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す
べ
て
の
人
を

受
け
入
れ
る「
融
通
無
碍
」。

そ
れ
を
体
現
す
る
場
所
と
し
て

総
本
山
か
ら
情
報
発
信

吉
村 

暲
英

よ
し
む
ら

し
ょ
う
え
い

融
通
念
佛
宗 

管
長

第
六
十
七
世
総
本
山
大
念
佛
寺
法
主

昭和15（1940）年生まれ。昭和38年池島
大善寺住職就任、平成18年室生西光寺
住職、平成25年住職50年表彰を経て、平
成31年1月より現職。平成19年より同28年
まで宗務総長を務めたほか、布教師理事、
教学研究所所員、教師検定委員、勧学林
教授および学長など重責役職を歴任

吉村 暲英

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

―
総
本
山
大
念
佛
寺
は
、地
域
の
人
々

の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
先
行
き
不
透
明
な
社
会
に
あ
っ

て
、
そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ま
す
。

　
私
は
宗
務
所
に
長
年
勤
務
し
て
お
り
、

本
山
に
育
て
て
い
た
だ
い
た
と
感
じ
て
い

ま
す
。
以
前
か
ら
教
学
部
門
に
お
い
て
い

ろ
い
ろ
と
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

宗
義
の
勉
強
と
布
教
と
い
う
２
つ
の
要
素

は
、
こ
れ
か
ら
も
継
承
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
私
が
好
き
な
言
葉
と
し
て
、
法
華
経
に

「
常じ

ょ
う
せ
っ
ぽ
う
き
ょ
う
け

説
法
教
化
」が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉

に
背
中
を
押
さ
れ
、
僧
侶
は
ど
ん
な
場
合

で
も
法
を
説
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、

そ
し
て
い
か
な
る
時
も
人
々
を
少
し
で
も

善
き
道
へ
導
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
使
命
を
帯
び
て
い
る
と
、
今
あ

ら
た
め
て
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
で

す
か
ら
管
長
に
な
っ
た
今
も
、
総
本
山
で

の
僧
侶
研
修
会
を
は
じ
め
檀
信
徒
対
象

の
定
例
布
教
や
仏
教
講
座
に
も
登
壇
し
、

お
話
し
て
い
ま
す
。

　
大
念
佛
寺
に
は
、
山
門「
融ゆ

う
づ
う
む
げ

通
無
碍
門
」

よ
り
入
り
ま
す
。
男
女
や
貧
富
の
差
な
ど

一
切
の
違
い
を
取
り
払
い
、
ひ
と
つ
に
和

合
す
る
世
界
、
そ
れ
を
融
通
無
碍
と
言

う
の
で
す
が
、
こ
れ
を
体
現
し
た
場
所
こ

そ
大
念
佛
寺
で
す
。
仏
の
大
い
な
る
ご
縁

善
道
に
導
い
て
い
く

使
命
を
愚
直
に
進
め
る

■
平
安
時
代
後
期
に
成
立
し
、
大

念
仏
宗
、
融
通
大
念
佛
宗
と
呼

ば
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
融
通
念
佛

宗
。
そ
の
総
本
山
大
念
佛
寺
は
大

治
2（
１
１
２
７
）年
に
良り

ょ
う
に
ん忍

上
人

が
聖
徳
太
子
の
夢
の
お
告
げ
を
受

け
、
鳥
羽
上
皇
の
勅
願
に
よ
り
根

本
道
場
を
現
在
の
大
阪
市
平
野
区

に
創
建
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

大
念
佛
寺
で
毎
年
5
月
1
日
か

ら
5
日
に
行
わ
れ
る「
阿あ

み
だ
き
ょ
う

弥
陀
経

万ま
ん
ぶ
ど
く
じ
ゅ

部
読
誦
聖し

ょ
う
じ
ゅ
ら
い
ご
う
え

衆
来
迎
会（
万
部
法

要
）」は
宗
派
最
大
の
行
事
。
一
般

に
は「
万ま

ん
ぶ部

お
ね
り
」と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
期
間
中
は
全
国
か

ら
参
拝
者
が
訪
れ
、
圧
巻
の
儀
式

だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
も
開
催
さ
れ
る
な
ど
賑
や
か
で
、

ま
さ
に
融
通
念
佛
宗
が
説
く「
和

合
」を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
が
、
人
々
が
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と

を
、
今
後
は
ど
の
よ
う
に
高
め
て
い

く
の
か
。

　

今
年
1
月
に
融
通
念
佛
宗
管

長
、
第
六
十
七
世
総
本
山
大
念
佛

寺
法
主
に
就
任
さ
れ
た
吉
村
暲
英

管
長
に
伺
い
ま
し
た
。

03 Vol.25 Vol.25 02



05 Vol.25 Vol.25 04

格
さ
に
は
欠
け
て
い
る
け
れ
ど
も
和
や
か

さ
は
１
０
０
％
。こ
れ
が
特
徴
で
す（
笑
）。

門
の
前
も
境
内
に
も
お
店
が
た
く
さ
ん
並

び
、
賑
わ
い
ま
す
。
私
も
小
さ
い
頃
か
ら

「
万
部
お
ね
り
」を
大
変
楽
し
み
に
し
て
き

ま
し
た
。
当
日
、
山
門
を
く
ぐ
っ
た
先
に

大
屋
根
を
仰
ぎ
見
た
と
き
に「
あ
ぁ
、
い

い
な
ぁ
」と
大
き
な
喜
び
を
感
じ
た
も
の

で
す
。
お
寺
に
お
店
が
出
て
賑
わ
う
こ

と
は
、
仏
様
の
お
膝
元
で
和
や
か
に
過

ご
せ
る
と
い
う
思
い
を
み
な
さ
ん
に
持
っ

て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
参
拝
し
て「
楽
し
か
っ
た
な
ぁ
」「
あ

り
が
た
か
っ
た
な
ぁ
」「
よ
か
っ
た
な
ぁ
」

と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
で
す
か
ら
、

漫
才
師
を
は
じ
め
、
い
ろ
ん
な
演
者
が
来

ま
す
。
そ
れ
ら
を
本
堂
内
陣
の
舞
台
で
披

露
し
て
い
た
だ
き
、
僧
侶
も
一
般
の
方
も

共
に
手
を
取
り
合
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
姿

を
仏
様
に
見
て
い
た
だ
く
、
喜
ん
で
い
た

だ
く
と
い
う
の
が
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
行
事
を
含
め
、
こ
れ
か
ら

は「
観
光
」が
と
て
も
大
事
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
大
念
佛
寺
は
観
光
面
で
遅
れ
て
い

る
と
感
じ
て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
の
人
々

が
融
け
合
う
場
所
で
す
の
で
、
美
し
く
あ

る
心
、
生
き
る
喜
び
な
ど
を
、
来
て
い
た

だ
く
み
な
さ
ん
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
す
る
の
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。

た
め
に
は
、
地
域
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
方
と

の
関
わ
り
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
融
通
念
佛
宗
は
、
と
て
も
庶
民
的
な

宗
派
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
大

き
く
は
な
い
宗
派
で
す
が
、
そ
の
教
え
は

全
国
に
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
虫

送
り
の
法
要
や
疫
病
退
散
の
祈
り
、
家
畜

の
健
全
生
育
祈
願
、
雨
乞
い
な
ど
、
庶
民

の
生
活
に
密
着
し
た
願
い
と
い
う
も
の
に

応
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
地
域
と
共
に
生

き
て
い
る
、
こ
れ
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
生
き
て

い
く
う
え
で
、
身
近
な
、
安
心
で
き
る
も

の
を
探
し
て
い
る
も
の
で
す
。で
す
か
ら
、

難
し
い
教
義
も
大
事
な
の
で
す
が
、
融
通

念
仏
の
広
が
り
が
今
も
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
、
目
の
前
で
苦
し
ん
で
い
る
人
を
ど
う

助
け
て
い
く
の
か
。一
人
ひ
と
り
の
喜
び
、

を
い
た
だ
い
て
ひ
と
つ
の
世
界
に
い
る
、

こ
の
考
え
を
徹
底
し
て
い
き
た
い
と
常
々

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
ひ
と
り

で
も
多
く
の
方
に
、
法
要
や
年
中
行
事

の
際
に
参
拝
し
て
も
ら
え
る
方
策
を
立
て

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宣
伝
も
必
要
で

す
が
、
ま
ず
は
受
け
入
れ
る
我
々
の
心
構

え
が
重
要
で
す
。
参
拝
し
て
良
か
っ
た
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
た
め
に
は
、
僧
侶
一

人
ひ
と
り
が
最
善
を
尽
く
す
こ
と
。
そ
の

姿
勢
は
必
ず
伝
わ
る
と
感
じ
て
お
り
、
だ

か
ら
こ
そ
日
々
の
努
力
で
、
少
し
で
も
仏

教
の
良
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
場
所
に

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

―
―
よ
り
多
く
の
方
に
来
て
い
た
だ
く

家
族
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
る
心
に
、
宗
教

者
と
し
て
応
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
大
念
佛
寺
の
あ
る
大
阪
市
平
野
区
は

夏
祭
り
が
盛
ん
で
す
。
近
く
の
杭く

ま
た全

神
社

の
お
祭
り
に
際
し
て
、
う
ち
は
氏
子
で
は

な
い
か
ら
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
神
社

と
地
域
と
が
一
体
に
な
っ
て
、
区
別
す
る

こ
と
な
く
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。

神
仏
一
体
と
い
う
こ
と
は
庶
民
の
祈
り
と

私
た
ち
が
共
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

融
通
念
仏
は
こ
れ
を
大
事
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
共
に
い
る

と
い
う
心
な
く
し
て
は
、
大
念
佛
寺
も
融

通
念
佛
宗
も
、
存
続
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
よ
り
多
く
の
人
に
喜
ん

で
も
ら
う
た
め
に
ど
う
す
る
べ
き
か
と
い

う
努
力
は
、
日
々
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
生
活
に
融
け
込
ん
で
き
た
か
ら
こ

そ
、
今
も
こ
れ
か
ら
も
、
人
々
と
一
緒
に

歩
ん
で
い
く
わ
け
で
す
ね
。
祭
り
で
は
、

「
万ま

ん
ぶ部

お
ね
り
」も
地
域
と
一
緒
に
作
り
上

げ
て
き
た
も
の
で
す
。

　「
万
部
お
ね
り
」は
、
他
宗
派
の
法
要
や

行
事
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
ま
す
。
厳

喜
び
や
幸
せ
を
願
う

心
に
応
え
て
い
く
。

そ
の
努
力
を
怠
ら
な
い

一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
し

そ
の
気
持
ち
に
応
え
て
い
く

み
ん
な
が
楽
し
む
姿
を

仏
様
に
見
て
も
ら
う
場

「万部おねり」の聖
しょうじゅらいごうえ

衆来迎会は、阿弥陀仏の願いを具体的に表現した儀式。二十五菩薩がそれぞれ手に法具や楽器を持ち、境内に設けられ
た来迎橋を渡って本堂まで練り歩く。本堂に到着した二十五菩薩による伝

て ん ぐ
供式（写真右上）では、参拝者が皆手を合わせ、先祖供養を願う
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―
―
観
光
が
信
仰
と
の
出
合
い
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
宗
教

心
が
自
然
と
芽
生
え
て
く
る
。

　
例
え
ば
当
寺
が
参
加
し
て
い
る「
な
に

わ
七
幸
め
ぐ
り
」で
は
、
諸
芸
上
達
が
当

寺
の
御
利
益
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
諸
芸
と

い
っ
て
も
、
何
も
芸
能
・
芸
術
ば
か
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
の
個
性
や
人

間
性
に
目
覚
め
て
い
た
だ
く
こ
と
も
、
広

い
意
味
で
の
諸
芸
上
達
に
あ
た
る
と
感
じ

て
い
ま
す
。

　
人
間
は
一
人
ひ
と
り
が
か
け
が
え
の
な

い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
仏
の
教
え

で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
に
し

か
な
い
光
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
目
覚
め

て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
せ
っ
か
く
参

拝
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
自
分
の
個
性

に
気
付
く
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
、
観
光
す
る

と
い
う
行
為
を
通
し
て
目
覚
め
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。そ
の
思
い
を
胸
に
、

「
な
に
わ
七
幸
め
ぐ
り
」で
参
拝
さ
れ
る
方

に
僧
侶
が
お
話
し
た
り
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
お
渡
し
し
た
り
も
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
お
寺
で
も
神
社
で
も
、
人
々
の
心
を
捉

え
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
境
内
や
神

域
の
厳
か
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
大
念
佛

寺
は
素
晴
ら
し
い
庭
園
や
国
宝
級
の
仏

像
な
ど
、
目
玉
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
訪
れ
て
、
な
ん
と

な
く
楽
し
い
場
所
、
い
い
と
こ
ろ
だ
、
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
雰
囲
気
を
創
り
出
す

こ
と
な
ら
で
き
る
は
ず
で
す
。「
心
に
土
産

を
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら
う
」こ
と
で
す
ね
。

文
化
財
で
人
を
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
く
と

も
、
何
か
で
き
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
で
き
な
い
、
で
き
な
い
、
と
言
う
だ
け

