
vol.17寺
社
の

“ い
ま ” を伝える

情
報
誌

巻頭インタビュー

クローズアップ

寺社を未来につなぐ
最先端テクノロジーの活用

特集

倉島 隆行
全日本仏教青年会理事長

仏教伝道協会会長

木村 清孝

表1_vol17.indd   1 2017/12/18   10:07



Vol.17

倉島 隆行

救済が求められる今
若い力で時代の要請に応える
全日本仏教青年会理事長

02
巻頭インタビュー

東京藝術大学の「クローン文化財」
地域と寺社のプロモーションに役立つ 
画期的なWeb地図サービス『Stroly』
読経LIVE「キネマ法要」の舞台裏

06

07

12

14

［特集］寺社を未来へつなぐ最先端テクノロジーの活用

木村 清孝
仏教伝道協会会長

16
クローズアップ
世界の仏教文化振興に貢献

From the Past to the Future
真言宗 南都十輪院

『みんなのお寺 仏教相談センター』

株式会社 山本合金製作所　
鏡師　山本 晃久

18

19

野田博明　風まかせ17
瀬をはやみ岩にせかるる滝川の
われても末にあはむとぞおもふ

24

トレンドNow
キーワードは“インスタ映え”
フォトジェニックランキングで
寺社が上位に

26

うちのお宝
阿弥陀寺　徳川秀忠の霊廟を移築した本堂
関蝉丸神社　石燈籠 ( 時雨燈籠 )

22

23

2018年注目ニュース「民泊新法施行」
いよいよ6月に施行される｢民泊新法｣が
寺社の新たな未来を切り開く理由とは？

20

目次.indd   1 2017/12/15   19:48



Vol.17

倉島 隆行

救済が求められる今
若い力で時代の要請に応える
全日本仏教青年会理事長

02
巻頭インタビュー

東京藝術大学の「クローン文化財」
地域と寺社のプロモーションに役立つ 
画期的なWeb地図サービス『Stroly』
読経LIVE「キネマ法要」の舞台裏

06

07

12

14

［特集］寺社を未来へつなぐ最先端テクノロジーの活用

木村 清孝
仏教伝道協会会長

16
クローズアップ
世界の仏教文化振興に貢献

From the Past to the Future
真言宗 南都十輪院

『みんなのお寺 仏教相談センター』

株式会社 山本合金製作所　
鏡師　山本 晃久

18

19

野田博明　風まかせ17
瀬をはやみ岩にせかるる滝川の
われても末にあはむとぞおもふ

24

トレンドNow
キーワードは“インスタ映え”
フォトジェニックランキングで
寺社が上位に

26

うちのお宝
阿弥陀寺　徳川秀忠の霊廟を移築した本堂
関蝉丸神社　石燈籠 ( 時雨燈籠 )

22

23

2018年注目ニュース「民泊新法施行」
いよいよ6月に施行される｢民泊新法｣が
寺社の新たな未来を切り開く理由とは？

20

目次.indd   1 2017/12/15   19:48

01 Vol.17



1
9
7
7 

（
昭
和
52
）年
に
日
本
全
国

の
宗
派
・
地
域
の
垣
根
を
越
え
て
活
動
す

る
、仏
教
青
年
の
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ

た「
全
日
本
仏
教
青
年
会
」。世
界
仏
教

徒
青
年
連
盟（
W
F
B
Y
）唯
一の
日
本
セ

ン
タ
ー
で
も
あ
り
、全
世
界
の
仏
教
徒
と

交
流
を
深
め
、仏
教
文
化
の
宣
揚
と
世
界

平
和
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
。2
0
1
7（
平
成
29
）年
に
新
た

に
理
事
長
の
任
に
就
か
れ
た
倉く

ら
し
ま島
隆り

ゅ
う
ぎ
ょ
う行

理
事
長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

宗
派
・
宗
教
を
超
え
た
交
流

和
の
精
神
で
世
界
へ
発
信

編
集
部

　全
日
本
仏
教
青
年
会（
以
下
、全
日

仏
青
）の
21
期
の
理
事
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た

が
、ご
抱
負
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

倉
島
理
事
長

　私
は「
慈
悲
の
行
動
」と「
日
本

仏
教
の
今
を
世
界
へ
」と
い
う
２
つ
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
下
、こ
れ
か
ら
の
2
年
間
を
活
動
し
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。「
慈
悲
の
行
動
」の
焦
点

は
弱
い
立
場
に
い
る
人
々
に
対
す
る
具
体
的
行

動
で
す
。全
日
仏
青
で
も
東
日
本
大
震
災
の
発

生
以
降
、災
害
支
援
活
動
や
慰
霊
法
要
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
超
宗
派
の
取
り
組
み
が
行
わ

れ
、各
青
年
会
同
士
の
絆
は
深
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
連
携
を
活
か
し
て
貧
困
な
ど
に
苦
し
む
多

く
の
人
々
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
、そ
ん
な
具

体
的
行
動
が
私
た
ち
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る

と
認
識
し
て
い
ま
す
。す
で
に
若
い
仲
間
た
ち
は

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
い
、目
線
と
気
持
ち
を

身
近
に
い
る「
弱
い
立
場
の
人
々
」に
近
づ
け
よ

曹洞宗塔世山四天王寺（三重県・津市）

全
日
本
仏
教
青
年
会
第
21
代
理
事
長

倉
島 

隆
行

救
済
が
求
め
ら
れ
る
今

若
い
力
で
時
代
の
要
請
に
応
え
る

う
と
し
て
い
ま
す
。社
会
も
そ
れ
を
応
援
し
て

く
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。私
は
苦
し
み

を
抱
え
る
人
か
ら
頼
っ
て
貰
え
る
よ
う
な
、そ
う

い
っ
た
信
頼
関
係
を
若
い
住
職
た
ち
に
取
り
戻

し
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。全
日
仏
青
を
挙
げ
て

社
会
と
の
信
頼
関
係
を
醸
成
し
て
、「
困
っ
た
ら

お
寺
に
行
こ
う
」と
い
う
発
信
を
広
く
届
け
る

つ
も
り
で
す
。 

　二
つ
目
の「
日
本
仏
教
の
今
を
世
界
に
」に

つ
い
て
は「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
」、つ
ま
り

「
和
を
重
ん
じ
る
」と
い
う
日
本
人
の
精
神
文
化

の
深
い
部
分
を
世
界
へ
伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と

で
す
。私
の
お
り
ま
す
四
天
王
寺
は
聖
徳
太
子

建
立
と
伝
わ
り
、太
子
が
説
い
た
和
合
の
心
を

特
に
大
切
に
考
え
て
い
ま
す
。世
界
の
国
々
は

今
、憎
し
み
や
反
目
に
よ
る
緊
張
感
に
包
ま
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
時
代
に
仏
教
徒
の
一人
と
し

て
日
本
に
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、私
達
が
持
つ

巻
頭
イ
ン
タ
ビュ
ー

巻頭特集-全日本仏教青年会理事長.indd   2 2017/12/15   19:49

プロフィール　倉島 隆行 (くらしま りゅうぎょう)

1977（昭和52）年生まれ。愛知学院大学文学部宗教学科卒。三重県曹
洞宗塔世山四天王寺住職。全国曹洞宗青年会会長。全日本仏教青年会
理事を経て、同第21代理事長に就任。また、伊勢国際宗教フォーラム世
話人としてダライ・ラマ14世をお招きするなど、宗教の垣根を超えて諸宗
教対話にも尽力している。

「
融
合
」や「
和
の
精
神
」を
平
和
へ
の
一つ
の
手

が
か
り
と
し
て
、世
界
中
の
人
々
へ
と
伝
え
ら
れ

た
ら
と
思
う
の
で
す
。 

編
集
部

　こ
れ
ま
で
の「
安
寧
僧
の
養
成
」「
諸

宗
教
と
の
対
話
」は
引
き
継
が
れ
る
の
で
す
か
。

倉
島
理
事
長

　僧
侶
に
と
っ
て「
終
末
の
現
場

に
ど
う
携
わ
っ
て
い
く
か
」は
非
常
に
大
切
な
こ

と
で
す
か
ら
、「
安
寧
僧
の
養
成
」に
は
引
き
続

き
取
り
組
み
ま
す
。「
諸
宗
教
と
の
対
話
」に
つ

い
て
は
諸
宗
教
対
話
委
員
会
で
、「
私
達
が
生

活
で
触
れ
る
機
会
の
多
い
神
道
と
交
流
す
る
こ

と
」「
日
本
の
他
宗
派
同
士
が
交
流
を
深
め
る

こ
と
」を
目
指
し
、共
同
研
修
会
や
勉
強
会
の

開
催
を
要
望
し
ま
し
た
。2
0
0
7（
平
成
19
）

年
11
月
18
日
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
を
伊
勢

神
宮
に
お
招
き
し
た「
伊
勢
国
際
宗
教
フ
ォ
ー

ラ
ム
」に
お
い
て
、ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
が
仰
っ
た

「
調
和
」「
対
話
」と
い
う
こ
と
を
、ま
ず
私
達
が

率
先
し
て
日
本
の
中
で
取
り
組
み
、世
界
規
模

の
困
難
に
仏
教
徒
と
し
て
立
ち
向
か
っ
て
い
く
。

そ
の
た
め
に
も
仏
教
と
神
道
は
よ
り
深
く
交
流

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
寺
の
存
続
に
必
要
な
こ
と
は

「
時
代
の
要
請
」へ
の
柔
軟
な
対
応

編
集
部

　現
在
お
寺
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に

つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

倉
島
理
事
長

　こ
れ
か
ら
の
お
寺
は
、地
域
や

さ
ま
ざ
ま
な
組
織
と
積
極
的
に
共
同
し
て
い
か

な
い
と
、本
当
に
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ

の
為
に
は「
お
寺
を
ど
う
持
続
し
て
い
く
か
」と

い
う
ス
タ
ン
ス
と
、「
時
代
の
要
請
」と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
が
重
要
で
す
。お
寺
は
時
代
に
求
め
ら

れ
、要
望
に
合
わ
せ
た
存
在
で
あ
る
べ
き
で
、そ

れ
に
よ
っ
て
住
職
の
采
配
も
変
化
し
ま
す
。時

代
と
と
も
に
変
わ
る
要
望
に
は
柔
軟
に
対
応
し

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。観
光
も
そ
う
い
っ
た

要
望
の一つ
で
し
ょ
う
。 

編
集
部

　「
観
光
と
信
仰
と
は
相
容
れ
な
い
」

と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
辺
り
は
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

倉
島
理
事
長

　現
在
の
お
寺
に
は
多
く
の
観

光
客
が
来
ら
れ
ま
す
。お
酒
を
飲
ん
で「
団
体

ツ
ア
ー
」の
よ
う
な
形
で
来
ら
れ
た
ら
、さ
す
が

に
お
寺
と
相
性
は
悪
い
で
し
ょ
う
し
、そ
れ
が

続
く
と「
あ
ん
な
人
達
に
来
て
ほ
し
く
な
い
」と

な
り
ま
す
。し
か
し
、ス
ト
レ
ス
社
会
の
日
本
で

は
お
寺
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
は
ず
で

す
。だ
か
ら
、お
寺
は
そ
れ
を
放
置
す
る
の
で
は

な
く
、敬
意
を
持
っ
て
訪
れ
て
も
ら
え
る
工
夫

を
す
る
べ
き
で
す
。旅
行
会
社
に
観
光
団
体
を

巻頭特集-全日本仏教青年会理事長.indd   3 2017/12/15   19:49
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非
常
に
大
切
な
こ

と
で
す
か
ら
、「
安
寧
僧
の
養
成
」に
は
引
き
続

き
取
り
組
み
ま
す
。「
諸
宗
教
と
の
対
話
」に
つ

い
て
は
諸
宗
教
対
話
委
員
会
で
、「
私
達
が
生

活
で
触
れ
る
機
会
の
多
い
神
道
と
交
流
す
る
こ

と
」「
日
本
の
他
宗
派
同
士
が
交
流
を
深
め
る

こ
と
」を
目
指
し
、共
同
研
修
会
や
勉
強
会
の

開
催
を
要
望
し
ま
し
た
。2
0
0
7（
平
成
19
）

年
11
月
18
日
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
を
伊
勢

神
宮
に
お
招
き
し
た「
伊
勢
国
際
宗
教
フ
ォ
ー

ラ
ム
」に
お
い
て
、ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
が
仰
っ
た

「
調
和
」「
対
話
」と
い
う
こ
と
を
、ま
ず
私
達
が

率
先
し
て
日
本
の
中
で
取
り
組
み
、世
界
規
模

の
困
難
に
仏
教
徒
と
し
て
立
ち
向
か
っ
て
い
く
。

そ
の
た
め
に
も
仏
教
と
神
道
は
よ
り
深
く
交
流

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
寺
の
存
続
に
必
要
な
こ
と
は

「
時
代
の
要
請
」へ
の
柔
軟
な
対
応

編
集
部

　現
在
お
寺
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に

つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

倉
島
理
事
長

　こ
れ
か
ら
の
お
寺
は
、地
域
や

さ
ま
ざ
ま
な
組
織
と
積
極
的
に
共
同
し
て
い
か

な
い
と
、本
当
に
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ

の
為
に
は「
お
寺
を
ど
う
持
続
し
て
い
く
か
」と

い
う
ス
タ
ン
ス
と
、「
時
代
の
要
請
」と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
が
重
要
で
す
。お
寺
は
時
代
に
求
め
ら

れ
、要
望
に
合
わ
せ
た
存
在
で
あ
る
べ
き
で
、そ

れ
に
よ
っ
て
住
職
の
采
配
も
変
化
し
ま
す
。時

代
と
と
も
に
変
わ
る
要
望
に
は
柔
軟
に
対
応
し

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。観
光
も
そ
う
い
っ
た

要
望
の一つ
で
し
ょ
う
。 

編
集
部

　「
観
光
と
信
仰
と
は
相
容
れ
な
い
」

と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
辺
り
は
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

倉
島
理
事
長

　現
在
の
お
寺
に
は
多
く
の
観

光
客
が
来
ら
れ
ま
す
。お
酒
を
飲
ん
で「
団
体

ツ
ア
ー
」の
よ
う
な
形
で
来
ら
れ
た
ら
、さ
す
が

に
お
寺
と
相
性
は
悪
い
で
し
ょ
う
し
、そ
れ
が

続
く
と「
あ
ん
な
人
達
に
来
て
ほ
し
く
な
い
」と

な
り
ま
す
。し
か
し
、ス
ト
レ
ス
社
会
の
日
本
で

は
お
寺
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
は
ず
で

す
。だ
か
ら
、お
寺
は
そ
れ
を
放
置
す
る
の
で
は

な
く
、敬
意
を
持
っ
て
訪
れ
て
も
ら
え
る
工
夫

を
す
る
べ
き
で
す
。旅
行
会
社
に
観
光
団
体
を
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ど
の
よ
う
に
誘
導
し
て
も
ら
う
か
も
一
策
で
す
。

そ
ん
な
工
夫
の
一つ
と
し
て
今
期
取
り
組
ん
で

い
る
事
業
に「
巡
礼
本
の
発
行
」が
あ
り
ま
す
。

全
国
の
お
寺
で
ど
ん
な「
行
」が
体
験
で
き
る
の

か
、そ
れ
を
お
坊
さ
ん
と
一
緒
に
体
験
で
き
る
と

い
う
も
の
を
ま
と
め
た
本
を
出
版
し
、そ
こ
か
ら

「
観
光
」に
入
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。た

だ「
行
」を
特
集
す
る
だ
け
で
は
面
白
く
あ
り

ま
せ
ん
。タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
に
若
い
女
性
も
想
定

し
て
い
る
の
で
、女
性
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
も
の

も
考
え
ま
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と
は
お
坊
さ
ん
の

セ
ン
ス
や
思
い
つ
き
だ
け
で
や
ろ
う
と
す
る
と
失

敗
す
る
ん
で
す
よ
。だ
か
ら
、本
の
発
行
も
切
り

口
も
ち
ゃ
ん
と
プ
ロ
の
手
を
借
り
て
、そ
の
コ
ン

セ
プ
ト
の
中
で
、私
た
ち
が「
行
」と「
付
加
価

値
」を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

観
光
の一環
と
し
て
の「
行
」で

お
寺
と
参
拝
客
と
の
関
係
性
を
深
め
る

編
集
部

　「
行
」と
い
う
と
ど
ん
な
も
の
を
ご
提

供
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

倉
島
理
事
長

　「
行
」を
観
光
の
一
環
と
し
て
考

え
た
と
き
は
、1
時
間
半
か
ら
2
時
間
程
度

で
、写
経
や
瞑
想
、坐
禅
、お
茶
な
ど
が
あ
り
、

そ
こ
に「
お
坊
さ
ん
が一
緒
に
い
る
」と
い
う
切
り

口
を
加
え
ま
す
。建
物
を
見
て
、仏
像
を
拝
ん

で
、「
は
い
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
」で
は
な
く
て
、住
職
と

話
す
と
い
う
関
係
性
に
ま
で
持
っ
て
い
か
な
い

と「
お
寺
の
良
さ
」は
わ
か
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

「
お
茶
を
一
緒
に
飲
む
だ
け
で
急
に
距
離
が
縮

ま
る
」と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
全
て
の
お
寺
が
主
催
す
る
の
で
は
な

く
、参
拝
客
が
見
込
め
る
お
寺
を
選
び
、周
辺

の
お
坊
さ
ん
た
ち
に
は「
行
」の
指
導
、接
客
や

参
禅
の
手
伝
い
を
し
て
も
ら
う
。人
が
集
ま
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
宿
坊
を
設
け
る
な
ど
の
事
業

展
開
や
新
し
い
雇
用
も
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の

形
な
ら
ば
檀
家
が
減
っ
て
い
る
地
域
の
若
い
お

坊
さ
ん
に
も
役
割
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。さ
ら

に
他
団
体
や
他
業
種
と
の
接
点
も
増
え
、お
寺

に
も
ち
ゃ
ん
と
還
元
で
き
る「
観
光
の
仕
組
み
」

が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。 

編
集
部

　そ
こ
ま
で
い
く
に
は
時
間
が
掛
か
り

そ
う
で
す
ね
。

倉
島
理
事
長

　は
い
。で
す
か
ら
、こ
の
計
画

は
段
階
的
に
進
め
ま
す
。ま
ず
、全
日
仏
青
と

し
て「
巡
礼
本
」を
成
功
さ
せ
て
、お
寺
に
人

を
集
め
て「
行
」を
体
験
し
て
も
ら
う
。更
に

2
0
2
0
年
ま
で
に
英
語
版
を
作
り
、海
外
か

ら
の
観
光
客
対
応
の
経
験
も
積
む
。今
は
そ
の

流
れ
の
中
で
、「
修
行
が
で
き
る
」「
体
験
が
で

き
る
」と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
つ
な
げ
て
い
く
段
階

で
す
。そ
の
後
は
、中
途
半
端
な
状
態
で
超
宗

派
活
動
に
す
る
と
散
漫
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
か

ら
、ま
ず
私
が
所
属
す
る
曹
洞
宗
で
先
進
的
な

実
験
と
し
て
進
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
が
責
任
を
取
れ
る
範
囲
で
種
を
撒
い
て
、

有
志
で
力
を
合
わ
せ
て
成
功
事
例
を
出
す
。そ

こ
へ
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。  

編
集
部

　企
画
な
ど
を
プ
ロ
に
任
せ
る
と
い
う

の
は
面
白
い
で
す
ね
。

倉
島
理
事
長

　お
寺
の
中
で
も
、住
職
は「
行

を
通
じ
て
地
域
を
救
お
う
と
す
る
存
在
」を
目

指
し
、仏
教
徒
と
し
て
の
信
仰
を
以
て
地
域
の

安
寧
を
図
る
こ
と
に
尽
力
す
る
立
場
で
す
。で

す
か
ら
、付
帯
す
る
経
営
や
運
営
は
プ
ロ
に
任

せ
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。分
業
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。檀
家
な
ど
の
周
囲
か
ら
の
協
力
や

ア
ド
バ
イ
ス
で
時
代
に
合
わ
せ
た
寺
院
運
営
を

行
い
な
が
ら
、住
職
は
よ
り
シ
ン
プ
ル
に
祈
り

を
深
め
て
、仏
教
者
・
宗
教
者
と
し
て
の
プ
ロ
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
私
の
理
想
で
す
。ま
た

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
力
を
借
り
る
と
き
に
も
才
能

を
持
つ
人
材
や
プ
ロ
が
い
れ
ば
安
心
で
す
。彼
ら

の
ア
イ
デ
ア
を
反
映
し
た
新
し
い
法
要
の
形
を

模
索
し
た
り
、ネ
ッ
ト
で
の
発
信
コ
ン
テ
ン
ツ
の

充
実
も
果
た
せ
ま
す
。も
う
一つ
、私
は
ア
ー
ト

と
お
寺
は
相
性
が
い
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。ア
ー

ト
を
切
り
口
と
し
た
お
寺
で
の
面
白
い
試
み
、

古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
の
融
合
は
、日
本
仏

教
と
い
う
も
の
の
新
た
な
切
り
口
と
な
る
は
ず

で
す
。 

時
代
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
る

若
い
感
性
の
私
達
が
変
わ
る
こ
と
で

寺
の
在
り
方
も
変
わ
る

編
集
部

　そ
う
い
っ
た
こ
と
は「
若
い
感
性
」が

必
要
で
す
よ
ね
。

倉
島
理
事
長

　そ
う
で
す
。で
す
か
ら
、「
私
達

が
今
変
え
て
い
か
な
い
と
、変
わ
ら
な
い
と
も
う

駄
目
だ
」と
若
い
僧
侶
の
頑
張
り
に
繋
が
る
の

で
す
。経
済
が
発
展
し
て
物
質
的
な
満
足
を
求
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め
て
い
た
時
代
は
、お
寺
の
維
持
さ
え
考
え
れ

ば
そ
れ
で
良
か
っ
た
。し
か
し
今
は
心
の
救
済
が

求
め
ら
れ
る
時
代
で
す
。い
ま
私
達
が
仕
事
を

し
な
い
と
お
寺
の
出
番
は
未
来
永
劫
な
く
な
り

ま
す
。時
代
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
り
、人
工
知
能

な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
発
達
し
、人
の
心
を
新

し
い
デ
ジ
タ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
救
済
し
始
め

る
時
代
が
く
る
と
し
た
ら
、お
寺
は
必
要
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

編
集
部

　そ
の
よ
う
な
新
し
い
考
え
方
に
対
し

て
、皆
さ
ん
の
中
で
捉
え
方
が
随
分
違
う
の
で

は
な
い
で
す
か
？

倉
島
理
事
長

　も
ち
ろ
ん
。人
間
が
互
い
の
違

い
を
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
も
の
で
す
。た
だ
、

東
日
本
大
震
災
の
後
の
祈
り
の
場
で
は
、そ
の

違
い
な
ど
関
係
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ

し
い
の
で
す
。お
坊
さ
ん
に
と
っ
て
そ
の
経
験
は

大
き
な
も
の
で
し
た
。み
ん
な
が
本
気
で
力
を

合
わ
せ
て「
心
底
か
ら
祈
る
」。そ
の
と
き
の
集

約
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し

た
。あ
の
経
験
は
大
き
な
転
換
点
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。だ
か
ら
、明
確
な
中
心
コ
ン
セ
プ

