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信仰と文化が共に生きる歴史を受け止め
将来に伝えるために活動していく

住吉大社 宮司
髙井道弘
巻頭インタビュー

08 新風
NEWS 1／貴重な史料をそろえた「北御堂ミュージアム」が誕生
NEWS 2／ 野鳥をモチーフにした「シマエナガみくじ」が評判に
NEWS 3／兵庫県尼崎市の街歩きツアー「ブラグウジ」が人気

10 動静
NEWS 1／不明文化財情報提供サイトを文化庁が公開
NEWS 2／京都市が情報を集積・発信する「景観情報共有システム」スタート

11 未来考創
行政と寺社観光　奈良県知事／荒井正吾氏

サンガラトナ・法天・マナケ
パンニャ・メッタ・サンガ会長、天台宗僧侶

26 インタビュー
＂何が必要か、私に何ができるか＂から始めていく。

伝統を未来へ〜From the Past to the Future〜
月替わりで御神酒を出す
姫嶋神社禰宜 鈴木伯季
日本で唯一の「寺専門」木魚を守る
有限会社市川木魚製作所三代目 市川幸造

30 テラハクレポート／宿坊 対馬西山寺（長崎県）

うちのお宝
臨済宗東福寺派 長寿山光通寺　石垣地蔵
御﨑宮　張り子の干支

Vol.24

寺社の“いま”を伝える情報誌

東京都宗教連盟 新倉典生理事が語る
「首都防災×宗教施設 シンポジウム」から見えてきた今後の展開

大阪大学大学院教授・東京都宗教連盟防災顧問 稲場圭信氏に聞く
社会が求めている寺社の可能性

考察１／寺社が地域づくりの一端を担う
　　　 真宗大谷派 光照寺（熊本県）
考察 2／行政と連携し、将来の避難場所に
　　　 高野山真言宗準別格本山 白水山平等寺
考察 3／寺社と地域を俯瞰しておく
　　　  平常時のうちに！ 災害に備えるチェックシート

特 集
いざ！という時のために、どう動き出すべきか

災害に備え、
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昭和14（1939）年生まれ。神宮皇
學館神道教習科卒業後は靖国神
社を経て昭和41（1966）年より住吉
大社に奉職、平成25（2013）年か
ら宮司。大阪府文化財センター評
議員、神社本庁参与も務める。

髙井 道弘

信
仰
と
文
化
が

共
に
生
き
る

歴
史
を
受
け
止
め

将
来
に
伝
え
る
た
め
に

活
動
し
て
い
く

男
命
、
中
筒
男
命
、
表
筒
男
命
と
し
て

信
仰
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
そ
の
信
仰
の
広
ま
り
は
、
や
は
り
遣

隋
使
や
遣
唐
使
の
歴
史
を
抜
き
に
は
語

れ
ま
せ
ん
。
当
社
は
大
阪
湾
に
向
か
っ
て

立
っ
て
お
り
、
か
つ
て
こ
の
辺
り
は
ス
ミ

ノ
エ
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
の

住
吉
は
大
和
朝
廷
の
港
で
、
遣
隋
使
や
遣

唐
使
を
派
遣
す
る
際
に
朝
廷
が
住
吉
の

神
様
に
航
海
の
安
全
を
祈
願
し
た
の
ち
、

唐
へ
出
航
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
頃

は
ま
だ
科
学
技
術
が
発
達
し
て
お
り
ま

せ
ん
の
で
、
航
海
は
波
ま
か
せ
風
ま
か
せ

で
、
ま
さ
に
命
が
け
。
し
か
し
国
家
的
な

―
―
平
成
23
年
に
鎮
座
１
８
０
０
年
を

迎
え
ら
れ
た
住
吉
大
社
は
、
地
域
の
方
々

か
ら「
す
み
よ
っ
さ
ん
」と
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。
社
と
そ
の
歴
史
を
、
人
々
が
本
当

に
大
切
に
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
当
社
は
１
８
０
０
年
ほ
ど
前
に
創
立

さ
れ
、
大
変
長
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。
ご
祭
神
の
住
吉
三
神
は
、
古
事
記
や

日
本
書
紀
に
記
述
が
あ
る
よ
う
に
伊
弉

諾
尊
が
禊
祓
を
し
て
海
中
か
ら
生
ま
れ
、

お
祓
い
を
司
る
神
様
、
海
の
神
様
と
い
う

ご
神
徳
で
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
は

島
国
で
す
か
ら
、
古
代
か
ら
海
に
対
し
篤

い
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
三
神
は

そ
れ
ぞ
れ
海
の
底
、
中
、
上
を
表
す
底
筒

 「
御
誕
生
所
」と
い
う
存
在
は

地
域
に
と
っ
て
特
別
な
も
の

住吉大社の象徴でもある反橋（そり
ばし）。水面に映る様子から太鼓橋
とも呼ばれ、参拝者の記念撮影ス
ポットとなっている
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■
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
が
禊

み
そ
ぎ
は
ら
え

祓
を
行
っ
た
際
に
海
中
よ
り
出
現
し
た
底そ

こ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、

中な
か
つ
つ
の筒

男お
の
み
こ
と命

、表う
わ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、そ
し
て
神
功
皇
后
を
祀
る
住
吉
大
社
は
、全
国
に

２
３
０
０
社
あ
る
住
吉
神
社
の
総
本
社
で
あ
り
、
ま
た
摂
津
国
一
之
宮
と
し

て
長
い
歴
史
の
中
で
崇
敬
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

　

20
年
に
一
度
行
わ
れ
る
式
年
遷
宮
な
ど
、
悠
久
の
時
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な

伝
統
を
継
承
し
て
き
た
住
吉
大
社
の
歴
史
は
そ
の
ま
ま
地
域
の
歴
史
で
も
あ

り
ま
す
が
、
同
社
で
は
、
神
社
の
こ
れ
か
ら
、
そ
し
て
地
域
と
共
に
歩
む
将

来
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー

評
議
員
も
務
め
る
髙
井
道
弘
宮
司
に
、
現
在
の
考
え
を
伺
い
ま
し
た
。

住
吉
大
社 

宮
司 

髙
井 

道
弘

た
か
い

み
ち
ひ
ろ

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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大
阪
万
博
も
開
催
さ
れ
ま
す
。
先
述
の

日
本
遺
産
で
は
、
か
つ
て
は
大
阪
が
中
心

だ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
ま
し
た
。
し

か
し
、
日
本
は
島
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
陸
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
中
心
の

現
代
で
は
、
海
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
す

る
認
知
が
低
い
。
だ
か
ら
こ
そ
今
後
は
海

を
観
光
資
源
に
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と

い
う
壮
大
な
計
画
も
考
え
て
い
ま
す
。

　
北
前
船
の
歴
史
、
住
吉
信
仰
の
歴
史
、

そ
し
て
当
社
の
歴
史
。
こ
れ
ら
を
う
ま
く

絡
め
な
が
ら
、
そ
の
活
動
が
住
吉
信
仰
を

広
め
て
い
く
手
が
か
り
に
も
な
れ
ば
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
で
信
仰
を
考
え

る
こ
と
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
そ
の
過
程
で
は
、
次
の
世
代
へ
歴

史
や
文
化
を
ど
う
伝
え
る
か
も
、
大
き
な

課
題
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
全
国
的
に
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す

が
、
東
北
で
は
被
災
地
で
祭
り
を
し
た
と

こ
ろ
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
き
た
人
々
が
避

難
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
例
が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
や
は
り
、
祭
り
を
盛
ん
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
祭
り
に
は
先
人
が

伝
え
て
き
た
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
し
、

ち
帰
っ
て
き
た
の
で
す
。
現
在
の
日
本
文

化
の
礎
と
な
っ
た
遣
唐
使
船
。
そ
の
出
発

点
が
当
社
だ
と
す
る
と
、
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

―
―
現
在
の
日
本
へ
と
つ
な
が
る
国
家

事
業
を
住
吉
大
社
の
神
様
が
守
っ
て
い
た

わ
け
で
す
ね
。
社
に
ま
つ
わ
る
航
海
の
話

と
い
う
と
、
北
前
船
と
も
深
い
関
わ
り
を

持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
大
坂
は
天
下
の
台
所
と

し
て
商
売
で
発
展
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い

た
の
が
北
か
ら
日
本
海
を
回
っ
て
大
坂
へ

入
る
北
前
船
と
、
大
坂
か
ら
江
戸
へ
向
か

う
菱
垣
廻
船
で
す
。
大
坂
を
起
点
に
海

運
が
経
済
の
大
動
脈
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

事
業
と
し
て
20
年
に
一
度
、
唐
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
文
化
を
日
本
に
持
ち
帰
る
と
い
う

使
命
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　
こ
の
と
き
の
こ
と
は
万
葉
集
に
も
歌
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
当
社
の
神
楽
の
歌
に

「
住
吉
に
斎い

つ

く
祝
が
神か

む
ご
と言

と
行
く
と
も
来

と
も
船
は
早
け
ん
」と
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
住
之
江
に
神
主
が
お
り
、
そ
の
神
主

が
遣
唐
使
の
出
発
に
際
し
て
祈
る
。
す
る

と
神
様
が
行
き
も
帰
り
も
速
や
か
に
帰
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
と

い
う
内
容
で
す
。
遣
唐
使
が
渡
唐
に
成

功
で
き
た
の
は
6
割
ほ
ど
だ
っ
た
と
言
わ

れ
、
あ
と
は
南
の
島
に
漂
着
し
た
り
海

の
藻
屑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
の

で
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
当
に
切

実
な
歌
で
す
ね
。
先
人
は
そ
れ
だ
け
大
変

な
思
い
を
し
て
、
唐
の
文
化
を
日
本
へ
持

北
前
船
は
港
で
商
い
を
し
な
が
ら
移
動

し
、
各
地
の
寄
港
先
に
は
住
吉
様
が
祀
っ

て
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、
い
ず
れ

の
町
も
過
疎
化
が
進
み
、「
か
つ
て
栄
え
た

場
所
を
昔
の
よ
う
に
活
気
あ
る
町
に
し

た
い
」と
各
市
町
村
が
願
っ
て
い
る
と
聞

い
て
い
ま
す
。
北
前
船
が
寄
港
し
て
い
た

町
に
は
往
時
の
姿
を
残
す
場
所
も
多
い

の
で
す
が
、
そ
れ
を
観
光
地
化
し
た
い
と

の
思
い
も
あ
り
、
平
成
19（
２
０
０
７
）年

に「
北
前
船
寄
港
地
フ
ォ
ー
ラ
ム
」が
立
ち

上
が
り
、
寄
港
地
の
観
光
資
源
活
用
が

議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
荒
波
を
越

え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空
間
〜
北

前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
〜
」と
し
て
多

く
の
寄
港
地
が
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
、

平
成
29
年
5
月
に
は「
住
吉
大
社
と
境
内

の
石
灯
籠
群
」が
追
加
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

当
社
に
は
灯
籠
が
６
０
０
基
以
上
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
は
非
常
に
貴
重
な
文
化
遺

産
で
、
北
前
船
ゆ
か
り
の
廻
船
業
者
が
奉

納
し
た
も
の
が
多
い
。
し
か
も
、
す
べ
て

奉
納
主
が
違
い
、
調
べ
て
み
る
と
全
国
か

ら
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
当
社
も
、
北
前
船
を
題
材
に

し
た
地
域
振
興
に
何
ら
か
の
形
で
貢
献
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
日
本
は
観
光
立
国
に
向
か
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
を
実
行
し
、
２
０
２
５
年
に
は

島
国
に
生
き
る
海
の
文
化
。

そ
の
発
展
を
考
え
、

神
社
の
信
仰
に
つ
な
げ
る

海
を
観
光
資
源
と
考
え
て

住
吉
信
仰
も
広
め
て
い
く

祭
り
を
か
つ
て
の
姿
に
。

そ
の
た
め
の
大
神
輿
復
興

左／住吉大社には第一から第四まで本
宮があり、これらは大阪市内で唯一の
国宝。右上・右下／南海電鉄南海本
線住吉大社駅から続く参道には灯籠が
並ぶ。これらは北前船が寄港した地域
から寄進されたもの。中／御利益を求
め、朝から参拝者が絶えない
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国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
当
社
の
御
田
植
神
事
も
重
要

で
す
。
社
の
一
角
に
、
住
宅
に
囲
ま
れ
た

20
ア
ー
ル
ほ
ど
の
田
が
あ
り
ま
す
。
伝
説

に
よ
る
と
、
神
功
皇
后
が
朝
鮮
遠
征
か

ら
帰
っ
て
く
る
と
き
に
長
門
国
か
ら
稲
と

植う
え
め女

を
連
れ
て
住
吉
へ
来
て
、
米
作
り
を

始
め
た
そ
う
で
す
。
こ
の
話
は
西
か
ら
稲

作
が
伝
播
し
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
い
く
行
事

が
当
社
の
御
田
植
神
事
で
す
。
米
作
り
は

日
本
の
文
化
で
す
か
ら
、
そ
の
原
点
を
昔

の
人
と
同
じ
手
作
業
で
守
り
続
け
て
い
く

の
が
目
的
で
す
。
ち
な
み
に
当
社
の
御
田

植
神
事
は
劇
場
型
、
つ
ま
り
見
て
い
た
だ

く
神
事
で
す
。
田
の
中
央
に
舞
台
を
設

け
、
苗
を
植
え
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
演
者

が
登
場
し
、
そ
の
周
り
で
は
次
々
と
舞
や

躍
り
と
い
っ
た
芸
能
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま

す
。
こ
の
神
事
に
は
地
域
の
子
供
た
ち
が

練
習
を
重
ね
て
奉
仕
し
て
お
り
、
ご
近
所

の
方
か
ら
は「
何
歳
に
な
っ
た
ら
出
し
て

く
れ
る
ん
や
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
密
か
な

人
気
で
す（
笑
）。
神
事
は
毎
年
6
月
14

日
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
奉
仕
の

た
め
に
は
、
学
校
を
休
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。と
こ
ろ
が
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、

地
元
の
教
育
委
員
会
で
は「
地
域
の
文
化

を
守
っ
て
い
く
の
も
一
つ
の
社
会
勉
強
」

祭
り
は
地
域
の
方
々
の
拠
り
所
で
、
年

齢
性
別
を
問
わ
ず
交
流
で
き
る
場
で
す
。

　
当
社
に
は
大
神
輿
が
あ
り
、
か
つ
て

は
大
阪
府
南
部
の
堺
市
ま
で
神
輿
を
担

い
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
車
社
会
に
な

り
、
神
輿
が
練
り
歩
く
と
車
が
通
れ
な
く

な
る
と
言
わ
れ
、
仕
方
な
く
ト
ラ
ッ
ク
に

乗
せ
て
運
ぶ
と
い
う
こ
と
を
数
十
年
間
続

け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
十
数
年
前
の
こ

と
、
昔
神
輿
を
担
い
で
い
た
地
域
の
方
々

か
ら
、
ま
た
神
輿
を
担
が
せ
て
ほ
し
い
と

申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
ま
ず

中
型
の
神
輿
を
担
ぐ
と
こ
ろ
か
ら
復
興

し
、
京
都
・
祇
園
祭
の
担
ぎ
手
た
ち
に
も

手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
地
域
の
体
制

を
整
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
経
て
平
成

25（
２
０
１
３
）年
に
大
神
輿
の
復
活
を

決
定
、
平
成
28
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
こ

の
出
来
事
は
ま
さ
に
、
地
域
の
方
々
が
神

社
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
証
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。
祭
り
は
や
は
り
、
人
々
の
心
を