で
は
怠
慢
で
す
。
寺
社
参
拝
の
良
さ
は
、

今
自
分
が
幸
せ
の
場
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
を
自
覚
で
き
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
自

分
の
今
の
足
元
が
一
番
の
幸
せ
の
場
で
あ

る
と
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
、
参
拝
し
て

い
た
だ
い
た
甲
斐
が
あ
る
と
い
う
も
の
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ「
観
光
」と
い
う
手
法
を

通
し
て
、
心
の
気
付
き
を
み
な
さ
ん
に
感

じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
、
私
個
人
と
し

て
も
宗
派
と
し
て
も
、
考
え
、
実
践
し
続

け
て
い
く
こ
と
が
肝
要
か
と
思
い
ま
す
。

観
光
寺
社
と
聞
く
と
軽
く
感
じ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、こ
れ
か
ら
の
時
代
は「
観

光
」が
、
人
々
に
信
仰
の
心
を
向
け
て
い

た
だ
け
る
き
っ
か
け
に
な
る
は
ず
で
す
。

　
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
み
な
さ
ん
が

心
の
中
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
宗
教

は
英
語
で「religion

」と
訳
さ
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は「
再
結
合
」の
こ
と
だ
と
教
わ
り
ま

し
た
。ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

我
々
は
生
ま
れ
た
と
き
は
丸
裸
の
純
真
無

垢
な
心
で
、
神
仏
と
結
び
つ
い
て
い
る
も

の
で
す
。
そ
れ
が
成
長
す
る
に
し
た
が
っ

て
我が

や
煩
悩
が
生
ま
れ
、
神
仏
か
ら
離
れ

て
い
き
ま
す
。

　
し
か
し
大
人
に
な
り
、
寺
社
へ
足
を

向
け
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
も
う
一
度
神

仏
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
行

為
が
宗
教
と
の
出
合
い
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
、
信
仰
は
違
え
ど
も
最
終

的
に
大
い
な
る
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
参
拝
を

通
じ
て
、そ
の
安
ら
ぎ
を
得
て
い
た
だ
く
、

そ
れ
が
宗
教
で
す
。
お
参
り
す
る
こ
と
こ

そ
が
自
分
の
幸
せ
で
も
あ
り
、
心
を
清
く

し
、
存
在
価
値
に
目
覚
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
こ
れ
が「
再
結

合
」で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
も
、
必
ず

我
が
家
に
帰
っ
て
き
ま
す
ね
。
帰
る
場
所

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
幸
せ
で
す
し
、
帰

る
場
所
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
旅
先
で
の
時

間
を
心
の
底
か
ら
楽
し
め
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
帰
る
場
所
が
な
い
と
い
う

の
は
、
実
に
寂
し
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
に

気
付
け
ば
、
人
々
の
知
識
が
ど
ん
ど
ん

膨
ら
ん
で
い
く
時
代
の
中
で
も
、
知
識
だ

け
で
は
到
達
で
き
な
い
世
界
を
み
て
い
た

だ
く
お
手
伝
い
を
私
た
ち
が
で
き
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
観
光
で

訪
れ
た
人
に
安
心
感
を
提
供
し
て
い
き

た
い
と
も
考
え
ま
す
。
ま
た
、
我
が
家
の

よ
う
に「
お
か
え
り
」と
言
っ
て
く
れ
る
の

が
仏
様
、
神
様
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
多
く
の
人
が
寺
社
を
訪
れ
宗
教
と

「
再
結
合
」で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
人
を
集
め
る
こ
と
だ
け
を
考
え
る

観
光
で
は
な
く
、
ひ
と
り
で
も
多
く
寺

社
を
訪
れ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
で
何
を
持

ち
帰
っ
て
も
ら
い
た
い
か
を
考
え
る
。
こ

の
気
持
ち
の
醸
成
に
努
め
て
い
き
た
い
で

す
ね
。

観
光
は
宗
教
と
の
出
合
い
。

大
い
な
る
心
の
安
ら
ぎ
を

提
供
し
て
い
き
た
い

自
分
の
中
の
光
に
気
付
く

そ
れ
が
宗
教
と
し
て
の
観
光

江戸時代初期に建造された山門。霊元天皇皇女、宝鏡寺宮徳
とくごん

厳尼の親筆「大源山」の勅額が掛かる。
大阪市指定有形文化財でもある

本堂の大屋根に圧倒される境内。山門をくぐった先の境内は、すべての人がひとつにな
れる空間である。近隣住民が掃除や草むしりに訪れるなど、地域から大切にされている

江戸時代から始まった万
ま ん ぶ え

部会。勧募された霊名簿を安置
する万部輿の渡御は昭和12(1937)年で途絶えてしまっ
た。しかし、平成27年の御遠忌を控え平成23(2011) 年
に復活した

本尊の十一尊天得如来が納められている本堂は、1・5・
9 月に開催される「百万遍大数珠くり」で使われる大数珠
が外

げ じ ん
陣を囲んでいる



寺
社
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
な
か
に
は
、寺
社
振
興
の
新
た
な
可
能
性
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
も
多
く
生
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
か
ら
今
回
は
、子
ど
も
食
堂
、デ
ジ
タ
ル
技

術
を
活
用
し
た
出
開
帳
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
お
届
け
し
ま
す
。

【

新
 

風

】

J ISYA  NEWS

■
京
都
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
本

山
西
本
願
寺
の
聞
法
会
館
で
、
放
課
後
の

子
供
た
ち
の
居
場
所
を
つ
く
る
た
め
の「
み

ん
な
の
笑
顔
食
堂
」が
毎
月
開
催
さ
れ
て

い
る
。
社
会
で
は
今
、
子
供
の
貧
困
が
問

題
と
な
っ
て
お
り
、さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や

苦
し
み
を
抱
え
た
子
供
た
ち
の
居
場
所
づ

く
り
が
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
る
。
本
願

寺
派
で
は
子
供
食
堂
活
動
を
す
で
に
約
50

の
寺
院
や
団
体
で
行
っ
て
お
り
、今
回
は
、

そ
れ
ら
先
駆
的
な
活
動
を
し
て
い
る
人
た

ち
に
指
導
を
受
け
な
が
ら
立
ち
上
げ
た
。

  

本
山
が
企
画
し
た
大
き
な
理
由
は「
人
々

の
居
場
所
で
あ
る
お
寺
と
い
う
存
在
を
取

り
戻
し
た
い
」と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
は
貧

困
の
子
供
だ
け
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な

く
、
広
く
地
域
の
子
供
や
大
人
が
集
い
、

子
供
た
ち
を
み
ん
な
で
育
む
場
に
し
た
い

と
の
思
い
が
あ
る
。
食
堂
は
平
成
29
年
12

月
の
プ
レ
オ
ー
プ
ン
を
経
て
、
本
年
1
月

に
本
格
的
に
オ
ー
プ
ン
。
夕
食
は
地
域
の

企
業
や
門
徒
か
ら
提
供
さ
れ
た
食
材
を
使

い
、
夕
食
前
に
は
楽
し
く
過
ご
せ
る
時
間

を
設
け
る
と
共
に
、
2
回
目
か
ら
は
学
習

ス
ペ
ー
ス
も
設
置
し
て
い
る
。

　
参
加
し
た
子
供
か
ら
は「
み
ん
な
で
食

べ
る
ご
は
ん
は
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。

ま
た
来
た
い
」な
ど
の
声
が
聞
か
れ
、
子
供

と
一
緒
に
参
加
し
た
親
の
中
に
は
、
楽
し

く
過
ご
す
子
供
の
姿
に
安
堵
し
、
束
の
間

の
休
息
を
得
ら
れ
た
と
言
う
人
も
い
た
。

　
本
事
業
は
毎
月
開
催
す
る
予
定
で
、
自

習
室
に
先
生（
本
願
寺
派
職
員
）を
置
い
て

の
学
習
指
導
や
、
地
域
の
お
年
寄
り
に
も

参
加
し
て
も
ら
い
、
世
代
を
超
え
た
交
流

な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

NEWS 1

お
寺
を
子
供
た
ち
の
第
3
の
居
場
所
に

 

西
本
願
寺
・
聞
法
会
館
で

「
み
ん
な
の
笑
顔
食
堂
」開
始

■
真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
長
谷
寺
が
所

蔵
す
る「
長
谷
寺
式
十
一
面
観
音
菩
薩
三

尊
像（
長
谷
寺
大
観
音
大
画
軸
）」は
、
縦

16.
46
m
、横
6.
22m
と
い
う
日
本
最
大
級

の
掛
軸
。
明
応
4（
１
４
９
５
）年
に
作
ら

れ
た
貴
重
な
文
化
財
だ
が
、
そ
の
大
き
さ

か
ら
寺
外
へ
の
持
ち
出
し
は
難
し
か
っ
た
。

そ
れ
が
今
回
、
文
化
財
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
に
取
り
組
ん
で
い
る
凸
版
印
刷
株

式
会
社
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

化
さ
れ
、
寺
外
へ
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
画
軸
は
像
の
高
さ
約
10
m
と
い
う
総

本
山
長
谷
寺

の
本
尊「
十
一

面
観
世
音
菩

薩
立
像
」と
ほ

ぼ
同
じ
大
き

さ
に
描
か
れ

て
い
る
た
め
、

今
回
に
合
わ

せ
て
ス
キ
ャ
ナ

も
新
た
に
設

計
さ
れ
た
。

　
3
月
13
日
に
は
、
総
本
山
長
谷
寺
や
東

京
都
の
真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
、
北
海
道
、

沖
縄
県
の
計
4
会
場
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ

デ
ー
タ
を
も
と
に
制
作
さ
れ
た
映
像
コ
ン

テ
ン
ツ
と
法
要
を
組
み
合
わ
せ
た
デ
ジ
タ

ル
出
開
帳
が
実
現
。
貴
重
な
文
化
財
の
姿

を
最
新
技
術
で
残
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、

新
た
な
活
用
事
例
、
ま
た
信
仰
を
広
め

る
新
た
な
手
法
と
し
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
化

の
可
能
性
は
ま
だ
ま
だ
広
が
り
そ
う
だ
。

NEWS 2

「
長
谷
寺
大
観
音
大
画
軸
」の

 

デ
ジ
タ
ル
出
開
帳
が
実
現

日
本
最
大
級
の
掛
軸
を
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化

■
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
作
品
を
き
っ
か
け
に

し
た「
聖
地
巡
礼
」現
象
が
、
神
社
に
広

が
っ
て
い
る
。
大
阪
府
東
大
阪
市
に
あ
る

石
切
劔つ

る
ぎ
や箭

神
社
で
は
、
同
社
所
蔵
の
重
要

美
術
品「
太
刀 

石
切
丸
」の
復
元
刀
を
御

祭
神
に
奉
納
す
る「
刀
剣
奉
納
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」で
、
3
月
26
日
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
開
始
。
す
る
と
目
標
額
の

１
０
０
０
万
円
を
開
始
4
時
間
で
達
成
し

た
だ
け
で
な
く
、
募
集
終
了
ま
で
１
か
月

を
残
す
段
階
で
支
援
総
額
は
４
７
０
０
万

円
を
突
破
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
人
気

ゲ
ー
ム「
刀
剣
乱
舞
‐O

N
LIN

E

‐
」の
制

作
会
社
も
協
力
、
返
礼
品
と
し
て
ゲ
ー
ム

関
連
グ
ッ
ズ
が
提
供
さ
れ
た
。
そ
の
効
果

も
あ
っ
て
か
、
支
援
額
は
ま
だ
ま
だ
伸
び

そ
う
な
勢
い
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
京
都
府
八
幡
市
の
相
槌
神
社
は
小

規
模
な
神
社
だ
が
、
平
安
時
代
の
刀
工
・

安や
す
つ
な綱

が
境
内
の
井
戸
の
水
を
使
っ
て
名
刀

を
打
っ
た
地
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本

殿
や
社
務
所
な
ど
が
老
朽
化
し
て
い
た
た

め
、
宮
司
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
ら

で
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
そ

の
一
環
で
神
社
の
由
来
な
ど
を
紹
介
す
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
公
開
。
少
し
ず
つ
参
拝

者
が
増
え
、
さ
ら
に
名
刀
の
話
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
広
ま
る
と
、
多
く
の
刀
剣
フ
ァ
ン
が
訪

