』か
ら
得
る
も
の

料
理
僧
と
し
て
多
方
面
で
活
躍
す

る
緑
泉
寺
の
住
職
　
青あ

お

え

か

く

ほ

う

江
覚
峰
さ

ん
。
女
性
を
中
心
に
人
気
の
通
販
会

社
フ
ェ
リ
シ
モ
か
ら
レ
シ
ピ
集
を
出
し

た
り
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
も
ひ
っ
ぱ

り
だ
こ
だ
。
そ
ん
な
青
江
さ
ん
が
同

寺
で
毎
月
開
催
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

に
『
暗
闇
ご
は
ん
』
が
あ
る
。『
暗
闇

ご
は
ん
』
と
は
ア
イ
マ
ス
ク
で
目
を
覆

い
視
覚
を
遮
っ
た
状
態
で
食
事
を
す

る
こ
と
で
、
食
を
通
し
て
自
分
と
向

き
合
う
た
め
の
取
り
組
み
だ
。
主
催

者
で
あ
る
青
江
さ
ん
に
『
暗
闇
ご
は

ほ
ど
他
の
感
覚
を
鈍
ら
せ
る
の
か
が

分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

「
毎
回
食
事
の
前
に
ア
イ
マ
ス
ク

を
し
た
状
態
で
目
の
前
の
人
と
じ
ゃ

ん
け
ん
を
し
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
か
を

互
い
の
手
で
触
れ
て
確
認
す
る
暗
闇

じ
ゃ
ん
け
ん
を
行
う
の
で
す
が
、
こ
れ

も
『
暗
闇
ご
は
ん
』
の
重
要
な
要
素

で
す
。
人
間
は
第
一
印
象
で
相
手
を

判
断
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
目

隠
し
の
状
態
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
と

る
こ
と
で
一
気
に
距
離
が
近
く
な
る
。

暗
闇
の
中
で
は
自
分
は
一
人
ぼ
っ
ち
で

す
が
、
手
を
伸
ば
し
触
れ
合
う
こ
と

で
他
者
の
存
在
を
感
じ
、
安
心
感
が

生
ま
れ
、
次
に
目
の
前
に
出
さ
れ
る

料
理
が
共
通
点
と
な
り
、
自
分
だ
け

だ
っ
た
世
界
が
広
が
り
を
見
せ
て
い

く
」。
つ
ま
り
、『
暗
闇
ご
は
ん
』
は

単
に
食
と
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、

自
分
以
外
の
存
在
へ
の
気
づ
き
を
得

る
と
い
う
こ
と
も
目
的
の
一つ
と
さ
れ

る
。「
私
が
料
理
を
作
る
の
が
好
き
と

い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
も
の
を
食

透明なトマトのスープ
湯むきしたトマトをさらして作るスープ

緑泉寺で行われた『暗闇ごはん』の様子

Opportunity
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て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
ね
。
最

近
は
企
業
の
研
修
な
ど
で
『
暗
闇
ご

は
ん
』
を
行
う
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。

現
在
は
『
暗
闇
ご
は
ん
』
を
誰
も
が

で
き
る
よ
う
な
方
法
を
模
索
中
で
、

僕
が
そ
の
場
に
い
な
く
て
も
、
こ
う

い
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
で
き

る
雛
形
を
考
え
て
い
ま
す
」

こ
の
『
暗
闇
ご
は
ん
』
が
ど
う
発

展
し
て
い
く
の
か
、
青
江
さ
ん
の
今

後
の
活
動
が
楽
し
み
だ
。

べ
る
と
い
う
の
は
ど
ん
な
人
に
も
共

通
し
た
行
動
で
あ
る
た
め
、
誰
も
が

よ
り
共
感
で
き
る
方
法
だ
か
ら
。
食

を
通
し
て
仏
教
の
教
え
を
伝
え
る
こ

と
、
こ
れ
が
テ
ー
マ
で
す
」

『
暗
闇
ご
は
ん
』を

誰
で
も
で
き
る
よ
う
に

ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
て
の
食
事
は
一

見
奇
抜
だ
が
、
そ
の
真
意
に
は
自
分

を
見
つ
め
他
者
の
存
在
を
肯
定
す
る

仏
の
教
え
が
根
付
い
て
い
る
。
こ
の

取
り
組
み
を
成
功
さ
せ
る
秘
訣
に
つ

い
て
青
江
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
最
初
は
面
白
そ
う
だ
と
い
う
興

味
本
位
で
参
加
し
て
も
、
帰
り
に
は

仏
教
に
つ
い
て
深
く
知
り
た
い
と
感

じ
て
も
ら
う
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。『
暗
闇
ご
は
ん
』
に
参
加
し
た

こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
や
視
点
を
得

プロフィール　青江 覚峰
東京都台東区出身。浄土真宗
東本願寺派緑泉寺住職。幼
少期から得意だった料理の腕
を活かし、料理僧として食育に
取り組む。『お寺ごはん』（2012
年）、『ほとけごはん』（2014 年）
など料理に関する著書も出し
ている。株式会社なか道代表
取締役。

『暗闇ごはん』に関する 
お問い合せ先

株式会社なか道 
〒111-0035 
東京都台東区西浅草1-8-5 
http://nakamichi.world/

7 月 3 日、外国人留学生を招いて写
経や茶道など日本文化を体験するイベン
トが実施されました。これは新たに運行
開始した「あべの・上本町シャトルバス
松屋町筋ルート」が和空 下寺町のそ
ばを通ることになったのを記念して実施
したものです。このバスは「大阪上本
町」駅から松屋町筋を経由、「大阪阿

部野橋駅」までを 1 日 7 本運行します。
この日、和空 下寺町前午後 1 時

12 分着のバスに外国人留学生 10 名、
西山忠邦天王寺区長が到着。和空　
下寺町でオープニングセレモニーを行
い、その後留学生たちがさまざまな日本
文化を体験しました。

今夏テレビドラマ化された青江さん監
修の料理漫画『サチのお寺ごはん』と

『暗闇ごはん』のコラボ企画が開催さ
れました。今回のテーマは「先入観」。

参加者には女性が多く、また大阪では
初となる開催のため、名古屋や岐阜な
ど遠方からの参加者もおられるなど、
大盛況のワークショップとなりました。

今年 4 月にオープンした宿坊・和空 下寺町では、外国人宿泊者の日本文化体
験や、地域の国際交流イベントなどの開催を通じて、地域とのかかわりを積極的に
展開しています。

和空　下寺町
地域貢献レポート

「あべの・上本町シャトルバス松屋町筋ルート」開通記念
外国人留学生の日本文化体験イベント

ワークショップの様子
右/田中菜穂子さん（岐阜県）
左/上村靖子さん（愛知県）

目隠しをして食べてみる
と今までどれほど視覚に
頼っていたかを痛感しま
した。また、ひとつひと
つの動作に集中すると
いう体験ができました。

井町梨乃さん
（大阪府）

ご住職のお話も興
味深く、改めて食べ
ることが貴重なこと
だと感じるきっかけ
となりました。

視覚を遮ると味
に対して敏感に
なることを体感
でき楽しかった
です。

参加者の声をご紹介します

『おてらの癒し暗闇ごはん』当日のメニュー

『おてらの癒し暗闇ごはん』  こんなイベントもおこなわれました！大阪初
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ん
』
を
開
催
す
る
真
意
や
そ
れ
を
通

し
て
伝
え
た
い
こ
と
な
ど
を
伺
っ
た
。

「『
暗
闇
ご
は
ん
』
は
そ
も
そ
も
ス

イ
ス
で
始
ま
っ
た
『
ブ
ラ
イ
ン
ド
レ
ス

ト
ラ
ン
』
と
い
う
試
み
が
原
型
で
す
。

現
代
人
は
何
か
と
慌
た
だ
し
く
生
活

し
て
い
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
目
の

前
に
あ
る
食
事
を
意
識
し
、
食
べ
る

こ
と
、
つ
ま
り
は
命
を
繋
ぐ
こ
と
を

意
識
で
き
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
良

い
な
と
11
年
前
に
始
め
ま
し
た
」

テ
ー
マ
は
食
を
通
し
て

仏
教
の
教
え
を
伝
え
る
こ
と

『
暗
闇
ご
は
ん
』
で
よ
く
出
さ
れ

る
メ
ニ
ュ
ー
に
無
色
透
明
な
ト
マ
ト
の

ス
ー
プ
と
、
茄
子
を
ヘ
タ
も
含
む
三
つ

の
部
位
に
切
り
分
け
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

た
味
付
け
で
出
さ
れ
る
揚
げ
浸
し
が

あ
る
。
無
色
透
明
な
ト
マ
ト
の
ス
ー

プ
は
、
ア
イ
マ
ス
ク
を
し
て
食
し
た
際

に
こ
の
ス
ー
プ
が
ト
マ
ト
だ
と
分
か
る

人
の
正
解
率
が
9
割
近
か
っ
た
の
に

対
し
、
通
常
の
状
態
で
味
わ
っ
た
場

合
は
、
約
6
割
だ
そ
う
だ
。
ま
た
茄

子
の
揚
げ
浸
し
は
ヘ
タ
で
も
美
味
し

い
と
の
驚
き
の
声
が
あ
が
る
。
視
界

を
オ
フ
に
す
る
こ
と
で
香
り
や
味
が

際
立
つ
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
ト

マ
ト
は
赤
い
も
の
、
茄
子
の
ヘ
タ
は
捨

て
る
も
の
、
と
い
う
先
入
観
が
ど
れ

自分と向き合う

『暗闇ごはん』
浄土真宗東本願寺派

緑泉寺住職 青
あ お え

江 覚
か く ほ う

峰

〝
食
〟を
通
し
て
自
分
と
向
き
合
う

『
暗
闇
ご
は
ん
』か
ら
得
る
も
の

料
理
僧
と
し
て
多
方
面
で
活
躍
す

る
緑
泉
寺
の
住
職
　
青あ

お

え

か

く

ほ

う

江
覚
峰
さ

ん
。
女
性
を
中
心
に
人
気
の
通
販
会

社
フ
ェ
リ
シ
モ
か
ら
レ
シ
ピ
集
を
出
し

た
り
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
も
ひ
っ
ぱ

り
だ
こ
だ
。
そ
ん
な
青
江
さ
ん
が
同

寺
で
毎
月
開
催
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

に
『
暗
闇
ご
は
ん
』
が
あ
る
。『
暗
闇

ご
は
ん
』
と
は
ア
イ
マ
ス
ク
で
目
を
覆

い
視
覚
を
遮
っ
た
状
態
で
食
事
を
す

る
こ
と
で
、
食
を
通
し
て
自
分
と
向

き
合
う
た
め
の
取
り
組
み
だ
。
主
催

者
で
あ
る
青
江
さ
ん
に
『
暗
闇
ご
は

ほ
ど
他
の
感
覚
を
鈍
ら
せ
る
の
か
が

分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

「
毎
回
食
事
の
前
に
ア
イ
マ
ス
ク

を
し
た
状
態
で
目
の
前
の
人
と
じ
ゃ

ん
け
ん
を
し
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
か
を

互
い
の
手
で
触
れ
て
確
認
す
る
暗
闇

じ
ゃ
ん
け
ん
を
行
う
の
で
す
が
、
こ
れ

も
『
暗
闇
ご
は
ん
』
の
重
要
な
要
素

で
す
。
人
間
は
第
一
印
象
で
相
手
を

判
断
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
目

隠
し
の
状
態
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
と

る
こ
と
で
一
気
に
距
離
が
近
く
な
る
。

暗
闇
の
中
で
は
自
分
は
一
人
ぼ
っ
ち
で

す
が
、
手
を
伸
ば
し
触
れ
合
う
こ
と

で
他
者
の
存
在
を
感
じ
、
安
心
感
が

生
ま
れ
、
次
に
目
の
前
に
出
さ
れ
る

料
理
が
共
通
点
と
な
り
、
自
分
だ
け

だ
っ
た
世
界
が
広
が
り
を
見
せ
て
い

く
」。
つ
ま
り
、『
暗
闇
ご
は
ん
』
は

単
に
食
と
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、

自
分
以
外
の
存
在
へ
の
気
づ
き
を
得

る
と
い
う
こ
と
も
目
的
の
一つ
と
さ
れ

る
。「
私
が
料
理
を
作
る
の
が
好
き
と

い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
も
の
を
食

透明なトマトのスープ
湯むきしたトマトをさらして作るスープ

緑泉寺で行われた『暗闇ごはん』の様子

Opportunity
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て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
ね
。
最

