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千
日
回
峰
行
者
が
祈
る
姿
に
、

「
神
職
と
僧
侶
の
本
来
の
姿
」を

見
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

そ
れ
は
私
に
と
っ
て
、

大
変
な
衝
撃
で
し
た
。―

―
馬
渕

小
堀 
光
實

こ
ぼ
り

こ
う
じ
つ

天
台
宗
総
本
山
　
比
叡
山
延
暦
寺
　
執
行

馬
渕 

直
樹

ま
ぶ
ち

な
お
き

山
王
総
本
宮 

日
吉
大
社
　
宮
司

昭和28年大津市生まれ。昭
和51年大正大学仏教学部
卒業。比叡山延暦寺で数々
の要職を歴任し、平成13年
天台宗務庁参務教学部長、
平成21年「一宗功労表彰」
(住職勤続30年)｡ 平成26
年6月延暦寺執行に就任｡

小堀 光實
昭和28年神戸市生まれ。皇
學館大学卒業後､神社本庁
に勤務｡ 長田神社、滋賀県
神社庁参事､皇學館大学神
職養成室長などを経て、平成
20年全国3800社の日吉・日
枝・山王神社の総本宮、日
吉大社宮司に就任。

馬渕 直樹
巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

―
延
暦
寺
を
開
い
た
伝
教
大
師
は
、

日
吉
の
神
々
を
天
台
宗
の
護
法
神
と
し
、

比
叡
山
は
古
く
か
ら
神
仏
習
合
の
山
と

し
て
栄
え
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
延
暦

寺
と
日
吉
大
社
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

小
堀
　
比
叡
山
延
暦
寺
の
伝
統
と
仏
法

は
、
日
吉
大
社
の
神
様
に
よ
っ
て
守
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
伝
教
大
師
最
澄
様
は
、
ご

両
親
が
日
吉
の
神
様
に
祈
願
し
て
授
か
っ

た〝
日
吉
の
申
し
子
”だ
と
い
う
言
い
伝
え

も
あ
り
ま
す
。そ
の
意
味
で
も
、日
吉
の
神

様
は
延
暦
寺
に
と
っ
て
大
恩
神
な
の
で
す
。

馬
渕
　
私
は
日
吉
大
社
の
宮
司
を
仰
せ
つ

か
っ
て
10
年
に
な
り
ま
す
が
、
延
暦
寺
と

日
吉
大
社
は
一
体
の
関
係
だ
と
、
日
々
実

感
し
て
お
り
ま
す
。４
月
の
山
王
祭
で
は
、

延
暦
寺
の
天
台
座
主
さ
ん
自
ら
、
五
色
の

奉
幣
や
神
前
読
経
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
延
暦
寺
と
日
吉
大
社
と
が
と
も
に
五

穀
豊
穣
と
日
本
国
民
の
繁
栄
・
安
寧
を
祈

る
、
そ
の
祈
り
の
姿
を
こ
れ
か
ら
も
ず
っ

と
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
毎
年
5
月
26
日
の
日
吉
大
社
の
山
王

礼
拝
講
で
も
、延
暦
寺
の
僧
侶
に
よ
り
神

前
で
法
華
八
講
が
行
わ
れ
ま
す
。明
治
の

神
仏
分
離
を
経
験
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
比
叡
山
で
は
、今
も
神
仏
合
同
の
行

事
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
堀
　
延
暦
寺
を
守
護
す
る
地
主
神
は
日

吉
大
社
さ
ん
で
あ
り
、
両
者
を
分
か
つ
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
過
去
に
は
比
叡
山
も

神
仏
分
離
と
い
う
試
練
を
経
験
し
ま
し
た

が
、
我
々
は
密
か
に
日
吉
の
神
様
を
大
切

に
し
て
き
ま
し
た
。
我
々
が
仏
事
を
勤
め

る
際
に
は
日
吉
の
神
様
を
お
迎
え
し
、
法

要
を
お
守
り
い
た
だ
く
と
同
時
に
、
喜

び
を
共
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
日
吉
の

神
様
は
延
暦
寺
に
と
っ
て
大
切
な
神
様
で

あ
り
、
坂
本
生
ま
れ
の
私
自
身
に
と
っ
て

も
大
変
親
し
み
の
あ
る
神
様
な
の
で
す
。

馬
渕
　
私
は
神
社
本
庁
に
15
年
勤
め
、
神

仏
分
離
の
基
盤
と
な
っ
た
国
学
や
復
古

神
道
に
基
づ
く
考
え
方
を
学
ん
で
き
ま
し

た
。『
古
事
記
』で
は
天
地
開か

い
び
ゃ
く

闢
に
あ
た
り
、

宇ウ

マ

シ

ア

シ

カ

ビ

ヒ

コ

ヂ

ノ

カ

ミ

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
が
現
れ
ま

す
。
国
土
が
今
ま
さ
に
で
き
上
が
ろ
う
と

す
る
時
、
こ
の
神
様
が
葦
の
芽
の
よ
う
に

ス
ッ
と
現
れ
た
。
こ
れ
が
神
道
の
原
点
で

あ
り
、
日
本
人
は
千
年
以
上
前
か
ら
神
様

と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

延
暦
寺
と
日
吉
大
社
は

一
体
の
関
係 ■

古
来
、
比
叡
山
は
山
岳
信
仰
の
聖
地
で
あ
り
、
平
安
京
の
鬼
門

に
位
置
す
る
王
城
鎮
護
の
山
で
あ
っ
た
。そ
の
信
仰
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
、
山
麓
の
日
吉
大
社
と
山
上
の
比
叡
山
延
暦
寺
で
あ
る
。

　

日
吉
大
社
は
、
全
国
の
日
吉
神
社
・
日
枝
神
社
・
山
王
神
社

の
総
本
宮
。
比
叡
山
延
暦
寺
は
日
本
天
台
宗
の
総
本
山
で
あ
り
、

日
本
仏
教
の
総
母
山
と
し
て
多
く
の
名
僧
や
高
僧
を
輩
出
し
て

き
た
歴
史
が
あ
る
。

　

戦
国
時
代
、
織
田
信
長
の
焼
き
討
ち
と
い
う
惨
事
に
見
舞
わ

れ
な
が
ら
も
、
豊
臣
・
徳
川
の
代
に
再
興
。
明
治
の
神
仏
分
離

を
乗
り
越
え
、
比
叡
山
は
再
び
神
仏
和
合
の
山
と
な
っ
た
。

　

令
和
３
年
の「
伝
教
大
師
1
2
0
0
年
大
遠
忌
」と
い
う
メ
モ

リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
を
間
近
に
控
え
、
比
叡
山
は
過
去
と
ど
の
よ
う
に

向
き
合
い
、
新
た
な
時
代
を
い
か
に
歩
も
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　

日
吉
大
社
の
馬
渕
宮
司
と
延
暦
寺
の
小
堀
執
行
に
、
比
叡
山

の
未
来
と
寺
社
観
光
の
可
能
性
に
つ
い
て
話
を
伺
っ
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
吉
田
燿
子
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社
の
半
数
以
上
が
な
く
な
る
」と
危
機
感