ト
が
設
定
で
き
れ
ば
、み
ん
な
が
同
じ
方
向
で

頑
張
れ
る
は
ず
で
す
。み
ん
な
が
努
力
す
る
た

め
に
は
、価
値
判
断
の
ベ
ー
ス
と
な
る
明
確
な

中
心
コ
ン
セ
プ
ト
が
絶
対
に
必
要
で
す
。

今
す
べ
き
こ
と
は
情
報
の
発
信

「
世
界
仏
教
徒
会
議
・
世
界
仏
教
徒

青
年
会
議 

日
本
大
会
」開
催
に
向
け
て

支
援
を
広
げ
る

編
集
部

　中
心
コ
ン
セ
プ
ト
以
外
に
必
要
な
も

の
は
何
か
あ
り
ま
す
か
？

倉
島
理
事
長

　最
近
は
昔
の
よ
う
な
法
話
会

を
開
い
て
も
参
加
す
る
人
は
僅
か
で
す
。お
寺

か
ら
主
体
的
に
新
し
い
時
代
と
の
接
点
を
考
え

な
い
と
何
も
引
っ
か
か
っ
て
こ
な
い
。で
す
か
ら
、

周
囲
の
人
た
ち
が
ど
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
、

何
を
お
寺
に
求
め
て
い
る
か
を
見
抜
く
目
が
必

要
で
す
。実
際
に
坐
禅
や
自
己
鍛
錬
を
多
く
の

人
が
求
め
て
い
ま
す
。「
元
々
お
寺
は
地
域
の
も

の
、地
域
の
財
産
で
あ
る
」と
い
う
原
点
に
帰
れ

ば
、「
住
職
は
何
を
還
元
で
き
る
か
」に
思
い
至

り
、そ
こ
か
ら
最
適
な
バ
ラ
ン
ス
が
見
え
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
大
学
な
ど
の

教
育
機
関
や
一
般
企
業
、さ
ま
ざ
ま
に
活
動
し

て
い
る
多
く
の
若
い
人
た
ち
な
ど
を
、如
何
に

お
寺
と
結
び
つ
け
る
か
を
考
え
、普
段
の
交
流

を
増
や
し
て
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
重

要
で
、そ
れ
は
発
信
の
土
台
に
も
な
り
ま
す
。こ

の
仕
組
が
出
来
た
ら
、海
外
か
ら
訪
れ
る
人
々

に
対
す
る
障
壁
、つ
ま
り
異
文
化
交
流
で
の
マ

ナ
ー
や
意
思
疎
通
の
難
し
さ
に
も
対
処
で
き
ま

す
。ガ
イ
ド
さ
ん
や
人
と
人
の
仲
介
な
ど
の
地

域
や
周
り
の
協
力
が
あ
れ
ば
、外
国
か
ら
の
来

訪
者
の
受
入
も
う
ま
く
で
き
る
で
し
ょ
う
。そ

れ
と
も
う
一つ
大
切
な
要
素
が
あ
り
ま
す
。ど
の

よ
う
な
組
織
で
も
継
続
の
た
め
に
は
、参
加
者

に
対
す
る「
何
ら
か
の
還
元
」が
要
求
さ
れ
ま

す
。さ
ま
ざ
ま
な
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
加
に

は
、「
努
力
に
対
す
る
感
謝
や
報
酬
」と
い
う
還

元
を
忘
れ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。 

編
集
部

　最
後
に
、こ
れ
か
ら
の
活
動
で
注
力

す
る
点
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
話
下
さ
い
。

倉
島
理
事
長

　こ
れ
ま
で
よ
り
も
多
く
の
活
動

が
住
職
に
求
め
ら
れ
る
時
代
で
す
が
、中
で
も
情

報
発
信
を
怠
ら
な
い
こ
と
を
心
が
け
た
い
と
思

い
ま
す
。例
え
ば
、毎
年
春
に
東
大
寺
で
行
わ
れ

る「
仏
法
興
隆
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」は
、一般
に

は
そ
の
存
在
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。ま

た
、今
年
の
11
月
5
日
か
ら
9
日
に
か
け
て
の

5
日
間
に
日
本
で
開
か
れ
る「
世
界
仏
教
徒
会

議
・
世
界
仏
教
徒
青
年
会
議 

日
本
大
会
」も
そ

う
で
す
。そ
こ
に
は
非
常
に
多
く
の
人
々
が
集
ま

り
祈
り
を
捧
げ
ま
す
が
、「
関
係
者
だ
け
し
か
知

ら
な
い
」の
が
現
状
で
す
。「
こ
れ
だ
け
素
晴
ら
し

い
こ
と
を
や
る
ん
で
す
よ
」と
一生
懸
命
広
報
し
、

多
く
の
人
々
か
ら
の
理
解
と
支
援
を
い
た
だ
け

る
よ
う
に
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
。
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ど
の
よ
う
に
誘
導
し
て
も
ら
う
か
も
一
策
で
す
。

そ
ん
な
工
夫
の
一つ
と
し
て
今
期
取
り
組
ん
で

い
る
事
業
に「
巡
礼
本
の
発
行
」が
あ
り
ま
す
。

全
国
の
お
寺
で
ど
ん
な「
行
」が
体
験
で
き
る
の

か
、そ
れ
を
お
坊
さ
ん
と
一
緒
に
体
験
で
き
る
と

い
う
も
の
を
ま
と
め
た
本
を
出
版
し
、そ
こ
か
ら

「
観
光
」に
入
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。た

だ「
行
」を
特
集
す
る
だ
け
で
は
面
白
く
あ
り

ま
せ
ん
。タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
に
若
い
女
性
も
想
定

し
て
い
る
の
で
、女
性
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
も
の

も
考
え
ま
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と
は
お
坊
さ
ん
の

セ
ン
ス
や
思
い
つ
き
だ
け
で
や
ろ
う
と
す
る
と
失

敗
す
る
ん
で
す
よ
。だ
か
ら
、本
の
発
行
も
切
り

口
も
ち
ゃ
ん
と
プ
ロ
の
手
を
借
り
て
、そ
の
コ
ン

セ
プ
ト
の
中
で
、私
た
ち
が「
行
」と「
付
加
価

値
」を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

観
光
の一環
と
し
て
の「
行
」で

お
寺
と
参
拝
客
と
の
関
係
性
を
深
め
る

編
集
部

　「
行
」と
い
う
と
ど
ん
な
も
の
を
ご
提

供
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

倉
島
理
事
長

　「
行
」を
観
光
の
一
環
と
し
て
考

え
た
と
き
は
、1
時
間
半
か
ら
2
時
間
程
度

で
、写
経
や
瞑
想
、坐
禅
、お
茶
な
ど
が
あ
り
、

そ
こ
に「
お
坊
さ
ん
が一
緒
に
い
る
」と
い
う
切
り

口
を
加
え
ま
す
。建
物
を
見
て
、仏
像
を
拝
ん

で
、「
は
い
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
」で
は
な
く
て
、住
職
と

話
す
と
い
う
関
係
性
に
ま
で
持
っ
て
い
か
な
い

と「
お
寺
の
良
さ
」は
わ
か
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

「
お
茶
を
一
緒
に
飲
む
だ
け
で
急
に
距
離
が
縮

ま
る
」と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
全
て
の
お
寺
が
主
催
す
る
の
で
は
な

く
、参
拝
客
が
見
込
め
る
お
寺
を
選
び
、周
辺

の
お
坊
さ
ん
た
ち
に
は「
行
」の
指
導
、接
客
や

参
禅
の
手
伝
い
を
し
て
も
ら
う
。人
が
集
ま
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
宿
坊
を
設
け
る
な
ど
の
事
業

展
開
や
新
し
い
雇
用
も
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の

形
な
ら
ば
檀
家
が
減
っ
て
い
る
地
域
の
若
い
お

坊
さ
ん
に
も
役
割
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。さ
ら

に
他
団
体
や
他
業
種
と
の
接
点
も
増
え
、お
寺

に
も
ち
ゃ
ん
と
還
元
で
き
る「
観
光
の
仕
組
み
」

が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。 

編
集
部

　そ
こ
ま
で
い
く
に
は
時
間
が
掛
か
り

そ
う
で
す
ね
。

倉
島
理
事
長

　は
い
。で
す
か
ら
、こ
の
計
画

は
段
階
的
に
進
め
ま
す
。ま
ず
、全
日
仏
青
と

し
て「
巡
礼
本
」を
成
功
さ
せ
て
、お
寺
に
人

を
集
め
て「
行
」を
体
験
し
て
も
ら
う
。更
に

2
0
2
0
年
ま
で
に
英
語
版
を
作
り
、海
外
か

ら
の
観
光
客
対
応
の
経
験
も
積
む
。今
は
そ
の

流
れ
の
中
で
、「
修
行
が
で
き
る
」「
体
験
が
で

き
る
」と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
つ
な
げ
て
い
く
段
階

で
す
。そ
の
後
は
、中
途
半
端
な
状
態
で
超
宗

派
活
動
に
す
る
と
散
漫
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
か

ら
、ま
ず
私
が
所
属
す
る
曹
洞
宗
で
先
進
的
な

実
験
と
し
て
進
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
が
責
任
を
取
れ
る
範
囲
で
種
を
撒
い
て
、

有
志
で
力
を
合
わ
せ
て
成
功
事
例
を
出
す
。そ

こ
へ
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。  

編
集
部

　企
画
な
ど
を
プ
ロ
に
任
せ
る
と
い
う

の
は
面
白
い
で
す
ね
。

倉
島
理
事
長

　お
寺
の
中
で
も
、住
職
は「
行

を
通
じ
て
地
域
を
救
お
う
と
す
る
存
在
」を
目

指
し
、仏
教
徒
と
し
て
の
信
仰
を
以
て
地
域
の

安
寧
を
図
る
こ
と
に
尽
力
す
る
立
場
で
す
。で

す
か
ら
、付
帯
す
る
経
営
や
運
営
は
プ
ロ
に
任

せ
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。分
業
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。檀
家
な
ど
の
周
囲
か
ら
の
協
力
や

ア
ド
バ
イ
ス
で
時
代
に
合
わ
せ
た
寺
院
運
営
を

行
い
な
が
ら
、住
職
は
よ
り
シ
ン
プ
ル
に
祈
り

を
深
め
て
、仏
教
者
・
宗
教
者
と
し
て
の
プ
ロ
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
私
の
理
想
で
す
。ま
た

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
力
を
借
り
る
と
き
に
も
才
能

を
持
つ
人
材
や
プ
ロ
が
い
れ
ば
安
心
で
す
。彼
ら

の
ア
イ
デ
ア
を
反
映
し
た
新
し
い
法
要
の
形
を

模
索
し
た
り
、ネ
ッ
ト
で
の
発
信
コ
ン
テ
ン
ツ
の

充
実
も
果
た
せ
ま
す
。も
う
一つ
、私
は
ア
ー
ト

と
お
寺
は
相
性
が
い
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。ア
ー

ト
を
切
り
口
と
し
た
お
寺
で
の
面
白
い
試
み
、

古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
の
融
合
は
、日
本
仏

教
と
い
う
も
の
の
新
た
な
切
り
口
と
な
る
は
ず

で
す
。 

時
代
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
る

若
い
感
性
の
私
達
が
変
わ
る
こ
と
で

寺
の
在
り
方
も
変
わ
る

編
集
部

　そ
う
い
っ
た
こ
と
は「
若
い
感
性
」が

必
要
で
す
よ
ね
。

倉
島
理
事
長

　そ
う
で
す
。で
す
か
ら
、「
私
達

が
今
変
え
て
い
か
な
い
と
、変
わ
ら
な
い
と
も
う

駄
目
だ
」と
若
い
僧
侶
の
頑
張
り
に
繋
が
る
の

で
す
。経
済
が
発
展
し
て
物
質
的
な
満
足
を
求
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め
て
い
た
時
代
は
、お
寺
の
維
持
さ
え
考
え
れ

ば
そ
れ
で
良
か
っ
た
。し
か
し
今
は
心
の
救
済
が

求
め
ら
れ
る
時
代
で
す
。い
ま
私
達
が
仕
事
を

し
な
い
と
お
寺
の
出
番
は
未
来
永
劫
な
く
な
り

ま
す
。時
代
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
り
、人
工
知
能

な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
発
達
し
、人
の
心
を
新

し
い
デ
ジ
タ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
救
済
し
始
め

る
時
代
が
く
る
と
し
た
ら
、お
寺
は
必
要
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

編
集
部

　そ
の
よ
う
な
新
し
い
考
え
方
に
対
し

て
、皆
さ
ん
の
中
で
捉
え
方
が
随
分
違
う
の
で

は
な
い
で
す
か
？

倉
島
理
事
長

　も
ち
ろ
ん
。人
間
が
互
い
の
違

い
を
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
も
の
で
す
。た
だ
、

東
日
本
大
震
災
の
後
の
祈
り
の
場
で
は
、そ
の

違
い
な
ど
関
係
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ

し
い
の
で
す
。お
坊
さ
ん
に
と
っ
て
そ
の
経
験
は

大
き
な
も
の
で
し
た
。み
ん
な
が
本
気
で
力
を

合
わ
せ
て「
心
底
か
ら
祈
る
」。そ
の
と
き
の
集

約
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し

た
。あ
の
経
験
は
大
き
な
転
換
点
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。だ
か
ら
、明
確
な
中
心
コ
ン
セ
プ

ト
が
設
定
で
き
れ
ば
、み
ん
な
が
同
じ
方
向
で

頑
張
れ
る
は
ず
で
す
。み
ん
な
が
努
力
す
る
た

め
に
は
、価
値
判
断
の
ベ
ー
ス
と
な
る
明
確
な

中
心
コ
ン
セ
プ
ト
が
絶
対
に
必
要
で
す
。

今
す
べ
き
こ
と
は
情
報
の
発
信

「
世
界
仏
教
徒
会
議
・
世
界
仏
教
徒

青
年
会
議 

日
本
大
会
」開
催
に
向
け
て

支
援
を
広
げ
る

編
集
部

　中
心
コ
ン
セ
プ
ト
以
外
に
必
要
な
も

の
は
何
か
あ
り
ま
す
か
？

倉
島
理
事
長

　最
近
は
昔
の
よ
う
な
法
話
会

を
開
い
て
も
参
加
す
る
人
は
僅
か
で
す
。お
寺

か
ら
主
体
的
に
新
し
い
時
代
と
の
接
点
を
考
え

な
い
と
何
も
引
っ
か
か
っ
て
こ
な
い
。で
す
か
ら
、

周
囲
の
人
た
ち
が
ど
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
、

何
を
お
寺
に
求
め
て
い
る
か
を
見
抜
く
目
が
必

要
で
す
。実
際
に
坐
禅
や
自
己
鍛
錬
を
多
く
の

人
が
求
め
て
い
ま
す
。「
元
々
お
寺
は
地
域
の
も

の
、地
域
の
財
産
で
あ
る
」と
い
う
原
点
に
帰
れ

ば
、「
住
職
は
何
を
還
元
で
き
る
か
」に
思
い
至

り
、そ
こ
か
ら
最
適
な
バ
ラ
ン
ス
が
見
え
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
大
学
な
ど
の

教
育
機
関
や
一
般
企
業
、さ
ま
ざ
ま
に
活
動
し

て
い
る
多
く
の
若
い
人
た
ち
な
ど
を
、如
何
に

お
寺
と
結
び
つ
け
る
か
を
考
え
、普
段
の
交
流

を
増
や
し
て
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
重

要
で
、そ
れ
は
発
信
の
土
台
に
も
な
り
ま
す
。こ

の
仕
組
が
出
来
た
ら
、海
外
か
ら
訪
れ
る
人
々

に
対
す
る
障
壁
、つ
ま
り
異
文
化
交
流
で
の
マ

ナ
ー
や
意
思
疎
通
の
難
し
さ
に
も
対
処
で
き
ま

す
。ガ
イ
ド
さ
ん
や
人
と
人
の
仲
介
な
ど
の
地

域
や
周
り
の
協
力
が
あ
れ
ば
、外
国
か
ら
の
来

訪
者
の
受
入
も
う
ま
く
で
き
る
で
し
ょ
う
。そ

れ
と
も
う
一つ
大
切
な
要
素
が
あ
り
ま
す
。ど
の

よ
う
な
組
織
で
も
継
続
の
た
め
に
は
、参
加
者

に
対
す
る「
何
ら
か
の
還
元
」が
要
求
さ
れ
ま

す
。さ
ま
ざ
ま
な
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
加
に

は
、「
努
力
に
対
す
る
感
謝
や
報
酬
」と
い
う
還

元
を
忘
れ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。 

編
集
部

　最
後
に
、こ
れ
か
ら
の
活
動
で
注
力

す
る
点
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
話
下
さ
い
。

倉
島
理
事
長

　こ
れ
ま
で
よ
り
も
多
く
の
活
動

が
住
職
に
求
め
ら
れ
る
時
代
で
す
が
、中
で
も
情

報
発
信
を
怠
ら
な
い
こ
と
を
心
が
け
た
い
と
思

い
ま
す
。例
え
ば
、毎
年
春
に
東
大
寺
で
行
わ
れ

る「
仏
法
興
隆
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」は
、一般
に

は
そ
の
存
在
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。ま

た
、今
年
の
11
月
5
日
か
ら
9
日
に
か
け
て
の

5
日
間
に
日
本
で
開
か
れ
る「
世
界
仏
教
徒
会

議
・
世
界
仏
教
徒
青
年
会
議 

日
本
大
会
」も
そ

う
で
す
。そ
こ
に
は
非
常
に
多
く
の
人
々
が
集
ま

り
祈
り
を
捧
げ
ま
す
が
、「
関
係
者
だ
け
し
か
知

ら
な
い
」の
が
現
状
で
す
。「
こ
れ
だ
け
素
晴
ら
し

い
こ
と
を
や
る
ん
で
す
よ
」と
一生
懸
命
広
報
し
、

多
く
の
人
々
か
ら
の
理
解
と
支
援
を
い
た
だ
け

る
よ
う
に
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
。
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寺社を未来につなぐ
最先端テクノロジーの

活用
これまで寺社は、建築や美術工芸品などの創造において最先端の技術を導入しながら発展してきた。

現代においてもコンピュータテクノロジーを中心とした最先端技術が、
寺社の今後の活動に大きな可能性を拡げつつある。

本特集では、寺社にとっても注目しておきたい最先端テクノロジーを使った3例をご紹介する。

東京藝術大学の「クローン文化財」Web地図サービス『Stroly』読経LIVE「キネマ法要」の舞台裏

特 集

©東京藝術大学

特集-先端技術.indd   8 2017/12/15   19:50

自然劣化や災害、破壊などで本来の姿を失った文化財を、クローンとして現代に甦らせる技術を
東京藝術大学が開発した。特許も取得したこの技術は、文化財の「保存と公開」の間で揺れる

ジレンマを解消させる画期的な手段となりそうだ。

文化財の「保存と公開」問題に一石を投じる新技術
破損・消失した文化財がよみがえる

東京藝術大学のクローン技術で再現された法隆寺釈迦三尊像

［特集］ 寺社を未来につなぐ最先端テクノロジーの活用 クローン文化財

東
京
藝
術
大
学
が
生
み
だ
し
た

文
化
財
継
承
の
た
め
の
技
術
と
は

昨
秋
、
上
野
の
森
は
「
特
別
展 

運

慶
」
や
「
怖
い
絵
」
展
な
ど
が
開
催

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
入
場
一
時
間
待
ち

は
当
た
り
前
に
な
る
ほ
ど
、
美
術
愛

好
会
で
大
い
に
に
ぎ
わ
っ
た
。
そ
の

中
で
も
異
彩
を
放
ち
な
が
ら
も
多
く

の
鑑
賞
者
を
集
め
て
い
た
の
が
、
東

京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
で
開
催

さ
れ
た
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
別
企
画

展 

素
心
伝
心
ク
ロ
ー
ン
文
化
財 

失

わ
れ
た
刻
の
再
生
」
だ
。
普
通
、
展

覧
会
は
“
本
物
”
を
展
示
し
鑑
賞
す

る
も
の
だ
が
、
こ
の
企
画
展
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
“
ク
ロ
ー
ン
（
複
製
）”
で
あ

る
。
か
つ
て
、
火
災
に
よ
っ
て
古
の
美

し
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
「
法
隆
寺

金
堂
壁
画
」
が
釈
迦
三
尊
像
と
と
も

に
、
ま
る
で
失
わ
れ
た
時
間
が
再
生

さ
れ
た
ご
と
く
、
質
感
は
も
ち
ろ
ん
、

年
月
を
重
ね
て
ま
と
わ
れ
た
古
色
ま

で
も
現
代
に
甦
ら
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
ま
た
、
2
0
0
1
（
平
成
23
）

年
に
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
今
は
跡
形

も
な
い
「
バ
ー
ミ
ヤ
ン
東
大
仏
天
井

壁
画
」
さ
え
も
、
壁
画
の
手
触
り
ま

で
復
元
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
文
化
財
に
お
け
る
共
通

の
課
題
と
し
て
、「
保
存
と
公
開
」
の

兼
ね
合
い
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
保

存
を
優
先
す
る
な
ら
非
公
開
と
し
て

封
印
し
て
し
ま
う
方
が
よ
い
が
、
そ
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寺社を未来につなぐ
最先端テクノロジーの

活用
これまで寺社は、建築や美術工芸品などの創造において最先端の技術を導入しながら発展してきた。

現代においてもコンピュータテクノロジーを中心とした最先端技術が、
寺社の今後の活動に大きな可能性を拡げつつある。

本特集では、寺社にとっても注目しておきたい最先端テクノロジーを使った3例をご紹介する。

東京藝術大学の「クローン文化財」Web地図サービス『Stroly』読経LIVE「キネマ法要」の舞台裏
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自然劣化や災害、破壊などで本来の姿を失った文化財を、クローンとして現代に甦らせる技術を
東京藝術大学が開発した。特許も取得したこの技術は、文化財の「保存と公開」の間で揺れる

ジレンマを解消させる画期的な手段となりそうだ。

文化財の「保存と公開」問題に一石を投じる新技術
破損・消失した文化財がよみがえる

東京藝術大学のクローン技術で再現された法隆寺釈迦三尊像

［特集］ 寺社を未来につなぐ最先端テクノロジーの活用 クローン文化財

東
京
藝
術
大
学
が
生
み
だ
し
た

文
化
財
継
承
の
た
め
の
技
術
と
は

昨
秋
、
上
野
の
森
は
「
特
別
展 

運

慶
」
や
「
怖
い
絵
」
展
な
ど
が
開
催

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
入
場
一
時
間
待
ち

は
当
た
り
前
に
な
る
ほ
ど
、
美
術
愛

好
会
で
大
い
に
に
ぎ
わ
っ
た
。
そ
の

中
で
も
異
彩
を
放
ち
な
が
ら
も
多
く

の
鑑
賞
者
を
集
め
て
い
た
の
が
、
東

京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
で
開
催

さ
れ
た
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
別
企
画

展 

素
心
伝
心
ク
ロ
ー
ン
文
化
財 

失

わ
れ
た
刻
の
再
生
」
だ
。
普
通
、
展

覧
会
は
“
本
物
”
を
展
示
し
鑑
賞
す

る
も
の
だ
が
、
こ
の
企
画
展
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
“
ク
ロ
ー
ン
（
複
製
）”
で
あ

る
。
か
つ
て
、
火
災
に
よ
っ
て
古
の
美

し
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
「
法
隆
寺

金
堂
壁
画
」
が
釈
迦
三
尊
像
と
と
も

に
、
ま
る
で
失
わ
れ
た
時
間
が
再
生

さ
れ
た
ご
と
く
、
質
感
は
も
ち
ろ
ん
、

年
月
を
重
ね
て
ま
と
わ
れ
た
古
色
ま

で
も
現
代
に
甦
ら
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
ま
た
、
2
0
0
1
（
平
成
23
）

年
に
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
今
は
跡
形

も
な
い
「
バ
ー
ミ
ヤ
ン
東
大
仏
天
井

壁
画
」
さ
え
も
、
壁
画
の
手
触
り
ま

で
復
元
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
文
化
財
に
お
け
る
共
通

の
課
題
と
し
て
、「
保
存
と
公
開
」
の

兼
ね
合
い
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
保

存
を
優
先
す
る
な
ら
非
公
開
と
し
て

封
印
し
て
し
ま
う
方
が
よ
い
が
、
そ
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クローン文化財