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
、

目
標
額
の
74
万
円
を
5
時
間
で
ク
リ
ア
。

最
終
的
に
４
０
０
万
円
以
上
が
支
援
金
と

し
て
集
ま
る
結
果
に
。
こ
の
よ
う
な
事
例

は
、
今
後
も
増
え
る
と
み
ら
れ
る
。

NEWS 3

文
化
財
復
元
や
神
社
復
興
に

寄
附
が
集
ま
る
新
た
な
動
き

「
刀
剣
乱
舞
」人
気
が
思
わ
ぬ
効
果
を
生
ん
だ

「創建2677年 石切劔箭神社『刀剣奉納』プロジェク
ト」。太刀 石切丸は、刀剣乱舞 -ONLINE- で刀剣
男士となって登場していた

N E W
W I N D

参加は子供だけでも、
親 子 一 緒 で も可 能。
会場では僧侶が子供
の相手をするため、親
はゆったりとした時間
を過ごせる

小さな子供の世話には、女
性僧侶も大活躍。みんなで
子供たちと触れ合っている

「大画軸」は広げると大広間を埋め尽くすほどのスケー
ル。今回アーカイブ化したことで、原寸大での映像と
して出開帳が可能になった

凸版印刷が培ってきた印刷テクノロジーにより、高
精細というだけでなく、色彩も計測できたという

浄土真宗本願寺派
重点プロジェクト推進室
〒 600-8501
京都府京都市下京区
堀側通花屋町下ル
TEL：075-371-5181

（代表）

本プロジェクトは、地域行政をはじめ関係各所との連携が
うまくいったことで順調にスタートできました。回を重ねる
ごとに参加人数も毎回100人近くにまで増えていますので、
場を提供する側として内容の深め方も考えていきたいと思
います。この活動がモデルケースとなり、「お寺が居場所」
という子供たちが増えるといいですね。（上原 大信師）

地域との連携で実現できています

09 Vol.25 Vol.25 08



政
府
や
地
方
行
政
の
取
り
組
み
な
ど
、寺
社
に
関
わ
る
情
報
を
ご
紹
介
し
ま
す
。今
回

は
政
府
に
よ
る
観
光
戦
略
実
行
推
進
会
議
の
報
告
と
、栃
木
県
小
山
市
と
神
社
が
取

り
組
む
観
光
拠
点
整
備
の
話
題
で
す
。

【

動
 

静

】
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N E W
W I N D

廣
瀬
　
東
北
は
国
内
外
か
ら
の
観
光
需
要

が
増
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
の
施
策
に
つ

い
て
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

紺
野
　
東
北
は
春
夏
秋
冬
の
自
然
が
一

番
の
魅
力
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か

し
社
寺
の
歴
史
も
古
く
、
そ
こ
に
は
地
域

と
共
に
守
り
育
て
て
き
た
伝
統
や
文
化

も
残
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
海
外
の

富
裕
層
に
し
っ
か
り
訴
求
で
き
る
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
も
あ
り
ま
す
。
出
羽
三
山
と
呼
ば

れ
る
東
北
を
代
表
す
る
山
が
山
形
県
に
あ

り
、
羽
黒
山
に
は
素
晴
ら
し
い
宿
坊
、
下

北
半
島
に
は
恐
山
の
イ
タ
コ
文
化
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
東
北
各
地
に
は
信
仰

を
出
発
点
と
す
る
精
神
的
な
価
値
が
各
所

に
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
国
内
外
に
ま

だ
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
こ
そ
今
後
は
東
北
の
大
き
な
魅
力
と
し

て
社
寺
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
発
信
し
、
形

に
し
た
い
で
す
し
、
そ
こ
に
大
き
な
意
義

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
も
活
用
し
な
が
ら
、
各
地

の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、
東
北
の
価
値
を

広
め
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
す
。

廣
瀬
　
社
寺
を
軸
に
し
た
東
北
観
光
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
大
変
魅
力
的
で
す
。

紺
野
　
例
え
ば
福
島
県
に
は
、
法
相
宗
の

徳と
く
い
つ一

大
師
が
磐
梯
町
に
仏
教
の
一
大
拠
点

を
築
い
た
歴
史
が
あ
り
、
こ
こ
は
か
つ
て

東
北
に
お
け
る
仏
教
の
中
心
地
で
し
た
。

岩
手
県
平
泉
市
で
は
奥
州
藤
原
氏
が
築
い

た
長
く
平
和
な
時
代
の
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
観
光
し
な

が
ら
社
寺
を
巡
る
。
と
に
か
く
多
く
の
魅

力
的
な
社
寺
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
再
訪
し

て
巡
っ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、

息
の
長
い
観
光
施
策
と
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
東
北
の
奥
深

さ
を
ど
の
よ
う
に
連
携
し
な
が
ら
見
せ
、

発
信
す
る
の
か
、
母
体
と
し
て
は
ど
の
よ

う
な
仕
組
み
が
好
ま
し
い
の
か
を
考
え
て

い
く
の
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
ね
。
東

北
6
県
は
そ
れ
ぞ
れ
人
の
営
み
も
違
い
ま

す
。
加
え
て
各
地
域
で
、
社
寺
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
心
と
し
て
今
で
も
大
切
に
さ

れ
て
い
ま
す
。
東
北
は
広
い
。
だ
か
ら
こ

そ
語
り
尽
く
せ
な
い
し
発
信
し
尽
く
せ
な

い
の
で
す
が
、
機
会
を
見
な
が
ら
発
信
し

て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
東
北
の
ス
ピ

リ
ッ
ト
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
多

く
の
人
々
の
心
を
揺
り
動
か
す
は
ず
で
す
。

廣
瀬
　
東
北
の
魂
で
す
ね
。
そ
こ
に
観
光

が
触
れ
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
も
ま
た
元

気
に
な
っ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。

紺
野
　
東
北
の
人
々
は
、
子
供
の
頃
か
ら

地
元
の
社
寺
を
誇
り
に
思
っ
て
育
っ
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
海
外
の
方
な
ど
が
各
地
の

社
寺
に
来
て
も
ら
う
こ
と
が
地
元
の
プ
ラ

イ
ド
に
な
り
、
若
い
世
代
が
魅
力
を
再
認

識
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
観
光
施
策
で
は
、
新
し
い
も
の
を

取
り
上
げ
が
ち
で
し
た
。
し
か
し
今
こ
そ

原
点
に
返
り
、
社
寺
文
化
の
よ
う
に
各
地

で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
に
着

目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
後
は
東

北
の
新
た
な
観
光
の
魅
力
と
し
て
社
寺
振

興
に
も
力
を
入
れ
、
そ
れ
を
地
域
の
振
興

へ
つ
な
げ
て
い
く
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の

東
北
振
興
の
ひ
と
つ
の
形
と
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

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

東
北
の「
奥
深
さ
」を
知
っ
て
、訪
れ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
に
多
方
面
の
連
携
と
支
援
、

積
極
的
な
情
報
発
信
と
仕
組
み
作
り
で

東
北
の
価
値
を
広
め
て
い
き
ま
す
。

第2 回
社寺観光と東北復興

東北観光推進機構専務理事／紺野純一氏
紺野純一／東日本旅客鉄道(株)で主に国内・海外旅行および観光業務に従事し
たのち、仙台駅長、仙台ターミナルビル (株)専務取締役総支配人を経て、平成
27（2015）年より現職。東北の観光産業振興と経済の発展のために貢献している

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。

《 日本の明日を寺社と共に。 》
■
3
月
13
日
、
首
相
官
邸
大
会
議
室
に
お

い
て
第
29
回 

観
光
戦
略
実
行
推
進
会
議

が
開
催
さ
れ
、
菅
義
偉
官
房
長
官
、
石
井

啓
一
国
土
交
通
大
臣
、
柴
山
昌
彦
文
部
科

学
大
臣
、
片
山
さ
つ
き
地
方
創
生
担
当
大

臣
、
田
端
浩
観
光
庁
長
官
、
清
野
智
日

本
政
府
観
光
局（JN

TO

）理
事
長
な
ど
多

く
の
閣
僚
や
各
省
庁
の
担
当
者
参
加
の
も

と
、
観
光
庁
が
目
指
す
２
０
２
０
年
の
外

国
人
旅
行
者
数
４
０
０
０
万
人
達
成
へ
向

け
た
各
省
庁
の
施
策
に
つ
い
て
説
明
や
報

告
が
あ
っ
た
。

　
会
議
で
は
、
環
境
整
備
を
計
画
的
か
つ

戦
略
的
に
進
め
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
観

光
地
、
交
通
機
関
、
文
化
財
、
国
定
公
園
、

農
泊
の
五
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
工
程
表
を

作
成
す
る
と
共
に
、
環
境
整
備
に
つ
い
て

ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と

を
確
認
。
ま
た
当
協
会
関
連
団
体
で
あ
る

株
式
会
社
和
空
が
招
聘
さ
れ
、
全
国
各
地

の
宿
坊
に
宿
泊
し
て
深
く
日
本
文
化
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る「
テ
ラ
ハ
ク
」に
つ
い

て
説
明
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
田
端
観
光
庁
長
官
か
ら
は
、
新
た

な
観
光
の
コ
ン
テ
ン
ツ
開
拓
の
取
り
組
み

と
し
て
国
と
し
て
も
積
極
的
に
支
援
し
、

事
業
者
に
よ
る
先
行
事
例
を
全
国
に
横
展

開
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
い
う
発
言
が

あ
っ
た
。

NEWS 1 

観
光
戦
略
実
行
推
進
会
議
に
て

「
テ
ラ
ハ
ク
」が
議
題
に

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
た
め
の
環
境
整
備
ス
ピ
ー
ド
化
に
向
け
て

■
栃
木
県
小
山
市
に
あ
る
高た

か
は
し椅

神
社
は
、

日
本
に
お
け
る
料
理
の
始
祖
神
で
あ
る

磐い
わ
か
む
つ
か
り
の
み
こ
と

鹿
六
雁
命
が
御
祭
神
で
、
広
く
料
理

関
係
者
に
崇
敬
さ
れ
て
き
た
。
境
内
に

は
全
国
の
調
理
師
会
会
員
に
よ
る
庖
丁

塚
が
造
営
さ
れ
、
秋
季
大
祭
で
は
庖
丁

式
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
高
椅
神
社

は
昨
年（
平
成
30
）、
約
１
０
０
年
ぶ
り

に
楼
門
を
修
繕
し
、
今
年
5
月
25
日
に

そ
の
完
成
お
披
露
目
を
行
う
こ
と
と
な

り
合
わ
せ
て
翌
26
日
に「
日
本 

和
食（
日

本
料
理
）サ
ミ
ッ
ト
２
０
１
９
i
n
小
山
」

を
開
催
す
る
。
楼
門
特
別
見
学
会
や「
和
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
や
著
名
な
調
理
師
に
よ
る

自
慢
料
理
の
実
演
と
試
食
、
和
食
の
物

販
、「
和
食
の
祭
典
」ブ
ー
ス
出
展
な
ど
、

日
本
が
世
界
に
誇
る
べ
き
伝
統
で
あ
り
、

世
界
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
和
食
を
全

国
に
発
信
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
が
用

意
さ
れ
る
。

　
小
山
市
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
本
場
結
城
紬
や
そ

の
原
料
と
な
る
蚕
、
蚕
の
エ
サ
と
な
る
桑

の
生
産
と
い
っ
た
日
本
の
生
活
文
化
に
関

連
の
深
い
産
業
が
盛
ん
な
地
域
。
こ
れ
ら

に
高
椅
神
社
の
庖
丁
式
な
ど
和
食
の
文
化

も
加
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
地
域
活
性
に

つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

NEWS 2  
栃
木
県
小
山
市
が
高
椅
神
社
か
ら

「
世
界
に
誇
る
和
食
」を
発
信
！

神
社
を
舞
台
に
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
開
発

小山市役所や教育委員会、高椅神社、商工会
議所など地域が一帯となって取り組んでいく

菅官房長官や片山地方創生大臣からも、「テ
ラハク」について言及いただきました
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近
年
は
数
十
年
ぶ
り
の
日
本
酒
ブ
ー

ム
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
全
国
各
地
の
情

報
が
発
信
さ
れ
る
な
か
、
地
域
の
酒
や
関

連
情
報
が
世
界
へ
も
発
信
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
各
地
の
酒
類
関
連
イ
ベ
ン

ト
は
い
ず
れ
も
盛
況
、
日
本
酒
は
外
国
人

旅
行
者
に
も
好
ま
れ
、
イ
ベ
ン
ト
を
目
当

て
に
地
方
を
訪
れ
る
外
国
人
旅
行
者
も

増
え
て
い
る
。
ま
た
平
成
15（
２
０
０
３
）

年
の
酒
造
法
改
正
以
降
、
地
ビ
ー
ル
が
各

地
で
醸
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の

名
産
と
し
て
根
付
い
て
い
る
。今
や
酒
は
、

外
国
人
に
と
っ
て
も
日
本
を
楽
し
む
重
要

な
コ
ン
テ
ン
ツ
と
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
に
お
け
る
酒
の
歴
史
は
、
古
代
祭

祀
で
の
捧
げ
物
や
御
神
酒
に
ル
ー
ツ
が
見

ら
れ
る
。
神
社
で
は
古
来
、
収
穫
し
た
米

で
濁ど

ぶ
ろ
く酒

を
製
造
し
、
神
に
捧
げ
て
き
た
。

平
安
時
代
の
延
喜
式
に
は
大
嘗
祭
で
の

古
代
日
本
酒
の
記
述
が
あ
る
ほ
か
、
神
前

に
酒
を
供
え
る
風
習
は
現
在
も
続
い
て
お

り
、
ま
た
全
国
40
近
い
神
社
で
は
祭
礼
用

に
酒
造
免
許
を
有
し
て
い
る
。
一
方
、
室

町
時
代
に
は
数
ヵ
所
の
寺
院
で
僧
坊
酒

が
醸
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貴
族
や
庶

民
に
人
気
だ
っ
た
。
現
在
の
清
酒
醸
造
は

奈
良
県
に
あ
る
菩
提
山
真
言
宗
大
本
山

正
暦
寺
で
室
町
時
代
に
確
立
さ
れ
た
製

法
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
、
ゆ
え
に
正
暦

寺
は
日
本
清
酒
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
日
本
で
の
ビ
ー
ル
造
り
は