を
募
ら
せ
て
い
ま
す
。日
吉
大
社
に
は「
山

王
本
宮
講
」と
い
う
講
組
織
が
あ
り
ま
す

が
、
過
疎
化
と
は
無
縁
の
都
会
で
も
、
講

を
次
の
世
代
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、

解
体
が
進
み
つ
つ
あ
る
の
が
実
情
で
す
。

そ
れ
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
は
、
若
手

の
神
職
が
中
心
と
な
っ
て
、S
N
S
な
ど

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
な
が
ら
、
新

し
い
方
向
を
手
探
り
で
模
索
し
て
い
く
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
昨

年
、漫
画「
日
吉
大
社
」を
発
行
し
ま
し
た
。

若
い
人
た
ち
の
心
の
奥
深
く
に
あ
る
日
本

人
の
心
を
呼
び
覚
ま
し
、
後
に
つ
な
い
で

い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
口
が
減
っ
て

も
流
れ
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
力
不
足

で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
流
れ
の
中
で
歩

み
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
堀
　
比
叡
山
の
魅
力
の
掘
り
起
こ
し

に
力
を
尽
く
さ
れ
た
の
が
、
徳
川
家
康
公

の
ブ
レ
ー
ン
を
務
め
た
天
海
僧
正
で
す
。

　
今
、
全
国
８
万
の
神
社
に
奉
仕
す
る
神

主
の
大
半
は
、「
お
寺
と
お
宮
は
別
」だ
と

考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

う
で
は
な
い
と
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、

千
日
回
峰
行
者
さ
ん
と
の
出
会
い
が
き
っ

か
け
で
し
た
。
白
装
束
の
行
者
さ
ん
が
、

日
吉
の
神
様
の
ご
加
護
に
感
謝
し
、
真
夜

中
に
山
王
21
社
を
お
参
り
さ
れ
る
。
そ
の

お
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、「
神
職
と

僧
侶
の
本
来
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
」と
思

い
、
大
変
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の

関
係
を
、
将
来
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
続
け

て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

―
―
令
和
3（
2
0
2
1
）年
に
は
比
叡

山
で「
伝
教
大
師
１
２
０
０
年
大
遠
忌
」

の
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
歴
史
的
な

行
事
へ
の
思
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

小
堀
　
大
遠
忌
法
要
で
は
、
日
吉
大
社
さ

ん
や
、
比
叡
山
と
ゆ
か
り
の
深
い
他
宗
派

か
ら
も
ご
足
労
い
た
だ
き
、
法
要
・
神
事

の
一
座
を
お
務
め
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。「
最
澄
様
は
な
ぜ
比
叡
山
を

開
か
れ
た
の
か
」と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た

め
て
お
伝
え
し
、
最
澄
様
や
日
吉
大
社
さ

　
こ
う
し
た
神
様
信
仰
は
常
に
底
流
に

あ
っ
た
も
の
の
、
仏
教
伝
来
に
よ
っ
て
日

本
人
の
心
は
深
め
ら
れ
、
延
暦
寺
と
日
吉

大
社
は
ま
さ
に
一
体
と
な
っ
て
信
仰
を
伝

え
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
に
入

る
と
神
仏
分
離
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
は
廃

仏
毀
釈
ま
で
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
日
吉
の

お
社
に
祀
ら
れ
て
い
た
鏡
板
に
仏
像
や
神

像
を
彫
っ
た
懸
仏
も
、
全
て
取
り
払
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
不
幸
な
歴
史

で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

小
堀
　
奈
良
時
代
の
延
暦
寺
創
建
以
来
、

政
治
的
背
景
に
よ
っ
て
先
人
が
苦
労
さ
れ

た
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
天
台
宗
寺
院
は
全
国
３
０
０
０
か

寺
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
山
奥
に
あ
る
寺
の

多
く
は
、
本
堂
の
後
ろ
に
日
吉
の
神
様
を

祀
っ
た
お
社
を
構
え
て
い
る
の
で
す
。
明

治
の
激
動
を
乗
り
越
え
、
後
世
に
信
仰

を
伝
え
た
方
々
に
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

馬
渕
　
私
は
、
日
吉
大
社
に
と
っ
て
の
大

恩
人
は
、
相そ

う
お
う
か
し
ょ
う

応
和
尚
と
天
海
僧
正
の
お
二

方
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
元
々
は
小
さ

な
お
社
だ
っ
た
こ
の
神
社
を
、
平
安
時
代

に
立
派
な
社
殿
に
建
て
替
え
て
く
だ
さ
っ

た
の
が
、
千
日
回
峰
行
を
創
始
さ
れ
た
相

応
和
尚
で
し
た
。
そ
の
後
、
信
長
の
焼
き

討
ち
で
灰
燼
に
帰
し
た
比
叡
山
の
復
興

ん
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
お
寺

と
神
社
の
枠
を
超
え
、
若
い
世
代
や
さ
ま

ざ
ま
な
業
界
を
巻
き
込
ん
で
、
広
く
交
流

の
場
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

馬
渕
　
大
遠
忌
で
は
、
山
王
祭
の
お
神
輿

を
延
暦
寺
東
塔
の
大
講
堂
ま
で
担
ぎ
上

げ
、
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
し
て
、
伝
教
大

師
最
澄
様
へ
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
予

定
で
す
。
ひ
い
て
は
、
今
後
百
年
、
二
百

年
、
若
い
世
代
の
方
た
ち
に
も
日
本
の
心

が
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
、
延
暦
寺
さ
ん

と
日
吉
大
社
が
と
も
に
お
山
の
上
で
祈
り

を
捧
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
近
年
、
日
本
人
の
信
仰
の
あ
り
方
が

大
き
く
変
わ
り
、
少
子
化
に
よ
る
参
拝

者
の
減
少
も
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

馬
渕
　
過
疎
化
と
人
口
減
少
は
、
神
社
に

と
っ
て
は
本
当
に
深
刻
な
問
題
で
す
。
神

社
本
庁
は
、「
過
疎
化
に
よ
っ
て
全
国
の
神

比
叡
山
の
魅
力
を

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
場
を

右／毎年4月12～15日に行われる日吉大社の山王
祭。1200年以上の伝統を持ち、4日間にわたって勇
壮華麗な歴史絵巻が繰り広げられる。例祭では比
叡山延暦寺より天台座主が参拝し、神前で五色の
奉幣、般若心経の読経が行われる。
左上／山王祭では7基の神輿が登場し、天下泰平・
五穀豊穣を祝う。写真は「宵宮落とし神事」。
左下／山王祭の「花渡り式」。烏帽子と鎧をつけた子
供たちが、その日の夜に出産を迎える神様にお祝い
の花を供える儀式だ。 

若
い
世
代
が
奥
底
に
秘
め
た

日
本
人
の
心
を
い
か
に
呼
び
覚
ま
し
、

後
世
に
つ
な
げ
て
い
け
る
か
。―

―
馬
渕
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―
―
比
叡
山
に
は
豊
か
な
自
然
、
歴
史
と

伝
統
、
教
え
な
ど
多
彩
な
魅
力
が
あ
り

ま
す
。
今
後
は
ど
の
よ
う
な
魅
力
を
伝
え

て
い
き
た
い
と
お
考
え
で
す
か
。

小
堀
　
人
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
自

然
の
リ
ズ
ム
の
中
で「
食
べ
、
飲
み
、
休

む
」こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ

の
地
に
は
、
最
澄
様
が
中
国
の
茶
を
伝
え

た
と
い
う
由
緒
も
あ
り
ま
す
。
比
叡
山
や

坂
本
の
食
文
化
や
茶
の
文
化
を
ア
ピ
ー

ル
し
、
我
々
が
生
活
の
中
で
当
た
り
前
と

考
え
て
い
る
も
の
を
見
直
す
き
っ
か
け
と

し
た
い
。
ま
た
、「
休
む
」と
い
う
点
で
は
、

比
叡
山
の
夜
の
静
け
さ
や
夜
景
の
美
し
さ

も
伝
え
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
比
叡
山
の
行
者
は
な
ぜ
夜
歩
く
の
か