と
知
ら
れ
る
こ
の
壁
画
が
、
ク
ロ
ー

ン
文
化
財
と
し
て
1
9
4
9
（
昭
和

24
）
年
に
焼
損
す
る
以
前
の
状
態
に

再
現
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
仏
教

彫
刻
史
に
お
け
る
最
高
傑
作
と
さ
れ

る
釈
迦
三
尊
像
や
重
要
文
化
財
の
天

蓋
も
再
現
さ
れ
、
ま
さ
に
仏
教
美
術

の
極
地
と
も
言
え
る
空
間
の
再
現
が

な
さ
れ
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
結
晶

法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
と

金
堂
壁
画
の
再
現
方
法

で
は
、
門
外
不
出
と
な
っ
て
い
る

国
宝
・
釈
迦
三
尊
像
は
ど
の
よ
う
に

し
て
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
と
し
て
再
現

さ
れ
た
の
か
。
こ
ち
ら
の
再
現
に
は

3
D
ス
キ
ャ
ナ
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
御

像
を
計
測
し
、デ
ジ
タ
ル
モ
デ
リ
ン
グ

シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
3
D
デ
ジ

タ
ル
上
で
造
形
。
さ
ら
に
3
D
プ
リ

ン
タ
で
鋳
造
原
型
を
造
形
す
る
方
法

が
使
わ
れ
た
。
法
隆
寺
金
堂
壁
画
12

面
の
再
現
は
、
1
9
4
9
（
昭
和
24
）

年
の
焼
損
前
に
撮
影
さ
れ
た
ガ
ラ
ス

乾
板
や
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
、
明
治
時

代
の
模
写
が
集
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の

資
料
を
も
と
に
す
べ
て
の
壁
画
資
料

を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
画
像
を
統
合
。

画
像
の
編
集
と
印
刷
の
み
を
デ
ジ
タ

ル
技
術
に
頼
り
つ
つ
、
模
写
技
術
の

継
承
と
い
う
意
味
も
込
め
て
、
質
感

の
価
値
を
も
封
印
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
逆
に
公
開
を
優
先
す
る
の

で
あ
れ
ば
劣
化
や
損
傷
の
リ
ス
ク
を

免
れ
な
い
。
観
光
客
が
飛
躍
的
に
増

大
し
て
い
る
現
代
で
は
な
お
さ
ら
だ
。

「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
別
企
画
展
　
素
心

伝
心
ク
ロ
ー
ン
文
化
財 

失
わ
れ
た
刻

の
再
生
」
で
は
、こ
の
文
化
財
の
「
保

存
と
公
開
」
の
問
題
に
対
し
て
新
た

な
答
え
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
文
化
財
の
本
来
の
姿
を

現
代
に
甦
ら
せ
る
試
み
が
各
方
面
で

行
わ
れ
て
い
る
が
、
東
京
藝
術
大
学

C
O
I
拠
点（
以
下
東
京
藝
大
）は
、

文
化
財
を
ク
ロ
ー
ン
と
し
て
複
製
す

る
特
許
技
術
を
開
発
し
た
。
こ
の
東

京
藝
大
が
産
学
連
携
で
研
究
を
進

め
る
、
高
精
度
な
文
化
財
の
複
製
は

「
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
複
製
と
大
き
く
異
な

る
点
は
、
最
先
端
の
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
使
っ
て
精
度
の
高
い
レ
プ
リ
カ
を

作
成
し
、
さ
ら
に
彫
刻
、
絵
画
、
工

芸
な
ど
の
美
術
家
に
よ
る
人
の
手
技

や
感
性
を
取
り
入
れ
て
仕
上
げ
る
こ

と
で
、
単
な
る
複
製
で
は
な
く
新
た

な
芸
術
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
使
っ
て
初

め
て
再
現
さ
れ
た
の
が
、
法
隆
寺
金

堂
壁
画
12
面
で
あ
る
。
四
方
四
仏
と

八
大
菩
薩
が
描
か
れ
独
創
的
な
優

美
さ
を
た
た
え
、
イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ

ン
タ
ー
石
窟
群
や
敦
煌
莫
高
窟
の
壁

画
と
と
も
に
古
代
仏
教
絵
画
の
傑
作

クローン技術で再現された法隆寺金堂壁画

再
現
や
彩
色
仕
上
げ
は
伝
統
的
な
手

作
業
に
よ
る
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。

世
界
が
落
胆
し
た
破
壊
事
件

あ
の
壁
画
が
再
び
目
の
前
に

2
0
0
1
（
平
成
13
）
年
に
破
壊

さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
バ
ー
ミ
ヤ

ン
東
大
仏
の
仏
龕
天
井
壁
画
。
実
は

こ
の
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
壁
画
に
関
し
て

最
も
重
要
な
資
料
を
有
し
て
い
る
の

は
日
本
だ
。
こ
の
壁
画
は
約
8
メ
ー

ト
ル
四
方
と
巨
大
。
1
9
7
0
年
代

に
撮
影
さ
れ
た
1
5
0
0
0
枚
に

お
よ
ぶ
ブ
ロ
ー
ニ
ー
版
の
写
真
が
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
残
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
う
し
た

貴
重
な
画
像
の
中
か
ら
選
ん
だ
約

1
5
0
枚
を
、
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化

し
て
壁
画
の
細
か
い
部
分
ま
で
完
全

に
復
元
。
岩
な
ど
に
描
か
れ
た
壁
画

も
、
壁
の
質
感
や
顔
料
の
盛
り
上
が

り
ま
で
忠
実
に
復
元
し
た
。
ま
た
高

原
の
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
き
渡
る
標

高
2
5
0
0
メ
ー
ト
ル
の
バ
ー
ミ
ヤ

ン
の
渓
谷
も
、
最
新
の
C
G
技
術
や

4
K
映
像
で
再
現
さ
れ
て
お
り
、
あ

た
か
も
時
空
を
超
え
て
バ
ー
ミ
ヤ
ン

大
仏
の
頭
上
に
立
っ
て
い
る
よ
う
な

感
覚
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。
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釈迦三尊像の三次元計測（三次元計測枚
数239枚）

計測途中の3Dデータ

3Dの樹脂型から中尊のロウ型を製作

ロウ型を砂でかたどり

複雑な造形箇所は大小の型に分割し、組み
立てて鋳型にする

大光背の裏側の鋳型を表側と合わせる

4つの湯口より注湯。注湯のタイミングは熟練
した職人の勘所による

鋳型を金槌で割りながら鋳物を取り出す

大光背の鋳型を吊り上げ、表面に残る鋳物砂
を取り除く。釈迦三尊像光背銘をスクリーン印
刷で転写し、筆勢や勢いを再現するため彫金
の技術で一文字ずつ彫る

欠落したり位置がずれた螺髪も3Dデータ上で
合成し、造像当初の状態で再現している

⑭3Dプリンタによって出てくる積層痕を特注
のこてヤスリなどで除去し、造形が完成した像
に鍍金を施し、硫化着色、緑青着色を用いて
古色を再現し仕上げる

⑨銅合金（ブロンズ）を溶かす

⑩鋳型を焼いて加熱

3Dデータによる造形（青色が計測した部分、
黄色が3Dデジタル上で造形した部分）

3Dデータをもとに中尊の樹脂製原型を
制作
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クローン文化財

と
知
ら
れ
る
こ
の
壁
画
が
、
ク
ロ
ー

ン
文
化
財
と
し
て
1
9
4
9
（
昭
和

24
）
年
に
焼
損
す
る
以
前
の
状
態
に

再
現
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
仏
教

彫
刻
史
に
お
け
る
最
高
傑
作
と
さ
れ

る
釈
迦
三
尊
像
や
重
要
文
化
財
の
天

蓋
も
再
現
さ
れ
、
ま
さ
に
仏
教
美
術

の
極
地
と
も
言
え
る
空
間
の
再
現
が

な
さ
れ
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
結
晶

法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
と

金
堂
壁
画
の
再
現
方
法

で
は
、
門
外
不
出
と
な
っ
て
い
る

国
宝
・
釈
迦
三
尊
像
は
ど
の
よ
う
に

し
て
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
と
し
て
再
現

さ
れ
た
の
か
。
こ
ち
ら
の
再
現
に
は

3
D
ス
キ
ャ
ナ
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
御

像
を
計
測
し
、デ
ジ
タ
ル
モ
デ
リ
ン
グ

シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
3
D
デ
ジ

タ
ル
上
で
造
形
。
さ
ら
に
3
D
プ
リ

ン
タ
で
鋳
造
原
型
を
造
形
す
る
方
法

が
使
わ
れ
た
。
法
隆
寺
金
堂
壁
画
12

面
の
再
現
は
、
1
9
4
9
（
昭
和
24
）

年
の
焼
損
前
に
撮
影
さ
れ
た
ガ
ラ
ス

乾
板
や
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
、
明
治
時

代
の
模
写
が
集
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の

資
料
を
も
と
に
す
べ
て
の
壁
画
資
料

を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
画
像
を
統
合
。

画
像
の
編
集
と
印
刷
の
み
を
デ
ジ
タ

ル
技
術
に
頼
り
つ
つ
、
模
写
技
術
の

継
承
と
い
う
意
味
も
込
め
て
、
質
感

の
価
値
を
も
封
印
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
逆
に
公
開
を
優
先
す
る
の

で
あ
れ
ば
劣
化
や
損
傷
の
リ
ス
ク
を

免
れ
な
い
。
観
光
客
が
飛
躍
的
に
増

大
し
て
い
る
現
代
で
は
な
お
さ
ら
だ
。

「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
別
企
画
展
　
素
心

伝
心
ク
ロ
ー
ン
文
化
財 

失
わ
れ
た
刻

の
再
生
」
で
は
、こ
の
文
化
財
の
「
保

存
と
公
開
」
の
問
題
に
対
し
て
新
た

な
答
え
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
文
化
財
の
本
来
の
姿
を

現
代
に
甦
ら
せ
る
試
み
が
各
方
面
で

行
わ
れ
て
い
る
が
、
東
京
藝
術
大
学

C
O
I
拠
点（
以
下
東
京
藝
大
）は
、

文
化
財
を
ク
ロ
ー
ン
と
し
て
複
製
す

る
特
許
技
術
を
開
発
し
た
。
こ
の
東

京
藝
大
が
産
学
連
携
で
研
究
を
進

め
る
、
高
精
度
な
文
化
財
の
複
製
は

「
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
複
製
と
大
き
く
異
な

る
点
は
、
最
先
端
の
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
使
っ
て
精
度
の
高
い
レ
プ
リ
カ
を

作
成
し
、
さ
ら
に
彫
刻
、
絵
画
、
工

芸
な
ど
の
美
術
家
に
よ
る
人
の
手
技

や
感
性
を
取
り
入
れ
て
仕
上
げ
る
こ

と
で
、
単
な
る
複
製
で
は
な
く
新
た

な
芸
術
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
使
っ
て
初

め
て
再
現
さ
れ
た
の
が
、
法
隆
寺
金

堂
壁
画
12
面
で
あ
る
。
四
方
四
仏
と

八
大
菩
薩
が
描
か
れ
独
創
的
な
優

美
さ
を
た
た
え
、
イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ

ン
タ
ー
石
窟
群
や
敦
煌
莫
高
窟
の
壁

画
と
と
も
に
古
代
仏
教
絵
画
の
傑
作

クローン技術で再現された法隆寺金堂壁画

再
現
や
彩
色
仕
上
げ
は
伝
統
的
な
手

作
業
に
よ
る
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。

世
界
が
落
胆
し
た
破
壊
事
件

あ
の
壁
画
が
再
び
目
の
前
に

2
0
0
1
（
平
成
13
）
年
に
破
壊

さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
バ
ー
ミ
ヤ

ン
東
大
仏
の
仏
龕
天
井
壁
画
。
実
は

こ
の
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
壁
画
に
関
し
て

最
も
重
要
な
資
料
を
有
し
て
い
る
の

は
日
本
だ
。
こ
の
壁
画
は
約
8
メ
ー

ト
ル
四
方
と
巨
大
。
1
9
7
0
年
代

に
撮
影
さ
れ
た
1
5
0
0
0
枚
に

お
よ
ぶ
ブ
ロ
ー
ニ
ー
版
の
写
真
が
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
残
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
う
し
た

貴
重
な
画
像
の
中
か
ら
選
ん
だ
約

1
5
0
枚
を
、
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化

し
て
壁
画
の
細
か
い
部
分
ま
で
完
全

に
復
元
。
岩
な
ど
に
描
か
れ
た
壁
画

も
、
壁
の
質
感
や
顔
料
の
盛
り
上
が

り
ま
で
忠
実
に
復
元
し
た
。
ま
た
高

原
の
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
き
渡
る
標

高
2
5
0
0
メ
ー
ト
ル
の
バ
ー
ミ
ヤ

ン
の
渓
谷
も
、
最
新
の
C
G
技
術
や

4
K
映
像
で
再
現
さ
れ
て
お
り
、
あ

た
か
も
時
空
を
超
え
て
バ
ー
ミ
ヤ
ン

大
仏
の
頭
上
に
立
っ
て
い
る
よ
う
な

感
覚
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。
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クローン文化財

排
他
的
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ

文
化
財
で
知
る
多
文
化
世
界

こ
の
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
の
意
義
に

つ
い
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
率
い
る
東

京
藝
術
大
学
大
学
院
の
宮み

や
さ
こ廻

正ま
さ
あ
き明

教
授
は
こ
う
語
る
。「
世
界
中
の
名

品
に
接
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

が
ク
ロ
ー
ン
文
化
財
で
す
。
ま
た
破

損
や
消
失
な
ど
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
美
術
品
も
復
元
が
で
き
ま

す
。
し
か
も
制
作
当
時
の
状
態
ま
で

遡
っ
て
復
元
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
、
従
来
の
レ
プ
リ
カ
と
は
異
な
っ

た
付
加
価
値
を
生
み
出
せ
ま
す
。
世

界
に
点
在
す
る
画
家
の
作
品
を
全
て

ク
ロ
ー
ン
文
化
財
で
再
現
し
て
一
同
に

展
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
こ

れ
ま
で
の
美
術
館
、
博
物
館
の
展
示

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
」

こ
の
よ
う
に
、
文
化
財
を
「
モ
ノ
」

と
し
て
再
生
す
る
だ
け
で
な
く
、
臨

場
感
ま
で
再
現
し
て
そ
の
精
神
性
や

意
図
ま
で
も
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と

は
、「
モ
ノ
」
が
壊
れ
て
も
「
コ
コ
ロ
」

は
残
り
続
け
る
こ
と
も
示
唆
し
て
お

り
、
紛
争
や
テ
ロ
に
よ
る
文
化
財
の

破
壊
行
為
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
と
バ
ー
ミ
ヤ

ン
の
壁
画
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
つ
な

が
る
東
西
文
化
の
多
様
性
の
結
晶
と

往時がしのばれる、再現された法隆寺金堂壁画と釈迦三尊像やその台座、天蓋

現状の模刻ではなく制作当初の形状を考慮して復元された、敦煌莫高窟第57窟の仏塑像
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クローン文化財であれば、展示物に実際に触れることも可能となる

＜取材協力＞
東京藝術大学 CO I（センター・オブ・イノベーション）拠点
http://Innovation.geidai.ac.jp/

い
え
る
。
こ
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
よ
る

再
現
や
復
元
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め

て
そ
の
価
値
の
高
さ
を
社
会
全
体
で

考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
に
違
い
な

い
。
そ
れ
は
、
文
化
財
を
広
く
社
会

に
知
っ
て
も
ら
う
場
合
に
常
に
投
げ

か
け
ら
る
「
保
存
と
公
開
」
と
い
う

問
題
へ一
石
を
投
じ
る
新
し
い
技
術
と

言
え
よ
う
。
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手
描
き
の
自
作
地
図
が

W
e
b
上
で
実
用
的
に

サ
ー
ビ
ス
の
大
き
な
特
徴
は
、
縮

尺
や
距
離
の
あ
い
ま
い
な
イ
ラ
ス
ト

マ
ッ
プ
や
古
地
図
、
鳥
瞰
図
で
も

S
troly

の
W
e
b
サ
イ
ト
に
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
す
れ
ば
、“
G
P
S
と
連

動
す
る
”
実
用
的
な
地
図
に
置
き

換
わ
る
と
い
う
点
だ
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
ブ
ラ
ウ
ザ
か
ら
当
該
地
図
ペ
ー

ジ
へ
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち

あ
な
た
の
現
在
地
も
表
示
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
縮
尺
も
適
当
な

手
描
き
の
地
図
上
に
現
在
地
を
本

当
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
寺
社
で
の
活
用
イ
メ
ー
ジ

と
合
わ
せ
て
、
共
同
C
E
O
・
代
表

取
締
役
で
あ
る
高た

か
は
し橋

真ま

ち知
さ
ん
に

お
聞
き
し
た
。

「
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ザ
イ
ン
の
地

図
、
例
え
ば
寺
社
な
ら
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
や
看
板
に
使
っ
て
い
る
境
内
図

を
、
手
軽
な
作
業
で
現
在
地
が
示

せ
る
実
用
的
な
地
図
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
、
私
ど
も
の
技
術
的

な
コ
ア
と
な
り
ま
す
。
弊
社
が
特
許

を
取
得
し
た
、
不
正
確
な
地
図
上
に

現
在
地
や
任
意
の
指
定
し
た
場
所

を
表
示
す
る
、
サ
ー
バ
ー
シ
ス
テ
ム

と
演
算
処
理
に
よ
り
、
ど
ん
な
縮
尺

の
地
図
で
も
大
丈
夫
で
す
」
と
高

橋
さ
ん
。
つ
ま
り
“
地
域
の
魅
力
が

よ
く
わ
か
る
手
描
き
の
観
光
地
図

「Stroll＝散歩する」と「Story＝物語」を掛け合わせた造語が名前の由来の『S
ストローリー

troly』。
手描きの地図でも、オリジナルのイラストマップでも、手軽にGPSと連動させてWebで公開し、
地域のコンテンツも登録できる。町おこしイベントの新たなツールとして利用が可能だ。

寺社に残る古地図や絵地図を手軽な作業で実用的な地図に!

地域と寺社のプロモーションに役立つ 
画期的なWeb地図サービス『Stroly』

Stroly

特集-先端技術.indd   14 2017/12/15   19:51

や
、
歴
史
が
伝
わ
る
古
地
図
”
を

使
っ
て
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
の
よ
う
に

Ｇ
Ｐ
Ｓ
付
き
で
持
ち
歩
け
る
よ
う
に

な
る
。

地
域
の〝
寺
社
め
ぐ
り
ツ
ー
ル
〟

と
し
て
活
用
が
可
能

寺
社
と
そ
の
周
辺
施
設
が
記
載
さ

れ
た
地
図
、
も
し
く
は
寺
社
が
保
有

す
る
古
地
図
をS

troly

の
W
e
b

サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
。
情
報
ピ
ン

が
設
定
で
き
る
の
で
、
紹
介
し
た
い

施
設
と
そ
の
詳
細
情
報
を
入
力
す
る

と
地
図
が
W
e
b
上
に
公
開
で
き

る
。
古
地
図
を
ベ
ー
ス
と
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
地
図
で
あ
れ
ば
、
か
つ
て
こ
の

場
所
は
川
だ
っ
た
ん
だ
。
○
○
藩
の

屋
敷
が
あ
っ
た
ん
だ
な
ど
、
今
い
る

と
こ
ろ
に
そ
の
昔
は
何
が
存
在
し
て

い
た
の
か
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
寺
社

が
地
域
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
歴
史

を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
、
地
域
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
き
た
の
か
も
詳
細
情
報
に

登
録
さ
れ
て
い
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た

街
歩
き
も
グ
ッ
と
魅
力
的
な
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

宿
坊
を
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
周
辺

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
食
事
ス
ポ
ッ
ト
を

盛
り
込
ん
だ
地
図
も
便
利
だ
ろ
う
。

コ
ン
セ
プ
ト
は

み
ん
な
が
見
え
て
い
る
世
界
を

共
有
し
よ
う

「
地
域
に
あ
る
文
化
や
生
活
に
注

目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
楽
し

神田祭の巡行路ガイド地図や、神田周辺の古地図を
Strolyによりオンライン化。地図上には歴史や食に関
するスポットが表示されている。

「地図からぶらり」「歴史からぶらり」「食からぶらり」と
いうコンテンツに分かれており、歴史散策、グルメ散策
など目的別に利用することができる。現在はスマートフォ
ンアプリとしても公開されている。

利用者はポイントをタップ
すると詳細情報を閲覧
することができる

株式会社Strolyの共同CEO/代表取締役社長
高橋真知さん

い
手
描
き
地
図
を
作
り
、
W
e
b
上

で
共
有
し
、
面
白
い
も
の
を
発
掘
し

て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
グ
ー

グ
ル
マ
ッ
プ
の
よ
う
な
地
図
は
日
常

的
に
利
用
す
る
に
は
便
利
で
す
が
、

S
troly

は
地
域
の
魅
力
を
見
つ
け
出

す
き
っ
か
け
に
な
る
思
い
ま
す
」
と
高

橋
さ
ん
は
語
る
。

誰
で
も
自
由
に
、
費
用
を
か
け
ず

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
地
図
を
W
e
b
上
に

公
開
す
る
こ
と
が
で
き
るS

troly

。

地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
新
た
な
ツ
ー

ル
と
し
て
活
用
で
き
そ
う
だ
。

［特集］ 寺社を未来につなぐ最先端テクノロジーの活用

Strolyの活用例

＜取材協力＞
株式会社Stroly
〒600-8258 　京都市下京区金換町109-1
コーポレートサイト　http://stroly.jp 
Web地図サービスStroly　https://stroly.com

＜事例：神田祭＞
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手
描
き
の
自
作
地
図
が

W
e
b
上
で
実
用
的
に

サ
ー
ビ
ス
の
大
き
な
特
徴
は
、
縮

尺
や
距
離
の
あ
い
ま
い
な
イ
ラ
ス
ト

マ
ッ
プ
や
古
地
図
、
鳥
瞰
図
で
も

S
troly

の
W
e
b
サ
イ
ト
に
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
す
れ
ば
、“
G
P
S
と
連

動
す
る
”
実
用
的
な
地
図
に
置
き

換
わ
る
と
い
う
点
だ
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
ブ
ラ
ウ
ザ
か
ら
当
該
地
図
ペ
ー

ジ
へ
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち

あ
な
た
の
現
在
地
も
表
示
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
縮
尺
も
適
当
な

手
描
き
の
地
図
上
に
現
在
地
を
本

当
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
寺
社
で
の
活
用
イ
メ
ー
ジ

と
合
わ
せ
て
、
共
同
C
E
O
・
代
表

取
締
役
で
あ
る
高た

か
は
し橋

真ま

ち知
さ
ん
に

お
聞
き
し
た
。

「
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ザ
イ
ン
の
地

図
、
例
え
ば
寺
社
な
ら
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
や
看
板
に
使
っ
て
い
る
境
内
図

を
、
手
軽
な
作
業
で
現
在
地
が
示

せ
る
実
用
的
な
地
図
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
、
私
ど
も
の
技
術
的

な
コ
ア
と
な
り
ま
す
。
弊
社
が
特
許

を
取
得
し
た
、
不
正
確
な
地
図
上
に

現
在
地
や
任
意
の
指
定
し
た
場
所

を
表
示
す
る
、
サ
ー
バ
ー
シ
ス
テ
ム

と
演
算
処
理
に
よ
り
、
ど
ん
な
縮
尺

の
地
図
で
も
大
丈
夫
で
す
」
と
高

橋
さ
ん
。
つ
ま
り
“
地
域
の
魅
力
が

よ
く
わ
か
る
手
描
き
の
観
光
地
図

「Stroll＝散歩する」と「Story＝物語」を掛け合わせた造語が名前の由来の『S
ストローリー

troly』。
手描きの地図でも、オリジナルのイラストマップでも、手軽にGPSと連動させてWebで公開し、
地域のコンテンツも登録できる。町おこしイベントの新たなツールとして利用が可能だ。

寺社に残る古地図や絵地図を手軽な作業で実用的な地図に!

