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文化芸術立国を目指し、文化の力を　「見える化」して発信。

文
化
・
伝
統
の
活
用
、

そ
の
た
め
の
方
策
。

平
成
29
年
4
月
、
京
都
に
文
化
庁
の
先
行
移
転
と
し
て「
地
域
文
化
創
成
本
部
」が
設
置
さ
れ
、
同

年
6
月
に
は
新
た
に「
文
化
芸
術
基
本
法
」が
制
定
。
観
光
や
ま
ち
づ
く
り
、
国
際
交
流
、
福
祉
、

教
育
、
産
業
そ
の
他
分
野
に
お
け
る
施
策
も
同
法
の
範
囲
に
取
り
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
本
年
度
中
に

は
、
い
よ
い
よ
文
化
庁
が
京
都
へ
本
格
移
転
す
る
。
新
・
文
化
庁
元
年
と
な
る
今
、
宮
田
亮
平
文
化

庁
長
官
に
、
文
化
庁
の
こ
れ
か
ら
、
そ
し
て
社
寺
へ
の
期
待
を
伺
っ
た
。

第22代文化庁長官

宮田亮平氏
に聞く

新
・
文
化
庁
誕
生
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廣
瀬
代
表
　
先
日
、
日
本
政
府
後
援（
文

化
庁
、
観
光
庁
、
外
務
省
、
経
済
産
業
省
）

の
も
と
、
鎌
倉
と
東
京
で
ユ
ネ
ス
コ
統
計

局
文
化
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定
技
術
諮
問
委
員

会
の
第
１
回
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

初
日
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
長
官
も
参
加
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
ず
、
ご
感
想

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

宮
田
長
官
　
鎌
倉
市
の
建
長
寺
で
開
か
れ

た
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
、
私
は「
文
化
庁
は
文

化
・
経
済
・
観
光
の
三
輪
車
構
想
を
進
め

て
お
り
、
と
り
わ
け
文
化
が
ハ
ン
ド
リ
ン

グ
を
取
れ
れ
ば
、
経
済
や
観
光
は
確
実
に

発
展
す
る
。」と
挨
拶
で
述
べ
ま
し
た
。
こ

廣
瀬
　
世
界
標
準
の
文
化
の
数
値
化
を
目

指
す
こ
の
会
議
の
意
味
は
、
ど
の
よ
う
な

点
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

宮
田
長
官
　
先
ほ
ど
私
は「
文
化
が
あ
っ

て
経
済
が
つ
い
て
く
る
」と
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
噛
み
砕

く
と
、「
優
れ
た
文
化
芸
術
に
は
、
新
た
な

需
要
や
高
い
付
加
価
値
を
生
み
出
し
、
質

の
高
い
経
済
活
動
を
実
現
す
る
た
め
の
力

が
あ
る
」と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ

う
な「
文
化
芸
術
が
生
み
出
す
経
済
的
な

価
値
」を
数
値
化
す
る
試
み
と
し
て
、
文

化
芸
術
産
業
の
経
済
規
模
、
い
わ
ゆ
る
文

化
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
測
定
が
各
国
で
行
わ
れ
て
お

り
、
我
が
国
で
も
、
平
成
27
年
の
時
点
で

約
８
．８
兆
円
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
の
文
化
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
算
出
に
当

た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
、

ど
の
よ
う
な
産
業
分
野
を
対
象
に
含
め
る

か
な
ど
、
各
国
に
お
い
て
統
一
さ
れ
た
基

準
が
な
い
こ
と
か
ら
、
国
際
比
較
の
面
で

の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

た
び
の
ユ
ネ
ス
コ
に
お
け
る
議
論（
6
頁

参
照
）は
、
こ
の
課
題
を
解
決
し
、
文
化

の
経
済
的
な
価
値
を
図
る
国
際
的
な
指
標

づ
く
り
を
前
に
進
め
る
た
め
、
重
要
な
機

会
と
な
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

廣
瀬
　
そ
の
よ
う
に
重
要
な
こ
の
会
議

が
、
日
本
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を

ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
日
本

と
し
て
は
、
今
後
、
こ
の
会
議
に
ど
の
よ

う
に
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
田
長
官
　
ち
ょ
う
ど
昨
年
、
文
化
芸
術

政
策
に
関
す
る
根
本
的
な
理
念
を
定
め
る

法
律
が
16
年
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
、新
た
に「
文

化
芸
術
基
本
法
」と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ユ
ネ
ス
コ
の
専
門
家

れ
は
私
が
い
つ
も
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
経
済
が
あ
っ
て
そ
の
次
に
観
光
や
文

化
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
文
化
が
あ
っ
て

経
済
や
観
光
が
つ
い
て
く
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
統
計
局
が
開
始
し
た
議

論
は
、
文
化
が
果
た
す
役
割
を「
見
え
る

化
」す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。こ
の「
見

え
る
化
」に
よ
っ
て
、
文
化
の
持
つ
力
が
正

し
く
理
解
さ
れ
れ
ば
、
文
化
政
策
が
担
う

役
割
や
背
負
う
べ
き
期
待
も
ま
す
ま
す
大

き
な
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で

以
上
に
力
強
い
文
化
行
政
の
実
現
が
求
め

ら
れ
る
と
思
う
と
、
私
と
し
て
も
、
ま
さ

に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

に
よ
る
会
合
が
日
本
で
開
催
さ
れ
た
こ
と

は
、
非
常
に
意
義
深
い
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。
我
が
国
が
文
化
芸
術
立
国
を
目
指
す

上
で
、
文
化
が
社
会
に
も
た
ら
す
効
果
を

適
切
に
把
握
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
と

考
え
て
お
り
、
ユ
ネ
ス
コ
で
の
国
際
的
な
議

論
に
も
貢
献
で
き
る
よ
う
、
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

平
田
理
事
長
　
文
化
政
策
の
転
機
と
い
え

ば
、
現
在
、
２
０
２
０
年
に
向
け
、
日
本

が
誇
る
文
化
や
伝
統
の
世
界
へ
の
発
信
を

進
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
日
本

文
化
の
中
で
、
社
寺
に
お
け
る
文
化
お
よ

び
伝
統
の
魅
力
と
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に

あ
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

宮
田
長
官
　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
２
０

２
０
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
は
、
ス

ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
あ
る
と
同
時
に
文
化
の

祭
典
で
も
あ
り
、
我
が
国
の
文
化
や
伝

統
の
価
値
を
広
く
世
界
へ
発
信
す
る
大

き
な
機
会
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
に

は
、
諸
外
国
を
魅
了
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文

化
資
源
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
、
全
国
各

地
で
現
在
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
多

様
で
多
彩
な
文
化
財
は
、
日
本
文
化
全

体
の
豊
か
さ
の
基
盤
で
あ
り
、
我
が
国
の

伝
統
の
象
徴
で
す
。
中
で
も
、
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
建
造
物
に
つ
い
て

言
え
ば
、
そ
の
半
数
以
上
が
神
社
仏
閣
で

す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
全
国

の
社
寺
は
、
い
わ
ば
日
本
の
文
化
や
伝
統

の
集
積
地
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
、
全

国
各
地
で
育
ま
れ
て
き
た
歴
史
や
信
仰
に

根
差
し
た
文
化
の
拠
点
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
文
化
庁
と
し
て
は
、
地
域
そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
の
魅
力
が
蓄
積
さ
れ
た
社
寺
に
お

文
化
・
伝
統
の
活
用
、

そ
の
た
め
の
方
策
。

新 春

特 別

鼎 談

新 春
特 別
鼎 談



社
寺
の
文
化
・
伝
統
は

重
要
な「
日
本
遺
産
」。

そ
の
息
吹
も
含
め
て

活
用
を
推
進
す
る
。

第22代文化庁長官。金属
工芸家。第9代東京芸術大
学学長（平成17年‒28年）
新潟県佐渡生まれ。蝋型鋳
金作家の2代目宮田藍堂
の3男。イルカをモチーフと
した「シュプリンゲン」シリーズ
などの作品で、「宮田亮平展」
（個展）をはじめとして，国内
外で多数の展覧会に参加。
2012年には第68回日本芸
術院賞を受賞。平成28年
4月より現職

宮田 亮平

一般社団法人全日本社寺観光連盟理
事、元内閣府特命担当大臣秘書官、
文化観光リサーチ株式会社代表

廣瀬 崇之
一般社団法人全国寺社観光協会理
事長、2018年関西インバウンド大賞
特別賞受賞

平田 益男
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ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
化
財
を
観
光
資
源
と
し

て
捉
え
、
地
域
の
ま
ち
づ

く
り
の
核
に
据
え
る
こ
と

や
、
ま
だ
価
値
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
な
い
地
域
の
文

化
財
を
掘
り
起
こ
す
こ
と

が
、
地
域
の
活
性
化
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
文
化
財
を
め
ぐ
る
社

会
の
在
り
方
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
平

成
30
年
６
月
、
文
化
財
の
保
存
と
活
用
に

つ
い
て
定
め
る「
文
化
財
保
護
法
」が
大
幅

に
改
正
さ
れ
、
新
た
な
仕
組
み
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
仕
組
み
の
一
つ
と
し
て
、

た
と
え
ば
、
各
市
町
村
が
、
域
内
の
文
化

財
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
を
策
定
で
き

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
基
礎
自
治
体
が
音

頭
を
と
っ
て
、
地
域
の
宝
で
あ
る
文
化
財

を
ど
の
よ
う
に
保
存
し
つ
つ
、
地
域
の
活

性
化
に
つ
な
げ
る
か
、
プ
ラ
ン
を
定
め
て

も
ら
お
う
と
い
う
趣
旨
で
す
。
こ
の
よ
う

な
制
度
を
通
じ
て
、
社
会
総
が
か
り
で
文

化
財
を
守
り
、
ま
た
活
か
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
文
化
庁
と
し
て
も
関
係

者
と
協
力
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

平
田
　
そ
の
よ
う
な
文
化
財
を
め
ぐ
る
社

会
総
が
か
り
の
取
り
組
み
の
中
で
、
社
寺

が
担
う
役
割
と
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る

と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

宮
田
長
官
　
新
た
な
制
度
で
は
、
文
化

財
の
保
存
と
活
用
に
関
す
る
計
画
を
定

め
る
に
あ
た
り
、
市
町
村
が「
協
議
会
」を

組
織
で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
文
化
財

の
所
有
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
意

見
を
、
計
画
の
策
定
に
反
映
す
る
た
め

の
制
度
で
す
。
先
ほ
ど
も
お
話
に
あ
り
ま

し
た
よ
う
に
、
文
化
財
の
多
く
を
社
寺

が
保
有
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
多
く

の
市
町
村
に
お
い
て
、
社
寺
は
ま
さ
に
文

化
財
の
所
有
者
と
し
て
、
協
議
会
に
か
か

わ
る
場
面
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

し
た
際
に
は
、
文
化
財
の
持
つ
歴
史
や
重

み
を
知
る
重
要
な
立
場
と
し
て
、
ぜ
ひ
と

も
、
地
域
社
会
の
議
論
に
積
極
的
に
参

画
い
た
だ
き
、
多
様
な
関
係
者
と
連
携

し
て
、
観
光
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
地
域

活
性
化
に
資
す
る
文
化
財
の
価
値
を
引

き
出
し
つ
つ
、
現
代
の
み
な
ら
ず
将
来
の

世
代
に
至
る
ま
で
、
人
々
が
文
化
財
の
恩

恵
を
享
受
で
き
る
よ
う
力
を
貸
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平

成
27
年
度
か
ら
文
化
庁
で
認
定
し
て
い

る「
日
本
遺
産
」を
は
じ
め
、
全
国
各
地
で

地
域
の
文
化
財
を
一
体
的
に
捉
え
た
観
光

拠
点
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
取
り
組
み
に
お
い
て
も
、
文
化

財
の
所
有
者
と
し
て
の
社
寺
に
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

廣
瀬
　
少
子
高
齢
化
で
人
口
減
少
が
進

み
、
社
寺
の
持
っ
て
い
る
資
産
を
活
用
し

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
が

不
可
欠
と
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い

る
な
か
、
文
化
財
多
言
語
解
説
整
備
事
業

の
採
択
事
業
で
は
、
多
く
の
社
寺
が
対
象

文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
近
年
の
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
需
要
な
ど
も
鑑
み
、
社
寺
の
魅

力
を
海
外
へ
発
信
す
る
こ
と
は
大
変
重
要

だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
今
後
に
向
け
て
お

考
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
ご
ざ
い
ま

い
て
、
ま
す
ま
す
力
強
く
そ
の
魅
力
が
発

信
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

廣
瀬
　「
文
化
財
活
用
・
理
解
促
進
戦
略

プ
ロ
グ
ラ
ム
２
０
２
０
」な
ど
、
文
化
財
を

観
光
資
源
と
位
置
付
け
た
地
域
活
性
化
策

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
化
財
を
地
域

が
一
体
と
な
っ
て
整
備
・
活
用
す
る
こ
と

で
地
域
が
元
気
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
文
化
庁
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
田
長
官
　
文
化
財
は
、
全
国
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
が
持
つ
歴
史
の
中
で
、
人
々
の
愛

着
・
誇
り
に
よ
り
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て

守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
近

年
、
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
な
ど
の
社
会

情
勢
の
著
し
い
変
化
を
背
景
と
し
て
、
文

化
財
の
滅
失
や
散
逸
、
担
い
手
不
足
と

い
っ
た
課
題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
同
時
に
、
文
化
財
の
持

つ
社
会
的
な
価
値
に
つ
い
て
も
注
目
が
集

し
た
ら
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

宮
田
長
官
　
ご
存
知
の
と
お
り
、
政
府
全

体
の
目
標
と
し
て
、
２
０
２
０
年
ま
で
に

訪
日
外
国
人
数
を
４
０
０
０
万
人
と
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
外
国
人
の
訪

日
目
的
に
つ
い
て
観
光
庁
が
行
っ
た
調
査

で
は
、
景
勝
地
の
観
光
や
、
日
本
の
伝
統

文
化
の
体
験
に
も
一
定
の
関
心
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
こ
の
国
の

豊
か
な
文
化
財
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
、
効

果
的
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考

え
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
文
化
財

の
多
言
語
解
説
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
社
寺
が
所
有
す

る
文
化
財
の
場
合
は
、
単
に
技
巧
的
な
面

で
の
卓
越
性
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
の
中

で
の
位
置
づ
け
や
、
教
義
に
基
づ
く
精
神

性
な
ど
が
重
要
な
要
素
を
持
つ
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
歴
史
的
・
精
神

的
な
魅
力
の
中
に
は
、
外
国
人
が
容
易
に

理
解
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
た
め
、
日
本
語
解
説
を
単
に
直
訳
す