と
い
う
と
、
そ
こ
に
は「
出
会
い
」が
あ
る

か
ら
で
す
。
草
木
も
眠
る
丑
三
つ
時
に
こ

そ
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い「
出
会
い
」

が
あ
る
。
そ
れ
も
比
叡
山
な
ら
で
は
の
魅

力
の
ひ
と
つ
で
す
。
ま
た
、
山
上
の
宿
坊

に
お
泊
り
い
た
だ
け
れ
ば
、
朝
、
琵
琶

湖
か
ら
昇
る
ご
来
光
を
拝
む
こ
と
も
で
き

る
。
そ
ん
な
、
あ
る
が
ま
ま
の
魅
力
を
伝

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

馬
渕
　
日
吉
大
社
に
来
ら
れ
た
方
は
、

「
大
宮
川
を
渡
る
と
全
く
雰
囲
気
が
変
わ

る
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。大
宮
橋
は
、「
冷

気
」が「
霊
気
」に
変
わ
る
瞬
間
を
実
感
し

を
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ひ
と
つ
の
組

織
的
な
場
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

「
講
」と
い
う
言
葉
を
使
う
か
使
わ
な
い
か

は
別
と
し
て
、日
吉
様
や
比
叡
山
の
魅
力
、

最
澄
様
の
心
を
、
現
代
の
人
た
ち
に
わ
か

り
や
す
い
表
現
で
し
っ
か
り
と
伝
え
る
場

を
作
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

て
も
ら
え
る
場
所
。
ま
た
、
琵
琶
湖
畔
に

あ
る
唐
崎
の
地
も
、
日
吉
大
社
に
と
っ
て

は
大
切
な
場
所
で
す
。
奈
良
の
大
神
神
社

の
神
様
は
、
琵
琶
湖
を
渡
っ
て
湖
西
の
唐

崎
に
降
り
立
た
れ
、
こ
の
地
に
来
ら
れ
て

西
本
宮
の
神
様
と
な
っ
た
。
こ
の
言
い
伝

え
を
再
現
す
る
の
が
山
王
祭
で
す
。

　
人
生
の
浮
き
沈
み
を
経
験
し
た
時
に

は
、
ぜ
ひ
唐
崎
に
佇
ん
で
い
た
だ
き
た
い

で
す
ね
。
目
に
見
え
な
い
神
様
の
存
在
を

感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
た
て
の

赤
子
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
再
び
手
に

入
れ
、
ど
ん
な
困
難
も
克
服
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
日
吉
の
境
内
に
一
歩
足
を
踏
み

入
れ
れ
ば
、
き
っ
と
そ
の
こ
と
に
気
づ
い

て
い
た
だ
け
る
は
ず
で
す
。

―
―
寺
社
の
魅
力
を
伝
え
、
日
本
の
文

化
・
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
で
し
ょ
う

か
。「
観
光
」と
い
う
観
点
か
ら
お
考
え
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

馬
渕
　「
観
光
」と
は
、
地
域
に
あ
る
光
を

見
出
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
神
職
の
一

番
大
切
な
務
め
は
、
日
吉
の
神
様
が
お
鎮

ま
り
に
な
ら
れ
た
、
こ
の
地
の
光
を
伝
え

て
い
く
こ
と
。
比
叡
山
に
源
を
発
す
る
大

宮
川
の
清
ら
か
な
流
れ
が
絶
え
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
こ
の
境
内
の
整
備
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
、
我
々
神
職
の
務
め
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

小
堀
　
神
仏
は
常
に
光
を
放
っ
て
お
ら
れ

ま
す
が
、そ
の
光
は
な
か
な
か
見
え
な
い
。

そ
の
光
が
見
え
る
瞬
間
を
求
め
て
来
て
い

た
だ
く
の
が「
観
光
」だ
と
思
う
の
で
す
。

　
心
を
落
ち
着
け
て
、
し
ば
し
目
を
つ
ぶ

れ
ば
、
目
を
開
け
た
瞬
間
、
神
仏
が
放
つ

光
が
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
も
そ

の
よ
う
な
環
境
を
作
る
べ
く
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。
そ
し
て
、
伝
統
と
い
う
宝
を
令

和
の
時
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
、

全
国
の
寺
社
の
皆
さ
ん
に
も
ぜ
ひ
奮
闘
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

比
叡
山
の
山
道
に
は

 「
出
会
い
」が
あ
る

日吉大社や比叡山の峰々を巡拝する千日回峰行者。この行は 7 年がかりで行われ、満行者は生身の
不動明王、「大阿闍梨」と崇められる。千日回峰行者が歩く総距離は地球 1 周分に匹敵するといわれる。

日吉大社の社務所にて歓談する馬渕宮司と小堀執行。床の間には、山王21社のうち上7社のご神像が描かれた「日吉山王垂
すいじゃくしんまんだら

迹神曼荼羅」が。山王祭の期間
中に掛けられる特別な掛け軸だ。神像の下には、日吉大社の神の使いであり、魔除けのシンボルでもある3匹の「神

ま さ る
猿さん」も描かれている。

神
仏
が
放
つ
、一
瞬
の
光
。

そ
の
煌
め
き
を
求
め
て

来
て
い
た
だ
き
た
い
。―

―
小
堀



寺
社
の
伝
統
や
文
化
を
広
く
知
ら
し
め
る
取
り
組
み
が
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。今
回

は
9
月
に
一
般
公
開
を
控
え
る
薬
師
寺
慈
恩
殿
の
細
川
護
熙
氏
奉
納
壁
画
、新
た
な
禅
の

取
り
組
み
、キ
ャ
ン
プ
シ
ー
ズ
ン
に
活
況
が
期
待
さ
れ
る
神
社
の
話
題
を
お
届
け
し
ま
す
。

【

新
 

風

】
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■
法
相
宗
大
本
山
薬
師
寺
内
慈
恩
殿
に
、

国
宝
東
塔
落
慶
慶
賛
と
し
て
細
川
護
熙

氏
が
奉
納
す
る
障
壁
画「
東
と
西
の
融

合
」が
、
メ
デ
ィ
ア
に
公
開
さ
れ
た
。
平

成
25（
２
０
１
３
）年
か
ら
6
年
間
試
行

錯
誤
を
続
け
な
が
ら
細
川
氏
が
友
人
と

二
人
で
完
成
さ
せ
た
こ
の
障
壁
画
の
図
案

は
、
玄
奘
三
蔵
法
師
に
よ
る
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
旅
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
資
料
収

集
や
時
代
考
証
、
現
地
取
材
を
重
ね
て

描
か
れ
て
お
り
、
画
材
に
は
古
い
フ
レ
ス

コ
画
に
使
わ
れ
て
い
た
顔
料
を
採
用
す
る

な
ど
、
細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
り
抜
い
て
い

る
。
障
壁
画
は
計
66
面
、
全
１
1
３
枚
に

も
お
よ
ぶ
超
大
作
で
、
す
べ
て
横
に
並
べ

る
と
１
５
７
m
を
超
す
。

 