近
は
企
業
の
研
修
な
ど
で
『
暗
闇
ご

は
ん
』
を
行
う
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。

現
在
は
『
暗
闇
ご
は
ん
』
を
誰
も
が

で
き
る
よ
う
な
方
法
を
模
索
中
で
、

僕
が
そ
の
場
に
い
な
く
て
も
、
こ
う

い
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
で
き

る
雛
形
を
考
え
て
い
ま
す
」

こ
の
『
暗
闇
ご
は
ん
』
が
ど
う
発

展
し
て
い
く
の
か
、
青
江
さ
ん
の
今

後
の
活
動
が
楽
し
み
だ
。

べ
る
と
い
う
の
は
ど
ん
な
人
に
も
共

通
し
た
行
動
で
あ
る
た
め
、
誰
も
が

よ
り
共
感
で
き
る
方
法
だ
か
ら
。
食

を
通
し
て
仏
教
の
教
え
を
伝
え
る
こ

と
、
こ
れ
が
テ
ー
マ
で
す
」

『
暗
闇
ご
は
ん
』を

誰
で
も
で
き
る
よ
う
に

ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
て
の
食
事
は
一

見
奇
抜
だ
が
、
そ
の
真
意
に
は
自
分

を
見
つ
め
他
者
の
存
在
を
肯
定
す
る

仏
の
教
え
が
根
付
い
て
い
る
。
こ
の

取
り
組
み
を
成
功
さ
せ
る
秘
訣
に
つ

い
て
青
江
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
最
初
は
面
白
そ
う
だ
と
い
う
興

味
本
位
で
参
加
し
て
も
、
帰
り
に
は

仏
教
に
つ
い
て
深
く
知
り
た
い
と
感

じ
て
も
ら
う
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。『
暗
闇
ご
は
ん
』
に
参
加
し
た

こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
や
視
点
を
得

プロフィール　青江 覚峰
東京都台東区出身。浄土真宗
東本願寺派緑泉寺住職。幼
少期から得意だった料理の腕
を活かし、料理僧として食育に
取り組む。『お寺ごはん』（2012
年）、『ほとけごはん』（2014 年）
など料理に関する著書も出し
ている。株式会社なか道代表
取締役。

『暗闇ごはん』に関する 
お問い合せ先

株式会社なか道 
〒111-0035 
東京都台東区西浅草1-8-5 
http://nakamichi.world/

7 月 3 日、外国人留学生を招いて写
経や茶道など日本文化を体験するイベン
トが実施されました。これは新たに運行
開始した「あべの・上本町シャトルバス
松屋町筋ルート」が和空 下寺町のそ
ばを通ることになったのを記念して実施
したものです。このバスは「大阪上本
町」駅から松屋町筋を経由、「大阪阿

部野橋駅」までを 1 日 7 本運行します。
この日、和空 下寺町前午後 1 時

12 分着のバスに外国人留学生 10 名、
西山忠邦天王寺区長が到着。和空　
下寺町でオープニングセレモニーを行
い、その後留学生たちがさまざまな日本
文化を体験しました。

今夏テレビドラマ化された青江さん監
修の料理漫画『サチのお寺ごはん』と

『暗闇ごはん』のコラボ企画が開催さ
れました。今回のテーマは「先入観」。

参加者には女性が多く、また大阪では
初となる開催のため、名古屋や岐阜な
ど遠方からの参加者もおられるなど、
大盛況のワークショップとなりました。

今年 4 月にオープンした宿坊・和空 下寺町では、外国人宿泊者の日本文化体
験や、地域の国際交流イベントなどの開催を通じて、地域とのかかわりを積極的に
展開しています。

和空　下寺町
地域貢献レポート

「あべの・上本町シャトルバス松屋町筋ルート」開通記念
外国人留学生の日本文化体験イベント

ワークショップの様子
右/田中菜穂子さん（岐阜県）
左/上村靖子さん（愛知県）

目隠しをして食べてみる
と今までどれほど視覚に
頼っていたかを痛感しま
した。また、ひとつひと
つの動作に集中すると
いう体験ができました。

井町梨乃さん
（大阪府）

ご住職のお話も興
味深く、改めて食べ
ることが貴重なこと
だと感じるきっかけ
となりました。

視覚を遮ると味
に対して敏感に
なることを体感
でき楽しかった
です。

参加者の声をご紹介します

『おてらの癒し暗闇ごはん』当日のメニュー

『おてらの癒し暗闇ごはん』  こんなイベントもおこなわれました！大阪初
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常識が変わる！ 年中健康な快適空間！
天井と床との温度差を省エネ解消!!

寺社にお役立ち
環境改善技術
広い空間の建物、長い年月を経過した木材など、寺社の建造物は特有の問題を抱えています。

それらを改善する最新の技術をご紹介します。

吸い込み
[天井の無駄な熱源を

吸い込み]

吹き出し
[吸い込み熱を

 無抵抗で吹き出し]

室内温度の
超バリアフリー化

寺社の天井高、広さ、環境
にも対応する木製タイプも
オーダーメイド可能

置く
だけ

天井熱･対流循環空調システム
『空間くん』（自社特許品）
【商品概要】
サイズ ： 幅210mm×高さ1385mm×奥行225mm
重  量 ： 約13.5kg　電気代 ： 0.4円／時※

※公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による
　電力料金目安単価に基づく

＜製造元＞
株式会社シンワサービス

＜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

空調効率化

新
発
想
の
室
内
空
気
対
流
循
環
装

置
『
空
間
く
ん
』。
室
内
空
気
を
撹か

く
は
ん拌

す
る
機
器
と
い
え
ば
、
天
井
に
設
置
す

る
シ
ー
リ
ン
グ
フ
ァ
ン
や
サ
ー
キ
ュ
レ
ー

タ
な
ど
だ
が
、『
空
間
く
ん
』
は
、
天

井
面
と
床
面
の
温
度
差
を
対
流
循
環

す
る
こ
と
で
室
内
空
間
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
に
成
功
し
た
。

通
常
室
温
は
天
井
に
暖
か
い
空
気

が
上
が
り
、
床
に
冷
た
い
空
気
が
溜
ま

る
。
時
に
は
10
℃
の
温
度
差
が
つ
く
。

ま
た
床
面
か
ら
１
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
は

〝
空
気
の
壁
〟
す
な
わ
ち
大
き
な
空
気

抵
抗
が
あ
り
、
そ
の
た
め
冬
期
は
暖

房
機
器
を
使
用
し
て
も
熱
源
が
床
面

ま
で
届
か
ず
、
足
元
は
冷
た
く
頭
部

が
暖
か
く
て
不
快
に
な
る
。

し
か
し
『
空
間
く
ん
』
は
、
天
井
に

溜
ま
る
暖
か
い
無
駄
な
熱
源
を
無
抵

抗
状
態
で
床
面
へ
対
流
循
環
さ
せ
る

た
め
、
部
屋
全
体
の
温
度
差
を
解
消

す
る
。
さ
ら
に
、
無
駄
な
熱
源
を
有

効
活
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
空
調
機

器
の
設
定
温
度
を
約
3
℃
上
げ
下
げ

し
て
も
体
感
温
度
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、

空
調
費
を
約
３
割
削
減
で
き
る
。

寺
社
が
行
事
で
利
用
す
る
よ
う
な

広
い
空
間
で
考
え
る
と
、
か
な
り
の
省

エ
ネ
と
快
適
性
が
得
ら
れ
る
す
ぐ
れ
物

と
言
え
る
。

暖
か
い
ま
ま
送
る

エアコンを
つけても
寒い…。

暖房費が
高い…。

暖房費
削減

  

ス
ト
ー
ブ
・
エ
ア
コ
ン
の
困
っ
た
を
解
消
!

環境改善技術.indd   8 2017/10/18   18:51

農薬系殺虫成分を含まない
“安全＋持続”の次世代木材保存剤

エコボロンPRO
公益社団法人
日本木材保存協会認定 A-5430

＜問い合わせ先＞
株式会社エコパウダー
TEL : 048-928-1671
http://ecopowder.com/ 『エコボロン』施工の様子

エコボロン

常
とこわか

若施工『エアー鉋
かんな

工法』（特許第6206898号）
＜問い合わせ先＞
株式会社グランドライン
TEL : 077-564-8515　http://grandline.works

防虫・
防シロアリ

粉末のおがくずをエアーで吹きつけ木材表面の汚れ、
付着物、劣化層を取り除く乾式新工法

木材表面
処理技術

＜施工前＞

＜施工後＞

『
エ
コ
ボ
ロ
ン
』
は
、
今
ま
で
の
殺
虫

成
分
（
農
薬
）
が
揮
発
す
る
防
蟻
防
腐

剤
と
は
異
な
り
、
揮
発
し
な
い
無
機
物

「
ホ
ウ
酸
塩
」
を
採
用
し
、
木
材
に
浸
透

し
て
害
虫
や
菌
か
ら
劣
化
を
守
る
の
で
、

空
気
を
一
切
汚
さ
ず
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
心

配
も
な
い
。
居
住
者
は
も
ち
ろ
ん
、
施

工
者
も
安
心
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

持
続
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
雨
が
当

た
ら
な
い
環
境
で
長
期
に
わ
た
る
予
防

効
果
を
発
揮
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
防
蟻
防
腐
剤
で
必
要
だ
っ
た
5
年
ご

と
の
再
処
理
も
不
要
で
経
済
的
だ
。
木

造
住
宅
の
ほ
か
、
熊
本
城
や
犬
山
寂
光

院
な
ど
全
国
各
地
の
文
化
財
保
存
処
理

に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
エ
コ
ボ

ロ
ン
』
は
、
日
本
で
始
め
て
公
益
社
団

法
人 

日
本
木
材
保
存
協
会
の
「
優
良

木
材
保
存
剤
」
の
認
定
を
受
け
て
い
る
。

■ エコボロン
①分解されない無機物
②効果が5年を超えて持続
③シロアリの食害を抑える
④不揮発性で空気を汚さない
⑤予防に最適

■ 一般的な農薬系薬剤
①分解される有機化合物
②効果が最大5年と短い
③シロアリを積極的に殺虫
④揮発性でシックハウスの危険
⑤駆除には適するが…

エコボロンと農薬系の違い

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
ラ
イ
ン
開
発
の
新
技

術
『
エ
ア
ー
鉋か

ん
な

工
法
』
は
、
お
が
く
ず
を
さ
ら

に
細
か
く
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
、
エ
ア
ー
で

対
象
物
に
吹
き
当
て
、
そ
の
劣
化
層
や
付
着

物
を
除
去
す
る
乾
式
の
特
許
工
法
で
あ
る
。

こ
の
新
技
術
に
よ
り
寺
社
な
ど
の
歴
史
的

木
造
建
築
物
の
美
観
改
善
や
修
復
・
維
持
に

か
か
る
費
用
の
大
幅
削
減
が
可
能
と
な
っ
た
。

同
社
は
こ
の
『
エ
ア
ー
鉋
工
法
』
を
は
じ
め

木
材
保
存
学
に
の
っ
と
っ
た
木
材
保
存
処
理
工

法
、
石
材
洗
浄
工
法
、
金
箔
洗
浄
の
特
殊
工

法
な
ど
を
総
合
さ
せ
て
「
常と

こ
わ
か
せ
こ
う

若
施
工
」
と
い
う

オ
リ
ジ
ナ
ル
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
さ
せ
、
重
要
文

化
財
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

施
工
前
と
施
工
後
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常識が変わる！ 年中健康な快適空間！
天井と床との温度差を省エネ解消!!