ひ
と
つ
に
集
め
る
の
で
す
。

―
―
祭
り
が
あ
れ
ば
地
域
も
元
気
に
な

り
、
ひ
と
つ
に
な
る
。
伝
統
を
守
り
、
地

域
と
共
に
歩
む
取
り
組
み
は
ほ
か
の
神

事
で
も
見
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

と
、
神
事
で
子
供
が
学
校
を
休
む
こ
と
を

許
可
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
祭
り

が
、
地
域
ぐ
る
み
の
協
力
体
制
で
実
現
で

き
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
祭
り
を

続
け
る
こ
と
は
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
に

な
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
神
事
を
行
う
神
田
は
田
植
え
前

に
レ
ン
ゲ
畑
に
し
て
、
地
元
の
園
児
に
レ

ン
ゲ
摘
み
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
稲

が
育
っ
て
い
る
間
に
は
カ
エ
ル
が
鳴
き
、

秋
に
は
子
供
た
ち
が
つ
く
っ
た
案か

か

し
山
子
を

立
て
る
。
さ
ら
に
神
事
で
残
っ
た
苗
は
地

域
の
学
校
に
分
け
与
え
て
、
稲
作
を
学
ぶ

食
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

祭
り
を
続
け
て
い
く
に
は
、
や
は
り
地
域

を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
祭
り
は
思
い
出
に
な
り
ま
す
。

大
人
に
な
り
、
地
元
を
離
れ
て
も
故
郷
の

大
切
な
思
い
出
と
し
て
、
記
憶
に
残
る
は

ず
で
す
。「
子
供
の
頃
に
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
」と
、
時
折
遠
方
か
ら
参
拝
さ
れ
る

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
幼
少
期
に
楽

し
ん
だ
祭
り
の
記
憶
が
、
こ
の
行
動
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
将
棋
に
は「
着
眼
大
局
、
着
手
小
局
」と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
大
局
的
に
は
全

国
的
な
住
吉
信
仰
を
考
え
て
広
め
、
一
方

で
は
地
域
が
一
体
と
な
る
行
事
を
大
切
に

す
る
小
局
も
地
道
に
取
り
組
む
。
こ
の
姿

勢
を
今
後
も
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
近
年
は
海
外
か
ら
来
ら
れ
る
方
も
多

く
な
り
、
全
国
的
に
見
て
も
、
華
や
か
な

観
光
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
来
日
す
る
方
の
中
に
は
美
し

い
日
本
の
、
普
段
の
暮
ら
し
を
知
り
た
い

と
い
う
理
由
で
訪
れ
、
で
き
れ
ば
体
験
し

た
い
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　
例
え
ば
当
社
で
行
わ
れ
る
結
婚
式
の

花
嫁
行
列
は
、
神
社
に
と
っ
て
は
普
段
の

こ
と
で
す
が
、
外
国
の
方
は
思
わ
ず
拍
手

を
し
て
し
ま
う
ほ
ど
美
し
い
風
景
で
す
。

つ
ま
り
大
切
な
の
は
、
日
本
の
姿
を
そ
の

ま
ま
守
り
、
普
通
の
暮
ら
し
を
粛
々
と
続

け
る
中
で
、
伝
統
を
次
世
代
へ
つ
な
げ
て

い
く
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

神
社
の
勤
め
と
し
て

日
々
の
活
動
を
通
し
て

文
化
を
伝
え
て
い
く

地
域
か
ら
の
協
力
を
得
て

祭
り
で
文
化
を
伝
え
続
け
る

夏の大祭・住吉祭では、
夏越祓神事・例大祭
が行われたのち、翌日
は大阪市と堺市を隔て
る大和川を渡り、7㎞
先の宿院頓宮まで「神
輿渡御」が行われる。
祭りには大人から子供
まで地域の人々が参
加する

上は毎年 6 月 14 日に開催される御田植神事。
御田に設けられた舞台での田舞（八乙女舞）の
神楽。ほかにも風流武者行事、住吉踊などが
奉納される。右は御田で行われる昔ながらの田
植えの風景。日本三大御田植祭の筆頭にも挙
げられる重要な神事



全
国
の
寺
社
で
、地
域
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
次
々
と
生
ま
れ

て
い
ま
す
。今
回
は
仏
教
と
町
の
関
わ
り
を
学
べ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
オ
ー
プ
ン
や
全
国

で
話
題
の
お
み
く
じ
、宮
司
が
案
内
す
る
街
歩
き
を
お
届
け
し
ま
す
。

【

新
 

風

】

J ISYA  NEWS

■
大
阪
市
中
央
区
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願

寺
派 

本
願
寺
津
村
別
院（
通
称
・
北
御
堂
）

の
山
門
下
一
階
に
、
本
願
寺
と
大
阪
の
関

わ
り
を
見
て
学
べ
る「
北
御
堂
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」が
、
平
成
31
年
1
月
9
日
に
グ
ラ
ン

ド
オ
ー
プ
ン
し
た
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
入

る
と
、
ま
ず
壁
面
い
っ
ぱ
い
の
歴
史
絵
巻

に
圧
倒
さ
れ
る
。
順
に
見
て
い
く
だ
け
で
、

多
角
的
に
大
阪
の
歴
史
が
理
解
で
き
る
点

が
大
変
興
味
深
い
。
ほ
か
に
も
館
内
で
は

北
御
堂
ゆ
か
り
の
歴
史
的
史
料
の
実
物
や

大
迫
力
の
映
像
、
詳
細
な
パ
ネ
ル
、
津
村

別
院
再
建
模
型
な
ど
を
用
い
て
、
本
願
寺

と
北
御
堂
の
歴
史
や
事
業
、
町
と
の
関
わ

り
を
紹
介
。

　
こ
の
北
御
堂
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
開
設

は
、
貴
重
な
史
料
で
歴
史
を
ひ
も
解
く
な

か
で
、
大
阪
の
中
心
に
生
き
た
人
々
が
心

の
拠
り
所
と
し
て
い
た
本
願
寺
の
全
容
を

表
現
す
る
と
共
に
、
浄
土
真
宗
の
教
え
が
、

信
仰
だ
け
で
な
く
政
治
や
経
済
、
文
化
な

ど
当
時
の
大
坂
で
暮
ら
し
て
い
た
人
々
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
大
阪
商
人

の
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
の

が
狙
い
。
ま
た
、
多
く
の
人
が
気
軽
に
訪

れ
る
こ
と
で
、
商
都
・
大
阪
の
成
り
立
ち

を
知
る
だ
け
で
な
く
、
浄
土
真
宗
と
の
つ

な
が
り
を
深
め
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
も

あ
っ
て
の
こ
と
。

　
ち
な
み
に
北
御
堂
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、

毎
日
10
時
か
ら
16
時
ま
で
開
館
し
、
年

中
無
休
、
入
館
料
無
料
で
見
学
で
き
る
点

も
大
き
な
魅
力
。
街
の
中
心
を
南
北
に
貫

く
御
堂
筋
沿
い
に
あ
り
、
観
光
客
が
年
々

増
加
し
て
い
る
大
阪
の
新
た
な
名
所
と
し

て
、
評
判
を
呼
び
そ
う
だ
。

NEWS 1

商
都
・
大
阪
の
成
り
立
ち
を
本
願
寺
の
歴
史
で
知
る

  

貴
重
な
史
料
を
そ
ろ
え
た

「
北
御
堂
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」が
誕
生

■
札
幌
神
社（
現
北
海
道
神
宮
）の
分
霊
を

祀
る
帯
廣
神
社
は
、
約
７
０
０
０
坪
に
も

及
ぶ
緑
豊
か
な
境
内
地
を
持
つ
。
そ
の
鎮

守
の
杜
は
、
秋
か
ら
春
に
か
け
て
週
に
一

度
ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
雪
の
妖
精
と
も
呼
ば

れ
る
野
鳥
・
シ
マ
エ
ナ
ガ
が
飛
来
す
る
こ

と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
平
成
30
年
11

月
に
シ
マ
エ
ナ
ガ
の
姿
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
お
み
く
じ
の
頒
布
を
始
め
た
と
こ
ろ
、

そ
の
か
わ
い
ら
し
さ
で
た
ち
ま
ち
全
国
区

の
人
気
と
な
っ
た
。

　
シ
マ
エ
ナ
ガ
は
、
北
海
道
に
し
か
生
息

し
て
い
な
い
エ
ナ
ガ
と
い
う
鳥
の
亜
種
で
、

首
を
か
し
げ
る
仕
草
が
チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン

ト
。そ
の
姿
の
表
現
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ

て
奉
製
さ
れ
た
お
み
く
じ
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

通
じ
て
多
く
の
人
の
目
に
留
ま
り
、
お
み

く
じ
を
い
た
だ
く
た
め
に
神
社
と
帯
広
の

街
へ
行
き
た
い
と
い
う
人
、
郵
送
で
注
文

で
き
な
い
か
と
問
い
合
わ
せ
る
人
も
出
る

ほ
ど
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
は
、
神
社
の
大
切
な
自
然
に

も
目
を
向
け
て
ほ
し
い
と
宮
司
が
境
内
の

風
景
や
飛
来
す
る
野
鳥
の
写
真
を
撮
り
た

め
て
小
冊
子
に
ま
と
め
る
過
程
で
、
シ
マ

エ
ナ
ガ
の
姿
に
一
目
惚
れ
し
た
の
が
き
っ

か
け
。
そ
れ
を
お
み
く
じ
に
し
よ
う
と
着

手
し
た
が
、
あ
ま
り
の
人
気
で
初
回
分
は

1
月
で
授
与
が
終
了
。
現
在
追
加
で
奉
製

中
だ
と
い
う
。

　
ま
た
、
シ
マ
エ
ナ
ガ
み
く
じ
効
果
で
神
社

の
認
知
も
急
速
に
広
が
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
閲

覧
数
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
増
加
。
雪

解
け
を
待
ち
、
多
く
の
人
が
帯
広
の
街
と

帯
廣
神
社
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

NEWS 2 

野
鳥
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

 「
シ
マ
エ
ナ
ガ
み
く
じ
」が
評
判
に

あ
ま
り
の
か
わ
い
さ
に
全
国
か
ら
注
文
殺
到
！

ツアーの参加者募集
ちらしにはタモリ風
の江田宮司の姿があ
り、評判がいい

帯廣神社
〒080-0803
北海道帯広市東3条南2-1
TEL：0155-23-3955
http://www.obihirojinja.jp

北御堂ミュージアム
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 4-1-3
浄土真宗本願寺派
本願寺津村別院内
TEL：06-6261-6796

■
天
守
閣
が
完
成
し
、
本
年
3
月
29
日
か

ら
一
般
公
開
が
始
ま
る
尼
崎
城
の
あ
る
兵

庫
県
尼
崎
市
で
、
昨
年
か
ら
始
ま
っ
た
街

歩
き
ツ
ア
ー
が
評
判
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
名
も「
ブ
ラ
グ
ウ
ジ
」。
市
役
所
シ
テ
ィ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
担
当
が
企
画
し
た

こ
の
ツ
ア
ー
は
、
市
内
の
交
流
人
口
の
増

加
を
目
的
に
実
施
し
て
い
る「
あ
ま
ら
ぶ

体
験
隊
」の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
る

も
の
。
同
市
に
あ
る
貴き

ふ

ね
布
禰
神
社
の
江
田

政
亮
宮
司
が
案
内
役
と
し
て
登
場
し
、
尼

崎
市
地
域
研
究
資
料
館
館
長
と
共
に
街
を

歩
き
な
が
ら
、
歴
史
や
街
の
秘
密
な
ど
を

解
説
し
て
い
く
。

　
全
国
各
地
で
街
歩
き
ツ
ア
ー
は
開
催
さ

れ
て
い
る
が
、
多
く
は
参
加
者
が
高
齢
、

説
明
だ
け
で
終
わ
る
た
め
に
盛
り
上
が
り

に
欠
け
る
な
ど
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

そ
こ
で
尼
崎
市
で
は
、
も
っ
と
地
域
の
歴

史
や
魅
力
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
楽
し
い
企
画
を
、
と
考
え
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
誌「
南
部
再
生
」で
街
に
関

す
る
連
載
を
持
ち
、
尼
崎
に
詳
し
く
話
も

う
ま
い
江
田
宮
司
の
登
場
と
な
っ
た
。

　
ち
な
み
に
参
加
者
は
抽
選
で
選
ば
れ
、

ツ
ア
ー
の
様
子
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
情
報
発

信
す
る
こ
と
が
ル
ー
ル
。
す
で
に
話
題
と

な
っ
て
お
り
、
回
を
増
す
ご
と
に
、
尼
崎

市
だ
け
で
な
く
、貴
布
禰
神
社
の
認
知
も
、

全
国
的
に
広
が
っ
て
い
き
そ
う
だ
。

NEWS 3  

兵
庫
県
尼
崎
市
の
街
歩
き
ツ
ア
ー

「
ブ
ラ
グ
ウ
ジ
」が
人
気

宮
司
が
街
の
案
内
役
と
し
て
大
活
躍

歩くエリアごとにテーマを決め、参加者が
街の隠れた歴史に気付いて尼崎を好きに
なってもらえるよう、さまざまな話題を毎
回用意する

N E W
W I N D

全長40メートルにもおよぶ歴史ガイドウォール（右）では、大阪の町の形成に影響を当たれた本願寺の歴史を詳しく解説。
左上／本願寺が誕生した当時の大阪を知ることができるジオラマ（左上）も圧巻。

最新の学術研究に基づく、大坂本願寺と寺内
町の1/1000縮尺復元模型は一見の価値あり。
大坂本願寺景観再現図も展示されている

奉製にあたり、理想の形状を職人が再現でき
るようにと宮司自ら粘土でベースを製作。絵
付けも職人の元へ出向て細かくチェックした
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寺
社
が
知
っ
て
お
き
た
い
施
策
な
ど
、行
政
を
中
心
に
し
た
動
き
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

今
回
は
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
盗
難
文
化
財
に
関
す
る
文
化
庁
の
取
り
組
み
と
、観

光
と
文
化
財
保
全
を
兼
ね
た
京
都
市
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
で
す
。