る
の
で
は
な
く
、
外
国
人
に
と
っ
て
も
分

か
り
や
す
い
、
魅
力
的
な
解
説
文
と
な
る

よ
う
、
表
現
な
ど
を
工
夫
す
る
こ
と
が
重

要
と
考
え
て
い
ま
す
。
文
化
庁
が
一
昨
年

公
表
し
た「
文
化
財
に
関
す
る
国
際
発
信

力
強
化
の
方
策
に
つ
い
て
」で
は
、
文
化

財
に
つ
い
て
の
多
言
語
解
説
を
行
う
際
、

留
意
い
た
だ
く
べ
き
点
を
ま
と
め
ま
し
た

の
で
、
文
化
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
御
覧

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
の
さ
ら
な
る
促
進
に
向
け
て
求
め
ら

れ
る
の
は
、
解
説
板
に
よ
る
も
の
に
加
え
、

Ｖ
Ｒ
や
Ａ
Ｒ
な
ど
の
先
進
的
・
高
次
元
な

も
の
を
含
め
、
多
種
多
様
な
手
法
を
用
い

た
文
化
財
の
多
言
語
解
説
を
実
施
し
て
い

く
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
文
化
庁
と

し
て
も
、
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
踏
み
出

す
社
寺
と
一
緒
に
、
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
、
多
言
語
化
の
進
め
方
に
困
っ

た
と
き
は
、
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
田
　
一
方
で
、
社
寺
を
含
む
文
化
財
と

共
に
息
づ
く
文
化
・
伝
統
は
こ
れ
か
ら
を

担
う
日
本
人
に
こ
そ
、
深
く
理
解
し
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。
ま
た
具
体
的
に
着
手
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
構
想
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
併
せ

て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

宮
田
長
官
　
ご
指
摘
の
と
お
り
、
日
本
人

は
日
本
の
美
を
知
ら
な
い
。
身
近
に
あ
る

も
の
が
、
実
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
気

づ
か
な
い
。
ま
ず
は
、
多
く
の
人
々
が
文

化
財
の
魅
力
を
受
け
止
め
、
我
が
国
の
歴

史
や
文
化
を
深
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
文
化
庁
と
し
て
も
、
文
化
財
の
確
実

な
継
承
や
鑑
賞
機
会
の
確
保
に
努
め
て
い

ま
す
。
特
に
、
先
ほ
ど
も
お
話
し
い
た
し

ま
し
た「
日
本
遺
産
」は
、
各
地
の
歴
史
的

魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
・

伝
統
を
語
る
文
化
財
群
を
ス
ト
ー
リ
ー
と

し
て
捉
え
る
も
の
で
、
文
化
財
を
媒
介
に

人
々
の
営
み
と
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

４
年
目
を
迎
え
る
平
成
30
年
度
現
在
、
全

国
で
67
件
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
認
定
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
社
寺
は
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
文
化
庁
で
は
、
こ
の
日
本
遺
産
を
は
じ

め
と
し
て
、
文
化
財
を
点
と
し
て
で
は
な

く
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物

質
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
通

底
す
る
文
化
・
伝
統
の
息
吹
を
感
じ
て
も

ら
う
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
文
化
財
の

活
用
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
社

寺
な
ど
の
文
化
財
を
通
じ
て
、
日
本
人
が

日
本
の
文
化
・
伝
統
へ
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
一
層
の
努
力
と
と

も
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

文
化
・
伝
統
の
活
用
、

そ
の
た
め
の
方
策
。

新 春

特 別

鼎 談



　
文
化
産
業
の
経
済
規
模
を
数
値
化
し
、

観
光
立
国
や
地
方
創
生
に
つ
な
げ
て
い
こ

う
と
す
る
文
化
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定
に
つ
い

て
、
そ
の
基
準
策
定
を
話
し
合
う「
ユ
ネ

ス
コ
文
化
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定
技
術
諮
問
委

員
会
第
1
回
会
議
」が
、
日
本
で
初
め
て

開
催
さ
れ
た
。
臨
済
宗
建
長
寺
派
大
本
山

巨
福
山
建
長
寺
を
舞
台
に
し
た
初
日
を
皮

切
り
に
日
程
は
全
3
日
間
。
世
界
中
か
ら

集
ま
っ
た
専
門
家
を
前
に
、
初
日
に
は
山

本
幸
三
衆
議
院
議
員
、
宮
田
亮
平
文
化
庁

長
官
も
出
席
し
、
ま
た
、
文
化
庁
担
当
者

に
よ
る「
新
・
文
化
庁
」改
革
の
説
明
、
お

よ
び「
文
化
芸
術
の
経
済
的
・
社
会
的
影

響
の
数
値
評
価
に
向
け
た
調
査
研
究
」の

概
要
、
日
本
酒
と
茶
道
を
例
に
そ
の
文
化

的
側
面
に
着
目
し
た
経
済
的
価
値
の
試
算

が
紹
介
さ
れ
た
。

　
こ
の
発
表
に
関
し
て
、
海
外
の
専
門
家

は
具
体
的
な
試
算
に
着
手
し
て
い
る
こ
と

を
高
く
評
価
し
、「
無
形
の
文
化
に
着
目
し

た
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
」「
文
化
に

着
目
し
た
経
済
的
価
値
と
い
う
視
点
は
な

か
っ
た
」と
い
っ
た
声
も
挙
が
っ
た
。

　
ま
た
、
初
日
の
会
場
が
建
長
寺
で
あ
る

こ
と
を
生
か
し
、
精
進
料
理
と
坐
禅
の
体

験
を
実
施
。
ほ
か
に
も
全
日
程
の
中
で
書

道
、
茶
道
と
い
っ
た
日
本
文
化
の
体
験
も

行
わ
れ
、
各
国
か
ら
の
出
席
者
に
日
本
文

化
の
魅
力
を
深
く
理
解
し
て
も
ら
う
機
会

が
提
供
さ
れ
た
。

 

「
文
化
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定
」に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
文
化
庁
に
お
い
て
調
査
研
究
が

始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
今
回
、
ユ

ネ
ス
コ
の
国
際
会
議
を
日
本
に
誘
致
す
る

こ
と
で
、
文
化
の
経
済
活
動
定
量
化
へ
の

国
際
的
な
ル
ー
ル
策
定
議
論
に
貢
献
で
き

た
意
義
は
大
き
い
。
今
後
は
中
長
期
の
国

益
確
保
を
視
野
に
、
文
化
を
は
じ
め
各
分

野
で
の
世
界
ル
ー
ル
策
定
に
い
か
に
日
本

が
関
与
・
貢
献
で
き
る
か
の
議
論
が
、
政

府
内
に
お
い
て
一
層
進
展
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。
加
え
て
寺
院
の
伝
統
・
文
化

だ
け
で
な
く
お
茶
や
日
本

酒
な
ど
生
活
の
中
の
文
化

ま
で
紹
介
で
き
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
お
け
る
今
後
の

議
論
に
お
い
て
、
日
本
文

化
の
特
性
を
踏
ま
え
た
検

討
も
さ
れ
や
す
く
な
る
の

で
は
な
い
か
。

　
今
回
の
会
議
は
、
文
化

サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定
技
術
諮
問
委
員
で
あ
る

原
忠
之
博
士
と
、
東
急
、
A
P
A
M
A
N
、

ぐ
る
な
び
、
文
化
観
光
リ
サ
ー
チ
、
全
日

本
社
寺
観
光
連
盟
に
よ
る
支
援
で
実
現

で
き
て
お
り
、
国
連
組
織
の
正
式
会
合
を

日
本
の
民
間
企
業
の
活
力
と
ス
ピ
ー
ド
感

で
、
し
か
も
政
府
側
の
事
前
予
算
措
置
な

し
に
短
期
間
の
う
ち
に
実
現
し
た
点
、
日

本
文
化
の
重
要
性
を
民
間
企
業
群
が
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
る
事
を
誇
示
で
き
た
点
な

ど
も
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

国
際
的
議
論
の
場
で

日
本
へ
の
理
解
も
深
め
る

文
化
の
数
値
化
を
進
め
て

日
本
も
観
光
立
国
へ

ユ
ネ
ス
コ
文
化
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定

技
術
諮
問
委
員
会
第
１
回
会
議
が
日
本
で
初
開
催会議にはユネスコ統計研究所、国連統計局、EU統計局、アフリカ統計局のほか、アメリカ、カナダ、フィン

ランド、メキシコ、スペインの実務担当者たちが集った。日本からは山本幸三衆議院議員（上）や文化庁
宮田亮平長官（中）も参加。ホセ・ペッソア委員長（右）や建長寺の村田靖哲総務部長（左）も登壇した

永田町の衆議院多目的ホールにて歓迎レセプションを開催。日本側を代表して山本幸三衆
議院議員、村田文化庁次長が挨拶。ユネスコ側を代表してペッソア委員長よりお礼の挨拶
があった。日本酒造組合中央会提供による鏡開きでは田端観光庁長官らも参列し、東急
グループ代表・野本弘文氏の発声での乾杯後は歓談の場となり、大いに盛り上がった

会期中はさまざまな文化体験が用意された。初日は坐禅、
精進料理を体験。2日目は株式会社おけいこジャパンの提
供により、日本政府観光局（JNTO）特別顧問のデービッド・
アトキンソン氏（右）も加わり、着物の着付、習字、お茶のお
点前を体験した

3日目は全セッション
終了後に静岡県の久
能山東照宮を視察。
富士山を眺めながら、
久能山東照宮へ到着
後、全国国宝重要文
化財所有者連盟理事
長でもある落合偉洲
宮司が境内を英語で
解説した

文化サテライト勘定は
地域の未来に直結する
セントラルフロリダ大学准教授
ユネスコ文化サテライト勘定技術諮問委員
原 忠之

　GDP は国の経済規模をはか
るものさしとして 1930年代に
誕生したものですが、それから

80年を経過して、経済構造変化に対応し新たな経済活動を測
定しようと、国連統計局を中心にいくつかのサテライト勘定を
推し進めています。文化もその一つです。以前は存在しなかっ
たか、規模が小さかったためにその他扱いだったような産業活
動が発展を遂げている現在、それらがいったいどの産業活動
内に隠れているのかを、地球上空を周回しているサテライト（衛
星）のイメージで、世界規模の測定を行い、算出します。
　実は文化の経済活動を測定しようという文化サテライト勘
定の動きは、少し前からありました。しかしその議案が出るた
びに、文化に値札をつけるとはけしからんという反対にあい、
実際の測定基準策定の動きはユネスコ内でも停滞。このような
状況の中で、文化観光リサーチ社が代表を務めるユネスコ文
化サテライト勘定技術諮問委員会運営委員会が結成され、日
本での開催誘致に成功したことは、とても大きな成果だと思い
ます。欧米主導のサテライト勘定世界標準策定作業を牽引し
てきた先進諸国の中に、唯一のアジア諸国として参入すること
ができたのですから。また、今後に向けて文化庁が世界を意
識して日本の文化の経済活動測定作業や発想を発信していく
という構図が出来たことも、中長期の国益確保という点で大き
な意義があります。

　ところで、日本国内の地方創生を盛り
上げるには、大都市から地方へインバウ
ンド客に周回してもらい、宿泊、飲食、

ユニークな体験や感動を SNS で発信してもらうことも重要で
す。そこでの費用対効果を考えると、既存の地方資源をイン
バウンド向け観光資源として活用することで初期投資を抑える
ことが最も効率的です。
　地方には伝統と歴史を継承する人々の生活があり、季節の
伝統行事、生活習慣、伝説などに溢れています。また、地元
の方が畏敬する文化の中心的存在として神社仏閣が日本中い
たる所に数百年、千年の歴史を継承しており、訪日客はそれを
感じることができます。その経済規模を数値化することは、観
光関連施設の売上げを通してより多くのお金を地方経済にま
わすことにつながります。要するに、観光立国実現のための地
方創生の起爆剤として文化資源を戦略的に有効利用するビジ
ネスモデルを構築できる、それが文化サテライト勘定の効用な
のです。文化資源や文化活動が数値で測定できることは、他
産業同様の枠組みで投資効果を可視化できることを意味しま
す。インバウンド客の観光消費で地域住民の生活の質向上を
目指す地方創生・観光立国に有益な数値化手法です。

地方創生が
ここから加速する

GDPに変わる世界基準の
新たなものさし

● 1日目（平成 30年 10月 31日）　
会場：臨済宗建長寺派大本山巨福山建長寺
・オープニングセッション
・セッション（会議）
・文化体験

● 2日目（11月 1日）　
会場：衆議院国際会議室
・セッション（会議）
・文化体験
・歓迎レセプション

● 3日目（11月 2日）
会場：衆議院国際会議室
・セッション（会議）
・文化体験（久能山東照宮）

日  程
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寺
社
に
関
わ
る
新
た
な
取
り
組
み
や
商
品
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
若
い
女
性
の

間
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
名
刹
の
カ
フ
ェ
メ
ニ
ュ
ー
、神
社
に
あ
る
意
外
な
も
の
の
商
品

化
、そ
し
て
外
国
人
観
光
客
に
向
け
た
新
た
な
取
り
組
み
で
す
。

【

新
 

風

】

J ISYA  NEWS

■
天
台
宗
総
本
山
比
叡
山
延
暦
寺
に
あ
る

延
暦
寺
会
館
の
喫
茶「
れ
い
ほ
う
」で
は
、

平
成
29
年
か
ら
提
供
を
始
め
た「
梵
字
ラ

テ
」を
求
め
、
若
い
女
性
を
中
心
に
来
館

者
が
増
え
て
い
る
。
も
と
も
と
比
叡
山
の

お
い
し
い
水
で
淹
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
は
提
供

し
て
い
た
が
、
境
内
の
奥
ま
っ
た
場
所
に

あ
る
延
暦
寺
会
館
へ
よ
り
多
く
の
人
に
足

を
運
ん
で
も
ら
う
た
め
に
も「
も
っ
と
お

寺
の
カ
フ
ェ
ら
し
い
も
の
を
提
供
し
な
け

れ
ば
」と
考
案
さ
れ
た
。
ま
た
、
若
い
世

代
に
も
仏
教
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
た

い
、
と
い
う
思
い
も
考
案
の
理
由
。

　
ラ
テ
は
カ
フ
ェ
ラ
テ
、
抹
茶
ラ
テ
に
加

え
、
期
間
限
定
で
イ
チ
ゴ
ラ
テ
や
キ
ャ
ラ

メ
ル
ラ
テ
な
ど
も
登
場
す
る
。
た
だ
梵
字

が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
は
こ
こ
ま
で
人
気

が
出
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
大
の

理
由
は
梵
字
が
客
の
守
り
本
尊
で
あ
る
こ

と
。
注
文
時
に
客
の
干
支
を
聞
き
、
そ
の

守
り
本
尊
の
梵
字
を
ラ
テ
ア
ー
ト
で
表
現
。

梵
字
を
美
し
く
描
く
た
め
に
か
な
り
試
行

錯
誤
を
し
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
甲
斐
あ
っ

て
、
見
事
な
完
成
度
が
評
判
を
呼
ん
だ
。

 「
近
年
は
若
年
層
の
お
寺
離
れ
と
言
わ
れ

ま
す
が
、
ラ
テ
を
飲
ん
で
い
た
だ
く
こ
と

が
、
仏
教
と
の
接
点
を
持
つ
一
助
に
な
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
考
案
者
の
延
暦
寺