寺社にお役立ち
環境改善技術
広い空間の建物、長い年月を経過した木材など、寺社の建造物は特有の問題を抱えています。

それらを改善する最新の技術をご紹介します。

吸い込み
[天井の無駄な熱源を

吸い込み]

吹き出し
[吸い込み熱を

 無抵抗で吹き出し]

室内温度の
超バリアフリー化

寺社の天井高、広さ、環境
にも対応する木製タイプも
オーダーメイド可能

置く
だけ

天井熱･対流循環空調システム
『空間くん』（自社特許品）
【商品概要】
サイズ ： 幅210mm×高さ1385mm×奥行225mm
重  量 ： 約13.5kg　電気代 ： 0.4円／時※

※公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による
　電力料金目安単価に基づく

＜製造元＞
株式会社シンワサービス

＜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

空調効率化

新
発
想
の
室
内
空
気
対
流
循
環
装

置
『
空
間
く
ん
』。
室
内
空
気
を
撹か

く
は
ん拌

す
る
機
器
と
い
え
ば
、
天
井
に
設
置
す

る
シ
ー
リ
ン
グ
フ
ァ
ン
や
サ
ー
キ
ュ
レ
ー

タ
な
ど
だ
が
、『
空
間
く
ん
』
は
、
天

井
面
と
床
面
の
温
度
差
を
対
流
循
環

す
る
こ
と
で
室
内
空
間
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
に
成
功
し
た
。

通
常
室
温
は
天
井
に
暖
か
い
空
気

が
上
が
り
、
床
に
冷
た
い
空
気
が
溜
ま

る
。
時
に
は
10
℃
の
温
度
差
が
つ
く
。

ま
た
床
面
か
ら
１
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
は

〝
空
気
の
壁
〟
す
な
わ
ち
大
き
な
空
気

抵
抗
が
あ
り
、
そ
の
た
め
冬
期
は
暖

房
機
器
を
使
用
し
て
も
熱
源
が
床
面

ま
で
届
か
ず
、
足
元
は
冷
た
く
頭
部

が
暖
か
く
て
不
快
に
な
る
。

し
か
し
『
空
間
く
ん
』
は
、
天
井
に

溜
ま
る
暖
か
い
無
駄
な
熱
源
を
無
抵

抗
状
態
で
床
面
へ
対
流
循
環
さ
せ
る

た
め
、
部
屋
全
体
の
温
度
差
を
解
消

す
る
。
さ
ら
に
、
無
駄
な
熱
源
を
有

効
活
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
空
調
機

器
の
設
定
温
度
を
約
3
℃
上
げ
下
げ

し
て
も
体
感
温
度
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、

空
調
費
を
約
３
割
削
減
で
き
る
。

寺
社
が
行
事
で
利
用
す
る
よ
う
な

広
い
空
間
で
考
え
る
と
、
か
な
り
の
省

エ
ネ
と
快
適
性
が
得
ら
れ
る
す
ぐ
れ
物

と
言
え
る
。

暖
か
い
ま
ま
送
る

エアコンを
つけても
寒い…。

暖房費が
高い…。

暖房費
削減

  

ス
ト
ー
ブ
・
エ
ア
コ
ン
の
困
っ
た
を
解
消
!
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農薬系殺虫成分を含まない
“安全＋持続”の次世代木材保存剤

エコボロンPRO
公益社団法人
日本木材保存協会認定 A-5430

＜問い合わせ先＞
株式会社エコパウダー
TEL : 048-928-1671
http://ecopowder.com/ 『エコボロン』施工の様子

エコボロン

常
とこわか

若施工『エアー鉋
かんな

工法』（特許第6206898号）
＜問い合わせ先＞
株式会社グランドライン
TEL : 077-564-8515　http://grandline.works

防虫・
防シロアリ

粉末のおがくずをエアーで吹きつけ木材表面の汚れ、
付着物、劣化層を取り除く乾式新工法

木材表面
処理技術

＜施工前＞

＜施工後＞

『
エ
コ
ボ
ロ
ン
』
は
、
今
ま
で
の
殺
虫

成
分
（
農
薬
）
が
揮
発
す
る
防
蟻
防
腐

剤
と
は
異
な
り
、
揮
発
し
な
い
無
機
物

「
ホ
ウ
酸
塩
」
を
採
用
し
、
木
材
に
浸
透

し
て
害
虫
や
菌
か
ら
劣
化
を
守
る
の
で
、

空
気
を
一
切
汚
さ
ず
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
心

配
も
な
い
。
居
住
者
は
も
ち
ろ
ん
、
施

工
者
も
安
心
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

持
続
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
雨
が
当

た
ら
な
い
環
境
で
長
期
に
わ
た
る
予
防

効
果
を
発
揮
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
防
蟻
防
腐
剤
で
必
要
だ
っ
た
5
年
ご

と
の
再
処
理
も
不
要
で
経
済
的
だ
。
木

造
住
宅
の
ほ
か
、
熊
本
城
や
犬
山
寂
光

院
な
ど
全
国
各
地
の
文
化
財
保
存
処
理

に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
エ
コ
ボ

ロ
ン
』
は
、
日
本
で
始
め
て
公
益
社
団

法
人 

日
本
木
材
保
存
協
会
の
「
優
良

木
材
保
存
剤
」
の
認
定
を
受
け
て
い
る
。

■ エコボロン
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②効果が5年を超えて持続
③シロアリの食害を抑える
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■ 一般的な農薬系薬剤
①分解される有機化合物
②効果が最大5年と短い
③シロアリを積極的に殺虫
④揮発性でシックハウスの危険
⑤駆除には適するが…

エコボロンと農薬系の違い

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
ラ
イ
ン
開
発
の
新
技

術
『
エ
ア
ー
鉋か

ん
な

工
法
』
は
、
お
が
く
ず
を
さ
ら

に
細
か
く
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
、
エ
ア
ー
で

対
象
物
に
吹
き
当
て
、
そ
の
劣
化
層
や
付
着

物
を
除
去
す
る
乾
式
の
特
許
工
法
で
あ
る
。

こ
の
新
技
術
に
よ
り
寺
社
な
ど
の
歴
史
的

木
造
建
築
物
の
美
観
改
善
や
修
復
・
維
持
に

か
か
る
費
用
の
大
幅
削
減
が
可
能
と
な
っ
た
。

同
社
は
こ
の
『
エ
ア
ー
鉋
工
法
』
を
は
じ
め

木
材
保
存
学
に
の
っ
と
っ
た
木
材
保
存
処
理
工

法
、
石
材
洗
浄
工
法
、
金
箔
洗
浄
の
特
殊
工

法
な
ど
を
総
合
さ
せ
て
「
常と

こ
わ
か
せ
こ
う

若
施
工
」
と
い
う

オ
リ
ジ
ナ
ル
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
さ
せ
、
重
要
文

化
財
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

施
工
前
と
施
工
後
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うちのお宝神社・仏閣に隠された宝物を逸話とともにご紹介

OTAKARA

（右）麻布著色盂蘭盆曼荼羅の全体
（右下）上段部分
（上）中段から下段にかけて

浄
じょうどしゅう

土宗 遍
へんじょうさん

照山 光
こ う み ょ う じ

明寺
〒673-0884
兵庫県明石市鍛冶屋町5-20
TEL.078-911-3928

J
R
明
石
駅
か
ら
、
大
通
り
を
海

に
向
か
う
こ
と
約
3
0
0
m
。
錦
江

橋
の
た
も
と
に
、
ひ
と
き
わ
風
格
あ

る
門
を
構
え
る
光こ

う
み
ょ
う
じ

明
寺
。
鎌
倉
末

期
、
真し

ん
よ
し
ょ
う
に
ん

誉
上
人
に
よ
っ
て
現
在
の
三

木
市
に
建
立
さ
れ
、
1
6
1
9（
元
和

5
）
年
の
明
石
城
築
城
時
に
今
の
地

に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
同
寺
が
所
蔵
し
て
い
る
の

が
「
麻
布
著
色
盂
蘭
盆
曼
荼
羅
」。

朝
鮮
か
ら
の
渡
来
品
で
あ
り
、
仏
、

菩
薩
の
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
供
養
物
を

壇
上
に
献
じ
、
拝
礼
す
る
人
々
の
姿

が
描
か
れ
て
い
る
。
地
布
は
太
細
が

顕
著
な
麻
糸
で
織
っ
た
大
小
四
片
の

麻
布
を
複
雑
に
寄
せ
て
縫
合
さ
れ
、

大た
い
ふ
く幅

に
応
じ
て
い
る
。
三
段
で
構
成

さ
れ
た
壮
大
な
世
界
観
が
観
る
者
を

惹
き
つ
け
る
。
1
9
8
4（
昭
和
59
）

年
に
兵
庫
県
の
指
定
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
。

「
専
門
家
か
ら
、
非
常
に
美
術
的

価
値
の
高
い
作
品
で
あ
る
と
お
聞
き

し
て
い
ま
す
。
お
盆
の
間
は
本
堂
の

壁
に
掛
け
、
訪
れ
た
方
々
に
鑑
賞
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
、

19
代
目
住
職
の
山や

ま
ぐ
ち
ほ
う
て
ん

口
芳
典
さ
ん
。「
一

体
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
当
寺

に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
が
判
然
と
し

な
い
。
そ
ん
な
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
部

分
も
、私
は
気
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
」

こ
れ
か
ら
も
同
寺
の
貴
重
な
宝
物
と

し
て
、
人
々
を
魅
力
し
続
け
る
こ
と

だ
ろ
う
。

朝
鮮
渡
来
の
曼
荼
羅
図

麻
あ

さ

ぬ

の

ち

ゃ

く

し

ょ

く

布
著
色
盂う

ら

ぼ

ん

蘭
盆
曼ま

ん

だ

ら

荼
羅

うちのお宝.indd   22 2017/10/18   18:52

神
功
皇
后
が
三
韓
征
伐
の
際
、
播

磨
灘
で
起
こ
っ
た
暴
風
雨
が
鎮
ま
る

よ
う
住
吉
大
神
に
祈
願
し
た
こ
と
か

ら
4
6
4
年
に
建
立
さ
れ
た
住
吉

神
社
。
こ
の
神
社
の
特
徴
は
、
本

殿
、
拝
殿
か
ら
能
舞
台
、
楼
門
、
神

門
、
鳥
居
が
一
直
線
に
並
ん
で
建
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
訪
れ
る
人
は
、
拝

殿
か
ら
建
物
越
し
に
見
る
紺
碧
の

播
磨
灘
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
東
播
磨
の
典
型
的
様
式

だ
が
、
こ
の
形
が
現
存
し
て
い
る
の
は

大
変
珍
し
い
。
特
に
能
舞
台
は
、
明

石
市
で
は
こ
こ
に
し
か
残
っ
て
い
な

い
。
1
6
2
7
（
寛
永
4
）
年
に
初

代
明
石
藩
主
の
小お

が
さ
わ
ら
た
だ
ま
さ

笠
原
忠
政
に
よ
っ

て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、
入
母
屋
造

り
の
屋
根
が
美
し
い
。
た
だ
舞
台
背

景
と
な
る
鏡
板
が
な
い
。
禰
宜
の

西に
し
う
み
や
す
な
り

海
庸
就
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
こ
こ
は

航
海
の
神
様
で
す
の
で
、
本
殿
か
ら

海
に
向
け
て
一
直
線
に
見
え
る
こ
と
が

大
切
。
よ
っ
て
お
能
が
行
わ
れ
な
い

時
は
、
海
へ
の
視
界
を
遮
る
鏡
板
を

外
し
て
い
ま
す
」

こ
の
能
舞
台
で
は
、
境
内
に
あ
る

樹
齢
1
5
0
年
の
藤
棚
も
見
頃
と
な

る
毎
年
５
月
に
、
地
域
の
人
々
に
よ
っ

て
奉
納
能
楽
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

西
海
禰
宜
は
語
る
。「
子
供
た
ち
の
上

演
も
あ
り
、
伝
統
文
化
を
次
世
代
に

引
き
継
ぐ
た
め
、
そ
し
て
地
域
と
神

社
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
接
点
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
」

地
域
と
の
絆
を
具
現
す
る
明
石
市
指
定
文
化
財

能
舞
台

（上）拝殿から見た能舞台。能舞台のすぐ後
ろに見えるのが楼門。さらにその奥には神
門、鳥居があり、海を見通すことができる
（下）毎年5月に奉納能楽会が開催される

明石市魚住町中尾鎮座

住
すみよしじんじゃ

吉神社
〒674-0082
兵庫県明石市魚住町中尾1031
TEL.078-946-0417
https://www.sumiyoshijinjya.com/
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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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に
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に
今
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。
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で
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さ
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大
な
世
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観
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る
者
を
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。
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年
に
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と
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ま
す
。
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の
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に
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に
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だ
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」
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よ
う
な
経
緯
で
当
寺

に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
が
判
然
と
し

な
い
。
そ
ん
な
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
部

分
も
、私
は
気
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
」

こ
れ
か
ら
も
同
寺
の
貴
重
な
宝
物
と

し
て
、
人
々
を
魅
力
し
続
け
る
こ
と

だ
ろ
う
。

朝
鮮
渡
来
の
曼
荼
羅
図

麻
あ

さ

ぬ

の

ち

ゃ

く

し

ょ

く

布
著
色
盂う

ら

ぼ

ん

蘭
盆
曼ま

ん

だ

ら

荼
羅
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神
功
皇
后
が
三
韓
征
伐
の
際
、
播