明
治
2（
１
８
６
９
）年
に
横
浜
で
始
ま
っ

た
が
、
明
治
22（
１
８
８
９
）年
に
は
、
大

阪
府
吹
田
市
の
泉い

づ
ど
の
ぐ
う

殿
宮
に
湧
い
て
い
た
霊

泉
の
水
を
ド
イ
ツ
に
送
り
、
ビ
ー
ル
醸
造

に
最
適
と
の
確
証
を
得
た
た
め
隣
接
地

に
東
洋
初
の
ビ
ー
ル
醸
造
工
場（
現
ア
サ

ヒ
ビ
ー
ル
吹
田
工
場
）を
建
設
し
、
同
水

系
の
水
で
ビ
ー
ル
を
醸
造
し
た
と
の
逸
話

も
あ
る
。

　

日
本
で
は
寺
社
と
酒
と
人
々
が
深
い
関

係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
酒
と
共
に
四
季
や

行
事
に
触
れ
る
こ
と
が
連
綿
と
続
い
て
き

た
。
酒
は
寺
社
や
地
域
と
深
く
関
わ
る
文

化
で
あ
る
。な
ら
ば
そ
の
歴
史
も
踏
ま
え
、

広
く
発
信
す
る
こ
と
で
よ
り
多
く
の
参

拝
者
を
呼
び
込
む
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。

　

評
判
が
共
感
を
生
む
現
代
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
の
あ
る
取
り
組
み
は
広
ま
り
や
す

い
。
事
実
、
酒
を
き
っ
か
け
に
賑
わ
い
を
取

り
戻
し
、
ま
た
生
み
出
し
て
い
る
寺
社
も

あ
る
。
加
え
て
、
新
た
に
酒
造
り
を
始
め

る
所
も
出
て
き
た
。
酒
と
の
関
わ
り
の
活

用
は
、
寺
社
振
興
に
ど
ん
な
効
果
を
生
む

の
か
。
4
つ
の
事
例
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

日
本
人
の
暮
ら
し
と
風
土
と

切
っ
て
も
切
れ
な
い
酒

明治時代には公的機関が
寺院内でビール醸造を!?

伝統の継承と
寺社振興を兼ねた
取り組みに注目！

寺社と酒との関係に、注目が集まり始めている。
寺社で開催される日本酒やビールのイベントは年齢問わず大盛況、
ビールやワインを醸造している寺は、アクセスが不便でも参拝者が増えている。
酒との関わりを積極的に発信することは、寺社のにぎわいにつながるかもしれない。

で地域と寺社活性。
特 集

　明治3（1870）年、京都の産業振興を目
的に京都舎

せ い み

密局が設立され、工業化学の
研究が行われた。事業のひとつにビール醸
造があり、明治10（1877）年、清水寺境内
で前年に湧いた清水を利用したビールを醸
造するため、音羽の滝の西側に京都舎密局
麦酒醸造所を建設（写真上）。以後 4 年間
ビール醸造が行われていた。醸造所がで
きた同年、京都に行幸した明治天皇に、こ
こで醸造された「扇印麦酒」と名付けられた
ビールが献上された記録もある。寺社の湧
水は良質な地下水として、日本酒と同じよ
うにビール醸造にも適していたようだ。
写真／京都府立京都学・歴彩館 京の記憶アーカイブ
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担
う
マ
ン
パ
ワ
ー
が
乏
し
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
祭
り
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
、
大

学
の
申
し
出
は
あ
り
が
た
か
っ
た
」と
語
る

の
は
、
河
野
真
二
宮
司
と
、
氏
子
会
長
の

田
邉
敬
さ
ん
。
約
１
０
０
０
㎏
の
米
か
ら

約
２
０
０
０
ℓ
の
ど
ぶ
ろ
く
が
で
き
る
過
程

で
、
学
生
た
ち
に
は
体
力
的
に
も
大
い
に

助
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
持
ち
帰
り
用
の
酒

瓶
に
社
名
を
印
字
す
る
に
あ
た
っ
て
、
コ

ス
ト
面
で
先
生
か
ら
ア
イ
デ
ア
が
提
案
さ

れ
た
り
、
神
輿
を
担
い
で
祭
り
に
参
加
し

た
い
と
い
う
学
生
も
現
れ
た
。
当
初
は「
学

生
に
怪
我
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
」と
気
を

遣
っ
て
い
た
が
、
今
で
は
過
剰
な
気
遣
い
は

不
要
。
酒
を
造
っ
て
、
一
緒
に
飲
む
と
い
う

経
験
を
神
社
と
氏
子
、
学
生
が
一
緒
に
す

る
こ
と
が
、
温
か
い
関
係
を
育
ん
で
い
る
。

　

伝
統
の
祭
り
に
外
部
の
手
を
借
り
る

こ
と
も
新
た
な
試
み
で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
機
に
合
わ
せ
、
氏
子
が
担
う
数
多
く
の

役
職
を
時
代
に
合
わ
せ
て
見
直
す
こ
と
に

し
た
。「
昔
か
ら
続
く
慣
習
と
い
う
縛
り
に

よ
っ
て
、
今
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
な
ら
ば
、
思
い
切
っ
て
見
直
す
こ

と
も
必
要
。
た
と
え
規
模
が
縮
小
し
た
と

し
て
も
、
祭
り
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
最

優
先
で
す
か
ら
」と
河
野
宮
司
。
た
だ
し
、

神
事
を
す
べ
て
氏
子
で
行
う
と
い
う
基
本

は
絶
対
に
ブ
レ
な
い
。
こ
の
秋
も
、
氏
子

が
自
ら
の
田
で
育
て
た
新
米
を
使
い
、
氏

子
が
代
々
受
け
継
ぐ
杜
氏
職
の
技
に
よ
っ

て
、
ど
ぶ
ろ
く
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
周
り
を
、
地
域
と
人
々
の
絆
が
生
ん
だ

連
携
が
支
え
て
い
く
。

　

大
分
県
杵
築
市
の
山
間
部
に
あ
る
大

田
地
区
で
は
年
に
2
日
間
だ
け
、
こ
の

静
か
な
里
に
全
国
か
ら
約
2
万
人
も
が

集
う
。
そ
れ
が
白
鬚
田
原
神
社
の「
ど
ぶ

ろ
く
祭
り
」。
毎
年
10
月
17
日
、
18
日
の

大
祭
に
、
氏
子
衆
に
よ
っ
て
仕
込
ま
れ

た
ど
ぶ
ろ
く
が
神
に
捧
げ
ら
れ
、
参
拝

者
に
も
無
料
で
振
る
舞
わ
れ
る
。
特
段

酒
造
り
の
盛
ん
な
土
地
柄
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
昔
は
周
辺
に
あ
る
複
数
の

神
社
で
も
ど
ぶ
ろ
ぐ
造
り
が
行
わ
れ
て

い
た
の
だ
が
、
今
で
は
こ
の
白
鬚
田
原
神

社
だ
け
に
ど
ぶ
ろ
く
造
り
が
神
事
と
し

て
残
る
。
ち
な
み
に
同
社
は
、
九
州
の

神
社
で
唯
一
、
酒
の
醸
造
が
許
可
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
も
創
建
か
ら
１
３
０
０
年

以
上
、
一
度
も
絶
え
る
こ
と
な
く
神
事

が
行
わ
れ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
ん
な
同
社
に
転
機
が
訪
れ
た
の
が
平
成

29（
２
０
１
７
）年
。
県
内
に
あ
る
別
府
大

学
の
学
生
た
ち
と
、
ど
ぶ
ろ
く
造
り
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

大
学
に
は
全
国
的
に
も
珍
し
い「
食
品

発
酵
科
」が
あ
り
、
神
社
で
行
わ
れ
る
伝

統
的
な
酒
造
り
を
学
生
た
ち
に
学
ば
せ
た

い
と
打
診
が
あ
っ
た
と
い
う
。

 「
神
事
は
す
べ
て
氏
子
が
行
う
の
が
基
本
。

し
か
し
氏
子
の
高
齢
化
が
進
み
、
神
事
を

醸
造
所
を
持
つ
神
社
に

学
生
た
ち
が
や
っ
て
き
た

継
続
を
す
る
た
め
に

変
え
る
事
、
変
え
な
い
事

大祭は 17 日が前夜祭、18 日が神幸祭。神
社の前にはさまざまな店も出て、県内外から
多くの人が訪れる。「どぶろく祭り」では、鬚自
慢コンクールも毎年好評

毎年 9月25日の「醸造始の儀」が、どぶろく祭りの始まりの儀式。氏子さんが持ち寄っ
た米を加えた原料米に麹を混ぜていく。別府大学の学生たちも儀式に参加し、「どぶろ
く造りに携るのが楽しい、役に立てることが嬉しい」そう

五穀豊穣や健康長寿のご利益で知られる「どぶろく祭り」。県外から10年以上毎年通
うという参拝者がいるなど、熱心なファンも多い

河野真二宮司（写真左）と氏子会長の田邉敬
さん（写真右）。社殿の右奥には、どぶろく造
りのための醸造所や酒蔵がある

白
しらひげたわらじんじゃ

鬚田原神社
〒 879-0902
大分県杵築市大田沓掛1693
TEL:0978-52-2144（宮司宅）

酒

で

地

域

と

寺

社

活

性
。

大
学
と
共
に
取
り
組
み
、つ
な
ぐ

伝
統
の
ど
ぶ
ろ
く
造
り

1
事  例

白鬚田原神社
大 分 県

毎年 10 月 1 日の「掛添えの儀」が終われば、
8 日に口開式と酒精検査（写真上）、関係者
が川で穢れを祓う潔斎式（下）、潮汲みといっ
た多くの段階を経て、大祭の日を迎える
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考
え
た
の
で
す
」。
酒
祭
奉
賛
会
で
は
第

3
日
曜
日
に
醸
造
安
全
祈
願
と
醸
造
関
係

者
向
け
の
利
酒
会
、
第
4
日
曜
日
に
下
社

で
一
般
参
加
者
向
け
の
利
酒
会
が
行
わ
れ

る
。
そ
れ
が
近
年
、
大
盛
況
。

　

今
年
で
69
回
目
を
迎
え
る
酒
祭
奉
賛
会

お
よ
び
利
酒
会
は
、
鉄
道
会
社
が
積
極
的

に
P
R
活
動
を
始
め
た
こ
と
で
年
々
参
加

者
が
増
え
て
い
る
。「
最
近
で
は
、
参
加
し

た
方
が
S
N
S
な
ど
で
積
極
的
に
広
め
て

く
だ
さ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
参
加

者
が
イ
ベ
ン
ト
で
初
め
て
知
っ
た
お
酒
を

気
に
入
っ
て
、
そ
の
後
の
購
入
に
つ
な
が

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
な
か
に
は
業
者
の
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
酒
蔵
の
方
と
直
接

ビ
ジ
ネ
ス
の
話
に
発
展
し
た
ケ
ー
ス
も
あ

る
よ
う
で
す
」。
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
神
社

と
参
加
者
の
間
に
つ
な
が
り
が
で
き
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
参
加
者
同
士
の
交
流

の
場
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
意

義
を
感
じ
る
と
目
黒
氏
。

　

こ
の
成
功
を
き
っ
か
け
に
同
社
は
今
、

神
職
が
直
接
人
々
と
触
れ
合
う
機
会
を
増

や
し
て
お
り
、
時
に
は
バ
ス
ツ
ア
ー
の
参

拝
者
を
権
禰
宜
自
ら
案
内
す
る
こ
と
も
あ

る
。「
大
山
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

こ
こ
を
ひ
と
つ
の
媒
体
と
し
て
捉
え
、
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
大
山
に
足
を
運
び
、
信
仰
に
触
れ
る
機

会
を
増
や
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

大
山
阿
夫
利
神
社
は
、
奈
良
時
代
以
降

神
仏
習
合
の
霊
山
と
し
て
栄
え
、
源
頼
朝

や
徳
川
家
な
ど
歴
代
の
将
軍
に
も
信
奉
さ

れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
庶
民
か

ら
の
崇
敬
も
高
ま
り
、
人
々
が「
講
」を
形

成
し
て
大
山
詣
を
す
る
よ
う
に
。

 

「
江
戸
時
代
の
隆
盛
の
大
き
な
理
由
に
、

『
御お

し師
』の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。
大
山
を

登
る
途
中
の
旅
館
は
す
べ
て
宿
坊
で
、
か

つ
て
は
各
宿
主
が
御
師
と
し
て
布
教
に
勤

し
ん
で
い
た
ん
で
す
。
私
の
家
も
も
と
は

宿
坊
。
大
山
の
御
師
た
ち
は
先
人
の
意
志

を
継
ぎ
、
現
在
は
先
導
師
と
い
う
名
称
の

も
と
活
動
し
て
い
ま
す
」

　