会
館
館
長
、
今い

ま
で
が
わ

出
川
行ぎ

ょ
う
か
い戒

師
。
守
り
本

尊
と
い
う
存
在
を
知
れ
ば
、
自
ず
と
そ
の

姿
に
興
味
が
湧
き
、
諸
仏
を
観
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
。
ほ
っ
と
ひ
と
息

の
時
間
が
、
新
た
な
仏
縁
の
き
っ
か
け
に

も
な
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
大
人
気
と
な
っ
て
い

る
点
も
、
延
暦
寺
会
館
を
訪
れ
る
若
い
人

が
増
え
て
い
る
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。

NEWS 1

山
内
拝
観
の
休
憩
で
、仏
と
の
新
た
な
つ
な
が
り
に

比
叡
山
延
暦
寺
の
カ
フェ
で

「
梵
字
ラ
テ
」が
話
題
沸
騰

■
空
前
の
寺
社
ブ
ー
ム
を
受
け
て
、
大
人

か
ら
子
供
ま
で
楽
し
め
る
カ
プ
セ
ル
ト
イ

に
は
仏
像
な
ど
寺
社
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
登

場
し
て
い
る
。
そ
こ
に
平
成
30
年
11
月
、

「
こ
れ
も
コ
ン
テ
ン
ツ
に
な
る
の
か
」と
い

う
新
た
な
商
品
が
登
場
し
た
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
カ
プ
セ
ル
ト
イ
を
企
画
し

て
い
る
エ
ポ
ッ
ク
社
か
ら
販
売
さ
れ
た
の

は
、
全
5
種
の「
鳥
居
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」。

本
物
そ
っ
く
り
の
鳥
居
が
手
の
ひ
ら
サ
イ

ズ
で
再
現
さ
れ
、
イ
ン
テ
リ
ア
に
も
最
適
。

開
発
の
き
っ
か
け
は
、
担
当
の
渋
谷
氏
が

旅
先
で
寺
社
を
巡
っ
て
い
る
際
に
、
鳥
居

に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
興
味
を

持
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。企
画
す
る
に
当
た
っ

て
は
か
な
り
の
数
の
鳥
居
を
見
て
回
り
、

「
特
徴
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
ま
た
神
社

に
よ
っ
て
材
質
も
形
状
も
違
う
こ
と
に
、

非
常
に
奥
深
い
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
」と

の
こ
と
。
最
近
は
日
本
人
だ
け
で
な
く
外

国
人
観
光
客
も
鳥
居
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
投
稿
す

る
こ
と
が
多
い
た
め
、
幅
広
い
客
層
に
支

持
さ
れ
る
と
感
じ
、
商
品
開
発
を
進
め
た
。

　
今
後
の
シ
リ
ー
ズ
化
に
つ
い
て
は
未
定

だ
が
、
反
響
を
見
な
が
ら
企
画
を
進
め
、

鳥
居
以
外
も
再
現
し
て
小
さ
な
神
社
を
つ

く
る
こ
と
も
目
標
に
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
れ
が
実
現
し
、
拝
殿
や
狛
犬
な
ど
も
カ

プ
セ
ル
ト
イ
に
な
れ
ば
、
参
拝
客
が
自
分

好
み
の
神
社
を
つ
く
る
な
ど
、
楽
し
み
も

広
が
る
。
そ
う
な
れ
ば
神
社
フ
ァ
ン
の
さ

ら
な
る
拡
大
も
期
待
で
き
そ
う
だ
。

NEWS 2

カ
プ
セ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

リ
ア
ル
な
鳥
居
が
新
登
場
！

神
域
の
象
徴「
鳥
居
」が
玩
具
に

絵解きをする大阪・愛染堂勝
曼院の山岡武明住職とハーバー
ド大学大学院生のマヌエル・ア
スアヘアラモ氏。四天王寺の絵
堂で行われているもののショー
トバージョンを実演した

株式会社エポック社
〒111-8618
東京都台東区駒形2-2-2
TEL：029-862-5789
（エポック社お客様サービスセンター）
https://epoch.jp/

天台宗総本山
比叡山延暦寺
延暦寺会館
〒 520-0116
滋賀県大津市坂本本町
4220 比叡山延暦寺内
TEL：077-579-4180
http://syukubo.jp/

■
平
成
30
年
11
月
に
公
益
財
団
法
人
全
日

本
仏
教
協
会
の
財
団
創
立
60
周
年
記
念

事
業
の
一
環
で
、「
第
29
回
Ｗ
Ｂ
Ｆ
世
界
仏

教
徒
会
議
・
第
20
回
Ｗ
Ｂ
Ｆ
Ｙ
世
界
仏
教

徒
青
年
会
議
・
第
11
回
Ｗ
Ｂ
U
世
界
仏
教

徒
大
学
会
議
日
本
大
会
」が
開
催
さ
れ
た
。

　
会
場
と
な
っ
た
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺

に
て
世
界
平
和
法
要
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
イ
ベ
ン
ト
も
同

時
開
催
さ
れ
た
。
な
か
で
も
注
目
を
浴
び

て
い
た
の
が
、
英
語
に
よ
る「
聖
徳
太
子

絵
伝
」の
絵
解
き
実
演
。

　
和
宗
仏
教
青
年
連
盟
が
実
施
し
た
絵
解

き
は
、担
当
す
る
僧
侶
が
交
代
で
ピ
ン
マ

イ
ク
を
付
け
て
登
壇
。
日
本
語
で
の
絵
解

き
の
あ
と
に
同
じ
内
容
を
英
語
で
読
み
上

げ
る
手
法
で
、多
く
の
仏
教
関
係
者
が
興

味
深
く
聞
き
入
っ
て
い
た
。

　
今
や
日
本
中
の
寺
社
に
多
く
の
外
国
人

観
光
客
が
訪
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
寺
社
を

通
し
て
よ
り
深
く
日
本
の
文
化
や
伝
統
を

見
よ
う
と
し
て
い
る
。い
ず
れ
は
絵
解
き
な

ど
に
興
味
を
持
つ
人
も
増
え
て
く
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
、そ
の
時
に
英
語
で
説
明
が
で

き
る
と
、
寺
社
に
息
づ
く
文
化
を
深
く
理

解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

NEWS 3

和
宗
仏
教
青
年
連
盟
が

英
語
で
絵
解
き
を
実
施

世
界
仏
教
徒
会
議
で
話
題
に

今回の絵解きは、山岡住職と四天王寺の僧侶、アス
アヘアラモ氏の計7名で行った

N E W
W I N D

上／喫茶「れいほう」は、琵琶湖を
見下ろす高台にあり、眺望の良さ
でも知られる。右／手前より時計
回りにカフェラテ、抹茶ラテ、秋
限定のキャラメルラテ。スチーム
ミルクの口当たりも実に繊細

明神鳥居、神明鳥居、両部鳥居、山王鳥居、千本鳥居の5
種が発売中。それぞれに鳥居の名称プレートもついている

やるからには本気で、とコーヒー豆や抹茶にこだわりまし
た。ホームページや山内のポスターで告知する程度でしたが、
SNSで拡散されたことがきっかけでお客様が増え、また取
材も増えました。梵字ラテは見て飲んでお寺との繋がりを感
じていただく「飲む布教」だと思っております。まさにお寺
でやるからこそ意義のある飲み物でしょう。（今出川行戒師）

これは飲む布教です
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寺
社
ブ
ー
ム
は
、数
年
に
一
度
必
ず
や
っ

て
き
て
い
る
。最
近
で
も
寺
社
か
ら
の
絶

景
、御
朱
印
、恋
愛
祈
願
、フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ

ク
寺
社
と
、数
々
の
切
り
口
で
紹
介
さ
れ
、

そ
の
た
び
に
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
き
た
。そ

し
て「
寺
社
マ
ニ
ア
」と
呼
ば
れ
る
人
た
ち

も
生
み
出
し
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
仕
掛
け
人
は
、
多
く
の
場
合

雑
誌
で
あ
る
。
同
じ
メ
デ
ィ
ア
で
も
、し
っ

か
り
読
み
込
め
て
情
報
の
保
存
性
が
あ
る

の
は
、
テ
レ
ビ
よ
り
も
雑
誌
の
方
に
一
日

の
長
が
あ
る
よ
う
だ
。
で
は
、
雑
誌
の
コ

ン
テ
ン
ツ
制
作
側
は
、
寺
社
の
ど
ん
な
と

こ
ろ
に
魅
力
を
感
じ
、
企
画
に
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
寺
社
を
特
集
な
ど

で
扱
う
雑
誌
の
編
集
長
に
、
寺
社
へ
の
思

い
と
今
後
へ
の
期
待
を
聞
い
た
。
そ
こ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
寺
社
の
情
報
を
発

信
す
る
際
の
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て

い
る
に
違
い
な
い
。

多
種
多
様
な
切
り
口
が
ヒ
ン
ト
。

い
ま
発
信
す
べ
き
魅
力
と
は
？

寺
社
の

と
は
？

現
在
は
空
前
の
御
朱
印
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
の
寺
社
参
詣
は

「
名
所
図
会
」な
ど
が
、
庶
民
を
寺
社
へ
と
駆
り
立
て
た
。

こ
れ
ら
は
現
代
で
言
え
ば
雑
誌
の
よ
う
な
も
の
。

つ
ま
り
雑
誌
で
寺
社
が
ど
う
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
を
知
れ
ば
、

よ
り
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト
が

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
気
雑
誌
の

編
集
長
に
聞
く
！

魅
力

雑
誌
の
誌
面
か
ら
、
寺
社
が

発
信
す
べ
き
内
容
を
知
る

特  集
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一
番
の
魅
力
と
は
？ 

Q1

3

コト消費が拡大する今
寺社は体験できる場所

として価値がある

「 Discover Japan 」「 旅の手帖 」 「 芸術新潮 」

■＂モノ消費＂から＂コト消費＂へと時
代が変化する中、「体験ができる場
所」としての寺社の価値は、とても
高いと感じます。先日も三井寺の宿
坊に宿泊し、腕輪念珠作りを体験し
ましたが、自ら意味を考えながら珠
を貫く時間は本当に豊かでした。最
近、アメリカを中心に「マインドフ
ルネス」という概念が話題となって
いますが、本来、日本では坐禅など
を通して 1200 年以上も前からやっ
てきたこと。見つめ直すと、寺社の
文化にはとても現代的な魅力もある
と気付きます。

寺
社
の
文
化
を
掘
り
起
こ
す
と

現
代
的
な
魅
力
が
見
え
て
く
る

印象的な写真で寺社を表現する手法も定評がある

4

寺社は鉄板の人気観光地。
旅先の土地を知るには

まず寺社に行くべき

■観光したいスポットのアンケート
をとると、寺社、温泉が必ず上位に
きます。旅行する際、私たちはまず
どの＂土地＂に行くかを考えますが、
訪れたい土地にどのような寺社があ
るかは、とても重要なことだと思い
ます。山や海、草木に水と、主に自
然が信仰されてきた場所にあるのが
神社。集落があり、近隣の人たちの
集会場としての役割も果たしてきた
のがお寺。寺社はその土地ならでは
の形を体現した場所として、土地の
魅力を理解できる一番のスポットで
はないでしょうか。

そ
の
土
地
の
あ
り
方
、考
え
方
を
知
る

一
番
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
寺
社
の
存
在

平成31年1月号は「門前町を歩く“ 先年の古社寺 ”」を特集

2

芸術を育て、守り、残す
特別な場所だからこそ

感じられる豊かさ

■拝む間に仏像に出合い、拝観し
ながら障壁画や建築を楽しむ。丸ご
と文化を感じられる場所であること
が、寺社の魅力ではないでしょうか。
同時に、文化教育の場であることも
重要です。例えば、唐招提寺に壮
大な海の障壁画を残した日本画家に
東山魁夷という人がいます。彼のよ
うな現代画家にあれほどの大きな作
品、かつ自由度の高い作品を依頼で
きるのは寺社くらい。文化を作る、
守る、残す。そうした寺社の寛大さ
こそ、今日までの日本の美術・芸術
を支えてきたのです。

寺
社
ほ
ど
の
日
本
美
術
は
他
で
作
れ
な
い

丸
ご
と
文
化
を
体
感
し
て
ほ
し
い

創刊800号記念特大号「神社100選」は大ヒットを記録した

1

特異な信仰の姿が
もたらした日本独自の
空気感を体感できる

「 和 樂 」

「旅の手帖」編集長

五十嵐匡一さん

平成30年12月号では国東半島、阿蘇山の神仏を特集した

■「日本の空気感を体感できる場
所」、それが寺社の一番の魅力でしょ
う。都市化が進み、日本古来の文
化を体験できる場所が少なってい
ます。寺社は、その最後の砦です。
特に重要なのは、「信仰の現場を見ら
れる最高の場所」であること。海外
では、日本は無信教だと見られてい
ますが、私は究極の多神教だと理解
しています。神道では草木にも神が
宿ると考えられ、仏教においてもこ
れだけ多くの宗派が集まる場所はな
い。その多様さこそ日本文化だと、
寺社は教えてくれます。

日
本
の
多
様
さ
を
体
感
で
き
る

寺
社
は
日
本
文
化
の
最
後
の
砦

【 寺社の一番の魅力とは？ 】
Q1日本文化を知る、芸術として見る、都市との共生を考える、そして観光地として

楽しむ。「和樂」（小学館）、「芸術新潮」（新潮社）、「Discover Japan」（ディスカ
バー・ジャパン）、「旅の手帖」（交通新聞社）の編集長が寺社の魅力を語る。

寺社の魅力
とは？

人
気
雑
誌
の

編
集
長
に
聞
く
！

撮影協力 SORA PIZZA ／東京都渋谷区神宮前 2-19-5

「Discover Japan」編集長

髙橋俊宏さん
「芸術新潮」編集長

𠮷田晃子さん
「和樂」編集長

高木史郎さん

「ニッポンの魅力、
再発見。」をコン
セプトに 2008
年にエイ出版よ
り創 刊。 今 年、
誌名と同じ新会
社を設立した

1950年に新潮社
より創刊した月刊
誌。国内外にか
かわらず、幅広く
美術や芸術を取り
上げる。ガイドブッ
クとしても人気

小学館より定期購
読者限定雑誌と
して 2001 年創刊

（ 現 在 は 書 店 購
入可）。「日本文化
の入り口」がキャッ
チコピー

1977 年に弘済出
版 社（ 現・ 交 通
新聞社）が創刊し
た 旅 の 情 報 誌。
キャッチコピーは

「ニッポン文化応
援マガジン」

多くの参拝客でにぎわう本殿前。現在の建物は天正19年（1591）竣工

今
か
ら
約
１
３
０
０
年
前
、
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
た〝
大
宰
府
〞。