地域と寺社のプロモーションに役立つ 
画期的なWeb地図サービス『Stroly』

Stroly
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や
、
歴
史
が
伝
わ
る
古
地
図
”
を

使
っ
て
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
の
よ
う
に

Ｇ
Ｐ
Ｓ
付
き
で
持
ち
歩
け
る
よ
う
に

な
る
。

地
域
の〝
寺
社
め
ぐ
り
ツ
ー
ル
〟

と
し
て
活
用
が
可
能

寺
社
と
そ
の
周
辺
施
設
が
記
載
さ

れ
た
地
図
、
も
し
く
は
寺
社
が
保
有

す
る
古
地
図
をS

troly

の
W
e
b

サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
。
情
報
ピ
ン

が
設
定
で
き
る
の
で
、
紹
介
し
た
い

施
設
と
そ
の
詳
細
情
報
を
入
力
す
る

と
地
図
が
W
e
b
上
に
公
開
で
き

る
。
古
地
図
を
ベ
ー
ス
と
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
地
図
で
あ
れ
ば
、
か
つ
て
こ
の

場
所
は
川
だ
っ
た
ん
だ
。
○
○
藩
の

屋
敷
が
あ
っ
た
ん
だ
な
ど
、
今
い
る

と
こ
ろ
に
そ
の
昔
は
何
が
存
在
し
て

い
た
の
か
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
寺
社

が
地
域
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
歴
史

を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
、
地
域
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
き
た
の
か
も
詳
細
情
報
に

登
録
さ
れ
て
い
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た

街
歩
き
も
グ
ッ
と
魅
力
的
な
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

宿
坊
を
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
周
辺

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
食
事
ス
ポ
ッ
ト
を

盛
り
込
ん
だ
地
図
も
便
利
だ
ろ
う
。

コ
ン
セ
プ
ト
は

み
ん
な
が
見
え
て
い
る
世
界
を

共
有
し
よ
う

「
地
域
に
あ
る
文
化
や
生
活
に
注

目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
楽
し

神田祭の巡行路ガイド地図や、神田周辺の古地図を
Strolyによりオンライン化。地図上には歴史や食に関
するスポットが表示されている。

「地図からぶらり」「歴史からぶらり」「食からぶらり」と
いうコンテンツに分かれており、歴史散策、グルメ散策
など目的別に利用することができる。現在はスマートフォ
ンアプリとしても公開されている。

利用者はポイントをタップ
すると詳細情報を閲覧
することができる

株式会社Strolyの共同CEO/代表取締役社長
高橋真知さん

い
手
描
き
地
図
を
作
り
、
W
e
b
上

で
共
有
し
、
面
白
い
も
の
を
発
掘
し

て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
グ
ー

グ
ル
マ
ッ
プ
の
よ
う
な
地
図
は
日
常

的
に
利
用
す
る
に
は
便
利
で
す
が
、

S
troly

は
地
域
の
魅
力
を
見
つ
け
出

す
き
っ
か
け
に
な
る
思
い
ま
す
」
と
高

橋
さ
ん
は
語
る
。

誰
で
も
自
由
に
、
費
用
を
か
け
ず

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
地
図
を
W
e
b
上
に

公
開
す
る
こ
と
が
で
き
るS

troly

。

地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
新
た
な
ツ
ー

ル
と
し
て
活
用
で
き
そ
う
だ
。
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キネマ法要

楽
し
ま
せ
た
。

「
キ
ネ
マ
法
要
」
の
最
大
の
特
徴

は
、経
文
「
日
没
無
常
偈
」
の
内
容
を

表
現
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
映
像
と
、
読

経
に
あ
わ
せ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
B
G
M

を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
今

回
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
の
工
夫
な
ど

を
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
た
同
社
の

松
井
麻
里
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
今
回
『
キ
ネ
マ
法
要
』
を
実
施

す
る
に
あ
た
っ
て
B
G
M
の
制
作

に
最
も
気
を
使
い
ま
し
た
ね
。
音
階

が
ず
れ
る
と
違
和
感
を
与
え
る
の
で

和
音
階
の
お
経
に
対
し
、
あ
え
て
洋

音
階
の
曲
を
作
曲
家
に
依
頼
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
御
前(

前
住
職
の
近
松

照
俊
さ
ん)

か
ら
の
ご
要
望
で
す
。

当
日
は
音
響
ス
タ
ッ
フ
を
入
れ
、
決

し
て
お
二
人
の
読
経
の
邪
魔
に
な
ら

な
い
よ
う
、
キ
ー
も
調
整
す
る
こ
と

で
抑
揚
を
う
ま
く
表
現
で
き
た
と
思

い
ま
す
」
と
松
井
さ
ん
。

当
日
の
読
経
は
前
住
職
の
近
松

照
俊
さ
ん
と
、
現
住
職
の
近
松
真し

ん
じ
ょ
う定

さ
ん
に
よ
る
掛
け
合
い
で
行
わ
れ
た

が
、
ラ
イ
ブ
な
の
で
微
妙
に
テ
ン
ポ

が
変
わ
る
実
際
の
読
経
に
、
前
も
っ

て
制
作
さ
れ
メ
デ
ィ
ア
に
記
録
さ
れ

た
音
と
映
像
を
現
場
で
あ
わ
せ
る
の

は
、
か
な
り
の
技
術
が
必
要
と
な
る
。

し
か
も
、
前
住
職
の
近
松
照
俊
さ
ん

は
、浄
土
真
宗
本
願
寺
の
お
導
師
（
声

の
指
導
者
）
を
長
年
務
め
た
だ
け
あ

り
、
読
経
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
も
か

江
戸
時
代
か
ら
の
古
い
家
並
み
が

数
多
く
残
る
大
阪
府
八
尾
市
久
宝
寺

寺
内
町
。
こ
こ
で
昨
年
9
月
に
開
催

さ
れ
た
「
燈
路
ま
つ
り
」
は
、
地
域

住
民
を
中
心
に
7
0
0
0
人
近
く

の
人
々
が
訪
れ
、
主
要
な
生
活
道
路

に
並
ぶ
た
く
さ
ん
の
燈
籠
と
、
そ
の

や
さ
し
い
灯
り
が
醸
し
出
す
幽
玄
な

雰
囲
気
に
多
く
の
人
が
酔
い
し
れ
た
。

同
ま
つ
り
の
一
環
と
し
て
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
久
宝
寺
御
坊
顕
証
寺
で
は

毎
年
読
経
が
行
わ
れ
る
。
今
回
は

浄
土
真
宗
本
願
寺
の
声
明
の
講
師
を

務
め
る
い
わ
ば
読
経
の
達
人
、
顕
証

寺
近ち

か
ま
つ松

照し
ょ
う
し
ゅ
ん俊

前
住
職
の
生
の
読
経

に
合
わ
せ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
楽
曲
を

B
G
M
で
流
し
、
さ
ら
に
お
経
の
内

容
を
解
釈
し
表
現
し
た
映
像
も
同
時

に
上
映
す
る
と
い
う
、
画
期
的
な
催

し
が
行
わ
れ
た
。

生
の
読
経
の
テ
ン
ポ
と
音
階
に

音
楽
と
映
像
を
調
整
し

合
わ
せ
る

「
キ
ネ
マ
法
要
」
と
題
さ
れ
た
こ

の
催
し
を
企
画
・
実
施
し
た
の
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
映
像
作
品
を
手
掛
け

る
株
式
会
社
レ
イ
・
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
。
当
日
は
、
本
堂
の
両
脇
に
大
型

の
ス
ク
リ
ー
ン
を
設
置
し
、「
キ
ネ
マ

法
要
」
を
は
じ
め
、
外
壁
の
白
壁
に

も
映
像
を
投
影
す
る
な
ど
、多
彩
な

映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
で
訪
れ
た
人
々
を

読経にあわせたオリジナルの音楽と、
お経の内容を解釈したオリジナルの映像で法要を演出

読経LIVE「キネマ法要」の舞台裏

本堂の両脇に大型スクリーンを設置し経文「日没無常偈」の内容を表現したオリジナル映像を上映
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キネマ法要

楽
し
ま
せ
た
。

「
キ
ネ
マ
法
要
」
の
最
大
の
特
徴

は
、経
文
「
日
没
無
常
偈
」
の
内
容
を

表
現
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
映
像
と
、
読

経
に
あ
わ
せ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
B
G
M

を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
今

回
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
の
工
夫
な
ど

を
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
た
同
社
の

松
井
麻
里
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
今
回
『
キ
ネ
マ
法
要
』
を
実
施

す
る
に
あ
た
っ
て
B
G
M
の
制
作

に
最
も
気
を
使
い
ま
し
た
ね
。
音
階

が
ず
れ
る
と
違
和
感
を
与
え
る
の
で

和
音
階
の
お
経
に
対
し
、
あ
え
て
洋

音
階
の
曲
を
作
曲
家
に
依
頼
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
御
前(

前
住
職
の
近
松

照
俊
さ
ん)

か
ら
の
ご
要
望
で
す
。

当
日
は
音
響
ス
タ
ッ
フ
を
入
れ
、
決

し
て
お
二
人
の
読
経
の
邪
魔
に
な
ら

な
い
よ
う
、
キ
ー
も
調
整
す
る
こ
と

で
抑
揚
を
う
ま
く
表
現
で
き
た
と
思

い
ま
す
」
と
松
井
さ
ん
。

当
日
の
読
経
は
前
住
職
の
近
松

照
俊
さ
ん
と
、
現
住
職
の
近
松
真し

ん
じ
ょ
う定

さ
ん
に
よ
る
掛
け
合
い
で
行
わ
れ
た

が
、
ラ
イ
ブ
な
の
で
微
妙
に
テ
ン
ポ

が
変
わ
る
実
際
の
読
経
に
、
前
も
っ

て
制
作
さ
れ
メ
デ
ィ
ア
に
記
録
さ
れ

た
音
と
映
像
を
現
場
で
あ
わ
せ
る
の

は
、
か
な
り
の
技
術
が
必
要
と
な
る
。

し
か
も
、
前
住
職
の
近
松
照
俊
さ
ん

は
、浄
土
真
宗
本
願
寺
の
お
導
師
（
声

の
指
導
者
）
を
長
年
務
め
た
だ
け
あ

り
、
読
経
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
も
か

江
戸
時
代
か
ら
の
古
い
家
並
み
が

数
多
く
残
る
大
阪
府
八
尾
市
久
宝
寺

寺
内
町
。
こ
こ
で
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9
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に
開
催
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れ
た
「
燈
路
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つ
り
」
は
、
地
域

住
民
を
中
心
に
7
0
0
0
人
近
く

の
人
々
が
訪
れ
、
主
要
な
生
活
道
路

に
並
ぶ
た
く
さ
ん
の
燈
籠
と
、
そ
の

や
さ
し
い
灯
り
が
醸
し
出
す
幽
玄
な

雰
囲
気
に
多
く
の
人
が
酔
い
し
れ
た
。

同
ま
つ
り
の
一
環
と
し
て
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
久
宝
寺
御
坊
顕
証
寺
で
は

毎
年
読
経
が
行
わ
れ
る
。
今
回
は

浄
土
真
宗
本
願
寺
の
声
明
の
講
師
を

務
め
る
い
わ
ば
読
経
の
達
人
、
顕
証

寺
近ち

か
ま
つ松
照し

ょ
う
し
ゅ
ん俊
前
住
職
の
生
の
読
経

に
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わ
せ
、
オ
リ
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の
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を

B
G
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で
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し
、
さ
ら
に
お
経
の
内

容
を
解
釈
し
表
現
し
た
映
像
も
同
時

に
上
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す
る
と
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う
、
画
期
的
な
催

し
が
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れ
た
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生
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読
経
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テ
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と
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階
に
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楽
と
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像
を
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し

合
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せ
る

「
キ
ネ
マ
法
要
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と
題
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た
こ

の
催
し
を
企
画
・
実
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し
た
の
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
映
像
作
品
を
手
掛
け

る
株
式
会
社
レ
イ
・
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
。
当
日
は
、
本
堂
の
両
脇
に
大
型

の
ス
ク
リ
ー
ン
を
設
置
し
、「
キ
ネ
マ

法
要
」
を
は
じ
め
、
外
壁
の
白
壁
に

も
映
像
を
投
影
す
る
な
ど
、多
彩
な

映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
で
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れ
た
人
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を
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［特集］ 寺社を未来につなぐ最先端テクノロジーの活用

な
り
の
も
の
で
、
B
G
M
に
は
読
経

の
音
階
に
対
す
る
細
か
な
配
慮
が
求

め
ら
れ
た
そ
う
だ
。

経
文
を
現
代
的
に
解
釈
し

オ
リ
ジ
ナ
ル
映
像
を
作
成

経
文
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
内
容

に
沿
っ
た
イ
ラ
ス
ト
と
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
作
成
さ
れ
た
映
像

は
、
多
く
の
人
々
を
魅
了
し
た
。「
こ

の
経
文
は
こ
う
い
う
解
釈
だ
か
ら
、

こ
う
い
う
風
に
変
え
て
ほ
し
い
と
い
う

ご
意
見
を
頂
き
な
が
ら
、
作
成
し
ま

し
た
。
近
年
の
戦
争
の
映
像
を
入
れ

る
な
ど
、
私
た
ち
な
り
の
現
代
的
な

解
釈
も
入
れ
込
み
ま
し
た
が
、
御
前

か
ら
お
褒
め
の
言
葉
を
頂
き
大
変
恐

縮
し
ま
し
た
。
映
像
は
経
文
の
内
容

に
よ
っ
て
切
り
分
け
て
作
成
す
る
こ

と
で
、
現
場
で
微
妙
に
テ
ン
ポ
が
変

化
す
る
読
経
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
工

夫
を
し
ま
し
た
」

前
住
職
の
近
松
照
俊
さ
ん
は
「
キ

ネ
マ
法
要
」
を
実
施
し
て
み
た
感
想

を
こ
う
語
る
。「
今
回
の
試
み
は
と
て

も
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。“
嬉
し
い
、

楽
し
い
、
あ
り
が
た
い
”
と
い
う
の
が

私
の
お
経
に
対
す
る
モ
ッ
ト
ー
で
す

が
、
そ
れ
を
映
像
の
力
で
具
現
化
で

き
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
は
、
よ
り

映
像
の
力
と
声
明
の
力
が
見
え
る
形

で
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
で
き
れ
ば
い
い
で

す
ね
」

お
寺
本
来
の
魅
力
を
伝
え
る

映
像
企
画
が
注
目
さ
れ
る

そ
も
そ
も
こ
う
し
た
映
像
を
制
作

す
る
き
っ
か
け
を
尋
ね
る
と
「
最
初

の
き
っ
か
け
は
棺
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

そ
こ
か
ら
ご
葬
儀
の
演
出
を
考
え
る

よ
う
に
な
り
、
祭
壇
の
代
わ
り
に
ス

ク
リ
ー
ン
を
設
置
し
、
棺
と
ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
出
さ
れ
る
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ

だ
け
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
ご
葬
儀
を
演

出
す
る『
キ
ネ
マ
葬
』と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
考
案
し
ま
し
た
」
と
松
井
さ

ん
。
こ
れ
ら
を
展
示
会
な
ど
で
紹
介

し
て
い
た
な
か
で
、
お
寺
で
の
イ
ベ
ン

ト
に
既
存
の
や
り
方
に
加
え
新
し
い

企
画
を
模
索
し
て
い
た
顕
証
寺
の
希

望
と
も
合
致
し
、
今
回
の
「
キ
ネ
マ

法
要
」
が
実
現
し
た
と
い
う
。

録
音
し
た
読
経
の
音
声
を
何
度
も

何
度
も
繰
り
返
し
聴
き
つ
つ
、
内
容

を
自
分
な
り
に
解
釈
し
て
映
像
の
シ

ナ
リ
オ
を
作
成
し
て
い
く
な
か
で
「
こ

の
素
晴
ら
し
い
お
経
の
内
容
を
き
ち

ん
と
伝
え
れ
ば
も
っ
と
お
寺
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
？
」
と
感

じ
た
松
井
さ
ん
。
展
示
会
な
ど
で『
何

か
人
を
集
め
る
こ
と
や
、
新
し
い
こ
と

を
し
た
い
が
、
な
か
な
か
で
き
て
い
な

い
』
と
声
を
掛
け
ら
れ
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
と
い
う
。「
特
に
若
い
世
代

の
僧
侶
の
方
が
多
い
で
す
ね
。
私
た

ち
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
落
語
会
な
ど
で
、

一
時
的
に
人
が
集
ま
る
場
所
を
提
供

阿弥陀如来やハスの花、花びらなどのイラストはイラストレーターがてがけたオリジナル

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
お
経
や
建
物
、

歴
史
な
ど
お
寺
が
本
来
持
っ
て
い
る

魅
力
を
丁
寧
に
伝
え
、
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
、
大
切
な
こ
と
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
映
像
が
そ
の
き
っ
か
け
の

ひ
と
つ
と
な
れ
る
よ
う
、
微
力
な
が

ら
お
手
伝
い
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
」。
キ
ネ
マ
法
要
の
様
子
は
、
レ
イ・

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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へ
の
安
定
的
基
盤
を
得
て
、
私
財
を

投
じ
、
新
た
に
仏
教
伝
道
協
会
を
設

立
。
仏
の
教
え
を
広
く
世
界
に
伝
え

る
た
め
『
仏
教
聖
典
』
の
現
代
語
訳

に
着
手
す
る
が
、
数
多
く
の
宗
派
が

存
在
す
る
日
本
で
そ
の
作
業
に
は
多

く
の
困
難
が
伴
っ
た
と
い
う
。

「
宗
派
が
細
か
く
分
か
れ
て
い
る

の
は
日
本
の
特
徴
。
そ
れ
だ
け
に『
仏

教
聖
典
』の
編
纂
に
は
苦
労
が
多
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
こ
の
聖

典
は
大
乗
仏
教
と
上
座
部
仏
教
を
通

じ
て
基
本
的
か
つ
重
要
な
仏
の
教
え

を
網
羅
し
、
し
か
も
誰
も
が
そ
れ
を

理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い

ま
す
」

人
間
の
完
成
を
目
指
し
世
界
中
の

人
々
に
仏
教
の
心
を
伝
え
る

1
9
6
5
（
昭
和
40
）
年
に
沼ぬ

ま

た田

惠え

は

ん範
さ
ん
の
発
願
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
公
益
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
。

5
千
余
巻
に
も
お
よ
ぶ
経
典
を
ま
と

め
あ
げ
た
『
仏
教
聖
典
』
は
、
46
言

語
に
翻
訳
さ
れ
、
現
在
、
世
界
62
カ

国
の
主
要
ホ
テ
ル
や
寺
院
・
病
院
な

ど
に
約
9
2
0
万
冊
頒
布
さ
れ
て
い

る
。偉

業
と
も
い
え
る
事
業
を
成
し
遂

げ
た
仏
教
伝
道
協
会
の
歩
み
に
つ
い

て
、
曹
洞
宗
龍
宝
寺
の
ご
住
職
で
あ

り
、
華
厳
思
想
・
東
ア
ジ
ア
仏
教
を

専
門
に
東
大
名
誉
教
授
も
務
め
る

木き

む

ら村
清き

よ
た
か孝

会
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
発
願
者
で
あ
る
沼
田
惠
範
師

は
、
東
広
島
市
の
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
浄
蓮
寺
の
第
16
世
沼
田
惠
生
師
の

三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
19
歳

の
と
き
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
よ
り

ア
メ
リ
カ
開
教
使
補
に
推
さ
れ
渡
米

す
る
と
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー
校
在
学
中
に『
ザ・パ
シ
フ
ィ
ッ

ク
・
ワ
ー
ル
ド
』
と
い
う
東
洋
文
化

を
紹
介
す
る
雑
誌
を
創
刊
し
ま
す
。

当
時
の
米
国
は
ま
だ
排
日
感
情
が
色

濃
く
、
お
茶
や
華
道
、
剣
道
な
ど
東

洋
文
化
を
通
し
て
、
間
接
的
に
仏
教

精
神
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
よ
う
と

し
ま
し
た
」

『
ザ
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル

ド
』
は
、
米
国
の
各
大
学
や
図
書
館

な
ど
に
寄
贈
さ
れ
、
多
く
の
識
者
に

好
評
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
4

年
後
、
経
済
的
に
行
き
詰
ま
り
廃
刊
。

沼
田
惠
範
さ
ん
は
、
そ
の
教
訓
を
胸

に
、
帰
国
後
、
三
豊
製
作
所
を
創
業
、

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
の
分
野
で
は
国
内

90
％
以
上
の
シ
ェ
ア
を
誇
る
株
式
会

社
ミ
ツ
ト
ヨ
へ
と
育
て
上
げ
る
。
事

業
の
発
展
に
よ
り
、か
ね
て
よ
り
「
世

界
の
平
和
は
人
間
の
完
成
に
よ
っ
て

の
み
得
ら
れ
、
人
間
の
完
成
を
目
指

す
宗
教
に
仏
教
が
あ
る
」
と
考
え
て

い
た
沼
田
惠
範
さ
ん
は
、
仏
教
伝
道

『仏教聖典』

プロフィール　木村 清孝 (きむら きよたか )
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曹洞宗龍宝寺住職。東京大学名誉教授。1963（昭和38）年東京大学
大学院人文科学研究科印度哲学専門課程の修士課程へ入学以来、一
貫して華厳思想を中心とする東アジア仏教思想の研究に従事。2017
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現
代
語
訳
『
仏
教
聖
典
』
の

多
言
語
翻
訳
と
そ
の
無
償
頒
布

『
仏
教
聖
典
』
の
現
代
語
訳
は
多

く
の
賛
同
者
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
外
国
語
訳
に
よ
る
編
集
、

刊
行
と
そ
の
普
及
が
仏
教
伝
道
協
会

の
事
業
の
柱
と
な
り
、
1
9
6
6
（
昭

和
41
）
年
に
は
『
日
英
対
訳
仏
教
聖

典
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
今
も
全
世
界

の
ホ
テ
ル
に
約
7
万
冊
が
無
償
で
頒

布
さ
れ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
か
ら
「
ホ
テ
ル
で
見
た
『
仏

教
聖
典
』
の
一
言
に
救
わ
れ
た
」
と
い

う
声
も
届
い
た
と
い
う
。
木
村
会
長

は
「
仏
教
の
教
え
が
、
個
人
の
悩
み

に
寄
り
添
い
安
心
で
き
る
場
所
を
つ

く
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
私
た
ち

の
ひ
と
つ
の
目
標
は
達
成
さ
れ
た
と
い

え
る
」
と
語
る
。

超
宗
派
の
団
体
と
し
て

宗
派
間
の
交
流
を
促
進

現
在
、
仏
教
伝
道
協
会
で
は
『
仏

教
聖
典
』
を
従
来
の
型
に
と
ら
わ
れ

ず
、
現
代
人
が
親
し
み
や
す
い
副
読

本
や
マ
ン
ガ
な
ど
の
か
た
ち
に
編
集

し
な
お
し
て
発
行
も
し
て
い
る
。
ま

た
、
仏
教
精
神
を
体
験
で
き
る
坐

禅
会
や
ヨ
ガ
教
室
、
英
語
講
座
の
ほ

か
、
絵
本
コ
ン
テ
ス
ト
の
創
設
な
ど
、

ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
も
行
う
。
さ
ら
に
、

超
宗
派
の
仏
教
団
体
と
し
て
、
宗
派

間
の
交
流
を
進
め
る
活
動
に
も
積
極

的
だ
。

「
実
践
布
教
研
究
会
は
、1
9
7
0

（
昭
和
45
）年
の
創
設
か
ら
毎
年
開
か

れ
て
い
る
超
宗
派
の
活
動
で
す
。
こ

の
研
究
会
は
、
日
本
仏
教
各
宗
派
を

代
表
す
る
大
本
山
で
行
わ
れ
、
こ
れ

ま
で
も
比
叡
山
延
暦
寺
、
身
延
山
久

遠
寺
、
正
法
山
妙
心
寺
、
吉
祥
山
永

平
寺
な
ど
が
会
場
に
な
り
ま
し
た
。

研
修
中
は
、
会
場
と
な
っ
た
宗
派
の

お
勤
め
の
仕
方
、
講
話
、
食
事
作
法

な
ど
を
学
び
、
聞も

ん

・
思し

・
修し

ゅ
う

三さ

ん

え慧
一
体

と
な
っ
た
仏
道
を
修
め
ま
す
。
普
段
、

な
か
な
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
他

宗
派
の
仏
道
を
体
験
す
る
こ
と
で
、

自
ら
の
宗
派
を
新
た
な
視
点
か
ら
見

つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
」

世
界
で
ま
す
ま
す
存
在
感
を

強
め
る
制
度
や
取
組
み

さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
仏
教

精
神
の
醸
成
・
流
布
を
図
る
仏
教
伝

道
協
会
。
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、

そ
の
存
在
感
は
よ
り
大
き
く
な
る
。

代
表
的
な
事
業
が
、
30
年
以
上
も
前

か
ら
寄
付
講
座
と
し
て
開
か
れ
て
い

る
「
沼
田
仏
教
講
座
」
だ
。
今
や
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ハ
ー
バ
ー
ド
な
ど
世