「
正
倉
院
の
古
布
を
参
考
に
し
て
着
物
を

描
い
た
29
体
の
天
女
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
地

域
で
暮
ら
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人

の
姿
な
ど
、
緻
密
に
描
い
た
細
部
ま
で
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
」と
細
川
氏
。

　
ま
た
今
回
の
奉
納
に
あ
た
り
、
参
拝
者

に
広
く
下
張
り
用
紙
の
奉
納
も
お
願
い
し

た
。「
日
本
中
の
皆
さ
ん
か
ら
支
え
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
形
に
残
し
た

い
と
考
え
、奉
納
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

下
張
り
は
す
べ
て
障
壁
画
の
裏
に
貼
り
、

皆
さ
ん
の
お
名
前
と
共
に
未
来
へ
伝
え
て

い
き
ま
す
」。

　
障
壁
画
は
9
月
6
日
に
開
眼
入
魂
法

要
を
行
っ
た
の
ち
、
翌
7
日
か
ら
15
日
ま

で
一
般
公
開
さ
れ
る
。
こ
の
期
間
中
に
も

下
張
り
用
紙
の
奉
納
を
受
付
け
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
よ
り
多
く
の
方
々
と
の

ご
縁
を
障
壁
画
と
共
に
後
世
に
伝
え
て
い

く
こ
と
と
な
る
。

NEWS 1

制
作
期
間
6
年
に
も
お
よ
ぶ
超
大
作
が
完
成

薬
師
寺
慈
恩
殿
に
細
川
護
熙
氏
が

障
壁
画「
東
と
西
の
融
合
」を
奉
納

■
北
海
道
は
全
国
で
も
有
数
の
ク
ル
マ
旅

エ
リ
ア
。
中
で
も
北
海
道
東
部
は
雄
大

な
自
然
を
満
喫
で
き
る
と
あ
っ
て
人
気
だ

が
、
そ
の
エ
リ
ア
を
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー

で
旅
す
る
人
た
ち
に
、
あ
る
神
社
が
口
コ

ミ
で
広
が
っ
て
い
る
。

 

「
川
上
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
神
社
」の
愛

称
で
呼
ば
れ
て
い
る
川
上
神
社
は
、
明
治

期
に
現
地
で
始
ま
っ
た
北
海
道
開
拓
と

共
に
鎮
座
し
て
い
る
。
以
前
に
も
地
元
の

オ
ー
ト
バ
イ
愛
好
家
か
ら
交
通
安
全
の
た

め
に
と
相
談
が
あ
り
、
二
輪
車
用
の
小
さ

な
社
を
設
け
た
が
、
平
成
30（
２
０
１
８
）

年
6
月
、
日
本
Ｒ
Ｖ
協
会
の
く
る
ま
旅

ク
ラ
ブ
か
ら
車
中
泊
利
用
者
へ
の
場
所
と

し
て
も
相
談
が
あ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
ク
ル
マ
用
も
開
設
し
た
。
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ
カ
ー
約
5
台
が
利
用
で
き
る
ス
ペ
ー

ス
に
は
電
源
と
ト
イ
レ
を
設
置
。
何
よ
り

神
社
の
境
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
安
心

し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
好
評
を
博

し
て
い
る
。

　
利
用
料
金
は
1
泊
1
台
１
０
０
０
円
、

初
年
度
は
27
台
の
利
用
が
あ
っ
た
そ
う
。

「
利
用
さ
れ
た
方
の
中
に
は
、
翌
日
発
つ
前

に
ご
祈
祷
を
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
安
全
に
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
で

旅
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
今
後
も
広

く
活
用
し
て
ほ
し
い
」と
長
尾
式
宮
宮
司
。

国
内
旅
行
に
お
い
て
車
中
泊
は
常
に
一
定

の
需
要
が
あ
り
、
近
年
は
さ
ら
に
増
加

傾
向
に
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
ど
ん
な
田

舎
町
に
も
同
様
の
施
設
が
点
在
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
こ
の
取
り
組
み
が
広
が

れ
ば
、
新
た
な
参
拝
者
と
の
出
会
い
の
ほ

か
、
交
流
人
口
増
に
よ
る
地
域
へ
の
貢
献

も
見
込
ま
れ
よ
う
。

NEWS 2  

境
内
で
車
中
泊
が
可
能
な

「
川
上
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
神
社
」

北
海
道
ク
ル
マ
旅
愛
好
家
に
好
評

■
妙
心
寺
塔
頭
の
中
で
も
屈
指
の
古
刹

と
い
わ
れ
る
退
蔵
院
で
、
今
年
4
月
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
一
風
変
わ
っ
た
禅
体
験

が
評
判
と
な
っ
て
い
る
。「
ひ
と
粒
の
禅
」

は
、
本
堂
縁
側
に
座
り
、
あ
め
玉
を
7
分

間
な
め
続
け
る
と
い
う
も
の
。
企
画
し
た

松
山
大
耕
副
住
職
に
よ
る
と
、「
観
光
は

今
、
名
所
を
観
る
も
の
か
ら
、
そ
こ
で
何

を
す
る
か
に
シ
フ
ト
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
た
だ
面
白
い
体
験
を
提
供
す
る
だ
け

で
は
何
も
残
り
ま
せ
ん
。
こ
の
取
り
組
み

は『
こ
こ
ろ
の
お
土
産
』と
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
体
験
し
た
こ
と
を
後
日
振
り
返
っ
た

と
き
に
、
良
か
っ
た
と
思
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
の
も
の
で
す
」。

ひ
と
く
ち
に「
禅
」と
い
っ
て
も
、
い
き
な

り
本
格
的
な
体
験
で
は
敷
居
が
高
く
感

じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
気
軽
に
禅

の
世
界
に
触
れ
ら
れ
る
も
の
、
そ
し
て
体

験
を
通
し
て
何
か
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
、

と
い
う
こ
と
で
企
画
さ
れ
た
。

　
評
判
は
な
か
な
か
良
く
、
一
般
参
拝
者

の
3
〜
5
％
が
体
験
し
て
く
れ
る
そ
う
。

 

「
ひ
と
つ
の
こ
と
に
集
中
し
て
取
り
組
む

こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
気
付
き
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
次
の
自
分
へ
の
何

か
を
掴
ん
で
ほ
し
い
」

　
体
験
方
法
も
実
に
シ
ン
プ
ル
。
本
堂
前

に
設
け
ら
れ
た
台
に
は
あ
め
玉
と「
ひ
と
粒

の
禅
」の
文
字
。
希
望
者
は
そ
こ
で
３
０
０

円
を
置
き
、
縁
側
に
座
っ
て
あ
め
玉
を
口

に
入
れ
、
目
を
閉
じ
る
だ
け
。
半
跏
趺

坐
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
腰
掛
け
る
。

そ
の
気
軽
さ
も
、
評
判
を
呼
ぶ
理
由
だ
。

NEWS 3

あ
め
玉
を
7
分
間
舐
め
続
け
る

退
蔵
院「
ひ
と
粒
の
禅
」

集
中
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
気
付
き
を
得
る

飴には退蔵院境内で収穫した柚子と、アーユル
ヴェーダなどで使用される薬草・ゴツコラ（ツボ
クサ）のエキスなどを練り込んだ

N E W
W I N D

障壁画は1枚のサイズが小さいもので2×1.2メートル、最大で2.5×2メートル。中央に釈迦のシンボルである菩提樹を描き、
左右には釈迦を賛美する多くの人物や動物が描かれている