目
黒
久
仁
彦
権
禰
宜
に
よ
れ
ば
、
先

導
師
と
し
て
の
仕
事
の
ひ
と
つ
が
、
毎
年

5
月
に
行
わ
れ
る
酒
祭
奉
賛
会
だ
と
い

う
。
御
祭
神
で
あ
る
大お

お
や
ま
つ
み
の
お
お
か
み

山
祗
大
神
は
別
名

「
酒さ

か
と
け解

神
」と
も
呼
ば
れ
、
酒
造
の
祖
神
と

し
て
全
国
の
関
係
者
か
ら
信
奉
さ
れ
て
き

た
。「
東
京
に
出
る
人
が
増
え
、
講
が
減
っ

て
い
く
な
か
、
先
々
代
の
宮
司
と
酒
造
組

合
の
方
々
が
、
地
域
を
盛
り
上
げ
る
た
め

昭
和
27
年
に
酒
祭
を
開
催
し
た
の
が
始
ま

り
で
す
。
関
東
一
円
の
酒
蔵
に
神
職
が
出

向
い
て
お
酒
の
奉
納
を
お
願
い
し
、
奉
納

の
お
礼
と
し
て
醸
造
の
安
全
祈
願
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
。
そ
の
後
、
お
酒
を
一
般
の

人
々
に
無
料
で
振
る
舞
う
こ
と
で
お
い
し

さ
を
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
と
共
に
、
大

山
に
集
ま
っ
て
も
ら
う
機
会
を
作
ろ
う
と

 「
地
域
を
盛
り
上
げ
た
い
」

宮
司
と
酒
造
組
合
の
想
い

神
社
に
人
を
集
め
た
い
。

そ
の
た
め
の
取
り
組
み

ミシュラン・グリーンガイド 2つ星を獲得した
眺望を持つ大山阿夫利神社。その眺望を生
かして、現在境内にカフェもオープン

神職が訪ね歩いた関東一円の蔵から、毎年200
種類以上の酒が奉納される。醸造安全祈願祭の
のち、それらの酒が利酒会で振る舞われる

毎年5月の第3日曜日に行われる醸造安全祈願祭。この数週
間前に8名の神職が１人あたり30軒程度、4日をかけて先導
師として関東一円の酒蔵をまわり、酒の奉納をお願いする

大山阿夫利神社
神 奈 川 県

先
人
た
ち
の
意
志
を
引
き
継
ぎ

利
酒
会
で
交
流
を
生
み
出
す

2
事  例

ケーブルカーの駅からすぐの下社（写真上）。
ここから上り1 時間半、下り1 時間をかけて
山頂の本社（下）に向かう。利酒会の日は本
社参拝を断念する人も

大
お お や ま あ ふ り じ ん じ ゃ

山阿夫利神社
〒 259-1107 
神奈川県伊勢原市大山 355
TEL：0463-95-2006
http://www.afuri.or.jp

広報も務める目黒久仁彦権禰宜。同社と同
名のラーメン店とのコラボイベントを実現する
など、精力的に活動している

酒

で

地

域

と

寺

社

活

性
。
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の
改
正
で
小
規
模
で
も
地
ビ
ー
ル
の
醸
造

が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
地
ビ
ー

ル
の
製
造
に
も
乗
り
出
し
た
。

 

「
大
量
生
産
す
る
つ
も
り
は
最
初
か
ら
あ

り
ま
せ
ん
。
お
寺
の
維
持
管
理
に
必
要
な

コ
ス
ト
を
、
ビ
ー
ル
の
醸
造
を
通
し
て
得

る
だ
け
で
す
」。
現
在
も
製
造
量
は
増
や

し
て
い
な
い
が
、
お
寺
発
の
ビ
ー
ル
が
評

判
を
呼
び
、
訪
れ
る
人
が
増
え
て
き
た
。

 

「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
系
の

修
道
院
が
昔
か
ら
ビ
ー
ル
を
醸
造
し
、
運

営
費
に
充
て
て
い
る
こ
と
は
有
名
な
話
。

現
在
の
事
業
は
そ
れ
と
ま
る
で
同
じ
考
え

方
で
す
。
結
果
的
に
評
判
が
広
が
っ
て
き

　

マ
グ
ロ
で
知
ら
れ
る
青
森
県
大
間
町
が

今
、
地
ビ
ー
ル
で
密
か
に
人
気
だ
。
き
っ
か

け
は
、
同
町
に
あ
る
寛
永
2（
１
６
２
５
）

年
開
山
の
崇
徳
寺
で
、
22
代
目
の
佐
々
木

真し
ん
ぽ
う萠

住
職
が
平
成
15（
２
０
０
３
）年
か
ら

始
め
た
地
ビ
ー
ル
の
醸
造
。
全
国
的
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
過
疎
化
は
大
間
町
も
例

外
で
は
な
い
。
崇
徳
寺
で
も
、
年
々
寺
を

訪
れ
る
人
が
減
っ
て
き
た
が
、
１
２
０
軒

以
上
あ
る
檀
家
の
た
め
に
寺
の
運
営
は
続

け
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
に

何
も
手
を
打
た
ず
に
い
た
ら
、
い
つ
か
立

ち
ゆ
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う

考
え
、
副
業
を
決
意
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
寺
を
空
け
て
ま
で

副
業
は
で
き
な
い
。
幸
い
境
内
に
は
、
開

山
以
前
か
ら
恐
山
を
源
流
と
す
る
湧
水

が
あ
っ
た
。
副
業
を
思
い
立
っ
た
時
、
ま

ず
は
そ
れ
で
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
製

造
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
販
売
を
始

め
た
時
期
は
大
手
飲
料
メ
ー
カ
ー
か
ら
も

続
々
と
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
が
発
売
さ

れ
た
時
期
で
も
あ
り
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い

が
、
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
、
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
ォ
ー
タ
ー
は
す
ぐ
に
中
止
。
し
か
し
境

内
に
は
機
械
と
建
物
が
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
ど
う
に
か
活
用
で
き
な
い
か
…
。
そ

ん
な
時
、
全
国
で
地
ビ
ー
ル
を
醸
造
す
る

動
き
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
平
成
13
年
に

発
泡
酒
の
醸
造
免
許
を
取
得
し
て
翌
年
か

ら
販
売
を
開
始
。
さ
ら
に
翌
年
、
酒
造
法

今
あ
る
資
源
＋
α
で

新
た
な
収
益
を
考
え
た

設
備
を
持
っ
た
こ
と
で

新
た
な
道
も
開
け
た

境 内には 直 売 所
と、不在時でも購
入してもらえるよう
自動販売機も設置

（写真上）。フルー
ティーなワイン「卍ワ
イン silent snow」

（左）もこれから力
を入れていくそう

お寺でビールという組み合わせがメディアの目
にも留まり、新聞などで紹介されるようになっ
てきた（写真は共同通信社が配信したもの）

商品名は「卍
まんじむぎしずく

麦 雫」。ビールはラガーとピルス
ナー、発泡酒にはスタウト、ビター、ペールエー
ルに加え、青森らしいアップルもある

住職の佐々木真萠さん。「バイコードリンクB・
S 崇徳寺」名義で、単身醸造をしている

浄土宗
梅
ばいこうさん

香山 崇
す う と く じ

徳寺
〒 039-4602
青森県下北郡大間町奥戸 93
TEL：0175-37-3342

浄土宗
梅香山崇徳寺

青 森 県

寺
を
続
け
て
い
く
た
め
と
考
え
た

事
業
が
寺
の
認
知
拡
大
に

3
事  例

酒

で

地

域

と

寺

社

活

性
。

て
い
ま
す
が
、
今
後
も
運
営
に
か
か
る
費

用
が
工
面
で
き
れ
ば
、
そ
れ
以
上
醸
造
す

る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
と
は
い
う
も

の
の
、
醸
造
設
備
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、

地
域
に
と
っ
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ

た
よ
う
で
、
数
年
前
か
ら
委
託
醸
造
の
依

頼
も
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
収
入
が
安
定

し
て
き
た
こ
と
で
、
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

も
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昨
年
か

ら
ワ
イ
ン
の
醸
造
も
開
始
し
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
大
手
の
楽
天
に
シ
ョ
ッ
プ
も
開
設
。

今
後
は
ビ
ー
ル
や
ワ
イ
ン
の
質
を
も
っ
と

高
め
、
寺
院
運
営
費
の
確
保
体
制
を
盤
石

な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
考
え
だ
。
そ
れ

も
こ
れ
も
寺
の
将
来
の
た
め
、
何
よ
り
、

檀
家
の
た
め
。
気
持
ち
が
ブ
レ
な
い
こ
と

が
、
何
よ
り
の
強
み
と
な
る
。
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し
て
み
よ
う
と
試
み
た
の
で
す
」

　

先
代
の
住
職
は
、
ぶ
ど
う
を
栽
培
す
る

40
軒
あ
ま
り
の
檀
家
と
と
も
に
、
柏か

し
わ和

葡

萄
酒
株
式
会
社
を
設
立
。
毎
年
株
主（
檀

家
）が
自
園
で
作
っ
た
ぶ
ど
う
を
持
ち
寄

り
、
住
職
を
は
じ
め
と
す
る
役
員
が
ワ
イ

ン
を
醸
造
し
、
3
月
に
蔵
出
し
す
る
。
完

成
し
た
ワ
イ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
寄
っ

た
キ
ロ
数
に
応
じ
て
分
配
、
持
ち
帰
る
こ

と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
だ
。
井
上
住
職
は

先
代
か
ら
柏
和
葡
萄
酒
社
も
引
き
継
ぎ
、

代
表
を
務
め
て
い
る
。「
あ
く
ま
で
素
人
が

作
る
ワ
イ
ン
で
す
か
ら
、
澱お

り

が
残
っ
て
し

ま
っ
た
り
し
て
、
決
し
て
良
い
ワ
イ
ン
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
、

自
分
た
ち
で
造
っ
た
ワ
イ
ン
は
格
別
で
、

最
初
は
自
分
の
持
ち
帰
り
分
を
寺
の
民
宿

の
宿
泊
者
に
サ
ー
ビ
ス
で
振
舞
っ
て
い
た

ん
で
す
よ
。
そ
の
う
ち
、
お
土
産
に
欲
し

い
と
言
っ
て
く
れ
る
方
が
い
た
の
で
、
販

売
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
数

年
は
、
10
月
頃
に
は
売
り
切
れ
て
し
ま
う

ほ
ど
で
、
驚
い
て
い
ま
す
」

　

ワ
イ
ン
造
り
を
通
し
て
築
い
た
地
域
の

人
た
ち
と
の
絆
は
、
檀
家
の
増
加
に
も
表

れ
て
い
る
。「
も
ち
ろ
ん
、
お
寺
を
守
る
た

め
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
私
も
地

域
住
民
の
ひ
と
り
と
し
て
、
み
な
さ
ん
と

一
緒
に
働
く
こ
と
が
楽
し
い
ん
で
す
」。
一

緒
に
汗
を
流
す
こ
と
が
、
お
寺
と
地
域
の

人
と
の
信
頼
構
築
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

平
成
28
年
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
ド
ラ
マ

「
逃
げ
る
は
恥
だ
が
役
に
立
つ
」（
出
演
・

新
垣
結
衣
ほ
か
）に
も
登
場
し
、
全
国
的

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
善
寺
。
話

題
と
な
っ
た「
和
尚
さ
ん
の
ワ
イ
ン
」こ
と

ぶ
ど
う
寺
自
家
製
ワ
イ
ン
は
、
昭
和
28

（
1
9
5
3
）年
よ
り
住
職
と
檀
家
が
自
分

た
ち
の
た
め
に
造
っ
て
き
た
も
の
。

 

「
当
寺
は
奈
良
時
代
、
行
基
に
よ
っ
て
開

山
さ
れ
ま
し
た
。
甲
斐
国
に
入
っ
た
行
基

は
、
渓
谷
の
大
石
の
上
で
修
行
し
て
い
た

際
、
ぶ
ど
う
を
手
に
持
っ
た
薬
師
如
来
を

見
た
。
そ
れ
が
寺
院
草
創
の
き
っ
か
け
と

さ
れ
て
い
ま
す
」と
井
上
哲
秀
住
職
。
そ

も
そ
も
、
仏
教
と
ぶ
ど
う
は
深
い
関
わ
り

が
あ
る
。
今
日
の
ぶ
ど
う
の
原
種
と
さ
れ

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
ヴ
ィ
テ
ィ
ス
・
ヴ
ィ

ニ
フ
ェ
ラ
種
は
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
出

現
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
世
界
各
地

に
広
が
り
、
日
本
の
九
州
地
方
や
奈
良
に

も
、
中
国
の
僧
侶
に
よ
っ
て
伝
播
。
そ
の

後
行
基
が
奈
良
で
習
得
し
た
ぶ
ど
う
の
栽

培
を
こ
の
地
で
広
め
た
こ
と
が
、
甲
州
ぶ

ど
う
の
始
ま
り
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
大
善
寺
は
農
地
開
拓
を
行
い
、