そ
の
歴
史
と
文
化
の
古
都
に
鎮
座
す
る
の
が
太
宰
府
天
満
宮
だ
。

学
問
の
神
様
と
し
て
名
高
い
九
州
屈
指
の
古
社
を
訪
ね
た
。

取
材
・
文
＝
歌
岡
泰
宏

　撮
影
＝
平
川
雄
一
朗

太だ

宰ざ

い

府ふ

天
満
宮

福
岡
県
太
宰
府
市

創建年●延喜5年（905）　祭神●菅
すが

原
わらの

道
みち

真
ざね

☎092･922･8225／6:30～18:30（時期に
より変動あり。正月三が日は24時間開門）、
無休／無料／福岡県太宰府市宰府4-7-1／西
鉄太宰府線太宰府駅から徒歩5分

太宰府天満宮

約
１
３
０
０
年
の
歴
史
と
文
化
が
薫
る
古
都
へ

22

22

3形が漢字の“心”になって
いる心字池には、過去・現
在・未来を表す３つの橋が
架かる。 4頭をなでると知
恵を授かるという御

ご

神
しん

牛
ぎゅう

像。
5ご神木の飛梅は早咲きの
白梅。１月中旬から開花

1桃山時代の建築様式を今に伝える
本殿。豪壮華麗な意匠が目を引く
2 禰宜の味酒安則さんは道真の門
弟・味酒安行の42代目の子孫

境
内
に
あ
る
天
開
稲
荷
社
の
奥
の
院
の

石
室
は
人
気
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

鷽
鳥
み
く
じ
３
０
０
円
。見

た
目
も
か
わ
い
い
太
宰
府

天
満
宮
の
名
物
み
く
じ
だ

宰
府
駅
に
降
り
立
つ
と
、
ま
だ
朝
の

９
時
頃
な
の
に
、
参
道
は
多
く
の
人

で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。

　
さ
っ
そ
く
、
参
道
を
抜
け
て
境
内
を
目
指

す
。
途
中
、
焼
き
た
て
の
梅う

め

ヶが

枝え

餅
の
匂
い

が
漂
っ
て
き
た
。
そ
の
香
ば
し
さ
に
立
ち
寄

り
た
く
な
っ
た
が
、
ま
ず
は
参
詣
へ
。

　
菅
原
道
真
を
祀
る
天
満
宮
は
全
国
に
約

１
万
２
０
０
０
社
近
く
あ
る
が
、
太
宰
府
天

満
宮
は
京
都
の
北
野
天
満
宮
と
と
も
に
そ
の

総
本
宮
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ
か
の
天
満
宮

と
違
う
の
は
、
こ
こ
が
道
真
の
墓
所
で
あ
る

こ
と
。
唯
一
の
霊
廟
な
の
だ
。

　
平
安
時
代
の
承
和
12
年
（
８
４
５
）、
京

都
で
生
ま
れ
た
道
真
は
、
幼
少
期
よ
り
学
問

の
才
能
を
発
揮
。
大
人
に
な
る
と
一
流
の
学

者
、
文
人
、
政
治
家
と
し
て
活
躍
す
る
。
し

か
し
政
略
に
よ
り
、
無
実
の
罪
で
大
宰
府
に

流
さ
れ
、
失
意
の
な
か
、
こ
の
地
で
生
涯
を

終
え
る
。
享
年
59
。
そ
の
際
、
門
弟
で
あ
っ

た
味う

ま

酒さ
け

安や
す

行ゆ
き

が
亡
骸
を
牛
車
に
乗
せ
て
進
ん

で
い
た
と
こ
ろ
、
牛
が
伏
し
て
動
か
な
く
な

っ
た
と
い
う
。
道
真
は
そ
の
場
所
に
埋
葬
さ

れ
、
延
喜
５
年
（
９
０
５
）
祀
廟
が
建
て
ら

れ
る
。
延
喜
19
年
（
９
１
９
）、
勅
命
に
よ

り
社
殿
も
建
立
さ
れ
た
。

　
境
内
に
入
り
、
心し

ん

字じ

池
に
架
か
る
赤
い
太

鼓
橋
を
渡
る
。
楼
門
を
抜
け
る
と
目
の
前
に

壮
麗
な
本
殿
が
姿
を
現
し
た
。
本
殿
の
前
に

は
ご
神
木
の
飛と

び

梅う
め

が
。
道
真
を
慕
い
、
京
の

都
か
ら
一
夜
に
し
て
飛
ん
で
き
た
と
伝
え
ら

太

「鷽
う そ

替え神事」と「鬼すべ神事」 ［1月7日］

3

45

鷽替え神事は、暗闇で木製の“木うそ”を交
換し合うことで、これまでの嘘を互いに取
り替えて、新しい年の吉に取り替えるとい
う意味がある。鬼すべ神事（写真）はその年
の開運招福などを願う火祭りだ。鷽替え神
事は天神ひろばで18:00～、1000円。鬼
すべ神事は鬼すべ堂で21:00～、見学無料

1

2

年始に見たい祭事

23

23　 　2019年1月号
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■日本文化の＂最後の砦＂として、3
つの役割を期待しています。一つ目
は、文化の発信拠点となること。以
前行われた太宰府天満宮による現
代アートの展示や、仁和寺が今年特
別拝観として行った「金堂裏堂 五大
明王壁画」公開のように、新たなも
のを発信することも、持っている美
を掘り起こして見せることも、とて
も重要です。二つ目は広義での幼児
教育。保育園を寺社が運営するだ
けでなく、境内を解放し、子供たち
の遊び場にすることも面白い。そし
て三つ目は、日本の植生の最後の守
り手となることです。都会の中の森
は、今後大きな資産になるはずです。

た
く
さ
ん
の
未
来
を
創
り
出
す

寺
社
は
こ
れ
か
ら
も
そ
ん
な
場
所

寺社はいつの時代も「人が集う場」。新たな賑わいを創り出してほしい

■寺社が所有している美術品には、
公開自体が難しい貴重な文化財と
なっているものも珍しくありませ
ん。そんな中、京都・天球院の方
丈障壁画の複製品を制作した「綴プ
ロジェクト」には、新たな可能性を
感じました。原画は保護のために
国立博物館に寄託され、その複製
品を天球院に飾る。絵師たちが描
いたのは天球院のための障壁画で
すから、保存ばかりに意識が向け
られると、美術品本来の素晴らしさ、
つまりあるべき場所で見る美しさが
失われてしまいます。今後、それ
らをどう継承していくのか、新たな
試みにも期待したいです。

「
綴
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
感
じ
た

保
存
と
伝
承
の
新
た
な
可
能
性

座
禅
こ
そ「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」

企
業
と
の
提
携
で
ビ
ジ
ネ
ス
が
拡
大
す
る

企業や媒体との
コラボレーションで
新たなビジネスを

■最近は体験コンテンツに力を入
れる寺社も増えていますが、もっ
と増えてほしいと思います。例え
ばアメリカでは今、「WELL Building 
Standard」という、健康的なオフィ
スの基準を定める制度ができてい
ます。そこにはマインドフルネスも
含まれている。日本でも社屋に瞑想
ルームを設けるなど、その基準をク
リアしようと努力する企業が増えて
いますが、それよりも、近くのお寺
と提携して、社員が昼休みなどを
使って坐禅ができるように整えたほ
うがいい。そうした他との連携で、
自分たち本来の強みを活かしてほし
いですね。

寺社の機能を、周辺の地域や企業と共有して活性化へ

■観光地として寺社を訪れる人は、
必ずしも「信仰心」で行くわけではあ
りません。歴史的建造物として魅力
を感じた寺社について知りたいと足
を運ぶ人も少なくないのです。地方
の小さな寺社でも、驚くような立派
な建物があるところも少なくありま
せん。そんなとき、専門的ではなく
てもちょっとした説明、話しかけが
あると、より深い理解へとつながる
のではないかと思います。同時に、
例えば神田明神がアニメとコラボし
ているように、時代の流れにうまく
対応しながら、若い世代に向けて寺
社をオープンにしていくことも重要
ではないでしょうか。

神
話
や
宗
教
的
な
経
緯
だ
け
で
な
く

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
魅
力
を
伝
え
た
い

観光地としての寺社は
「知る」ことの入口
小さな話しかけの実践を

【 寺社に今後期待する点は？ 】
Q2寺社の魅力

とは？

13

24

「和樂」、「芸術新潮」、「Discover Japan」、「旅の手帖」、それぞれの編集長が、
これからの寺社に期待するのは、伝統文化の守り手であると同時に、時代の発
信者であること。そこから見える未来の姿とは？

今
後
期
待
す
る
点
は
？ 

Q2

人
気
雑
誌
の

編
集
長
に
聞
く
！

人気マンガとのコラボで若い人に人気の神社も増えている 絵画から庭園まで、寺社にある多様な「美」をその場でどう見せるかが課題

五十嵐匡一編集長

髙橋俊宏編集長

𠮷田晃子編集長

高木史郎編集長

「文化」「子供」「森」
その3つの守り手に
寺社がなってほしい

「 和 樂 」

文化財を守りながら
いかに伝承していくか
新たな展示方法に期待

「 芸術新潮 」「 旅の手帖 」

「 Discover Japan 」
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な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
社
会
で
は
、
ひ

と
り
ひ
と
り
が
自
分
な
ら
で
は
の
幸
せ
や

満
足
の
形
を
探
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

寺
社
に
は
、
物
質
的
で
は
な
い
、
本
質
的

で
畏
怖
の
対
象
で
あ
る
何
か
が
い
て
、
参

拝
す
る
こ
と
で
そ
の
何
か
と
自
分
が
つ
な

が
り
を
持
ち
、
参
拝
し
た
と
き
の
気
分
が

ど
こ
か
心
地
よ
い
。
つ
ま
り
現
代
の
寺
社

は
、
参
拝
者
が「
自
分
に
戻
れ
る
場
」と
し

て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
ま
た
、
訪
日
外
国
人
が
今
後
は
さ
ら
に

増
え
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
な
か
で
、「
グ

ロ
ー
バ
ル
」と
い
う
物
事
の
考
え
方
に
も

変
化
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
10
年
前
は
グ

ロ
ー
バ
ル
と
い
う
と
英
語
を
話
せ
る
よ
う

に
な
る
、
国
際
的
に
競
争
で
き
る
人
材
に

な
る
、
国
際
交
流
を
見
据
え
た
仕
事
を
推

進
す
る
、
と
い
う
機
運
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
今
、
外
国
人
は
否
応
な
し
に
来
日
。

そ
の
状
況
下
で
２
０
２
０
年
に
は
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催

さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、「
世
界
の
中
に
あ

る
日
本
っ
て
何
？
」と
い
う
こ
と
を
我
々

日
本
人
自
身
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
潮
流
に

お
い
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
と
は
、
多
言
語
化

を
推
進
す
る
こ
と
で
も
欧
米
の
お
作
法
適

合
型
で
も
な
く
、
日
本
で
培
わ
れ
て
き
た

文
化
や
考
え
方
、
伝
統
を
国
際
社
会
に
向

か
っ
て
表
現
す

る
こ
と
に
変

わ
っ
て
き
て
い

ま
す
。こ
の「
日

本
で
培
わ
れ
て

き
た
文
化
」の

象
徴
の
ひ
と
つ

が
寺
社
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。

外
国
人
旅
行

者
が
寺
社
を
観
光
す
る
だ
け
で
な
く
、
日

本
人
自
身
が
寺
社
を
訪
れ
る
こ
と
を
通
じ

て
、
日
本
人
の
伝
統
や
い
ま
に
伝
わ
る
考

え
方
の
本
質
に
触
れ
、
日
本
文
化
や
日
本

人
と
い
う
も
の
を
改
め
て
客
観
的
に
再
認

識
す
る
た
め
の
道
し
る
べ
に
も
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
総
合
研
究
所
が
平
成
29
年
に

行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
社
寺
に
つ
い
て

「
参
拝
方
法
を
知
ら
な
い
と
行
き
づ
ら
い
」

と
思
う
人
が
3
割
以
上
い
ま
し
た
。
昨
今

は
寺
社
で
の
参
拝
マ
ナ
ー
に
関
す
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
報
道
も
見
ま
す
が
、
消
費
者
は

概
ね
真
面
目
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
5
年
以
内
の
寺
社
で
の
体
験
に
つ
い

し
て
い
ま
す
。
現
代
に
生
き
る
そ
の
信
仰

と
、
信
仰
を
形
で
現
し
た
か
の
よ
う
な
宗

教
建
築
や
仏
像
な
ど
の
す
べ
て
が「
日
本

の
文
化
」の
象
徴
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
観
光
と
い
う
文
脈
で
寺
社
な
ら
で

は
の
魅
力
や
価
値
を
見
た
場
合
、
国
内
外

の
人
に
対
し
て
、
寺
社
に
息
づ
く
文
化
と

い
う
ロ
ー
カ
ル
な
美
意
識
や
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
信
で
き
る
こ
と
は
、
一
般
的
な
観
光

施
設
と
比
べ
て
圧
倒
的
な
優
位
性
が
あ
る

と
も
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
寺
社
が
信
仰
の
場
で

あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
の
で
す
が
、
情

報
の
発
信
方
法
に
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。「
文
化
を
発
信
す
る
施
設
」と
し

て
何
を
す
べ
き
か
、
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
近
年
は
寺
社
で
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や

ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
増
え
、「
人
が
集
い
、
文
化
を
発
信
す

る
」機
能
が
寺
社
に
再
び
生
ま
れ
て
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
長
い
寺
社
の
歴
史
に