右／メディア公開時には、
細川氏自ら障壁画について
説明。左上／下張り用紙は
多くの人の願いと共に奉納
される。左下／玄奘三蔵院
伽藍に隣接する慈恩殿

境内での車中泊は神様に見守ら
れているようで安心だと、利用
者に喜ばれている

法相宗大本山 薬師寺
〒630-8563
奈良県奈良市西ノ京町 457
TEL：0742-33-6001
https://www.nara-yakushiji.com

川上神社
〒088-2312
北海道川上郡標茶町川上7-1
TEL：015-485-2552

臨済宗妙心寺派
妙心寺塔頭退蔵院 
〒616-8035
京都府京都市右京区花園妙心寺町35
TEL：075-463-2855
http://www.taizoin.com
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政
府
や
地
方
行
政
な
ど
の
取
り
組
み
に
お
け
る
寺
社
関
連
の
話
題
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

今
回
は
政
府「
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
実
現
プ
ロ
グ
ラ
ム
2
0
1
9
」や「
観
光
白
書
」に
寺
泊

が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
、京
都
市
に
お
け
る
警
察
署
と
寺
社
と
の
協
定
締
結
で
す
。

【

動
 

静

】

J ISYA  NEWS

N E W
W I N D

廣
瀬
　
台
湾
で
は
今
、
日
本
は
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？

沼
田
　
平
成
30（
２
０
１
８
）年
度
の
訪
日

台
湾
人
は
約
4
7
6
万
人
。
そ
の
う
ち
の

約
25
％
が「
日
本
の
歴
史
・
伝
統
文
化
体

験
」に
興
味
を
持
ち
、
実
際
に
訪
問
し
て

い
ま
す
。
実
は
東
ア
ジ
ア
圏
の
国
々
で
日

本
の
社
寺
に
最
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
の

は
台
湾
人
な
の
で
す
が
、
熊
野
古
道
の

よ
う
に
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
ツ
ア
ー
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
所
の
ほ
か
に
、
日

本
人
が
気
付
い
て
い
な
い
所
が
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
な
ど
と
し
て
台
湾
の
人
に
人
気

だ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
台
湾
も
日
本
の
よ

う
に
多
宗
教
が
混
在
し
て
い
ま
す
が
、
多

く
は
現
世
利
益
を
求
め
て
訪
れ
る
場
所
で

す
。
し
か
し
日
本
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で

平
和
を
求
め
る
心
が
日
々
の
生
活
に
密
接

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
清
々
し

さ
や
静
寂
が
あ
り
、
そ
れ
が
台
湾
の
人
に

と
っ
て
魅
力
的
に
映
り
ま
す
。
静
か
な
空

間
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
お
香
の
香
り
に

癒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
体
験
し
た
人

た
ち
が
台
湾
に
戻
っ
て
広
め
、そ
れ
を
知
っ

た
人
が
訪
日
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
欧
米
で
は
日
本
の
社
寺
に
禅
や
精
進

料
理
な
ど
哲
学
的
な
要
素
を
求
め
ま
す

が
、
台
湾
で
は
ま
る
で
違
う
の
で
す
。

廣
瀬
　
社
寺
の
建
物（
文
化
財
）は
、
台
湾

の
人
に
ど
う
映
る
の
で
し
ょ
う
？

沼
田
　
山
中
や
山
上
の
静
か
な
空
間
、
そ

こ
へ
向
か
う
道
、
向
か
っ
た
先
に
何
百
年

も
あ
る
伽
藍
や
仏
像
は
、
台
湾
人
に
と
っ

て
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
価
値
観
で
あ

る
こ
と
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
今

日
ま
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
感

動
す
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
台
湾
に
大
陸

か
ら
人
が
移
り
住
ん
で
来
た
の
は
４
５
０

年
程
前
。
し
か
も
そ
の
時
期
の
も
の
は
あ

ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
台
湾
で
古
く
て
最
も
全
土
に
あ

り
美
し
く
保
存
さ
れ
て
い
る
建
造
物
の
多

く
は
、
日
本
の
植
民
地
時
代
に
建
て
ら
れ

た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
台
湾
の
人
か
ら

す
る
と
、
比
叡
山
や
高
野
山
、
永
平
寺
、

身
延
山
な
ど
長
い
歴
史
と
共
に
伝
統
や
文

化
が
生
き
て
い
る
社
寺
は
、
ど
こ
へ
足
を

運
ん
で
も
感
嘆
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
た
だ
大
き
な
違
い
は
、台
湾
の
人
々

が
母
国
で
拝
ん
で
い
る
像
と
い
う
の
は
、

お
金
を
稼
い
で
き
た
人
の
像
。
日
本
の
仏

様
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
拝
ん
で
い
る
か

は
未
知
数
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
国
が
違
え

ば
興
味
の
対
象
が
ま
る
で
違
う
と
い
う
一

例
で
す
ね
。

廣
瀬
　
今
後
の
社
寺
観
光
に
大
切
な
目
線

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

沼
田
　
台
湾
で
は
、
修
行
し
た
り
神
仏
を

拝
む
の
は
自
分
だ
け
の
た
め
で
す
が
、
日

本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
と
い
う
の
は
む
し
ろ

皆
で
協
力
し
合
い
な
が
ら
社
会
を
よ
く
し

て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
教
え
に
は
自
然
環
境
が
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
他
者
の
た
め
に
祈
り
、

そ
し
て
祈
り
の
場
所
が
こ
れ
だ
け
美
し
く

維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
の
誇
り

で
あ
り
外
国
人
に
は
何
よ
り
の
魅
力
で

す
。
こ
の
あ
た
り
の
違
い
を
理
解
す
る
こ

と
は
、
今
後
の
世
界
的
な
観
光
の
流
れ
の

中
で
重
要
だ
と
思
い
ま
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

台
湾
の
人
た
ち
は
日
本
に
驚
き
、感
動
す
る
。

文
化
・
伝
統
の
継
承
と
豊
か
な
自
然
。

そ
の
人
か
ら
見
た
日
本
の
魅
力
を
理
解
す
れ
ば

発
信
や
工
夫
も
変
わ
っ
て
く
る
。

第3回

社寺観光と訪日台湾人

公益財団法人日本台湾交流協会
台北事務所 代表
沼田 幹夫氏

沼田幹夫／元 在ミャンマー連邦共和国 日本国特命全権大使、平成 26（2014）
年より現職。台湾と日本は国交がないため、台北事務所代表は国交樹立国で言
う大使にあたる

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。 》
■
２
０
２
０
年
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者

数
４
０
０
０
万
人
な
ど
の
目
標
達
成
に
向

け
、
昨
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
観
光
戦

略
実
行
推
進
会
議
。
そ
の
議
論
を
踏
ま

え
、
政
府
の
今
後
１
年
を
目
途
と
し
た
行

動
計
画「
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
実
現
プ
ロ
グ
ラ
ム

２
０
１
９
」が
６
月
14
日
に
発
表
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
に
は
、
寺
社
な
ど
の
文
化
財
に

