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祭
り
と
は
、

地
域
の
人
々
が

「
共
に
生
き
て
い
る
」こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
装
置
。

■
源
氏
の
氏
神
を
祀
る
鳩は

と
の
も
り森

八
幡
社

の
別
宮
と
し
て
、
盛
岡
藩
南
部
家
代
々

の
崇
敬
を
受
け
た
盛
岡
八
幡
宮
。
明
治

以
降
も
盛
岡
総
鎮
守
と
し
て
、
地
域
の

人
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
。

　

そ
の
宮
司
を
務
め
る
の
が
、
平
成
25

年
に
岩
手
県
神
社
庁
庁
長
に
就
任
さ
れ

た
、
藤
原
隆
麿
氏
で
あ
る
。

　

藤
原
宮
司
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発

生
か
ら
４
日
後
に
被
災
地
入
り
し
、
支

援
活
動
の
陣
頭
指
揮
を
と
っ
た
。

　

震
災
当
時
、藤
原
宮
司
は
何
を
考
え
、

ど
う
動
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
被
災
地

復
興
と
過
疎
化
が
進
む
ふ
る
さ
と
の
再

生
に
お
い
て
、
神
社
は
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

ご
自
身
の
経
験
と
知
見
、
寺
社
観
光

へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
吉
田
燿
子

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

―
盛
岡
八
幡
宮
は
、「
盛
岡
総
鎮
守
」
と

し
て
地
域
の
崇
敬
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
歴
史
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
盛
岡
藩
主
・
南
部
家
は
山
梨
の
甲
斐
源

氏
の
出
で
、
源
平
合
戦
な
ど
で
戦
功
を
上

げ
、
陸
奥
国
糠ぬ

か
の
ぶ部

五
郡
を
拝
領
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
南
部
家
は
秀
吉
の
命
に
よ
り
、

青
森
の
三
戸
か
ら
岩
手
の
盛
岡
に
居
城
を

移
し
ま
す
。
こ
う
し
て
盛
岡
城
が
築
か
れ
、

盛
岡
の
ま
ち
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
も
と
も
と
、南
部
家
で
は
、源
氏
の
守
り

神
で
あ
る
八
幡
神
を
氏
神
と
し
て
祀
っ
て

い
ま
し
た
。
盛
岡
城
築
城
の
際
、こ
の
地
に

あ
っ
た
鳩
森
八
幡
社
を
城
内
に
祀
っ
た
の

で
す
が
、
領
民
が
参
拝
で
き
な
く
な
っ
た

た
め
、
新
た
に
八
幡
宮
を
建
て
て
ご
分
霊

を
お
祀
り
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
、
現
在
の
盛
岡
八
幡
宮
で
す
。

　
幕
末
の
戊
辰
戦
争
で
盛
岡
城
は
落
城
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
城
内
の
ご

神
体
は
こ
ち
ら
に
遷
座
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
当
社
に
は
ご
本
体
と
ご
分
霊
と
、

二
座
の
ご
神
体
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

―
９
月
の
例
大
祭
は「
南
部
藩
随
一
の

大
祭
」と
謳
わ
れ
、
今
も
県
内
屈
指
の
観

光
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
毎
年
９
月
14
日
～
16
日
の
例
大
祭
で
は
、

神
輿
渡
御
、
例
大
祭
の
祭
儀
、
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
が

行
わ
れ
ま
す
。
境
内
に
全
長
3
0
0
m
ほ

ど
の
広
々
と
し
た
空
間
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
れ
は
実
は
、
流
鏑
馬
の
馬
場
な
ん
で
す
。

五
穀
豊
穣
と
国
家
安
寧
の
祈
り
を
込
め

て
、
流
鏑
馬
を
ご
奉
仕
す
る
の
が
こ
の
祭

り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
す
。

　
例
大
祭
の
山
車
行
列
で
は
、
毎
年
10
基

ほ
ど
の
山
車
が
出
ま
す
。
こ
の
山
車
も
昔

は
も
っ
と
大
き
く
壮
麗
な
も
の
だ
っ
た
の

で
す
が
、
今
は
電
線
に
引
っ
か
か
る
の
で
、

藤
原  

隆
麿

ふ
じ
わ
ら

た
か
ま
ろ

盛
岡
八
幡
宮 

宮
司

岩
手
県
神
社
庁 

庁
長

盛岡八幡宮の境内に立つ、朱塗りの大鳥居

第11代盛岡八幡宮宮司、
岩手県神社庁庁長。
昭和29（1954）年岩手県生
まれ。皇學館短期大学を経
て1980年より神社本庁録
事、秘書部長などを歴任。
１９９７年より宮司に。岩手護
國神社宮司も兼任。

藤原 隆麿
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故
郷
を
出
て
、

再
び
戻
っ
た
の
は
、

こ
の
た
め
か
も

し
れ
な
い

6月第2土曜日に行われる民俗行事「チャグチャグ馬コ」。華やかに着飾った約100頭の農耕馬が、
鈴の音を響かせつつ、滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡八幡宮までの約13kmを行進する

北側の鳥居から奥へ、流鏑馬の馬場が境内の南北
いっぱいに延びる

例大祭の最終日に行われる
流鏑馬。「武家の祭」の伝統
を今に伝えるこの神事で、祭
りの興奮は最高潮に達する

　「
今
ま
で
培
っ
て
き
た
人
間
関
係
を
、
い

ま
使
わ
な
か
っ
た
ら
、
い
つ
使
う
ん
だ
い
」

そ
う
思
っ
た
の
は
、
震
災
発
生
か
ら
数
日

後
の
こ
と
で
し
た
。

　
全
国
の
仲
間
に
声
を
か
け
、「
今
回
だ

け
は
わ
が
ま
ま
を
言
わ
せ
て
も
ら
う
。と
に

か
く
助
け
て
く
れ
」と
泣
き
つ
き
ま
し
た
。

「
今
、
支
援
物
資
を
送
ら
な
か
っ
た
ら
一
生

後
悔
す
る
ぞ
」と
、
脅
し
て
ね（
笑
）。

　
こ
う
し
て
全
国
か
ら
続
々
と
寄
せ
ら
れ

た
支
援
物
資
は
、
責
任
を
持
っ
て
被
災
者

に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、

今
度
は
地
元
の
仲
間
に
頭
を
下
げ
、「
ト

ラ
ッ
ク
を
持
っ
て
境
内
に
集
ま
っ
て
く
れ
」

と
呼
び
か
け
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
当
社
に

は
広
い
境
内
地
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ

を
防
災
拠
点
と
し
て
支
援
物
資
を
集
積

し
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
め
る
だ
け
積
ん
で
被

災
地
に
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
の
で

す
。
こ
う
し
て
、
盛
岡
と
被
災
地
と
の
ピ

ス
ト
ン
輸
送
が
始
ま
り
ま
し
た
。「
行
政
が

本
格
的
に
動
き
出
し
た
ら
、
俺
た
ち
の
出

番
は
な
い
よ
」と
言
い
な
が
ら
。

―
被
災
地
で
の
支
援
活
動
を
通
じ
て
、

何
か
心
境
の
変
化
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り

ま
し
た
か
。

ま
す
。
昔
の
伝
統
を
今
の
時
代
に
上
手
に

伝
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
あ
り
が

た
い
こ
と
で
す
。

―
中
央
の
流
れ
を
汲
ん
だ
壮
麗
な
祭

礼
と
、
生
活
に
密
着
し
た
民
俗
行
事
が
一

体
と
な
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

盛
岡
八
幡
宮
の
魅
力
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
で
、
藤
原
先
生
は
東
日
本
大
震

災
の
際
、
岩
手
県
神
社
庁
の
理
事
と
し
て
、

被
災
地
支
援
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
さ

れ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
お
話

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
震
災
発
生
時
、
私
は
当
社
の
責
任
役
員

の
葬
儀
に
参
列
し
て
い
ま
し
た
。
す
ぐ
に

ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
裸
参
り
や
チ
ャ
グ
チ
ャ
グ
馬
コ
な
ど
、

民
俗
行
事
の
舞
台
と
し
て
も
有
名
で
す
ね
。

　
裸
参
り
は
教き

ょ
う
じ
ょ
う
じ

浄
寺
の
願
掛
け
行
事
と
し

て
始
ま
り
、
当
社
で
は
毎
年
１
月
15
日
に

行
わ
れ
ま
す
。
約
１
５
０
人
の
若
い
人
た

ち
が
素
裸
に
荒
縄
を
巻
き
、
注
連
縄
を
背

負
っ
て
練
り
歩
く
、
厳
か
な
祭
り
で
す
。

　
チ
ャ
グ
チ
ャ
グ
馬
コ
は
旧
暦
５
月
５
日

に
行
わ
れ
て
い
た
農
耕
儀
礼
で
、
農
耕
馬

を
連
れ
て
岩
手
山
麓
の
鬼お

に
こ
し
そ
う
ぜ
ん

越
蒼
前
神
社
に

お
参
り
し
、
馬
の
無
病
息
災
を
祈
願
し
た

の
が
発
祥
で
す
。
こ
の
行
事
が
観
光
化
さ

れ
、
毎
年
１
０
０
頭
ほ
ど
の
馬
が
当
社
ま

で
牽ひ

か
れ
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
裸
参
り
も
チ
ャ
グ
チ
ャ
グ
馬
コ
も
、
今

で
は
盛
岡
の
季
節
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い

帰
宅
し
、
車
載
テ
レ
ビ
で
ニ
ュ
ー
ス
を
見

て
い
る
と
、
三
陸
沿
岸
の
津
波
の
映
像
が

続
々
と
流
れ
始
め
た
の
で
す
。

　
大
変
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
、
と
思

い
ま
し
た
。
当
社
で
も
避
難
者
を
受
け
入

れ
、
一
日
も
早
く
被
災
地
に
入
り
、
現
地

の
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
…
…
。
道
路

は
封
鎖
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
神
社
新
報

社
の
取
材
に
同
行
し
、
震
災
４
日
後
に
被

災
地
に
入
り
ま
し
た
。

　
よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
宮
古
の
町
は
、

と
て
つ
も
な
く
悲
惨
な
状
況
で
、
こ
の
世

の
光
景
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
に

か
く
生
存
者
の
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
第
一

で
す
か
ら
、
考
え
る
よ
り
行
動
す
る
し
か

な
い
。
被
災
地
を
回
っ
て
現
地
の
情
報
を

集
め
、
東
京
の
神
社
本
庁
に
か
け
合
っ
て
、

支
援
物
資
を
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た

の
で
す
。

―
藤
原
先
生
を
突
き
動
か
し
た
思
い
と

は
、
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
当
時
は
、「
人
の
命
を
つ
な
が
な
け
れ
ば
」

と
い
う
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
し
、「
出

番
が
来
た
な
」と
い
う
感
覚
も
あ
り
ま
し

た
。「
自
分
が
故
郷
を
出
て
、40
を
過
ぎ
て

帰
っ
て
き
た
の
は
、こ
の
た
め
か
も
し
れ
な

い
」と
思
っ
た
の
で
す
。
大
阪
に
４
、５
年
、

東
京
に
20
年
い
て
、
大
勢
の
仲
間
や
先
輩
、

後
輩
と
人
間
関
係
を
築
い
て
き
た
。

神
社
本
庁
に
か
け
合
い

被
災
地
支
援
を
始
動

被
災
地
で
思
い
知
っ
た

 「
心
の
復
興
」の
大
切
さ
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震
災
後
し
ば
ら
く
は
、
毎
日
の
よ
う
に

被
災
地
入
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
自
分

の
気
持
ち
が
荒
れ
て
い
く
の
が
わ
か
り
ま

し
た
。
イ
ラ
イ
ラ
し
て
暴
力
的
に
な
り
、

つ
い
喧
嘩
腰
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

今
ま
で
理
性
で
抑
え
て
い
た
バ
イ
オ
レ
ン

ス
の
衝
動
が
、
抑
え
き
れ
な
く
な
っ
て
き

た
の
で
す
。
荒
れ
果
て
た
場
所
に
身
を
置

き
続
け
て
い
る
と
、
心
も
荒
ん
で
い
く
の

だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　
震
災
当
時
、
内
陸
に
い
た
自
分
で
す
ら

そ
う
な
の
だ
と
し
た
ら
、
実
際
に
津
波
を

経
験
し
た
人
た
ち
は
一
体
ど
う
な
る
の
か
。

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
後
に
自
分
た
ち
が

や
る
べ
き
こ
と
は
、「
荒
ん
だ
心
を
元
に
戻

す
」た
め
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
だ
、と

思
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
岩
手
県
神
社
庁

の
被
災
地
支
援
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
や

ス
ポ
ー
ツ
用
品
の
寄
贈
な
ど
、「
心
を
豊
か

に
す
る
た
め
の
活
動
」へ
と
シ
フ
ト
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
原
点
に
は
自