界
有
数
の
名
門
大
学
を
は
じ
め
と
す

る
15
の
主
要
大
学
で
開
講
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
近
年
、
欧
米
で
は
日
本
仏

教
の
研
究
者
が
増
え
、
多
く
の
成
果

を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
。そ
の
陰
に
は
、

二
代
会
長
の
沼ぬ

ま

た田
智と

し
ひ
で秀

さ
ん
か
ら
始

ま
っ
た
外
国
人
留
学
生
奨
学
金
制
度

な
ど
の
、
仏
教
伝
道
協
会
の
継
続
的

な
支
援
と
、
学
術
振
興
へ
の
貢
献
が

あ
る
。

1
9
8
2
（
昭
和
57
）
年
か
ら
着

手
さ
れ
た
『
英
訳
大だ

い
ぞ
う
き
ょ
う

蔵
経
』
の
刊
行

事
業
も
、
そ
の
代
表
的
事
例
だ
。

「
大
蔵
経
の
も
と
に
な
る
『
大た

い
し
ょ
う正

新し
ん
し
ゅ
う脩
大だ

い
ぞ
う
き
ょ
う

蔵
経
』
は
、
も
と
も
と
漢
文

で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
世

界
各
国
の
仏
教
学
者
の
協
力
の
も

と
、
最
新
の

研
究
結
果

で
読
み
解

い
て
翻
訳
。

1
9
9
3

（
平
成
5
）

年
に
は
初
巻

『
摂し

ょ
う
だ
い
じ
ょ
う
ろ
ん

大
乗
論
』

を
発
刊
、
現
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宗派を超えた
仏教入門書を
無償提供

在
85
典
籍
が
53
巻
に
ま
と
め
ら
れ
ま

し
た
。
全
仏
典
の
翻
訳
完
了
に
は
ま

だ
ま
だ
時
間
を
要
し
ま
す
が
、
世
界

中
の
よ
り
多
く
の
方
々
に
仏
教
を
広

め
る
た
め
に
、
今
も
な
お
そ
の
刊
行

が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
」

長
年
、
各
国
語
に
翻
訳
し
た
『
仏

教
聖
典
』
を
寄
贈
し
て
き
た
仏
教
伝

道
協
会
の
活
動
は
海
外
か
ら
も
高
く

評
価
さ
れ
、こ
れ
ま
で
世
界
各
地
で

贈
呈
式
が
開
催
さ
れ
た
。合
わ
せ
て

寄
贈
先
国
の
協
力
も
得
て
そ
の
式
典

へ
参
加
で
き
る
日
本
か
ら
の
ツ
ア
ー
も

組
ま
れ
て
き
た
。
昨
年
に
は
、
今
世

界
か
ら
新
し
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
も

注
目
を
集
め
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
、『
仏

教
聖
典
』
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
版
と
英
語

二代会長　沼田 智秀さん 発願者　沼田 惠範さん

版
が
、
同
国
の
ホ
テ
ル
１
０
５
４
軒
、

約
４
万
室
に
常
備
さ
れ
る
よ
う
10
万

冊
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
『
仏
教
聖
典
』
贈
呈

式
の
開
催
と
、
こ
の
式
典
参
加
を
含

め
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
仏
教
伝
道
協
会

オ
リ
ジ
ナ
ル
ツ
ア
ー
が
企
画
さ
れ
て
い

る
。発

願
者
の
沼
田
惠
範
さ
ん
の
、
世

界
の
人
々
に
仏
教
精
神
を
広
め
る
と

い
う
志
を
受
け
継
ぎ
、
国
内
外
の
仏

教
伝
道
活
動
と
、
仏
教
文
化
・
学

術
振
興
に
寄
与
す
る
仏
教
伝
道
協

会
。
超
宗
派
の
団
体
だ
か
ら
こ
そ
可

能
な
幅
広
い
活
動
が
今
後
も
注
目

さ
れ
る
。
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へ
の
安
定
的
基
盤
を
得
て
、
私
財
を

投
じ
、
新
た
に
仏
教
伝
道
協
会
を
設

立
。
仏
の
教
え
を
広
く
世
界
に
伝
え

る
た
め
『
仏
教
聖
典
』
の
現
代
語
訳

に
着
手
す
る
が
、
数
多
く
の
宗
派
が

存
在
す
る
日
本
で
そ
の
作
業
に
は
多

く
の
困
難
が
伴
っ
た
と
い
う
。

「
宗
派
が
細
か
く
分
か
れ
て
い
る

の
は
日
本
の
特
徴
。
そ
れ
だ
け
に『
仏

教
聖
典
』の
編
纂
に
は
苦
労
が
多
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
こ
の
聖

典
は
大
乗
仏
教
と
上
座
部
仏
教
を
通

じ
て
基
本
的
か
つ
重
要
な
仏
の
教
え

を
網
羅
し
、
し
か
も
誰
も
が
そ
れ
を

理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い

ま
す
」

人
間
の
完
成
を
目
指
し
世
界
中
の

人
々
に
仏
教
の
心
を
伝
え
る

1
9
6
5
（
昭
和
40
）
年
に
沼ぬ

ま

た田

惠え

は

ん範
さ
ん
の
発
願
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
公
益
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
。

5
千
余
巻
に
も
お
よ
ぶ
経
典
を
ま
と

め
あ
げ
た
『
仏
教
聖
典
』
は
、
46
言

語
に
翻
訳
さ
れ
、
現
在
、
世
界
62
カ

国
の
主
要
ホ
テ
ル
や
寺
院
・
病
院
な

ど
に
約
9
2
0
万
冊
頒
布
さ
れ
て
い

る
。偉

業
と
も
い
え
る
事
業
を
成
し
遂

げ
た
仏
教
伝
道
協
会
の
歩
み
に
つ
い

て
、
曹
洞
宗
龍
宝
寺
の
ご
住
職
で
あ

り
、
華
厳
思
想
・
東
ア
ジ
ア
仏
教
を

専
門
に
東
大
名
誉
教
授
も
務
め
る

木き

む

ら村
清き

よ
た
か孝
会
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
発
願
者
で
あ
る
沼
田
惠
範
師

は
、
東
広
島
市
の
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
浄
蓮
寺
の
第
16
世
沼
田
惠
生
師
の

三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
19
歳

の
と
き
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
よ
り

ア
メ
リ
カ
開
教
使
補
に
推
さ
れ
渡
米

す
る
と
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー
校
在
学
中
に『
ザ・パ
シ
フ
ィ
ッ

ク
・
ワ
ー
ル
ド
』
と
い
う
東
洋
文
化

を
紹
介
す
る
雑
誌
を
創
刊
し
ま
す
。

当
時
の
米
国
は
ま
だ
排
日
感
情
が
色

濃
く
、
お
茶
や
華
道
、
剣
道
な
ど
東

洋
文
化
を
通
し
て
、
間
接
的
に
仏
教

精
神
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
よ
う
と

し
ま
し
た
」

『
ザ
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル

ド
』
は
、
米
国
の
各
大
学
や
図
書
館

な
ど
に
寄
贈
さ
れ
、
多
く
の
識
者
に

好
評
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
4

年
後
、
経
済
的
に
行
き
詰
ま
り
廃
刊
。

沼
田
惠
範
さ
ん
は
、
そ
の
教
訓
を
胸

に
、
帰
国
後
、
三
豊
製
作
所
を
創
業
、

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
の
分
野
で
は
国
内

90
％
以
上
の
シ
ェ
ア
を
誇
る
株
式
会

社
ミ
ツ
ト
ヨ
へ
と
育
て
上
げ
る
。
事

業
の
発
展
に
よ
り
、か
ね
て
よ
り
「
世

界
の
平
和
は
人
間
の
完
成
に
よ
っ
て

の
み
得
ら
れ
、
人
間
の
完
成
を
目
指

す
宗
教
に
仏
教
が
あ
る
」
と
考
え
て

い
た
沼
田
惠
範
さ
ん
は
、
仏
教
伝
道

『仏教聖典』

プロフィール　木村 清孝 (きむら きよたか )

1940（昭和15）年熊本県生まれ。公益財団法人仏教伝道協会会長。
曹洞宗龍宝寺住職。東京大学名誉教授。1963（昭和38）年東京大学
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貫して華厳思想を中心とする東アジア仏教思想の研究に従事。2017
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現
代
語
訳
『
仏
教
聖
典
』
の

多
言
語
翻
訳
と
そ
の
無
償
頒
布

『
仏
教
聖
典
』
の
現
代
語
訳
は
多

く
の
賛
同
者
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
外
国
語
訳
に
よ
る
編
集
、

刊
行
と
そ
の
普
及
が
仏
教
伝
道
協
会

の
事
業
の
柱
と
な
り
、
1
9
6
6
（
昭

和
41
）
年
に
は
『
日
英
対
訳
仏
教
聖

典
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
今
も
全
世
界

の
ホ
テ
ル
に
約
7
万
冊
が
無
償
で
頒

布
さ
れ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
か
ら
「
ホ
テ
ル
で
見
た
『
仏

教
聖
典
』
の
一
言
に
救
わ
れ
た
」
と
い

う
声
も
届
い
た
と
い
う
。
木
村
会
長

は
「
仏
教
の
教
え
が
、
個
人
の
悩
み

に
寄
り
添
い
安
心
で
き
る
場
所
を
つ

く
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
私
た
ち

の
ひ
と
つ
の
目
標
は
達
成
さ
れ
た
と
い

え
る
」
と
語
る
。

超
宗
派
の
団
体
と
し
て

宗
派
間
の
交
流
を
促
進

現
在
、
仏
教
伝
道
協
会
で
は
『
仏

教
聖
典
』
を
従
来
の
型
に
と
ら
わ
れ

ず
、
現
代
人
が
親
し
み
や
す
い
副
読

本
や
マ
ン
ガ
な
ど
の
か
た
ち
に
編
集

し
な
お
し
て
発
行
も
し
て
い
る
。
ま

た
、
仏
教
精
神
を
体
験
で
き
る
坐

禅
会
や
ヨ
ガ
教
室
、
英
語
講
座
の
ほ

か
、
絵
本
コ
ン
テ
ス
ト
の
創
設
な
ど
、

ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
も
行
う
。
さ
ら
に
、

超
宗
派
の
仏
教
団
体
と
し
て
、
宗
派

間
の
交
流
を
進
め
る
活
動
に
も
積
極

的
だ
。

「
実
践
布
教
研
究
会
は
、1
9
7
0

（
昭
和
45
）年
の
創
設
か
ら
毎
年
開
か

れ
て
い
る
超
宗
派
の
活
動
で
す
。
こ

の
研
究
会
は
、
日
本
仏
教
各
宗
派
を

代
表
す
る
大
本
山
で
行
わ
れ
、
こ
れ

ま
で
も
比
叡
山
延
暦
寺
、
身
延
山
久

遠
寺
、
正
法
山
妙
心
寺
、
吉
祥
山
永

平
寺
な
ど
が
会
場
に
な
り
ま
し
た
。

研
修
中
は
、
会
場
と
な
っ
た
宗
派
の

お
勤
め
の
仕
方
、
講
話
、
食
事
作
法

な
ど
を
学
び
、
聞も

ん

・
思し

・
修し

ゅ
う

三さ

ん

え慧
一
体

と
な
っ
た
仏
道
を
修
め
ま
す
。
普
段
、

な
か
な
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
他

宗
派
の
仏
道
を
体
験
す
る
こ
と
で
、

自
ら
の
宗
派
を
新
た
な
視
点
か
ら
見

つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
」

世
界
で
ま
す
ま
す
存
在
感
を

強
め
る
制
度
や
取
組
み

さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
仏
教

精
神
の
醸
成
・
流
布
を
図
る
仏
教
伝

道
協
会
。
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、

そ
の
存
在
感
は
よ
り
大
き
く
な
る
。

代
表
的
な
事
業
が
、
30
年
以
上
も
前

か
ら
寄
付
講
座
と
し
て
開
か
れ
て
い

る
「
沼
田
仏
教
講
座
」
だ
。
今
や
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ハ
ー
バ
ー
ド
な
ど
世

界
有
数
の
名
門
大
学
を
は
じ
め
と
す

る
15
の
主
要
大
学
で
開
講
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
近
年
、
欧
米
で
は
日
本
仏

教
の
研
究
者
が
増
え
、
多
く
の
成
果

を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
。そ
の
陰
に
は
、

二
代
会
長
の
沼ぬ

ま

た田
智と

し
ひ
で秀

さ
ん
か
ら
始

ま
っ
た
外
国
人
留
学
生
奨
学
金
制
度

な
ど
の
、
仏
教
伝
道
協
会
の
継
続
的

な
支
援
と
、
学
術
振
興
へ
の
貢
献
が

あ
る
。

1
9
8
2
（
昭
和
57
）
年
か
ら
着

手
さ
れ
た
『
英
訳
大だ

い
ぞ
う
き
ょ
う

蔵
経
』
の
刊
行

事
業
も
、
そ
の
代
表
的
事
例
だ
。

「
大
蔵
経
の
も
と
に
な
る
『
大た

い
し
ょ
う正

新し
ん
し
ゅ
う脩
大だ

い
ぞ
う
き
ょ
う

蔵
経
』
は
、
も
と
も
と
漢
文

で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
世

界
各
国
の
仏
教
学
者
の
協
力
の
も

と
、
最
新
の

研
究
結
果

で
読
み
解

い
て
翻
訳
。

1
9
9
3

（
平
成
5
）

年
に
は
初
巻

『
摂し

ょ
う
だ
い
じ
ょ
う
ろ
ん

大
乗
論
』

を
発
刊
、
現

公益財団法人仏教伝道協会
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宗派を超えた
仏教入門書を
無償提供

在
85
典
籍
が
53
巻
に
ま
と
め
ら
れ
ま

し
た
。
全
仏
典
の
翻
訳
完
了
に
は
ま

だ
ま
だ
時
間
を
要
し
ま
す
が
、
世
界

中
の
よ
り
多
く
の
方
々
に
仏
教
を
広

め
る
た
め
に
、
今
も
な
お
そ
の
刊
行

が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
」

長
年
、
各
国
語
に
翻
訳
し
た
『
仏

教
聖
典
』
を
寄
贈
し
て
き
た
仏
教
伝

道
協
会
の
活
動
は
海
外
か
ら
も
高
く

評
価
さ
れ
、こ
れ
ま
で
世
界
各
地
で

贈
呈
式
が
開
催
さ
れ
た
。合
わ
せ
て

寄
贈
先
国
の
協
力
も
得
て
そ
の
式
典

へ
参
加
で
き
る
日
本
か
ら
の
ツ
ア
ー
も

組
ま
れ
て
き
た
。
昨
年
に
は
、
今
世

界
か
ら
新
し
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
も

注
目
を
集
め
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
、『
仏

教
聖
典
』
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
版
と
英
語

二代会長　沼田 智秀さん 発願者　沼田 惠範さん

版
が
、
同
国
の
ホ
テ
ル
１
０
５
４
軒
、

約
４
万
室
に
常
備
さ
れ
る
よ
う
10
万

冊
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
『
仏
教
聖
典
』
贈
呈

式
の
開
催
と
、
こ
の
式
典
参
加
を
含

め
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
仏
教
伝
道
協
会

オ
リ
ジ
ナ
ル
ツ
ア
ー
が
企
画
さ
れ
て
い

る
。発

願
者
の
沼
田
惠
範
さ
ん
の
、
世

界
の
人
々
に
仏
教
精
神
を
広
め
る
と

い
う
志
を
受
け
継
ぎ
、
国
内
外
の
仏

教
伝
道
活
動
と
、
仏
教
文
化
・
学

術
振
興
に
寄
与
す
る
仏
教
伝
道
協

会
。
超
宗
派
の
団
体
だ
か
ら
こ
そ
可

能
な
幅
広
い
活
動
が
今
後
も
注
目

さ
れ
る
。
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（右）南都十輪院住職橋本純信さん
（左上）「みんなのお寺」奈良の中。ご
本尊の阿弥陀如来と瞑想室や写経室
などがある（左下）東向商店街にある

「みんなのお寺」奈良

真言宗 南都十輪院 『みんなのお寺  仏教相談センター』

From the Past to the Future

商店街にある『出張寺院』が寺本来の在り方を問う

寺 社 の 新 た な 取 り 組 み

奈
良
と
東
京
そ
れ
ぞ
れ

月
1
0
0
人
が
訪
れ
る
出
張
寺
院

奈
良
市
十
輪
院
町
に
あ
る
真
言
宗 

南
都

十
輪
院
。
奈
良
時
代
の
元げ

ん
し
ょ
う正

天
皇
の
発
願
に

よ
る
創
建
、
右
大
臣
･
吉
備
真
備
の
長
男
で

あ
る
浅あ

さ
の
の
す
く
ね
の
な
か
い

野
宿
禰
魚
養
の
開
基
と
も
い
わ
れ
る

由
緒
あ
る
寺
だ
。

こ
の
寺
の
橋は

し
も
と本

純じ
ゅ
ん
し
ん信

住
職
が
、
2
0
0
6

（
平
成
18
）年
4
月
に
、
地
元
の
商
店
街
の
一

室
を
借
り
て
「
み
ん
な
の
お
寺 

仏
教
相
談
セ

ン
タ
ー
」を
開
設
し
た
。
地
元
民
や
観
光
客
で

に
ぎ
わ
う
、
お
よ
そ
寺
院
が
あ
り
そ
う
に
な
い

場
所
に
あ
る
“
出
張
寺
院
”
だ
。
住
職
と
僧

侶
6
人
、職
員
3
人
が
交
代
で
詰
め
て
い
る
。

橋
本
住
職
は
「
も
っ
と
気
軽
に
、
檀
家
さ

ん
だ
け
で
な
く
一
般
の
方
と
接
点
を
持
つ
方
法

は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
。
そ
し
て
、
何
が
幸

せ
か
掴
み
に
く
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
こ

ろ
の
休
息
所
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
い
、

と
い
う
思
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
商
店
街
に

“
出
張
寺
院
”
を
作
っ
た
の
で
す
」
と
語
る
。

　
2
0
1
4（
平
成
26
）
年
に
は
東
京
に
も
開

設
。
訪
れ
る
人
は
、
奈
良
と
東
京
で
そ
れ
ぞ

れ
月
約
1
0
0
人
。
老
若
男
女
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
が
訪
れ
て
い
る
。
僧
侶
と
話
し
が
で
き

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
朝
と
夕
方
の
勤
行
、

写
経
、
写
仏
、
瞑
想
を
す
る
人
も
い
る
。
ま
さ

に
本
来
の
お
寺
の
在
り
方
を
体
現
し
て
い
る

施
設
と
い
え
よ
う
。

出
張
寺
院
を
拠
点
と
し
て

拡
が
る
人
と
人
の
絆

　「
み
ん
な
の
お
寺
」で
一
番
多
い
相
談
は
個

人
的
な
悩
み
事
だ
そ
う
だ
。橋
本
住
職
い
わ

く「
や
や
男
性
が
多
い
で
す
。男
の
人
は
ス
ト

レ
ス
発
散
が
ヘ
タ
で
す
か
ら
ね（
笑
）。そ
う
い

う
相
談
を
聞
く
こ
と
は
僕
ら
に
と
っ
て
も
修

行
に
な
り
ま
す
。“
こ
う
い
う
対
応
を
す
べ
き

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
” 

“
こ
う
い
う
こ
と
を

勉
強
し
て
お
か
な
い
と
だ
め
だ
な
”と
毎
回
反

省
し
て
い
ま
す
。僕
以
外
の
僧
侶
は
ほ
と
ん
ど

が
30
歳
代
で
す
か
ら
、な
お
さ
ら
で
す
ね
」。

法
事
や
墓
、永
代
供
養
の
話
も
、今
で
は
ひ
っ

き
り
な
し
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、結
果
と
し

て
寺
院
の
運
営
に
も
寄
与
し
て
い
る
よ
う
だ
。

興
味
深
い
の
は
、
訪
れ
る
人
同
士
で
会
話

や
繋
が
り
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
来
訪
者
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
さ
に

『
み
ん
な
の
お
寺
』だ
。古
く
か
ら
地
域
の
人
々

の
交
流
場
所
で
も
あ
っ
た
寺
院
の
役
割
が
、

こ
こ
に
顕
現
し
て
い
る
。「
時
に
は
も
う
僕
は
い

な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
よ
」
と
橋
本
住
職
は
笑
う
。

ま
さ
に
こ
の
施
設
は
、
地
域
に
密
着
し
た

現
代
の
寺
の
在
り
方
の
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

＜奈良＞
〒630-8216 
奈良市東向南町１ami21ビル２階
TEL：0742-25-5588
○開館時間：10時～19時
○朝のお勤め：10時～10時30分
　夕のお勤め：17時～17時30分
＜東京＞
〒101-0051　
東京都千代田区神田神保町2-24　
木下ビル2階
TEL：03-6261-3356
○開館時間：8時～18時30分
○朝のお勤め：8時～9時
　夕のお勤め：17時30分～18時30分
定休日（奈良・東京）：木曜日
http://www.jurin-in.com/minna.html
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（右）学生時代に実家でアルバイトしたことが家
業を継ぐきっかけだったと語る山本さん

（左上）青銅鏡作りの技法は古来より受け継が
れてきた伝統的な手法をそのまま引き継ぐ。自
らが納めたものに対して長く関われるよう、ご神
鏡の修復や年に1回が理想とされるメンテナン
スとしての磨きも請負う（左下）光の当たり具合
で図案が浮かび上がる魔鏡は、ギリギリまで薄
く研ぐ高度な技術が必要

多
く
の
神
社
の
拝
殿
に
据
え
ら
れ
て
い

る
ご
神
鏡
と
呼
ば
れ
る
青
銅
鏡
を
創
業
時

の
江
戸
末
期
か
ら
作
り
続
け
て
い
る
山
本

合
金
製
作
所
。
こ
こ
で
現
在
中
心
と
な
っ
て

鏡
作
り
に
励
む
の
が
5
代
目
、
山や

ま
も
と本
晃あ

き
ひ
さ久

さ
ん
。
そ
の
肩
書
き
は
「
鏡
師
」。
年
に
1

度
行
う
の
が
理
想
と
さ
れ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

も
含
め
、
青
銅
鏡
作
り
に
携
わ
る
鏡
師
職

人
は
全
国
的
に
も
数
少
な
い
。

鏡
師
の
仕
事
は
ま
ず
鋳
型
作
り
に
始
ま

り
、
そ
の
後
鋳
造
さ
れ
た
金
属
を
研
い
で

仕
上
げ
る
が
、
鋳
型
・
鋳
造
・
研
ぎ
の
3

工
程
そ
れ
ぞ
れ
を
一
人
前
に
行
う
に
は
各
10

年
、
計
30
年
の
経
験
が
必
要
と
言
わ
れ
る
。

「
私
は
鏡
師
に
な
っ
て
20
年
弱
。一
人
前

の
職
人
な
ら
1
枚
を
納
め
る
の
に
作
る
鏡

は
2
枚
で
す
が
、
私
の
場
合
は
ま
だ
5
〜

6
枚
作
り
ま
す
。
直
径
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
鏡
で
2
ヶ
月
は
製
作
に
要
す
る
の
で
枚