多
言
語
解
説
を
設
け
る
な
ど
受
け
入
れ
環

境
整
備
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
が
決
め
ら

れ
た
ほ
か
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
展
示・

活
用
、
国
立
博
物
館
や
美
術
館
の
夜
間
開

館
だ
け
で
な
く
、
城
泊
や
ス
ノ
ー
リ
ゾ
ー

ト
の
再
生
と
共
に「
寺
泊
」が
地
域
の
新
た

な「
泊
ま
っ
て
楽
し
む
体
験
型
宿
泊
コ
ン
テ

ン
ツ
」と
し
て
開
発
に
取
り
組
む
項
目
に

加
わ
っ
た
。

　
ま
た
6
月
21
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
令

和
元
年
度
版
観
光
白
書
に
も
、
今
年
度
に

講
じ
よ
う
と
す
る
施
策
の
中
に「
寺
泊
」が

盛
り
込
ま
れ
た
。

　
今
後
は
開
拓
を
推
進
し
て
健
全
な
民

泊
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
普
及
が
図
ら
れ
る
と

共
に
、
観
光
ま
ち
づ
く
り
官
民
連
携
推
進

チ
ー
ム
で
得
た
知
見
を
生
か
し
、
円
滑
な

運
用
も
促
進
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
政
府

観
光
局（
Ｊ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
）が
そ
の
魅
力
を
海
外

に
一
元
発
信
し
、
そ
の
た
め
の
体
制
強
化

も
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

NEWS 1
「
寺
泊
」が
今
後
一
年
の
重
点
施
策
と
し
て

  

政
府
の
行
動
計
画
や
観
光
白
書
に
登
場

政
府
の
後
押
し
を
受
け
、さ
ら
な
る
活
性
化
に
期
待

■
過
去
の
防
災
特
集（
寺
社
N
O
W
24
号

参
照
）で
も
触
れ
た
が
、
現
在
全
国
の
行

政
機
関
が
宗
教
施
設
と
の
防
災
協
定
を

締
結
す
る
動
き
が
始
ま
っ
て
い
る
。
避
難

所
と
し
て
の
活
用
な
ど
が
主
な
協
定
の

内
容
だ
が
、
京
都
市
内
に
あ
る
警
察
署

で
は
、
災
害
で
警
察
署
が
使
え
な
く
な
っ

た
場
合
に
備
え
、
代
替
施
設
と
し
て
活

用
す
る
た
め
に
管
轄
地
域
の
寺
社
と
協

定
を
結
ぶ
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
す
で

に
南
区
南
署
が
平
成
26（
２
０
１
４
）年

に
東
寺
と
、
東
山
区
東
山
署
が
平
成
28

（
２
０
１
６
）年
八
坂
神
社
と
締
結
し
、
伏

見
区
伏
見
署
で
は
昨
年
締
結
し
た
御
香

宮
神
社
に
加
え
、
今
年
5
月
に
は
、
平

安
遷
都
時
に
創
建
さ
れ
た
城
南
宮
と
も

協
定
を
締
結
し
た
。
広
さ
、
機
能
面
な
ど

か
ら
検
討
し
た
結
果
、
寺
社
が
候
補
地
と

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
城
南
宮
に
よ
る
と
、「
警
察
も
神
社
も
、

地
域
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
活
動
す
る
と

い
う
点
で
は
同
じ
」と
い
う
思
い
が
あ
り
、

ま
た
駐
車
場
が
幹
線
道
路
に
面
し
て
い
る

た
め
災
害
対
策
車
両
の
出
入
り
が
容
易
で

あ
る
こ
と
な
ど
地
の
利
の
面
で
も
協
力
で

き
る
と
判
断
し
、
協
定
締
結
に
至
っ
た
と

い
う
。

　
寺
社
の
公
益
性
は
、
災
害
時
こ
そ
地

域
の
力
と
な
り
得
る
。
今
後
も
全
国
的

に
寺
社
と
公
約
機
関
と
の
連
携
は
増
え

て
い
く
と
見
ら
れ
て
い
る
。

NEWS 2

京
都
市
内
の
各
警
察
署
が

宗
教
施
設
と
災
害
時
協
定
を
結
ぶ

災
害
時
に
は
寺
社
の
境
内
が
警
察
署
に

地域の誰もが知る寺社が災害時の
拠点となることは、人々の安心に
つながる（写真は熊本県の光照寺）

寺社文化を深く知ることができる、これま
でにない宿泊体験の創出が求められている
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世
界
は
今
、
年
間
14
億
人
が
移
動
す

る
大
旅
行
時
代
に
突
入
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
観
光（
ツ
ー
リ
ズ

ム
）産
業
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
化

学
産
業
に
次
ぐ
第
三
の
基
幹
産
業
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
ま
で
成
長
し
て
お

り
、
そ
の
成
長
率
は
、
世
界
経
済
の
成
長

率
を
上
回
る
ほ
ど
だ
。
観
光
産
業
が
成
長

す
る
こ
と
で
、
雇
用
が
生
ま
れ
る
だ
け
で

な
く
地
域
の
活
性
化
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
創
出
と
い
っ
た
多
様
な
メ
リ
ッ
ト
が
期

待
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
今
後
の
成
長
か
ら
目

が
離
せ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
ス
ペ
イ
ン

の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー

ラ
の
巡
礼
路
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
地
メ
ッ

カ
巡
礼
、
日
本
に
お
い
て
は
熊
野
参
詣
や

四
国
遍
路
な
ど
が
あ
る
よ
う
に
、
聖
地
巡

礼
が
起
源
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
寺
社

と
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
も
と
も
と
親
和
性
が
高

い
。
そ
の
こ
と
を
実
証
す
る
か
の
よ
う
に

近
年
、
寺
社
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
注
目
さ
れ
始

め
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
建
物
や
文
化
財

を
見
る
だ
け
で
は
な
い
。
寺
社
が
地
域
を

巻
き
込
み
活
性
化
し
て
い
る
地
域
に
多
く

の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
物

見
遊
山
か
ら
明
確
な
テ
ー
マ
を
持
っ
た
旅

へ
と
、
観
光
が
進
化
し
て
い
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
食
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
門
徒
な
ど
を
巻
き
込
み
、
や
が
て
地

域
を
元
気
に
し
て
い
る「
フ
ー
ド
ツ
ー
リ

ズ
ム
」、
神
社
自
ら
が
地
域
に
新
た
な
観

光
を
生
み
出
し
て
い
る「
サ
イ
ク
ル
ツ
ー

リ
ズ
ム
」、
そ
し
て
周
辺
の
寺
院
が
協
力

し
合
い
広
が
っ
た
超
宗
派
イ
ベ
ン
ト
が
地

域
の
人
々
の
場
に
成
長
し
て
い
る「
ア
ー

ト
ツ
ー
リ
ズ
ム
」と
い
う
3
つ
の
事
例
。
一

つ
ひ
と
つ
に
テ
ー
マ
や
物
語
が
あ
り
、
そ

れ
が
人
を
惹
き
つ
け
、
ひ
い
て
は
ま
ち
の

活
性
化
に
ひ
と
役
買
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

寺
社
は
日
本
の
伝
統
や
文
化
が
連
綿

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
場
所
で
あ
り
、
地

域
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
存
在
。つ
ま
り
、

紹
介
す
る
事
例
の
よ
う
に
寺
社
が
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
主
体
と
な
れ
ば
地
域
振
興
も
実

現
し
、
か
つ
寺
社
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

　