分
自
身
の
経
験
が
あ
っ
た
の
で
す
。

―
岩
手
県
で
は
神
社
の
多
く
が
高
台
に

あ
り
、
震
災
に
よ
る
被
害
は
比
較
的
少
な

か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

　
岩
手
県
の
三
陸
沿
岸
は
津
波
常
襲
地
域

な
の
で
、
過
去
の
津
波
で
、
ほ
と
ん
ど
の

神
社
が
高
台
に
移
転
し
た
ん
で
す
ね
。
民

家
も
、
津
波
が
来
る
と
一
度
は
高
台
に
上

が
進
む
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。
先

祖
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
ほ
ど
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

―
被
災
地
で
の
支
援
活
動
を
通
じ
て
、

何
か
心
境
の
変
化
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り

ま
し
た
か
。

　
お
祭
り
と
は
、
地
域
の
人
々
が
仲
間
意

識
を
育
み
、
共
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
装
置
の
一
つ
で
す
。
地
域

が
一
体
と
な
っ
て
伝
統
芸
能
を
守
り
伝
え
、

神
輿
を
担
ぎ
、
山
車
を
曳
き
回
す
。
こ
う

し
た
共
同
作
業
こ
そ
が
、「
そ
の
地
域
で
共

に
生
き
て
い
る
」と
い
う
こ
と
を
、
人
々
に

実
感
さ
せ
る
の
で
す
。

　
震
災
後
、
大お

お

槌つ
ち

町
の
祭
り
に
参
加
し
た

が
る
の
で
す
が
、
記
憶
が
薄
れ
た
頃
に
下

に
戻
り
、
ま
た
津
波
に
遭
う
と
い
う
こ
と

を
繰
り
返
し
て
き
た
。
た
だ
、
お
寺
や
神

社
は
、
一
度
高
台
に
移
転
し
た
ら
動
き
ま

せ
ん
か
ら
、岩
手
県
で
津
波
の
被
害
に
遭
っ

た
の
は
４
、５
社
、
完
全
に
流
さ
れ
た
の
は

２
社
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が「
氏
子
さ
ん
が
被
害
に
遭
い
、

神
社
だ
け
が
残
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
地

域
の
将
来
を
考
え
る
と
非
常
に
問
題
が
多

い
。
地
域
全
体
が
集
団
移
転
す
る
の
に
、

神
社
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
。
公

民
館
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場
さ
え
作
れ
ば
、

そ
れ
で
地
域
が
再
生
で
き
る
と
思
っ
た
ら

大
間
違
い
で
す
。
神
社
や
お
寺
、
祠
や
路

傍
の
お
地
蔵
さ
ん
な
ど
、
地
域
に
根
差
し

た
信
仰
も
一
緒
に
移
転
し
な
け
れ
ば
、
ふ

る
さ
と
の
再
生
は
難
し
い
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
、
盛
岡
市
内
で
も
、
新
興
住
宅

地
で
住
民
の
子
育
て
が
終
わ
る
と
、
一
気

に
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
化
が
進
み
ま
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、子
供
た
ち
が
地
域
に
帰
っ

て
来
な
い
ん
で
す
ね
。
村
祭
り
や
伝
統
芸

能
な
ど
、
故
郷
へ
の
郷
愁
を
か
き
立
て
る

も
の
が
何
も
な
け
れ
ば
、
都
会
に
出
た
子

供
た
ち
は
絶
対
に
帰
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ

と
同
じ
で
、
集
団
移
転
先
で
無
機
質
的
な

町
を
作
っ
て
し
ま
え
ば
、
や
が
て
過
疎
化

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
は
津
波
で

壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
の
で
す
が
、
家

一
軒
残
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
域
の
人
た
ち
が
祭
り
の
た
め
に
戻
っ
て

来
た
ん
で
す
ね
。
若
い
人
た
ち
が
神
輿
を

担
ぎ
、
行
列
が
瓦
礫
の
山
の
間
を
練
り
歩

く
の
を
見
て
、
思
わ
ず
涙
が
出
ま
し
た
。

「
あ
ぁ
こ
の
人
た
ち
は
、
こ
こ
が
自
分
た
ち

の
故
郷
だ
と
感
じ
て
い
る
。
い
つ
か
き
っ

と
こ
こ
に
戻
っ
て
来
る
」と
思
っ
た
の
で
す
。

　
古
来
、
神
社
は
信
仰
に
よ
っ
て
地
域
を

ま
と
め
、
皆
が
喜
び
と
悲
し
み
を
共
有
で

き
る
場
で
あ
り
続
け
て
き
た
。一
つ
の
信

仰
を
地
域
が
共
有
で
き
る
場
を
、
日
本
に

お
い
て
は
神
社
が
担
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
神
社
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

核
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

―
最
後
に
、「
寺
社
観
光
」の
可
能
性
に

つ
い
て
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
神
社
を
訪
れ
る
方
々
は
、
信
仰
だ
け
が

目
的
で
来
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心

の
安
ら
ぎ
を
求
め
、「
非
日
常
」を
求
め
て

来
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
期
待
に
応
え

る
た
め
に
も
、
30
年
で
も
50
年
で
も
か
け

て
、
俗
世
界
と
は
違
う
、
独
特
の「
気
」が

流
れ
る
空
間
を
創
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

境
内
を
鬱
蒼
と
し
た
木
で
覆
っ
た
り
、
建

築
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
工
夫
し
た
り
し
な
が

ら
、
長
い
時
間
を
か
け
て
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
自
分
が
宮
司
と
し
て
仕
事
で
き
る
の

も
、
あ
と
５
年
か
10
年
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
次
の
世
代
に
し
っ
か
り
と
バ
ト

ン
を
渡
し
た
い
。
そ
れ
が
私
自
身
に
課
せ

ら
れ
た
使
命
だ
と
思
う
の
で
す
。

修学旅行生の記念撮影を買って出る藤原宮司。日頃から参拝者との交流を心がけている

境内には、厄を封じ込めた夥しい数のひょうたんが掛けられている

神
社
は
、皆
が
喜
び
と
悲
し
み
を

共
有
で
き
る
場
で
あ
り
続
け
て
き
た

神
社
は
地
域
を
一
つ
に
ま
と
め

共
同
体
が
絆
を
結
び
直
す
場

盛岡八幡宮
〒 020-0872
岩手県盛岡市八幡町 13-1
TEL：019-652-5211
http://morioka8man.jp/
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禅
語
か
ら
生
ま
れ
た「
喫き

っ
さ
こ

茶
去
」と
い
う

“
お
も
て
な
し
”の
心
が
寺
院
に
は
昔
か
ら

あ
っ
た
。
神
社
で
も
祭
り
な
ど
の
行
事
の

際
に
茶
の
接
待
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
寺

社
は
人
が
集
う
場
所
と
同
時
に
お
も
て
な

し
の
場
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、近
年
、「
カ

フ
ェ
を
併
設
す
る
」と
い
う
新
た
な
動
き

が
活
発
化
し
て
い
る
。
常
設
茶
席
や
、伝

統
的
な
精
進
料
理
を
楽
し
め
る
場
所
も
以

前
か
ら
あ
っ
た
の
だ
が
、「
カ
フ
ェ
」は
、
そ

れ
ら
と
は
少
々
異
な
る
よ
う
だ
。

　
根
底
に
は
「
参
拝
者
を
も
て
な
す
」
と

い
う
、
昔
か
ら
変
わ
ら
ぬ
思
い
が
あ
る
。

そ
の
手
段
を
、若
い
世
代
に
も
受
け
入
れ

ら
れ
る
カ
フ
ェ
に
し
た
こ
と
で
、「
寺
社
に

あ
る
オ
シ
ャ
レ
な
カ
フ
ェ
に
行
こ
う
」と
い

う
動
機
が
生
ま
れ
、新
た
な
層
を
呼
ぶ
き
っ

か
け
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
カ
フ
ェ
な
ら
何
で
も
い
い

わ
け
で
は
な
い
。
人
気
の
店
は
ど
こ
も
、

メ
ニ
ュ
ー
や
空
間
演
出
に
寺
社
の
伝
統
を

感
じ
る
“
仕
掛
け
”を
盛
り
込
め
て
い
る

の
だ
。
中
に
は
カ
フ
ェ
を
き
っ
か
け
に
地

域
全
体
が
元
気
に
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ

り
、
寺
社
に
人
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
い
効

果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

料
理
や
空
間
の
仕
掛
け
で

寺
社
世
界
の
入
り
口
に

寺社と
人とをつなぐ
カフェという
選択

特 集

寺社の境内にカフェを設けたことがきっかけで参拝者が集まり、
また、地域が賑わいを取り戻し始めている事例が目立っている。
寺社の皆さんはなぜカフェという形態を選んだのか、
それをどのように立ち上げ、いかに運営しているのか。
「寺社を知ってほしい」。その思いが動かした事例を紹介する。

「食材を使い切る」という禅の教えを「けんちん汁」を通して伝え、
坐禅など、禅の世界観を広めて行きたい

寺自身で運営を試みた
が無理だと判断し、飲
食系企業と業務提携

トータルブランディング
ができるプロジェクト
チームに依頼

事業部を自社に設置し
職員を配置、自社運営。
周辺商店と菓子の開発

一度外部へ委託し、そ
の後自社運営で週末の
み営業

寺の価値を「時代に合った形で新たに創り出したい」と考え、コンセ
プトメイクからスタート。打ち出し方の一つとしてカフェを選んだ

「パワースポットブーム」に際し、新たな参拝者層を開拓するために
境内をリニューアル。その過程にカフェの開設があった

参拝客が腰を下ろす場所やお茶を飲める場所が神社内になかった
ため、既存建物を利用して休憩所を設置することを検討

■紹介事例に見る、カフェを始めた理由と実現のために選んだ運営スタイル

寺社名 始めた理由 運営スタイル

臨済宗建長寺派大本山 巨福山建長寺（神奈川県）

「和カフェ 点心庵」

高野山真言宗遺跡本山 檜尾山観心寺（大阪府）

「創作精進料理 KU‐RI」

熱海 來宮神社（静岡県）

「茶寮 報鼓」

伊太祁曽神社（和歌山県）

「お休み処 木もれび」

事
例
❶

事
例
❷

事
例
❸

事
例
❹
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夕方時には鎌倉らしい
夕日が窓から差し込む
店内。靴を脱いで上が
る。開店2か月目のゴー
ルデンウィークには、昼
営業だけで 1日9 回転、
300人もが訪れた

髙橋料理長（左）にとって、村田総務部長
（右）はなんでも相談できる心強い味方。
取材中も新たな構想を相談していた

寺域内に養蜂場を設
け、そこで収穫され
たはちみつも点心庵
で提供されている

「禅には『食材を活かしきる』という教えがあり、野菜の皮やヘタ、
尻尾の部分まですべて使ってつくられたのが、建長寺発祥と言
われるけんちん汁。写真は塩むすびと自家製のぬか漬けがセット
になった伝承 建長汁（けんちん汁・¥800）

　
今
年
3
月
1
日
、
北
鎌
倉
に
あ
る
臨
済

宗
建
長
寺
派
の
大
本
山
・
建
長
寺
の
門
前

に「
和
カ
フ
ェ 

点
心
庵
」が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

建
長
寺
の
禅
の
心
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
の

願
い
か
ら
、
店
の
奥
に
は
坐
禅
堂
も
併
設

さ
れ
て
い
る
。

　
実
は
こ
の
場
所
に
は
、
も
と
も
と
和
食

な
ど
を
提
供
す
る
別
の
飲
食
店
が
あ
っ
た
。

２
０
１
７
年
に
同
店
が
閉
店
し
、
建
長
寺

が
そ
の
建
物
ご
と
土
地
を
買
い
取
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。

　「
建
長
寺
で
は
年
に
2
回
、
修
行
僧
た

ち
が
檀
家
さ
ん
を
招
い
て
精
進
料
理
を
振

る
舞
う
機
会
が
あ
る
の
で
す
が
、
参
拝
い

た
だ
い
た
皆
様
に
、
日
常
的
に
お
食
事
を

し
て
い
た
だ
け
る
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
管
長
が
、
寺
と
し
て
飲
食

店
の
運
営
を
考
え
ま
し
た
」。
そ
う
話
す

の
は
、
カ
フ
ェ
事
業
を
担
当
す
る
建
長
寺

の
村
田
靖
哲
総
務
部
長
。
当
初
は
吉
田
正

道
管
長
の
意
向
を
受
け
た
村
田
氏
を
中
心

に
、
自
分
た
ち
の
手
で
運
営
す
る
こ
と
を

地
元
の
飲
食
企
業
と
協
働
し
て

参
拝
者
が
休
め
る
場
所
を

【 

神
奈
川
県 

】

わ
か
ふ
ぇ 

て
ん
し
ん
あ
ん

和
カ
フ
ェ
点
心
庵

巨
福
山
建
長
寺

臨
済
宗
建
長
寺
派

大
本
山

case1
寺  

院

飲
食
企
業

と
の
協
働

「
食
材
を
活
か
し
き
る
」

け
ん
ち
ん
汁
で
伝
え
た
か
っ
た
心
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試
み
た
と
い
う
。
し
か
し
、
日
々
の
お
勤