磨
灘
で
起
こ
っ
た
暴
風
雨
が
鎮
ま
る

よ
う
住
吉
大
神
に
祈
願
し
た
こ
と
か

ら
4
6
4
年
に
建
立
さ
れ
た
住
吉

神
社
。
こ
の
神
社
の
特
徴
は
、
本

殿
、
拝
殿
か
ら
能
舞
台
、
楼
門
、
神

門
、
鳥
居
が
一
直
線
に
並
ん
で
建
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
訪
れ
る
人
は
、
拝

殿
か
ら
建
物
越
し
に
見
る
紺
碧
の

播
磨
灘
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
東
播
磨
の
典
型
的
様
式

だ
が
、
こ
の
形
が
現
存
し
て
い
る
の
は

大
変
珍
し
い
。
特
に
能
舞
台
は
、
明

石
市
で
は
こ
こ
に
し
か
残
っ
て
い
な

い
。
1
6
2
7
（
寛
永
4
）
年
に
初

代
明
石
藩
主
の
小お

が
さ
わ
ら
た
だ
ま
さ

笠
原
忠
政
に
よ
っ

て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、
入
母
屋
造

り
の
屋
根
が
美
し
い
。
た
だ
舞
台
背

景
と
な
る
鏡
板
が
な
い
。
禰
宜
の

西に
し
う
み
や
す
な
り

海
庸
就
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
こ
こ
は

航
海
の
神
様
で
す
の
で
、
本
殿
か
ら

海
に
向
け
て
一
直
線
に
見
え
る
こ
と
が

大
切
。
よ
っ
て
お
能
が
行
わ
れ
な
い

時
は
、
海
へ
の
視
界
を
遮
る
鏡
板
を

外
し
て
い
ま
す
」

こ
の
能
舞
台
で
は
、
境
内
に
あ
る

樹
齢
1
5
0
年
の
藤
棚
も
見
頃
と
な

る
毎
年
５
月
に
、
地
域
の
人
々
に
よ
っ

て
奉
納
能
楽
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

西
海
禰
宜
は
語
る
。「
子
供
た
ち
の
上

演
も
あ
り
、
伝
統
文
化
を
次
世
代
に

引
き
継
ぐ
た
め
、
そ
し
て
地
域
と
神

社
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
接
点
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
」

地
域
と
の
絆
を
具
現
す
る
明
石
市
指
定
文
化
財

能
舞
台

（上）拝殿から見た能舞台。能舞台のすぐ後
ろに見えるのが楼門。さらにその奥には神
門、鳥居があり、海を見通すことができる
（下）毎年5月に奉納能楽会が開催される

明石市魚住町中尾鎮座

住
すみよしじんじゃ

吉神社
〒674-0082
兵庫県明石市魚住町中尾1031
TEL.078-946-0417
https://www.sumiyoshijinjya.com/
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糺
の
森
に
ひ
そ
む
三
柱
鳥
居
の
謎

風まかせ ⓰
野田博明

1

2

3

4

鴨
脚
と
書
い
て
イ
チ
ョ
ウ
と
訓よ

む
。
そ
の
家
名
の
謂
れ
は
第

１２
代
景

行
天
皇
が
こ
の
地
に
逗
留
し
た
際
に

詠
ま
れ
た
鴨
一
族
繁
栄
を
言こ

と

ほ祝
ぐ
歌

に
因
む
の
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
や
ん

ご
と
な
き
鴨
脚
家
は
京
都
の
下
鴨
に

広
が
る
糺た

だ
す

の
森
の
南
端
に
あ
る
。
そ

の
庭
に
不
思
議
な
伝
承
を
も
つ
深
さ

4
ｍ
ほ
ど
の
組
石
造
り
の
す
り
鉢
状

の
泉
が
あ
る
。「
庭
の
池
の
水
は
鴨
川

の
水
と
御
所
の
井
戸
に
つ
な
が
っ
て
い

る
」
と
の
言
伝
え
を
裏
づ
け
る
か
の

よ
う
に
池
の
水
位
は
鴨
川
や
御
所
に

あ
る
百
余
の
井
戸
の
水
位
と
ほ
ぼ
同

じ
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

興
味
深
い
話
は
螺
旋
状
に
敷
石
を
下

る
池
の
構
造
と
と
も
に
数
年
前
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
で
放
映
さ
れ
た
。

鴨
脚
家
は
代
々
、
下
鴨
神
社
の
神

官
を
努
め
て
き
た
。
同
時
に
朝
廷
に

お
い
て
神
事
用
の
水
や
井
戸
水
な
ど

を
管
理
す
る
主も

ひ

と

り

べ

水
部
で
も
あ
っ
た
。

“
も
ひ
”
と
は
古
語
で
飲
み
水
を
意

味
す
る
。
科
学
技
術
の
未
発
達
な
時

代
、
飲
料
水
の
確
保
は
い
う
に
お
よ

ば
ず
そ
の
衛
生
管
理
は
今
と
は
較
べ

よ
う
の
な
い
重
要
な
政
治
の
役
割
で

あ
っ
た
。
そ
の
専
門
知
識
を
有
す
る

鴨
族
が
跋ば

っ

こ扈
す
る
地
が
賀
茂
川
と
高

野
川
が
合
流
す
る
中
州
に
広
が
る
糺

の
森
で
あ
っ
た
。
清
ら
か
な
伏
流
水

を
豊
か
に
湧
出
す
る
水
の
供
給
基
地

で
あ
り
、
都
の
民
の
命
を
つ
な
ぐ
水

の
聖
地
で
あ
っ
た
。

そ
の
糺
の
森
か
ら
南
西
に
８
ｋｍ
ほ

ど
離
れ
た
太う

ず
ま
さ秦
の
地
に
木こ

の
し
ま
に
ま
す

嶋
坐
天あ

ま
て
る照

御み

た

ま魂
神
社
（
以
下
、
木
嶋
神
社
）
の

社
叢
で
元
糺
の
森
と
呼
ば
れ
る
森
が

あ
る
。
木
嶋
神
社
の
由
緒
書
き
は
、

元
始
、
身
を
清
め
糺た

だ

す
禊み

そ
ぎ

の
場
所
が

木
嶋
神
社
の
地
に
あ
っ
た
の
で
、
元

糺
の
森
と
称
す
の
だ
と
記
す
。
聖
な

る
禊
の
地
が
嵯
峨
天
皇
の
御
代
、
訳

は
申
さ
ぬ
が
木
嶋
神
社
か
ら
下
鴨
神

社
へ
と
遷
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
細
か
い
こ
と
が
気
に

な
る
筆
者
は
そ
の
背
景
を
薬
子
の
乱

に
象
徴
さ
れ
る
嵯
峨
天
皇
と
先
代
の

平
城
天
皇
と
の
熾
烈
な
権
力
闘
争
の

な
か
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
太
秦
一

帯
を
支
配
す
る
秦は

た

氏
と
賀
茂
川
の
中

州
を
支
配
す
る
鴨
氏
と
の
間
に
、
今

で
は
考
え
ら
れ
ぬ
が
朝
廷
に
対
し
て

強
大
な
力
を
誇
示
で
き
る
水
の
管
理

権
を
め
ぐ
る
抗
争
が
あ
っ
た
と
。

木
嶋
神
社
本
殿
の
左
手
窪
地
に

元
糺
の
池
と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
る
。

こ
の
池
は
階
段
状
に
連
な
る
三
つ
の

池
か
ら
な
り
、
各
々
に
堰
が
設
け
ら

れ
水
が
溜
ま
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
一
番
下
の
池
の
堰
か

ら
は
細
流
と
な
っ
て
流
れ
出
て
い
く

構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
が
大

昔
、
豊
富
な
水
に
恵
ま
れ
た
禊
の
地

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
に
伝
わ
る
夏
の

土
用
丑
の
日
に
池
に
手
足
を
浸
す
厄

除
け
神
事
の
存
在
が
そ
れ
を
雄
弁
に

語
っ
て
い
る
。
近
年
、
宅
地
造
成
や

地
下
鉄
開
通
に
よ
り
水
脈
が
途
絶
し

涸か

れ
池
と
な
っ
て
い
る
が
、
神
事
の

折
に
は
地
下
水
を
汲
み
あ
げ
て
池
を

満
た
し
伝
統
を
繋
い
で
い
る
と
い
う
。

禊
の
儀
式
が
変
じ
た
そ
の
厄
除
け

神
事
は
下
鴨
神
社
に
お
い
て
も
同
時

期
、
同
様
式
で
催
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
ち
ら
は 
“
み
た
ら
し
祭
り
”、
別
名

“
足
つ
け
神
事
”
と
し
て
テ
レ
ビ
な

ど
で
よ
く
目
に
す
る
有
名
な
京
の
夏

の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

新
旧
糺
の
森
に
同
様
の
神
事
が
伝

わ
り
、 “
糺
す
”
と
い
う
禊
ぎ
の
文

字
を
有
す
地
が
水
の
聖
地
で
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
元
糺
の

池
に
石
造
り
の
三
柱
鳥
居
が
建
っ
て

い
る
。
三
本
の
柱
が
正
三
角
形
を
作

る
よ
う
に
立
ち
、
上
部
に
三
本
の
笠

木
を
渡
し
た
風
変
わ
り
な
鳥
居
で
あ

る
。
三
柱
で
囲
ま
れ
た
中
心
に
は
円

錐
状
に
石
が
積
ま
れ
、
頂
に
御
幣
が

飾
ら
れ
て
い
る
。
平
安
の
頃
、
そ
こ

か
ら
湧
き
出
た
水
は
そ
の
量
に
よ
っ

て
段
々
に
下
の
池
へ
と
流
れ
出
し
、
元

糺
の
森
を
出
る
こ
ろ
に
は
川
と
な
っ

て
都
中
を
潤
し
て
い
た
。

そ
ん
な
泉
に
立
つ
珍
妙
な
三
柱
鳥

居
で
あ
る
が
、
全
国
に
例
は
少
な
い
。

し
か
も
歴
史
的
由
緒
を
残
す
も
の
と

し
て
は
木
嶋
神
社
の
ほ
か
東
京
の
向

5
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野田博明（のだ・ひろあき）

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

1 左の賀茂川と右の高野川に挟まれた糺の森
2 木嶋坐天照御魂神社の三柱鳥居
3 木嶋神社の元糺の池を上から下の水溜りを見る
4 三囲神社の三柱鳥居　真ん中に井戸がある
5 三囲神社・室井其角の雨乞いの碑
6 和多都美神社・境内の汐溜りに立つ三柱鳥居
7 和多都美神社の汐溜りに立つ三柱鳥居　海神・

磯良の墓が真ん中に鎮座
8 志賀海神社の沖津宮が鎮座する沖津島と御手洗

の浜
9 海上の参道　和多都美神社の明神鳥居

6

7

島
の
三み

め
ぐ
り囲
神
社
と
長
崎
県
の
対
馬
に

あ
る
和わ

た

づ

み

多
都
美
神
社
の
二
ヶ
所
が
あ

げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

平
安
初
期
の
草
創
と
伝
え
ら
れ
る

三
囲
神
社
に
は
石
造
の
三
柱
鳥
居
の

真
ん
中
に
井
戸
が
鎮
座
す
る
。
案
内

板
に
は
「
三
井
邸
よ
り
移
す
。
原
形

は
京
都
太
秦
・
木
嶋
神
社
に
あ
る
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
水
を
汲
み
だ
す

井
戸
を
磐い

わ
く
ら座

と
す
る
よ
う
に
三
本
の

柱
で
結
界
を
な
す
。
三
井
家
を
守
る

意
味
な
の
だ
ろ
う
三
柱
で
井
戸
を
囲

み
、
三
囲
と
い
う
井
を
囲
む
名
を
冠

す
る
神
社
に
作
ら
れ
た
三
柱
鳥
居
。

ま
る
で
頓
智
譚
の
よ
う
で
も
あ
る

が
、
木
嶋
神
社
に
原
形
を
求
め
た
こ

と
は
、
た
だ
井
を
守
る
意
の
み
で
な

く
コ
ン
コ
ン
と
清
水
が
湧
き
出
す
繁

栄
を
象
徴
す
る
様
を
ご
神
体
と
し
て

祀
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
こ
も
水
と
の
関
係
が
深
い
土
地

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
傍
証
と

も
い
う
べ
き
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
元

禄
の
頃
、大
旱か

ん
ば
つ魃
に
見
舞
わ
れ
た
折
、

当
社
で
雨
乞
い
祈
願
を
す
る
百
姓
た

ち
を
目
に
し
た
俳
人
室
井
其
角
が

「
ゆ
う
だ
ち
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神

な
ら
ば
」
と
詠
う
と
、
翌
日
に
雨
が

降
っ
た
と
い
う
。
江
戸
中
期
に
建
立

さ
れ
た
そ
の
雨
乞
い
の
句
碑
は
現
在

も
境
内
に
麗
々
し
く
置
か
れ
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
そ
の
二
百
年
後
の