適
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
も
感
じ
ま
す
。
こ

れ
ら
を
き
っ
か
け
に
人
々
が
寺
社
に
足
を

運
び
、
そ
の
回
数
が
増
え
る
こ
と
で
、
寺

社
が
身
近
な
も
の
と
な
り
、
神
仏
と
は
何

か
に
触
れ
、
寺
社
と
そ
れ
に
関
わ
る
人
々
、

取
り
巻
く
自
然
に
対
し
て
の
敬
意
が
生
ま

れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

て
は
、
お
祓
い
や
ご
祈
祷
経
験
者
が
35
％
、

御
朱
印
経
験
者
も
25
％
に
達
し
て
い
ま
す

が
、
写
経
・
坐
禅
な
ど
時
間
の
掛
か
る
体

験
に
関
し
て
は
1
割
強
、
宿
坊
経
験
者
は

9
％
と
、
共
に
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な

み
に
寺
社
で
希
望
す
る
体
験（
下
図
参
照
）

で
は
、
お
祓
い
や
ご
祈
祷
は
旅
先
よ
り
も

生
活
圏
の
寺
社
で
体
験
し
た
い
人
の
割
合

が
全
体
的
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
一
方
旅

先
で
は
、
精
進
料
理
や
宿
坊
、
特
別
拝
観

や
御
朱
印
な
ど
、
そ
の
寺
社
な
ら
で
は
の

特
別
感
の
あ
る
体
験
が
人
気
。
興
味
深

か
っ
た
の
は
、
日
常
的
な
儀
礼
・
作
法
を

一
人
で
体
験
し
た
い
人
が
多
か
っ
た
反
面
、

特
別
拝
観
な
ど「
深
く
知
っ
て
楽
し
む
」こ

と
は
親
し
い
関
係
の
配
偶
者
な
ど
と
二
人

で
、
食
に
関
す
る
気
軽
な
体
験
は
友
人
と
、

と
い
う
よ
う
に
体
験
の
専
門
性
や
目
的
性

の
高
さ
、
レ
ジ
ャ
ー
要
素
の
強
さ
な
ど
で

同
行
者
が
変
化
す
る
こ
と
で
し
た
。

　
観
光
目
的
地
と
し
て
寺
社
を
訪
れ
る
人

は
、
宗
教
施
設
を
目
指
し
て
き
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
文
化
に
触
れ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
我
々
日

本
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
で
ゴ
シ
ッ
ク
教

会
に
行
く
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
を
知
る
た

め
に
行
く
の
で
は
な
い
こ
と
と
同
じ
で
す
。

　
私
た
ち
の
現
代
生
活
で
は
、
複
数
の
神

様
や
仏
様
が
今
も
自
然
に
囲
ま
れ
て
暮
ら

寺
社
が
こ
れ
か
ら
の
情
報
発
信
を
考
え
る
と

き
に
必
ず
知
っ
て
お
き
た
い
の
は「
消
費
者
が

何
を
求
め
る
か
」。
そ
こ
を
理
解
し
、
的
確
な

情
報
で
多
く
の
人
に
寺
社
の
文
化
を
理
解
し

て
も
ら
う
こ
と
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
必
要
な
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ー
タ
に
基
づ
く
消
費

者
の
志
向
や
動
向
を
、
専
門
家
に
聞
い
た
。

旅
行
者
の
動
向
か
ら

今
後
の

寺
社
観
光
を

考
え
る
。

寺社の魅力
とは？

　
い
ま
、
旅
行
者
は
寺
社
に
何
を
求
め
て

い
る
の
か
。
端
的
に
言
う
と「
癒
や
し
」や

「
自
分
を
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
場
」と
し
て

の
機
能
、
そ
し
て
和
文
化
の
再
発
見
で
す
。

例
え
ば
宿
泊
の
シ
ー
ン
を
見
る
と
、
い
ま

の
20
代
の
若
者
に
は「
あ
え
て
和
室
を
選

択
す
る
」と
い
う
傾
向
も
あ
り
ま
す
。
住

環
境
が
昔
と
違
い
、
床
の
間
が
あ
る
畳
の

部
屋
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
世
代
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
だ
け
で
も
旅
を
彩
る
異
空
間
と

な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な「
和
文
化
へ
の
回

帰
」は
、
観
光
に
お
け
る
若
年
層
の
動
き

の
な
か
で
も
顕
著
に
現
れ
て
い
ま
す
。

　
寺
社
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
家
族
全
員
で
の
墓

参
り
が
減
り
、
神
社
の
境
内
や
隣
接
す
る

公
園
が
遊
び
場
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

寺
社
が「
日
常
的
な
場
所
」で
は
な
い
人
に

と
っ
て
は
、
寺
社
は
非
日
常
の
場
所
と
し

て
機
能
し
、
そ
こ
で
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
払
い
落
と
し
、明
日
か
ら
の
パ
ワ
ー

を
得
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
に「
寺
社
で

な
け
れ
ば
味
わ
え
な
い
清
廉
さ
」が
ほ
か

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
は
異
な
る
独
自
性
と

な
り
、
固
有
の
来
訪
目
的
と
な
る
の
で
は

寺
社
に
求
め
る
こ
と
の
変
化

日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
真
価

寺
社
の
価
値
を
再
度
理
解
し

発
信
方
法
に
工
夫
を

株 式 会 社 JTB 総 合
研究所主席研究員。
東京大学文学部美術
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詳細な調査から
未来を見ます！
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古
き
良
き
日
本
を

感
じ
る
尾
道
の
町
で
、

素
晴
ら
し
い
景
観
と

共
に
仏
縁
と
出
合
う
。

■
芸
予
諸
島
へ
の
拠
点
、
そ
し
て
海

運
業
で
栄
え
て
き
た
広
島
県
尾
道
市
。

数
々
の
日
本
映
画
の
舞
台
と
し
て
昭
和

の
頃
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
き

た
が
、
近
年
は
平
成
27
年
の「
尾
道
水

道
が
紡
い
だ
中
世
か
ら
の
箱
庭
的
都

市
」、
平
成
28
年
の「“
日
本
最
大
の
海

賊
”の
本
拠
地
：
芸
予
諸
島‒

よ
み
が
え

る
村
上
海
賊“M

urakam
i KAIZO

KU

”

の
記
憶‒

」と
2
年
続
け
て
日
本
遺
産

に
認
定
さ
れ
、
観
光
需
要
が
さ
ら
に
高

ま
っ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
海
辺
の
町
を
陰
な
が
ら
支

え
て
き
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
千
光
寺

で
あ
る
。
地
元
尾
道
の
人
た
ち
の
信
仰

の
拠
り
所
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
ま
ち

づ
く
り
で
も
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ

り
、
常
に
町
の
発
展
と
共
に
歩
ん
で
き

た
。
寺
社
と
地
域
振
興
の
好
例
と
も

い
え
る
千
光
寺
は
、
尾
道
の
振
興
に
こ

れ
か
ら
さ
ら
に
ど
う
寄
与
し
て
い
く
の

か
。
多
田
真
祥
住
職
に
、
寺
が
果
た
し

て
い
く
役
割
、
そ
し
て
町
と
寺
社
の
活

性
化
に
つ
い
て
、
考
え
を
伺
っ
た
。

多
田 

真
祥

た
だ

し
ん
し
ょ
う

本尊に向かって左には大聖歓喜天像が、愛染明王と異な
るタッチで描かれている。象の背中は、七類堂画伯が境内
の名所・鼓岩から着想したそう

平成25（2013）年のご本尊ご開帳を記念して道釈画家の七
しちるいどうてんけい
類堂天谿画伯に描いても

らった持佛堂内愛染明王襖絵前にて。毎年春と秋に計 4回、特別公開を実施している

真
言
宗
大
宝
山

権
現
院
千
光
寺

住
職
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

―「
千
光
寺
は
大
同
元（
８
０
６
）年
の
開

基
以
来
、尾
道
の
町
を
見
守
り
続
け
て
き

ま
し
た
。ま
さ
に
町
の
守
護
的
な
存
在
で

す
が
、そ
の
魅
力
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
当
寺
は
素
晴
ら
し
い
景
観
の
中
に
あ

り
ま
す
。
昔
は
辺
鄙
な
と
こ
ろ
で
し
た
の

で
、
お
参
り
の
方
も
少
な
か
っ
た
と
思
う

の
で
す
が
、
現
在
は
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
や
、

車
で
は
公
園
の
入
口
ま
で
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ

イ
で
登
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
イ
ン
フ
ラ

が
整
備
さ
れ
、
ま
た
千
光
寺
公
園
が
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中

か
ら
多
く
の
方
が
千
光
寺
へ
来
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
尾
道
は
昔
か
ら
旅
人
を
温
か
く
迎
え
入

れ
る
町
の
人
の
人
懐
っ
こ
さ
、
そ
れ
に
港

町
独
特
の
オ
ー
プ
ン
な
雰
囲
気
が
あ
り
、

こ
れ
も
大
き
な
魅
力
で
す
。
昨
年
は
Ｊ
Ｒ

の
観
光
列
車「
瑞
風
」の
尾
道
駅
停
車
、
豪

瀬
戸
内
の
港
町
・

観
光
客
の
仏
道
へ
の
入
口
に

華
客
船「
が
ん
つ
う
」の
寄
港
が
あ
り
ま
し

た
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
る
空
き
家
再
生

な
ど
で
新
し
い
住
民
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
当
山
に
来
ら
れ
た
方
に
聞
い
て
み
ま
す

と
、
懐
か
し
さ
や
レ
ト
ロ
な
空
気
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
尾
道
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
よ

う
で
す
。
古
き
良
き
日
本
の
姿
を
求
め
て

尾
道
を
訪
れ
る
、
そ
の
日
程
の
中
に
千
光

寺
を
入
れ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
は
大

変
あ
り
が
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。千
光
寺

に
は
最
近
特
に
若
い
方
が
多
く
来
ら
れ
る



ロープウェイで山頂駅へ向かうときに玉の
岩が見える。かつてはこの岩山に光る宝玉
があり、海からもその輝きが見えたという
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若
い
人
達
を
見
て
い
る
と
、
本
当
に
熱
心

に
拝
ん
で
く
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
そ

の
姿
を
頼
も
し
く
思
う
と
共
に
、
彼
ら
に

対
し
て
ど
う
や
っ
て
仏
縁
を
結
ん
で
も
ら

う
か
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
毎
月
28
日
に
護
摩
法
要
を

し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
へ
来
て
い
た
だ
け

る
よ
う
な
仕
組
み
作
り
も
必
要
で
す
。
お

参
り
し
て
御
朱
印
を
受
け
て
帰
る
と
い
う

行
程
の
中
に
、
体
験
を
組
み
込
む
こ
と
も

検
討
し
て
い
ま
す
。
坐
禅
や
法
話
を
し
た

り
、
写
経
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
た
り
も
、
今

後
は
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
段
階
を
経
て
、
お
寺
と
深
い
仏
縁
を

結
ん
で
い
く
仕
組
み
作
り
で
す
。
し
か
し

写
経
や
写
仏
を
す
る
に
も
、
な
か
な
か
狭

い
お
寺
で
す
の
で
場
所
が
な
く
、
現
状
で

は
ま
だ
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
最
近

の
若
い
方
は
、
千
光
寺
で
何
が
で
き
る
の

か
を
し
っ
か
り
調
べ
て
来
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
で
き
る
こ
と
は
き
ち
ん
と
整

備
し
て
、発
信
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

―
若
い
人
達
に
仏
縁
を
結
ん
で
も
ら

う
た
め
に
も
、
千
光
寺
に
あ
る
コ
ン
テ
ン

ツ
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

平
成
25（
２
０
１
３
）年
に
は
、
七
類
堂
天

し
っ
か
り
御
朱
印
を
薦
め
て
い
ま
す
。

―
観
光
と
一
体
と
な
る
こ
と
で
、
そ
れ

が
仏
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
千
光
寺
は
古
く

か
ら
尾
道
の
町
と
関
わ
り
が
と
て
も
深

く
、尾
道
振
興
の
立
役
者
的
な
存
在
で
す
。

現
在
の
尾
道
観
光
の
中
で
、
千
光
寺
は
ど

の
よ
う
な
立
ち
位
置
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
当
山
の
裏
山
一
帯
は
千
光
寺
公
園
で
、

尾
道
を
代
表
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ

て
い
ま
す
。
尾
道
は
昔
か
ら
海
運
で
栄
え

て
い
ま
し
た
。
海
運
業
で
財
を
成
し
た
旦

那
衆
が「
尾
道
に
は
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
景

観
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
市
民
の
憩
い
の
場

に
し
た
ら
ど
う
か
」と
当
時
の
住
職
に
相
談

し
、
明
治
27（
１
８
９
４
）年
、
千
光
寺
檀

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、見
よ
う
見
ま
ね
で

仏
様
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
姿
を
た
び
た

び
目
に
し
ま
す
。
お
線
香
や
ろ
う
そ
く
を

立
て
た
こ
と
が
な
い
若
い
方
達
が
一
生
懸

命
、
説
明
板
で
作
法
を
見
た
り
、お
寺
の
手

伝
い
の
者
に
聞
い
た
り
し
な
が
ら
お
参
り

の
所
作
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
つ

ま
り
千
光
寺
は
、
神
仏
に
手
を
合
わ
せ
た

こ
と
の
な
い
若
い
方
が
仏
道
に
出
合
う
と

言
い
ま
す
か
、お
参
り
を
す
る
き
っ
か
け
を

作
っ
て
い
る
場
所
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
昨
今
の
御
朱
印
ブ
ー
ム
で
、
最
近
は
若

い
女
性
の
方
が
御
朱
印
帳
を
持
っ
て
お
参

り
さ
れ
ま
す
。
お
参
り
を
し
な
く
て
も
御

朱
印
は
欲
し
い
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
方
に
は「
書

い
て
い
る
間
に
お
参
り
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
」と
お
声
が
け
し
て
い
ま
す
。
御
朱
印

待
ち
の
間
に
ち
ょ
っ
と
お
参
り
を
し
て
、

そ
こ
で
心
に
感
じ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
次

の
お
寺
で
は
お
参
り
を
し
て
か
ら
御
朱
印

を
い
た
だ
こ
う
、
と
い
う
参
拝
の
仕
方
に

つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
観
光
で
尾
道
を
訪
れ
た
若
い
方
が
千

光
寺
へ
お
参
り
し
、
そ
こ
で
観
光
が
信

仰
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
御
朱
印
ブ
ー
ム
と
い

う
の
は
仏
縁
を
結
ぶ
に
は
な
か
な
か
良
い

機
会
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
寺
も

観
光
が
信
仰
へ
変
わ
る
場
所
。

そ
の
意
識
を
忘
れ
ず

体
験
も
提
供
し
て
い
く
。千光寺公園全景。中心に

見えるのが尾道市立美術館
で、写真右側は春になると
桜が咲き誇る尾道随一の名
所。左側に千光寺はある

岩の頂上を石で叩くとポ
ンポン音がすることから
「ポンポン岩」とも呼ばれ
る鼓岩。尾道の観光名所
として知られる

家
で
名
誉
市
民
の
三
木
半
衛
門
翁
が
発
起

人
と
な
り
、
檀
家
や
有
志
の
奉
仕
と
巨
額

の
篤
志
金
で
共
楽
園
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
明
治
36（
１
９
０
３
）年
に
は
こ
れ
を
尾