め
の
傍
ら
カ
フ
ェ
の
営
業
ま
で
手
が
け
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
結
局
、
運
営
を

プ
ロ
に
任
せ
る
こ
と
と
な
る
。
白
羽
の
矢

が
立
っ
た
の
は
、
神
奈
川
県
内
に
中
華
や

イ
タ
リ
ア
ン
な
ど
10
店
舗
を
構
え
る
地
元

の
飲
食
企
業
・
株
式
会
社
千
里
。
同
社
の

イ
タ
リ
ア
ン
事
業
部
で
総
料
理
長
と
し
て

腕
を
振
る
う
髙
橋
博
文
氏
と
の
二
人
三
脚

で
、
店
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
。

　
建
長
寺
と
の
一
体
感
を
出
す
た
め
に
、

ま
ず
、
通
り
に
面
し
て
い
た
入
り
口
を
寺

域
内
に
設
け
た
。
そ
し
て
建
長
寺
が
代
々

受
け
継
い
で
き
た「
け
ん
ち
ん
汁
」を
看

板
メ
ニ
ュ
ー
に
据
え
る
こ
と
に
。
た
だ
し
、

そ
の
レ
シ
ピ
は
僧
た
ち
の
口
頭
で
伝
承
さ

れ
て
き
た
も
の
。
店
で
提
供
す
る
た
め
に

は
、
レ
シ
ピ
を
統
一
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
吉
田
管
長
は
じ
め

建
長
寺
の
数
名
か
ら
作
り
方
の
指
導
を
受

け
、「
平
均
と
な
る
味
を
探
っ
た
」と
髙
橋

料
理
長
。
寺
側
も
試
食
を
繰
り
返
し
、
納

得
の
い
く
ま
で
意
見
を
出
し
合
っ
た
。

　「
建
長
寺
の
ブ
ラ
ン
ド
を
背
負
っ
た
以

上
、
そ
の
名
に
泥
を
塗
る
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
地
元
の
こ
だ
わ
り
抜
い
た
食
材

を
使
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
老
師
や
お
寺
の

方
々
に
料
理
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
い

て
か
ら
、
お
客
様
に
提
供
し
て
い
ま
す
」

　
7
月
に
は
完
全
予
約
制
で
デ
ィ
ナ
ー

コ
ー
ス
の
提
供
も
始
め
る
が
、
村
田
氏
は
、

「
い
ず
れ
は
点
心
庵
の
坐
禅
堂
で
、
か
ね
て

か
ら
の
希
望
で
あ
っ
た
坐
禅
会
を
開
き
た

い
」と
、今
後
の
夢
も
語
る
。
そ
の
期
待
に

応
え
る
べ
く
、
カ
フ
ェ
の
ス
タ
ッ
フ
は
全

員
で
京
都
の
老
舗
茶
屋
に
研
修
に
行
き
、

茶
道
も
学
ん
だ
。

　「
和
敬
静
寂
」。
寺
と
地
元
飲
食
企
業
が

互
い
の
つ
な
が
り
を
考
え
、
協
働
す
る
姿

勢
に
も
、
禅
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

禅
の
町
・
鎌
倉
で
気
軽
に

禅
に
触
れ
ら
れ
る
場
を

地元のスパイス会社とコラボした鎌倉野菜カレー（写真上
¥1,500）と、三浦の地卵を使った玉子焼サンド（¥1,200）

カフェスペースの奥に
ある坐禅堂は、四
季を感じる庭園につ
ながっている。いず
れは一般客に禅の
心を説く坐禅会を開
くことが目標だ

寺域内で獲れたはちみつを使った鎌倉はちみつプリ
ン（¥700）。盆には建長寺吉田管長が大好きな猫を、
ふるった粉糖で表現している

目の前で石臼挽きした抹茶をふりかけて
くれる石臼挽き抹茶ティラミス（¥700）。
そのパフォーマンスも嬉しい

〒 247-0062 
神奈川県鎌倉市山ノ内７
TEL：0467-55-9350

和カフェ 点
てんしんあん

心庵

「コミュニティホールとまでは言
いませんが、お寺は本来、人の
集まる場所です。これまでも境内
で坐禅会を開催してきましたが、
より気軽に体験できる場所を設け
ることで、禅を通してもっとお寺
に足を運んでいただけたらと考え
ています。あわせて、建長寺の思
いを込めたカフェで食事をしてい
ただくことで、禅に触れていただ
くきっかけができれば嬉しいです
ね」（村田氏）

食事を楽しみながら
禅に気軽に触れてほしい

紫陽花の花を彷彿させる点心庵オリジナル 抹茶パフェ
（¥1000）は生チョコもジュレもすべて手作りだ
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入店後の動線も工夫した。まず案内され
るのが非公開の書院（重文）。厳かな和
の空間を堪能したら、食事場所の庫裏へ

が
、
自
坊
の
行
事
で
提
供
し
て
い
た
精
進

料
理
を
ア
レ
ン
ジ
、
そ
こ
に
昔
か
ら
節
分

の
厄
除
け
と
し
て
食
さ
れ
て
き
た
寺
伝
統

の
あ
ず
き
茶
粥
を
プ
ラ
ス
し
、「
創
作
精
進

料
理
」と
し
て
提
供
し
て
い
る
。

　
交
通
至
便
と
は
あ
ま
り
言
え
な
い
場
所

で
も
、
週
3
日
の
営
業
は
予
約
で
埋
ま
る
。

「
寺
院
の
歴
史
を
直
に
感
じ
ら
れ
る
」「
見

た
目
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
く
る
料
理
」と
い
う

の
は
利
用
客
の
声
。
し
か
し
現
在
の
活
況

は
た
だ
時
流
に
乗
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

訪
れ
る
人
に
ど
う
感
じ
て
も
ら
い
た
い
か
、

Ｐ
Ｒ
は
？ 

な
ど
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

が
緻
密
に
立
て
た
戦
略
が
も
た
ら
し
た
も

の
。
加
え
て
テ
レ
ビ
や
雑
誌
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
企
画
を
立
て
、
メ
デ
ィ
ア

も
う
ま
く
活
用
し
つ
つ
、
き
ち
ん
と
運
営

が
成
り
立
つ
ラ
イ
ン
に
乗
せ
た
こ
と
が
、

　
大
阪
府
南
部
・
河
内
長
野
市
の
山
間
部

に
大
宝
元
（
７
０
１
）年
創
建
で
、
楠
木
正

成
に
も
縁
の
あ
る
観
心
寺
。
平
安
期
の
密

教
美
術
の
傑
作
と
評
さ
れ
る
本
尊（
国
宝
）

の
秘
仏
・
如
意
輪
観
音
菩
薩
像
、
大
阪
府

下
最
古
級
の
国
宝
建
造
物
で
あ
る
金
堂
の

ほ
か
、
勅
使
門
を
備
え
る
本
坊
な
ど
国
指

定
の
重
要
文
化
財
も
多
数
有
し
て
い
る
。

こ
ち
ら
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
背
景
の

も
と「
お
寺
は
心
の
拠
り
所
と
し
て
多
く

の
人
が
集
っ
て
い
た
場
所
。
そ
れ
を
こ
れ

か
ら
の
時
代
に
合
っ
た
形
で
創
り
出
せ
な

寺
の
新
し
い
形
を
生
み
出
す

そ
の
手
段
と
し
て
の
カ
フ
ェ

い
か
」と
考
え
、
文
化
財
を
有
効
活
用
す

る
こ
と
で
寺
の
文
化
を
次
世
代
に
継
承
し

た
い
と
い
う
思
い
の
実
現
を
、
コ
ン
セ
プ

ト
メ
イ
ク
か
ら
ト
ー
タ
ル
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
を
任
せ
ら
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム（
現
・
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ｉ 

Ｐ
Ｒ
Ｏ

Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）に
依
頼
し
た
。

　
寺
の
格
式
や
品
格
を
落
と
す
こ
と
な

く
、
若
い
人
た
ち
に
お
寺
に
対
し
て
関

心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
細
部
に
わ

た
っ
て
斬
新
な
企
画
を
検
討
。
そ
の
一
つ

の
手
段
と
し
て
、
観
心
寺
の
子
院
と
し
て

約
４
０
０
年
前
に
立
て
ら
れ
た
槇
本
院

の
庫
裏
を
活
用
し
た「
Ｋ
Ｕ
‐
Ｒ
Ｉ
」を

２
０
１
６
年
10
月
に
誕
生
さ
せ
た
。
こ
こ

で
い
た
だ
け
る
の
は
精
進
料
理
だ
が
、
一

般
的
な
精
進
料
理
と
一
線
を
画
す
こ
と
は

上
の
写
真
を
見
て
の
通
り
。
住
職
の
奥
様・

永
島
和
佳
さ
ん
と
住
職
の
妹
で
漢
方
養
生

指
導
士
の
資
格
を
持
つ
松
永
有
希
子
さ
ん

成
功
し
て
い
る
最
も
重
要
な
理
由
だ
ろ
う
。

大
切
な
の
は
、
寺
の
存
在
意
義
の
新
し
い

形
を
創
っ
て
い
く
こ
と
。
だ
か
ら
こ
そ「
Ｋ

Ｕ
‐
Ｒ
Ｉ
」の
成
功
は
、
ま
だ
通
過
点
で
し

か
な
い
。

　
寺
を
舞
台
に
そ
の
文
化
を
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
カ
フ
ェ
は
、
全
国
に
た
く
さ
ん
あ

る
。
し
か
し
目
指
す
形
を
明
確
に
し
、
そ

の
た
め
に
コ
ン
セ
プ
ト
の
組
み
立
て
か
ら

行
い
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
一
つ
の
形
と
し
て

カ
フ
ェ
を
成
功
さ
せ
た
点
で
、
観
心
寺
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
そ
れ
ら
と
は
違
う
道
を

歩
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
形
を
創

り
出
せ
た
こ
と
が
、
地
域
に
人
を
呼
ぶ
と

い
う
地
域
活
性
の
一
端
を
担
え
て
い
る
こ

と
も
興
味
深
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
先

ど
ん
な「
新
し
い
形
」が
生
ま
れ
て
く
る
の

か
、
楽
し
み
で
あ
る
。

伝
統
と
文
化
を

次
世
代
に
継
承

し
て
い
く
方
法

庫裏にあった ＂へっつ
いさん（かまど）＂ は消
防法に合わせてガス仕
様に。しかし外形を残
して見せることで、400
年の時の流れを感じて
もらえるようにした

住職の奥様・永島和佳さん（右）と義妹の
松永有希子さん

テーブルは写経
机をリメイク。庫
裏内はあまり手を
加えず、そのまま
の歴史に触れら
れる空間

〒 586-0053
大阪府河内長野市寺元 475
TEL：050-3746-8600
http://www.kanshinji.com/kuri/

創作精進料理 KU-RI

「お寺のことを知ってほしい、寺へ来
てほしい、そして若い人に寺の伝統
を伝えたい。そのために実践したの
は、若い人に興味を持たれる料理の
構成、空間演出です。ただ、これだ
けの事をいきなり寺として実践する
にはハードルが高いので、私の個人
事業として店をスタートさせました。
うまく軌道に乗せることができたた
め、今春より寺院の収益事業として
運営しています」（永島さん）

若い人のことを意識して
すべてを考えました

【 

大
阪
府 

】

そ
う
さ
く
し
ょ
う
じ
ん
り
ょ
う
り
　
く
り

創
作
精
進
料
理

 

K
U
‒
R
I

檜ひ
の
お
さ
ん
か
ん
し
ん
じ

尾
山
観
心
寺

高
野
山
真
言
宗

遺
跡
本
山

case2
寺
院
が
発
案

外
部
パ
ー
ト
ナ
ー
へ

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
依
頼

料理は河内長野産の野菜を使った季節の蒸し料理、茶粥。デザート、ドリン
ク付きで 2,700 円。大豆の唐揚げ、トマトの中華風など、食べた人に驚きを
与えたいから、と多彩な創作メニューで精進料理は構成される
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來
宮
神
社
は
、
和
銅
3（
７
１
０
）
年
の

創
建
以
来「
来
福
・
縁
起
の
神
」
と
し
て

信
仰
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
２
０
０
５
年
、

神
社
は
一
度
経
営
破
綻
の
危
機
に
瀕
し
て

い
る
。
雨あ

め
み
や
も
り
か
つ

宮
盛
克
宮
司
は
、「
バ
ブ
ル
崩
壊

後
、
熱
海
全
体
に
閑
散
期
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
は
神
社
を
守
っ
て
い
こ
う
に
も
先
立

つ
も
の
が
な
く
、
や
っ
と
の
思
い
で
経
営

し
て
い
る
状
況
で
し
た
」と
、
振
り
返
る
。

　
転
機
が
訪
れ
た
の
は
２
０
１
０
年
。
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
が
追
い
風
と
な
っ
た
。