こ
と
、
あ
の
勝
海
舟
が
「
三
囲
の
社

に
続
く
ひ
わ
れ
田
を
神
は
あ
わ
れ
と

見
そ
な
わ
さ
ず
や
」
と
い
う
和
歌
を

奉
納
し
て
い
た
。
な
ん
と
そ
の
日
に

雨
が
降
っ
た
の
だ
そ
う
で
、「
お
れ
の

歌
も
、
天
地
を
動
か
し
鬼
神
を
な
か

し
む
る
ほ
ど
の
妙
が
あ
る
。
小
野
小

町
や
室
井
其
角
に
も
け
っ
し
て
負
け

な
い
」と
海
舟
一
流
の
自
慢
話
が「
氷

川
清
話
」
に
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
程
度
の
歌
で
雨
が
降
っ
た
と
は
到

底
思
え
ぬ
が
、
昔
か
ら
雨
乞
い
や
水

に
深
い
関
り
を
持
つ
神
社
で
あ
っ
た
こ

と
を
印
す
逸
話
で
あ
る
。
た
だ
、
な

ぜ
か
知
ら
ぬ
が
境
内
の
ど
こ
を
探
し

て
も
海
舟
の
歌
碑
は
見
当
た
ら
な
い
。

さ
て
、
謎
の
解
明
に
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
の
が
対
馬
市
豊
玉

町
に
あ
る
和
多
都
美
神
社
で
あ
る
。

創
立
不
詳
の
古
社
は
竜
宮
説
話
の
伝

誦
を
残
す
満
珠
瀬
・
干
珠
瀬
を
も
つ

真
珠
の
浜
を
前
景
と
し
て
建
っ
て
い

る
。
祭
神
は
竜
宮
城
の
お
姫
様
こ
と

豊
玉
姫
と
山
幸
彦
こ
と
彦ひ

こ

ほ

ほ

で

み

の

火
火
出
見

尊み
こ
と

で
あ
り
、
当
社
の
鎮
座
す
る
町
名

も
海
神
の
姫
の
名
に
因
ん
で
い
る
こ

と
は
興
味
深
い
。
当
社
は
五
つ
あ
る

鳥
居
の
う
ち
二
つ
が
海
中
に
立
つ
海

の
参
道
で
有
名
だ
が
、
玉
砂
利
が
敷

か
れ
た
陸
の
参
道
脇
に
大
き
な
汐
溜

り
が
あ
る
。
そ
こ
に
木
造
の
三
柱
鳥

居
が
建
つ
。
そ
の
中
心
に
は
海
神
と

も
海
の
精
霊
と
も
い
わ
れ
る
阿あ

づ
み
の
い
そ

曇
磯

良ら

の
墓
が
あ
る
。
そ
の
磐
座
は
フ
ジ

ツ
ボ
だ
ら
け
の
醜
い
磯
良
の
顔
を
思

わ
せ
る
鱗
状
の
奇
怪
な
形
状
を
し
て

い
る
。

満
潮
時
に
は
柱
の
中
ほ
ど
ま
で
海

水
が
覆
い
磐
座
は
海
中
に
没
し
、
引

き
潮
と
と
も
に
徐
々
に
姿
を
あ
ら
わ

す
。
そ
れ
は
潮
の
干
満
を
測
る
仕
掛

け
の
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
、
月
の

満
ち
欠
け
を
測
定
す
る
機
械
の
よ
う

で
も
あ
り
、
古
代
人
の
自
然
に
対
す

る
向
き
合
い
方
、
神
へ
の
畏
敬
を
あ

ら
わ
す
素
朴
な
信
仰
心
を
感
じ
る
。

旁
、
黄
泉
の
国
か
ら
逃
れ
帰
っ
た
伊い

ざ

弉な
ぎ
の
み
こ
と

諾
尊
が
真
っ
先
に
海
中
に
身
を
沈

め
穢
れ
を
洗
い
去
り
、
潔
斎
を
済
ま

せ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
た
。
そ
の
禊

か
ら
生
ま
れ
た
海
の
神
、
綿わ

た

つ

み

津
見
三

神
と
阿
曇
磯
良
を
祀
る 

“
龍
の
都
”

と
称
さ
れ
る
志し

か

う

み

賀
海
神
社
が
対
馬
か

ら
南
下
し
た
福
岡
県
の
志
賀
島
に
あ

る
。
そ
の
沖
津
宮
が
島
の
北
部
に
浮

か
ぶ
沖
の
島
に
鎮
座
す
る
。
沖
の
島

に
渡
る
舞ま

い
わ
ざ能
ケ
浜
は
御み

た

ら

し

手
洗
と
い
う

名
で
古
来
、
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
こ

が
海
の
民
が
海
潮
で
禊
を
行
な
っ
た

“
お
汐し

お

い井
”
の
浜
辺
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
が
な
い
。

こ
う
し
て
三
神
社
に
共
通
す
る
も

の
を
探
っ
て
く
る
と
、
三
柱
鳥
居
が

御
手
洗
や
お
汐
井
と
い
う
禊
の
儀
式

に
深
く
纏
わ
る
原
始
信
仰
の
徴
標
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
水
位
・
潮
位
の
変

化
、
月
の
盛
衰
と
い
っ
た
自
然
現
象

に
も
肉
薄
す
る
あ
る
種
の
測
定
器
の

よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
韓
国
語
の

パ
タ
（
海
）
が
転
訛
し
た
氏う

じ

な名
を
も

つ
秦は

た

氏
や
海
民
所
縁
の
地
に
は
あ
っ

て
、
利
権
を
奪
っ
た
鴨
氏
の
地
に
は

な
い
と
い
う
符
牒
。
柱
が
三
つ
、
な
ぜ

四
つ
で
は
な
い
の
か
な
ど
謎
は
深
ま
る

ば
か
り
だ
が
、
下
鴨
神
社
発
祥
の
み

た
ら
し
団
子
で
も
食
ら
い
な
が
ら
無

い
知
恵
を
こ
れ
か
ら
も
絞
り
出
し
て

い
く
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
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野田博明（のだ・ひろあき）

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

1 左の賀茂川と右の高野川に挟まれた糺の森
2 木嶋坐天照御魂神社の三柱鳥居
3 木嶋神社の元糺の池を上から下の水溜りを見る
4 三囲神社の三柱鳥居　真ん中に井戸がある
5 三囲神社・室井其角の雨乞いの碑
6 和多都美神社・境内の汐溜りに立つ三柱鳥居
7 和多都美神社の汐溜りに立つ三柱鳥居　海神・

磯良の墓が真ん中に鎮座
8 志賀海神社の沖津宮が鎮座する沖津島と御手洗

の浜
9 海上の参道　和多都美神社の明神鳥居

6

7

島
の
三み

め
ぐ
り囲
神
社
と
長
崎
県
の
対
馬
に

あ
る
和わ

た

づ

み

多
都
美
神
社
の
二
ヶ
所
が
あ

げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

平
安
初
期
の
草
創
と
伝
え
ら
れ
る

三
囲
神
社
に
は
石
造
の
三
柱
鳥
居
の

真
ん
中
に
井
戸
が
鎮
座
す
る
。
案
内

板
に
は
「
三
井
邸
よ
り
移
す
。
原
形

は
京
都
太
秦
・
木
嶋
神
社
に
あ
る
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
水
を
汲
み
だ
す

井
戸
を
磐い

わ
く
ら座

と
す
る
よ
う
に
三
本
の

柱
で
結
界
を
な
す
。
三
井
家
を
守
る

意
味
な
の
だ
ろ
う
三
柱
で
井
戸
を
囲

み
、
三
囲
と
い
う
井
を
囲
む
名
を
冠

す
る
神
社
に
作
ら
れ
た
三
柱
鳥
居
。

ま
る
で
頓
智
譚
の
よ
う
で
も
あ
る

が
、
木
嶋
神
社
に
原
形
を
求
め
た
こ

と
は
、
た
だ
井
を
守
る
意
の
み
で
な

く
コ
ン
コ
ン
と
清
水
が
湧
き
出
す
繁

栄
を
象
徴
す
る
様
を
ご
神
体
と
し
て

祀
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
こ
も
水
と
の
関
係
が
深
い
土
地

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
傍
証
と

も
い
う
べ
き
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
元

禄
の
頃
、大
旱か

ん
ば
つ魃
に
見
舞
わ
れ
た
折
、

当
社
で
雨
乞
い
祈
願
を
す
る
百
姓
た

ち
を
目
に
し
た
俳
人
室
井
其
角
が

「
ゆ
う
だ
ち
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神

な
ら
ば
」
と
詠
う
と
、
翌
日
に
雨
が

降
っ
た
と
い
う
。
江
戸
中
期
に
建
立

さ
れ
た
そ
の
雨
乞
い
の
句
碑
は
現
在

も
境
内
に
麗
々
し
く
置
か
れ
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
そ
の
二
百
年
後
の

こ
と
、
あ
の
勝
海
舟
が
「
三
囲
の
社

に
続
く
ひ
わ
れ
田
を
神
は
あ
わ
れ
と

見
そ
な
わ
さ
ず
や
」
と
い
う
和
歌
を

奉
納
し
て
い
た
。
な
ん
と
そ
の
日
に

雨
が
降
っ
た
の
だ
そ
う
で
、「
お
れ
の

歌
も
、
天
地
を
動
か
し
鬼
神
を
な
か

し
む
る
ほ
ど
の
妙
が
あ
る
。
小
野
小

町
や
室
井
其
角
に
も
け
っ
し
て
負
け

な
い
」と
海
舟
一
流
の
自
慢
話
が「
氷

川
清
話
」
に
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
程
度
の
歌
で
雨
が
降
っ
た
と
は
到

底
思
え
ぬ
が
、
昔
か
ら
雨
乞
い
や
水

に
深
い
関
り
を
持
つ
神
社
で
あ
っ
た
こ

と
を
印
す
逸
話
で
あ
る
。
た
だ
、
な

ぜ
か
知
ら
ぬ
が
境
内
の
ど
こ
を
探
し

て
も
海
舟
の
歌
碑
は
見
当
た
ら
な
い
。

さ
て
、
謎
の
解
明
に
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
の
が
対
馬
市
豊
玉

町
に
あ
る
和
多
都
美
神
社
で
あ
る
。

創
立
不
詳
の
古
社
は
竜
宮
説
話
の
伝

誦
を
残
す
満
珠
瀬
・
干
珠
瀬
を
も
つ

真
珠
の
浜
を
前
景
と
し
て
建
っ
て
い

る
。
祭
神
は
竜
宮
城
の
お
姫
様
こ
と

豊
玉
姫
と
山
幸
彦
こ
と
彦ひ

こ

ほ

ほ

で

み

の

火
火
出
見

尊み
こ
と

で
あ
り
、
当
社
の
鎮
座
す
る
町
名

も
海
神
の
姫
の
名
に
因
ん
で
い
る
こ

と
は
興
味
深
い
。
当
社
は
五
つ
あ
る

鳥
居
の
う
ち
二
つ
が
海
中
に
立
つ
海

の
参
道
で
有
名
だ
が
、
玉
砂
利
が
敷

か
れ
た
陸
の
参
道
脇
に
大
き
な
汐
溜

り
が
あ
る
。
そ
こ
に
木
造
の
三
柱
鳥

居
が
建
つ
。
そ
の
中
心
に
は
海
神
と

も
海
の
精
霊
と
も
い
わ
れ
る
阿あ

づ
み
の
い
そ

曇
磯

良ら

の
墓
が
あ
る
。
そ
の
磐
座
は
フ
ジ

ツ
ボ
だ
ら
け
の
醜
い
磯
良
の
顔
を
思

わ
せ
る
鱗
状
の
奇
怪
な
形
状
を
し
て

い
る
。

満
潮
時
に
は
柱
の
中
ほ
ど
ま
で
海

水
が
覆
い
磐
座
は
海
中
に
没
し
、
引

き
潮
と
と
も
に
徐
々
に
姿
を
あ
ら
わ

す
。
そ
れ
は
潮
の
干
満
を
測
る
仕
掛

け
の
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
、
月
の

満
ち
欠
け
を
測
定
す
る
機
械
の
よ
う

で
も
あ
り
、
古
代
人
の
自
然
に
対
す

る
向
き
合
い
方
、
神
へ
の
畏
敬
を
あ

ら
わ
す
素
朴
な
信
仰
心
を
感
じ
る
。

旁
、
黄
泉
の
国
か
ら
逃
れ
帰
っ
た
伊い

ざ

弉な
ぎ
の
み
こ
と

諾
尊
が
真
っ
先
に
海
中
に
身
を
沈

め
穢
れ
を
洗
い
去
り
、
潔
斎
を
済
ま

せ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
た
。
そ
の
禊

か
ら
生
ま
れ
た
海
の
神
、
綿わ

た

つ

み

津
見
三

神
と
阿
曇
磯
良
を
祀
る 

“
龍
の
都
”