前
世
紀
型
の
観
光
旅
行
で
は
な
く
21

世
紀
型
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
今
後
、
ま
ち
づ

く
り
を
意
識
し
た
も
の
へ
と
さ
ら
な
る
進

化
を
遂
げ
て
い
き
そ
う
だ
。
そ
う
し
た
流

れ
の
中
で
寺
社
は
何
が
で
き
、
何
を
期
待

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
専
門
家
の
意

見
や
今
後
の
予
測
を
交
え
な
が
ら
考
え
て

み
た
い
。

観
光
そ
の
も
の
が
進
化
し
続
け
る

そ
の
中
で
重
要
性
を
増
す
寺
社

旅先で寺社を訪れる際は、寺社がある地域も含めて観光する人が増えている

◆文化観光
その国や地域の歴史、伝
統といった文化的要素に
対する知的欲求を満たす
ことが目的の観光。近年
需要が拡大している

◆ロングステイ（長期滞在型観光）

国内旅行需要の拡大や地
域活性化の起爆剤となる、
かつ旅行者が地域との深
い交流により豊かな生活
を実現するための観光

◆ヘルスツーリズム
自然豊かな地域の環境や
温泉、身体に優しい料理
などで癒され、健康を回
復・増進・保持。または
先端医療に触れる観光

◆産業観光
歴史的・文化的価値のあ
る工場やその遺構、機械
器具、最先端の技術を備
えた工場などでの学びや
体験を伴う観光

◆フードツーリズム
独自の食文化を持つ地域
を訪れ、その地域の文化
や伝統と共に食を楽し
む、食文化と観光が融合
した新しい観光

◆ダークツーリズム
戦争被害や死について学
ぶ、あるいは自然災害な
どに関する体験や、人類
の負の歴史などを対象に
した観光

◆エコーツーリズム
自然や歴史文化を対象に、
それらを損なうことなく
体験し学ぶ観光。野生生
物の観察や環境保全ボラ
ンティアなども含まれる

◆サイクルツーリズム
自転車で地域をゆったり
と健康的に回る観光。参
加型、観戦型、設置型（レ
ンタルサイクル）、ツアー・
企画型の４分野がある

◆アートツーリズム
美術館などの展示施設や
野外彫刻、その他さまざ
まな芸術作品を巡ること
で、地域の文化に触れる
観光

◆グリーンツーリズム
農山漁村で自然や文化、
人々との交流を楽しむ滞
在型の観光。農作業や加
工体験、農林漁家民泊、
食育などがある

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
訪
日
外
国
人
が
激
増
し
て
い
る
現
在
、世
界
的
に「
観
光
」が
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。た
だ
行
っ
て
眺
め
る
だ
け
で
な
く
、地
域
や
歴
史
を
自
分
ご

と
と
し
て
体
感
で
き
る
、物
語
性
の
あ
る
土
地
を
訪
問
す
る
旅
へ
と
進
化
し
て
い
る
。

「
物
見
遊
山
の
観
光
」か
ら「
テ
ー
マ
別
観
光
」へ
。今
号
は
、そ
の
流
れ
の
中
で
寺

社
が
主
体
と
な
っ
て
動
い
て
い
る
事
例
と
共
に
、「
観
光
」の
今
を
紹
介
し
た
い
。

ニューツーリズムの例

世
界
が
大
旅
行
時
代
に
突
入
し
て
い
る
今
こ
そ
、動
き
だ
そ
う
。

“
テ
ーマ
”で
考
え
る

寺
社
観
光
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瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
周
防
大
島
で
、
島

の
活
性
化
を
牽
引
し
て
い
る「
瀬
戸
内

ジ
ャ
ム
ズ
ガ
ー
デ
ン
」と
い
う
ジ
ャ
ム
専
門

店
が
あ
る
。
こ
こ
は
島
の
中
部
、
日
前
地

区
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
荘し

ょ
う
ご
ん厳

寺

の
白
鳥
智ち

あ
き明

住
職
の
夫
・
匡た

だ
し史

氏
が
代
表

を
務
め
て
い
る
が
、
寺
と
の
関
係
が
あ
っ

て
こ
そ
の
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

発
端
は
18
年
前
、
寺
で
の
暮
ら
し
か

ら
離
れ
る
た
め
に
島
を
出
て
結
婚
し
た
夫

妻
が
新
婚
旅
行
で
パ
リ
を
訪
れ
、
匡
史
氏

が
1
軒
の
ジ
ャ
ム
専
門
店
に
出
会
っ
た
こ

と
。
当
時
会
社
員
だ
っ
た
匡
史
氏
は
帰
国

後
に
ジ
ャ
ム
専
門
店
の
事
業
計
画
書
を
作

成
、
そ
れ
を
島
に
暮
ら
す
義
父
の
前
住
職

に
見
せ
た
こ
と
か
ら
話
が
進
み
、
平
成
16

（
２
０
０
４
）年
に
開
業
。
現
在
は
法
人
組

織
と
し
て
地
域
の
雇
用
を
生
み
、
門
徒
が

多
い
地
域
の
農
業
も
活
性
化
、
島
へ
の
移

住
希
望
者
の
窓
口
に
も
な
り
始
め
て
い
る
。

 
「
店
舗
を
構
え
る
前
に
ネ
ッ
ト
販
売
か
ら

始
め
た
の
で
す
が
、
15
年
前
は
ま
だ
ジ
ャ

ム
を
扱
う
シ
ョ
ッ
プ
が
ほ
か
に
は
な
く
、

一
気
に
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

お
い
し
く
な
け
れ
ば
続
き
ま
せ
ん
。
現
在

の
よ
う
に
運
営
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
門
徒
で
あ
る
島
の
農
家
の
方
々
の
協

力
が
大
き
い
で
す
ね
」と
智
明
住
職
。
実

は
店
舗
の
あ
る
場
所
は
、
門
徒
さ
ん
の
知

り
合
い
か
ら
紹
介
を
受
け
た
土
地
。
原

材
料
も
門
徒
で
あ
る
柑
橘
農
家
か
ら
大

部
分
を
仕
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
決
し

て
寺
と
門
徒
の
関
係
甘
え
て
い
る
訳
で
は

な
い
。「
島
に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
間
で

は
、
事
業
を
立
ち
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
お
店
は
お
寺
と
門
徒
さ
ん
と

の
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
始
め
ら
れ
た

の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
地
域
の
皆
さ
ん
と

共
に
歩
め
る
方
法
を
考
え
ま
し
た
。
ジ
ャ

門
徒
さ
ん
の
協
力
を
得
て

島
に
生
ま
れ
た
ジ
ャ
ム
専
門
店

ム
は
何
と
い
っ
て
も
原
材
料
が
す
べ
て
。

い
い
材
料
を
仕
入
れ
続
け
る
た
め
に
は
、

農
家
の
皆
さ
ん
が
農
業
を
続
け
ら
れ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
島
で
は
、
規

格
外
の
柑
橘
類
は
値
が
付
か
な
い
か
、
付

い
て
も
低
価
格
で
し
た
。
し
か
し
完
熟
度

は
ジ
ャ
ム
の
原
材
料
に
最
適
。
そ
こ
で
仕

入
れ
値
を
計
算
し
、
一
般
的
な
加
工
用
の

価
格
よ
り
高
い
適
正
な
金
額
で
仕
入
れ
る

こ
と
に
し
た
の
で
す
」と
匡
史
氏
。
こ
れ
が

ジ
ャ
ム
専
門
店
で
お
い
し
い
ジ
ャ
ム
を
生

み
出
し
、
多
く
の
人
が
店
を
訪
れ
る
現
在

の
形
に
つ
な
が
り
、
ま
た
地
域
の
農
家
を

も
元
気
に
し
て
い
る
。

　