　「
境
内
の
大
樟く

す

が
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
注
目
さ
れ
、
若
い
女
性
が
参
拝
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
神
社
の
伝
統
を
残
し
て

い
く
た
め
に
、『
こ
れ
を
ブ
ー
ム
で
終
わ
ら

せ
て
は
い
け
な
い
』と
考
え
、
少
し
ず
つ
境

内
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
着
手
し
た
の
で
す
」

　
参
道
整
備
に
始
ま
り
、
鳥
居
の
外
に

は
お
休
み
処
を
設
置
、
本
殿
は
中
が
見
え

る
よ
う
に
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
た
。
そ
し
て

２
０
１
４
年
、
参
集
殿
竣
工
と
共
に
、
茶

寮
と
し
て
「
報
鼓
」
を
開
店
。
創
設
に
あ

た
っ
て
ま
ず
着
目
し
た
の
は
、当
社
の
御

祭
神
の
好
物
と
伝
え
ら
れ
る「
麦
こ
が
し
・

橙だ
い
だ
い・

と
こ
ろ
・
百
合
根
」だ
っ
た
。
神
社

に
縁
の
あ
る
食
材
を
使
い
、メ
ニ
ュ
ー
を
提

供
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
。
同
時
に
、
来

宮
駅
前
福
道
町
商
店
街
の
菓
子
店
や
飲
食

店
な
ど
と「
来ら

い
ふ
く福

ス
ウ
ィ
ー
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」も
立
ち
上
げ
た
。

　「
最
初
は
6
店
舗
と
協
同
で
ケ
ー
キ
や
パ

ン
な
ど
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
11
店
舗

に
広
が
り
、
来
福
ス
イ
ー
ツ
は『
健
康
パ

ン
』さ
ん
の“
麦
こ
が
し
饅
頭
”の
み
だ
っ
た

10
年
前
か
ら
、
現
在
は
報
鼓
で
提
供
し
て

い
る
メ
ニ
ュ
ー
も
含
め
50
品
以
上
が
熱
海

市
内
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
フェ
事
業

部
の
収
益
は
当
時
の
8
倍
に
な
り
ま
し
た
」

　
境
内
に
は
、
来
福
ス
イ
ー
ツ
を
提
供
す

る
店
を
記
し
た「
来
福
M
A
P
」も
置
い
て

い
る
。
そ
の
効
果
か
、「
来
福
ス
イ
ー
ツ
を

始
め
た
こ
と
で
過
去
最
高
益
を
出
し
た
店

舗
も
あ
る
」と
い
う
。し
か
し
、
外
の
店
舗

で
販
売
さ
れ
る
来
福
ブ
ラ
ン
ド
商
品
に
つ

い
て
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
な
ど
は
未
設
定
。

　「
そ
の
分
、
本
当
に
来
福
ブ
ラ
ン
ド
に

ふ
さ
わ
し
い
商
品
な
の
か
と
い
う
厳
し
い

チ
ェ
ッ
ク
は
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

し
、
お
互
い
を
紹
介
し
あ
う
こ
と
で
観
光

客
の
動
き
も
活
発
に
な
り
ま
し
た
。
何
よ

り
、
商
品
開
発
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、

街
の
方
々
と
会
話
を
す
る
き
っ
か
け
が
で

き
た
こ
と
が
一
番
嬉
し
い
の
で
す
」

　
神
社
と
地
域
が
互
い
に
“
な
く
て
は
な

ら
な
い
存
在
”
だ
と
再
認
識
す
る
き
っ
か

け
と
も
な
っ
た
カ
フ
ェ
事
業
。
地
域
と
共

に
活
性
化
を
図
っ
た
こ
と
で
、
参
拝
者
数

は
10
年
前
の
5
倍
に
も
増
え
て
い
る
。「
い

ず
れ
は
、
か
つ
て
の
門
前
町
が
熱
海
で
復

活
で
き
た
ら
嬉
し
い
」と
い
う
宮
司
の
言
葉

か
ら
は
、さ
ら
な
る
進
化
も
予
見
さ
せ
る
。

麦こがしアイスと冷たいしるこ（白玉入り・¥500、左）と、百合根入りクラムチャウダー
とかぼちゃのスープ（各 ¥400、右）

神社で販売してい
る「来福スイーツ」
の数々。 來 宮 神
社の思い出を持ち
帰ってもらえるお
土産として人気

朝の掃除の際に集め
た落ち葉で、ハート
マークを作り、写真ス
ポットに

カフェ事業部の稲葉直子統括マネー
ジャー（左）と雨宮盛克宮司（右）

大鳥居の外にある「來宮神
社直営お休み処」。麦こが
しソフトクリーム（¥350）や、
神前冷酒（¥800）などが楽
しめる。現在は16 時半閉店
だが、いずれは夜の営業も
考えているそう

自然を感じてほしいという願いから、席はすべて屋外に設けられている。来福スイーツのほか、オリジナルのアロマオイルも販売中

起
死
回
生
の
一
手
が
地
域
振
興
に
も
繋
が
っ
た

〒 413-0034
静岡県熱海市西山町 43-1
熱海 來宮神社内
TEL：0557-82-2241
http://www.kinomiya.or.jp/

茶
さりょう

寮 報
ほ う こ

鼓

「境内のリニューアルを進めるなか
で、参拝客の神社での滞在時間が、
とても短いことに気づきました。神
社としては、普段仕事などで疲れて
いる方々にゆっくり時を感じてもら
えるような空間でありたい。それで、
お祭りの始まりを告げる太鼓『報鼓』
の合図で人々が集まるように、神社
の境内に人の集まる場を作ろうと考
えたのです」（雨宮宮司）

滞在時間の短さが
カフェの出発点でした

【 

静
岡
県 

】

さ
り
ょ
う 

ほ
う
こ

茶
寮 
報
鼓

熱
海 

來き
の
み
や宮

神
社

case3
神
社
の

発
案

地
域
商
店

へ
の
提
案

収
益
は
10
年
前
の
8
倍
に

門
前
町
の
形
成
を
目
指
し
て

人気の麦こがしシフォ
ン（¥500）とだいだい
サイダー（¥400）。四
季を感じられるよう、
メニューも季節によっ
て変えている
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神社本庁、伊勢神宮
崇敬会および神宮会
館などを経て、平成15

（2003）年に神社に
戻った奥宮司ご夫婦。
お二人で話し合いな
がら、「木もれび」を作
り上げた

写真上から順に、店内では、木
製の雑貨のほか、地元の特産品
も販売。紀伊国祖神（きいのくに
おやがみ）として、和歌山との関
係も感じさせる。建物の天井に
は鎌倉時代に組まれた扇垂木（お
うぎたるき）が放射状に美しく配
置されている。店横の道を進め
ば「いのちの水」の水くみ場。カ
ウンターはヒノキにヤマザクラを継
ぎ、木に包まれた店内に

社務所になる前は休憩所だったとい
う建物。元の場所に戻り、木漏れ
日に包まれる。店頭にも席がある

神
社
と
参
拝
者
が
縁
を
結
び
合
え
る
場
所
に

　『
続し

ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』大
宝
2（
7
0
2
）年
の
条

に
初
見
記
事
が
存
す
る
伊
太
祁
曽
神
社
。

御
祭
神
は
木
の
神
様
・
五イ

タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト

十
猛
命
、
ゆ
え

に
社
域
は
豊
か
な
森
に
包
ま
れ
て
い
る
。

以
前
か
ら
週
末
に
な
る
と
県
外
の
参
拝
者

が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
境

内
に
は
腰
を
下
ろ
す
場
所
が
な
か
っ
た
。

ま
た
、
森
を
感
じ
て
も
ら
う
に
も
お
茶
を

飲
め
る
場
所
も
な
い
。
そ
こ
で
以
前
社
務

所
と
し
て
使
っ
て
い
た
建
物
を
、
参
拝
者

の
休
憩
場
所
に
す
る
こ
と
を
奥お

く

重し
げ
み視

宮
司

は
考
え
た
そ
う
。
建
物
を
本
来
立
っ
て
い

た
場
所
に
戻
し
、２
０
１
６
年「
お
休
み
処 

木
も
れ
び
」を
オ
ー
プ
ン
。
当
初
は
外
部

社
務
所
だ
っ
た
建
物
を

週
末
限
定
カ
フ
ェ
に

に
運
営
を
委
託
し
て
い
た
。

 「
外
部
の
方
に
任
せ
っ
き
り
に
な
る
と
次

第
に
収
益
重
視
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
、
そ
ん
な
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
場
所
の
役
割
は
神
社
の
文
化
を
伝
え
て

い
く
こ
と
で
す
か
ら
、
や
は
り
神
社
の
人

間
が
携
わ
る
べ
き
だ
と
」。
そ
れ
で
現
在
は

奥
様
の
よ
し
さ
ん
が
週
末
だ
け
運
営
す
る

形
態
を
取
っ
て
い
る
。

 「
も
と
も
と
平
日
に
は
、
参
拝
者
が
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
週
末
し
か
私
が
動

け
な
い
。
だ
か
ら
割
り
切
っ
て
週
末
だ
け

の
営
業
に
し
、
そ
の
分
、
お
客
様
に
は
私

自
身
が
神
社
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
」

と
奥
様
。
日
中
に
は
店
名
通
り
、
建
物
に

木
漏
れ
日
が
降
り
注
ぐ
。
そ
し
て
窓
の
外

に
は
風
に
そ
よ
ぐ
木
々
。
気
が
つ
け
ば「
つ

い
長
居
し
て
し
ま
う
」と
い
う
声
も
多
い
、

憩
い
の
場
に
な
っ
て
い
た
。

　「
別
に
東
屋
の
よ
う
な
も
の
で
も
良
か
っ

た
の
で
す
が
」と
奥
宮
司
は
言
う
が
、
現

在
は
ぜ
ん
ざ
い
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
を
提
供

し
て
い
る
。
ぜ
ん
ざ
い
に
入
る
餅
は
撤
下

神
饌
の
米
、
コ
ー
ヒ
ー
に
添
え
た
お
菓
子

も
撤
下
神
饌
を
材
料
に
。
コ
ー
ヒ
ー
も
古

来「
い
の
ち
の
水
」と
言
わ
れ
て
き
た
境
内

の
湧
水
で
淹
れ
て
い
る
。「
少
し
で
も
神
社

に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
」。
こ
こ
で
は
何
気
な
い
も
の
一
つ

ひ
と
つ
が
、
神
社
と
繋
が
っ
て
い
る
。

〒 640-0361
和歌山県和歌山市伊太祈曽 558
TEL：073-478-0006（社務所）
http://itakiso-jinja.net

木もれび

温かいぜんざいは焼き餅入り、冷たいぜんざいは抹茶アイスと白玉が入る
（￥500）。「いのちの水」で淹れるコーヒー（￥350）の受け菓子は奥様の手作り

【 

和
歌
山
県 

】

こ
も
れ
び

お
休
み
処 

　
　

 

木
も
れ
び

伊い

た

き

そ

じ

ん

じ

ゃ

太
祁
曽
神
社

case4
神
社
自
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

「宮司に就任してからは、神社の
ホームページを開設、QRコード
を作るなど、伊太祁曽神社の名を
出す努力はしてきたつもりです。
しかし、来てもらえないと意味が
ありません。その時、憩える場所
の必要性を感じたのです。ここで
の収益を何かで使う、ということ
は考えていません。無理のない範
囲で、参拝者が長居できる場所を
提供したい。純粋にその思いで店
を作ることにしました」（奥宮司）

社名を知らせるだけでなく
来てもらえるように
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神
社
の
個
性
が

生
き
る
絵
馬
を

文
化
と
し
て

広
め
て
い
き
た
い

2
No. 

外
か
ら
の
刺
激
が

寺
と
檀
家
の
関
係
に

化
学
反
応
を
起
こ
し
、

地
域
を
変
え
る

1
No. 

　
永
崎
ひ
ま
る
さ
ん
が“
絵
馬
師
”と
し

て
神
道
文
化
賞
を
受
賞
し
た
の
は
、
今
か

ら
2
年
前
。
そ
れ
ま
で
神
社
界
の
伝
統
文

化
の
伝
承
に
貢
献
し
た
人
に
贈
ら
れ
る
同

賞
の
受
賞
者
の
多
く
は
、
神
職
だ
っ
た
。

　「
私
が
神
道
文
化
賞
を
い
た
だ
く
ま
で

は
絵
馬
師
と
い
う
専
門
職
が
あ
る
こ
と
自

体
、
神
社
関
係
者
で
も
知
ら
な
い
方
が

多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
絵
馬
師
は
、
自

分
の
名
前
を
表
に
出
し
て
は
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
る
方
も
少
な
く
な
い
で
す
か
ら
」