と
称
さ
れ
る
志し

か

う

み

賀
海
神
社
が
対
馬
か

ら
南
下
し
た
福
岡
県
の
志
賀
島
に
あ

る
。
そ
の
沖
津
宮
が
島
の
北
部
に
浮

か
ぶ
沖
の
島
に
鎮
座
す
る
。
沖
の
島

に
渡
る
舞ま

い
わ
ざ能
ケ
浜
は
御み

た

ら

し

手
洗
と
い
う

名
で
古
来
、
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
こ

が
海
の
民
が
海
潮
で
禊
を
行
な
っ
た

“
お
汐し

お

い井
”
の
浜
辺
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
が
な
い
。

こ
う
し
て
三
神
社
に
共
通
す
る
も

の
を
探
っ
て
く
る
と
、
三
柱
鳥
居
が

御
手
洗
や
お
汐
井
と
い
う
禊
の
儀
式

に
深
く
纏
わ
る
原
始
信
仰
の
徴
標
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
水
位
・
潮
位
の
変

化
、
月
の
盛
衰
と
い
っ
た
自
然
現
象

に
も
肉
薄
す
る
あ
る
種
の
測
定
器
の

よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
韓
国
語
の

パ
タ
（
海
）
が
転
訛
し
た
氏う

じ

な名
を
も

つ
秦は

た

氏
や
海
民
所
縁
の
地
に
は
あ
っ

て
、
利
権
を
奪
っ
た
鴨
氏
の
地
に
は

な
い
と
い
う
符
牒
。
柱
が
三
つ
、
な
ぜ

四
つ
で
は
な
い
の
か
な
ど
謎
は
深
ま
る

ば
か
り
だ
が
、
下
鴨
神
社
発
祥
の
み

た
ら
し
団
子
で
も
食
ら
い
な
が
ら
無

い
知
恵
を
こ
れ
か
ら
も
絞
り
出
し
て

い
く
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
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5455 東海の寺社 54

い
は

ろ

に

ほ

へ

昔は「大判焼き」を販売して
いたそう。45年ほど前からた
い焼きを始めた

左／一番人気のオムレツカレー。スプーンを入れると玉
子がトロリ！　右／席数は17席と小さな店だが、いつも
満員の人気店

左／5種類の味付けが選べるいなり寿司は、
縁起のいい裏巻きタイプ　右／アルコール
類も豊富なので、居酒屋気分で楽しめる

2度揚げでカリカリの食感。持ちや
すいので食べ歩きにぴったりだ。

左／なまず定食には、なまずのかば焼きに
鯉の洗いが付く　下／滋養が高くあっさり
としたなまずは、妊婦にもオススメだとか。
写真はなまず唐揚げ

左／黄金に輝くトイレも一見の価値あり！　中央／総工事費
用はなんと2億円！ 畳のヘリも金にこだわる　右／揚げたて
の串カツを求めて平日でも行列ができる

代表取締役 
大橋富四郎さん
出会えるとラッキー
な金ぴか社長。握手
をすると金運アップ!?

これを食べれば、
運気もうなぎの
ぼりに!?

右／焼き時間が短
く、すぐ食べられる
のも嬉しいポイント　
左下／創業は大正5
年。4代目の女将が
切り盛りしている

店の奥には宴会のできる別館や庭園も備える

レンジで温めたあとトースターで
焼くと、焼きたてに近くなるとか

参
道
&
門
前
町
さ
ん
ぽ

∆海津市平田町三郷1980　
∂0584-66-2613　
åR境内自由　
π30台　
電車  名鉄竹鼻線新羽島駅から
 タクシーで約15分　
車  名神高速岐阜羽島ICから
県道1号経由で約8km

伏見稲荷、豊川稲荷と並んで日本三
大稲荷の一つとして呼ばれることもあ
る。「おちょぼさん」の愛称で親しまれ、
年間200万人以上が訪れる。藁で結
んだ油揚げとロウソクを供えるのが特
徴だ。毎月末の「月越し参り」は多く
の参拝者で賑わう。

千代保稲荷神社 ちよほいなりじんじゃ

岐阜 海津

い串かつ 玉家
くしかつ たまや

∆海津市平田町三郷1997　∂0584-66-
2294　å9:00～16:00（月末は～翌朝）　
œ不定休　R串カツ（みそ・ソース）90円、
おでん80円　πなし　
˚名神高速岐阜羽島ICから約8km

黄金の内装で有名な串かつ店。'16年10月
にリニューアルして、さらに豪華に生まれ変
わった。壁には輪島塗の蒔絵を施し、ツル
とキツネの目にはダイヤモンドを埋め込んで
いる。千代保稲荷を代表する人気店だ。

は稲金本店
いなきんほんてん

∆海津市平田町三郷1790　∂0584-66-2132　
å8:00～（食事は11:00～、月末は24時間営業）　œ
不定休　Rなまず定食1300～2000円、なまず唐揚げ
840円　π50台　˚名神高速岐阜羽島ICから約8km

昭和7年創業。名物のなまずのほか、うなぎ、
鯉、鮎、マスなどの川魚料理が楽しめる和食処だ。
なまずとうなぎを両方味わえるあいのり丼1800
円などメニューも多彩でテイクアウトも可。

ろ佐溝屋
さみぞや

∆海津市平田町三郷
∂0584-66-3413　å11:00～
16:30（月末は～24:00）　
Rたいやき120円、栗入り170
円　πなし　˚名神岐阜羽島
ICから約8km

60年間焼き続けているたい焼
き店。パリッとした皮が特徴
で、冷めるとふんわりした食
感になる。小豆から丁寧に炊
きあげた自家製あんはつぶあ
んで、栗入りも販売している。

∆海津市平田町三郷2006-1　∂0584-66-2628　
å11:00～15:30（LO15:00）（月末は～翌3:00頃）　
œ不定休　Rうなぎのぼり１本400円、うなぎのぼり丼
重（きも吸い付き）1500円　π12台　˚名神高速岐
阜羽島ICから約8km

におちょぼっ娘
おちょぼっこ

川魚料理を営む老舗「やまと」の姉妹店。名物のう
なぎを庶民的な価格で手軽に味わってほしいと、うな
ぎの串焼き「うなぎのぼり」を新B級グルメとして考案。
ふわっと柔らかな身と、あっさりしたタレが魅力だ。

ほ旨いもの万屋 
勝文商店
うまいものよろずや かつぶんしょうてん

∆海津市平田町三郷1980　∂0584-66-3633　
å11:30～16:30（月末は～翌3:00）　œ不定休　
Rでら旨チューリップ500円、いなり寿司100円　
πなし　˚名神高速岐阜羽島ICから約8km

名古屋・大須の人気店が千代保稲荷の参道に
オープン。醤油ベースの甘ダレ「勝ったれ」が
染み込んだ名物でら旨チューリップは、第7回
からあげグランプリの手羽先部門で最高金賞を
受賞した逸品だ。

へラ・リーモ
ラ・リーモ

∆海津市平田町三郷1200-4　∂0584-
66-3930　å11:00～15:00　œ木　Rオ
ムレツカレー880円　πなし　˚名神高速
岐阜羽島ICから約8km

フレンチで修業したシェフが営む欧風カ
レー店。口当たりは甘めだが、後からじわ
りとスパイスが効いたルーは、カレーライ
スというよりもコク深いソースのよう。

商
売
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
る
千
代
保
稲
荷
神
社
。「
先
祖
の
御
霊
を
千
代
に
保
て
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
、

お
札
や
お
守
り
の
授
与
は
行
わ
な
い
。
稲
荷
参
道
で
は
縁
起
物
を
扱
う
店
が
多
い
の
が
特
徴
だ
。

「
金
」
や
「
勝
」
に
ち
な
ん
だ
店
や
商
品
を
巡
っ
て
歩
こ
う
。

千
代
保
稲
荷
神
社 

参
道

3435 東海の寺社

像高180cmある仏像は、高村晴雲の
作。ひねった腰や体躯に絡みつく柔ら
かい衣などから、名仏師の技が伝わる

東海
道新
幹線東海

道本
線
袋井
駅

袋
井
ＩＣ

東名高速道路
袋井商高
袋井市民病院

ゆりの園

袋井市役所

川井川井

堀越I.C堀越I.C

中久能中久能

遠州味処 とりや茶屋

袋井観光センター

遠州味処 とりや茶屋

袋井観光センター

可睡斎

1

58

413

浜
松
IC

掛
川
IC

慈眼寺

沖
の
川

原野谷川

磐
田
用
水

蟹
田
川

宇
刈
川

袋井
バイ
パス

信
州
街
道

500m

∆袋井市久能2915-1　∂0538-42-2121　
å8:00～17:00　R拝観大人（中学生以上）500
円、小人（小学生以下）無料　π50台　電車  JR
東海道本線袋井駅から秋葉バス可睡齋・遠州森町・
気多方面行きで約10分、「可睡」停下車徒歩約5分　
車  東名高速袋井ICから一般道を約3km

600年の歴史を持つ古刹。寺号は徳川家康が名づけ
たことでも知られる。東海道一の禅の修行道場であり、
今も曹洞宗・専門僧堂として多くの僧が修行を行う。

可睡斎 
かすいさい

参拝後は御朱印を

受付時間…8：00～17：00
御朱印代…300円
御朱印帳の授与

　あり 1000円

 

東
海
の
寺
社

仏
像

遠州味処 とりや茶屋
えんしゅうあじどころ とりやぢゃや

袋井観光センター
ふくろいかんこうセンター

袋井名物たまごふわふわ静岡土産が一堂に揃う！

∆袋井市高尾町15-7　∂0538-42-2427　å11:30～13:30LO、
17:00～21:30LO　œ月（祝は営業）　Rランチ1200円　π5台　
˚JR東海道本線袋井駅から徒歩約6分

∆袋井市堀越538-1　∂0538-43-5566　å9:30～17:30
œ無休　Rピリ辛まぐろ540円　π20台　˚東名高速道路袋井ICから
県道61号を300m

遠州の野菜や、天然ものの旬魚
を提供する老舗。おすすめは昆
布や鰹だしを使い、手作業で撹
拌させるという「たまごふわふ
わ」。たまごふわふわ膳2700円
（単品432円）で楽しめる。

観光ドライブインとしておなじ
みの施設。静岡土産を揃え、袋
井特産のメロンを使った子メ
ロン漬け650円といった名品か
ら、お茶詰め放題1080円とい
った楽しい土産も。

お
参
り
前
後
に

曹洞宗の禅寺では精進料理を大切
にしており、食事をとるのも修行
の一環なのだとか。『可睡斎』で
は参拝客にも精進料理を提供（竹
膳2000円～、1週間前までに要予
約）。毎月2回、精進料理教室も開
催されている。

精進料理の考え方を体感

和
12
年
（

）
に
建
築

さ
れ
た
水
洗
ト
イ
レ
、
大だ

い
と
う
す

東
司
が

あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
可
睡
斎
』。
欄

間
に
は
組
子
細
工
が
配
さ
れ
る
な
ど
、
当

時
の
建
築
の
粋
を
極
め
た
大
東
司
の
中

央
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
烏ウ

ス
サ
マ
ミ
ョ
ウ
オ
ウ

芻
沙
摩
明
王

だ
。
こ
の
仏
像
は
、
不
浄
を
浄
化
す
る
イ

ン
ド
の
炎
神
が
由
来
で
、
天
に
向
か
っ
て

燃
え
盛
る
よ
う
な
焔え

ん
ぱ
つ髪

や
怒
り
の
形
相
な

ど
、
像
容
の
あ
ち
こ
ち
に
そ
の
ル
ー
ツ
が

見
ら
れ
る
。
そ
の
身
に
ま
と
っ
た
炎
で
不

浄
を
清
め
る
力
を
持
つ
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
製
作
者
は
、
名
仏
師
と
い
わ
れ
た
高