【

動
 

静

】

J ISYA  NEWS

N E W
W I N D

廣
瀬
　
寺
社
を
き
っ
か
け
に
し
た
文
化
振

興
の
あ
り
方
・
進
め
方
に
つ
い
て
、
荒
井

知
事
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

荒
井
　
奈
良
県
が
寺
社
と
共
存
共
生
し
て

い
く
た
め
の
ポ
リ
シ
ー
は
、
寺
社
の
周
り

に
賑
わ
い
を
作
り
、
集
客
を
考
え
る
。
そ

し
て
集
ま
っ
た
人
に「
つ
い
で
参
り
」を
促
す

こ
と
で
す
。
平
城
遷
都
１
３
０
０
年
祭
で

は
、
無
料
の
イ
ベ
ン
ト
を
い
く
つ
も
開
催
し

ま
し
た
。
す
る
と
県
内
の
寺
社
は
参
拝
者

が
増
加
、
中
に
は
4
倍
に
増
え
た
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
は
、
例
え
ば
お
寺
が

花
を
飾
り
、
見
に
来
た
人
が
鑑
賞
後
に
お

寺
へ
参
拝
す
る
と
い
う
、
昔
か
ら
あ
る
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
同
じ
で
す
。
今
後
も
な
る

べ
く
県
が
無
料
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、奈

良
に
は
素
晴
ら
し
い
寺
社
が
あ
り
ま
す
、と

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
音
楽
関

連
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い
く
予
定
で

す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
、近
隣
寺
院
で
実
施

さ
れ
る
説
法
な
ど
を
案
内
す
る
よ
う
な
こ

と
も
進
め
た
い
で
す
ね
。
寺
社
に
は
お
願

い
ご
と
が
な
い
と
お
参
り
で
き
な
い
、
と
思

わ
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ベ
ン
ト
な
ど
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
、「
こ
ん
な
に
楽
し
い
思

い
を
さ
せ
て
も
ら
え
た
」と
い
う
感
謝
の
お

参
り
で
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
寺
社
は
山
の
麓
に

あ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
海
か
ら
き

た
も
の
を
山
の
麓
に
祀
っ
て
き
た
、
こ
れ

は
島
国
日
本
独
特
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
で
す
。

そ
の
文
化
を
体
験
し
て
も
ら
お
う
と
す

る
と
、
イ
ン
フ
ラ
の
改
善
も
考
え
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
ア
ク
セ
ス
の
整
備
は
も
ち

ろ
ん
、
例
え
ば
、
吉
野
山
の
桜
を
ロ
ー
プ

ウ
ェ
ー
か
ら
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
山
に

リ
フ
ト
を
設
置
し
て
桜
の
中
を
通
っ
て
も

ら
う
と
か
、
ジ
ッ
プ
ラ
イ
ン
で
桜
の
間
を

下
っ
て
も
ら
う
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
ア

イ
デ
ア
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
若
者
が
金
峯
山
寺
を
訪
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
の「
つ
い
で
参
り
」の

コ
ン
セ
プ
ト
で
、
寺
社
の
魅
力
を
若
い
世

代
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

廣
瀬
　
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

　
外
国
人
に
は
空
間
そ
の
も
の
を
文

化
財
と
し
て
、
丸
ご
と
感
じ
て
い
た
だ
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
奈
良
観
光
で「
何

が
よ
か
っ
た
の
か
」と
い
う
思
い
出
、
つ
ま

り
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
大
切
に
す
る
の
で
す
。

訪
れ
た
場
所
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
経
験
に

な
り
ま
す
。
観
光
の
目
的
と
し
て
、
訪
れ

て
思
い
出
に
残
る
経
験
を
し
て
も
ら
う
。

日
本
は
コ
ト
消
費
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

増
や
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
寺
社
観
光
も

コ
ト
消
費
で
す
し
、
文
化
財
で
の
コ
ト
消

費
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
る
は
ず
で
す
。

廣
瀬
　
今
後
、
奈
良
県
の
寺
社
が
担
っ
て

い
く
べ
き
役
割
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

荒
井
　
我
々
行
政
は
寺
社
の
周
り
で
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
、
彩
り
の
あ
る
景
観
を
、

地
域
政
策
と
し
て
の
環
境
整
備
で
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

日
本
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
良
い
と
こ
ろ
を

伝
え
て
い
く
た
め
で
す
。
そ
の
上
で
、
寺

社
に
は
情
操
部
分
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
れ
が
奈
良
県
知
事
と
し
て
考
え
る

寺
社
振
興
で
す
。

聞き手／廣瀬崇之
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

行
政
が
周
辺
環
境
を
整
備
し
、

寺
社
が
情
操
に
訴
え
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
提
供
す
る
。

こ
の
タッ
グ
で
観
光
を
経
験
と
し
て
記
憶
に
残
し
、

再
訪
を
促
し
て
い
き
た
い
。

寺社をテーマにした観光について
未来志向で取り組む人を訪ね、

日本の未来を共に考え、創造します。

第１回
行政と寺社観光

奈良県知事／荒井正吾氏
荒井正吾／奈良県大和郡山市出身。東京大学法学部卒業、旧運輸省を経て海上
保安庁長官、参議院議員、外務大臣政務官、参議院文教科学委員長などを歴任し、
平成19年より奈良県知事

《 日本の明日を寺社と共に。 》
■
文
化
庁
は
所
在
不
明
の
文
化
財
に
つ
い

て
広
く
情
報
提
供
を
呼
び
か
け
、
発
見
に

つ
な
げ
よ
う
と
、
盗
難
を
含
む
対
象
文
化

財
の
画
像
や
サ
イ
ズ
な
ど
詳
細
も
記
載
し

た
特
設
サ
イ
ト
を
2
月
1
日
に
公
開
し
た
。

　
同
庁
で
は
平
成
25
年
か
ら
26
年
に
、
全

国
指
定
文
化
財
に
つ
い
て
都
道
府
県
教
育

委
員
会
を
通
じ
て
現
物
確
認
を
原
則
と
し

た
所
在
確
認
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

平
成
29
年
末
現
在
で
所
在
不
明
１
６
１

件
、
追
加
で
確
認
が
必
要
な
も
の
が
51
件

あ
り
、
こ
れ
ら
の
早
期
発
見
と
盗
難
抑
止

の
た
め
、
今
回
の
情
報
発
信
と
な
っ
た
。

　
文
化
財
の
中
に
は
、所
有
者
の
転
居
や

相
続
に
関
連
し
て
所
在
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
も
の
や
、古
美
術
商
や
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
な
ど
か
ら
入
手
し
た
も

の
の
、由
来
を
知
ら
ず
に
所
有
さ
れ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。過
去
に
は
有
識
者
や
美

術
館
学
芸
員
、
古
美
術
商
か
ら
の
情
報
提

供
で
所
在
が
確
認
で
き
た
事
例
が
あ
る
た

め
、今
回
詳
細
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
で
、

所
在
不
明
文
化
財
の
さ
ら
な
る
発
見
が
期

待
さ
れ
る
。今
回
は
国
指
定
文
化
財
を
公

開
、4
月
1
日
に
は
自
治
体
指
定
の
文
化

財
に
加
え
、未
指
定
文
化
財
も
同
サ
イ
ト

に
情
報
を
追
加
し
て
い
く
予
定
。発
見
さ

れ
た
文
化
財
は
、最
終
的
に
元
の
持
ち
主

へ
戻
す
こ
と
が
狙
い
。

NEWS 1

情
報
提
供
特
設
サ
イ
ト
を

文
化
庁
が
公
開

所
在
不
明
文
化
財
発
見
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み

■
京
都
市
で
は
、
都
市
計
画
規
制
や
文
化

財
な
ど
の
情
報
に
加
え
、
街
の
成
り
立
ち

と
い
っ
た
情
報
も
集
積
さ
せ
た「
景
観
情
報

共
有
シ
ス
テ
ム
」を
平
成
30
年
10
月
に
公

開
し
た
。
京
都
市
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
歴

史
的
資
産
の
宝
庫
。
建
造
物
や
文
化
財
な

ど
よ
っ
て
、
現
在
で
も
歴
史
を
感
じ
ら
れ

る
景
観
が
世
界
的
観
光
地
と
な
っ
て
お
り
、

景
観
の
保
全
の
た
め
に
は
、
市
民
や
事
業

者
な
ど
景
観
の
構
成
主
体
に
よ
る
、
景
観

に
対
す
る
意
識
や
価
値
観
の
共
有
、
ま
た

一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ

る
。
そ
こ
で
本
サ
イ
ト
の
公
開
と
な
っ
た
。

　
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
れ
ば
、
観
光
客
や
市

民
は
、
景
観
を
構
成
し
て
い
る
建
物
や
文
化

財
を
検
索
し
、
そ
れ
ら
を
表
示
す
る
地
図

は
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ

れ
た
過
去
の
都
市
計
画
基
本
図
と
並
列
表

示
で
き
、街
並
み
を
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
歴
史
や
観
光
分
野
の
研
究
は
も

ち
ろ
ん
、
寺
社
な
ど
歴
史
的
資
産
の
所
有

者
に
と
っ
て
は
、
用
途
地
域
や
高
度
地
区
、

景
観
保
全
と
い
っ
た
規
制
情
報
も
地
域
を

絞
っ
て
調
べ
ら
れ
る
た
め
、
今
後
の
施
策

に
大
い
に
活
用
で
き
そ
う
だ
。
現
在
準
備

中
だ
が
、
閲
覧
者
が「
守
っ
て
い
き
た
い
」と

思
う
お
す
す
め
の
景
観
を
投
稿
で
き
る
ペ
ー

ジ
も
あ
る
。
公
開
さ
れ
れ
ば
、
隠
れ
た
魅

力
発
掘
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

NEWS 2

京
都
市
が
情
報
を
集
積
・
発
信
す
る

 「
景
観
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
」ス
タ
ー
ト

景
観
を
構
成
す
る
主
体
が
情
報
共
有
す
る
取
り
組
み

【京都市景観情報共有システム】https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/keikan

【文化庁／盗難を含む所在不明に関する情報提供について〜取り戻そう！みんなの文化財〜】http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/tounan/index.html

特設サイトでは、システムを利用できるほか、
京都市の景観政策や地域景観づくり協議会の
情報、建物の保全などに関する支援情報も掲
載されている

景観情報共有シ
ステムでは、住
所や最寄り駅名、
名称で歴史的資
産が検索できる

各所在不明文化財は、名称や員数、サイズ、
材質に加えその他の特徴も記載されている
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災
害
に
備
え
、

今
、寺 
社
が

で
き
る
こ
と

避難所として寺社が機能するには

　
日
本
は
遥
か
昔
か
ら
、
た
び
重
な
る
災

害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
古
文
書
を
見
て

み
る
と
、
地
震
、
台
風
、
火
山
の
噴
火
な

ど
、
実
に
多
く
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
現
代
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の
起
こ
っ
た

平
成
７（
１
９
９
５
）年
か
ら
は
地
球
規
模

で
異
常
気
象
が
起
こ
り
、
ま
た
大
規
模
災

害
も
増
え
て
い
る
。
激
甚
災
害
法
の
指
定

を
受
け
た
も
の
だ
け
で
も
、
過
去
5
年
間

で
実
に
27
件
。
も
は
や
日
本
は「
常
に
災

害
に
備
え
る
べ
き
国
」と
い
う
認
識
が
一

般
的
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
が
広
が
る
中
で
注
目

さ
れ
て
い
る
の
は
防
災
・
減
災
の
在
り
方
。

特
に
災
害
へ
の
備
え
に
つ
い
て
平
成
の
30

年
間
で
最
も
変
化
し
た
の
は
、
人
的
、
地

域
的
な
備
え
が
強
く
叫
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
阪
神
淡
路
大
震
災

は「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
」と
も
呼
ば
れ
、

こ
れ
以
降
、
災
害
時
に
は
多
く
の
人
が
復

旧
・
復
興
に
尽
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
同
時
に
、
寺
社
へ
の
期
待
も
高
ま
っ
て

き
て
い
る
。

　
寺
社
は
歴
史
的
に
見
る
と
、
ど
の
地
域

で
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス
と
同
等
に
考

え
ら
れ
て
き
た
。
人
口
が
増
え
、
無
数
の

建
物
が
街
を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
現
代
に

お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
敷
地
を
確
保
で

き
、
か
つ
人
々
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
場

所
、
何
よ
り
災
害
時
に
疲
れ
た
人
の
心
を

癒
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
重
要

性
が
再
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
社
会
背
景
の
中
、
平
成
30
年

12
月
に
、東
京

都
宗
教
連
盟

と
東
京
都
と

の
防
災
担
当

に
よ
る
初
め

て
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム「
首
都
防

災
×
宗
教
施

設
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
〜
大
規
模
災
害
を
見
据
え
、
宗
教
施

設
が
果
た
す
役
割
〜
」が
開
催
さ
れ
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
も
は
や
行
政
だ
け

で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
、
寺
社
と
の

連
携
を
探
る
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
。
さ

ら
に
今
後
は
行
政
と
寺
社
、
そ
し
て
企
業

な
ど
の
民
間
組
織
が
タ
ッ
グ
を
組
み
、
災

害
に
備
え
て
い
く
流
れ
に
つ
な
が
っ
て
い

く
可
能
性
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
寺
社
が
社
会
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の

か
。
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
今
か
ら

何
を
す
べ
き
か
、
考
え
、
た
だ
ち
に
動
く

時
期
に
き
て
い
る
。

寺
社
が
持
つ
公
共
性
と
癒
し
。

そ
の
強
み
で
災
害
に
備
え
る

阪神淡路大震災、東日本大震災、そして熊
本地震の３つの大規模災害を振り返ってみ
ると、被災地にある寺社に多くの人が避難し
てきた例が見られた。都会では帰宅困難者
を受け入れ、地方では避難所まで行けない
高齢者などが身を寄せたのだ。しかし多くの
人がいるにもかかわらず、支援物資が届か
ないという事例も報告されている。理由の多

くは、そこが行政からの避難所指定を受けて
いなかったからだ。このような反省を踏まえ
て今、行政から寺社への働きかけが起こり、
またその逆の動きとして自分の施設を避難所
登録しようと行政との協議を進める寺社も増
えてきている。この動きは今後も増えると考
えられるが、そのためには自施設の状況を正
確に把握しておくことが必要だ（20 頁参照）。

特
　

集地
震
や
水
害
な
ど
、近
年
多
発
す
る
大
規
模
災
害
に
よ
っ
て
、

人
々
の
価
値
観
が
大
き
く
変
容
し
て
い
る
平
成
の
終
わ
り
。

災
害
の
た
び
に
防
災
・
減
災
、そ
し
て
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て

議
論
が
起
こ
る
が
、そ
こ
で
寺
社
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

「
災
害
は
い
つ
、ど
こ
で
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
」と
い
う

認
識
が
広
ま
っ
て
い
る
今
こ
そ
、寺
社
が
社
会
に
果
た
せ
る

役
割
を
考
え
、そ
の
た
め
の
備
え
に
動
き
た
い
。

いざ！という
時のために

どう動き出すべきか

特 集　災害に備え、今、寺社ができること
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日蓮宗善立寺住職、東京都宗教連盟理事の新倉典生師。「寺
社が地域社会との関係を深め、期待される存在なっていくため
には、意識改革が必要だと感じています。それこそが防災へつ
ながり、寺社の未来を創りあげるはず」と言う

あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
教
訓
は
早
く
活
か

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
か
ら
東
京

都
宗
教
連
盟
で
は
、
東
京
都
の
防
災
担
当

と
の
連
絡
を
取
り
始
め
ま
し
た
。

　
協
力
体
制
を
行
政
と
模
索
す
る
に
あ
た

り
、
最
初
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
壁
は
、
宗

教
に
対
す
る
距
離
感
で
し
た
。
例
え
ば
私

は
仏
教
者
で
す
が
、
東
京
都
の
仏
教
会
と

し
て
で
は
、
行
政
は
宗
教
の
ひ
と
つ
と
し

か
捉
え
て
く
れ
な
い
た
め
議
論
に
な
り
ま

せ
ん
。
こ
ち
ら
は
公
的
な
話
の
つ
も
り
で

も
、
行
政
に
は
一
宗
教
に
力
を
貸
す
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
。
そ
こ
で
神
道
も

キ
リ
ス
ト
教
も
新
宗
教
も
協
力
し
合
い
、

宗
教
連
盟
と
し
て
働
き
か
け
、
連
携
の
模

索
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
東
京
都
内
に
は
約
5
８
０
０
の
宗
教
施

設
が
あ
り
ま
す
。
災
害
時
に
こ
れ
ら
の
施

設
を
ど
う
活
用
す
る
か
と
考
え
た
時
、
人

口
が
密
集
し
て
い
る
都
心
部
で
は
ま
ず
、

各
施
設
で
一
時
帰
宅
困
難
者
を
受
け
入
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
話
し
合
い

を
始
め
た
当
初
、
東
京
都
各
地
域
の
防
災

マ
ッ
プ
に
は
ほ
と
ん
ど
一
時
避
難
場
所
と

し
て
宗
教
施
設
が
載
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
事
実
を
知
り
、
行
政
と
宗
教
者

と
の
間
で
事
前
の
協
力
体
制
構
築
が
必
要

で
あ
る
と
の
考
え
を
伝
え
続
け
、
平
成
29

年
に
都
知
事
か
ら「
東
京
の
防
災
に
関
し

て
宗
教
施
設
を
活
用
し
た
い
」と
声
が
か

か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
宗
教
の
持
つ
力
、

宗
教
施
設
が
持
つ
ス
ペ
ー
ス
を
災
害
時
に

有
効
活
用
す
る
こ
と
が
、
都
民
の
被
害
を

減
少
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う

判
断
か
ら
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
災
害
時

の
備
蓄
や
被
災
者
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
と

い
っ
た
面
で
の
期
待
感
も
あ
り
ま
し
た
。

　
行
政
か
ら
の
期
待
は
地
域
社
会
か
ら
の

期
待
の
声
と
同
じ
で
す
。
こ
れ
ま
で
私
た

ち
宗
教
者
は
、
教
義
を
広
め
る
こ
と
を
中

心
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
度
重
な

る
災
害
を
経
た
今
、
広
い
意
味
で
の
社
会

貢
献
に
宗
教
者
の
参
加
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
宗
教
者
と
は
、
人
に
寄
り
そ

う
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
点
に

立
ち
返
り
、
日
常
的
に
地
域
社
会
と
の
つ

な
が
り
を
強
め
、
住
民
の
リ
ク
エ
ス
ト
に

応
え
て
い
く
。
そ
れ
が
防
災
に
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
東
京
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
控
え
て
い
ま

す
し
、
全
国
的
に
は
海
外
か
ら
の
来
訪
者

に
よ
る
観
光
需
要
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
寺
社
は
、
災
害
に
備
え

た
施
設
の
検
証
、
文
化
財
や
祭
り
を
通

じ
て
地
域
と
ど
う
つ
な
が
り
を
持
つ
の
か

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
今

回
の
調
査
で
は
、
災
害
時
だ
け
で
な
く
平

常
時
の
状
況
も
同
時
に
聞
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
は
寺
社
が
自
分
た
ち
の
こ
と
を
広

く
発
信
し
て
い
く
時
代
で
す
。
そ
う
す
る

こ
と
で
多
く
の
方
と
の
結
び
つ
き
が
生
ま

れ
、そ
の
結
び
つ
き
が
防
災
に
も
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
現
代
は
、
た
く
さ
ん
の
方
々
が
寺

社
に
安
心
感
を
求
め
始
め
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
て
い
ま
す
。
地
域
社
会
を
含
め
、

人
と
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
寺
社
の
こ
れ
か

ら
の
ニ
ー
ズ
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

観
光
も
防
災
も
、
人
々
を
分
け
隔
て
な
く

受
け
入
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
寄
り
添
う
と
い
う
役
割
を
ど
の
よ
う

な
場
面
に
生
か
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る

こ
と
が
、
急
務
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
所
で
は
、
被
災
者
の
方
々
の
支
援
活
動

や
避
難
生
活
に
大
き
な
違
い
が
出
て
く
る

こ
と
で
し
た
。
地
域
の
中
心
に
あ
る
宗
教

施
設
で
事
前
に
行
政
と
災
害
時
協
力
の
連

携
が
で
き
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
は
物
資
が

届
き
、
行
政
に
避
難
者
の
情
報
を
届
け
る

こ
と
も
で
き
た
は
ず
。
東
日
本
大
震
災
で

も
、
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
公
共
的
な

存
在
で
あ
る
寺
社
を
、
事
前
の
準
備
不
足

に
よ
っ
て
活
か
せ
な
か
っ
た
事
例
が
多
々

　
平
成
7
年
に
発
生
し
た
阪
神
淡
路
大
震

災
の
折
、
多
く
の
宗
教
者
が
現
地
へ
行
っ

て
被
災
者
の
力
に
な
り
た
い
と
感
じ
て
い

た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
あ
の
頃
は
ま
だ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
宗
教
者
の
大
切
な

役
割
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
低
く
、
被
災

地
に
お
い
て
宗
教
者
や
宗
教
施
設
の
力
を

十
分
支
援
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
震
災
後
、
東
京
都
宗
教
連
盟
で
は「
災

害
時
に
宗
教
者
は
何
を
期
待
さ
れ
、
ど
ん

な
役
割
が
あ
っ
た
の
か
」を
、
阪
神
淡
路

大
震
災
に
遭
遇
さ
れ
た
宗
教
者
の
方
の
講

演
な
ど
を
通
し
て
検
証
し
、
今
後
の
首
都

防
災
に
活
か
す
と
い
う
動
き
が
始
ま
り
ま

し
た
。
あ
の
大
震
災
を
対
岸
の
火
事
の
よ

う
に
捉
え
て
い
て
は
い
け
な
い
、
犠
牲
に

な
ら
れ
た
方
々
に
報
い
る
た
め
に
も
、
宗

教
者
が
ど
う
備
え
る
べ
き
か
考
え
る
必
要

性
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
ま
し

た
。
私
は
東
京
都
仏
教
連
合
会
の
事
務
局

長
と
し
て
被
災
地
の
情
報
を
集
め
、
同
時

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ

く
り
、
現
地
仏
教
会
と
の
連
絡
網
づ
く
り

を
し
ま
し
た
。
被
災
地
か
ら
の
情
報
を
都

内
の
宗
教
者
に
伝
え
、
共
有
す
る
こ
と
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
協
力
が
で
き
ま
し
た
し
、
宗

派
を
超
え
た
多
く
の
僧
侶
が
現
地
へ
向
か

い
、
支
援
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
2
つ
の
大
規
模
災
害
を
経

験
し
て
我
々
が
感
じ
た
の
は
、
行
政
と
宗

教
者
が
協
力
で
き
て
い
る
所
と
そ
う
で
な

地
域
の
人
々
の
た
め
に

大
震
災
時
の
反
省
を
活
か
す

防
災
に
取
り
組
む
こ
と
は

地
域
社
会
と
結
び
つ
く
こ
と

宗
教
者
が
ひ
と
つ
に
な
れ
ば

行
政
と
の
連
携
が
進
む

寄
り
添
う
こ
と
に

今
一
度
立
ち
返
り「
事
前
に
」

何
を
す
べ
き
か
考
え
る
時
。

「東京都内宗教施設における平
常時・災害時の受入体制調査」
では、建物の耐震性、帰宅困
難者の受け入れ可否、備蓄食
料の有無など防災の観点に加
え、平常時の体験プログラム実
施状況、飲食や宿泊設備の有
無など、平常時の人 と々の関わ
りについても項目が設けられた

か
ら
見
え
て
き
た

今
後
の
展
開

首
都
防
災
×
宗
教
施
設 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

東
京
都
宗
教
連
盟 

新
倉
典
生
理
事
が
語
る

平
成
30
年
に
東
京
都
宗
教
連
盟
が
実
施
主
体
と
な
り
、
「
東
京
都
内
宗
教
施
設
に
お
け
る
平
常
時
・
災
害
時
の
受
入
体
制
調
査
」
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
、
さ
ら
な
る
議
論
を
進
め
て
い
く
た
め
に
開
催
さ
れ
た
の
が
「
首
都
防
災
×
宗
教
施
設 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
だ
っ
た
。
そ
の
議
論
か
ら
見
え
て
き
た
、

寺
社
が
今
後
、
社
会
に
向
け
て
成
す
べ
き
こ
と
と
は
何
な
の
か
。
東
京
都
宗
教
連
盟
の
新
倉
典
生
理
事
に
話
を
聞
い
た
。
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平
成
28
年
4
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震

で
は
、
熊
本
県
中
南
部
に
あ
る
宇
城
市
豊

野
町
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
本
震
で

多
く
の
町
民
が
避
難
し
た
あ
と
も
余
震
が

続
き
、
町
の
人
た
ち
は
完
全
に
疲
弊
し
て

い
た
。
そ
の
状
況
を
見
て「
祭
り
を
や
ら

な
け
れ
ば
」と
決
意
し
た
の
が
、
４
０
０

年
あ
ま
り
続
く
真
宗
大
谷
派 

光
照
寺
の

糸
山
公こ

う
し
ょ
う照

副
住
職
だ
。
糸
山
氏
は
東
日

本
大
震
災
に
際
し
て
現
地
へ
赴
き
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
従
事
し
た
経
験
を
持
つ
。
現

ら
宗
派
、
寺
社
関
係
な
く
町
内
の
宗
教
者

が
合
同
で
合
同
慰
霊
祭
を
行
い
ま
し
た
。

町
の
宗
教
者
が
そ
ろ
っ
て
や
る
こ
と
で
、

一
宗
派
の
宗
教
行
事
で
は
な
く
な
り
、
町

営
の
施
設
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
」

　
か
く
し
て
復
興
の
集
い
を
開
催
し
た
の

だ
が
、
ふ
と
糸
山
氏
は
考
え
た
。「
復
興
と

名
が
付
く
と
、
避
難
し
た
人
、
仮
設
住
宅

で
暮
ら
す
人
が
参
加
す
る
行
事
だ
と
思
う

人
も
い
る
。
そ
れ
で
は
町
全
体
の
元
気
に

は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
や
は

り
祭
り
に
す
る
し
か
な
い
」。
こ
う
し
て
震

災
か
ら
二
年
後
は
、
復
興
祭
と
し
て
開
催
。

参
加
者
は
か
な
り
増
え
た
。

　
豊
野
町
で
は
、
地
震
に
際
し
て
行
政
の

人
員
が
不
足
し
、
全
体
の
状
況
が
な
か
な

か
つ
か
め
ず
に
い
た
と
い
う
。
そ
ん
な
と

地
で
見
た
の
は「
祭
り
が
開
催
さ
れ
て
、

参
加
し
た
地
域
の
人
た
ち
が
み
る
み
る
笑

顔
に
な
っ
て
い
く
」姿
だ
っ
た
。

 

「
そ
の
時
感
じ
た
の
は
、
震
災
が
起
こ
る

前
に
地
域
の
人
の
つ
な
が
り
を
し
っ
か
り

作
れ
て
い
れ
ば
、
も
し
か
し
た
ら
被
害
を

減
ら
せ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

そ
の
思
い
を
ま
だ
行
動
に
で
き
て
い
な
い

時
に
、
熊
本
地
震
が
起
こ
り
、
私
も
被
災

者
と
な
り
ま
し
た
。
当
事
者
と
な
り
気
付

い
た
の
は
、
次
に
来
る
か
も
知
れ
な
い
災

害
に
向
け
て
人
の
つ
な
が
り
を
作
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
」

　
地
震
発
生
以
降
、
熊
本
県
内
各
地
で
は

祭
り
が
中
止
に
な
り
、

ま
た
祭
り
開
催
へ
の

自
粛
ム
ー
ド
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
人
々

が
不
安
な
暮
ら
し

を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
今
だ
か
ら
こ
そ

祭
り
を
開
催
し
な

け
れ
ば
と
糸
山
氏

は
感
じ
、「
復
興
夏
祭

り
」を
企
画
。
す
る

と
２
０
０
人
近
い
人

が
集
ま
り
、
笑
っ
て

元
気
に
な
っ
た
。

き
だ
か
ら
こ
そ
役
に
立
つ
の
が
、
地
域
の

宗
教
者
だ
と
糸
山
氏
は
言
う
。「
寺
の
人
、

神
社
の
人
、
と
い
う
よ
う
に
田
舎
で
は

す
っ
か
り
顔
を
覚
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
避
難
所
に
も
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
い
っ

て
町
の
人
の
安
否
確
認
が
で
き
る
ん
で

す
。
そ
れ
に
、
避
難
を
嫌
が
る
高
齢
者
で

も“
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
来
た
よ
、
避
難
す
る

よ
”と
言
え
ば
、な
ん
と
か
動
い
て
く
れ
る
。

こ
れ
が
行
政
関
係
者
だ
っ
た
ら
、
動
い
て

く
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
宗
教

者
は
心
に
寄
り
添
う
の
が
役
割
で
す
し
、

人
の
生
死
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
皆
さ
ん
が
私
た
ち
の
言
葉
に
耳
を
傾