　
そ
の
受
賞
を
後
押
し
し
た
の
は
、
絵
馬

を
奉
納
し
た
山
梨
・
浅あ

さ
ま間

神
社
の
宮
司

だ
っ
た
。
推
薦
を
受
け
た
こ
と
で
、
絵
馬

師
と
い
う
職
業
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い

「絵馬」を次世代へ伝える、絵馬師・永崎ひまるさん

【浄土宗知恩院派 月
げっちゅうさんしょうみょうじ

仲山称名寺】
〒 613-0023 京都府久世郡久御山町野村3　TEL：075-631-2247

【永崎ひまる】
ブログ「ひまるの素敵な毎日。」  https://ameblo.jp/himaruyu/

山梨・甲斐國一宮浅間
神社に納められた絵馬
は、ポップなタッチが印
象的。こちらはコンピュー
ターグラフィックで描かれ
ている

永崎さんは埼玉県のユネスコ無形文化遺産細川紙・小川町ふるさと大使も
務めており、鹿児島・霧島神社の特別大祭記念絵馬には、その和紙を使用

世界文化遺産登録記念として、地域の人
たちが資金を出し合って奉納した福岡・
宗像大社の大絵馬と永崎さん。樹齢 300
年以上の天然木曽ヒノキに手描きした

地域の寺の将来を変えるべく活動する、稲田瑞
ず い き

規さん

「テ・ラ・ランド」とい
うネーミングは映画
監督の発案。単なる
地域の寺のイベント
ではなく、耳に残る
名前、目を引くビジュ
アルを作ったのも多く
の人を集められた大
きな理由

檀家さんや久御山町が初
めてという参加者にイベント
の趣旨を説明する副住職の
稲田さん。檀家の皆さんも
温かく見守ってくれた

当日は檀家の女性たちによる合唱も行われ、寺と檀家さんが一つに
なった。100人以上が寺に集まった様子を見て住職が涙したそう

か
ね
ば
と
い
う
思
い
が
芽
生
え
た
そ
う
。

同
時
に
、
神
社
か
ら
の
反
応
に
も
変
化
が
。

　「
静
岡
の
小お

く
に國

神
社
に
絵
馬
を
奉
納
し

た
際
、担
当
の
神
職
様
か
ら『
署
名
が
小
さ

す
ぎ
る
の
で
大
き
く
』と
ご
指
摘
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
私
が
描
い
た
こ
と
を
押
し

出
し
た
い
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
」

　
そ
れ
は
、絵
馬
に
も
“
ブ
ラ
ン
ド
力
”
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
れ
だ
っ
た
。

　「
神
社
に
よ
っ
て
絵
馬
に
描
き
た
い
も

の
、
描
い
て
は
い
け
な
い
も
の
が
違
い
ま

す
。
私
は
、
そ
う
し
た
神
社
の
個
性
を
汲

ん
だ
上
で
、
参
拝
者
が
“
持
ち
帰
り
た
い
”

と
思
え
る
、
特
別
な
絵
馬
を
描
き
た
い
。

絵
馬
を
通
じ
て
神
社
に
人
を
呼
ぶ
き
っ
か

け
を
創
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
」

　
今
後
、新
た
な
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
大
絵
馬

が
東
京
大
神
宮
に
も
奉
納
さ
れ
る
予
定
だ
。

神
道
文
化
賞
の
受
賞
で

気
づ
か
さ
れ
た
使
命

共
に
全
檀
家
を
訪
問
。
若
い
監
督
と
共
に

制
作
し
た
映
画
に
は
、
監
督
の
ア
イ
デ
ア

で
7
割
近
い
檀
家
さ
ん
が
出
演
。
そ
の
結

果
当
日
は
、
法
要
時
で
さ
え
寺
に
来
て
く

れ
な
か
っ
た
檀
家
さ
ん
も
大
勢
寺
へ
来
て

く
れ
た
。
さ
ら
に
驚
い
た
の
は
、
町
外
か

ら
の
参
加
者
の
多
さ
。
若
い
人
に
響
く
よ

う
文
章
や
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
考
え
て
ウ
ェ
ブ

メ
デ
ィ
ア
に
載
せ
た
告
知
が
転
載
さ
れ
、

５
０
０
０
回
以
上
の
S
N
S
拡
散
と
い
う

予
想
外
の
反
響
を
招
き
、
最
終
的
に
町
内

外
か
ら
１
０
０
人
以
上
が
来
場
。

　「
寺
の
仏
教
の
姿
に
別
の
要
素
を
重
ね

れ
ば
、
新
し
い
価
値
観
が
創
れ
る
こ
と
を

実
感
し
ま
し
た
」。
地
域
の
人
と
何
か
を

作
る
楽
し
さ
。
熱
意
を
持
っ
て
意
見
を
述

べ
、
老
い
も
若
き
も
協
力
し
な
が
ら
進
む

先
に
、
新
た
な
可
能
性
が
見
え
て
き
た
。

　
寺
で
寺・

主・

映
画
の
上
映
、
し
か
も
出
演

者
は
寺
の
関
係
者
と
檀
家
さ
ん
。
昨
年
10

月
1
日
、京
都
府
久
御
山
町
の
称
名
寺
で
、

お
寺
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
映
画
祭
「
テ
・
ラ
・
ラ

ン
ド
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。

同
日
は
法
然
上
人
の
御
忌
法
要
日
。
厳
か

な
儀
式
と
笑
い
溢
れ
る
上
映
会
が
同
じ
場

所
で
開
催
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
企
画
し
た

の
は
副
住
職
の
稲
田
瑞
規
さ
ん
。
寺
と
檀

家
と
町
の
、
変
わ
ら
な
い
日
常
…
。
そ
れ

で
い
い
の
か
！ 

と
疑
問
に
思
い
、「
寺
に

外
の
人
を
呼
び
、
檀
家
さ
ん
と
ふ
れ
あ
う

こ
と
で
地
域
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
決
意
し
た
。

　
父
で
あ
る
住
職
を
説
得
し
、
住
職
と

寺
と
地
域
の
在
り
方
を
考
え
る
。

そ
の
た
め
に
挑
戦
を

月仲山称名寺は最寄りバス停から徒歩 15
分。それでも町外から多くの人が来た

伊勢神宮の内宮・参集殿にて授与され
る、今年の干支「戌」の開運絵馬

文化や伝統を未来へつなぎ、寺社を活性化させている人や活動。２つの事例を紹介します。 〜 From the Past to the Future〜
伝統を未来へ
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時
は
南
北
朝
時
代
。
楠く

す
の
き木

正ま
さ
し
げ成

は
湊

み
な
と
が
わ川

の
戦
い
に
破
れ
、
自
刃
す
る
。
そ
の
直
前
、

自
身
が
守
護
神
と
し
て
崇
め
身
に
付
け
て

い
た
八
幡
大
神
の
神し

ん
じ璽

を
家
臣
に
託
し
、

家
臣
は
淡
路
島
へ
逃
れ
た
と
い
う
。
そ
の

八
幡
大
神
を
祀
る
の
が
淡
路
島
北
部
の
松

帆
神
社
だ
。
神
社
に
は
楠
公
に
ま
つ
わ
る

話
と
し
て「
八
幡
宮
に
名
刀
あ
り
」と
の

噂
も
あ
っ
た
の
だ
が
、そ
の
所
在
は
長
ら

く
不
明
。
と
こ
ろ
が
昭
和
初
期
、
本
殿
奥

の
内
陣
か
ら
、一
振
り
の
刀
が
見
つ
か
っ
た
。

さ
っ
そ
く
鑑
刀
宗
家
・
本ほ

ん

阿あ
み
こ
う
そ
ん

弥
光
遜
氏
が

鑑
定
に
あ
た
り
、
当
時
の
文
部
省
国
宝
保

存
課
刀
剣

主
査
・
本

間
順
治
博

士
か
ら
も

「
間
違
い
な

く
菊
一
文

字
」と
の
評

価
を
得
、
昭
和
10
年
に
国
の
重
要

美
術
品（
当
時
）に
認
定
さ
れ
た
。

　
年
に
一
度
、
秋
の
例
祭
時
に
公

開
さ
れ
て
き
た
菊
一
文
字
だ
っ
た

が
、
当
社
の
権
禰
宜
・
田
村
俊
介

氏
は
、「
名
刀
の
情
報
を
知
ら
せ
る

こ
と
で
、
神
社
に
も
地
域
に
も
、人

が
集
う
か
も
知
れ
な
い
」と
考
え
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
、Ｓ
Ｎ

Ｓ
を
活
用
し
、神
社
と
菊
一
文
字

の
存
在
を
発
信
。
ま
た
、
参
拝
者
が
誰
で

も
気
軽
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
物
に

近
い
質
感
と
重
量
の
鉄
製
模
造
刀
を
入
手

し
、
社
務
所
入
口
に
置
い
た
。

　
伝
承
通
り
に
発
見
さ
れ
た
こ
の
菊
一
文

字
は
、
後
鳥
羽
上
皇
が
鍛た

ん
と
う刀

さ
れ
た
も

の
を
後
醍
醐
天
皇
か
ら
楠
公
へ
下
賜
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
お
り
、
田
村
権
禰

宜
の
地
道
な
活
動
に
よ
っ
て
、
地
区
以
外

に
も
知
ら
れ
始
め
た
。
出
自
の
ロ
マ
ン
と

そ
の
希
少
性
が
口
コ
ミ
で
も
広
が
り
、
神

社
に
人
を
呼
び
、
地
域
の
活
性
化
に
一
役

買
っ
て
い
る
。

情
報
を
発
信
す
る
こ
と
で

地
域
活
性
に
も
つ
な
が
る

の
聖
観
世
音
菩
薩
は
、
通
常
の
仏
像
と

は
一
線
を
画
す
。
華
や
か
な
色
彩
を
ま
と

い
、
立
ち
姿
は
ま
る
で
女
形
の
役
者
の
よ

う
。
本
尊
の
傍
ら
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ん

と
も
圧
倒
的
な
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。

　
作
者
は
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に

活
躍
し
た
活い

き

人
形
師
で
あ
り
、
仏
師
で
も

あ
っ
た
松ま

つ
も
と
き
さ
ぶ
ろ
う

本
喜
三
郎
。
江
戸（
東
京
）や

京
阪
の
桧
舞
台
に
お
い
て
高
い
名
声
を

誇
っ
た
彼
の
、
晩
年
の
傑
作
が
こ
の
聖
観

世
音
菩
薩
像
だ
っ
た
。
彼
に
は
故
郷
で
あ

る
熊
本
市
の
万
日
山
に
観
音
霊
場
を
開
き

た
い
と
い
う
夢
が
あ
っ
た
。

　
そ
ん
な
観
音
信
仰
の
想
い
で
創
っ
た
聖

観
世
音
菩
薩
像
は
人
の
よ
う
な
生

命
力
を
た
た
え
、
仏
界
と
人
間
界

の
境
に
ス
ッ
と
立
つ
よ
う
な
神
秘

性
が
魅
力
。
信
仰
心
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
高
い
芸
術
性
に
惹
か
れ
て
訪

れ
る
参
拝
者
も
多
い
と
い
う
。
同
寺

で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
発
信
も
行
っ

て
お
り
、
そ
の
影
響
か
ら
か
、
若

い
世
代
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る
。

　
Ｊ
Ｒ
熊
本
駅
か
ら
近
い
、
万ま

ん
に
ち
や
ま

日
山
の
中

腹
に
佇
む
来
迎
院
。
大
宝
元
（
７
０
１
）

年
に
行
基
菩
薩
が
開
山
し
た
法
相
宗
の
寺

院
で
、
歓
喜
2（
１
２
３
０
）
年
に
浄
土

宗
に
改
宗
。
も
と
は
36
坊
の
大
寺
院
だ
っ

た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
経
て
現
在
の

姿
と
な
っ
た
。
来
迎
院
に
は
日
本
各
地
か

ら
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
る
の
だ
が
、
目
的

の
多
く
が
聖
観
世
音
菩
薩
像
。
来
迎
院

活
人
形
作
家
・
松
本
喜
三
郎
の

最
晩
年
の
代
表
傑
作

聖観世音菩薩像は1887年の
作で、熊本市指定の有形文化
財。本尊の傍らのガラスケース
に保管してあり、寺の開門時
間中は自由に拝観できる

作者の松本喜三郎は日本で初
めて義足をつくった人物でもある
（実用化はされなかった）。表
情はもちろん、背面の曲線など
活人形の精巧さは、人体を熟
知した作者ならではの賜物だ

秋の例祭では菊一文字の刀身と共に拵（こしらえ）もガラスケースに入れ、展示する

ご朱印には聖観世音菩薩
の姿の印が。姿をなぞり描
きする写仏も人気が高い

参拝者に地域を知っても
らうため、見所を記載し
た自作地図なども配布

名
刀 

菊
一
文
字
【 

め
い
と
う 

き
く
い
ち
も
ん
じ 

】

昭
和
初
期
に
発
見
さ
れ
た
、
楠
公
ゆ
か
り
の
名
刀

O
T
A
K
A
R
A

【 

し
ょ
う
か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
ぞ
う 

】

聖
観
世
音
菩
薩
像 

独
特
な
生
命
力
が
漂
う
、
神
秘
的
な
立
ち
姿

O
T
A
K
A
R
A

浄土宗
大寶山 来迎院
〒860-0004
熊本県熊本市西区
春日6-8-8
TEL：096-355-5917

松
まつほ

帆神社
〒656-2311
兵庫県淡路市
久留麻256
TEL：0799-74-2258

社務所入り口に展示されている模造
刀。手にとって記念撮影などもOK

｛ 神社・仏閣の宝物を逸話とともにご紹介 ｝
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寺
社
の
世
界
に
あ
ら
た
な
風
を
吹
き
込
む
多
様
な
活
動
の
中
か
ら
今
回
は
、