数
を
作
る
の
は
大
変
で
す
が
、一
人
前
に
な

る
に
は
経
験
を
積
む
し
か
な
い
」
と
語
る
よ

う
真
摯
に
変
わ
ら
ぬ
伝
統
工
法
で
青
銅
鏡

を
作
る
一
方
で
、
ア
ー
ト
界
か
ら
の
評
価
も

高
く
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
も
多
い
。

「
展
覧
会
へ
の
参
加
を
は
じ
め
不
定
期

で
鏡
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
“
鏡
師
”
と
い

う
職
業
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
。
鏡
師
と

い
う
仕
事
を
知
り
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ

と
で
、
こ
の
仕
事
や
技
法
を
次
世
代
に
伝

え
て
い
き
た
い
で
す
」

株式会社 山本合金製作所　鏡師　山本 晃久

From the Past to the Future

30年で一人前！ 自分自身をも磨き続ける5代目鏡師の挑戦

伝 統 と 文 化 を 継 承 す る 職 人 名 鑑

＜株式会社 山本合金製作所＞
〒600-8837
京都市下京区夷馬場町6-6
TEL：075-351-2338
https://www.facebook.com/yamamotogoukin/
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（右）南都十輪院住職橋本純信さん
（左上）「みんなのお寺」奈良の中。ご
本尊の阿弥陀如来と瞑想室や写経室
などがある（左下）東向商店街にある

「みんなのお寺」奈良

真言宗 南都十輪院 『みんなのお寺  仏教相談センター』

From the Past to the Future

商店街にある『出張寺院』が寺本来の在り方を問う

寺 社 の 新 た な 取 り 組 み

奈
良
と
東
京
そ
れ
ぞ
れ

月
1
0
0
人
が
訪
れ
る
出
張
寺
院

奈
良
市
十
輪
院
町
に
あ
る
真
言
宗 

南
都

十
輪
院
。
奈
良
時
代
の
元げ

ん
し
ょ
う正

天
皇
の
発
願
に

よ
る
創
建
、
右
大
臣
･
吉
備
真
備
の
長
男
で

あ
る
浅あ

さ
の
の
す
く
ね
の
な
か
い

野
宿
禰
魚
養
の
開
基
と
も
い
わ
れ
る

由
緒
あ
る
寺
だ
。

こ
の
寺
の
橋は

し
も
と本

純じ
ゅ
ん
し
ん信

住
職
が
、
2
0
0
6

（
平
成
18
）年
4
月
に
、
地
元
の
商
店
街
の
一

室
を
借
り
て
「
み
ん
な
の
お
寺 

仏
教
相
談
セ

ン
タ
ー
」を
開
設
し
た
。
地
元
民
や
観
光
客
で

に
ぎ
わ
う
、
お
よ
そ
寺
院
が
あ
り
そ
う
に
な
い

場
所
に
あ
る
“
出
張
寺
院
”
だ
。
住
職
と
僧

侶
6
人
、職
員
3
人
が
交
代
で
詰
め
て
い
る
。

橋
本
住
職
は
「
も
っ
と
気
軽
に
、
檀
家
さ

ん
だ
け
で
な
く
一
般
の
方
と
接
点
を
持
つ
方
法

は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
。
そ
し
て
、
何
が
幸

せ
か
掴
み
に
く
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
こ

ろ
の
休
息
所
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
い
、

と
い
う
思
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
商
店
街
に

“
出
張
寺
院
”
を
作
っ
た
の
で
す
」
と
語
る
。

　
2
0
1
4（
平
成
26
）
年
に
は
東
京
に
も
開

設
。
訪
れ
る
人
は
、
奈
良
と
東
京
で
そ
れ
ぞ

れ
月
約
1
0
0
人
。
老
若
男
女
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
が
訪
れ
て
い
る
。
僧
侶
と
話
し
が
で
き

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
朝
と
夕
方
の
勤
行
、

写
経
、
写
仏
、
瞑
想
を
す
る
人
も
い
る
。
ま
さ

に
本
来
の
お
寺
の
在
り
方
を
体
現
し
て
い
る

施
設
と
い
え
よ
う
。

出
張
寺
院
を
拠
点
と
し
て

拡
が
る
人
と
人
の
絆

　「
み
ん
な
の
お
寺
」で
一
番
多
い
相
談
は
個

人
的
な
悩
み
事
だ
そ
う
だ
。橋
本
住
職
い
わ

く「
や
や
男
性
が
多
い
で
す
。男
の
人
は
ス
ト

レ
ス
発
散
が
ヘ
タ
で
す
か
ら
ね（
笑
）。そ
う
い

う
相
談
を
聞
く
こ
と
は
僕
ら
に
と
っ
て
も
修

行
に
な
り
ま
す
。“
こ
う
い
う
対
応
を
す
べ
き

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
” 

“
こ
う
い
う
こ
と
を

勉
強
し
て
お
か
な
い
と
だ
め
だ
な
”と
毎
回
反

省
し
て
い
ま
す
。僕
以
外
の
僧
侶
は
ほ
と
ん
ど

が
30
歳
代
で
す
か
ら
、な
お
さ
ら
で
す
ね
」。

法
事
や
墓
、永
代
供
養
の
話
も
、今
で
は
ひ
っ

き
り
な
し
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、結
果
と
し

て
寺
院
の
運
営
に
も
寄
与
し
て
い
る
よ
う
だ
。

興
味
深
い
の
は
、
訪
れ
る
人
同
士
で
会
話

や
繋
が
り
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
来
訪
者
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
さ
に

『
み
ん
な
の
お
寺
』だ
。古
く
か
ら
地
域
の
人
々

の
交
流
場
所
で
も
あ
っ
た
寺
院
の
役
割
が
、

こ
こ
に
顕
現
し
て
い
る
。「
時
に
は
も
う
僕
は
い

な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
よ
」
と
橋
本
住
職
は
笑
う
。

ま
さ
に
こ
の
施
設
は
、
地
域
に
密
着
し
た

現
代
の
寺
の
在
り
方
の
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

＜奈良＞
〒630-8216 
奈良市東向南町１ami21ビル２階
TEL：0742-25-5588
○開館時間：10時～19時
○朝のお勤め：10時～10時30分
　夕のお勤め：17時～17時30分
＜東京＞
〒101-0051　
東京都千代田区神田神保町2-24　
木下ビル2階
TEL：03-6261-3356
○開館時間：8時～18時30分
○朝のお勤め：8時～9時
　夕のお勤め：17時30分～18時30分
定休日（奈良・東京）：木曜日
http://www.jurin-in.com/minna.html
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（右）学生時代に実家でアルバイトしたことが家
業を継ぐきっかけだったと語る山本さん

（左上）青銅鏡作りの技法は古来より受け継が
れてきた伝統的な手法をそのまま引き継ぐ。自
らが納めたものに対して長く関われるよう、ご神
鏡の修復や年に1回が理想とされるメンテナン
スとしての磨きも請負う（左下）光の当たり具合
で図案が浮かび上がる魔鏡は、ギリギリまで薄
く研ぐ高度な技術が必要

多
く
の
神
社
の
拝
殿
に
据
え
ら
れ
て
い

る
ご
神
鏡
と
呼
ば
れ
る
青
銅
鏡
を
創
業
時

の
江
戸
末
期
か
ら
作
り
続
け
て
い
る
山
本

合
金
製
作
所
。
こ
こ
で
現
在
中
心
と
な
っ
て

鏡
作
り
に
励
む
の
が
5
代
目
、
山や

ま
も
と本
晃あ

き
ひ
さ久

さ
ん
。
そ
の
肩
書
き
は
「
鏡
師
」。
年
に
1

度
行
う
の
が
理
想
と
さ
れ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

も
含
め
、
青
銅
鏡
作
り
に
携
わ
る
鏡
師
職

人
は
全
国
的
に
も
数
少
な
い
。

鏡
師
の
仕
事
は
ま
ず
鋳
型
作
り
に
始
ま

り
、
そ
の
後
鋳
造
さ
れ
た
金
属
を
研
い
で

仕
上
げ
る
が
、
鋳
型
・
鋳
造
・
研
ぎ
の
3

工
程
そ
れ
ぞ
れ
を
一
人
前
に
行
う
に
は
各
10

年
、
計
30
年
の
経
験
が
必
要
と
言
わ
れ
る
。

「
私
は
鏡
師
に
な
っ
て
20
年
弱
。一
人
前

の
職
人
な
ら
1
枚
を
納
め
る
の
に
作
る
鏡

は
2
枚
で
す
が
、
私
の
場
合
は
ま
だ
5
〜

6
枚
作
り
ま
す
。
直
径
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
鏡
で
2
ヶ
月
は
製
作
に
要
す
る
の
で
枚

数
を
作
る
の
は
大
変
で
す
が
、一
人
前
に
な

る
に
は
経
験
を
積
む
し
か
な
い
」
と
語
る
よ

う
真
摯
に
変
わ
ら
ぬ
伝
統
工
法
で
青
銅
鏡

を
作
る
一
方
で
、
ア
ー
ト
界
か
ら
の
評
価
も

高
く
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
も
多
い
。

「
展
覧
会
へ
の
参
加
を
は
じ
め
不
定
期

で
鏡
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
“
鏡
師
”
と
い

う
職
業
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
。
鏡
師
と

い
う
仕
事
を
知
り
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ

と
で
、
こ
の
仕
事
や
技
法
を
次
世
代
に
伝

え
て
い
き
た
い
で
す
」

株式会社 山本合金製作所　鏡師　山本 晃久

From the Past to the Future

30年で一人前！ 自分自身をも磨き続ける5代目鏡師の挑戦

伝 統 と 文 化 を 継 承 す る 職 人 名 鑑

＜株式会社 山本合金製作所＞
〒600-8837
京都市下京区夷馬場町6-6
TEL：075-351-2338
https://www.facebook.com/yamamotogoukin/
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い
よ
い
よ
6
月
に
施
行
さ
れ
る｢

民
泊
新
法｣

が

寺
社
の
新
た
な
未
来
を
切
り
開
く
理
由
と
は
？

昨
年
公
布
さ
れ
注
目
を
集
め
た
「
住
宅

宿
泊
事
業
法
」
が
、
今
年
の
6
月
か
ら
い

よ
い
よ
施
行
さ
れ
る
。「
民
泊
新
法
」
と

呼
ば
れ
る
こ
の
法
律
が
、
寺
社
に
と
っ
て

新
た
な
未
来
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。

民
泊
と
は
一
般
的
に
「
個
人
宅
の
一
部
や

空
き
別
荘
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
な
ど
を

観
光
客
に
有
料
で
提
供
す
る
こ
と
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
東
京
、
京
都
、

大
阪
で
は
ホ
テ
ル
需
要
が
爆
発
的
に
高
ま

り
、
特
に
京
都
で
は
ホ
テ
ル
の
平
均
稼
働

率
が
90
％
を
超
え
る
異
常
事
態
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
需
要
激
増
に
対
応
す
べ
く
、
個
人

宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
貸
し
出
す
新
し
い
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
出
現
し
た
が
、
そ
れ
に

対
す
る
法
整
備
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
違
法
な
状
態
の
民
泊
が
増
え
る
こ

と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
宿
泊
客
が

夜
中
ま
で
騒
い
だ
り
ゴ
ミ
を
散
ら
か
し
た

り
と
、
管
理
不
足
ゆ
え
の
ト
ラ
ブ
ル
も
多

発
し
て
い
た
。
こ
の
状
態
を
し
っ
か
り
管

理
す
る
た
め
、
そ
し
て
激
増
す
る
宿
泊
需

要
に
応
え
る
た
め
に
こ
の
新
法
が
生
ま
れ

た
。

新
た
な
規
制
は
寺
社
に
と
っ
て

好
都
合

本
来
、
旅
館
業
の
許
可
を
得
ず
に
反

復
継
続
的
に
有
料
で
客
を
宿
泊
さ
せ
る
民

泊
は
違
反
行
為
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
新

法
に
則
っ
て
届
出
を
す
れ
ば
、
旅
館
の
許

可
を
得
な
く
て
も
年
間
1
8
0
日
ま
で

は
宿
泊
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

消
防
用
設
備
等
の
設
置
も
、
民
泊
と
し

て
使
用
す
る
部
分
が
建
物
全
体
の
半
分
以

下
で
、
か
つ
50
㎡
以
下
で
あ
れ
ば
不
要
だ
。

1
人
あ
た
り
3.
3
㎡
以
上
の
床
面
積

が
確
保
さ
れ
る
な
ら
宿
泊
者
数
の
制
限

も
な
い
。
施
設
内
に
ひ
と
つ
で
も
空
い
た

部
屋
が
あ
れ
ば
宿
泊
場
所
と
し
て
活
用
で

条件 旅館業法
（簡易宿所）

民泊新法
（住宅宿泊法）

申告形態
都道府県

（保険所設置市区は市区長）
に対する許可申請

都道府県
（保険所設置市区は市区長）に対する届出

営業上限
日数 なし 180日※

最低宿泊
日数 なし なし

フロント
設置 原則なし なし

宿泊者数

制限なし
（ただし定員が多く
なれば必要トイレ数が
増え、最低床面積

〔人数×3.3 平方メートル〕
が必要）

制限なし
（最低床面積〔人数×3.3 平方メートル〕が

必要）

住宅専用
地域での
営業

不可 可※

※自治体の条例により異なる
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き
る
。

さ
ら
に
フ
ロ
ン
ト
の
設
置
も
必
要
が
な

い
た
め
、
参
入
障
壁
は
か
な
り
低
く
な
っ

た
。寺

社
に
と
っ
て
こ
の
新
法
の
施
行
に
よ

り
、
民
泊
を
導
入
し
や
す
く
な
っ
た
と
い

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
集
会
や
修
行
な
ど
の

た
め
に
使
わ
れ
る
施
設
が
整
っ
て
い
る
寺

社
な
ら
ば
、
そ
の
本
来
持
っ
て
い
る
設
備

を
そ
の
ま
ま
生
か
せ
る
か
ら
だ
。

た
だ
、
周
辺
住
民
へ
の
配
慮
な
ど
か

ら
、
自
治
体
が
独
自
の
条
例
で
上
限
を

1
8
0
日
よ
り
少
な
く
し
た
り
、
住
宅
地

で
の
営
業
を
認
め
な
い
と
い
っ
た
内
容
を

だ
ろ
う
か
。
ま
た
法
事
の
場
合
、
参
列
者

が
遠
方
か
ら
来
ら
れ
る
と
き
は
、
わ
ざ
わ

ざ
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
を
紹
介
し
な
く
て

も
、
そ
の
ま
ま
お
寺
に
宿
泊
し
て
も
ら
う

こ
と
も
で
き
る
。

つ
ま
り
、
民
泊
の
導
入
に
よ
っ
て
寺
社

と
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
り

広
く
、
よ
り
濃
密
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た

活
動
を
通
し
て
寺
社
を
よ
り
身
近
に
感
じ

て
も
ら
っ
た
り
、
寺
社
の
在
り
方
に
つ
い
て

も
よ
り
広
く
、
深
く
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

民
泊
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス

「
テ
ラ
ハ
ク
」

従
来
の
旅
館
業
法
な
ど
に
よ
る
民
泊
に

比
べ
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
寺
社
に
よ
る
民

泊
開
設
の
障
壁
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
時
流
に
も
乗
っ
て
、
現
在
、
お
寺

に
よ
る
民
泊
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
お
寺
と
宿

泊
客
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
サ
ー
ビ
ス
「
テ
ラ

ハ
ク
」
の
準
備
が
進
ん
で
い
る
。

「
新
法
で
民
泊
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
で

き
て
も
、全
国
の
宿
泊
客
へ
の
告
知
は
難

し
い
…
」と
た
め
ら
う
お
寺
に
と
っ
て
は
、

最
適
な
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
に
違
い
な
い
。

今
後
、編
集
部
で
は「
テ
ラ
ハ
ク
」に
注
目

し
、特
集
を
組
ん
で
紹
介
す
る
予
定
だ
。

制
定
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
「
日
数
制
限
に
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

の
参
画
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

意
見
も
あ
る
が
、そ
の
制
限
は
寺
社
に
と
っ

て
は
そ
れ
ほ
ど
障
壁
で
は
な
い
。
も
と
も

と
法
事
や
行
事
な
ど
が
あ
る
た
め
3
6
5

日
フ
ル
稼
働
の
宿
泊
受
け
入
れ
体
制
は
難

し
い
。
そ
う
し
た
行
事
が
な
い
期
間
だ
け

を
民
泊
に
す
れ
ば
い
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
運
用
方
法
も
想
定
し
や
す

い
。
例
え
ば
住
職
が
複
数
の
お
寺
を
兼
務

さ
れ
て
い
れ
ば
、
住
職
が
不
在
に
な
る
場

合
で
も
、
お
寺
を
民
泊
と
し
て
宿
泊
客
を

受
け
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

「民泊新法」による３つのメリット

民泊ホストや施設管理者が 
自治体にインターネット上から
届出を行うだけで営業が可能

特区民泊にはある「２泊３日以上」
といった最低宿泊日数制限なし

現行法では不可能な住居専用地域でも
合法的に民泊の営業が可能

※観光庁が新たに整備する「電子申請システム」でインターネット
からの届出が可能になる。

「お寺に泊まろう！テラハク」
2018 年 6 月宿泊サービス開始予定。
現在、テラハクに参加を希望する寺院の
事前登録を公式サイトにて受付中。
http://terahaku.jp/
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い
よ
い
よ
6
月
に
施
行
さ
れ
る｢

民
泊
新
法｣

が

寺
社
の
新
た
な
未
来
を
切
り
開
く
理
由
と
は
？

昨
年
公
布
さ
れ
注
目
を
集
め
た
「
住
宅

宿
泊
事
業
法
」
が
、
今
年
の
6
月
か
ら
い

よ
い
よ
施
行
さ
れ
る
。「
民
泊
新
法
」
と

呼
ば
れ
る
こ
の
法
律
が
、
寺
社
に
と
っ
て

新
た
な
未
来
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。

民
泊
と
は
一
般
的
に
「
個
人
宅
の
一
部
や

空
き
別
荘
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
な
ど
を

観
光
客
に
有
料
で
提
供
す
る
こ
と
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
東
京
、
京
都
、

大
阪
で
は
ホ
テ
ル
需
要
が
爆
発
的
に
高
ま

り
、
特
に
京
都
で
は
ホ
テ
ル
の
平
均
稼
働

率
が
90
％
を
超
え
る
異
常
事
態
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
需
要
激
増
に
対
応
す
べ
く
、
個
人

宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
貸
し
出
す
新
し
い
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
出
現
し
た
が
、
そ
れ
に

対
す
る
法
整
備
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
違
法
な
状
態
の
民
泊
が
増
え
る
こ

と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
宿
泊
客
が

夜
中
ま
で
騒
い
だ
り
ゴ
ミ
を
散
ら
か
し
た

り
と
、
管
理
不
足
ゆ
え
の
ト
ラ
ブ
ル
も
多

発
し
て
い
た
。
こ
の
状
態
を
し
っ
か
り
管

理
す
る
た
め
、
そ
し
て
激
増
す
る
宿
泊
需

要
に
応
え
る
た
め
に
こ
の
新
法
が
生
ま
れ

た
。

新
た
な
規
制
は
寺
社
に
と
っ
て

好
都
合

本
来
、
旅
館
業
の
許
可
を
得
ず
に
反

復
継
続
的
に
有
料
で
客
を
宿
泊
さ
せ
る
民

泊
は
違
反
行
為
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
新

法
に
則
っ
て
届
出
を
す
れ
ば
、
旅
館
の
許

可
を
得
な
く
て
も
年
間
1
8
0
日
ま
で

は
宿
泊
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

消
防
用
設
備
等
の
設
置
も
、
民
泊
と
し

て
使
用
す
る
部
分
が
建
物
全
体
の
半
分
以

下
で
、
か
つ
50
㎡
以
下
で
あ
れ
ば
不
要
だ
。

1
人
あ
た
り
3.
3
㎡
以
上
の
床
面
積

が
確
保
さ
れ
る
な
ら
宿
泊
者
数
の
制
限

も
な
い
。
施
設
内
に
ひ
と
つ
で
も
空
い
た

部
屋
が
あ
れ
ば
宿
泊
場
所
と
し
て
活
用
で

条件 旅館業法
（簡易宿所）

民泊新法
（住宅宿泊法）

申告形態
都道府県

（保険所設置市区は市区長）
に対する許可申請

都道府県
（保険所設置市区は市区長）に対する届出

営業上限
日数 なし 180日※

最低宿泊
日数 なし なし

フロント
設置 原則なし なし

宿泊者数

制限なし
（ただし定員が多く
なれば必要トイレ数が
増え、最低床面積

〔人数×3.3 平方メートル〕
が必要）

制限なし
（最低床面積〔人数×3.3 平方メートル〕が

必要）

住宅専用
地域での
営業

不可 可※

※自治体の条例により異なる
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き
る
。

さ
ら
に
フ
ロ
ン
ト
の
設
置
も
必
要
が
な

い
た
め
、
参
入
障
壁
は
か
な
り
低
く
な
っ

た
。寺

社
に
と
っ
て
こ
の
新
法
の
施
行
に
よ

り
、
民
泊
を
導
入
し
や
す
く
な
っ
た
と
い

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
集
会
や
修
行
な
ど
の

た
め
に
使
わ
れ
る
施
設
が
整
っ
て
い
る
寺

社
な
ら
ば
、
そ
の
本
来
持
っ
て
い
る
設
備

を
そ
の
ま
ま
生
か
せ
る
か
ら
だ
。

た
だ
、
周
辺
住
民
へ
の
配
慮
な
ど
か

ら
、
自
治
体
が
独
自
の
条
例
で
上
限
を

1
8
0
日
よ
り
少
な
く
し
た
り
、
住
宅
地

で
の
営
業
を
認
め
な
い
と
い
っ
た
内
容
を

だ
ろ
う
か
。
ま
た
法
事
の
場
合
、
参
列
者

が
遠
方
か
ら
来
ら
れ
る
と
き
は
、
わ
ざ
わ

ざ
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
を
紹
介
し
な
く
て

も
、
そ
の
ま
ま
お
寺
に
宿
泊
し
て
も
ら
う

こ
と
も
で
き
る
。

つ
ま
り
、
民
泊
の
導
入
に
よ
っ
て
寺
社

と
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
り

広
く
、
よ
り
濃
密
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た

活
動
を
通
し
て
寺
社
を
よ
り
身
近
に
感
じ

て
も
ら
っ
た
り
、
寺
社
の
在
り
方
に
つ
い
て

も
よ
り
広
く
、
深
く
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

民
泊
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス

「
テ
ラ
ハ
ク
」

従
来
の
旅
館
業
法
な
ど
に
よ
る
民
泊
に

比
べ
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
寺
社
に
よ
る
民

泊
開
設
の
障
壁
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
時
流
に
も
乗
っ
て
、
現
在
、
お
寺

に
よ
る
民
泊
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
お
寺
と
宿

泊
客
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
サ
ー
ビ
ス
「
テ
ラ

ハ
ク
」
の
準
備
が
進
ん
で
い
る
。

「
新
法
で
民
泊
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
で

き
て
も
、全
国
の
宿
泊
客
へ
の
告
知
は
難

し
い
…
」と
た
め
ら
う
お
寺
に
と
っ
て
は
、

最
適
な
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
に
違
い
な
い
。

今
後
、編
集
部
で
は「
テ
ラ
ハ
ク
」に
注
目

し
、特
集
を
組
ん
で
紹
介
す
る
予
定
だ
。

制
定
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
「
日
数
制
限
に
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