け
て
く
れ
る
。
祭
り
も
こ
れ
と
同
じ
で
、

地
域
の
宗
教
者
が
声
を
か
け
れ
ば
、
町
が

ひ
と
つ
に
ま
と
ま
れ
る
の
で
す
」。
地
域
の

人
に
寄
り
そ
う
宗
教
者
だ
か
ら
こ
そ
、
バ

ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
地
域
の
人
た
ち
を
ま
と

め
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。
避

難
所
に
も
な
り
、
心
の
ケ
ア
も
担
当
、
そ

し
て
元
気
に
も
し
て
い
く
。
災
害
時
に
お

け
る
寺
社
の
役
割
と
は「
地
域
の
人
を
行

動
で
も
心
で
も
つ
な
い
で
あ
げ
る
こ
と
、

そ
の
た
め
の
橋
渡
し
役
」だ
と
糸
山
氏
。

　
平
成
31
年
4
月
で
熊
本
地
震
か
ら
丸
3

年
。
も
ち
ろ
ん
糸
山
氏
た
ち
は
祭
り
を
企

画
し
て
い
る
が
、
今
回
は
形
が
少
し
違
う
。

 「
震
災
か
ら
3
年
経
ち
ま
す
。
町
は
ま
だ
元

の
姿
に
戻
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
全
国
で
災
害

が
発
生
し
て
い
る
状
況
の
中
、
復
興
だ
け

を
叫
ん
で
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
防

災
・
減
災
に
シ
フ
ト
し
、
町
の
人
に
備
え
る

こ
と
を
覚
え
て
い
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
」

　
今
年
の
4
月
13
日
に
開
催
さ
れ
る
の
は

「
防
災（
忘
災
）・
減
災（
言
災
）フ
ェ
ス
タ
」。

こ
れ
ま
で
同
様
、
町
内
の
寺
社
が
ひ
と
つ

に
な
っ
て
復
興
祈
願
と
追
悼
法
要
を
行
う

が
、
防
災
カ
フ
ェ
や
炊
き
出
し
と
い
っ
た

屋
台
、
復
興
ラ
イ
ブ
、
そ
れ
に
消
防
署
員

に
よ
る
防
災
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
企

画
し
て
い
る
。
共
催
に
は
町
内
の
Ｐ
Ｔ
A

や
婦
人
会
な
ど
、
後
援
に
は
宇
城
市
や
市

の
教
育
委
員
会
・
社
会
福
祉
協
議
会
が
つ

く
。
ま
さ
に
町
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
の
開

催
。
そ
の
ま
と
め
役
を
寺
社
が
担
っ
て
い

る
事
実
は
、
宗
教
者
が
ま
ち
づ
く
り
の
一

端
を
担
え
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
秋
に
は
豊
野
町

が
主
体
と
な
っ
て
秋
祭
り
が
開
催
さ
れ
る

こ
と
に
。
震
災
か
ら
一
年
を
迎
え
る
翌
4

月
に
は
、
復
興
の
集
い
も
開
催
さ
れ
た
。

 「
祭
り
を
開
催
す
れ
ば
、バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
い
た
地
域
の
人
た
ち
が
集
ま
れ
ま
す
。

そ
の
場
で
安
否
確
認
も
で
き
る
し
、
何
よ

り
み
ん
な
元
気
に
な
る
」と
糸
山
氏
。
し

か
し
復
興
の
集
い
は
、
自
身
主
催
の
も
の

と
は
別
に
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。

 

「
復
興
の
集
い
で
、
慰
霊
祭
を
や
ろ
う
と

考
え
ま
し
た
。
し
か
し
私
の
寺
が
主
催
す

る
と
、
宗
派
の
違
う
方
な
ど
に
参
加
し
て

も
ら
え
ま
せ
ん
。
豊
野
の
よ
う
な
田
舎
町

で
は
、
町
内
の
寺
社
が
集
ま
る
催
し
は
町

の
行
事
と
同
じ
意
味
を
持
ち
ま
す
。
だ
か

東
日
本
大
震
災
時
に
学
ん
だ

 「
祭
り
は
人
を
元
気
に
す
る
」

町
の
み
ん
な
が
参
加
で
き
る

祭
り
だ
か
ら
こ
そ
意
義
が
あ
る

地
域
の
人
を
つ
な
ぐ
こ
と
が

宗
教
者
と
し
て
の
役
割

人
の
集
ま
り
が
で
き
た
ら

祭
り
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

宗
教
施
設
が
ひ
と
つ
に
な
り

祭
り
で
地
域
の
人
を
つ
な
ぐ

〒 861-4301
熊本県宇城市豊野町糸石 2249
TEL：0964-45-2194 
http://rs.officerete.com/koshoji

真宗大谷派
光照寺

糸山氏は祭りを開催する前から
震災後の避難所巡りをしている。
現在でも毎週欠かさず訪問し、
高齢者の話に耳を傾ける

豊野町公民館で開催された復興の集いでは、
最初に町内全寺社出席のもと、合同復興祈願と
追悼法要が行われた。

光照寺では震災前からそうめん流しなどを開催してきており、祭りを開
催することへの抵抗はなかった。寺を会場にした「復興夏祭り」では、
サプライズでくまモンも登場。集まった人たちの喜びもひとしおだった

光照寺では本尊が破損、
本堂もいまだ再建できてい
ない。本尊は現状での展
示を計画、寺院横の丘に

「祈りの杜」を創り、そこに
安置することも計画している

1寺社が地域づくりの
一端を担う

地域の拠り所となっている地方の寺社は、人々を元気にするだけでなく地域づくりも担える。
熊本地震での事例から、その可能性を考える。

真宗大谷派 光照寺 〈熊本県宇城市〉
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寺
社
を
取
り
巻
く
現
状
の
中
で
、
と
り

わ
け
宿
坊
事
業
が
活
発
化
し
て
い
る
。
住

宅
宿
泊
事
業
法（
民
泊
新
法
）の
施
行
も
追

い
風
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
徳
島
県

阿
南
市
新あ

ら
た
の
ち
ょ
う

野
町
に
平
成
29
年
、
そ
れ
ら
と

は
趣
を
異
に
す
る
宿
が
誕
生
し
た
。

　
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
第
22
番
札
所

平
等
寺
に
誕
生
し
た「
坊
主
の
宿
」は
、
全

国
初
の
シ
ー
ム
レ
ス（
つ
な
ぎ
目
の
な
い
）

民
泊
の
宿
だ
。
シ
ー
ム
レ
ス
民
泊
と
は
徳

く
こ
と
で
、災
害
時
に
は
行
政
と
の
ス
ム
ー

ズ
な
連
携
が
可
能
に
な
り
、
物
資
も
届
く

の
で
す
」と
谷
口
真し

ん
り
ょ
う梁

副
住
職
。

　
ち
な
み
に
平
等
寺
の
宿
泊
定
員
は
8

名
。
避
難
所
と
考
え
る
と
少
な
い
気
が
す

る
が
、
そ
こ
は
シ
ー
ム
レ
ス
民
泊
事
業
の

展
開
を
考
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
取
材
に

同
席
し
て
く
れ
た
新
野
シ
ー
ム
レ
ス
民
泊

推
進
協
議
会
西
川
達
也
会
長
に
よ
る
と
、

「
シ
ー
ム
レ
ス
民
泊
と
し
て
平
等
寺
を
は

じ
め
現
在
3
軒
が
ス
タ
ー
ト
し
、
4
軒
目

も
ほ
ど
な
く
運
営
を
始
め
ま
す
。
こ
の
事

業
に
認
定
さ
れ
た
避
難
所
が
町
に
点
在

す
る
こ
と
で
、
有
事
の
際
に
は
要
介
護
者

の
受
け
入
れ
を
振
り
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
防
災
の
観
点
か
ら
と
て
も
重

要
な
こ
と
で
す
」と
の
こ
と
。
ま
た
、
第

1
号
が
寺
院
で
あ
る
こ
と
も
、
町
に
と
っ

て
は
大
き
な
こ
と
だ
と
言
う
。

 

「
防
災
へ
向
け
た
取
り
組
み
を
お
寺
が
始

め
た
と
聞
く
と
、
町
の
人
の
防
災
意
識
は

間
違
い
な
く
高
ま
り
ま
す
。
新
野
町
の
よ

う
な
地
方
の
町
で
は
、
お
寺
に
対
す
る
信

頼
感
が
強
い
。
し
か
も
八
十
八
ヶ
所
霊
場

の
ひ
と
つ
で
す
か
ら
、
そ
こ
が
防
災
へ
取

り
組
み
を
始
め
た
と
な
る
と
、
こ
の
活
動

は
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
町
の
人

に
理
解
し
て
も
ら
え
ま
す
」と
谷
口
副
住

職
。
防
災
は
地
域
全
体
で
取
り
組
む
べ
き

こ
と
、
そ
の
た
め
に
寺
院
が
先
導
的
役
割

と
し
て
取
り
組
み
を
始
め
た
、
と
い
う
の

が
シ
ー
ム
レ
ス
民
泊
の
根
底
に
あ
っ
た
。

災
害
に
備
え
な
け
れ
ば
と
い
う
意
識
は

あ
っ
て
も
、
ど
こ
ま
で
や
れ
ば
い
い
の
か
、

町
の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
も
の
。
そ
こ
で

寺
院
が
参
加
し
た
と
な
れ
ば「
お
寺
さ
ん

が
こ
こ
ま
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、

私
た
ち
も
協
力
し
て
い
こ
う
」と
い
う
機

運
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ち
な
み
に
新
野
シ
ー
ム
レ
ス
民
泊
推
進

協
議
会
に
は
宿
泊
と
防
災
と
い
う
２
部
会

が
あ
り
、
年
に
一
度
防
災
訓
練
も
実
施
し

て
い
る
。
地
元
特
産
の
竹
を
使
っ
た
テ
ン

ト
や
担
架
づ
く
り
な
ど
を
、
自
衛
隊
や
徳

島
県
危
機
管
理
部
も
交
え
、
地
域
の
人
た

ち
と
一
緒
に
行
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
町
の
防
災
意
識
が
高
ま

る
こ
と
で
、
個
人
レ
ベ
ル
で
も「
う
ち
は
災

害
時
に
要
介
護
者
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
」

と
い
う
住
民
が
出
て
く
る
環
境
を
醸
成
し

て
い
き
た
い
。
平
等
寺
を
は
じ
め
、
シ
ー

ム
レ
ス
民
泊
に
携
わ
る
人
の
心
に
は
、
そ

の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
町

ぐ
る
み
で
宿
泊
施
設
兼
災
害
対
応
避
難
所

運
営
と
い
う
動
き
が
生
ま
れ
れ
ば
、
災
害

に
強
い
町
、
災
害
時
に
地
域
の
結
び
つ
き

が
強
い
町
、
と
い
う
新
た
な
価
値
を
生
み

出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
先
へ
も
進
め
る
と
西
川

氏
、
谷
口
副
住
職
も
口
を
そ
ろ
え
る
。

 

「
新
野
町
に
は
平
等
寺
と
い
う
札
所
が
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
宿
泊
施
設
が
不
足
し

て
い
ま
す
。
今
回
平
等
寺
が
宿
坊
を
復
活

さ
せ
た
こ
と
は
、
お
遍
路
を
さ
れ
る
方
々

に
大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。
シ
ー
ム
レ
ス
民

泊
を
き
っ
か
け
に
町
内
に
宿
泊
施
設
が
増

え
れ
ば
、
そ
れ
が
交
流
人
口
の
増
加
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
次

の
目
標
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
」

　
有
事
を
想
定
し
て
平
常
時
か
ら
宿
泊
に

な
れ
て
お
く
。
そ
の
動
き
を
地
域
活
性
化

に
つ
な
げ
た
い
。
防
災
も
観
光
も
、
地
域

を
元
気
に
す
る
取
り
組
み
だ
。
そ
の
先
頭

を
寺
院
が
走
る
意
義
は
大
き
い
。

島
県
規
制
改
革
会
議
で
提
唱
さ
れ
た
徳

島
県
独
自
の
民
泊
制
度
の
こ
と
で
、
普
段

は
遍
路
宿
と
し
て
民
泊
事
業
を
運
営
し
、

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
一
般
避
難
所
に

入
れ
な
い
要
介
護
者
を
受
け
入
れ
る
避
難

所
に
な
る
。
民
泊
新
法
で
の
民
泊
は
年
間

営
業
日
が
1
8
0
日
に
制
限
さ
れ
る
が
、

シ
ー
ム
レ
ス
民
泊
は
徳
島
県
の
規
制
緩
和

に
よ
り
旅
館
業
法
で
の
簡
易
宿
所
と
な
る

た
め
、
営
業
日
数
に
制
限
が
な
い
の
も
特

徴
だ
。
要
介
護
者
と
は
高
齢
者
や
妊
婦
の

こ
と
、
そ
こ
に
外
国
人
も
対
象
と
し
て
想

定
し
て
い
る
。
平
等
寺
は
40
年
ほ
ど
前
ま

で
、
お
遍
路
を
受
け
入
れ
る
大
規
模
な
宿

坊
を
運
営
し
て
い
た
。
し
か
し
施
設
の
建

て
替
え
な
ど
諸
事
情
の
た
め
休
止
、
近
年

の
遍
路
入
口
増
加
を
受
け
て
小
規
模
な
が

ら
も
復
活
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
シ
ー

ム
レ
ス
民
泊
の
こ
と
を
知
り
、
登
録
に
よ

る
再
開
を
決
意
し
た
。

 

「
普
段
か
ら
遍
路
宿
と
し
て
運
営
に
慣
れ

て
お
け
ば
、
有
事
の
際
に
慌
て
ず
に
済
み

ま
す
。ま
た
避
難
所
と
し
て
登
録
し
て
お

有
事
の
際
を
前
提
に
し
た

目
的
特
化
の
宿
坊
が
誕
生

お
寺
が
行
動
す
る
こ
と
で

地
域
へ
の
好
影
響
を
期
待

町
ぐ
る
み
の
取
り
組
み
に

発
展
さ
せ
、
次
の
目
標
へ

お
寺
が
災
害
対
応
の

宿
坊
を
始
め
れ
ば

地
域
の
防
災
意
識
も
高
ま
る〒 779-1510

徳島県阿南市新野町秋山 177
TEL：0884-36-3522
https://www.byodoji.jp

高野山真言宗
準別格本山 白水山平等寺

毎日全国各地からお遍路が訪れる。四国八十八ヶ所と霊場は世界遺
産登録を目標にしているため、登録されれば外国人の参拝者が急増す
ることも予想される。宿泊場所の整備は町としても重要課題

新野町は阿南市の内陸部にあり、
南海トラフ発生時には避難所機能が
行政からも期待されている

写真左より「新野シーム
レス民泊推進協議会」
会長として、自身もシー
ムレス民泊の宿をオープ
ンさせる西川達也さん、
平等寺の谷口真梁副住
職、協議会で防災を担
当する防災士の青木正
繁さん。民泊には庫裏
の和室を活用する

行政と連携し、
将来の避難場所に

平常時は宿坊として、災害時は避難所として。有事に備えて運用に慣れておく、新しい宿坊の形

特 集　災害に備え、今、寺社ができること

2

高野山真言派 白水山 医王院平等寺 〈徳島県阿南市〉
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寺社と地域を俯瞰しておく
寺社は社会にとって公的空間に準じる場所。となると災害時には、

多くの人が避難してくることも想定される。その時になって慌てないためにも、
日頃から自分たちの寺社の状況を正確に把握しておきたい。
併せて、地域にある設備や機能を知っておくことも大切だ。

　
こ
れ
だ
け
災
害
が
頻
発
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
の
人
、
企
業
、
団
体
に
よ
る
社
会

的
貢
献
が
問
わ
れ
て
い
る
時
代
で
、
寺
社

は
苦
難
に
寄
り
添
う
立
場
と
し
て
ど
う
す

る
の
か
、
寺
社
の
ス
ペ
ー
ス
を
災
害
時
に

活
用
で
き
な
い
の
か
、と
い
う
声
が
挙
が
っ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
寺
社
は
そ
の
声
に