大
切
な
ご
本
尊
を
守
る
新
技
術
や
デ
ジ
タ
ル
と
の
融
合
で
神
社
に
人
を
呼
ぶ

取
り
組
み
、そ
し
て
地
域
活
性
化
に
も
繋
が
る
企
画
を
紹
介
し
ま
す
。

【

新
 

風

】

J ISHA  NEWS

紀の川市円福寺の愛染明王像。左が複製で右が
実物。仏像の複製は専門業者に依頼すると数百万
円かかるが、和歌山県立博物館と工業高校の実
習・業務として対応している現状なら、材料費の
数万〜数10万円で製作が可能。レプリカ製作は県
立和歌山工業高校内で行われる

■
近
年
、寺
社
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
像

な
ど
文
化
財
の
盗
難
被
害
が
増
え
て
い
る

が
、そ
ん
な
中
、和
歌
山
県
立
博
物
館
と

県
立
和
歌
山
工
業
高
校
の
生
徒
と
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
、盗
難
対
策
の
新
た
な
可
能

性
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
は
視
覚
障
害
者
が
仏
像
な
ど

を
体
感
で
き
る
よ
う
、
国
立
和
歌
山
大
学

の
学
生
も
加
え
、
平
成
22
年
に
３
Ｄ
プ
リ

ン
タ
ー
を
使
っ
て
複
製
を
作
製
し
、
博
物

館
内
に
展
示
し
た
の
だ
が
、
平
成
24
年
か

ら
は
寺
社
の
要
望
に
応
え
る
形
で
盗
難
対

策
と
し
て
の「
お
身
代
わ
り
仏
像
」製
作

を
開
始
、
昨
年
ま
で
に
25
点
を
納
め
た
。

昨
年
に
は
文
化
庁
の「
地
域
の
核
と
な
る

美
術
館
・
歴
史
博
物
館
支
援
事
業
」
に
も

「
地
域
と
と
も
に
文
化
遺
産
の
継
承
を
担

う
新
た
な
博
物
館
づ
く
り
事
業
」と
し
て

採
択
さ
れ
て
い
る
。

　
担
当
す
る
和
歌
山
県
立
博
物
館
主
査

学
芸
員
の
大
河
内
智
之
さ
ん
に
よ
る
と
、

「“
お
身
代
わ
り
仏
像
”は
単
な
る
レ
プ
リ

カ
製
作
で
は
な
く
、完
成
ま
で
に
地
域
住

民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
な

ど
で
、地
域
住
民
の
方
々
に
新
た
な
信
仰

対
象
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。こ
れ
が
地
域
の
課
題
解

決
の
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
れ
ば
」と
の
こ
と
。

寺
社
か
ら
の
複
製
製
作
を
求
め
る
声
は
、

年
々
増
加
し
て
い
る
。

NEWS 1

最
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
可
能
に
し
た
新
対
策

仏
像
を
盗
難
か
ら
守
る
！

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
が
大
活
躍

紀の川市の薬師寺でもレプ
リカを製作。安置のための
法要には、県立和歌山工
業高校の生徒も参列した

【問い合わせ】和歌山県立博物館　TEL：073-436-8670（主査学芸員 大河内智之宛）

■
7
月
7
日
よ
り
、
東
京
都
台
東
区
の
小

野
照
崎
神
社
で「
お
守
り
2.
0
」と
題
す

る
新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。
第
1

弾
と
し
て「
#
多た

動ど
う

力り
ょ
く

守
」と「
#
圧
倒
的

努
力
守
」の
2
種
類
が
展
開
さ
れ
る
。

　「
当
社
の
御
祭
神
で
あ
る
小

お
の
の
た
か
む
ら
の
み
こ
と

野
篁
命
は

平
安
初
期
の
マ
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ

り
、
昼
は
政
治
家
、
夜
は
冥
界
で
仕
え
た

と
い
う
数
々
の
伝
承
が
残
る
稀
有
な
神
様

で
す
。
ま
さ
に
、
実
業
家
・
堀
江
貴
文
氏

が
提
唱
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
同
時
に

こ
な
す
力
、『
多
動
力
』の
持
ち
主
で
し
た
。

ま
た
、当
社
に
は『
強
烈
な
努
力
』と
書
か

れ
た
、囲
碁
棋
士
の
故
・
藤
沢
秀
行
氏
の

顕
彰
碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
稀
代
の

編
集
者
で
あ
る
見
城
徹
氏
が
提
唱
す
る

『
圧
倒
的
努
力
』に
通
じ
る
も
の
。
小
野
篁

命
は
仕
事
の
神
と
し
て
の
信
仰
も
厚
い
神

様
で
す
し
、堀
江
氏
、見
城
氏
は
共
に
多

く
の
男
性
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
経
緯
か
ら
、
お
2
人
の
言
葉
を
入

れ
、
現
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に
向
け

た“
新
し
い
仕
事
守
”の
制
作
を
試
み
ま
し

た
」と
権
禰
宜
の
小
野
亮り

ょ
う
き貴

氏
。

　
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
り
凄
ま
じ

い
速
度
で
変
化
す
る
時
代
、
変
わ
ら
ぬ
伝

統
や
信
仰
の
本
質
を
守
る
に
は
、
時
代
や

世
代
に
合
わ
せ
た
適
切
な『
伝
え
方
』を

模
索
し
、
研
ぎ
澄
ま
せ
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
い
う
。「『
お
守
り
2.
0
』プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
通
じ
て
、
多
く
の
人
に
神
社
へ
足
を

運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
当
社
は
今
後
も「
伝
統
×
時
代
」を
テ
ー

マ
に
、
多
様
な
コ
ラ
ボ
を
展
開
予
定
だ
。

NEWS 2

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
つ
け
て

発
信
す
る「
お
守
り
2.
0
」

デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
の
融
合
！

誓願紙に願いや夢を記し、SNS でハッシュタグ（#）
付きで宣誓。その後宣誓紙をお守り袋に入れて神
前に参拝し、身に付けるというもの。まさにアナロ
グとデジタルが合体したお守りだ

コースは2コースあり、
どちらかを完走すると
オリジナルキャラクター
のお守りがもらえる。2
コース完走すると絵馬
も進呈

小
お の て る さ き じ ん じ ゃ

野照崎神社
〒 110-0004　
東京都台東区下谷 2-13-14
TEL：03-3872-5514

兵
ひょうずたいしゃ

主大社
〒 520-2424
滋賀県野洲市
五条 566
TEL：077-589-2072

■
滋
賀
県
に
あ
る
琵
琶
湖
で
は
、
湖
周
サ

イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
む「
ビ
ワ
イ
チ
」が

大
ブ
ー
ム
で
、
滋
賀
県
や
琵
琶
湖
周
辺
の

自
治
体
も
、
こ
れ
を
期
に
さ
ま
ざ
ま
な
観

光
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
そ
ん
な
中
、
湖
南
の
野
洲
市
に
あ
る
兵

主
大
社
で「『
兵ひ

ょ
うい

ち
』御
朱
印
巡
り
Ｍ
Ａ

Ｐ
」が
製
作
さ
れ
、6
月
18
日
よ
り
配
布

を
始
め
た
。
野
洲
市
周
辺
に
あ
る
32
社
を

自
転
車
で
訪
れ
て
も
ら
う
も
の
で
、
鎮
座

１
３
０
０
年
を
迎
え
る
今
年
の
記
念
事
業

の
一
つ
と
し
て
、
宮
司
の
井
口
昌
宏
さ
ん

が
発
案
。
コ
ー
ス
の
下
見
か
ら
始
ま
り
、

各
神
社
近
く
の
飲
食
店
や
観
光
施
設
に
も

協
力
を
仰
ぎ
、利
用
割
引
な
ど
も
付
け
た
。

参
加
者
は
兵
主
大
社
で
御
朱
印
帳
を
購
入

し
、ス
タ
ー
ト
。
す
べ
て
回
る
と
当
社
の

記
念
品
が
も
ら
え
る
。

　「
神
社
を
知
る
だ
け
で
な
く
地
域
も

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
企
画
し
ま
し
た
。

地
域
に
お
け
る
神
社
の
役
割
と
し
て
、
社

会
性
の
あ
る
企
画
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

と
井
口
宮
司
。

　
同
じ
神
社
巡
り
で
も
、
手
段
が
車
と

自
転
車
と
で
は
見
え
る
景
色
が
ま
る
で
違

う
。
自
転
車
で
の
神
社
巡
り
が
、
こ
れ
ま

で
と
は
異
な
る
、
地
域
の
新
た
な
魅
力
発

見
の
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

NEWS 3

御
朱
印
巡
り
Ｍ
Ａ
Ｐ
で

地
域
の
魅
力
も
発
信

サ
イ
ク
リ
ン
グ
で
神
社
を
回
る

神社の中には神職が常駐していないところもあ
るため、証明書を置き、参拝者は証明書を兵
主大社に持って行くことで、御朱印をもらう

「お身代わり仏像」よる防犯対策は、過疎・高齢化が進む集落の寺社などでの文
化財管理の一つの手法です。レプリカを安置している間に新たな防犯・防災対策
を整え、また仏様にお戻りいただくことが望ましいと考えます。地域での信仰環
境を維持しながら大切な文化財を守り伝える取り組みとして本事業の理念や手
法、課題を広く共有し、同様の問題を抱える地域へのエールになればと思います。

レプリカを安置し、その間に防犯・防災対策を

N E W
W I N D
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そ
う
考
え
始
め
た
時
に
、
テ
ラ
ハ
ク
の

ス
タ
ー
ト
を
知
り
、
参
加
を
決
意
。

 「
宿
坊
を
再
開
す
る
こ
と
で
、“
お
寺
が
楽

し
い
”
と
い
う
人
を
増
や
し
た
い
の
で
す
。

参
拝
を
楽
し
み
に
石
段
を
登
っ
て
く
る
人

が
増
え
、
宿
坊
に
集
う
よ
う
に
な
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
新
た
な
人
の
繋
が
り
が
生
ま
れ

ま
す
。
お
寺
と
は
そ
の
た
め
の
場
所
で
あ

る
べ
き
な
の
で
す
」。
そ
の
た
め
に
は
正
し

く
、
的
確
な
情
報
発
信
が
必
要
だ
と
寺
本

住
職
は
考
え
る
が
、
日
々
の
業
務
を
考
え

る
と
、
自
分
た
ち
だ
け
で
は
で
き
そ
う
に

な
い
。
そ
こ
で
、
テ
ラ
ハ
ク
の
集
客
体
制

な
ど
に
期
待
し
て
い
る
と
言
う
。

　
北
僧
坊
は
現
在
、
開
門
中
に
食
事
を
提

供
し
、
評
判
を
呼
ん
で
い
る
。「
宿
坊
で

食
事
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
宿
泊

者
に
精
進
料
理
を
知
っ
て
も
ら
え
る
だ
け

で
な
く
、
調
理
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
育
て
る

こ
と
も
必
要
に
な
り
、
そ
れ
が
食
の
文
化

伝
承
に
も
な
る
は
ず
で
す
」。

　
季
節
の
紫
陽
花
だ
け
で
な
い
魅
力
を
発

信
し
た
い
、
丘
陵
地
と
い
う
立
地
を
生
か

し
た
眺
望
も
知
っ
て
ほ
し
い
、
く
つ
ろ
げ

る
入
浴
施
設
も
整
備
し
た
い
…
。
寺
本
住

職
の
夢
は
、
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
。

 

「
か
つ
て
は
多
く
の
方
と
寺
、
そ
し
て
参

拝
客
同
士
が
宿
坊
を
舞
台
に
す
ば
ら
し

い
ご
縁
で
繋
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

な
く
な
っ
て
20
年
以
上
。
し
か
し
寺
の
将

来
、
人
の
輪
の
未
来
を
考
え
た
と
き
に
、

何
と
し
て
も
宿
坊
を
再
開
さ
せ
て
、
寺
と

人
、
人
と
人
と
の
繋
が
り
を
取
り
戻
さ
な

け
れ
ば
と
考
え
た
の
で
す
」と
寺
本
法の

り
あ
き昭

住
職
は
言
う
。
先
代
の
跡
を
継
い
で
住
職

と
な
っ
た
8
年
前
か
ら
構
想
を
練
り
、
図

面
を
作
成
す
る
な
ど
、
漠
然
と
２
０
２
０

年
を
目
標
に
着
々
と
準
備
は
進
め
て
き

た
。
そ
し
て
奇
し
く
も
目
指
す
年
に
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
が
決
ま
っ
た
。「
も