村
晴
雲
。
一
木
造
の
烏ウ

ス
サ
マ
ミ
ョ
ウ
オ
ウ

芻
沙
摩
明
王
と
し

て
は
日
本
一
大
き
く
、
迫
力
あ
る
立
ち
姿

が
特
徴
。
4
本
あ
る
腕
の
左
手
は
天
を
指

し
、
右
手
は
宝
棒
と
独
鈷
を
持
っ
て
忿ふ

ん
ぬ怒

の
相
で
に
ら
み
、
左
脚
で
歓
喜
天
を
踏
み

つ
け
る
様
は
圧
巻
だ
。
ま
た
、
烏
芻
沙
摩

明
王
の
お
札
（

円
）
も
授
与
さ
れ

て
お
り
、
身
体
健
全
の
御
利
益
が
あ
る
と

し
て
人
気
が
あ
る
。

昭

怒りの形相、天に向かって燃え盛
るような焔髪、歓喜天を踏みつけ
る足など、力強い表現が感じられ
る明王。狸のような密目にも注目
を。そんな明王に対して、踏みつ
けられた歓喜天の表情は、どこか
愛らしい雰囲気だ。

昭和12年に建てられた木造2階
建ての迎賓施設「瑞

ずいりゅうかく

龍閣」の
各室内は、藤や桜など部屋ご
との主題にちなんだ襖絵や欄
間が実に華やか。本堂奥には、
烏天狗が見守る御真殿があり、
秋には木々が赤く色づくなど、
季節折々の風景も楽しめる。

歓喜天の愛らしい表情
見どころ

瑞龍閣、御真殿にも注目
見どころ

可睡斎
静岡 袋井

烏蒭沙摩明王立像
うすさまみょうおうりゅうぞう

8889

圧倒的な存在感を誇る
樹齢数百年を数える大
木がいたるところに

香嵐渓では毎年11月に
毎日日没～21時までライ
トアップを実施。また土
日祝は参道に竹灯りが並
ぶ。詳細は足助観光協会
（0565-62-1272）まで

ここも注目

10月10日から11月30日
は「鳳来寺山もみじまつ
り」。物産展の開催をは
じめ、魅力的なイベント
が行われる予定

ここも注目

東海の寺社

力石 153

42039
豊田勘八IC

豊田松平IC

猿投
グリーンロード

東海環状道

香嵐渓

香積寺

大
海

本長篠

飯
田
線

湯
谷
温
泉

新
城
IC

鳳来寺

鳳来寺山
パークウェイ

新東名高速

鳳来寺山
32257

151

鳳来山東照宮

参拝後は御朱印を

受付時間…要問い合わせ
御朱印代…300円
御朱印帳の授与

　あり 1500円

参拝後は御朱印を

受付時間…要問い合わせ
御朱印代…300円
御朱印帳の授与

　あり 1700円

∆豊田市足助町宮ノ後12　∂0565-62-0267　åR境内自由　
πあり（香嵐渓周辺の駐車場利用。紅葉シーズンは臨時駐車場も
あり）　電車  名鉄豊田市駅から名鉄バス足助行きで約45分、「香
嵐渓」停下車徒歩約8分　 車  東海環状道豊田勘八ICから国
道153号経由で約15km

∆新城市門谷字鳳来寺4　∂0536-32-0022　åR境内自由　
π170台　電車  JR飯田線本長篠駅から豊鉄バス田口行きで約
8分、「鳳来寺」停下車徒歩約15分　 車  三遠南信自動車道鳳
来峡ICから国道151号、県道524号（鳳来寺山パークウェイ）経
由で約16km

秋
、
錦
に
染
ま
る
木
々
の
葉
と

寺
社
の
建
築
と
の
相
性
は
抜
群
。

ひ
ん
や
り
と
し
た
と
し
た
空
気
の
中
、

参
道
を
歩
け
ば
、
心
身
が
浄
化
さ
れ
る
よ
う
。

紅 

葉

香
積
寺

鳳
来
山
東
照
宮

愛
知

豊
田

愛
知

新
城

　
東
海
エ
リ
ア
屈
指
の
紅
葉
狩
り
ス
ポ

ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
香
嵐
渓
か
ら
少

し
足
を
伸
ば
し
、
飯
盛
山
麓
か
ら
山
道

を
登
る
こ
と
約
10
分
。
見
え
て
く
る
の

は
曹
洞
宗
の
古
刹
だ
。
こ
の
地
を
支
配

し
て
い
た
豪
族
の
居
館
跡
に
、
応
永
34

年（

）創
建
。
以
来
、

年
近
く
経
っ
た
現
在
も
地
元
民
ら
に
親

し
ま
れ
て
お
り
、
香
嵐
渓
と
の
コ
ン
ビ

で
秋
の
散
策
に
訪
れ
る
人
々
も
続
々
。

ち
な
み
に
今
で
こ
そ
何
千
本
も
の
カ
エ

デ
が
生
い
茂
る
が
、
元
を
た
ど
れ
ば
17

世
紀
に
数
本
の
苗
木
を
植
栽
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
の
は
驚
き
。

　
う
っ
そ
う
と
し
た
杉
木
立
の
中
に
映

え
る
東
照
宮
が
立
つ
鳳
来
寺
山
は
、
山

全
体
が
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
自
然
の
宝
庫
。
険
し
い
山
肌
が
む
き

出
し
の
山
腹
は
モ
ミ
ジ
や
カ
エ
デ
な
ど

に
覆
わ
れ
て
お
り
、
例
年
で
あ
れ
ば
11

月
中
旬
か
ら
葉
色
が
秋
仕
様
に
変
化

こ
う
じ
ゃ
く
じ

ほ
う
ら
い
さ
ん
と
う
し
ょ
う
ぐ
う

付近の香嵐渓の紅葉とはま
た一味違う、神域での秋の
一時も格別だ

無機質な岩肌と華やかな紅
葉のアンバランスさは、え
も言われぬ趣きがある

鳳来寺山の標高は695m

◎
見
頃
…
11
月
上
旬
〜
11
月
下
旬

◎
見
頃
…
11
月
中
旬
〜
11
月
下
旬

し
て
い
く
。
さ
ら
に
麓
か
ら
本
堂
へ
と

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
表
参
道
も
、
赤
・
黄

に
色
づ
い
た
素
朴
な
紅
葉
が
お
待
ち
か

ね
。
古
く
か
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
日

本
の
原
風
景
が
延
々
と
続
き
、
そ
の
ノ

ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
雰
囲
気
で
日
本
人
の

心
に
訴
え
か
け
る
。
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い
は

ろ

に

ほ

へ

昔は「大判焼き」を販売して
いたそう。45年ほど前からた
い焼きを始めた

左／一番人気のオムレツカレー。スプーンを入れると玉
子がトロリ！　右／席数は17席と小さな店だが、いつも
満員の人気店

左／5種類の味付けが選べるいなり寿司は、
縁起のいい裏巻きタイプ　右／アルコール
類も豊富なので、居酒屋気分で楽しめる

2度揚げでカリカリの食感。持ちや
すいので食べ歩きにぴったりだ。

左／なまず定食には、なまずのかば焼きに
鯉の洗いが付く　下／滋養が高くあっさり
としたなまずは、妊婦にもオススメだとか。
写真はなまず唐揚げ

左／黄金に輝くトイレも一見の価値あり！　中央／総工事費
用はなんと2億円！ 畳のヘリも金にこだわる　右／揚げたて
の串カツを求めて平日でも行列ができる

代表取締役 
大橋富四郎さん
出会えるとラッキー
な金ぴか社長。握手
をすると金運アップ!?

これを食べれば、
運気もうなぎの
ぼりに!?

右／焼き時間が短
く、すぐ食べられる
のも嬉しいポイント　
左下／創業は大正5
年。4代目の女将が
切り盛りしている

店の奥には宴会のできる別館や庭園も備える

レンジで温めたあとトースターで
焼くと、焼きたてに近くなるとか

参
道
&
門
前
町
さ
ん
ぽ

∆海津市平田町三郷1980　
∂0584-66-2613　
åR境内自由　
π30台　
電車  名鉄竹鼻線新羽島駅から
 タクシーで約15分　
車  名神高速岐阜羽島ICから
県道1号経由で約8km

伏見稲荷、豊川稲荷と並んで日本三
大稲荷の一つとして呼ばれることもあ
る。「おちょぼさん」の愛称で親しまれ、
年間200万人以上が訪れる。藁で結
んだ油揚げとロウソクを供えるのが特
徴だ。毎月末の「月越し参り」は多く
の参拝者で賑わう。

千代保稲荷神社 ちよほいなりじんじゃ

岐阜 海津

い串かつ 玉家
くしかつ たまや

∆海津市平田町三郷1997　∂0584-66-
2294　å9:00～16:00（月末は～翌朝）　
œ不定休　R串カツ（みそ・ソース）90円、
おでん80円　πなし　
˚名神高速岐阜羽島ICから約8km

黄金の内装で有名な串かつ店。'16年10月
にリニューアルして、さらに豪華に生まれ変
わった。壁には輪島塗の蒔絵を施し、ツル
とキツネの目にはダイヤモンドを埋め込んで
いる。千代保稲荷を代表する人気店だ。

は稲金本店
いなきんほんてん

∆海津市平田町三郷1790　∂0584-66-2132　
å8:00～（食事は11:00～、月末は24時間営業）　œ
不定休　Rなまず定食1300～2000円、なまず唐揚げ
840円　π50台　˚名神高速岐阜羽島ICから約8km

昭和7年創業。名物のなまずのほか、うなぎ、
鯉、鮎、マスなどの川魚料理が楽しめる和食処だ。
なまずとうなぎを両方味わえるあいのり丼1800
円などメニューも多彩でテイクアウトも可。

ろ佐溝屋
さみぞや

∆海津市平田町三郷
∂0584-66-3413　å11:00～
16:30（月末は～24:00）　
Rたいやき120円、栗入り170
円　πなし　˚名神岐阜羽島
ICから約8km

60年間焼き続けているたい焼
き店。パリッとした皮が特徴
で、冷めるとふんわりした食
感になる。小豆から丁寧に炊
きあげた自家製あんはつぶあ
んで、栗入りも販売している。

∆海津市平田町三郷2006-1　∂0584-66-2628　
å11:00～15:30（LO15:00）（月末は～翌3:00頃）　
œ不定休　Rうなぎのぼり１本400円、うなぎのぼり丼
重（きも吸い付き）1500円　π12台　˚名神高速岐
阜羽島ICから約8km

におちょぼっ娘
おちょぼっこ

川魚料理を営む老舗「やまと」の姉妹店。名物のう
なぎを庶民的な価格で手軽に味わってほしいと、うな
ぎの串焼き「うなぎのぼり」を新B級グルメとして考案。
ふわっと柔らかな身と、あっさりしたタレが魅力だ。

ほ旨いもの万屋 
勝文商店
うまいものよろずや かつぶんしょうてん

∆海津市平田町三郷1980　∂0584-66-3633　
å11:30～16:30（月末は～翌3:00）　œ不定休　
Rでら旨チューリップ500円、いなり寿司100円　
πなし　˚名神高速岐阜羽島ICから約8km

名古屋・大須の人気店が千代保稲荷の参道に
オープン。醤油ベースの甘ダレ「勝ったれ」が
染み込んだ名物でら旨チューリップは、第7回
からあげグランプリの手羽先部門で最高金賞を
受賞した逸品だ。

へラ・リーモ
ラ・リーモ

∆海津市平田町三郷1200-4　∂0584-
66-3930　å11:00～15:00　œ木　Rオ
ムレツカレー880円　πなし　˚名神高速
岐阜羽島ICから約8km

フレンチで修業したシェフが営む欧風カ
レー店。口当たりは甘めだが、後からじわ
りとスパイスが効いたルーは、カレーライ
スというよりもコク深いソースのよう。

商
売
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
る
千
代
保
稲
荷
神
社
。「
先
祖
の
御
霊
を
千
代
に
保
て
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
、