戦
後
の
農
地
解
放
ま
で
、
所
有
す
る
ぶ
ど

う
畑
の
多
く
を
小
作
農
に
貸
し
て
い
た
と

い
う
。「
戦
後
、
甲
州
ぶ
ど
う
は
と
て
も
高

価
な
も
の
で
し
た
。だ
か
ら
一
生
懸
命
作
っ

た
け
ど
、
ど
う
し
て
も
傷
モ
ノ
は
出
る
。

そ
こ
で
売
り
物
に
な
ら
な
い
も
の
は
酒
に

ぶ
ど
う
寺
の
誕
生

仏
教
と
ぶ
ど
う
の
深
い
関
係

住
職
と
檀
家
で
会
社
を
設
立

柏
和
葡
萄
酒
の
ワ
イ
ン

山門周辺にはブドウ畑が広がっている。

お土産には、赤ワイン、白ワイン、ぶどうジュー
スの購入が可能。ワインは 720ml ボトルの場
合1本 1500 円、一升瓶なら 3000円。ジュー
スは800円

一泊二食付き 6500 円で、寺の所有地内に
設けられた民宿に宿泊することも可能。住職
の奥様が手料理を振舞ってくれる

大善寺のご尊像である、ぶどうを持つ薬師如
来。特別な時期にのみ、ご開帳されている

参拝後、ワインやぶどうジュースの試飲ができる「グ
ラスワイン拝観」「ぶどうジュース拝観」（それぞれ
800 円／通常の拝観券は 500 円）

戦後の農地解放後、住職自らぶどうの栽培を行っ
ている。繁忙期には農作業と袈裟を着替えながら、
畑と寺を行ったり来たりするそう

真言宗智山派
ぶどう寺
柏尾山大善寺
〒 409-1316 
山梨県甲州市勝沼町
勝沼 3559 
TEL：0553-44-0027
http://katsunuma.
ne.jp/~daizenji

行
基
が
広
め
た
甲
州
ぶ
ど
う

ワ
イ
ン
造
り
で
地
域
と
つ
な
が
る

真言宗智山派
ぶどう寺 柏尾山 大善寺

山 梨 県

4
事  例

酒

で

地

域

と

寺

社

活

性
。
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職
人
が
減
少
し
て
も

チ
ー
ム
を
組
ん
で

品
質
と
技
術
を

次
世
代
へ
つ
な
ぐ

2
No. 

さ
ま
ざ
ま
な
世
代
に

「
仏
教
」を
伝
え
、

地
域
と
の
つ
な
が
り
で

新
た
な
互
助
関
係
を
生
む

1
No. 

　
京
都
市
南
区
に
あ
る
谷
口
松
雄
堂
は
、

大
正
15（
１
９
２
６
）年
創
業
、
和
紙
工
芸

品
や
表
具
を
主
に
製
造
し
て
い
た
が
、
昭

和
34（
１
９
５
９
）年
あ
た
り
か
ら
御
朱
印

帳
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
、
今
や
年
間

20
万
冊
以
上
を
製
造
す
る
大
手
で
あ
る
。

御
朱
印
帳
は
細
や
か
な
作
業
が
必
要
な
た

め
、
こ
れ
ま
で
職
人
が
手
作
業
で
制
作
し
て

き
た
の
だ
が
、
長
年
共
に
や
っ
て
き
た
職
人

が
高
齢
化
、
加
え
て
次
世
代
を
担
う
べ
き

職
人
も
い
な
い
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
。

 

「
伝
統
産
業
の
多
く
が
同
じ
問
題
を
抱
え

て
い
て
、
こ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
依
頼
は
増
え
る
ば
か
り
。
そ
こ
で
、

品
質
を
落
と
さ
ず
み
な
さ
ま
の
ご
要
望
に

御朱印帳製造の技術を守る、谷口松
し ょ う ゆ う

雄堂の谷口主
か ず よ し

嘉さん

【 超宗派佛教徒　坊主道 】
http://www.bozudo.com

【 谷口松雄堂 】
〒 601-8433 京都府京都市南区九条東柳ノ内町 58　TEL：075-661-3141　https://www.taniguchi.co.jp

宗派を超えて仏教・僧侶のあり方を考える、妙
み ょ う し ょ う じ

性寺・近藤玄
げんじゅん

純さん

浄土真宗本願寺派
光明寺僧侶・松本
紹圭さんが主催した

「未来の坊主塾」の
卒業生でもある近藤
さん。そこで、宗派
を超えて寺のあり方、
僧侶のあり方を考え
た体験が今の活動に
つながっている

坊主道の主要
メンバー。近
藤さんが直接
呼びかけて集
まった、山梨
の有志たちだ

地域の大学生
や女性たちと
共に、子供た
ちに食事を振
る舞いながら
仏教について
話 を する「 寺
GO 飯」を実施
している

谷口さんも中国へ足
繁く通い、品質の確
認や技術的な問題の
解決などを現地の担
当者と話し合っている

和紙に塗る糊の量、ス
ピード、正確な位置に
貼る技術。それらは経
験がないとできない

一枚の長い和紙を均等に折り畳むにも熟練
の技術が必要。中国の工場では指導の甲斐
あって、高品質の仕上がりを実現できている

応
え
ら
れ
る
方
法
を
考
え
て
き
ま
し
た
」

と
語
る
の
は
4
代
目
の
谷
口
主
嘉
さ
ん
。

近
年
の
御
朱
印
ブ
ー
ム
で
、こ
の
10
年
ほ

ど
受
注
数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、リ

ク
エ
ス
ト
も
多
様
化
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、

中
国
に
開
設
し
た
工
場
で
中
面
を
折
り
加

工
、
完
成
品
を
日
本
の
本
社
工
場
に
送
っ

て
表
紙
を
手
作
業
で
貼
る
方
法
へ
移
行
。

品
質
を
保
つ
た
め
に
日
本
の
社
員
が
毎
月

中
国
に
出
向
き
、
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る

体
制
も
整
え
た
。

 

「
チ
ー
ム
で
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
、
そ

れ
が
私
た
ち
の
出
し
た
答
え
で
す
」

　
特
別
仕
様
や
急
ぎ
の
案
件
が
入
っ
た
場

合
は
本
社
工
場
で
別
の
チ
ー
ム
が
担
当
。

形
を
変
え
な
が
ら
技
術
を
継
承
す
る
、
そ

れ
が
寺
社
の
伝
統
を
次
代
へ
と
つ
な
ぐ
一

助
と
な
り
続
け
て
い
る
。

技
術
を
継
承
す
る
職
人
が

高
齢
化
す
る
中
で
出
し
た
結
論

W
E
B
サ
イ
ト「
お
寺
の
じ
か
ん
」も
運
営

す
る
な
ど
、
活
動
は
多
岐
に
渡
る
。

 「『
仏
道
修
行
と
し
て
活
動
し
、
人
が
集
ま

り
持
ち
寄
る
場
所
』を
本
堂
と
見
立
て
、
そ

こ
を
ハ
ブ
に
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
に
寄
り
添

う
活
動
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

し
て
地
域
の
人
た
ち
と
つ
な
が
り
、
大
き

な
寺
院
と
そ
の
参
道
の
人
々
の
よ
う
な
互

助
関
係
を
新
た
な
形
で
築
い
て
い
き
た
い
」

　
檀
家
と
寺
の
関
係
は
あ
く
ま
で
共
益
、

そ
の
先
の
公
益
を
考
え
た
活
動
を
す
る
こ

と
が
、
僧
侶
が
で
き
る「
布
施
」に
な
る
だ

ろ
う
と
近
藤
さ
ん
。「
活
動
自
体
で
収
益
を

得
る
こ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。我
々
僧
侶

が
社
会
に
参
画
す
る
場
を
作
り
、参
加
し
て

く
れ
た
地
域
の
皆
さ
ん
が
寺
や
仏
教
を
身

近
に
感
じ
て
く
れ
た
な
ら
、そ
れ
が
存
在
意

義
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　「
坊
主
道
と
は
仏
教
を
伝
え
、
こ
れ
か

ら
の
お
寺
や
僧
侶
の
あ
り
方
を
考
え
る
た

め
に
集
ま
っ
た
、
山
梨
県
に
あ
る
超
宗
派

僧
侶
団
体
で
す
」（「
坊
主
道
」H
P
よ
り
）

　
日
蓮
宗
妙
性
寺
の
住
職
、
近
藤
玄
純

さ
ん
が
代
表
を
務
め
る
坊
主
道
は
、
そ
の

宣
言
通
り
浄
土
宗
、
臨
済
宗
、
曹
洞
宗

と
い
っ
た
、
県
内
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗

派
の
寺
院
か
ら
僧
侶
た
ち
が
集
ま
っ
て
活

動
を
行
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
と
共
に
寺

で
食
事
を
す
る「
寺
G
O
飯
」や
、
地
元

の
行
政
書
士
チ
ー
ム「
よ
す
が
び
と
」と
共

催
し
、
終
活
に
つ
い
て
学
ぶ「
ゆ
く
す
え

茶
話
会
」。
そ
れ
ら
活
動
の
報
告
や
、
地

域
の
僧
侶
た
ち
の
活
動
な
ど
を
紹
介
す
る

子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で

苦
し
む
人
に
寄
り
添
う
活
動
を

谷口松雄堂が得意とするのは和紙に漆
を施したもの（左）。ほかにも近年は要望
に応じて多様なデザインを手がけている

坊主道の活動に賛同した地元のデザイン
会社「株式会社マニュアルズ」が WEB サ
イトのデザインと管理を提供。それをきっ
かけに同社には、サイトを見た寺からHP
制作の依頼が届いているという

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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陸
奥
国
一
之
宮
と
し
て
奈
良
時
代
以
前

よ
り
現
在
の
地
に
鎮
座
す
る
鹽し

お
が
ま竈

神
社

は
、「
し
お
が
ま
さ
ま
」と
呼
ば
れ
塩
竃
市

民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
広
大
な
鎮
守
の

森
を
有
す
る
9
万
坪
以
上
の
敷
地
で
は
四

季
折
々
の
花
が
訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て

い
る
が
、
隣
接
す
る
町
内
に
あ
る
末
社
の

御お
か
ま釜

神
社
も
、
同
じ
く
市
民
か
ら
大
切
に

さ
れ
て
い
る
場
所
。
境
内
に
奉
安
さ
れ
て

い
る「
四
口
の
神
釜
」に
は
松
島
湾
内
か
ら

く
み
上
げ
た
海
水
が
張
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
水
、
江
戸
時
代
よ
り
吉
凶
に
か
か
わ

ら
ず
、
世
に
異
変
が
起
こ
る
前
に
は
決

ま
っ
て
釜
の
水
が
澄
ん
だ
と
伝
わ
る
。
社

に
は
釜
守

が
お
り
、水

が
澄
む
と

仙
台
城
へ

急
ぎ
報
告

に
上
が
っ

て
い
た
。
平
成
23（
２
０
１
１
）年
の
東
日

本
大
震
災
の
際
も
、当
日
の
朝
に
神
釜
の

水
が
、か
つ
て
な
い
ほ
ど
澄
ん
だ
。

　
逸
話
が
ず
っ
と
語
り
継
が
れ
る
ほ
ど
市

民
の
心
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
神
釜
。
そ

の
境
内
で
は
毎
年
7
月
4
日
か
ら
6
日
に

か
け
て「
藻
塩
焼
神
事
」が
行
わ
れ
る
。
初

日
は
神
職
が
湾
内
に
神
事
船
を
出
し
て
海

藻
を
刈
り
取
り
、
翌
日
は
神
職
が
松
島

釜
ヶ
淵
か
ら
満
潮
時
の
海
水
を
汲
み
、
神

釜
の
水
を
入
れ
替
え
る
水
替
神
事
。
そ
し

て
最
終
日
に
は
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
塩
業

関
係
者
が
見
守
る
な
か
、
古
代
の
製
塩
法

そ
の
ま
ま
に
塩
が
作
ら
れ
、
で
き
た
塩
は

御
釜
神
社
と
7
月
10
日
の
鹽
竈
神
社
例

祭
に
供
え
ら
れ
る
ほ
か
、
少
量
な
が
ら
参

拝
者
に
も
頒
布
さ
れ
る
。
ま
た
氏
子
は
こ

の
塩
を
家
内
安
全
の
依
代
と
し
て
持
ち
帰

り
、
大
切
に
祀
る
そ
う
。

　
長
い
歴
史
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た

行
事
と
塩
、神
釜
の
伝
承
。
人
々
を
守
り
、

ま
た
人
々
か
ら
守
ら
れ
、
街
が
日
々
穏
や

か
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
も
あ
る
。

釜
の
水
が
濁
っ
て
い
る
の
は

町
が
穏
や
か
な
証

は
始
ま
っ
た
。

 

「
日
本
一
の
大
天
狗
面
は
地
域
の
商
工
会

の
有
志
に
よ
り
、
戦
勝
を
祈
願
し
て
昭
和

14（
１
９
３
９
）年
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
昭
和
46（
１
９
７
１
）年
に
は
交
通