の
参
画
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

意
見
も
あ
る
が
、そ
の
制
限
は
寺
社
に
と
っ

て
は
そ
れ
ほ
ど
障
壁
で
は
な
い
。
も
と
も

と
法
事
や
行
事
な
ど
が
あ
る
た
め
3
6
5

日
フ
ル
稼
働
の
宿
泊
受
け
入
れ
体
制
は
難

し
い
。
そ
う
し
た
行
事
が
な
い
期
間
だ
け

を
民
泊
に
す
れ
ば
い
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
運
用
方
法
も
想
定
し
や
す

い
。
例
え
ば
住
職
が
複
数
の
お
寺
を
兼
務

さ
れ
て
い
れ
ば
、
住
職
が
不
在
に
な
る
場

合
で
も
、
お
寺
を
民
泊
と
し
て
宿
泊
客
を

受
け
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

「民泊新法」による３つのメリット

民泊ホストや施設管理者が 
自治体にインターネット上から
届出を行うだけで営業が可能

特区民泊にはある「２泊３日以上」
といった最低宿泊日数制限なし

現行法では不可能な住居専用地域でも
合法的に民泊の営業が可能

※観光庁が新たに整備する「電子申請システム」でインターネット
からの届出が可能になる。

「お寺に泊まろう！テラハク」
2018 年 6 月宿泊サービス開始予定。
現在、テラハクに参加を希望する寺院の
事前登録を公式サイトにて受付中。
http://terahaku.jp/
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うちのお宝神社・仏閣に隠された宝物を逸話とともにご紹介

OTAKARA

創
建
は
不
明
な
が
ら
、
最
古
の
記

録
に
よ
れ
ば
1
6
4
5
（
正
保
元
）

年
に
最
初
の
本
堂
が
完
成
し
た
と
さ

れ
る
阿
弥
陀
寺
。
現
在
和
歌
山
県
の

指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本

堂
は
、明
治
維
新
の
際
に
廃
寺
と
な
っ

た
大
智
寺
か
ら
1
8
7
1
（
明
治
4
）

年
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
、
元
は
徳

川
二
代
将
軍
の
徳
川
秀
忠
の
霊
廟

だ
っ
た
建
物
で
あ
る
。

移
築
さ
れ
た
経
緯
を
「
朽
ち
か

け
て
い
た
本
堂
を
見
て
、
当
時
の
檀

家
の
方
々
が
村
の
誇
り
と
な
る
本
堂

を
と
日
々
節
約
し
て
寄
進
し
て
く
だ

さ
っ
た
と
、
現
在
も
残
る
寄
進
帳
に

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
方
々
の
子

孫
に
あ
た
る
方
が
今
も
檀
家
と
し
て

寺
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
本

堂
の
美
し
さ
や
歴
史
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
は
る
か
昔
か
ら
地
域
に
根
づ
き

愛
さ
れ
た
寺
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が

寺
に
と
っ
て
何
よ
り
の
宝
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
」
と
話
す
住
職
の
榎え

の
も
と本
明み

ょ
う
こ
う洋

さ
ん
。
保
存
の
対
策
が
な
か
な
か
施

せ
な
い
こ
と
を
懸
念
さ
れ
て
い
た
。

本
堂
の
外
部
は
風
雨
に
さ
ら
さ
れ

色
褪
せ
て
い
る
が
、一
歩
中
へ
足
を
踏

み
入
れ
る
と
、
そ
の
美
し
さ
に
息
を

の
む
。「
移
築
の
頃
の
檀
信
徒
さ
ん

の
思
い
を
伝
え
、
若
い
人
で
も
気
軽

に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
、
親
し
み

や
す
い
寺
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」
と
榎
本
さ
ん
は
こ
の
本
堂
へ
の

思
い
を
語
る
。

地
域
の
思
い
が
移
築
を
実
現
さ
せ
、
村
の
誇
り
に

徳
川
秀
忠
の
霊
廟
を
移
築
し
た
本
堂

（上・中）鮮やかな色彩が創建当時そのまま
に残る本堂。逆さになっている左側の天女の
絵は、他の天女の壁画を重ねて隠してあった
ことが近年発見された

（下）海老の背のように沿った海老虹梁（えび
こうりょう）。このカーブが力を分散させ建物の
強度を上げていると言われている

浄土宗 無量光山 阿
あ み だ じ

弥陀寺
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和歌山県和歌山市鳴神1095
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逢
坂
の
関
の
守
護
神
と
し
て
崇
敬

さ
れ
た
関せ

き

蝉せ
み
ま
る丸
神
社
。
平
安
中
期
、

後
撰
和
歌
集
の
歌
人
で
あ
り
琵
琶
の

名
手
で
あ
っ
た
蝉
丸
を
祀
っ
た
こ
と
か

ら
、
歌
舞
音
曲
の
神
と
し
て
芸
能
に

関
係
す
る
人
々
か
ら
厚
い
信
仰
を
得

る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
年
前
か
ら
地
元
市
民
ら
が
中
心

と
な
っ
て
開
催
さ
て
い
る
関
蝉
丸
芸
能

祭
は
能
や
狂
言
の
ほ
か
、
漫
才
や
落

語
、
京
都
島
原
の
太
夫
に
よ
る
艶
や

か
な
お
練
り
な
ど
で
大
い
に
賑
わ
う
。

「
時
雨
燈
籠
」
と
呼
ば
れ
る
石
燈

籠
は
、
鎌
倉
時
代
の
作
風
を
色
濃
く

残
す
と
共
に
“
蝉
丸
型
”
と
呼
ば
れ

る
独
特
な
造
形
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

1
9
6
1
（
昭
和
36
）
年
に
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
宮
司
の

橋は
し
も
と本

匡ま
さ
ひ
ろ弘

さ
ん
に
よ
れ
ば
「
蝋
燭
を

収
め
る
火
袋
と
い
う
部
分
が
六
角
形

で
あ
る
こ
と
が
珍
し
く
、
さ
ら
に
口

の
部
分
が
片
方
は
四
角
、
も
う
片
方

は
丸
い
形
状
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
の

こ
と
。
保
存
に
あ
た
っ
て
は
劣
化
を

防
ぐ
た
め
決
し
て
触
れ
ず
、ブ
ロ
ア
ー

な
ど
で
汚
れ
を
落
と
す
そ
う
だ
。

橋
本
宮
司
は
「
関
蝉
丸
芸
能
祭
を

き
っ
か
け
に
関
蝉
丸
神
社
と
時
雨
燈

籠
の
歴
史
的
価
値
を
理
解
し
て
い
た

だ
き
、
傷
み
が
出
て
い
る
本
殿
な
ど

を
修
復
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
再
び

“
芸
能
の
神
様
”
と
し
て
多
く
の
方
に

親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
神
社
に
な
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
」
と
願
っ
て
い
る
。

芸
能
の
神
の
元
で
、
全
国
か
ら
集
う
芸
人
を
見
守
っ
て
き
た
国
指
定
重
要
文
化
財

石
い

し

ど

う

ろ

う

燈
籠(

時し

ぐ

れ雨
燈と

う

ろ

う籠)

（上）2022年にご鎮座1200年を迎える関
蝉丸神社の「石燈籠（時雨燈籠）」

（右）六角形の火袋。口の片方は四角、その
反対側は丸くなっている

（左）「時雨燈籠」と呼ばれている理由は社伝
でも定かではないが、火袋の外側に入ってい
る縦線が由来ではないかという説もある

関
せ き せ み ま る じ ん じ ゃ
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5

風まかせ ⓱
野田博明

1

2

3

4

瀬
を
は
や
み
岩
に
せ
か
る
る
滝
川
の

わ
れ
て
も
末
に
あ
は
む
と
ぞ
お
も
ふ

「
崇
徳
院
」
と
い
う
上
方
落
語
が

あ
る
。
人
間
国
宝
の
故
・
桂
米
朝
が

得
意
と
し
た
大
ネ
タ
で
あ
る
。
床
屋

で
鏡
を
割
っ
た
熊
さ
ん
が
“
末
に
買

わ
ん
と
ぞ
思
う
”
と
御
製
を
本
歌
取

り
し
て
、
月
末
に
は
弁
償
す
る
と
大

爆
笑
の
落
ち
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
の
崇
徳
院
の
ご
生
涯

は
腹
を
抱
え
て
笑
う
ど
こ
ろ
か
そ
の

真
逆
で
あ
っ
た
。

皇
室
、
摂
関
家
、
源
平
を
巻
き

込
ん
だ
保
元
の
乱
を
引
き
起
こ
し
敗

残
の
身
と
な
る
院
は
讃
岐
へ
配
流
さ

れ
、
鼓つ

づ
み
が
お
か岡
（
坂
出
市
府
中
町
）
と
い

う
小
高
い
丘
に
建
つ
木
の
丸
御
殿
に

軟
禁
さ
れ
る
。
現
在
、
そ
の
跡
地
に

讃
岐
国
造
の
始
祖
・
讃さ

る

れ

お

留
霊
王
の
古

墳
に
も
た
れ
る
よ
う
に
し
て
小
さ
な

社
殿
が
建
つ
。
鼓
岡
神
社
で
あ
る
。

8
５
０
年
前
、
こ
の
地
に
は
国
府

の
壮
大
な
建
物
が
幾
宇
も
連
な
っ
て

い
た
。
ほ
ん
の
数
年
前
の
調
査
で
あ

る
が
、
石
段
を
お
り
て
１
０
０
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
歩
い
た
所
に
国
府
庁
の
中
核

施
設
の
遺
構
が
発
掘
さ
れ
た
。
ま
さ

に
甍
の
波
が
鼓
岡
の
目
と
鼻
の
先
に

見
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
軟
禁

さ
れ
た
上
皇
が
日
々
国
府
を
見
下
ろ

す
と
い
う
よ
り
、
官
憲
の
目
に
よ
り

常
に
監
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が

適
切
で
あ
る
。
保
元
の
乱
か
ら
配
流

に
至
る
崇
徳
上
皇
の
顛
末
や
幽
閉
生

活
の
様
子
は
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た

語
り
手
に
よ
る
「
保
元
物
語
」
に
詳

し
い
が
、江
戸
中
期
の
怪
奇
物
語
、「
雨

月
物
語
」
の
“
白
峯
”
に
は
現
世
に

深
い
怨
み
を
留
め
た
院
の
あ
さ
ま
し

い
ま
で
の
魂
が
描
か
れ
、
史
実
と
は

別
の
意
味
で
身
の
毛
も
よ
だ
つ
迫
真

性
を
も
つ
。

一
心
に
写
経
し
た
大
乗
経
を
後
白

河
上
皇
に
突
き
返
さ
れ
た
崇
徳
院

の
憤
怒
は
一
方
な
ら
ず
、「
日
本
国

の
大
魔
縁
と
な
り
、
皇お

う

を
民
と
な
し

民
を
皇
と
な
さ
ん
」
と
有
名
な
呪
文

を
舌
を
喰
い
ち
ぎ
り
血
書
し
、
志
度

の
海
に
投
げ
込
ん
だ
。
そ
の
後
、
皇

家
に
対
す
る
怨
恨
は
募
り
、
都
へ
の

還
幸
も
か
な
わ
ず
9
年
に
お
よ
ん
だ

流
刑
の
生
活
の
幕
を
閉
じ
た
。
そ
の

死
因
は
病
死
と
も
暗
殺
と
も
伝
え
ら

れ
、
鼓
岡
近
く
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と

を
標
す
柳
田
の
碑
が
残
る
。
そ
の
墓

標
の
よ
う
な
石
柱
は
線
路
脇
の
小
さ

な
田
ん
ぼ
の
隅
に
ぽ
つ
ん
と
取
り
残

さ
れ
て
い
る
。
院
の
ご
遺
骸
は
夏
の

盛
り
と
て
、
都
か
ら
の
埋
葬
の
許
可

を
待
つ
間
、
冷
た
い
湧
水
の
満
ち
る

弥や

そ

ば

蘇
場
の
池
に
浸
し
保
存
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
よ
う
や
く
宣
旨
が
届
き

5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
に
離
れ
た

白
峰
山
で
荼
毘
に
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

伝
説
の
讃
留
霊
王
が
瀬
戸
内
の

怪
魚
に
葬
ら
れ
た
軍
兵
を
こ
の
聖
水

で
蘇
生
さ
せ
た
と
の
話
を
残
す
弥
蘇

場
に
と
ど
ま
る
間
、
夜
ご
と
付
近
の

霊
木
に
神
光
が
輝
く
怪
異
現
象
が

起
こ
っ
た
。
人
々
は
そ
の
閃
光
が
崇

徳
院
の
憤
怒
の
意
思
で
あ
る
と
怖
れ

た
。
そ
れ
を
伝
え
聞
い
た
朝
廷
は
詔

を
発
し
、
こ
の
地
に
御
霊
を
鎮
め
る

社
を
造
営
し
た
。
現
在
の
白
峰
宮
で

あ
る
。
創
建
の
縁
起
と
な
っ
た
神
光

で
漆
黒
の
闇
が
昼
間
の
よ
う
に
明
る

く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
別
名
を
“
明あ

け

の
宮
”
と
云
う
。
白
峰
山
へ
葬
送
の

途
上
、
山
麓
の
高
屋
神
社
の
石
の
上

に
殯ひ

ん
き
ゅ
う柩

を
奉
置
し
た
と
こ
ろ
一
天
に

わ
か
に
か
き
曇
り
雷
鳴
と
と
も
に
激

し
い
風
雨
が
襲
っ
た
。
天
候
の
回
復

を
待
ち
柩
を
持
ち
上
げ
る
と
そ
の
六

角
形
の
石
に
帝
の
血
が
こ
ぼ
れ
て
い

た
。
そ
れ
か
ら
当
社
は
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
く
も
“
血
の
宮
”
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
伝
承
が
残

る
ほ
ど
に
崇
徳
院
の
怨
念
は
口
さ
が

な
い
庶
民
の
口
の
端
に
の
ぼ
り
、
い
つ

の
間
に
か
自
然
界
に
起
こ
る
不
可
解

な
現
象
ま
で
が
院
の
祟
り
に
関
連
づ

け
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
う
。

一
方
、
都
に
お
い
て
も
後
白
河
上

皇
の
妃
や
美
福
門
院
、
氏
長
者
の
地

位
を
奪
還
し
た
藤
原
忠
通
や
そ
の
愛

息
な
ど
、
崇
徳
院
に
敵
対
し
た
人
物

や
そ
の
縁
者
の
死
が
つ
づ
き
後
白
河

院
自
身
も
病
に
伏
せ
っ
た
。
さ
ら
に

延
暦
寺
僧
兵
の
強
訴
や
都
の
大
火
、

風まかせvol17(3).indd   1 2017/12/18   9:53
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1 坂出市の鼓岡に建つ鼓岡神社
2 崇徳天皇と書かれた扁額の架かる白峰宮
3 白峰山麓に鎮座する高家神社（別名　血の宮）
4 後小松天皇のご宸筆の扁額のかかる頓証寺殿
勅額門

5 金刀比羅宮・社殿
6 阿波内侍と崇徳院所縁の京都の安井金毘羅宮
7 祇園の甲部歌舞練場の裏にある崇徳天皇御廟
8 崇徳院と淳仁天皇を祀る京都の白峯神宮

6

7

彗
星
の
出
現
な
ど
人
心
を
不
安
に
陥

れ
る
禍
事
が
多
発
す
る
。
朝
廷
は
こ

う
し
た
災
い
が
院
の
祟
り
で
あ
る
と

畏
怖
し
、
そ
れ
ま
で
の
讃
岐
院
を
崇

徳
院
と
改
め
追
号
し
た
。

皇
を
民
の
地
位
に
貶
め
る
と
皇
統

断
絶
を
呪
詛
し
た
崇
徳
院
の
凄
烈

な
怨
念
は
、
わ
が
国
の
三
大
怨
霊
の

筆
頭
と
し
て
魔
界
を
統
べ
る
巨
魁
と

な
っ
た
。
爾
後
、
歴
代
皇
室
は
そ
の

祟
り
を
怖
れ
、
事
あ
る
ご
と
に
御
霊

の
鎮
撫
に
意
を
尽
く
し
て
い
く
。
白

峰
山
中
腹
に
築
か
れ
た
御
陵
の
隣

地
に
あ
る
四
国
霊
場
札
所
の
白
峯
寺

境
内
に
鼓
岡
か
ら
木
の
丸
殿
を
移

築
し
、
崇
徳
院
の
御
廟
・
頓と

ん
し
ょ
う
じ
で
ん

証
寺
殿

を
造
営
し
た
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
讃
岐
の
金
刀
比
羅
宮
も
元
々
の

祭
神
は
大お

お
も
の
ぬ
し
の
み
こ
と

物
主
命
で
あ
っ
た
が
、
崇

徳
院
の
没
後
、
早
々
に
御
霊
を
合
祀

し
た
。
そ
し
て
、
後
白
河
上
皇
に
つ

づ
く
二
条
、
六
条
、
高
倉
、
安
徳
の

歴
代
天
皇
が
27
年
と
い
う
短
い
間
に

次
々
と
崩
御
す
る
。
し
か
も
そ
の
な

か
で
最
も
長
命
で
あ
っ
た
二
条
天
皇

で
す
ら
23
歳
の
夭よ

う
せ
い逝
と
そ
の
戦
慄
す

べ
き
事
実
は
、
時
の
後
鳥
羽
天
皇
を

恐
慌
状
態
に
陥
ら
せ
、
金
刀
比
羅
宮

へ
即
座
の
勅
使
派
遣
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
藤
の
花
を
殊
の
ほ
か

愛
さ
れ
た
崇
徳
院
が
通
っ
た
藤
寺
と

い
う
一
堂
が
京
都
東
山
に
あ
っ
た
。

寵
愛
を
う
け
た
阿
波
内な

い

し侍
が
ご
遺

影
を
境
内
の
観
音
堂
に
祀
り
菩
提
を

弔
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
御
堂
に
一

法
師
が
籠
っ
た
際
、
院
の
姿
が
現
れ

出
た
と
の
奇
妙
な
話
が
伝
わ
る
や
後

白
河
院
は
恐
れ
を
な
し
、
そ
の
地
に

新
た
な
寺
を
建
立
し
崇
徳
院
を
祀
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
が
安
井
金
刀
比
羅

宮
の
起
こ
り
だ
と
由
緒
は
語
る
。
そ

の
す
ぐ
近
く
の
祇
園
・
甲
部
歌
舞
練

場
に
隣
接
し
て
小
さ
な
御
廟
が
あ

る
。
阿
波
内
侍
が
院
の
ご
遺
髪
を
請

い
受
け
、
崇
徳
天
皇
御
廟
を
建
て
た

も
の
で
あ
る
。
内
侍
の
可
憐
な
心
根

が
伝
わ
る
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
保

元
物
語
に
は
乱
の
後
に
崇
徳
院
が
阿

波
内
侍
の
館
に
逃
げ
込
も
う
と
す

る
も
門
は
閉
ざ
さ
れ
音
も
せ
ず
、
や

む
を
得
ず
ほ
か
の
女
官
の
も
と
へ
向

か
っ
た
と
の
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ

ん
な
つ
れ
な
い
女
の
裏
話
を
知
っ
て

か
知
ら
で
か
、
現
代
の
安
井
金
毘
羅

宮
は
悪
縁
を
切
り
良
縁
を
結
ぶ
霊
験

あ
ら
た
か
な
神
社
と
し
て
若
い
女
性

に
大
人
気
で
殷い

ん
し
ん賑

を
極
め
て
い
る
の

だ
か
ら
、
本
当
に
女
は
怖
い
生
き
物

だ
と
純
真
な
男
ど
も
は
首
を
す
く
め

る
し
か
な
い
。

ま
た
同
じ
京
都
で
は
、
１
８
６
８

(

明
治
元)

年
に
明
治
天
皇
が
白
峰

御
陵
か
ら
崇
徳
院
の
御
霊
を
還
幸

し
、
上
京
区
飛
鳥
井
の
地
に
白
峯
神

宮
を
建
立
し
た
。
７
０
０
年
の
時
を

隔
て
て
の
帰
京
で
あ
っ
た
。
こ
の
神

社
は
崇
徳
院
の
ほ
か
淳
仁
天
皇
を
ご

祭
神
と
し
て
い
る
が
、
蹴け

ま

り鞠
の
家
元

で
あ
る
飛
鳥
井
家
の
旧
地
と
あ
っ
て

現
代
で
は
サ
ッ
カ
ー
な
ど
球
技
の
神

様
と
し
て
参
拝
す
る
若
者
た
ち
で
賑

わ
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
崇
徳
院
で
あ
る
が
、
上
皇

時
代
に
勅
撰
和
歌
集
・“
詞し

か花
和
歌

集
”
を
編
纂
さ
せ
る
な
ど
第
一
級
の

文
化
人
で
も
あ
っ
た
。
冒
頭
の
“
瀬

を
は
や
み
”
は
小
倉
百
人
一
首
の
77

番
目
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

編
者
で
あ
る
藤
原
定
家
は
そ
の
ひ
と

つ
前
、
76
番
に
法ほ

っ
し
ょ
う
じ

性
寺
入
道
前
関
白

太
政
大
臣
の
歌
を
配
し
て
い
る
。
こ

の
入
道
こ
そ
保
元
の
乱
で
後
白
河
天

皇
側
に
つ
い
た
、
時
の
関
白
・
藤
原

忠
通
で
あ
る
。
そ
の
句
は
崇
徳
院
が

ま
だ
天
皇
在
位
の
こ
ろ
催
し
た
内
裏

歌
合
せ
で
海
上
遠
望
と
い
う
兼
題
で

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。“
和
田
の
原

こ
ぎ
出
で
て
み
れ
ば
久ひ

さ
か
た堅

の
雲
居
に

ま
が
ふ
奥
津
白
波
”　
お
お
ら
か
で

気
持
ち
の
よ
い
歌
で
あ
る
。
よ
も
や

20
年
後
に
眼
前
に
坐
る
柔
和
な
表
情

の
治
天
の
君
を
配
流
の
刑
に
科
し
、

狂
い
死
に
さ
せ
、
皇
室
に
仇
な
す
怨

霊
の
巨
魁
に
変へ

ん

げ化
さ
せ
る
な
ど
と
は

思
い
も
つ
か
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
さ
ら
に
定
家
は
78
番
目
に
源

兼
昌
の
歌
を
置
い
た
。
江
戸
時
代
の

百
人
一
首
の
名
注
釈
書
・「
百
人
一

首
一
夕
話
」
は
こ
の
兼
昌
を
「
そ
の

行
状
詳
ら
か
な
ら
ず
」
と
生
没
年
も

覚
束
な
い
人
物
で
あ
る
と
記
す
。
そ

ん
な
歌
人
を
怨
霊
と
化
し
た
崇
徳
院

の
次
の
歌
と
し
て
採
っ
て
い
る
。
そ

の
発
句
は
“
淡
路
島
”。
な
ぜ
、
定

家
は
保
元
の
乱
で
敵
対
し
た
関
白
忠

通
、
崇
徳
院
の
次
に
、
ほ
ぼ
無
名
と

も
い
え
る
人
物
の
歌
を
も
っ
て
き
た

の
か
。
そ
れ
は
次
号
の
“
百
人
一
首

に
隠
さ
れ
た
暗
号
”
に
て
な
ぞ
解
き

を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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1