道
市
に
寄
附
し
、
そ
の
後
、
市
に
よ
っ
て

年
々
開
発
・
整
備
が
行
わ
れ
て
千
光
寺
公

園
と
改
称
さ
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

公
園
が
で
き
た
こ
と
で
、
参
拝
者
も
増
え

た
よ
う
で
す
。

　
現
在
は
、
千
光
寺
公
園
が
ト
リ
ッ
プ
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
と
い
う
世
界
最
大
の
旅
行
サ

イ
ト
の「
行
っ
て
よ
か
っ
た
日
本
の
展
望

ス
ポ
ッ
ト
２
０
１
４
」で
第
5
位
に
な
り
、

海
外
か
ら
も
多
く
の
方
が
訪
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
当
寺
で
は
、
外
国

か
ら
の
お
客
様
を
ど
う
お
も
て
な
し
す
べ

き
か
を
今
後
の
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
最
近
は
、
経
済
優
先
主
義
で
は

な
く
内
面
の
豊
か
さ
を
求
め
る
人
も
増
え

て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
か
ら
か
、
最
近
の

尾道は地図を見ながら歩いても迷うほど、細い路地が続く町。市街地から千光寺までは「千光寺道」が
延びている（右）。環境省「日本の音風景百選」に音色が選ばれている鐘楼。鐘の音はテレビやラジオで
の「除夜の鐘」の音としても親しまれている（左）

国
内
外
か
ら
訪
れ
る
参
拝
者
に

仏
縁
を
結
ん
で
も
ら
う

宗
派
を
超
え
た
つ
な
が
り
や

行
政
と
も
連
携
し
て
い
く
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な
く
、
周
り
と
協
力
し
合
う
こ
と
で
仏
縁

を
広
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
最

後
に
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
や
仏
縁

づ
く
り
に
つ
い
て
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

　
境
内
に
伝
説
の
巨
岩「
玉
の
岩
」が
あ

り
ま
す
。
そ
の
昔
、
岩
山
に
光
る
宝
玉
が

あ
り
、
海
上
を
夜
間
に
航
行
す
る
船
の
灯

台
の
役
目
を
し
て
い
た
と
の
伝
説
で
す
。

こ
の
光
る
玉
か
ら
、
寺
が
千
年
も
長
く
、

玉
が
千
里
も
遠
く
光
る
よ
う
千
光
寺
と

名
前
が
付
い
た
そ
う
で
す
。
尾
道
の
港
を

備
後
国
玉
の
浦
と
呼
ん
で
い
た
の
も
、
昔

か
ら
千
光
寺
は
尾
道
の
町
や
港
と
深
い
つ

な
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
だ
か

ら
こ
そ
こ
れ
か
ら
も
尾
道
の
数
あ
る
観
光

資
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
当
山
の
進
む
べ

き
道
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
平
成
17（
２
０
０
５
）年
に
は
、
多
田

義
信
前
住
職
の
発
願
で
、
か
つ
て
修
行
場

だ
っ
た
石
鎚
山
鎖
修
行
を
復
興
し
ま
し

た
。
晴
れ
た
日
に
は
四
国
の
霊
峰
石
鎚
山

が
見
え
ま
す
。
終
戦
前
に
鎖
を
供
出
し
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
岩
に
鎖
を

取
り
付
け
、
60
年
ぶ
り
に
修
行
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。観
光
で
当
山
を
訪
れ
、

こ
の
鎖
修
行
を
大
変
喜
ん
で
く
だ
さ
る
方

も
多
く
、
お
寺
の
歴
史
を
蘇
ら
せ
る
こ
と

が
観
光
の
一
助
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
年
は
千
光
寺
の
公
園

の
展
望
台
も
60
年
ぶ
り
に
新
し
く
な
り

ま
す
。
そ
う
な
る
と
ま
た
多
く
の
方
が
ご

来
山
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
お
寺

と
し
て
観
光
と
振
興
の
バ
ラ
ン
ス
を
上
手

に
取
り
な
が
ら
、
仏
縁
を
結
ぶ
方
策
を
考

え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
若
い
方
が
熱
心
に
参
拝
さ
れ
る
の
を
見

て
い
る
と
、
信
仰
の
時
代
が
こ
れ
か
ら
進

化
し
て
い
く
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
流
れ

の
中
で
修
験
道
や
仏
教
の
歴
史
を
大
切

に
守
り
な
が
ら
何
を
発
信
す
る
の
か
、
時

代
に
即
し
た
展
開
を
現
在
模
索
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情

報
発
信
は
も
ち
ろ
ん
、
芳
名
帳
に
記
載

い
た
だ
け
た
方
に
新
聞
を
お
送
り
す
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
の
つ
な
ぎ
方
も
検

討
中
で
す
。
ご
縁
あ
れ
ば
こ
そ
、
お
寺
の

未
来
も
開
け
ま
す
。
そ
れ
を
尾
道
の
発
展

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

お
寺
も
尾
道
の
観
光
資
源
。

町
と
寺
が
共
に
発
展
す
る

道
を
考
え
て
い
く
。

谿
画
伯
が
客
殿
に「
愛
染
明
王
」「
大
聖
歓

喜
天
」と
い
う
襖
絵
を
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
特
別
公
開
が
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
ほ
か
に
も
、
町
と
一
体
と
な
っ
て
、

新
た
な
参
拝
者
に
来
て
も
ら
う
取
り
組
み

を
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
七
類
堂
天
谿
画
伯
の
襖
絵
は
内
拝
し
て

い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
よ
り
多
く
の
方

が
親
し
め
る
方
法
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

先
生
に
新
た
に
下
絵
を
描
い
て
い
た
だ

き
、
そ
の
絵
に
参
拝
者
が
色
を
付
け
、
お

預
か
り
し
て
当
山
で
祈
祷
し
、
後
日
お
渡

し
す
る
よ
う
な
こ
と
も
始
め
ら
れ
る
と
い

い
で
す
ね
。
写
経
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
巾

着
袋
に
入
れ
て
お
守
り
に
す
る
よ
う
な
こ

と
も
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
尾
道
は
、
路
地
に
た
く
さ
ん
の
お
寺

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
御
朱
印
に
対

応
し
て
い
る
お
寺
同
志
が
宗
派
を
超
え
て

集
ま
り
、「
尾
道
七
佛
め
ぐ
り
」を
平
成
13

（
２
０
０
１
）年
か
ら
始
め
ま
し
た
。
こ
れ

が
大
変
評
判
と
な
っ
て
お
り
、
年
々
参
拝

さ
れ
る
方
が
増
え
て
い
る
状
況
で
す
。
こ

れ
は
7
カ
寺
の
住
職
、
副
住
職
が
宗
派
を

超
え
て
集
ま
り
、
意
識
を
共
に
す
る
こ
と

で
継
続
で
き
て
い
ま
す
。
2
年
前
か
ら
は

7
カ
寺
の
副
住
職
に
よ
っ
て「
お
坊
さ
ん
と

巡
る
七
佛
め
ぐ
り
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
も
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
年
に
数
回
、
事
前

申
込
で
集
ま
っ
た
方
々
と
副
住
職
が
7
カ

寺
を
一
緒
に
歩
い
て
お
参
り
を
す
る
の
で

す
。
道
中
は
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
で
町
や
お
寺

の
説
明
を
し
、
お
寺
を
訪
れ
た
際
は
一
緒

に
お
勤
め
も
し
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
も

非
常
に
評
判
が
よ
く
、
毎
回
予
約
で
い
っ

ぱ
い
。
興
味
深
い
の
は
、
当
初
の
予
定
で

は
都
会
の
若
い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

て
い
た
の
で
す
が
、
い
ざ
始
め
て
見
る
と
、

地
元
広
島
県
内
の
方
が
大
勢
参
加
さ
れ
て

い
た
こ
と
。
嬉
し
い
誤
算
で
す
ね
。
で
す

か
ら
今
後
は
、
地
元
の
方
を
ま
ず
は
大
事

に
し
て
、
広
島
以
外
の
方
か
ら
の
お
参
り

が
も
っ
と
増
え
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
広
島
県
と
尾
道
市
が
協

働
し
て「
こ
い
の
わ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
い

う
婚
活
イ
ベ
ン
ト
を
県
内
各
所
で
開
催
し

て
い
る
の
で
す
が
、
尾
道
市
は
千
光
寺
公

園
が
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
当
寺

で
は
、
愛
染
明
王
に
ご
縁
を
結
ん
で
も
ら

う
と
い
う
ご
協
力
を
し
た
と
こ
ろ
、
15
組

の
カ
ッ
プ
ル
が
誕
生
し
た
と
後
日
報
告
を

受
け
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
愛
染
明

王
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
、
良
い
お
陰

を
受
け
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。

―
千
光
寺
だ
け
で
活
動
す
る
の
で
は

町
や
人
と
の
ご
縁
を
意
識
し

地
域
の
一
部
と
し
て
発
展
を

向島への連絡線から
尾道市街を眺める。
千光寺は尾道のどこ
からも見える場所にあ
り、町の人々に親しま
れてきた

多くの観光客が訪れる
尾道。穏やかな尾道
水道とノスタルジックな
街並みが、人々を惹き
つけ続けている

くさり山（石鎚山）修行場前にて、多田真祥住職と多田義信
前住職。くさり山の頂上には千光寺の鎮守石鎚蔵王権現が
祀られている。鎖修業の達成感とそこからの素晴らしい眺め
を体感してもらいたいと、前住職が鎖修行場を復興した



そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ

物
語
を
込
め
て

木
彫
の
宗
教
彫
刻
で

寺
社
に
遊
び
心
を

2
No. 

神
社
を
集
客
拠
点
と
し
て

志
賀
島
に
人
を
呼
び

世
代
を
つ
な
ぎ

新
た
な
時
代
を
つ
く
る

1
No. 

　
寺
社
を
訪
れ
た
人
の
中
に
は
、
彫
刻
作

品
に
目
を
奪
わ
れ
る
人
も
多
い
。
欄
間
や

向こ
う
は
い
き
ば
な

拝
木
鼻
、
ご
神
鏡
に
賽
銭
箱
、
神
輿
な

ど
、
寺
社
の
宗
教
彫
刻
は
日
本
の
信
仰
の

場
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
美
術
品
で
も

あ
る
。
そ
の
宗
教
彫
刻
を
約
１
２
０
年
、

三
代
に
わ
た
っ
て
引
き
継
い
で
き
た
の
が

南な
ん
ぶ
は
く
う
ん

部
白
雲
木
彫
刻
工
房
。
三
代
目
白
雲
・

秀
水
氏
は
、
伝
統
に
遊
び
心
を
交
え
た
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
高
い
作
品
で
多
く
の
寺

社
か
ら
厚
い
信
望
を
得
て
い
る
。

 

「
寺
社
は
か
つ
て
、
病
院
で
あ
り
学
校
で

あ
り
催
事
場
で
あ
り
、
何
よ
り
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
の
施
設
で
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
寺
社
は
、
も
っ
と
楽
し
い
場
所
で
あ
っ

彫刻作品で寺社の個性を表現する、三代目白雲・秀水さん

【 志賀海神社 】
〒 811-0323 福岡県福岡市東区志賀島 877　TEL：092-603-6501　http://www.shikaumi-jinja.jp

【 南部白雲木彫刻工房 】
〒 932-0211 富山県南砺市井波 2174　TEL：0763-82-0916　http://nanbuhakuun.com/

島の活性化を図る、志
し

賀
か

海
う み

神社の平澤憲子さん

眼下は海。二児の母でもある平澤さんは、男女がともに
活躍できる社会を目指すことも、ご自身の大きなテーマ

納品直前の向拝木鼻と白雲氏。南部
白雲木彫刻工房のある富山県の井波
は、＂木彫の里＂として知られる。近隣
には、お弟子さんたちも含め、200
名余りの彫刻師が活動しているという

富山県の越中一宮・高
瀬神社は、御祭神の大
国主命が神話「因幡の白
うさぎ」に縁があることか
ら、白雲氏はその鈴緒に
うさぎの彫刻を施した

平成28年からは、神社の参道や境内を竹灯りで彩るイベントをスタートさせた。島の人
達にも加わってもらいながら、毎年夏と正月に継続して開催していく

白雲氏の 3 人の娘さんたちは、
「よしみ工房」として活動中。高
瀬神社の「お諭し」として、うさぎ
を施した玉みくじを奉納している

て
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
白
雲
工
房
で
は
、
寺
社
そ
れ
ぞ
れ
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
大
切
に
し
て
い
る
。
例
え
ば

氏
が
手
が
け
た
大
阪
・
住
吉
大
社
の
摂
社
、

種
貸
社
の
賽
銭
箱
に
は
、鯛
の
上
に
5
円
、

10
円
が
乗
り
、
そ
こ
か
ら
芽
が
出
る
装
飾

が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
穀
物
の
種
子
、

赤
ん
坊
の
子
種
、
金
を
作
る
た
め
の
種
銭

と
い
う
3
つ
の「
種
」を
授
け
る
と
い
う
種

貸
社
の
物
語
を
汲
み
、「
種
銭
と
し
て
投
げ

た
賽
銭
が
大
金
の
芽
を
出
す
よ
う
に
」と

の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
。

 

「
寺
社
は
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
が
文
化

財
。
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く

同
じ
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
で

す
が
、
文
化
財
は
コ
ピ
ー
で
は
ダ
メ
。
そ

れ
ぞ
れ
の
寺
社
の
物
語
性
を
伝
え
る
個
性

を
、
彫
刻
で
表
現
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

寺
社
の
背
景
に
あ
る
物
語
が

作
品
の
個
性
を
作
る

イ
ベ
ン
ト
も
企
画
す
る
な
ど
、
自
分
た
ち

が
主
体
と
な
っ
て
地
域
を
元
気
に
し
て
い

く
活
動
を
始
め
た
。
神
社
に
は
歴
史
が
あ

り
、
文
化
や
伝
統
も
息
づ
い
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
地
域
を
結
び
、
集
客
も
で
き
る
コ

ン
テ
ン
ツ
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
。
古
く
か

ら
伝
わ
る
謡
曲『
わ
た
つ
み
』も
復
曲
し
、

昨
年
大
濠
公
園
能
楽
堂
で
公
演
を
行
っ
た
。

 

「
私
は
地
域
の
神
社
の
神
職
と
し
て
、
島

に
人
を
呼
び
、
島
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

う
の
が
役
目
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
志
賀
島
の
特
産
品
を
開
発
し
よ
う
と
生