安
全
を
祈
願
し
て『
交
通
安
全
身
代
わ
り

大
天
狗
』が
作
ら
れ
、
二
面
の
大
き
な
面

が
安
置
さ
れ
た
の
で
す
」。

　
地
域
の
人
々
か
ら
、
そ
の
時
々
の
願
い

を
託
さ
れ
て
き
た
大
天
狗
面
。
願
い
は
現

代
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

 「
弥
勒
寺
に
は
参
拝
に
訪
れ
た
人
が
お
面
を

借
り
て
帰
り
、
翌
年
参
道
で
新
し
い
面
を

買
っ
て
お
礼
参
り
に
来
る
な
ら

わ
し
が
あ
り
ま
す
。そ
の
面
は
地

域
の
人
た
ち
が
作
り
、
納
め
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
も
の
。面
を
借

り
て
帰
っ
た
方
の
ほ
と
ん
ど
が

翌
年
に
お
礼
参
り
に
み
え
ま
す
」

　
8
月
の
沼
田
ま
つ
り
で
は
、

天
狗
面
を
神
輿
と
し
て
担
ぎ
、地
域
の
発
展

を
祈
願
す
る
。お
天
狗
様
は
６
０
０
年
近
く

に
渡
っ
て
人
々
に
寄
り
添
い
続
け
て
い
る
。

　
群
馬
県
沼
田
市
、
迦
葉
山
の
中
腹
に

鎮
座
す
る
通
称
・
弥
勒
寺
は
、
高
尾
山

薬
王
院
、
鞍
馬
寺
と
共
に「
日
本
三
大
天

狗
」と
呼
ば
れ
る
寺
。「
弥
勒
寺
は
嘉
祥
元

（
８
４
８
）年
に
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
創

建
さ
れ
た
。
そ
の
後
、康
正
2（
1
4
5
6
）

年
に
曹
洞
宗
に
改
宗
。
お
天
狗
さ
ん
を
お

守
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
頃
か

ら
で
す
」（
弥
勒
護
国
禅
寺
僧
侶
）。

　
弥
勒
寺
の
中
興
の
祖
、
天て

ん
そ
ん
け
い
じ
ゅ
ん

巽
慶
順
禅
師

の
随
身
・
中ち

ゅ
う
ほ
う峰

が
、
禅
師
の
没
後
に
衆
生

の
た
め
の
抜
苦
与
楽
を
請
願
し
て
昇
天
す

る
と
、
そ
の
あ
と
に
天
狗
の
面
が
残
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
以
後
同
寺
の
天
狗
信
仰

戦
勝
、
交
通
安
全
、
諸
願
成
就

天
狗
に
託
さ
れ
る
願
い

境内奥にある神釜と同じ形の平釜で藻塩焼神事が行われる。神釜のものと同じ海水を薪で炊き、数時間かけて塩をつくる 日本一と言われる「大天狗面」（左）は、顔の丈が 6.5m､ 鼻の高さが 2.8m。横に並ぶ「交通安全身代わり大天狗」（右）は顔の
丈が 5.5m、鼻の高さが 2.7m ある。2つの面は中峰堂に安置されている

拝殿の左手にある坐禅堂に
は、毎年8月に行われる沼田
まつりに担ぎ出される「諸願成
就大天狗」が安置されている

開運を祈願して借りて帰る天
狗のお借り面。帰宅後は、
神棚や仏壇に祭り、ご利益
を得る。中峰堂にはお礼参
りのお返し面も溢れている

海藻を用いて高濃度の塩水を作り、それを
煮詰めて塩を作る製塩方法を伝える神事。
宮城県の無形民俗文化財に認定されている

神
釜
と
塩
づ
く
り
【 

し
ん
か
ま
と
し
お
づ
く
り 

】

市
名
の
由
来
と
な
っ
た
釜
が
、
街
を
見
守
る

O
T
A
K
A
R
A

【 

だ
い
て
ん
ぐ
め
ん 

】

大
天
狗
面

地
元
の
人
々
か
ら
願
い
を
託
さ
れ
た
天
狗

O
T
A
K
A
R
A

｛ 神社・仏閣の宝物を逸話とともにご紹介 ｝

迦
かしょうざんりゅうげいん

葉山龍華院
弥勒護国禅寺
〒 378-0071
群馬県沼田市上発知町445
TEL：0278-23-9500

御釜神社
〒 985-0052
宮城県塩竈市本町 6-1
TEL：022-367-1611

（鹽竈神社）

広大な公園のような鹽竈神社
は塩竃市中心部の高台にあり、
平安時代に 源

みなもとのとおる
融 が歌に詠ん

だ景色が今も人 を々和ませる
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特 集
2

　
レ
ズ
ビ
ア
ン（
L
・
女
性
同
性
愛
者
）、

ゲ
イ（
G
・
男
性
同
性
愛
者
）、
バ
イ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル（
B
・
両
性
愛
者
）、
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
T
・
性
同
一
性
障
害
者
な

ど
）の
頭
文
字
を
取
り
、
性
的
少
数
者（
セ

ク
シ
ャ
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）の
総
称
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
。
雇
用
や
社

会
保
障
な
ど
生
活
環
境
の
い
ろ
い
ろ
な
面

で
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、

今
回
は
旅
行
分
野
に
着
目
し
た
い
。

　
近
年
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う

言
葉
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文

字
通
り
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
を
対
象
に

し
た
観
光
施
策
の
こ
と
だ
が
、
平
成
12

（
２
０
０
０
）年
に
観
光
関
連
や
ホ
ス
ピ
タ

リ
テ
ィ
を
学
ぶ
学
校
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の

ト
ラ
ベ
ル
・
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
が
発
表
し

た
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
国
際
旅
行
者
に

占
め
る
ゲ
イ
・
レ
ズ
ビ
ア
ン
だ
け
の
割
合

は
約
７
０
０
０
万
人（
全
体
の
10
％
）、
ま

た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
市
場
規
模
は

オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ウ
ト
・
ナ
ウ
・
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
社
に
よ
る
平
成
26（
２
０
１
４
）

年
の
調
査
で
２
０
２
０
億
ド
ル（
１
ド
ル

１
０
０
円
換
算
で
約
20
兆
円
）と
出
て
い

る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
市
場
規
模
か
と
い

う
と
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
旅
行
者
は
比
較
的
可

処
分
所
得
が
高
く
、
そ
の
た
め
旅
行
回
数

が
多
く
、
ま
た
気
に
入
っ
た
場
所
に
再
訪

す
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。
ほ

か
に
も
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
更
新
頻
度
が
高
い
と

い
っ
た
特
徴
も
あ
り
、
そ
の
消
費
行
動
に

世
界
の
観
光
産
業
が
注
目
し
て
い
る
。

　
世
界
各
地
の
航
空
会
社
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

に
優
し
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い

る
こ
と
も
そ
の
一
例
で
、
ア
メ
リ
カ
ン
航

空
な
ど
日
本
に
乗
り
入
れ
て
い
る
欧
米
の

航
空
会
社
で
は
す
で
に
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
専
用

W
E
B
サ
イ
ト
を
開
設
し
た
り
、
関
連
イ

ベ
ン
ト
に
協
賛
す
る
動
き
が
出
て
い
る
。

　
世
界
で
は
こ
の
よ
う
に
活
況
と
な
っ
て

き
て
い
る
の
だ
が
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
平
成
27（
２
０
１
５
）年
に
観
光
庁
お

よ
び
政
府
観
光
局
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開

催
し
た
日
本
の
魅
力
を
発
信
す
る
イ
ベ
ン

ト「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ 

Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
２
０
１
５
」

内
で
、
日
本
に
興
味
の
あ
る
海
外
の
カ
ッ

プ
ル
を
日
本
へ
招
待
す
る
イ
ベ
ン
ト
が

観
光
施
策
を
考
え
る
う
え
で

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
は
最
注
目
の
存
在

あ
り
、
そ
の
最
終
選
考
に
選
ば
れ
た
3

組
の
う
ち
1
組
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
カ
ッ
プ
ル

だ
っ
た
。
ま
た
復
興
庁
に
よ
る
平
成
30

（
２
０
１
８
）年
度「
新
し
い
東
北
」交
流

拡
大
モ
デ
ル
事
業
の
ひ
と
つ
に
は「
目
指

せ
！
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
東
北【
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

ツ
ー
リ
ズ
ム
】」が
選
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に

全
国
各
地
で
、
行
政
主
催
に
よ
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
講
演
な
ど
も
開
催
さ
れ

て
い
る
。も
は
や
日
本
も
、Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
向
け
て
大
き
く
舵
を
切
っ
て
い

る
と
言
え
る
。

　
国
内
の
観
光
関
連
産
業
に
お
い
て
も

同
性
結
婚
式
プ
ラ
ン
を
設
け
る
ホ
テ
ル
が

出
て
き
た
り
、
沖
縄
県
那
覇
市
の
よ
う
に

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
を
謳
う
観
光
地

日
本
で
も
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
対
象
の

観
光
施
策
が
動
き
出
し
て
い
る

世
界
中
で

大
き
な
う
ね
り
が

起
き
て
い
る

新
た
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
や
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
世
界
中
で
続
々
と
誕
生
し
、

日
本
に
お
け
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
同
じ
よ
う
に
、「
観
光
」を
テ
ー
マ
に

各
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
実
行
さ
れ
、
世
界
は
人
の
大
移
動
時
代
に
入
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
い
ま
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ（
性
的
少
数
者
＝
セ
ク
シ
ャ
ル
マ
イ
ノ
リ
ティ
）」の
人
々
の
動
向
。

多
様
性
を
認
め
る
世
の
中
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」は

実
は
寺
社
観
光
の
今
後
と
、
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

L
G
B
T

ツ
ー
リ
ズム
を

寺
社
振
興
に

つ
な
げ
る

L
G
B
T
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
寺
社
振
興
に
つ
な
げ
る

LGBT 旅行者の特徴・傾向
Facebook、InstagramなどSNSへの投稿

自分自身の旅行体験記・写真を頻繁に更新する傾向が強い

1

愛着心が強い
気に入った場所に何度も行く傾向が強い

2

サービスへの厳しい目
サービス面には厳しいが、一度獲得できれば、リピーターにも
なりえる。LGBTが納得するサービスを提供できれば、どのお
客様にも喜んでいただけるはず。

3
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の
結
婚
式
を
受
け
入
れ
た
こ
と
が
、
ア
メ

リ
カ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
メ
デ
ィ
ア「
ハ
フ
ポ

ス
ト
」で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
春
光
院
の
川
上
全
龍
副
住

職
に
よ
る
と
、
特
別
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
意
識

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
挙
式
を
相
談

さ
れ
た
方
が
た
ま
た
ま
当
事
者
だ
っ
た
だ

け
だ
そ
う
だ
が
、
以
来
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
外
国

人
旅
行
者
の
中
に
は
日
本
の
寺
社
で
挙

式
を
と
考
え
て
来
日
す
る
人
も
出
て
き
て

い
る
よ
う
。
国
内
の
当
事
者
間
で
も
同
様

の
動
き
が
見
ら
れ
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
企
業
と

提
携
し
て
い
る
寺
社
の
中
に
は
、
毎
年
何

件
か
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
い
る
と
こ

ろ
も
複
数
あ
っ
た
。
中
に
は
挙
式
と
い
う

形
で
は
ま
だ
対
応
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に

似
た
形
で「
祈
祷
」と
し
て
受
け
入
れ
て
い

る
神
社
も
あ
り
、
す
べ
て
の
人
を
受
け
入

れ
る
と
い
う
寺
社
の
考
え
方
が
、
国
内
外

の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事
者
に
、
関
心
を
持
た
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

　
し
か
し
、
挙
式
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き

か
悩
ん
で
い
る
寺
社
は
ま
だ
多
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
近
年
は
寺
社
に
お
い
て

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
つ
い
て
考
え
る
勉
強
会
が
多

数
開
催
さ
れ
て
お
り
、
対
応
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
て
い
る
。
こ
こ
で
考

え
て
お
き
た
い
の
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
旅
行
者

も
登
場
、
各
地
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
イ
ベ
ン
ト
も

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
さ
て
、
観
光
地
で
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
イ
ベ
ン

ト
を
考
え
る
時
、
世
界
各
国
で
開
催
さ

れ
、
日
本
に
も
平
成
12
年
か
ら
導
入
さ

れ
て
い
る「
東
京
レ
イ
ン
ボ
ー
祭
り
」に
見

ら
れ
る
よ
う
な「
プ
ラ
イ
ド
パ
レ
ー
ド
」は

も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
施
策
だ
ろ
う
。
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
が
レ
イ
ン
ボ
ー
フ
ラ
ッ

グ
な
ど
を
持
ち
に
ぎ
や
か
に
練
り
歩
く
パ

レ
ー
ド
の
こ
と
を「
プ
ラ
イ
ド
パ
レ
ー
ド
」

と
呼
ぶ
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
パ
レ
ー
ド

は
２
０
０
万
人
を
動
員
し
、
経
済
効
果

は
２
０
０
億
円
と
も
言
わ
れ
、
サ
ン
パ
ウ

ロ
で
は
な
ん
と
４
０
０
万
人
も
動
員
し
た

（
下
図
参
照
）。

　
こ
の
よ
う
に
世
界
各
国
で
毎
年
多
く

の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
旅
行
者
を
集
め
る
こ
と
に
成

功
し
、
ど
こ
も
１
０
０
億
円
以
上
の
経
済

効
果
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
状
況
に
呼
応

し
て
日
本
で
も
東
京
や
大
阪
、
名
古
屋
、

福
岡
で
す
で
に
開
催
さ
れ
、
こ
こ
で
も

億
単
位
の
経
済
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
れ
ら
の
パ
レ
ー
ド
に
は
海
外
の
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
旅
行
者
も
数
多
く
参
加
す
る
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
イ
ベ
ン
ト
後
に