応
答
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
供
養
、
慰

霊
に
加
え
て
場
所
と
し
て
の
貢
献
も
求
め

ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
後
、
全
国
で
地
区
・
地

域
防
災
計
画
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
中
で
分
か
っ
て
き
た
の
は
、

明
ら
か
に
避
難
所
や
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な

い
、
こ
の
ま
ま
で
は
地
域
の
人
だ
け
で
な

く
観
光
や
出
張
で
訪
れ
て
い
る
人
な
ど
を

助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
そ
こ
で
受
け
入
れ
場
所
を
行
政
は

各
所
へ
打
診
す
る
の
で
す
が
、
企
業
の
オ

フ
ィ
ス
や
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
に
は

断
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
過
程
で
、
寺
社

に
協
力
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
期
待

が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
実
は
昭
和
40
年

代
以
前
、
寺
社
の
多
く
は
地
域
の
指
定
避

難
所
で
し
た
が
、
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、
地
域
の

つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
活
動
が
活
発
化
し

て
い
る
社
会
で
、
寺
社
に
対
し
て
今
一
度

開
か
れ
た
場
所
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

の
が
時
代
の
要
請
で
す
。

　
東
京
都
宗
教
連
盟
が
行
っ
た
調
査
で

は
、
回
答
し
た
寺
社
の
う
ち
49
％
が
災
害

時
に
協
力
す
る
意
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に

行
政
と
の
協
定
を
結
ん
で
い
る
、
災
害
時

の
避
難
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
の

は
わ
ず
か
４
％
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
東
京
都
で
は

寺
社
に
働
き
か
け
て
い
か
な
い
と
、
も
う

避
難
で
き
る
場
所
を
確
保
で
き
ま
せ
ん
。

今
回
の
調
査
で
は
、
十
分
な
耐
震
が
あ
る

建
物
を
持
つ
寺
社
が
全
体
の
１
／
３
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
事
実
を
知
っ
た
東
京
都

は
、
さ
っ
そ
く
連
携
に
向
け
て
の
計
画
を

立
て
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
大
災
害
時
は
、
避
難
所
指
定
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
人
は
近
く
に

あ
る
安
全
な（
と
思
え
る
）場
所
に
逃
げ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
時
、
避
難
所
指
定
を
受

け
て
い
な
い
、
耐
震
設
備
が
整
っ
て
い
な

い
か
ら
と
寺
社
が
門
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ

て
は
、
そ
の
後
地
域
で
生
き
て
い
く
こ
と

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
住
職
一
人
の
お
寺
が
無
理
し

て
避
難
所
運
営
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
逃
げ
て
き
た
人
に
や
っ
て
も
ら
え
ば

い
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
日
頃
か
ら

地
域
と
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
に

な
り
ま
す
。
災
害
時
で
も
立
ち
入
っ
て
は

困
る
場
所
を
知
ら
せ
る
、
炊
き
出
し
が
で

き
る
空
き
地
を
確
認
す
る
な
ど
、
多
く
の

こ
と
を
話
し
合
っ
て
お
く
の
で
す
。
そ
れ

だ
け
で
災
害
時
の
対
応
が
大
き
く
違
っ
て

き
ま
す
。
何
が
で
き
て
何
が
で
き
な
い
の

か
を
事
前
に
決
め
て
お
け
ば
、
協
力
体
制

が
組
め
る
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
何
を
話
し
合
っ
た
ら
い
い

の
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
寺
社
は
多
い
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
宗
派
や
教
区
な

ど
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
な
ど
の
活

動
が
今
後
広
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
り
も
進
ん
で
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
そ
の
よ
う
な
場
や
制
作

物
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
上
で
、
地
域
の
人
と
知
識
を
共
有

で
き
る
機
会
を
設
け
る
の
も
い
い
で
し
ょ

う
。
す
る
と
防
災
へ
の
取
り
組
み
が
地
域

活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
防

災
は
少
し
進
め
れ
ば
ど
ん
ど
ん
人
の
輪
が

広
が
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

寺
社
の
こ
れ
か
ら
に

災
害
対
応
は
不
可
欠

災害に備えるチェックシート

大阪大学吹田キャ
ンパスの設置され
た独立電源通信
網「みまもりロボく
んⅢ」。（一社）全
国自治会活動支
援ネットの発案で、
ＮＴＮ社が筐体を
提供し、稲場教授
の研究グループが
共同で開発を進
めている

宗教者災害支援連絡会の世話
人も務める稲場教授。宗教の
社会貢献、利他主義、防災と
宗教などを研究。宗教社会学
博士、防災士。「未来共生災害
救援マップ」の運営もしている

寺
社
の
可
能
性
を

社
会
が
求
め
て
い
ま
す

特 集　災害に備え、今、寺社ができること

3
大
阪
大
学
大
学
院
教
授
・

東
京
都
宗
教
連
盟
防
災
顧
問

稲
場
圭け

い
し
ん信
氏
に
聞
く

※1 飲料水は1人1日2ℓを目安としてください

近隣住民や通りがかりの人が避難してきた際、受け入れは可能か？

□ある
□ない ➡ 近隣の避難所へ誘導しよう

□ある ➡ 3へ
□ない ➡ 同上

　（　　　　　　 　m²） ※2〜3m²に1名計算で受入可能な人数を把握しておこう
　➡（　　　　　　　   　人程度受け入れ可能） 

□ある（電動／手動）
□ない ➡ 一定程度の備蓄を推奨

□ある（のべ　　　　　 人分）
□ない ➡ 近隣の避難所と連携し、確保の方法をあらかじめ自治体と相談しておこう

□いる
□いない ➡ 自治体の観光課から、指さし会話シートをもらっておこう

□非常用電源がある
□非常用電源はない 扌 電池式・手回し式の懐中電灯を多めに準備しておこう

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

耐震の建物はあるか？

屋内に、避難者を
受け入れられる場所はあるか？

避難者を受け入れられる
スペースは何m²くらい？

生活用水に利用できる
井戸はあるか？

避難してきた人に配布できる
飲料水（※1）はあるか？

外国人が避難してきた。
言語対応できる職員はいるか？

夜間に停電した場所の
明かりは確保できるか？

チェック 1

※2 浸水しそうな低い場所、古い建物が倒壊するおそれがある場所、土砂崩れや倒木などで通行不能になる可能性がある場所など

□ある ➡ 職員を派遣することによる地域サポートの方法を検討しよう
□ない ➡ 実効性のある避難場所を自治体と調整しておこう

□とれる
□わからない ➡ 連絡手段を決めておこう

□決めている
□決めていない ➡ 話し合いで役割を決めておこう

□ある ➡スペースの活用方法を自治体と調整しよう（備蓄基地、ボランティアデスクなど）
□ない➡近隣の避難所へ誘導しよう

□ある
□ない ➡ 非常時に繋がる緊急連絡先を準備し、関係者間で共有をしておこう

□職員全員が知っている
□知らない・職員全員は知らない ➡ 周辺地域や避難所までのルートを確認し、
　　　　　　　　　　　　　　　  危険な箇所をマップに落とし込んでおこう

徒歩10分以内に指定避難場所や
避難所があるか？

自分の寺社の職員と緊急時に
すぐ連絡がとれるか？

檀信徒、氏子、自治会などと
災害時の協力体制を決めているか？

駐車場や広場などが
施設内にあるか？

自治会や市の防災課など、
関係機関の連絡網があるか？

自分の寺社付近の危険箇所（※2）を
知っているか？

自分たちでは避難者の受け入れが難しい。地域とどのように連携できるか？チェック 2

監修／河野まゆ子（株式会社JTB総合研究所 主席研究員）

平常時のうちに！
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丸
太
の
仕
入
れ
か
ら

納
品
ま
で
に
10
年
以
上

日
本
で
唯
一
の

寺
専
用
木
魚
を
守
る

2
No. 

日
本
酒
も
神
社
も

大
切
な
日
本
の
文
化
。

「
お
い
し
い
御
神
酒
」で

新
た
な
層
を
開
拓
中

1
No. 

　

国
産
材
を
使
う
木
魚
づ
く
り
は
現
在
、

愛
知
県
だ
け
に
残
る
職
人
技
。
中
で
も

愛
西
市
に
あ
る
市
川
木
魚
製
造
所
は
、

「
玉ぎ

ょ
く
さ
い斎

」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
名
で
日
本
で
唯

一
、
寺
に
納
め
る
木
魚
の
み
を
製
造
す
る
。

 「
我
々
が
作
る
木
魚
は
お
寺
専
用
な
の
で
、

小
さ
い
も
の
で
直
径
30
㎝
、
大
き
な
も
の

な
ら
直
径
90
㎝
以
上
に
な
り
ま
す
。
楠
を

丸
太
の
状
態
で
2
〜
3
年
寝
か
せ
、
そ
の

後
、
木
魚
の
サ
イ
ズ
に
断
裁
。
中
を
く
り

抜
い
た
状
態
に
し
て
か
ら
3
〜
5
年
、
大

き
い
も
の
な
ら
7
〜
10
年
乾
燥
さ
せ
、
そ

こ
に
彫
刻
を
施
し
て
い
き
ま
す
」

　

三
代
目
・
市
川
幸
造
氏
は
、
こ
の
世
界

に
入
り
34
年
が
経
つ
。
最
近
で
は
木
魚
も

日本で唯一の「寺専門」木魚を守る、三代目・市川幸造さん

【 姫嶋神社 】
〒555-0033 大阪府大阪市淀川区姫島 4-14-2　TEL：06-6471-5230　http://himejimajinja.wixsite.com/himejimajinja

【 有限会社 市川木魚製造所 】
〒 496-0912 愛知県愛西市（詳細住所、電話番号非公開）

月替わりで御神酒を出す、姫嶋神社の鈴木伯
の り と し

季さん
拝殿脇の菰樽には、日本酒ファンが唸る銘柄も。実は鈴木さん、
唎酒師の資格を取得するまではほぼ日本酒を飲んだことがなかった

御神酒は参集殿にて希望者に
提供。取り組みを始めて以来、
参拝者はかなり増えた

鈴木さんはほかにも新たな取り組みをしていて、帆立貝
の貝殻の再利用に繋がれば、と帆立絵馬も始めた

平面的な名古屋彫りしかなかったこの
地に、東京で修行してきた先々代が立
体彫りを持ち込み、技術を広めたという。
戦後、東京や京都の職人は後継ぎがい
なくなり、愛知だけに職人が残った

乾燥室には、中をくり抜いた
木魚の土台が大小さまざま
な大きさで並ぶ。「10 年先の
需要を予測して、準備をしな
ければならない」（市川氏）

現在、専用道具を
作ってくれる職人
もいなくなりつつあ
る。細い切り込み
を入れるこの巨大
ノコギリも、数年前
に最後の職人が亡
くなり、貴重だ

輸
入
品
が
増
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
が
、
重

厚
で
腹
の
底
に
響
く
国
産
の“
音
”は
、「
機

械
で
は
真
似
で
き
な
い
」と
話
す
。

 

「
仕
上
げ
に
、
切
り
込
み
の
部
分
を
削
り

な
が
ら
音
を
調
整
す
る『
音
付
け
』を
し
ま

す
。
音
の
善
し
悪
し
は
削
り
方
次
第
、
長

年
の
経
験
が
も
の
を
い
う
」

　

音
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、「
玉
斎
の
木
魚
は

音
が
違
う
」と
わ
ざ
わ
ざ
工
房
ま
で
作
り

方
を
見
学
に
来
る
住
職
も
い
る
ほ
ど
。
同

時
に
、
最
近
で
は
体
験
学
習
と
し
て
地
元

の
中
学
生
ら
の
受
け
入
れ
も
行
い
、
技
術

を
知
っ
て
も
ら
う
努
力
も
始
め
た
。

 

「
う
ち
を
含
め
、
木
魚
店
は
こ
の
辺
り
に

も
う
5
、
6
店
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

で
も
、
愛
西
市
に
は
日
本
で
唯
一
と
な
っ

た
技
術
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
子

供
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

輸
入
品
に
こ
の
音
は
出
せ
な
い
。

丁
寧
な
手
作
業
が
違
い
を
作
る

だ
か
ら
自
分
も
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
た
い
と
の
思
い
が
原
動
力
で
す
」

　

現
在
は
年
に
数
回
、
酒
造
り
の
詳
細
が

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
蔵
元
を
選
ん
で

訪
問
。
自
分
の
舌
で
お
い
し
い
と
思
え
た

日
本
酒
を
選
び
、
御
神
酒
と
し
て
出
す
際

に
は
味
わ
い
と
蔵
元
の
紹
介
文
を
作
成
し

て
添
え
て
い
る
。
始
め
て
か
ら
3
年
あ
ま

り
、
評
判
は
じ
わ
じ
わ
と
広
が
り
、
今
で

は
自
分
好
み
の
日
本
酒
を
探
し
て
い
る
人

が
相
談
に
訪
れ
る
こ
と
も
。

 

「
日
本
酒
も
神
社
と
同
じ
大
切
な
日
本
の

文
化
。
お
酒
の
話
を
き
っ
か
け
に
、
神
社

と
い
う
日
本
の
文
化
も
伝
え
た
い
」

　

蔵
元
を
訪
ね
た
際
、
そ
こ
に
お
い
し
い

梅
酒
が
あ
れ
ば
買
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

「
も
う
少
し
集
め
て
、
い
つ
か
梅
酒
の
イ
ベ

ン
ト
も
開
催
し
た
い
で
す
ね
」。

　

日
本
酒
は
、
日
本
の
文
化
を
語
る
う
え

で
欠
か
せ
な
い
。
そ
し
て
神
社
で
は
御
神

酒
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
も
の
。
し
か
し

参
拝
者
の
中
に
は「
神
社
で
い
た
だ
く
御

神
酒
は
ど
こ
も
お
い
し
く
な
い
」と
思
う

人
も
い
る
よ
う
だ
。
鈴
木
伯
季
禰
宜
は
、

か
つ
て
奉
職
し
て
い
た
神
社
で
、
参
拝
者

の
声
を
聞
い
た
。
そ
の
後
実
家
の
姫
嶋
神

社
で
奉
職
す
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
の
蔵

元
を
巡
っ
て
気
に
入
っ
た
地
酒
を
月
替
わ

り
で「
今
月
の
御
神
酒
」と
出
し
て
い
る
。

 

「
神
社
に
戻
っ
た
ら
や
ろ
う
と
決
め
、
そ

の
前
に
唎き

き
ざ
け
し

酒
師
の
資
格
を
取
得
し
、
酒
販

店
で
も
働
き
ま
し
た
。
当
社
の
御
祭
神
は

新
た
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
神
様
。

参
拝
者
の
声
で
一
念
発
起

お
い
し
い
お
酒
を
出
す
神
社

市川木魚製造所の作
る木魚は、「玉斎」ブラ
ンドで知られ、立体的
な彫りものが特徴だ。
長野の善光寺や福井
の永平寺、京都の南
禅寺などにも、巨大な
木魚が収められている