産
者
、
酒
造
会
社
、
酒
販
会
社
と
協
力
し

特
産
の
甘
夏
で
リ
キ
ュ
ー
ル
を
作
り
、
販

売
し
て
い
る
。「
歴
史
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
た

め
に
、
地
域
の
核
と
し
て
神
社
自
身
が
動

い
て
い
か
な
い
と
」。
そ
の
決
意
で
、
さ
ら

な
る
ア
イ
デ
ア
を
模
索
し
て
い
る
。

　
金
印
で
知
ら
れ
る
福
岡
県
志
賀
島
。
か

つ
て
こ
の
島
に
は
３
７
５
の
神
社
が
あ
り
、

そ
れ
を
海
神
の
総
本
社
で
あ
る
志
賀
海
神

社
の
神
職
、
阿
曇
家
が
守
っ
て
き
た
。
権

禰
宜
の
平ひ

ら
さ
わ
の
り
こ

澤
憲
子
さ
ん
は
、
結
婚
し
て
実

家
の
志
賀
海
神
社
を
離
れ
た
が
、
宮
司

だ
っ
た
兄
の
急
逝
を
受
け
て
平
成
24
年
か

ら
奉
職
し
て
い
る
。

 

「
久
し
ぶ
り
の
志
賀
島
は
人
が
減
り
、
神

社
へ
の
参
拝
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
」

　
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
感
じ
た
平
澤
さ

ん
は
、
島
の
小
学
校
の
存
続
に
奔
走
、
シ

ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
だ
っ
た
前
職
の
経
験

を
生
か
し
て
神
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立

ち
上
げ
、
情
報
を
発
信
。
神
社
を
舞
台
に

古
き
を
守
る
だ
け
で
は

伝
統
が
廃
れ
て
し
ま
う

種貸社の賽銭箱。「賽銭箱はもともと教
義に関係なく、定形はありません。生
涯であと10 個は個性のあるものを作り
たい」と白雲氏

デンマーク出身の世界的なフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマンの展覧会も開催。
神社が率先して島の集客のために活動する

「志賀島 金印甘夏
酒」と名付けられ
た甘夏リキュール。
神社でも販売する
ために、酒販免許
を取得予定

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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水
の
神
と
呼
ば
れ
る
龍
は
、
仏
法
を

守
護
す
る
存
在
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

る
。
寺
院
の
天
井
絵
の
モ
チ
ー
フ
な
ど
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
横
須
賀
市

の
八
雲
神
社
で
は
、
神
社
拝
殿
の
向
拝
か

ら
龍
が
参
拝
者
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
一

見
す
る
と
木
彫
り
と
も
見
紛
う
ほ
ど
精

巧
に
作
ら
れ
た
立
派
な
龍
だ
が
、
実
は
漆

喰
製
。
漆
喰
を
鏝
で
成
形
し
て
作
ら
れ
た

「
鏝
絵
」と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
八
雲
神
社

の
龍
は
浦
賀
の
左
官
職
人
・
石
川
善
吉
に

よ
っ
て
明
治
35（
１
９
０
２
）年
に
作
ら
れ

た
。
か
つ
て
廻
船
業
で
栄
え
た
浦
賀
に
は

土
蔵
が
多
く
、
漆
喰
壁
を
塗
る
左
官
職
人

も
た
く
さ

ん
い
た
と

い
う
。彼
ら

は
神
社
に

限
ら
ず
、地

域
の
寺
や

町
内
会
館
、
住
民
の
個
人
宅
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
、左
官
の

技
巧
を
凝
ら
し
た
鏝
絵
を
残
し
た
。

　

な
ぜ
神
社
に
龍
な
の
か
は
不

明
。
八
雲
神
社
は
、
明
治
の
廃
仏

毀
釈
に
よ
っ
て
寺
院
を
廃
し
て
再

建
さ
れ
た
神
社
。
元
の
名
を
大
谷

山
満
宝
院
八
雲
堂
と
い
い
、
建
物

は
当
時
の
お
堂
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い

る
。
ゆ
え
に
鳥
居
も
な
く
、
現
在
も
宝
珠

が
屋
根
に
乗
る
状
態
。
拝
殿
内
に
は
龍
の

天
井
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
下
に
は

護
摩
台
も
残
る
。
向
拝
の
鏝
絵
の
後
ろ
に

は
、
長
さ
約
2
m
70
㎝
の
長
い
木
刀
も
奉

納
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
大
山

講
の
修
験
の
寺
だ
っ
た
名
残
り
だ
そ
う
。

　

八
雲
神
社
は
宮
司
が
不
在
だ
が
、
町
内

会
で
守
っ
て
お
り
、
毎
年
6
月
に
は
地
域

の
祭
礼
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
、
神

道
の
壁
を
超
え
、
神
社
の
存
在
は
地
域

の
か
け
が
え
の
な
い
心
の
拠
り
所
で
も
あ

る
。
伝
統
を
伝
え
る
鏝
絵
と
共
に
、
そ
の

歴
史
は
こ
れ
か
ら
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

地
域
で
守
り
続
け
る

往
時
を
偲
ぶ
地
元
名
工
の
作
品

聞
い
た
時
に
横
た
わ
っ
て
い
た
と
い
う
逸

話
に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
。
東
寺
か
ら
仏
舎

利
を
勧
進
し
て
像
の
内
部
に
安
置
し
て
お

り
、
頭
や
体
を
撫
で
な
が
ら
願
い
事
を
す

る
と
ご
利
益
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
評

判
は
今
も
広
ま
り
続
け
て
い
る
。

 

「
真
浄
法
尼
の
奇
蹟
を
ど
う
や
っ

て
語
り
継
ご
う
か
と
考
え
、
像
を

造
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」と
3
代

目
住
職
の
黒く

ろ
か
わ
り
ゅ
う
と
く

川
隆
徳
さ
ん
。
初
め

は
本
堂
の
奥
に
安
置
し
て
い
た
が
、

像
を
見
た
い
と
訪
れ
る
方
が
多

か
っ
た
た
め
、
尼
僧
の
奇
蹟
と
併

せ
て
広
く
知
っ
て
も
ら
お
う
と
し

ば
ら
く
経
っ
て
本
堂
前
面
に
出
す

こ
と
に
。
す
る
と
い
つ
の
頃
か
ら

か
、
参
拝
者
が
自
分
の
体
で
痛
む

場
所
と
同
じ
と
こ
ろ
を
撫
で
る
よ
う
に
。

寝
弘
法
さ
ん
に
会
い
に
来
た
際
に
写
経
を

奉
納
す
る
人
も
多
く
、
像
の
下
に
大
切
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。
写
経
の
数
は
増
え
る

一
方
で
、
そ
れ
も
人
々
の
信
心
が
集
ま
っ

て
い
る
証
だ
ろ
う
。

　

昭
和
6（
１
９
３
１
）年
の
こ
と
。
道
端

で
出
会
っ
た
僧
侶
に
草
鞋
銭
を
渡
し
、
お

礼
に
と
弘
法
大
師
の
姿
が
描
か
れ
た
お
守

り
を
も
ら
っ
た
女
性
の
身
に
数
々
の
奇
蹟

が
起
こ
っ
た
。女
性
は
出
家
し
て
真し

ん
じ
ょ
う
ほ
う
に

浄
法
尼

と
な
り
、
寄
附
を
集
め
て
建
立
さ
れ
た
彦

根
大
師
堂
で
生
涯
を
閉
じ
た
そ
う
。
そ
の

大
師
堂
が
現
在
の
大
師
寺
。「
彦
根
駅
前

の
弘
法
さ
ん
」と
し
て
彦
根
市
を
は
じ
め
、

尼
僧
の
霊
験
を
信
奉
す
る
人
や
そ
の
話
を

聞
い
た
人
が
各
地
か
ら
訪
れ
る
。

　

参
拝
者
が
本
堂
に
入
り
、
ま
ず
行
う
の

は「
寝
弘
法
さ
ん
」を
な
で
る
こ
と
。
こ
の

寝
姿
は
、
尼
僧
が
弘
法
大
師
の
ご
託
宣
を

開
山
尼
僧
の
奇
蹟
に
あ
や
か
り

人
々
が
な
で
る
寝
姿
像

本堂前で存在感を放つ寝弘法さん。真浄法尼を模して造られているため、肩や足先の曲線が女性らしさを感じさせる。寝姿
の弘法大師像があるのは日本でもここだけ

八雲神社では、神殿などの細かい修復作業は、町内会や近隣の大工らによって行なわれている。しかし、漆喰で作られ、崩
れやすい鏝絵だけは、触らずに維持・保存してきた

本堂右脇に安置されている真浄
法尼の木像。高さ50㎝ほどの
ものだが、生き生きとした表情
が特徴。昭和の大仏師・西村
公朝師の作

住職の黒川隆徳さん。境内
には「彦根一箇所七福神」と
呼ばれる七福神の石像群が
あり、こちらも参拝者が絶え
ない

社殿の中央には、護摩台が置かれてお
り、その真上に龍の天井絵はある。こ
ちらもまた、力強く人 を々見守っている

龍
の
鏝
絵
【 

り
ゅ
う
の
こ
て
え 

】

地
域
の
左
官
職
人
が
残
し
た
貴
重
な
作
品

O
T
A
K
A
R
A

【 

ね
こ
う
ぼ
う
さ
ん 

】

寝
弘
法
さ
ん

開
山
の
逸
話
を
弘
法
大
師
の
寝
姿
に
込
め
た

O
T
A
K
A
R
A

｛ 神社・仏閣の宝物を逸話とともにご紹介 ｝

真言宗東寺派
真浄山大師寺
〒522-0075
滋賀県彦根市佐和町 7-19
TEL：0749-22-7304
http://www.daishiji.or.jp/

八雲神社
〒444-3173
神奈川県横須賀市
東浦賀1-17-58
TEL：なし

1985年、社殿の屋根は、重
く建物に負担のかかる瓦から
ステンレスへと変更。変更前の
瓦の宝珠が今も境内に残る
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こ
と
を
決
意
し
た
と
き
に
こ
の
思
い
を
住

職
に
伝
え
た
ら
、
二
つ
返
事
で
賛
成
し
て

い
た
だ
け
ま
し
た
」。
と
は
言
っ
て
も
、
た

だ
く
つ
ろ
げ
る
場
所
を
創
っ
た
だ
け
で
は
、

人
が
来
て
く
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ

こ
で
日
本
中
に
知
ら
れ
る
大
間
の
マ
グ
ロ

を
夕
食
に
提
供
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

 

「
夕
食
が
曹
洞
宗
の
精
進
料
理
で
は
、
量

が
少
な
く
お
腹
が
す
い
て
し
ま
う
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
朝
食
に
提
供
し
て
、

夜
は
マ
グ
ロ
を
い
ろ
い
ろ
な
メ
ニ
ュ
ー
で

楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
」

　
マ
グ
ロ
は
人
数
分
を
、
漁
師
が
マ
グ
ロ

を
卸
す
店
で
仕
入
れ
、
ゲ
ス
ト
の
出
身
地

な
ど
を
聞
い
た
上
で
、
都
度
味
付
け
に
工

夫
を
凝
ら
し
て
提
供
す
る
。
も
ち
ろ
ん
菊

池
さ
ん
も
、
食
事
は
ゲ
ス
ト
と
共
に
草
を

囲
む
。
お
い
し
い
マ
グ
ロ
を
味
わ
っ
て
も

ら
い
な
が
ら
、大
間
の
こ
と
、仏
教
の
こ
と
、

自
坊
の
こ
と
な
ど
時
間
が
許
す
限
り
話
を

す
る
の
だ
。
町
内
の
寺
院
が
醸
造
し
て
い

る
地
ビ
ー
ル
な
ど
も
、
会
話
を
盛
り
上
げ

る
名
脇
役
。

　
青
森
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
た

こ
と
で
、
女
性
同
士
の
客
な
ど
訪
れ
る
人

は
増
え
て
き
た
。「
今
後
は
日
帰
り
プ
ラ
ン

も
始
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
っ
と

気
軽
に
坐
禅
や
写
経
、
写
仏
を
多
く
の
方

に
経
験
し
て
い
た
だ
き
、
仏
教
に
触
れ
て

も
ら
え
る
場
所
に
し
た
い
で
す
ね
」

が
ら
瞑
想
で
き
る
サ
ン
ル
ー
ム
、
鳥
の
声

で
目
覚
め
る
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
が
静
寂
に
佇

ん
で
い
る
。
宿
泊
客
は
こ
の
贅
沢
な
環
境

で
時
を
過
ご
し
、
坐
禅
や
写
経
な
ど
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
体
験
す
る
。

　
坊
を
預
か
る
の
は
、
院
代
の
菊
池
雄
大

氏
。
大
本
山
永
平
寺
で
の
修
行
後
、東
京
、

北
海
道
で
の
務
め
を
経
て
自
坊
に
戻
り
、

こ
こ
を
開
い
た
。

 

「
地
元
に
戻
る
た
び
に
、
こ
の
ま
ま
で
い

い
の
だ
ろ
う
か
、
と
自
問
自
答
し
て
い
ま

し
た
。
大
間
の
町
も
、
自
坊
の
将
来
も
。

そ
ん
な
時
に
他
所
で
宿
坊
が
新
た
に
人
を

呼
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
、
開
設
を
決
意

し
た
ん
で
す
。
生
ま
れ
育
っ
た
寺
へ
戻
る

　
大
間
と
言
え
ば
日
本
屈
指
の
マ
グ
ロ
の

産
地
。
屈
強
な
男
達
が
命
を
か
け
て
一
本

釣
り
し
た
マ
グ
ロ
が
大
間
崎
周
辺
の
飲
食

店
や
宿
で
楽
し
め
る
の
だ
が
、
な
ん
と
宿
坊

で
も
、
多
彩
な
料
理
で
提
供
し
て
く
れ
る
。

　
平
成
30
年
4
月
に
誕
生
し
た「
お
お
ま

宿
坊 

普
賢
院
」は
、
曹
洞
宗
大だ

い
か
ん澗

山
福
蔵

寺
の
別
院
で
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
三
千
坪

の
広
大
な
敷
地
に
普
賢
延
命
菩
薩
、
薬
師

如
来
、
不
動
明
王
を
祀
っ
て
い
る
。
そ
の

敷
地
内
に
あ
る「
佛
光
庵
」が
、
1
日
1
組

を
存
分
に
も
て
な
す
宿
。
庭
園
を
眺
め
な

地
元
の
た
め
、寺
の
た
め
に

名
産
と
仏
教
に
触
れ
る
宿
坊
を

マグロは赤身、中トロ、大トロの食べ比べに山かけ。旬の魚介のカルパッチョやアワビ、
もずくなど大間で獲れる海鮮を提供する。大間産岩のりで握るおにぎりも好評だ

食事は宿坊ではなく、別棟の食堂で。
一枚板のテーブルを囲み、夜ごと宿
泊客との談笑が続く

宿坊に着いた
らまず曹洞宗
で出される梅湯

（ばいとう）で
もてなしを受
ける。翌日の
朝食はおかゆ
を中心に胡麻
豆腐や炊きも
のなど

宿坊の中は上質な山小屋のよう。サンルー
ムの窓の外には、庭園に咲く季節の花々。
近くに温泉があり、宿泊客には入浴券を
提供している

普賢院には、道を隔て
た場所にゲストハウスも
ある。佛光庵は 2名用
だが、人数が増えた場
合はゲストハウスも利用
してもらう仕組み

「佛光庵」は庭園の中程にある。サンルームには瞑
想用のイスや書籍が用意さてれいて、思い思いの
過ごし方ができる

普賢院から車で 5分ほどの大間
崎には、マグロのモニュメントがあ
る。一本釣りの漁場は目の前に
見える島周辺。目と鼻の先だ

本
州
最
北
端
の
大
間
崎
で

一
本
釣
り
の
極
上
の
味
と

森
の
静
寂
に
浸
る

生
マ
グ
ロ
に
舌
鼓
を
打
つ

1
日
1
組
限
定
の
悦
楽 〒 039-4601

青森県下北郡大間町
大字大間字内山 48-137
TEL：0175-37-4649
https://www.ooma-fugenin.jp

おおま宿坊
普賢院

テラハク
レポート

宿泊で寺社と地域を元気にする
WEBサービス「テラハク」

http://terahaku.jp
TEL：06-6356-2090（株式会社 和空）

福蔵寺住職の菊池泰進さんと院代の雄大さん親子。地元のために
寺院ができることを考えたい、という思いは同じ

上は普賢院本堂。境内の一番奥
にあり、勤行や坐禅体験などをこ
こで行う。左上が福蔵寺。宝暦4

（1754）年に開創された地蔵院を基
とする。左は福蔵寺向いにある八大
龍王殿。文久元（1861）年以来、大
間の漁師たちに信奉され続けている
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四
国
88
か
所
伊
予
の
泰
山
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
29
年
文
化
庁「
文