国
内
観
光
地
を
訪
れ
、
消
費
行
動
を
積

極
的
に
し
て
い
る
。

　
イ
ベ
ン
ト
と
絡
め
て
だ
け
で
は
な
い
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な

も
の
や
場
所
に
興
味
を
持
つ
傾
向
が
あ
る

と
も
言
わ
れ
、
し
か
も
日
本
の
寺
社
に
興

味
が
あ
る
と
い
う
。
特
に
近
年
で
は
、
寺

社
で
の
結
婚
式
を
目
的
に
来
日
す
る
人

も
増
え
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
一
因
と
し

て
、
平
成
26（
２
０
１
４
）年
に
京
都
に
あ

る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
大
本
山
妙
心
寺
の

塔
頭
寺
院
で
あ
る
春
光
院
が
同
性
同
士

が
訪
問
先
を
選
ぶ
基
準
の
ひ
と
つ
に「
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
」か
ど
う
か
が
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。

 

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
」と
は
、
簡

潔
に
言
う
と
相
手
が
ど
の
よ
う
な
人
か
に

か
か
わ
ら
ず
友
好
的
で
あ
る
こ
と
と
な
る

が
、
こ
れ
こ
そ
寺
社
に
も
と
も
と
あ
る
魅

力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
寺
社
は「
だ
れ

も
が
過
ご
し
や
す
い
場
所
」で
あ
る
。
つ

ま
り
文
化
財
や
体
験
な
ど
の
情
報
だ
け

で
な
く
、
過
ご
し
や
す
い
場
所
と
し
て
の

魅
力
を
発
信
し
て
い
け
ば
、
自
ず
と
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
な
っ
て
い
け
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
旅
行
者

に
は
気
に
入
っ
た
場
所
を
再
訪
す
る
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
更
新
頻
度
が
高
い
と
い
っ
た
傾
向

が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
旅
行
者

は
、
気
に
入
っ
た
場
所
の
良
さ
を
寺
社
に

代
わ
っ
て
発
信
し
て
く
れ
る
存
在
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
例
え
ば
国
内
の
ホ
テ
ル
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め

に
社
内
研
修
を
行
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策

を
打
ち
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ホ

テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
で
は
、
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
旅
行
者
が
利
用
し
や
す

い
よ
う
に
フ
ロ
ン
ト
近
く
に
男
女
共
用
ト

イ
レ
を
設
け
た
り
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
宿

泊
す
る
際
に
は
客
室
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に

レ
イ
ン
ボ
ー
の
折
り
鶴
を
飾
る
と
い
っ
た

こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
が
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
旅
行
者
の
間
で
評
判
と
な
り
、
広

ま
っ
て
い
る
。

　
情
報
を
発
信
し
て
寺
社
の
存
在
を

知
っ
て
も
ら
い
、
よ
り
多
く
訪
れ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の

寺
社
振
興
に
は
不
可
欠
。
そ
の
た
め
に
ど

ん
な
魅
力
が
あ
る
の
か
を
把
握
し
、
ま
た

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
え
る

ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
を
し
て
み
る
だ
け
で

も
、
そ
の
情
報
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事
者
を
中

心
に
拡
散
さ
れ
、
訪
問
に
つ
な
が
り
、
ま

た
一
般
旅
行
者
に
も
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と

が
期
待
で
き
る
。

　
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
も
は
や
、
世

界
全
体
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
。
こ
の

動
き
に
合
わ
せ
て
取
り
組
み
を
始
め
、「
す

べ
て
の
人
に
優
し
い
」寺
社
を
ア
ピ
ー
ル

で
き
れ
ば
、
ゆ
く
ゆ
く
は
寺
社
の
活
性
化

に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
そ
う
だ
。

寺
社
は
す
べ
て
の
人
が

過
ご
し
や
す
い
場
所
。

そ
の
魅
力
を
発
信
す
る

LGBTフレンドリーであることが、すべての人が
楽しめる寺社につながる

全国９自治体で同性パートナーシップ証明制度が始まったことを機に、
同性婚を希望するケースも増えてきている

出典／観光産業に従事する方のためのＬＧＢＴツーリズムハンドブック
（後藤純一、株式会社アウト・ジャパン著）

プ
ラ
イ
ド
パ
レ
ー
ド
と
い
う

世
界
的
な
観
光
施
策
が
人
気
に

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
は

寺
社
本
来
の
姿

寺
社
観
光
に
魅
力
を
感
じ
る

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
旅
行
者
が
増
加

マドリード
動員数　：100万人
経済効果：172億円

台北
動員数　：12万人
経済効果：数億円？

L
G
B
T
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
寺
社
振
興
に
つ
な
げ
る

日本のLGBTイベントスケジュール
・GW
・7月の連休
・お盆

・9月の連休

・10月の連休

・11月の週末

東京レインボープライド
レインボーリール東京
東京レインボー祭り

NAGOYAレインボーウィーク
ピンクドット沖縄

関西レインボーパレード
さっぽろレインボープライド

九州レインボープライド

世界のプライドイベントとLGBTツーリズムの経済効果

シドニー
動員数　：50万人
経済効果：32億円

サンフランシスコ
動員数　：100万人
経済効果：100億円

サンパウロ
動員数　：400万人
経済効果：110億円

トロント
動員数　：120万人
経済効果：56億円

ニューヨーク
動員数　：200万人
経済効果：約200億円
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い
た
の
が
宿
坊
だ
っ
た
。
し
か
し
、
周
り

に
人
を
惹
き
つ
け
る
有
名
観
光
地
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
た
め
、
成
功
す
る
か
ど
う

か
は
未
知
数
。
な
の
で
、
い
き
な
り
増
改

築
す
る
の
も
勇
気
が
い
る
…
。
そ
こ
で
隣

接
す
る
民
家
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

海
外
か
ら
の
利
用
客
を
念
頭
に
年
間
営
業

１
８
０
日
と
い
う
制
限
の
中
で
い
か
に
稼

働
率
を
上
げ
る
か
を
考
え
、
外
国
人
が
喜

ぶ
文
化
体
験
を
複
数
用
意
。
予
約
が
入
っ

た
ら
、
宿
泊
当
日
ま
で
に
何
度
か
メ
ー
ル

で
や
り
と
り
し
、
希
望
す
る
文
化
体
験
な

ど
を
聞
く
。
食
事
に
つ
い
て
も
希
望
を
聞

い
た
う
え
で
、
近
隣
の
飲
食
店
ま
で
送
迎
。

日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
旅
行
者
に
日
本
の

普
段
の
暮
ら
し
が
好
ま
れ
始
め
た
と
い
う

時
勢
も
相
ま
っ
て
か
、
一
年
後
に
は
営
業

可
能
日
数
ほ
ぼ
す
べ
て
が
埋
ま
る
ほ
ど
に

な
っ
た
。

 

「
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
多
く
の
外
国
の
方

に
来
て
い
た
だ
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
私

た
ち
は
一
年
で
実
に
多
く
の
学
び
も
得
ま

し
た
。
そ
こ
で
料
理
を
提
供
し
た
い
、
も
っ

と
く
つ
ろ
げ
る
空
間
を
創
り
た
い
と
考
え
、

い
よ
い
よ
境
内
地
に
新
た
に
宿
坊
を
設
け

る
決
意
を
し
ま
し
た
」。

　
新
し
い
宿
坊
は
今
年
中
に
完
成
予
定
。

最
大
受
け
入
れ
人
数
は
1
日
3
組
12
名
、

も
て
な
し
の
質
も
上
げ
る
。
観
光
名
所
の

な
い
町
と
い
い
な
が
ら
、
数
年
も
す
る
と
、

こ
の
宿
坊
が
一
番
の
名
所
に
な
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

で
生
ま
れ
育
っ
た
奈
央
子
さ
ん
は
5
年
前

ま
で
添
乗
員
と
し
て
海
外
へ
渡
航
す
る
生

活
を
送
っ
て
い
た
。
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
を
訪

れ
た
際
、
現
地
で
日
本
人
旅
行
者
の
ガ
イ

ド
を
し
て
い
た
ご
主
人
と
知
り
合
い
、
そ

の
後
結
婚
。
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
の
生
活

を
経
て
、
夫
婦
で
如
願
寺
へ
戻
っ
て
き
た
。

 

「
も
と
も
と
寺
は
父
母
が
守
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
私
達
夫
婦
が
加
わ
り
ま
し
た
。
父

母
だ
け
な
ら
安
定
し
て
運
営
で
き
て
い
た

寺
も
、
暮
ら
す
人
数
が
二
人
も
増
え
る
と

新
た
な
収
益
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
民
泊
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」と

奈
央
子
さ
ん
。
新
た
な
収
益
と
い
っ
て
も
、

あ
く
ま
で
寺
の
仕
事
を
し
な
が
ら
で
き
る

こ
と
に
限
ら
れ
る
。
悩
ん
だ
末
、
行
き
着

　
聖
徳
太
子
に
よ
る
創
建
の
伝
承
も
あ
る

古
刹
が
、
大
阪
市
南
部
・
喜き

れ連
の
住
宅
街

に
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
か
つ
て
環
濠
集

落
が
あ
っ
た
地
域
で
、
細
い
路
地
を
歩
い

て
い
る
と
、
そ
こ
か
し
こ
に
痕
跡
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
以
外

に
着
目
す
る
よ
う
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
は
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
如
願
寺
に
は
、
訪

日
観
光
客
が
多
い
。
彼
ら
の
目
的
は「
す

ば
る
庵
」と
名
付
け
ら
れ
た
一
軒
家
の
宿
坊

だ
。
旅
行
者
を
も
て
な
す
の
は
副
住
職
の

ヴ
ォ
ル
コ
ゴ
ノ
フ
・
ド
ミ
ト
リ
ー
・
慈じ

し
ん真

さ

ん
と
、
奥
様
で
坊
守
の
奈
央
子
さ
ん
。
寺

新
た
な
魅
力
を
加
え

お
試
し
か
ら
本
格
運
営
へ

境内にある陶芸教室「すばる窯」での陶芸体験もできる。文
化体験のほかに勤行があり、どれも宿泊者に好評

書道体験は作品を
持ち帰って飾るため
の掛け軸もセット。
女性は＋ 500円で
着付け体験もでき
る。着付けは奈央
子さんが担当

ご主人はウラジオストクの大学で日本語と日本の歴史を学
んでいた。来日後は仁和寺で修行の後、僧籍を取得。奈
央子さんは運営全般のほか着付などの体験も担当している

〒 547-0027
大阪府大阪市平野区
喜連 6-1-38
TEL：06-6709-2510

真言宗御室派
霊峰山 如願寺

住
宅
街
に
ひ
っ
そ
り
佇
み

副
住
職
の
お
点
前
な
ど

日
本
文
化
体
験
が
充
実

普
段
着
の
日
本
に
触
れ
る

良
さ
が
外
国
人
に
好
評

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）

副住職はウラジオストクでの学生時代にお点前を覚え、現在も修行中。この茶道体験が
外国人旅行者に好評

寺の西側には大阪市内と和歌山県の高野山を結ぶ中高
野街道が通っている。周辺には江戸時代の街並みが残
るほか、環濠集落の入口を守ってきた地蔵尊もある

境内に隣接するごく一般的な住
宅を宿坊「すばる庵」として使用。
民家の随所に感じる日本らしさ
が外国人には好評
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「テラハク」（30-31頁）の取り組みが、首相官
邸で開催された観光戦略実行推進会議の
中心的な議題となった（10頁）。地域の活性
化を図る先進的な観光コンテンツとして注目
されている。取材のたびに、いつも思う。「ま
た来たい。また会いたい。また話したい」と。
全国素敵な出会いとご縁に感謝。　　 （W）

「すべての人を受け入れる」という第六十七
世総本山大念佛寺法主吉村暲英猊下の言
葉が優しく響いた（3頁）。祭りで人を呼ぶこ
とも、LGBTについて考える時も、この思い
が根底にあれば、より多くの人が寺社を訪
れてくれるようになるだろう。複数の企画が
ひとつにつながった号となりました。　 （H）

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

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7月発行の

予定です。

寺社 Now
第25 号　平成 31年 5 月発行

普段は静かな白鬚田原神社（14頁）前の舗道には「どぶろく祭り」当日多くの出店が並び、賑やかに。町の人みんながこの日を楽しみにしている

「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.25寺
社
の

“い
ま”を伝える情

報
誌

酒で地域と寺社活性
伝統の継承と寺社振興を兼ねた取り組みに注目！

特 集 1

LGBTツーリズムを
寺社振興につなげる

特 集 2

巻頭インタビュー

融通念佛宗 管長
第六十七世総本山大念佛寺 法主

吉村 暲英

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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