2

3

4

瀬
を
は
や
み
岩
に
せ
か
る
る
滝
川
の

わ
れ
て
も
末
に
あ
は
む
と
ぞ
お
も
ふ

「
崇
徳
院
」
と
い
う
上
方
落
語
が

あ
る
。
人
間
国
宝
の
故
・
桂
米
朝
が

得
意
と
し
た
大
ネ
タ
で
あ
る
。
床
屋

で
鏡
を
割
っ
た
熊
さ
ん
が
“
末
に
買

わ
ん
と
ぞ
思
う
”
と
御
製
を
本
歌
取

り
し
て
、
月
末
に
は
弁
償
す
る
と
大

爆
笑
の
落
ち
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
の
崇
徳
院
の
ご
生
涯

は
腹
を
抱
え
て
笑
う
ど
こ
ろ
か
そ
の

真
逆
で
あ
っ
た
。

皇
室
、
摂
関
家
、
源
平
を
巻
き

込
ん
だ
保
元
の
乱
を
引
き
起
こ
し
敗

残
の
身
と
な
る
院
は
讃
岐
へ
配
流
さ

れ
、
鼓つ

づ
み
が
お
か岡
（
坂
出
市
府
中
町
）
と
い

う
小
高
い
丘
に
建
つ
木
の
丸
御
殿
に

軟
禁
さ
れ
る
。
現
在
、
そ
の
跡
地
に

讃
岐
国
造
の
始
祖
・
讃さ

る

れ

お

留
霊
王
の
古

墳
に
も
た
れ
る
よ
う
に
し
て
小
さ
な

社
殿
が
建
つ
。
鼓
岡
神
社
で
あ
る
。

8
５
０
年
前
、
こ
の
地
に
は
国
府

の
壮
大
な
建
物
が
幾
宇
も
連
な
っ
て

い
た
。
ほ
ん
の
数
年
前
の
調
査
で
あ

る
が
、
石
段
を
お
り
て
１
０
０
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
歩
い
た
所
に
国
府
庁
の
中
核

施
設
の
遺
構
が
発
掘
さ
れ
た
。
ま
さ

に
甍
の
波
が
鼓
岡
の
目
と
鼻
の
先
に

見
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
軟
禁

さ
れ
た
上
皇
が
日
々
国
府
を
見
下
ろ

す
と
い
う
よ
り
、
官
憲
の
目
に
よ
り

常
に
監
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が

適
切
で
あ
る
。
保
元
の
乱
か
ら
配
流

に
至
る
崇
徳
上
皇
の
顛
末
や
幽
閉
生

活
の
様
子
は
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た

語
り
手
に
よ
る
「
保
元
物
語
」
に
詳

し
い
が
、江
戸
中
期
の
怪
奇
物
語
、「
雨

月
物
語
」
の
“
白
峯
”
に
は
現
世
に

深
い
怨
み
を
留
め
た
院
の
あ
さ
ま
し

い
ま
で
の
魂
が
描
か
れ
、
史
実
と
は

別
の
意
味
で
身
の
毛
も
よ
だ
つ
迫
真

性
を
も
つ
。

一
心
に
写
経
し
た
大
乗
経
を
後
白

河
上
皇
に
突
き
返
さ
れ
た
崇
徳
院

の
憤
怒
は
一
方
な
ら
ず
、「
日
本
国

の
大
魔
縁
と
な
り
、
皇お

う

を
民
と
な
し

民
を
皇
と
な
さ
ん
」
と
有
名
な
呪
文

を
舌
を
喰
い
ち
ぎ
り
血
書
し
、
志
度

の
海
に
投
げ
込
ん
だ
。
そ
の
後
、
皇

家
に
対
す
る
怨
恨
は
募
り
、
都
へ
の

還
幸
も
か
な
わ
ず
9
年
に
お
よ
ん
だ

流
刑
の
生
活
の
幕
を
閉
じ
た
。
そ
の

死
因
は
病
死
と
も
暗
殺
と
も
伝
え
ら

れ
、
鼓
岡
近
く
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と

を
標
す
柳
田
の
碑
が
残
る
。
そ
の
墓

標
の
よ
う
な
石
柱
は
線
路
脇
の
小
さ

な
田
ん
ぼ
の
隅
に
ぽ
つ
ん
と
取
り
残

さ
れ
て
い
る
。
院
の
ご
遺
骸
は
夏
の

盛
り
と
て
、
都
か
ら
の
埋
葬
の
許
可

を
待
つ
間
、
冷
た
い
湧
水
の
満
ち
る

弥や

そ

ば

蘇
場
の
池
に
浸
し
保
存
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
よ
う
や
く
宣
旨
が
届
き

5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
に
離
れ
た

白
峰
山
で
荼
毘
に
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

伝
説
の
讃
留
霊
王
が
瀬
戸
内
の

怪
魚
に
葬
ら
れ
た
軍
兵
を
こ
の
聖
水

で
蘇
生
さ
せ
た
と
の
話
を
残
す
弥
蘇

場
に
と
ど
ま
る
間
、
夜
ご
と
付
近
の

霊
木
に
神
光
が
輝
く
怪
異
現
象
が

起
こ
っ
た
。
人
々
は
そ
の
閃
光
が
崇

徳
院
の
憤
怒
の
意
思
で
あ
る
と
怖
れ

た
。
そ
れ
を
伝
え
聞
い
た
朝
廷
は
詔

を
発
し
、
こ
の
地
に
御
霊
を
鎮
め
る

社
を
造
営
し
た
。
現
在
の
白
峰
宮
で

あ
る
。
創
建
の
縁
起
と
な
っ
た
神
光

で
漆
黒
の
闇
が
昼
間
の
よ
う
に
明
る

く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
別
名
を
“
明あ

け

の
宮
”
と
云
う
。
白
峰
山
へ
葬
送
の

途
上
、
山
麓
の
高
屋
神
社
の
石
の
上

に
殯ひ

ん
き
ゅ
う柩
を
奉
置
し
た
と
こ
ろ
一
天
に

わ
か
に
か
き
曇
り
雷
鳴
と
と
も
に
激

し
い
風
雨
が
襲
っ
た
。
天
候
の
回
復

を
待
ち
柩
を
持
ち
上
げ
る
と
そ
の
六

角
形
の
石
に
帝
の
血
が
こ
ぼ
れ
て
い

た
。
そ
れ
か
ら
当
社
は
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
く
も
“
血
の
宮
”
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
伝
承
が
残

る
ほ
ど
に
崇
徳
院
の
怨
念
は
口
さ
が

な
い
庶
民
の
口
の
端
に
の
ぼ
り
、
い
つ

の
間
に
か
自
然
界
に
起
こ
る
不
可
解

な
現
象
ま
で
が
院
の
祟
り
に
関
連
づ

け
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
う
。

一
方
、
都
に
お
い
て
も
後
白
河
上

皇
の
妃
や
美
福
門
院
、
氏
長
者
の
地

位
を
奪
還
し
た
藤
原
忠
通
や
そ
の
愛

息
な
ど
、
崇
徳
院
に
敵
対
し
た
人
物

や
そ
の
縁
者
の
死
が
つ
づ
き
後
白
河

院
自
身
も
病
に
伏
せ
っ
た
。
さ
ら
に

延
暦
寺
僧
兵
の
強
訴
や
都
の
大
火
、
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1 坂出市の鼓岡に建つ鼓岡神社
2 崇徳天皇と書かれた扁額の架かる白峰宮
3 白峰山麓に鎮座する高家神社（別名　血の宮）
4 後小松天皇のご宸筆の扁額のかかる頓証寺殿
勅額門

5 金刀比羅宮・社殿
6 阿波内侍と崇徳院所縁の京都の安井金毘羅宮
7 祇園の甲部歌舞練場の裏にある崇徳天皇御廟
8 崇徳院と淳仁天皇を祀る京都の白峯神宮

6

7

彗
星
の
出
現
な
ど
人
心
を
不
安
に
陥

れ
る
禍
事
が
多
発
す
る
。
朝
廷
は
こ

う
し
た
災
い
が
院
の
祟
り
で
あ
る
と

畏
怖
し
、
そ
れ
ま
で
の
讃
岐
院
を
崇

徳
院
と
改
め
追
号
し
た
。

皇
を
民
の
地
位
に
貶
め
る
と
皇
統

断
絶
を
呪
詛
し
た
崇
徳
院
の
凄
烈

な
怨
念
は
、
わ
が
国
の
三
大
怨
霊
の

筆
頭
と
し
て
魔
界
を
統
べ
る
巨
魁
と

な
っ
た
。
爾
後
、
歴
代
皇
室
は
そ
の

祟
り
を
怖
れ
、
事
あ
る
ご
と
に
御
霊

の
鎮
撫
に
意
を
尽
く
し
て
い
く
。
白

峰
山
中
腹
に
築
か
れ
た
御
陵
の
隣

地
に
あ
る
四
国
霊
場
札
所
の
白
峯
寺

境
内
に
鼓
岡
か
ら
木
の
丸
殿
を
移

築
し
、
崇
徳
院
の
御
廟
・
頓と

ん
し
ょ
う
じ
で
ん

証
寺
殿

を
造
営
し
た
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
讃
岐
の
金
刀
比
羅
宮
も
元
々
の

祭
神
は
大お

お
も
の
ぬ
し
の
み
こ
と

物
主
命
で
あ
っ
た
が
、
崇

徳
院
の
没
後
、
早
々
に
御
霊
を
合
祀

し
た
。
そ
し
て
、
後
白
河
上
皇
に
つ

づ
く
二
条
、
六
条
、
高
倉
、
安
徳
の

歴
代
天
皇
が
27
年
と
い
う
短
い
間
に

次
々
と
崩
御
す
る
。
し
か
も
そ
の
な

か
で
最
も
長
命
で
あ
っ
た
二
条
天
皇

で
す
ら
23
歳
の
夭よ

う
せ
い逝
と
そ
の
戦
慄
す

べ
き
事
実
は
、
時
の
後
鳥
羽
天
皇
を

恐
慌
状
態
に
陥
ら
せ
、
金
刀
比
羅
宮

へ
即
座
の
勅
使
派
遣
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
藤
の
花
を
殊
の
ほ
か

愛
さ
れ
た
崇
徳
院
が
通
っ
た
藤
寺
と

い
う
一
堂
が
京
都
東
山
に
あ
っ
た
。

寵
愛
を
う
け
た
阿
波
内な

い

し侍
が
ご
遺

影
を
境
内
の
観
音
堂
に
祀
り
菩
提
を

弔
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
御
堂
に
一

法
師
が
籠
っ
た
際
、
院
の
姿
が
現
れ

出
た
と
の
奇
妙
な
話
が
伝
わ
る
や
後

白
河
院
は
恐
れ
を
な
し
、
そ
の
地
に

新
た
な
寺
を
建
立
し
崇
徳
院
を
祀
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
が
安
井
金
刀
比
羅

宮
の
起
こ
り
だ
と
由
緒
は
語
る
。
そ

の
す
ぐ
近
く
の
祇
園
・
甲
部
歌
舞
練

場
に
隣
接
し
て
小
さ
な
御
廟
が
あ

る
。
阿
波
内
侍
が
院
の
ご
遺
髪
を
請

い
受
け
、
崇
徳
天
皇
御
廟
を
建
て
た

も
の
で
あ
る
。
内
侍
の
可
憐
な
心
根

が
伝
わ
る
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
保

元
物
語
に
は
乱
の
後
に
崇
徳
院
が
阿

波
内
侍
の
館
に
逃
げ
込
も
う
と
す

る
も
門
は
閉
ざ
さ
れ
音
も
せ
ず
、
や

む
を
得
ず
ほ
か
の
女
官
の
も
と
へ
向

か
っ
た
と
の
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ

ん
な
つ
れ
な
い
女
の
裏
話
を
知
っ
て

か
知
ら
で
か
、
現
代
の
安
井
金
毘
羅

宮
は
悪
縁
を
切
り
良
縁
を
結
ぶ
霊
験

あ
ら
た
か
な
神
社
と
し
て
若
い
女
性

に
大
人
気
で
殷い

ん
し
ん賑

を
極
め
て
い
る
の

だ
か
ら
、
本
当
に
女
は
怖
い
生
き
物

だ
と
純
真
な
男
ど
も
は
首
を
す
く
め

る
し
か
な
い
。

ま
た
同
じ
京
都
で
は
、
１
８
６
８

(

明
治
元)

年
に
明
治
天
皇
が
白
峰

御
陵
か
ら
崇
徳
院
の
御
霊
を
還
幸

し
、
上
京
区
飛
鳥
井
の
地
に
白
峯
神

宮
を
建
立
し
た
。
７
０
０
年
の
時
を

隔
て
て
の
帰
京
で
あ
っ
た
。
こ
の
神

社
は
崇
徳
院
の
ほ
か
淳
仁
天
皇
を
ご

祭
神
と
し
て
い
る
が
、
蹴け

ま

り鞠
の
家
元

で
あ
る
飛
鳥
井
家
の
旧
地
と
あ
っ
て

現
代
で
は
サ
ッ
カ
ー
な
ど
球
技
の
神

様
と
し
て
参
拝
す
る
若
者
た
ち
で
賑

わ
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
崇
徳
院
で
あ
る
が
、
上
皇

時
代
に
勅
撰
和
歌
集
・“
詞し

か花
和
歌

集
”
を
編
纂
さ
せ
る
な
ど
第
一
級
の

文
化
人
で
も
あ
っ
た
。
冒
頭
の
“
瀬

を
は
や
み
”
は
小
倉
百
人
一
首
の
77

番
目
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

編
者
で
あ
る
藤
原
定
家
は
そ
の
ひ
と

つ
前
、
76
番
に
法ほ

っ
し
ょ
う
じ

性
寺
入
道
前
関
白

太
政
大
臣
の
歌
を
配
し
て
い
る
。
こ

の
入
道
こ
そ
保
元
の
乱
で
後
白
河
天

皇
側
に
つ
い
た
、
時
の
関
白
・
藤
原

忠
通
で
あ
る
。
そ
の
句
は
崇
徳
院
が

ま
だ
天
皇
在
位
の
こ
ろ
催
し
た
内
裏

歌
合
せ
で
海
上
遠
望
と
い
う
兼
題
で

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。“
和
田
の
原

こ
ぎ
出
で
て
み
れ
ば
久ひ

さ
か
た堅
の
雲
居
に

ま
が
ふ
奥
津
白
波
”　
お
お
ら
か
で

気
持
ち
の
よ
い
歌
で
あ
る
。
よ
も
や

20
年
後
に
眼
前
に
坐
る
柔
和
な
表
情

の
治
天
の
君
を
配
流
の
刑
に
科
し
、

狂
い
死
に
さ
せ
、
皇
室
に
仇
な
す
怨

霊
の
巨
魁
に
変へ

ん

げ化
さ
せ
る
な
ど
と
は

思
い
も
つ
か
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
さ
ら
に
定
家
は
78
番
目
に
源

兼
昌
の
歌
を
置
い
た
。
江
戸
時
代
の

百
人
一
首
の
名
注
釈
書
・「
百
人
一

首
一
夕
話
」
は
こ
の
兼
昌
を
「
そ
の

行
状
詳
ら
か
な
ら
ず
」
と
生
没
年
も

覚
束
な
い
人
物
で
あ
る
と
記
す
。
そ

ん
な
歌
人
を
怨
霊
と
化
し
た
崇
徳
院

の
次
の
歌
と
し
て
採
っ
て
い
る
。
そ

の
発
句
は
“
淡
路
島
”。
な
ぜ
、
定

家
は
保
元
の
乱
で
敵
対
し
た
関
白
忠

通
、
崇
徳
院
の
次
に
、
ほ
ぼ
無
名
と

も
い
え
る
人
物
の
歌
を
も
っ
て
き
た

の
か
。
そ
れ
は
次
号
の
“
百
人
一
首

に
隠
さ
れ
た
暗
号
”
に
て
な
ぞ
解
き

を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

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。 伊勢神宮内宮　宇治橋前にて
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その年に話題になった言葉に贈られる「2017 ユー
キャン新語・流行語大賞」で、“インスタ映え”が年
間大賞に選出された。写真を加工して投稿するSNS

“インスタグラム”は、若い女性を中心に 2017（平
成 29）年にはユーザー数が 2000 万人にまで拡大。

“インスタ映え”は時代を象徴する言葉と言えるだろう。

寺社がフォトジェニックな観光スポットに
近年はインスタグラムのフォトジェニック（写真映え

するの意）をきっかけに、旅行先を決定する人が増え
ているとも言われている。世界最大の旅行サイト「トリッ
プアドバイザー」は、昨秋、口コミ投稿に対して写
真投稿の割合が多かった日本の観光スポット1 位～
10 位をピックアップし「夏のフォトジェニック観光スポッ
ト」と題して日本人、外国人それぞれのランキングを
発表した。

それぞれトップ 10 入りした観光スポットが異なり、
外国人目線での日本の魅力を再確認できたほか、日
本人ランキングでは 1 位の「弥彦神社」（新潟県）
をはじめ 2 位「瑞龍寺」（富山県）、3 位「成田山 
新勝寺」（千葉県）、5 位「明治神宮」（東京都）
と寺社が上位に、外国人ランキングでも「南禅寺」（京
都府）、「豪徳寺」（東京都）と2 つの寺が 10 位
内にランクインし
ていることに注目
したい。日本国
内の数ある観光
スポットの中で、
寺社がフォトジェ
ニックな観光ス
ポットとして計 6
カ所も選出され
たのだ。

キーワードは“インスタ映え”
フォトジェニック ランキングで寺社が上位に

インスタグラムを有効活用して集客力を高める
そうした中、清水寺（京都府）ではすでに 2014（平

成 26）年から公式のインスタグラムをスタートし、出
会いと発見をテーマに清水寺の“今”を紹介するため、
四季折々の美しい風景、僧侶たちの修行風景などを
アップ。清水寺の魅力をさまざまな角度から捉えた写
真は世界中のインスタグラマーから絶賛され、今では
フォロワー数 16 万人を超える人気アカウントになって
いる。

歴史ある寺社でもインターネットや SNSを通じてさま
ざまな情報を発信している近年、寺社の“中の人”だ
からこそ知っているインスタ映えするフォトジェニックな
スポットや新たな魅力、非日常の世界を発信してみて
はいかがだろうか。

TripAdvisor Gallery　 http://tg.tripadvisor.jp

1 位
2 位
3 位
4 位
5 位
6 位
7 位
8 位
9 位

10 位

1 位
2 位
3 位
4 位
5 位
6 位
7 位
8 位
9 位

10 位

弥彦神社（新潟県弥彦村）
瑞龍寺（富山県高岡市）
成田山 新勝寺（千葉県成田市）
青函連絡船 メモリアルシップ 八甲田丸（青森県青森市）
明治神宮（東京都渋谷区）
ニッカウヰスキー余市蒸溜所（北海道余市町）
グラバー園（長崎県長崎市）
出島（長崎県長崎市）
端島〔軍艦島〕（長崎県長崎市）
皇居東御苑〔旧江戸城本丸跡〕（東京都千代田区）

洞爺湖（北海道）
オアシス21（愛知県名古屋市）
新横浜ラーメン博物館（神奈川県横浜市）
谷中（東京都台東区）
おきなわワールド 文化王国・玉泉洞（沖縄県南城市）
知床五湖（北海道斜里町）
南禅寺（京都府京都市）
豪徳寺（東京都世田谷区）
ニッカウヰスキー余市蒸溜所（北海道余市町）
ファーム富田（北海道中富良野町）

ランキングデータ：トリップアドバイザー発表 旅行者が写真を
投稿せずにはいられない「夏のフォトジェニック観光スポット」

日本人旅行者

外国人旅行者

1位の弥彦神社。弥彦山を背景にした社殿の
荘厳な姿に魅了されたという声も
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課信徒係主任　瀧藤康教
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高齢化社会に向けた社寺のバリア
フリーの取り組み
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その年に話題になった言葉に贈られる「2017 ユー
キャン新語・流行語大賞」で、“インスタ映え”が年
間大賞に選出された。写真を加工して投稿するSNS

“インスタグラム”は、若い女性を中心に 2017（平
成 29）年にはユーザー数が 2000 万人にまで拡大。

“インスタ映え”は時代を象徴する言葉と言えるだろう。

寺社がフォトジェニックな観光スポットに
近年はインスタグラムのフォトジェニック（写真映え

するの意）をきっかけに、旅行先を決定する人が増え
ているとも言われている。世界最大の旅行サイト「トリッ
プアドバイザー」は、昨秋、口コミ投稿に対して写
真投稿の割合が多かった日本の観光スポット1 位～
10 位をピックアップし「夏のフォトジェニック観光スポッ
ト」と題して日本人、外国人それぞれのランキングを
発表した。

それぞれトップ 10 入りした観光スポットが異なり、
外国人目線での日本の魅力を再確認できたほか、日
本人ランキングでは 1 位の「弥彦神社」（新潟県）
をはじめ 2 位「瑞龍寺」（富山県）、3 位「成田山 
新勝寺」（千葉県）、5 位「明治神宮」（東京都）
と寺社が上位に、外国人ランキングでも「南禅寺」（京
都府）、「豪徳寺」（東京都）と2 つの寺が 10 位
内にランクインし
ていることに注目
したい。日本国
内の数ある観光
スポットの中で、
寺社がフォトジェ
ニックな観光ス
ポットとして計 6
カ所も選出され
たのだ。

キーワードは“インスタ映え”
フォトジェニック ランキングで寺社が上位に

インスタグラムを有効活用して集客力を高める
そうした中、清水寺（京都府）ではすでに 2014（平

成 26）年から公式のインスタグラムをスタートし、出
会いと発見をテーマに清水寺の“今”を紹介するため、
四季折々の美しい風景、僧侶たちの修行風景などを
アップ。清水寺の魅力をさまざまな角度から捉えた写
真は世界中のインスタグラマーから絶賛され、今では
フォロワー数 16 万人を超える人気アカウントになって
いる。

歴史ある寺社でもインターネットや SNSを通じてさま
ざまな情報を発信している近年、寺社の“中の人”だ
からこそ知っているインスタ映えするフォトジェニックな
スポットや新たな魅力、非日常の世界を発信してみて
はいかがだろうか。

TripAdvisor Gallery　 http://tg.tripadvisor.jp
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6 位
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8 位
9 位

10 位

弥彦神社（新潟県弥彦村）
瑞龍寺（富山県高岡市）
成田山 新勝寺（千葉県成田市）
青函連絡船 メモリアルシップ 八甲田丸（青森県青森市）
明治神宮（東京都渋谷区）
ニッカウヰスキー余市蒸溜所（北海道余市町）
グラバー園（長崎県長崎市）
出島（長崎県長崎市）
端島〔軍艦島〕（長崎県長崎市）
皇居東御苑〔旧江戸城本丸跡〕（東京都千代田区）

洞爺湖（北海道）
オアシス21（愛知県名古屋市）
新横浜ラーメン博物館（神奈川県横浜市）
谷中（東京都台東区）
おきなわワールド 文化王国・玉泉洞（沖縄県南城市）
知床五湖（北海道斜里町）
南禅寺（京都府京都市）
豪徳寺（東京都世田谷区）
ニッカウヰスキー余市蒸溜所（北海道余市町）
ファーム富田（北海道中富良野町）

ランキングデータ：トリップアドバイザー発表 旅行者が写真を
投稿せずにはいられない「夏のフォトジェニック観光スポット」

日本人旅行者

外国人旅行者

1位の弥彦神社。弥彦山を背景にした社殿の
荘厳な姿に魅了されたという声も
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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
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● 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
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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：救済が求められる今　若い力で時代の要請に応える　全日本仏教青年会第21代理事長　倉島 隆行　

② 特集 寺社を未来につなぐ最先端テクノロジーの活用：東京藝術大学の「クローン文化財」／地域と寺社のプロモーションに役
立つ画期的なWeb地図サービス『Stroly』／読経LIVE「キネマ法要」の舞台裏　③ クローズアップ：世界の仏教文化振興に貢献
する仏教伝道協会  仏教伝道協会会長  木村 清孝　④ From the Past to the Future：真言宗 南都十輪院『みんなのお寺 仏教
相談センター』／株式会社 山本合金製作所　鏡師　山本 晃久　⑤ 2018年注目ニュース「民泊新法施行」：いよいよ6月に施行
される｢民泊新法｣が寺社の新たな未来を切り開く理由とは？　⑥ うちのお宝：阿弥陀寺  徳川秀忠の霊廟を移築した本堂／関蝉
丸神社　石燈籠(時雨燈籠)　⑦ 野田博明　風まかせ17：瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末にあはむとぞおもふ　⑧トレ
ンドNow：キーワードは“インスタ映え”フォトジェニックランキングで寺社が上位に

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　16 )

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 2017/12/18   10:00
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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。
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( 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
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