化
財
の
他
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
」委

員
。
平
成
30
年
広
島
県
神
社

庁
主
催
の
研
修
会
に
て
講
演
。

野
田
博
明

の
だ 

ひ
ろ
あ
き

ま
か
せ
」の
連
載
、
あ
っ
と

い
う
間
の
よ
う
で
も
あ
り
長

か
っ
た
な
ぁ
と
も
思
え
る
四

年
間
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ら
で
、
こ
れ
ま
で

コ
ラ
ム
を
書
く
に
あ
た
り
蒐
集
し
た
あ
ま

た
の
資
料
の
整
理
も
か
ね
、も
う
一
度
ゆ
っ

く
り
と
こ
の
国
の
成
り
立
ち
や
そ
の
骨
格

と
な
る
精
神
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
直
し

て
み
た
い
と
思
う
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、

ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
が
今
回
を
も
っ
て

「
風
ま
か
せ
」の

最
終
号
と
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
間
、
大

好
き
な
日
本
書

紀
や
風
土
記
、

古
典
文
学
の
な

か
で
物
語
性
豊
か
に
語
ら
れ
た
場
所
を

推
理
小
説
を
読
み
解
く
よ
う
に
さ
が
し

尋
ね
て
は
、舊ふ

る

き
時
代
に
思
い
を
は
せ
た
。

さ
ら
に
お
能
や
謡
曲
と
い
っ
た
伝
統
芸
能

ゆ
か
り
の
地
な
ど
に
も
足
を
は
こ
ん
だ
。

　
書
紀
が
相
当
の
紙
幅
を
割
く
神
功
皇

后
の
伝
承
地
を
車
で
走
り
廻
っ
た
福
岡
の

宗
像
市
か
ら
糸
島
市
、
さ
ら
に
海
を
渡
っ

て
対
馬
ま
で
旅
を
し
た
。
お
能
の「
融と

お
る」の

主
人
公
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
・
源
融
が

風
雅
な
る
も
数
奇
な
人
生
を
す
ご
し
た

六
条
河
原
院
跡
を
探
し
も
と
め
た
京
都
・

本も
と
し
お
が
ま
ち
ょ
う

塩
竈
町
へ
の
道
行
き
。
藤
原
俊
成
・
定

家
親
子
や
小
倉
百
人
一
首
ゆ
か
り
の
地
を

た
ず
ね
て
は
歌
人
の
墓
所
ま
で
遍
歴
も
し

た
。
ま
た
、
継
体
天
皇
や
渡
来
人
の
足
跡

が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
あ
ら
わ
れ
る
琵
琶
湖
沿
岸

の
史
蹟
に
目
を
輝
か
せ
て
は
次
な
る
伝
承

地
へ
と
歩
を
す
す
め
た
。
そ
し
て
、
近
江

国
高
島
郡
三
尾
崎
か
ら
流
れ
出
し
た
霊

木
伝
誦
を
耳
に
す
る
や
心
躍
ら
せ
漂
着

先
の
大
和
長
谷
寺
や
讃
岐
志
度
寺
ま
で

足
を
伸
ば
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
そ
ん
な
寺
社
Ｎ
Ｏ
Ｗ
な
旅
の
思
い
出
は

介
護
保
険
第
一
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
わ

た
し
の
貧
弱
な
背
中
で
は
背
負
い
き
れ
な

い
ほ
ど
の
嵩
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
こ
で
一
旦
立
ち

止
ま
り
、
こ
れ
ま
で
疑
問
が
わ
い
て
も
締

め
切
り
に
追
わ
れ
後
回
し
に
し
た
事
柄

や
参
考
に
し
た
貴
重
な
資
料
を
、
通
り
一

遍
で
な
く
思
索
を
ふ
か
め
た
い
、
も
う
一

段
も
二
段
も
先
に
よ
こ
た
わ
る
謎
に
迫
り

た
い
と
の
思
い
に

駆
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
神
話
の

な
か
の
人
物
と
さ

れ
る
神
功
皇
后
は

実
在
し
た

の
で
は
な

い
か
、
筑

紫
で
誕
生

し
た
応
神

天
皇
は
な
ぜ
敦
賀
の
氣け

ひ比
大
神
と
名
前

を
交
換
し
た
の
か
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
近
江
国
高
島
郡
三
尾
生
ま
れ

で
、
越
前
国
育
ち
の
応
神
天
皇
五
世
の

孫
、
継
体
天
皇
と
は
実
の
と
こ
ろ
は
い
か

な
る
系
譜
に
つ
な
が
る
人
物
な
の
か
、
さ

ら
に
そ
の
生
誕
地
か
ら
流
出
し
た
霊
木
伝

誦
と
は
後
世
の
人
た
ち
に
何
を
伝
え
ん
と

し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
継
体
天

皇
の
御
代
に
勃
発
し
た
筑
紫
君
磐
井
の

乱
の
実
相
と
は
何
か
な
ど
な
ど
、
ひ
と
つ

の
謎
は
あ
ら
た
な
謎
を
生
み
、
そ
の
ま
た

次
の
謎
に
か
ら
み
つ
く
と
い
っ
た
、
ま
さ

に
謎
の
迷
宮
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
そ
の
迷
宮
の

扉
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
こ
じ
開
け
て
は
そ
の

奥
の
部
屋
へ
と

分
け
入
っ
て
い

き
た
い
。
わ
た

し
に
残
さ
れ
た

時
間
で
ど
れ
ほ

ど
の
謎
が
と
け

る
の
か
目
的
地

「
風

か
」と
問
う
た
と
こ
ろ「
納
経
帖
で
あ
る
」

と
応
え
た
。「
わ
た
し
も
い
た
だ
け
る
の

か
」と
か
さ
ね
て
問
う
と「
諾
」と
応
じ
た
。

そ
し
て
求
め
た
の
が
何
の
変
哲
も
な
い
黄

檗
色
の
分
厚
い
帖
面
で
あ
る
。
青
年
僧
は

表
紙
に
納
経
帖
と
墨
書
し
わ
た
し
の
名
前

も
記
し
て
く
れ
た
。
御
朱
印
帖
の
旅
に
一

歩
を
き
ざ
ん
だ
瞬
間
で
あ
る
。
御
朱
印
帖

は
納
経
帖
と
も
ま
た
集
印
帖
と
も
い
う
の

だ
そ
う
で
、
わ
た
し
の
書
棚
に
も
十
五
年

間
の
星
霜
を
経
て
そ
の
三
種
類
の
帖
面
が

そ
ろ
っ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
十
一
冊
目

が
お
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
直
近
の
御
朱

印
は
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
七
日
付
の

松
山
市
の
伊い

よ
ず
ひ
こ
の
み
こ
と

予
豆
比
古
命
神
社（
椿
神
社
）

で
あ
る
。
次
な
る
頁
に
は
さ
て
ど
こ
の
社

寺
が
そ
の
名
を
留
め
る
の
か
、
こ
れ
も
ま

た
旅
の
一
興
で
あ
る
。

在
、
若
い
女
性
を
中
心
に

御
朱
印
帖
ブ
ー
ム
が
到
来
、

各
地
の
社
寺
で
は
カ
ラ
フ

ル
な
帖
面
や
意
匠
を
凝
ら
し
た
御
朱
印

が
ふ
え
て
き
て
い
る
。
本
来
、
御
朱
印
は

写
経
や
納
経
を
し

た
証
と
し
て
お
寺

が
授
け
る
も
の
だ

と
い
う
が
、
今
は

そ
ん
な
堅
苦
し
い

の
な
い
旅
の

よ
う
で
も
あ

る
が
、
夢
想

家
の
ド
ン
・

キ
ホ
ー
テ
よ

ろ
し
く
、
公
爵
夫
人
が
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン

サ
に「
片
側
か
ら
一
瞥
す
る
だ
け
で
は
、
人

が
眺
め
る
も
の
の
全
体
は
見
渡
せ
な
い
」と

放
っ
た
警
句
を
肝
に
銘
じ
社
寺
行
脚
を
つ

づ
け
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

た
し
は「
風
ま
か
せ
」執
筆

の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
り
、

旅
に
出
る
際
、
御
朱
印
帖

を
必
ず
携
行
し
、
社
寺
参
拝
の
の
ち
い
た

だ
く
日
付
入
り
の
御
朱
印
が
わ
た
し
に

と
っ
て
公
文
書
の
旅
日
記
で
あ
り
、
人
生

の
ア
リ
バ
イ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
書

い
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
書
棚
に
な

ら
ぶ
御
朱
印
帖
を
開
い
て
み
た
。
一
冊
目

は
平
成
十
五
年
三
月
三
十
日
の
日
付
で
京

都
・
醍
醐
寺
の
御
朱
印
か
ら
は
じ
ま
っ
て

い
た
。
ど
ま
ん
な
か
に
か
す
れ
た
墨
書
で

“
薬
師
如
来
”と
い
う
文
字
が
達
筆
で
し
た

た
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
目
に
し
た
と

き
、
十
五
年
前
の
あ
の
日
の
光
景
が
ま
ざ

ま
ざ
と
瞼
の
う
ち
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
き

た
。
大
講
堂
の
粛
然
と
し
た
堂
内
で
一
心

に
筆
を
は
こ
ぶ
若
き
僧
侶
に「
そ
れ
は
何

こ
と
は
い
わ

ず
に
参
拝
し

た
あ
と
社
務

所
や
納
経
所

で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
は
あ
る
ま
い
し
と
眉
を

顰ひ
そ

め
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
動
機
は
何
で

あ
れ
若
人
が
社
寺
に
足
を
は
こ
ん
で
く
れ

る
だ
け
で
わ
た
し
は
良
と
し
た
い
。
境
内

の
凛
と
し
た
霊
気
に
ふ
れ
何
か
を
感
得

し
、
社
寺
を
再
訪
す
る
人
た
ち
が
ふ
え
て

く
れ
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
素
晴
ら
し
い
で

は
な
い
か
。

　
わ
が
国
の
歴
史
の
な
か
で
神
社
・
仏

閣
は
な
が
く
共
同
体
の
中
核
を
な
し
て
き

た
。
が
、
地
方
の
過
疎
化
な
ど
を
背
景

に
、
今
後
、
社
寺
消
滅
が
加
速
す
る
と
の

厳
し
い
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

打
開
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
社
寺
自
ら
が

地
域
社
会
に
も
っ
と
能
動
的
に
コ
ミ
ッ
ト

し
率
先
し
て
汗
を
か
き
、
共
同
体
再
建
の

肝
い
り
と
な
る
覚
悟
を
も
つ
べ
き
と
社
寺

を
愛
す
る
者
と
し
て
衷
心
か
ら
問
い
か
け

た
い
。

　
さ
て
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
が
尽
き
た
。

最
後
に
、
寺
社
Ｎ
Ｏ
Ｗ
に
拙
稿
の
連
載
を

許
し
て
い
た
だ
い
た
全
国
寺
社
観
光
協
会

に
謝
辞
を
呈
し
筆
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

わ

4. 直近の伊予豆比古命神社の御朱印　5. 伊予豆比古命神社の本殿　6. 定家の百人一首が書かれた厭離庵の御朱印 1. 御朱印帖は蛇腹折り　2. 初めての御朱印（醍醐寺）　3.11冊目を数える御朱印帖

4

6

1

3

2

5

御朱印帳を携えての道程は、
この国の歴史から寺社の今をみる旅。

そんな 4 年間の連載が終わる。
遍歴を振り返るとそれは、

次の旅への道標でもあった。
さらなる思索の旅は

謎の迷宮の入口へと向かう。

迷
宮
の
扉
を
開
き

さ
ら
に
奥
を
訪
ね
て

寺
社
行
脚
は
つ
づ
く
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人気雑誌の編集長や観光の専門家に寺社の
魅力を聞いた特集（10-17頁）。彼らは一様に

「寺社はまだまだ切り口がある」と感じているよ
うだった。寺社とメディアとの距離がもっと近く
なれば、より消費者に有益な情報発信ができ
る。どんな世界でもそうだが、異業種とのタッ
グによる相乗効果は計り知れない。     （H）

御朱印帳は寺社のマーケティングツールにな
りうる。そう気が付かされたのは尾道千光寺
でのこと。参拝客から差し出される御朱印帳
をパラパラめくると、一つ前、二つ前はどこ
から来たのか周遊ルートや人の流れが読み
取れると聞いた。毎日の小さな一つひとつの
積み重ねがやがて大きな知恵となる。　 （Ｗ）

編 集 後 記

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
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本誌の表紙、記事、写真、イラストはすべ
て著作権法で保護されています。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。

次号は
2019年3月発行の

予定です。

寺社 Now
第23号　平成 31年 1月発行

ユネスコ文化サテライト勘定技術諮問委員会第１回会議（6頁参照）の初日、建長寺にて参加者の皆さんが記念撮影。ここから、伝統文化の発信に向けた新たな時代が動き出した。
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人気雑誌の編集長に聞く
「寺社の魅力とは？」

雑誌の誌面から寺社が発信すべき内容を知る
特 集

多田真祥
真言宗 大宝山千光寺 住職

インタビュー

第22代文化庁長官

宮田亮平
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WEBでご覧いただけます
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