う
待
っ
た
な
し
だ
」。

　
関
西
で「
花
の
寺
」と
聞
け
ば
多
く
の
人

が
名
前
を
挙
げ
る
奈
良
市
南
西
部
、
矢
田

丘
陵
に
あ
る
矢
田
寺（
金
剛
山
寺
）。
昭
和

40
年
頃
か
ら
植
え
ら
れ
始
め
た
と
い
う
紫

陽
花
が
境
内
に
は
咲
き
誇
り
、
シ
ー
ズ
ン

中
は
平
日
で
も
多
く
の
人
が
訪
れ
る
。

　
日
本
最
古
の
延
命
地
蔵
菩
薩
を
本
尊
に

祀
る
本
堂
の
脇
に
建
つ
北
僧
坊
は
平
成
5

年
ま
で
、
そ
ん
な
参
拝
客
を
も
て
な
す
宿

坊
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
同
年
の
火
災

で
す
べ
て
を
焼
失
。
以
後
宿
坊
を
再
開
さ

せ
る
こ
と
を
悲
願
と
し
て
き
た
と
い
う
。

宿
坊
を
再
開
す
る
こ
と
で

つ
な
が
り
を
取
り
戻
し
た
い

現在食事を提供している部屋を客間に改装
し、建物は現在の山側から少し離して安全性
も確保するなど、寺本住職の構想はすでに具
体的な図面となり、建築確認も終えている

現在提供している食事はカレーと、精進料理「あじ
さい御膳」。どちらも熱烈なファンがおり、北僧坊
の大きな魅力

本堂横にある書院は、郡山城主だった豊臣秀長が
隠棲した場所でもある。「この価値も多くの人に知って
もらいたい」と語る寺本住職

北僧坊から奈良市内を望む。ここに 2階建ての宿坊
を整備すれば、2階からは若草山の山焼きも見えるよ
うになるという

境内には60種1万本の紫陽花がそこかしこに咲いており、たくさんの地蔵尊と紫陽花
の競演が訪れる人 の々目を楽しませている。紫陽花に包まれる回遊庭園も人気 宿

泊
で
寺
社
と
地
域
を
元
気
に
す
る

W
E
B
サ
ー
ビ
ス「
テ
ラ
ハ
ク
」

7
月
18
日
か
ら
宿
泊
予
約
開
始
！

「
お
寺
が
楽
し
い
」と
い
う

 

人
を
増
や
す
た
め
の
宿
坊
に

人気のお寺

日本全国のお寺に泊まろう日本全国のお寺に泊まろう
人気のお寺

￥5,000

坐禅体験が気軽にできる満足度の…
大阪市大正区

5レビュー★★★★★

￥9,000

駅からすぐでアクセス抜群！…
大阪市北区

￥7,500

一度泊まってみたい人気のお寺！
大阪市東淀川区

￥7,000

写経を楽しめる人気のお寺！
大阪市都島区

3レビュー★★★

寺社登録（問い合わせ）受付中

テラハク http://terahaku.jp/
TEL：06-6356-2090 株式会社 和空

〒 639-1058 
奈良県大和郡山市
矢田町 3516
TEL：0743-53-1531

高野山真言宗矢田寺
準別格本山北僧坊

テラハク
レポート

世界最大のオンライン宿泊予約サ
イト〝ブッキングドットコム＂や民泊
仲介サイト〝Airbnb＂（エアビーアン
ドビー）などと提携し、国内外から
宿泊者を呼べる体制を構築。「テ
ラハク」に登録すれば大手宿泊仲
介サイトへの登録や管理も代行

集客体制について
宿泊保険は東京海上日動火災保
険株式会社が担当するほか、問い
合わせへの対応、苦情発生時の駆
けつけ対応、大手セキュリティサー
ビス会社による警備、電気・ガス
のサポートもある

宿泊滞在中の不安を解決

予約対応はもちろん宿泊に関する
問い合わせへの対応、宿泊当日の
チェックイン対応、カギ渡しまで
をトータルにサポートする

宿泊客への対応をフルサポート 弁護士・行政書士によるサポー
トチームが申請手続きの相談に
乗る。大手住宅メーカーによるリ
フォームや水回りの修繕、住宅設
備機器業界最大手企業が照明器
具などをチェック

民泊スタート前の手続きなど

「テラハク」のサポート体制
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飛
鳥
寺
に
て

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
・

観
光
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
。

野
田
博
明

の
だ 

ひ
ろ
あ
き

空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
”
は
ス
タ

ジ
オ
ジ
ブ
リ
作
品
の
な
か
で

も
大
好
き
な
ア
ニ
メ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
か
つ
て
高
度
な
文
明
を
謳
歌

し
た
天
空
に
浮
遊
す
る
島
、
想
像
し
た
だ

け
で
心
と
き
め
く
物
語
だ
が
、『
ガ
リ
バ
ー

旅
行
記
』の「
ラ
ピ
ュ
タ
…
そ
し
て
日
本
渡

航
記
」に
出
て
く
る
飛
行
島
ラ
ピ
ュ
タ
に

元
ネ
タ
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
話

で
あ
る
。

　
こ
の
ラ
ピ
ュ

タ
よ
り
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
な
處

が
日
本
に
あ

る
と
い
っ
て
も

本
気
に
し
な
い

か
も
し
れ
な
い

が
、
桜
で
有
名

な
吉
野
山
か
ら
山
上
ケ
岳
ま
で
の
連
峰
、

金き
ん
ぷ
せ
ん

峯
山
が
そ
れ
で
あ
る
。
唐も

ろ
こ
し土

に
あ
っ
た

山
が
そ
の
昔
、
海
に
浮
か
び
出
て
吉
野
の

地
へ
と
飛
翔
し
て
き
た
、〝
泳
い
で
飛
ん

で
”
と
い
う
の
だ
か
ら
只
者
で
は
な
い
。

こ
の
突
飛
な
話
も
平
安
時
代
に
は
巷こ

う
か
ん間

の
普ひ

ろ

く
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
藤
原
定
家

の
〝
も
ろ
こ
し
の
吉
野
の
山
の
夢
に
だ
に
”

が
し
め
す
よ
う
に
山
の
飛
来
は
周
知
の
こ

と
と
な
り
、〝
唐
土
”
を
吉
野
の
枕
詞
と

し
た
和
歌
が
散
見
さ
れ
て
く
る
。
し
か
も

役え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
お
づ
ぬ

行
者
小
角
と
い
う
異
形
の
者
が
金
峯
山

か
ら
熊
野
へ
の
修
験
道
を
開
き
、
今
尚
、

多
く
の
求
道
者
が
大お

お
み
ね
お
く
が
け

峯
奥
駆
修
行
に
励

み
、
西
の
覗
き
と
い
っ
た
身
の
毛
も
よ
だ

つ
鍛
錬
を
重
ね
る
な
ど
お
伽
噺
か
ア
ニ
メ

で
し
か
拝
見
で
き
ぬ
メ
ル
ヘ
ン
の
ラ
ピ
ュ

タ
と
は
大
違
い
な
の
で
あ
る
。

　
お
伽
噺
の
ガ
リ
バ
ー
は
ラ
ピ
ュ
タ
か
ら

旅
を
続
け
日
本
に
わ
た
り
英
国
へ
と
帰

国
す
る
が
、
飛
行
島
に
は
立
ち
寄
っ
て
も

こ
の
霊
山
に
登
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江

戸
で
ガ
リ
バ
ー
を
引
見
し
た
徳
川
将
軍
が 

〝
泳
い
で
飛
ん
で
”
と
ひ
と
言
触
れ
て
お
れ

ば
、
物
見
高
い
彼
は
必
ず
や
吉
野
山
を
訪

れ
、
在
所
の
神
様
を
こ
き
使
い
金
峯
山
と

葛
城
山
に
石
橋
を
渡
し
た
役
小
角
な
る
ベ

ラ
ボ
ウ
な
怪
物
に
つ
い
て
も
自
慢
気
に
吹

聴
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
で
あ
れ
ば
、
当
世
、
訪
日
旅
行
客
誘
致

な
ど
と
声
高
に
叫

ば
ず
と
も
世
界
中

か
ら
引
き
も
切
ら

ぬ
旅
人
が
吉
野
山

へ
押
し
寄
せ
て
い
た

に
違
い
な
く
、
そ
の

一
言
が
将
軍
の
口
か

ら
発
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
悔
や

ま
れ
て
な
ら
な

い
。
そ
う
い
え

ば
酷
使
さ
れ
た

神
様
の
名
は
葛
城
の
一ひ

と
こ
と
ぬ
し
の
か
み

言
主
神
で
あ
っ
た
。

　
ガ
リ
バ
ー
は
空
想
上
の
人
間
で
あ
る
。

が
、
役
行
者
は『
続し

ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』に
呪
術
で

人
を
惑
わ
す
と
讒さ

ん
げ
ん言

さ
れ
伊
豆
島
へ
流
さ

れ
た
と
記
さ
れ
た
実
在
の
人
物
で
あ
る
。

し
か
も「
鬼
神
を
思
う
ま
ま
に
使
役
し
、

命
に
従
わ
な
い
と
呪
術
で
呪
縛
し
た
」と

そ
の
呪
力
は
天
下
に
鳴
り
響
い
て
い
た
。

葛
城
山
麓
の
生
誕
地
に
あ
る
吉き

っ
し
ょ
う
そ
う
じ

祥
草
寺
の

境
内
に
は
今
に
至
る
も
小
角
が
使
用
し
た

産
湯
の
井
戸
や
腰
掛
石
が
実
在
す
る
な
ど

そ
の
霊
験
や
畏
る
べ
し
な
の
で
あ
る
。

て
修
験
道
の
入
路
と
な
る
吉

野
だ
が
、
そ
の
名
は
役
小
角

よ
り
は
る
か
昔
、
神
武
東
征

の
行
路
と
し
て
日
本
書
紀
に
初
出
す
る
。

そ
し
て
応
神
天
皇
か
ら
聖
武
天
皇
の
御
代

ま
で
四
五
〇
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
吉
野

離
宮
へ
の
行み

ゆ
き幸

の
記
述
が
度
々
、
国
史
に

登
場
す
る
。
歴

史
上
、
平
安
京

を
除
き
こ
れ
ほ

ど
の
間
、一
つ
の

行あ
ん
ぐ
う宮

に
通
わ
れ

〝
天

さ

に
は
役
行
者
が
創
立
し
た
金
峯
山
寺
蔵
王

堂
が
威
容
を
誇
り
、
桜
の
木
で
彫
っ
た
三

体
の
蔵
王
権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

尾
根
筋
を
ゆ
く
と
義
経
主
従
が
匿か

く
まわ

れ
た

吉よ
し
み
ず水

神
社
や
南
朝
の
仮
御
所
と
な
っ
た
書

院
、
天
武
・
持
統
天
皇
の
勅
願
所
の
桜
本

坊
な
ど
が
建
つ
。
さ
ら
に
進
む
と
義
経
千

本
桜
で
名
高
い
佐
藤
忠
信
が
追
っ
手
の
僧

兵
を
射
落
と
し
た
花
矢
倉
の
急
坂
に
ぶ
つ

か
る
。
そ
し
て
南
端
の
奥
ま
っ
た
辺
り
に

地
主
神
を
祀
る
金き

ん
ぷ峯

神
社
が
鎮
ま
っ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
北
方
に
は
大
和
平
野
と
吉

野
を
へ
だ
て
る
神
仙
思
想
の
聖
地
・
龍
門

山
塊
が
望
ま
れ
、
山
裾
を
日
本
最
大
の
断

層
帯
で
あ
る
中
央
構
造
線
が
走
っ
て
い
る
。

そ
の
裂
け
目
か
ら
は
地
下
水
と
一
緒
に
ラ

ド
ン
が
噴
出
し
、
強
い
磁
気
が
放
射
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
地
殻
が
大
変
動
を
来