お
札
や
お
守
り
の
授
与
は
行
わ
な
い
。
稲
荷
参
道
で
は
縁
起
物
を
扱
う
店
が
多
い
の
が
特
徴
だ
。

「
金
」
や
「
勝
」
に
ち
な
ん
だ
店
や
商
品
を
巡
っ
て
歩
こ
う
。

千
代
保
稲
荷
神
社 

参
道

3435 東海の寺社

像高180cmある仏像は、高村晴雲の
作。ひねった腰や体躯に絡みつく柔ら
かい衣などから、名仏師の技が伝わる

東海
道新
幹線東海

道本
線
袋井
駅

袋
井
ＩＣ

東名高速道路
袋井商高
袋井市民病院

ゆりの園

袋井市役所

川井川井

堀越I.C堀越I.C

中久能中久能

遠州味処 とりや茶屋

袋井観光センター

遠州味処 とりや茶屋

袋井観光センター

可睡斎

1

58

413

浜
松
IC

掛
川
IC

慈眼寺

沖
の
川

原野谷川

磐
田
用
水

蟹
田
川

宇
刈
川

袋井
バイ
パス

信
州
街
道

500m

∆袋井市久能2915-1　∂0538-42-2121　
å8:00～17:00　R拝観大人（中学生以上）500
円、小人（小学生以下）無料　π50台　電車  JR
東海道本線袋井駅から秋葉バス可睡齋・遠州森町・
気多方面行きで約10分、「可睡」停下車徒歩約5分　
車  東名高速袋井ICから一般道を約3km

600年の歴史を持つ古刹。寺号は徳川家康が名づけ
たことでも知られる。東海道一の禅の修行道場であり、
今も曹洞宗・専門僧堂として多くの僧が修行を行う。

可睡斎 
かすいさい

参拝後は御朱印を

受付時間…8：00～17：00
御朱印代…300円
御朱印帳の授与

　あり 1000円

 

東
海
の
寺
社

仏
像

遠州味処 とりや茶屋
えんしゅうあじどころ とりやぢゃや

袋井観光センター
ふくろいかんこうセンター

袋井名物たまごふわふわ静岡土産が一堂に揃う！

∆袋井市高尾町15-7　∂0538-42-2427　å11:30～13:30LO、
17:00～21:30LO　œ月（祝は営業）　Rランチ1200円　π5台　
˚JR東海道本線袋井駅から徒歩約6分

∆袋井市堀越538-1　∂0538-43-5566　å9:30～17:30
œ無休　Rピリ辛まぐろ540円　π20台　˚東名高速道路袋井ICから
県道61号を300m

遠州の野菜や、天然ものの旬魚
を提供する老舗。おすすめは昆
布や鰹だしを使い、手作業で撹
拌させるという「たまごふわふ
わ」。たまごふわふわ膳2700円
（単品432円）で楽しめる。

観光ドライブインとしておなじ
みの施設。静岡土産を揃え、袋
井特産のメロンを使った子メ
ロン漬け650円といった名品か
ら、お茶詰め放題1080円とい
った楽しい土産も。

お
参
り
前
後
に

曹洞宗の禅寺では精進料理を大切
にしており、食事をとるのも修行
の一環なのだとか。『可睡斎』で
は参拝客にも精進料理を提供（竹
膳2000円～、1週間前までに要予
約）。毎月2回、精進料理教室も開
催されている。

精進料理の考え方を体感

和
12
年
（

）
に
建
築

さ
れ
た
水
洗
ト
イ
レ
、
大だ

い
と
う
す

東
司
が

あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
可
睡
斎
』。
欄

間
に
は
組
子
細
工
が
配
さ
れ
る
な
ど
、
当

時
の
建
築
の
粋
を
極
め
た
大
東
司
の
中

央
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
烏ウ

ス
サ
マ
ミ
ョ
ウ
オ
ウ

芻
沙
摩
明
王

だ
。
こ
の
仏
像
は
、
不
浄
を
浄
化
す
る
イ

ン
ド
の
炎
神
が
由
来
で
、
天
に
向
か
っ
て

燃
え
盛
る
よ
う
な
焔え

ん
ぱ
つ髪

や
怒
り
の
形
相
な

ど
、
像
容
の
あ
ち
こ
ち
に
そ
の
ル
ー
ツ
が

見
ら
れ
る
。
そ
の
身
に
ま
と
っ
た
炎
で
不

浄
を
清
め
る
力
を
持
つ
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
製
作
者
は
、
名
仏
師
と
い
わ
れ
た
高

村
晴
雲
。
一
木
造
の
烏ウ

ス
サ
マ
ミ
ョ
ウ
オ
ウ

芻
沙
摩
明
王
と
し

て
は
日
本
一
大
き
く
、
迫
力
あ
る
立
ち
姿

が
特
徴
。
4
本
あ
る
腕
の
左
手
は
天
を
指

し
、
右
手
は
宝
棒
と
独
鈷
を
持
っ
て
忿ふ

ん
ぬ怒

の
相
で
に
ら
み
、
左
脚
で
歓
喜
天
を
踏
み

つ
け
る
様
は
圧
巻
だ
。
ま
た
、
烏
芻
沙
摩

明
王
の
お
札
（

円
）
も
授
与
さ
れ

て
お
り
、
身
体
健
全
の
御
利
益
が
あ
る
と

し
て
人
気
が
あ
る
。

昭

怒りの形相、天に向かって燃え盛
るような焔髪、歓喜天を踏みつけ
る足など、力強い表現が感じられ
る明王。狸のような密目にも注目
を。そんな明王に対して、踏みつ
けられた歓喜天の表情は、どこか
愛らしい雰囲気だ。

昭和12年に建てられた木造2階
建ての迎賓施設「瑞

ずいりゅうかく

龍閣」の
各室内は、藤や桜など部屋ご
との主題にちなんだ襖絵や欄
間が実に華やか。本堂奥には、
烏天狗が見守る御真殿があり、
秋には木々が赤く色づくなど、
季節折々の風景も楽しめる。

歓喜天の愛らしい表情
見どころ

瑞龍閣、御真殿にも注目
見どころ

可睡斎
静岡 袋井

烏蒭沙摩明王立像
うすさまみょうおうりゅうぞう

8889

圧倒的な存在感を誇る
樹齢数百年を数える大
木がいたるところに

香嵐渓では毎年11月に
毎日日没～21時までライ
トアップを実施。また土
日祝は参道に竹灯りが並
ぶ。詳細は足助観光協会
（0565-62-1272）まで

ここも注目

10月10日から11月30日
は「鳳来寺山もみじまつ
り」。物産展の開催をは
じめ、魅力的なイベント
が行われる予定

ここも注目

東海の寺社

力石 153

42039
豊田勘八IC

豊田松平IC

猿投
グリーンロード

東海環状道

香嵐渓

香積寺

大
海

本長篠

飯
田
線

湯
谷
温
泉

新
城
IC

鳳来寺

鳳来寺山
パークウェイ

新東名高速

鳳来寺山
32257

151

鳳来山東照宮

参拝後は御朱印を

受付時間…要問い合わせ
御朱印代…300円
御朱印帳の授与

　あり 1500円

参拝後は御朱印を

受付時間…要問い合わせ
御朱印代…300円
御朱印帳の授与

　あり 1700円

∆豊田市足助町宮ノ後12　∂0565-62-0267　åR境内自由　
πあり（香嵐渓周辺の駐車場利用。紅葉シーズンは臨時駐車場も
あり）　電車  名鉄豊田市駅から名鉄バス足助行きで約45分、「香
嵐渓」停下車徒歩約8分　 車  東海環状道豊田勘八ICから国
道153号経由で約15km

∆新城市門谷字鳳来寺4　∂0536-32-0022　åR境内自由　
π170台　電車  JR飯田線本長篠駅から豊鉄バス田口行きで約
8分、「鳳来寺」停下車徒歩約15分　 車  三遠南信自動車道鳳
来峡ICから国道151号、県道524号（鳳来寺山パークウェイ）経
由で約16km

秋
、
錦
に
染
ま
る
木
々
の
葉
と

寺
社
の
建
築
と
の
相
性
は
抜
群
。

ひ
ん
や
り
と
し
た
と
し
た
空
気
の
中
、

参
道
を
歩
け
ば
、
心
身
が
浄
化
さ
れ
る
よ
う
。

紅 

葉

香
積
寺

鳳
来
山
東
照
宮

愛
知

豊
田

愛
知

新
城

　
東
海
エ
リ
ア
屈
指
の
紅
葉
狩
り
ス
ポ

ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
香
嵐
渓
か
ら
少

し
足
を
伸
ば
し
、
飯
盛
山
麓
か
ら
山
道

を
登
る
こ
と
約
10
分
。
見
え
て
く
る
の

は
曹
洞
宗
の
古
刹
だ
。
こ
の
地
を
支
配

し
て
い
た
豪
族
の
居
館
跡
に
、
応
永
34

年（

）創
建
。
以
来
、

年
近
く
経
っ
た
現
在
も
地
元
民
ら
に
親

し
ま
れ
て
お
り
、
香
嵐
渓
と
の
コ
ン
ビ

で
秋
の
散
策
に
訪
れ
る
人
々
も
続
々
。

ち
な
み
に
今
で
こ
そ
何
千
本
も
の
カ
エ

デ
が
生
い
茂
る
が
、
元
を
た
ど
れ
ば
17

世
紀
に
数
本
の
苗
木
を
植
栽
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
の
は
驚
き
。

　
う
っ
そ
う
と
し
た
杉
木
立
の
中
に
映

え
る
東
照
宮
が
立
つ
鳳
来
寺
山
は
、
山

全
体
が
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
自
然
の
宝
庫
。
険
し
い
山
肌
が
む
き

出
し
の
山
腹
は
モ
ミ
ジ
や
カ
エ
デ
な
ど

に
覆
わ
れ
て
お
り
、
例
年
で
あ
れ
ば
11

月
中
旬
か
ら
葉
色
が
秋
仕
様
に
変
化

こ
う
じ
ゃ
く
じ

ほ
う
ら
い
さ
ん
と
う
し
ょ
う
ぐ
う

付近の香嵐渓の紅葉とはま
た一味違う、神域での秋の
一時も格別だ

無機質な岩肌と華やかな紅
葉のアンバランスさは、え
も言われぬ趣きがある

鳳来寺山の標高は695m

◎
見
頃
…
11
月
上
旬
〜
11
月
下
旬

◎
見
頃
…
11
月
中
旬
〜
11
月
下
旬

し
て
い
く
。
さ
ら
に
麓
か
ら
本
堂
へ
と

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
表
参
道
も
、
赤
・
黄

に
色
づ
い
た
素
朴
な
紅
葉
が
お
待
ち
か

ね
。
古
く
か
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
日

本
の
原
風
景
が
延
々
と
続
き
、
そ
の
ノ

ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
雰
囲
気
で
日
本
人
の

心
に
訴
え
か
け
る
。
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◆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
真言宗御室派　大本山大聖院
吉田正裕座主

◆クローズアップ
真宗大谷派 難波別院（南御堂）
宮浦一郎輪番
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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。

◆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
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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巻頭インタビュー：地域の伝統文化を守り、コミュニティの中心にあるべき神社の使命を果たすために　神道青年全国協議会 会長　富
岡八幡宮 禰宜　佐野巌　②特集1：寺社における道路標識・看板広告の効果的な設置方法とは　③インタビュー：商工会と寺社との連
携により地域のブランド力を強化　全国商工会連合会　専務理事　乾敏一　④特集2：神社を人の集まる場所に　世代を超えて人々が
集う学びの場　浅草神社「社子屋」と道明寺天満宮「宮子屋」の試み　⑤クローズアップ：あふれるエネルギーと空間の拡がり　世界から
絶賛を浴びる新境地の仏画　慧善玄潭　⑥トレンドNow：和紙に刷られた愛らしいイラストが人気!　手刷りのコバコ（小箱）　⑦活性
人：仏教が世界へ打って出る今が機会かも知れません 「週刊仏教タイムス」編集長　工藤信人　⑧TOPICS：増加する海外からの旅行者
をスムーズに受け入れていくために　東京海上日動火災保険株式会社　⑨自分と向き合う『暗闇ごはん』　緑泉寺住職 青江覚峰　⑩寺
社にお役立ち環境改善技術　⑪うちのお宝：光明寺　麻布著色盂蘭盆曼荼羅／住吉神社　能舞台　⑫野田博明　風まかせ：糺の森に
ひそむ三柱鳥居の謎　⑬PICK UP：寺社観光の新しい楽しみ方を提案するガイドブックが人気です　｢京都寺社案内。｣「東海の寺社」

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　15 )

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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

アンケート.indd   32 2017/10/18   18:56

Vol.16 32





寺
社

N
ow

【
監

修
】

一
般

社
団

法
人

 全
日

本
社

寺
観

光
連

盟
　【

発
行

】
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
Vol.16

H4_東京海上vol16.indd   36 2017/10/17   17:04