御神酒の提供時
に添える紹介文に
は、酒蔵がある町
の紹介や酒造り、
そして味わいなど
を書いている

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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新
年
に
な
る
と
各
所
で
新
た
な
干
支
が

飾
ら
れ
る
。
し
か
し
岡
山
市
北
東
部
に
あ

る
御
﨑
宮
の
干
支
は
、
か
な
り
異
質
。
参

道
脇
に
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
高
さ
1
m
以

上
、
幅
１
．５
m
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
巨
大

な
張
り
子
の
干
支
。
こ
れ
が
根ね

い
し
ま
さ
あ
き

石
征
明
宮

司
の
手
づ
く
り
だ
と
い
う
か
ら
、
さ
ら
に

驚
く
。
か
つ
て
は
子
供
の
提
灯
行
列
な
ど

で
も
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
た
御
﨑
宮
だ
が
、

根
石
宮
司
が
奉
職
し
始
め
た
頃
に
は
す

で
に
、
地
域
の
人
も
あ
ま
り
足
を
向
け
な

い
場
所
に
な
っ
て
い
た
。「
神
社
は
人
が
集

ま
っ
て
こ
そ
の
場
所
。
賑
わ
い
を
取
り
戻

し
た
い
！
」

そ
う
考
え
、

自
ら
の
厄
年

を
機
に
干
支

づ
く
り
に
着

手
。初
年
度

は
リ
ア
ル
さ

を
追
求
し
た
。
地
元
の
テ
レ
ビ
局

な
ど
へ
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
干
支
の
告

知
を
し
た
と
こ
ろ
、
ニ
ュ
ー
ス
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
見
に
来
て
く
れ

る
人
は
増
え
た
。
し
か
し
子
供
た

ち
に
は
怖
が
ら
れ
て
し
ま
っ
た
…
。

思
案
の
末
、
二
年
目
は
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
出
来
映
え
を
求
め
る
方
法
に

転
換
。
す
る
と
じ
わ
じ
わ
と
話
題
に
な
り
、

参
拝
者
が
増
え
た
だ
け
で
な
く
、
参
拝

者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
拡
散
し
て
く
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
県
外
か
ら
も
人
が
来
る
よ
う

に
。
何
よ
り
、
張
り
子
の
前
で
多
く
の
家

族
が
記
念
撮
影
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

時
に
は
制
作
を
手
伝
い
た
い
と
連
絡
し
て

く
る
人
も
い
る
と
い
う
。

　
年
末
が
近
づ
く
と
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
、

年
の
瀬
の
一
週
間
で
一
気
に
作
り
上
げ
る

巨
大
張
り
子
の
干
支
。
展
示
も
二
巡
目
に

突
入
し
、
そ
ろ
そ
ろ
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト

を
と
考
え
て
い
る
と
い
う
。
子
供
た
ち
が

干
支
を
見
て
笑
顔
に
な
っ
て
い
る
姿
が
、

次
回
作
へ
の
何
よ
り
の
励
み
だ
。

宮
司
の
秘
策
・
干
支
づ
く
り
が

功
を
奏
し
て
参
拝
者
増
へ

く
見
る
と
、
そ
の
う
ち
の
２
つ
に
石
仏
が

彫
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
研
究
者
の

見
立
て
に
よ
る
と
五
輪
塔
の
地
輪（
一
番

下
）の
よ
う
だ
が
、詳
細
は
定
か
で
は
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
い
つ
、
な
ぜ
石
垣
と
し

て
採
用
さ
れ
た
の
か
も
不
明
。
い

つ
の
頃
か
ら
か
、
す
ぐ
近
く
に
走

る
山
根
街
道
を
行
き
交
う
人
々
に

信
奉
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。

　
石
仏
は
誰
で
も
極
楽
浄
土
に
行

け
る
よ
う
に
導
い
て
く
れ
る
阿
弥

陀
如
来
と
、
心
身
の
病
に
御
利
益

が
あ
る
と
さ
れ
る
薬
師
如
来
の
二

体
。
現
在
も
、
歴
史
巡
り
で
交
野

市
を
訪
れ
る
人
の
多
く
が
前
を
通

る
際
に
手
を
合
わ
せ
る
。

　
光
通
寺
に
は
ほ
か
に
も
、
鎌
倉
か
ら
江

戸
時
代
に
か
け
て
の
仏
像
や
掛
け
軸
、
朝

廷
と
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
な
ど
が
残

り
、
長
い
歴
史
の
中
で
い
か
に
大
切
に
さ

れ
て
き
た
か
が
分
か
る
。
そ
の
価
値
は
郷

土
史
家
や
交
野
市
の
教
育
委
員
会
も
貴
重

な
歴
史
資
料
だ
と
注
目
す
る
ほ
ど
だ
。

　
大
阪
府
北
東
部
・
交
野
市
が
あ
る
地

域
は
北
河
内
と
呼
ば
れ
、
戦
国
時
代
に
は

畿
内
平
定
の
要
と
し
て
城
が
複
数
築
か
れ

た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
私き

さ
べ部

城
が
あ
り
、
私

部
城
の
出
城
跡
に
立
つ
の
が
光
通
寺
。
室

町
時
代
の
創
建
で
、
当
時
は
朝
廷
へ
毎
年

お
茶
を
献
上
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残

る
古
刹
だ
。
も
と
は
別
の
場
所
に
あ
り
、

江
戸
時
代
に
現
在
の
場
所
へ
移
築
さ
れ
た

と
伝
わ
る
。
室
町
時
代
に
は
京
都
・
石
清

水
八
幡
宮
と
領
有
権
を
争
っ
て
い
た
ほ
ど

の
規
模
を
誇
っ
た
が
、
現
在
は
住
宅
街
の

中
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
。

　
山
門
前
は
石
垣
が
積
ま
れ
て
お
り
、
よ

道
行
く
人
々
を
見
守
る

阿
弥
陀
如
来
と
薬
師
如
来

写真左は阿弥陀如来坐像。数列右の石垣にあるのが薬師如来坐像（右）、どちらも経年劣化で少し姿が薄くなってきたが、陽
が当たる時間にはくっきり陰影が出る

材料は段ボールと紙。１年間展示できるよう、木製の骨組みも入れている。近所の園児が毎朝寄ってくれる姿が微笑ましく、子
供たちにもっと喜んでもらえるよう、今から来年のデザインも思案中

私部は瓦づくりの里でもあ
り、小田原城にも私部瓦が
使われていた。本堂の鬼瓦
は、江戸時代の瓦師の作と
して現存する貴重なもの

本堂の半鐘は、国立国会図
書館に保管されている資料
に記載があるもの。その資料
を見た人が鐘の音を録音に
来ることもある

神社のことをもっと知ってもらうため、巫
女体験も実施している。定期的に実施し
ている巫女舞の練習会も好評だそう

張
り
子
の
干
支
【 

は
り
こ
の
え
と 

】

ユ
ー
モ
ア
が
神
社
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
た

O
T
A
K
A
R
A

【 

い
し
が
き
じ
ぞ
う 

】

石
垣
地
蔵

地
域
の
人
に
愛
さ
れ
る
、由
来
不
明
の
石
仏

O
T
A
K
A
R
A

｛ 神社・仏閣の宝物を逸話とともにご紹介 ｝

臨済宗東福寺派
長寿山光通寺
〒 576-0052
大阪府交野市私部 5-16-5
TEL：072-891-2724

御
おんさきぐう

﨑宮
〒700-0802
岡山県岡山市北区
三野2-6-14
TEL：086-222-5175

参拝者不足で廃止が検討されてい
た茅の輪くぐりも、根石宮司が茅
の輪を手づくりして継続。今では
地域の家族が集まる
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す
が
、
そ
の
時
は
ま
だ
赴
任
す
る
よ
う
な

感
覚
、
イ
ン
ド
仏
教
の
た
め
に
活
動
す
る

と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
実

感
は
ま
る
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
地

で
は
、
日
本
で
15
年
も
修
行
を
し
て
き

た
人
と
い
う
期
待
感
が
高
か
っ
た
の
で
す

が
、
本
来
の
母
国
語
で
あ
る
ヒ
ン
デ
ィ
ー

語
や
マ
ラ
テ
ィ
語
も
わ
か
ら
な
い
。
で
す

か
ら
、
帰
国
し
て
か
ら
２
、３
年
は
振
る

旗
を
持
っ
て
い
て
も
振
り
方
が
分
か
ら
な

い
、
と
い
う
状
況
で
し
た
。
当
時
の
私
は

お
そ
ら
く
、
日
本
で
得
た
知
識
だ
け
で
イ

ン
ド
を
推
し
量
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
目
の
前
に
い
る
人
、
町
の
人
の
立
場

や
希
望
で
は
な
く
、
私
は
何
を
し
た
い
か

と
い
う
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
で
私
の
や
り
た
い
こ
と
で
は

な
く
、
民
衆
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を

模
索
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
最
初
に
始
め
た
の
は
子
供
た
ち
の
将

来
を
考
え
、
そ
れ
に
対
す
る
日
曜
学
校
で

し
た
が
、
結
果
的
に
は
寺
子
屋
と
な
り
ま

し
た
。
村
の
大
人
の
多
く
は
日
雇
い
労
働

に
従
事
し
て
い
ま
す
。
日
曜
日
で
子
供
た

ち
が
休
み
で
あ
っ
て
も
親
は
仕
事
と
い
う

状
況
が
日
常
的
に
あ
り
、
子
供
の
そ
ば

に
い
て
あ
げ
ら
れ
な
い
不
安
を
払
拭
す
る

た
め
に
、
禅
定
林
に
子
供
を
預
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
日
曜
の
朝
か
ら
夕
方
ま

　
イ
ン
ド
の
中
心
部
、
標
高
約
３
３
０

メ
ー
ト
ル
の
高
地
に
あ
る
町
、
ナ
グ
プ
ー

ル
で
生
ま
れ
、
9
歳
で
来
日
し
ま
し
た
。

１
９
７
１
年
6
月
2
日
に
現
地
を
発
ち
、

比
叡
山
に
到
着
し
た
の
が
4
日
。
奇
し

く
も
伝
教
大
師
最
澄
上
人
の
命
日
、
今

思
え
ば
こ
う
な
る
ご
縁
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
9
歳
と
言
え
ば
ま
だ
イ
ン
ド
と
い
う

国
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
さ
え
理
解
で
き
て

い
な
い
年
齢
で
す
。
そ
れ
か
ら
15
年
を
比

叡
山
で
過
ご
し
ま
し
た
の
で
、
私
に
と
っ

て
の
母
国
は
比
叡
山
と
い
う
感
覚
で
す
。

で
す
か
ら
私
の
根
底
に
は
そ
の
頃
か
ら
今

で
も
、
比
叡
山
、
そ
し
て
伝
教
大
師
の
教

え
が
あ
り
ま
す
。

　
24
歳
の
時
に
イ
ン
ド
へ
帰
国
す
る
の
で

少
年
時
代
か
ら
今
も

比
叡
山
の
教
え
が
根
底
に

で
、
１
０
０
人
近
い
、
村
の
ほ
ぼ
す
べ
て

の
子
供
が
禅
定
林
に
来
て
い
て
、
そ
こ
で

は
一
緒
に
遊
ん
だ
り
す
る
だ
け
で
な
く
、

衛
生
の
話
な
ど
も
し
ま
し
た
。
例
え
ば
お

腹
が
痛
い
と
い
う
子
供
が
い
れ
ば
、
看
護

師
が
衛
生
状
態
を
見
て
、
爪
を
不
衛
生

に
し
て
い
る
か
ら
だ
よ
、
と
改
善
策
を
教

え
て
あ
げ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
は
言
う

こ
と
を
理
解
し
て
い
て
も
、
翌
週
会
う
と

ま
た
同
じ
状
態
。
毎
週
1
回
の
触
れ
合
い

以
外
、
彼
ら
は
別
の
環
境
で
暮
ら
し
て
い

ま
す
。
そ
の
触
れ
合
う
時
間
の
少
な
さ
ゆ

え
、
子
供
た
ち
の
成
長
が
思
う
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
、
運
営
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て

い
た
人
た
ち
に
も
負
担
ば
か
り
が
増
え
て

い
く
。
そ
こ
で
運
営
方
法
を
変
え
、
数
人

だ
け
、
共
同
生
活
の
で
き
る
子
供
を
預
か

る
形
に
し
ま
し
た
。
密
接
な
関
係
を
築
く

＂
何
が
必
要
か
、

 

私
に
何
が
で
き
る
か
＂

 

か
ら
始
め
て
い
く
。

特 別
インタビュー

　
9
歳
で
生
ま
れ
故
郷
の
イ
ン
ド

を
離
れ
来
日
し
、天
台
宗
総
本
山 

比
叡
山
延
暦
寺
で
24
歳
ま
で
修
行

さ
れ
た
サ
ン
ガ
ラ
ト
ナ
・
法
天
・

マ
ナ
ケ
師
。現
在
は
イ
ン
ド
中
部

の
都
市
・
ナ
グ
プ
ー
ル
に
あ
る
天

台
宗
海
外
寺
院
禅
定
林
を
拠
点

に
、大
乗
仏
教
の
復
興
の
た
め
に

精
力
的
に
活
動
し
な
が
ら
、
学
校

運
営
や
医
療
奉
仕
活
動
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。

　
日
本
の
心
を
持
つ
イ
ン
ド
人
僧

侶
と
し
て
、
日
本
と
イ
ン
ド
の
架

け
橋
的
存
在
で
も
あ
る
マ
ナ
ケ
師

は
、
双
方
の
国
の
仏
教
の
未
来

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を

持
っ
て
い
る
の
か
。

　
平
成
30
年
11
月
の
来
日
に
際

し
て
、
話
を
聞
い
た
。

2007年には禅定林に大本堂が完成。落慶法要には10万人以上が参加するほどだった。右は禅定林大
本堂内陣での法要の様子

サ
ン
ガ
ラ
ト
ナ・
法
天
・マ
ナ
ケ

パ
ン
ニ
ャ
・
メ
ッ
タ
・
サ
ン
ガ
会
長
、天
台
宗
僧
侶

日本語で智慧山を意味するプラジュニャ・ギ
リに1998年、座高10メートルという巨大な
釈迦如来座像を建立。インドにおける大乗
仏教の聖地として、毎年 2月6日には法要
が営まれる

1962年インド・ナグプール生まれ。9歳で天台宗総本山比叡山延暦寺に来日留学、1975
年に堀澤祖門師の徒弟として得度、1985年には比叡山回峰初百日行を満行。1987年に
帰国、禅定林を建立し、住職となる。同年「パンニャ・メッタ・サンガ」を設立し、会長に就任

PROFILE
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い
る
世
の
中
で
は
、
よ
り
多
く
の
人
が
苦

し
い
思
い
を
し
ま
す
。
で
は
そ
こ
で
、
宗

教
に
は
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
人
間
と
い
う
生
き
物
は
、
自
分
の
拠
り

所
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
寺
社
の
存
在
は

と
て
も
重
要
で
す
。
例
え
ば
仏
教
と
は
、

世
の
中
が
喜
ぶ
こ
と
を
説
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
最
近
は
寺
社
を
舞
台
に
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま

で
手
段
で
あ
っ
て
、
参
加
し
て
楽
し
ん
で

も
ら
う
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

楽
し
く
な
く
な
れ
ば
ま
た
寺
社
へ
足
を
運

ぶ
人
が
減
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、人
々

が
生
き
て
い
く
う
え
で
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に

な
る
、
精
神
的
な
部
分
へ
き
ち
ん
と
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

お
盆
や
収
穫
祭
、
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
、
参

加
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い

て
正
し
く
、
深
く
理
解
し
て
も
ら
う
。
そ

う
し
て
、
参
加
し
た
行
事
が
自
分
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
に
も
思
い
を

馳
せ
て
も
ら
う
の
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
通
し
て
、
人
の
心
の
奥
に
意
味
が

し
っ
か
り
と
根
付
く
。
人
は
こ
う
し
て
、

心
の
ぶ
れ
な
い
生
き
方
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
寺
社
の
存
在
そ
の
も
の
に
も

同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
観
光

と
い
う
手
段
で
多
く
の
人
が
全
国
の
寺
社

を
訪
れ
て
い
ま
す
。
参
拝
時
に
、
な
ぜ
こ

の
寺
社
が
長
い
歴
史
の
中
で
続
い
て
い
る

の
か
と
い
っ
た
存
在
意
義
を
き
ち
ん
と
知

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
訪
れ
た
人
の
精
神

的
な
部
分
に
き
っ
と
作
用
す
る
と
思
い
ま

す
。
訪
れ
た
人
の
心
や
魂
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
人
の
人
生
を

変
え
て
い
く
き
っ
か
け
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
で
し
ょ
う
。

　
イ
ベ
ン
ト
は
、
確
か
に
寺
社
に
対
す
る

親
し
み
を
生
む
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。

も
と
も
と
寺
社
は
、
農
作
業
の
帰
り
に
寄

る
、
子
供
が
学
校
帰
り
に
集
ま
る
な
ど
日

常
生
活
の
一
部
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

本
来
の
存
在
を
取
り
戻
し
、
そ
の
先
に
、

心
の
根
本
に
し
っ
か
り
と
響
く
内
容
を
伝

え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば

手
は
グ
ー
に
す
れ
ば
武
器
に
な
り
ま
す

が
、
合
わ
せ
れ
ば
祈
り
の
気
持
ち
を
生
み

出
せ
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
手
は
何
の
た

め
に
あ
る
の
か
と
考
え
る
き
っ
か
け
を
寺

社
で
得
る
。イ
ン
ド
で
も
日
本
で
も
、我
々

の
い
る
場
所
が
人
々
に
と
っ
て
心
の
拠
り

所
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

持
ち
込
ん
で
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
た

の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な

り
、
治
療
と
い
う
文
明
的
な
手
段
で
そ
の

苦
し
み
を
取
り
除
け
た
ら
と
、「
原
住
部
族

民
居
住
区
巡
回
医
療
」を
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
一
般
的
に
見
る
と
社
会
活
動

で
す
。
し
か
し
私
に
と
っ
て
は
、
形
態
こ

そ
社
会
奉
仕
活
動
で
す
が
、
根
本
は
仏
の

教
え
の
中
に
あ
る
布
施
行
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。や
っ
て
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
た
だ
し
、
僧
侶
と
し
て
の
布
教
活

動
と
は
別
の
活
動
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
仏
教
を
含
め
宗
教
全
般
に

言
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
人

が
創
り
出
し
た
苦
し
み
に
対
す
る
解
決
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
り
ま
す
。
世
の
中
に
は

た
く
さ
ん
の
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
ら
の
多
く
は
人
間
の
気
持
ち
が
変
化

す
れ
ば
な
く
な
る
も
の
で
し
ょ
う
。一
方
、

寿
命
は
誰
も
が
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
す
が
、
得
た
情
報
に
よ
る

苦
し
み
は
、
宗
教
の
教
え
だ
け
で
は
取
り

除
け
ま
せ
ん
。
現
代
社
会
に
は
多
く
の
情

報
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
生
き

て
い
く
う
え
で
不
必
要
な
情
報
も
含
ま
れ

て
い
て
、
そ
れ
ら
は
自
分
が
求
め
て
い
る

の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
ら
か
与
え
ら
れ
る

も
の
で
す
。
こ
れ
が
当
た
り
前
に
な
っ
て

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
白
内
障

の
村
人
と
話
を
し
た
の
で
す
が
、
彼
は
病

院
へ
行
く
に
も
森
や
川
を
越
え
40
〜
50

キ
ロ
歩
く
必
要
が
あ
り
、
一
人
で
は
無
理

な
の
だ
が
誰
も
同
行
し
て
く
れ
な
い
、
と

言
い
ま
し
た
。
目
が
見
え
な
い
、
病
院
へ

行
け
ば
治
る
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
行
け

な
い
、
と
い
う
肉
体
と
精
神
両
面
の
苦
し

み
を
抱
え
て
い
た
の
で
す
。
彼
の
も
と
に

は
、
ラ
ジ
オ
が
あ
り
ま
し
た
。
原
始
的
な

暮
ら
し
の
中
で
は
、
情
報
が
入
っ
て
こ
な

け
れ
ば
目
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
自
然

の
摂
理
だ
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
文
明
の
道
具
に
よ
っ

て
、
自
分
が
病
気
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

治
る
こ
と
を
知
り
、
苦
し
ん
で
い
た
の
で

す
。
彼
に
会
う
ま
で
は
、
原
住
部
族
民

居
住
区
に
医
療
な
ど
科
学
的
な
も
の
を

こ
と
で
子
供
た
ち
も
よ
り
成
長
で
き
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
れ

が「
パ
ン
ニ
ャ
・
メ
ッ
タ
子
供
の
家
」の
活

動
の
始
ま
り
で
す
。
最
初
は
男
の
子
4

人
、
女
の
子
3
人
で
始
め
ま
し
た
が
、
今

で
は
男
女
各
20
人
を
預
か
り
、
こ
れ
ま
で

に
２
０
０
人
以
上
が
巣
立
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
後
は
学
校
を
作
り
、
図
書
館
を

作
り
、
こ
れ
が
現
在
の
パ
ン
ニ
ャ
・
メ
ッ

タ
・
サ
ン
ガ
の
中
心
的
な
活
動
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
25
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。
禅
定
林

が
あ
る
ナ
グ
プ
ー
ル
か
ら
南
へ
４
０
０
キ

ロ
ほ
ど
進
ん
だ
原
住
部
族
地
域
に
、
僧
侶

と
し
て
話
を
し
に
来
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ

活
動
の
根
本
に
あ
る
の
は

仏
の
教
え
で
あ
る
布
施
行

上
部
の
喜
び
だ
け
で
な
く

心
の
底
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
を

写真左は「パンニャ・メッ
タ子供の家」の様子。さ
まざまな行事が開催さ
れ、子供たちも嬉しそう。
右2点は原住部族民居
住区巡回医療の様子

「活動する私たちの背中を見て、仏教っていいな、と思ってくれる
人が増える。これ以上の喜びはありません」とマナケ師

人
の
心
の
根
底
に
響
く
。

そ
れ
が
宗
教
の
役
割
。
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特
に
韓
国
か
ら
の
利
用
者
が
伸
び
て
い

る
。
韓
国
人
女
性
客
は
、
い
ま
や
宿
坊
利

用
者
全
体
の
4
割
を
超
え
る
ほ
ど
だ
。
加

え
て
、
平
成
29
年
に「
朝
鮮
通
信
使
に
関

す
る
記
録
―
17
世
紀
〜
19
世
紀
の
日
韓
間

の
平
和
構
築
と
文
化
交
流
の
歴
史
」と
し

て
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
記
憶
遺
産
登
録
が
追

い
風
と
な
っ
た
。
国
内
で
も
対
馬
へ
の
関

心
が
高
ま
り
、
現
在
で
は
九
州
は
も
と
よ

り
関
西
、
関
東
か
ら
も
利
用
客
が
訪
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
利
用
客
は
宿
坊
を
拠
点
に
対
馬
を
観

光
。
厳
原
の
城
下
町
や
対
馬
の
豊
か
な
自

然
を
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
や
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
で

た
っ
ぷ
り
満
喫
し
た
ら
、
夕
食
は
厳
原
の

町
へ
。
宿
坊
で
は
夕
食
を
提
供
し
て
い
な

い
が
、
歩
い
て
数
分
の
厳
原
町
中
心
部
に

新
鮮
な
魚
貝
な
ど
対
馬
な
ら
で
は
の
食
を

楽
し
め
る
店
が
並
ん
で
い
る
。

 

「
希
望
さ
れ
る
方
に
お
す
す
め
の
店
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
宿
坊
を
利
用
さ
れ
た

方
が
町
で
食
事
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ

ば
、
町
も
元
気
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
」

　
臨
済
宗
の
禅
は
も
ち
ろ
ん
、
女
性
が

過
ご
し
や
す
い
宿
坊
と
い
う
価
値
観
も
、

も
っ
と
高
め
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
利
用

客
が
増
え
た
ら
、
そ
れ
を
対
馬
の
活
性
化

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い—

。
宿
坊
を
舞
台

に
し
た
地
域
振
興
、
文
化
振
興
へ
の
田
中

住
職
の
思
い
は
、
常
に
町
と
共
に
あ
る
。

48
年
か
ら
は
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
に
業
態
を

転
換
。
そ
の
後
、
旅
の
ス
タ
イ
ル
が
時
代

と
共
に
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、
平
成
14

（
２
０
０
２
）年
に
田
中
節せ

つ
り
ょ
う竜

住
職
が
修

行
か
ら
戻
っ
た
の
を
期
に
宿
泊
施
設
を
増

築
、
宿
坊
と
し
て
運
営
を
始
め
た
。
す

で
に
対
馬
で
は
人
口
減
少
が
始
ま
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も「
お
寺
を
次
代
に
残
し
て

い
く
た
め
」の
選
択
だ
っ
た
と
い
う
。

 

「
宿
坊
と
な
っ
た
こ
と
で
、
利
用
者
の
数

は
じ
わ
じ
わ
と
増
え
て
き
ま
し
た
。
な
か

で
も
最
近
は
韓
国
か
ら
女
子
旅
で
訪
れ
る

方
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
」と
田
中
住
職
。

宿
が
あ
る
厳い

づ
は
ら原

町
に
は
博
多
と
釜
山
か
ら

の
高
速
船
が
発
着
す
る
厳
原
港
が
あ
り
、

　
室
町
時
代
に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
ま

で
日
本
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
外
交
使
節
団

「
朝
鮮
通
信
使
」は
、
釜
山
か
ら
海
を
渡
っ

て
日
本
に
入
る
と
、
ま
ず
は
対
馬
に
滞
在

し
、
外
交
僧
が
駐
在
し
て
文
書
を
作
成
し

て
い
た
機
関「
以い

て
い
あ
ん

酊
庵
」に
立
ち
寄
っ
た
。

そ
の
場
所
が
現
在
の
西
山
寺
の
一
角
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
西
山
寺
は
近
年
、
韓
国

か
ら
最
も
近
い
日
本
文
化
を
体
感
で
き
る

宿
坊
と
し
て
人
気
を
集
め
、
わ
ざ
わ
ざ
訪

れ
る
人
が
絶
え
な
い
。

　
も
と
は
下
宿
を
営
ん
で
お
り
、
昭
和

女
性
が
喜
び
、
町
が
元
気
に
。

若
き
住
職
が
思
い
を
込
め
る

西山寺は高台にあり、厳原港が見渡せる。厳原港は、博多と釜山からの高速船
が発着する、対馬の海の玄関口

宿坊の 1階は食堂に
なっており、朝食は
ここでいただく。薪
ストーブを設えたモ
ダンな和の空間が
女性に好評

客室は和室が 3部屋、洋室はシングル 1室とツイン3室がある。洋
室はバス付き

対馬藩の船着き場・お船江（左上）
や石塀が残る武家屋敷通り（右上）、
明治期の旧野良崎灯台（右）など、
厳原には歴史的遺産も数多く残る。
これらは西山寺からも近い

大小さまざまな島が点在する対馬。
朝鮮半島を望める展望台もある。

昔
も
今
も
朝
鮮
半
島
と

つ
な
が
り
を
持
ち
続
け
る

国
境
の
島
の
宿
坊

対
馬
観
光
の
拠
点
と
し
て

寺
と
町
を
つ
な
ぐ

〒 817-0022
長崎県対馬市厳原町
国分1453
TEL：0920-52-0444

臨済宗南禅寺派
鶴翼山西

せ い ざ ん じ

山寺
（宿坊 対馬西山寺）

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）

田中住職と奥様
の美春さんが切
り盛りする。今後
は寺務の支障に
ならない程度に
体験プログラムも
増やしていきたい
そう

宿坊は本堂とつながっており、希望者には本堂隣の坐禅堂
で臨済宗の坐禅を体験してもらう

島で産出される石
を積み上げた対馬
独特の石垣が美し
い、寺への石段
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「いつ来るかわからない災害のために、今、
寺社が変わる時」。特集記事制作に際して
お話を伺った方々の心の奥には、このよう
な思いがあった。また、震災後の状況を取
材するなかで、社会が寺社を求めているこ
とにも気付いた。寺社の存在こそ、社会の
つながりの中心にあるべきだと確信。  （H）

防災特集で徳島県阿南市新野町を訪ね、
お寺の宿坊が地域や自治体とタッグを組み、
防災まちづくりの核となっている先進事例を
見た（18-19頁参照）。普段は遍路宿で、い
ざというときには要介護者を受け入れる避難
所となる。若い世代がしがらみを超えて前に
進む姿に、たしかな未来を感じた。　　（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

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
〒 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

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5月発行の

予定です。

寺社 Now
第24 号　平成 31年 3 月発行

住吉大社（2頁参照）で毎年6月14日に開催される御田植神事は、地域の子供たちも参加を楽しみにしている伝統行事。寺社は地域のつながりも次代へつないでいく

「寺社 Now」無料送付の継続をご希望の場合、[ 寺社
名・氏名・住所・電話番号 ]をご記入のうえ、下記
FAXまたはメールアドレス宛にお送りください。ご意見・
ご感想もお待ちしております。

無料送付の継続希望

お問合せ

vol.24寺
社
の

“い
ま”を伝える情

報
誌

寺
社
の

“い
ま”を伝える情

報
誌

災害に備え、今、
寺社ができること

いざ！という時のために、どう動き出すべきか。
特 集

サンガラトナ・法天・マナケ
パンニャ・メッタ・サンガ会長、天台宗僧侶

インタビュー

住吉大社 宮司
巻頭インタビュー

髙井 道弘
住吉大社 宮司

または 寺社NOW

jisya-now.com

バックナンバーが
WEBでご覧いただけます

一般社団法人
全国寺社観光協会 本部事務局

TEL ： 06-6360-9838　FAX：06-6360-9848
e-mail：info@jisya-kk.jp
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