た
す
と
き
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
磁
気
が

一
挙
に
放
出
さ
れ
る
。
科
学
的
知
見
に
乏

し
い
古
代
、
放
射
線
に
よ
る
治
癒
効
果
や

地
中
か
ら
天
空
へ
昇
る
閃
光
や
磁
場
の
揺

ら
ぎ
に
よ
る
超
常
現
象
は
神
の
仕
業
と
見

え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
地
質
特
性

を
も
つ
吉
野
山
は

聖
域
と
し
て
崇
め

ら
れ
、足
を
踏
み

入
れ
る
こ
と
も
憚

た
例
は
な
い
。な

ぜ
、
吉
野
は
幾

世
紀
に
も
わ
た

り
権
力
者
た
ち

に
と
っ
て
特
別

の
地
と
な
り
え
た
の
か
。

　
ま
た
、
そ
の
疑
問
の
一
方
で
、
中
央
の

政
争
か
ら
逃
れ
て
き
た
者
の
潜
伏
地
と

し
て
吉
野
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
乙い

っ
し巳

の
変
後
の
皇
位
争
い
を
避
け
て
吉
野
宮
へ

籠
っ
た
古ふ

る
ひ
と
の
お
お
え
の
み
こ

人
大
兄
皇
子
。
天
智
天
皇
の
後

継
争
い
の
な
か
出
家
し
て
吉
野
宮
へ
遷
り
、

結
局
、
挙
兵
に
至
っ
た
大お

お
あ
ま
の
お
う
じ

海
人
皇
子
。
兄

頼
朝
の
追
っ
手
を
逃
れ
静
御
前
と
と
も
に

落
ち
延
び
て
き
た
源
義
経
と
郎
党
。
さ
ら

に
建
武
の
中
興
の
失
政
の
の
ち
吉
野
朝
を

興
し
た
後
醍
醐
天
皇
と
い
っ
た
歴
史
上
の

人
物
た
ち
が
吉
野
を
逃
避
先
と
し
た
理
由

は
何
か
。

う
し
た
史
実
に
縁
の
神
社

や
寺
院
が
吉
野
山
に
は
数

多
く
残
る
。
吉
野
宮
が
あ
っ

た
宮
滝
遺
跡
や
そ
の
近
く
の
、
大
海
人
皇

子
が
境
内
の
桜
の
大
樹
に
身
を
隠
し
難
を

逃
れ
た
と
い
う
桜
木
神
社
。
山
の
中
腹
に

建
つ
如
意
輪
寺
に
は
南
朝
方
の
小し

ょ
う
な
ん
こ
う

楠
公
が

辞
世
の
句
を
刻
ん
だ
門
扉
が
実
存
し
、
後

醍
醐
天
皇
御
霊
殿
を
祀
る
。
山
上
北
端

ら
れ
る
不
入
の
地
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
帝
が
訪と

う
吉
野
離
宮
は
清
冽
な
吉
野

川
沿
い
の
平
地
に
在
り
、
聖
な
る
大
峰
山

へ
の
入
路
を
塞
ぐ
金
峯
神
社
は
山
上
に
建

つ
。
抗
争
に
明
け
暮
れ
た
帝
が
吉
野
川
の

ほ
と
り
で
生
気
を
養
い
、
争
い
に
敗
れ
た

者
が
不
入
の
地
で
あ
る
深
山
に
雌
伏
し
て

再
興
の
機
を
う

か
が
う
。
都
に

近
い
吉
野
は
そ

う
し
た
人
々
に

と
っ
て
ま
さ
に

格
好
の
土
地
で

あ
っ
た
。

　
な
る
ほ
ど
、

列
島
を
東
西
に
横
切
る
中
央
構
造
線
の
真

上
に
は
阿
蘇
神
社
、石
鎚
神
社
、伊
勢
神
宮
、

諏
訪
大
社
、香
取
神
宮
、鹿
島
神
宮
と
い
っ

た
名
だ
た
る
古
社
が
鎮
座
す
る
。
古
代
の

人
々
は
理
解
不
能
な
自
然
現
象
を
神
の
意

志
と
畏
れ
、
敬
い
、
崇
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

ガ
リ
バ
ー
は
巨
大
な
磁
力
で
浮
遊
す
る
ラ

ピ
ュ
タ
島
に
君
臨
す
る
数
学
者
た
ち
の
愚

か
さ
を
皮
肉
っ
た
が
、
現
代
人
も
そ
ろ
そ

ろ
科
学
の
限
界
を
識
り
、
人
間
は
自
然
の

意
志
の
下
で
命
を
紡
ぐ
し
か
な
い
矮
小
な

存
在
な
の
だ
と
、
吉
野
山
の
凛
と
し
た
涼

気
の
な
か
で
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ

4. 吉野山中腹に建つ如意輪寺の後醍醐天皇御霊殿　5. 本尊の蔵王権現三体を安置する金峯山寺蔵王堂
6. 金峯山の南端に鎮座する延喜式内社の金峯神社

1. 花矢倉から見下ろす吉野山の尾根筋と北端に金峯山寺蔵王堂の威容　2. 役行者の生誕地に建つ吉祥草寺の山門と本堂
3. 大海人皇子が桜の樹の陰に身を潜めたとの伝承を残す桜木神社

4

3

1

2

5

6

修験の霊山・吉野山へ。
ガリバーが訪れたラピュタ

を凌ぐ力をもつ山へ、
歴史上の人物たちが

逃避した理由へ思いを馳せる。

ガ
リ
バ
ー
も
驚
く

吉
野
山
の
力
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〒107-0052
東京都港区赤坂2-8-16
赤坂光和ビル2階
TEL：03-6416-0166
e-mail：info@jtast.jp

〈ホームページ〉
http://jtast.jp

一般社団法人
全日本社寺観光連盟

「社寺観光研究会」
に関する

問い合わせ先

２
０
１
３
年
と
比
較
す
る
と
増
加
し
て
い

る
の
は
わ
ず
か
4
％
。

　
一
方
、
訪
日
旅
行
者
数
は
２
０
１
３
年

に
1
千
万
人
を
突
破
、
２
０
１
７
年
度
に

は
3
倍
の
２
８
６
９
万
人
と
な
り
、
そ
の

経
済
効
果
は
4
兆
円
を
突
破
。
し
か
し
世

界
の
旅
行
者
数
は
す
で
に
12
億
人
を
超
え

て
お
り
、
先
述
の
訪
日
観
光
客
数
は
全
体

の
2
％
に
過
ぎ
ず
、
日
本
以
外
の
諸
外
国

も
観
光
客
を
伸
ば
し
て
い
る
た
め
、
今
後

は
市
場
競
争
が
さ
ら
に
厳
し
く
な
る
と
想

定
さ
れ
て
い
る
。

　
加
え
て
訪
日
旅
行
者
の
宿
泊
地
は
東

京
・
大
阪
・
北
海
道
・
京
都
・
沖
縄
・
千
葉
・

福
岡・神
奈
川
な
ど
に
集
中
し
て
お
り
（
下

図
参
照
）、
送
客
が
地
方
に
ま
で
行
き
届

い
て
い
な
い
現
状
が
見
え
て
く
る
。

　
そ
こ
で
全
日
本
社
寺
観
光
連
盟
が
主
催

す
る
社
寺
観
光
研
究
会
で
は
、
国
内
旅
行

者
の
減
少
に
対
す
る
対
策
と
訪
日
旅
行
者

の
拡
大
と
地
方
へ
の
誘
客
を
促
進
し
、
自

治
体
や
日
本
版
D
M
O（
※
）な
ど
を
支
援

す
る
こ
と
を
目
的
に
２
つ
の
テ
ー
マ
で
分

科
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　「
社
寺
観
光
開
発
分
科
会
」で
は
、
社
寺

の
歴
史
的
・
文
化
的
資
産
及
び
社
寺
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
効
果
的
な
活
用
に
向
け
、

地
域
の
調
査
・
分
析
か
ら
サ
ー
ビ
ス
開
発

や
ブ
ラ
ン
ド
構
築
の
情
報
発
信
な
ど
の
地

域
に
お
け
る
事
業
展
開
を
研
究
す
る
。

　
一
方
の「
宿
坊
事
業
促
進
分
科
会
」で
は
、

従
来
の
宿
坊
の
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
て
、
地

域
の
歴
史
・
文
化
・
風
習
等
を
学
び
体
験

し
、
地
域
を
理
解
し
地
域
を
楽
し
み
、
宿

坊
利
用
者
と
地
域
を
つ
な
ぐ
新
た
な
宿
坊

事
業
の
展
開
を
模
索
し
て
い
く
。

　
今
後
は
二
つ
の
分
科
会
で
、
国
内
旅
行
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
双
方
の
課
題
に
つ
い
て
議

論
を
活
発
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
う
え
で

「
社
寺
の
歴
史
的
・
文
化
的
資
産
と
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」を
ど
う
活
用
し
、
こ
れ
か
ら
の

観
光
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
か
具
体
的
な

未
来
像
を
描
き
、
社
寺
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
。
地
域
の
収
益
向
上
、
継
続
的
な
観
光

の
発
展
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

観
光
の
未
来
を
考
え
る

　
２
０
１
７
年
の
国
内
旅
行
者
数
は
延

べ
5
億
２
９
３
８
万
人
、
２
０
１
３
年
の

5
億
２
３
７
１
万
人
と
比
べ
て
わ
ず
か

１
％
し
か
増
え
て
い
な
い
。
ま
た
、観
光
消

費
額
は
17
兆
６
７
６
３
億
円
で
、
こ
れ
も

二
つ
の
分
科
会
を
立
ち
上
げ

社
寺
観
光
の
未
来
を
創
る6月7日に「データから見た観光の課題」をテー

マに、衆議院第二議院会館で社寺研究会
が開催された

社
寺
観
光
研
究
会
が

6
月
か
ら
本
格
ス
タ
ー
ト

社
寺
の
歴
史
的
・
文
化
的
資
産
や
社
寺
に
よ
っ
て

構
築
さ
れ
た
地
域
の
コ
ミ
ュニ
ティ
を
活
か
す
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都道府県別訪日外国人延べ宿泊人数
平成29年度宿泊旅行統計調査（観光庁）より

※日本版ＤＭＯ／地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確な
コンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人のこと

◆巻頭インタビュー
神道青年全国協議会 会長
富岡八幡宮 禰宜　佐野巌

◆特集
全国商工会連合会
専務理事　乾敏一

vol.16
◆巻頭インタビュー
全日本仏教青年会
第21代理事長　倉島隆行

◆特集
仏教伝道協会
会長　木村清孝

vol.17
◆巻頭インタビュー
久能山東照宮
宮司　落合偉洲

◆特集
VR を活用した寺社の
新たな魅力発見と広報活動

vol.18

監修
一般社団法人 全日本社寺観光連盟

発行人
一般社団法人 全国寺社観光協会

編集・制作協力
株式会社 glass

発行所
一般社団法人全国寺社観光協会

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

寺社Now
第 20 号　平成 30 年 7 月発行

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

本誌の記事に関する
お問合せは右記に
お寄せください。

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

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

◆巻頭特集
英彦山神宮
第33代宮司　髙千穗秀敏

◆特集
クラウドファンディングで
寺社文化を未来へつなぐ
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次号は9月発行の
予定です。

TEL : 06-6360-9838　FAX : 06-6360-9848　e-mail : info@jisya-kk.jp
一般社団法人　全国寺社観光協会　本部事務局

（広報用資料）
http://wa-qoo.com

http://jisya-now.com/

ウエブ10万ＰＶ※

Facebook５万いいね！※

雑誌発行部数
3万部で発信！
※グループ合計

など、貴寺社の情報を当協会までお送りください。

●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

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。

情報誌・ウエブ版「寺社Ｎow」、
宿坊と修行のポータルサイト「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！

※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  11F　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

プレスリリースを受け付けしています！
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

31 Vol.20 Vol.20 30



【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。

06-6360-9848

誌面アンケート

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 の無料送付の継続をご希望の場合は、下記の内容をご記入のうえ
（□内に をお願いします）、FAX にてお送りください。

□無料送付の継続希望□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

(  Vo l . 　 1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7 　 8 　 9 　 10 　 11 　 12 　 13 　 14 　 15 　 16 　 17 　 18 　 19  )

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：祭りとは、地域の人々が「共に生きている」ことを確認するための装置。 盛岡八幡宮宮司、岩手県神社庁庁長 藤原隆麿 
②［特集］寺社と人とをつなぐ、カフェという選択：臨済宗建長寺派大本山 巨福山建長寺「和カフェ 点心庵」／高野山遺跡本山 檜尾山観心寺

「創作精進料理 KU-RI」／熱海 來宮神社「茶寮 報鼓」／伊太祁曽神社「お休み処 木もれび」　③伝統を未来へ〜 From the Past to the 
Future 〜：地域の寺の将来を変えるべく活動する、稲田瑞規さん（月仲山称名寺）／「絵馬」を次世代へ伝える、絵馬師・永崎ひまるさん
④うちのお宝：浄土宗 大寳山来迎院（熊本県）・聖観世音菩薩像／松帆神社（兵庫県）・名刀 菊一文字　⑤新風：仏像を盗難から
守る！ 3Dプリンターが大活躍／お守り2.0 ／サイクリングで神社巡り　⑥テラハクレポート「高野山真言宗矢田寺 準別格本山北僧坊」 
⑦［特別寄稿］野田博明「風まかせ」第20回　⑧社寺観光研究会が 6月から本格スタート

Q1 所属

□寺院　　　　　□神社

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：

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。

□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

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：　

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：

Q6 寺社Ｎｏｗへのご要望・ご感想など

ご記入ください：

寺社の皆様の貴重なご意見をお聞かせください！

「寺社Now」ではより良い誌面をつくるためにアンケートを実施しております。下
記アンケートの□内には を、（　　）内にはご記入をいただき、末尾に記載して
いるFAX番号まで本紙をお送りください。
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