開
業
か
ら
15
年
が
過
ぎ
た
今
、
移
住

の
成
功
例
と
し
て
お
店
に
は
客
だ
け
で
な

く
全
国
か
ら
多
く
の
人
が
視
察
に
も
訪
れ

る
。
ま
た
、
噂
を
聞
き
つ
け
た
近
隣
県
の

門
徒
さ
ん
や
坊
守
さ
ん
が
団
体
で
訪
れ
る

よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

 

「
視
察
が
大
人
数
の
際
は
主
人
の
講
演
で

寺
の
本
堂
を
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、

山
口
県
や
広
島
県
の
門
徒
さ
ん
や
坊
守

さ
ん
た
ち
が
ツ
ア
ー
で
訪
れ
た
際
に
は
前

住
職
の
法
話
と
ジ
ャ
ム
店
訪
問
が
セ
ッ
ト

と
な
り
、
そ
の
あ
と
は
地
域
の
飲
食
店
へ

足
を
運
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
」と
住
職
。

実
は
こ
こ
30
年
あ
ま
り
で
、
地
域
の
過
疎

化
な
ど
が
要
因
と
な
り
門
徒
数
が
か
な
り

減
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
寺

寺
と
店
と
地
域
の
つ
な
が
り
は

新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ

院
運
営
も
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
、

そ
う
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
ツ
ア
ー
に
よ

る
収
入
が
寺
院
運
営
の
助
け
に
も
な
り

始
め
て
い
る
。
ま
た
匡
史
氏
の
も
と
に
は

島
へ
の
移
住
希
望
者
が
訪
れ
る
よ
う
に
な

り
、
匡
史
氏
が
前
住
職
と
共
に
、
彼
ら
の

島
で
の
仕
事
や
住
居
を
紹
介
し
て
い
く
流

れ
も
生
ま
れ
て
き
た
。

　

今
で
は
フ
ー
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
好
例
と

し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
る
瀬
戸
内
ジ
ャ
ム

ズ
ガ
ー
デ
ン
。
寺
と
店
が
島
と
外
の
人
を

つ
な
げ
る
こ
と
で
、
地
域
に
活
気
を
呼
び

込
め
て
い
る
。

「門徒さんの中には島を離れる人も出てきて
います。しかし帰省するときのために家は残し
たい。そんな人たちから家の管理を任される
ようにもなってきました」という白鳥文

ふみあき

明前住
職。管理を預かった家は、移住希望者が住
居を見つけるまでの仮住まいとしても活用して
いる。瀬戸内ジャムズガーデンの農業部長と
して、畑や店の前の植栽も管理する

店の隣に工房があり、建物の外までジャムを炊く甘
い香りが漂う。スタッフは自分の時間に合わせて多
様な勤務形態。働き方も島の暮らしに合わせている

カフェも併設しており、ジャムを使ったトーストや
島で収穫される季節のフルーツを載せたピザ
などが人気。窓の外には静かな海が広がる

白鳥智明住職と夫・白鳥匡史氏。店の前には瀬戸内らしい静かな海景色が広がる。智明住職
はシンガーでもあり、時には寺で歌うことも。匡史氏は内閣府地域活性化伝道師も務める

寺社
フード
ツーリズム

「瀬戸内ジャムズガーデン」
浄土真宗本願寺派 荘厳寺

［ 山口県 ］

瀬戸内ジャムズガーデンが
誕生するまで

白鳥住職の夫がジャム専門店開業を決
意。義父である荘厳寺前住職が事業計
画書を見て地域で相談、門徒さんたちの
協力を得て開業へ。そこから3年は住職が
島外から定期的に島へ戻りジャムを製造。
ネット販売と近隣道の駅での販売を中心
に、夏期限定でショップもオープンさせる

きっかけ

周防大島は柑橘栽培が盛ん。門徒さん
にも柑橘農家が多く、そこから柑橘類を
一般的な加工用卸価格よりも高値で仕
入れることに。また柑橘以外のフルーツも、
店が農家に苗を提供し、栽培が始まって
いる。島で完熟したフルーツのジャムが
評判となり、多方面から来店者が増える

アクション

檀家さんを中心とする近隣の柑橘農家は
収入が上がり、農業が活性化しただけで
なく、ジャム店では雇用も創出。住職夫
妻のＩターンも評判となり、島への移住を
検討する人が店を経由して移住へ。さら
に店とセットで荘厳寺を訪れる人も増え、
寺の収入も安定してきた

まちに起こった変化

浄土真宗本願寺派荘厳寺 
〒742-2804
山口県大島郡周防大島町
日前 1992
TEL：0820-73-0351

瀬戸内ジャムズガーデン
http://jams-garden.com

寺
と
つ
な
が
る
ジ
ャ
ム
店
が

ま
ち
を
元
気
に
し
て
い
く
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験
な
が
ら
2
日
間
か
け
て
走
っ
て
み
た
。

「
と
に
か
く
厳
し
い
道
の
り
で
し
た
が
、
つ

ら
い
坂
を
登
り
き
る
と
橋
が
あ
り
、
そ
こ

か
ら
の
景
色
を
見
た
瞬
間
、
何
も
の
に
も

代
え
ら
れ
な
い
達
成
感
に
満
た
さ
れ
ま
し

た
。
素
晴
ら
し
い
眺
め
は
ほ
か
に
も
あ
り
、

ど
こ
も
自
転
車
の
疲
れ
が
吹
き
飛
ぶ
ほ
ど

の
絶
景
。
一
方
房
総
半
島
は
、
サ
イ
ク
リ

ス
ト
は
多
い
も
の
の
、
彼
ら
の
た
め
の
設

備
が
あ
ま
り
整
っ
て
い
な
い
こ
と
が
情
報

誌
の
取
材
を
通
し
て
気
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
と
き
、
我
々
神
社
に
も
何
か
で

　

平
成
20（
２
０
０
8
）年
の
こ
と
、I
T

企
業
の
代
表
も
務
め
て
い
た
千
葉
県
鴨
川

市
・
天
津
神
明
宮
の
岡
野
大
和
禰
宜
の
も

と
に
、
鴨
川
市
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト『
か
も

が
わ
ナ
ビ
』の
制
作
依
頼
が
来
た
。こ
れ
を

き
っ
か
け
に
地
域
情
報
誌
の
編
集
長
や
女

子
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム「
オ
ル
カ
鴨
川
F
C
」の

事
業
本
部
長
に
も
就
任
。や
が
て
岡
野
氏
は

地
域
に
深
く
関
わ
り
始
め
る
こ
と
と
な
る
。

 

「
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
中
で
、
神
社
も
観

光
資
源
の
ひ
と
つ
だ
と
実
感
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
神
職
の
立
場
か
ら
も
、
地

域
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は

な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」

　

そ
し
て
平
成
29（
２
０
１
７
）年
、
オ
ル

カ
鴨
川
F
C
の
遠
征
で
愛
媛
県
を
訪
れ
た

際
、
サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
聖
地
と
呼
ば
れ
る

し
ま
な
み
海
道
を
、
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
未
経

地
域
活
性
化
の
た
め
に

神
社
が
で
き
る
こ
と
を
検
討

き
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

た
の
で
す
」

　

鴨
川
に
戻
っ
た
岡
野
氏
は
、
房
総
半
島

の
神
社
に
奉
職
す
る
若
手
神
職
た
ち
に
、

神
社
を
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
し
た
サ
イ

ク
ル
コ
ー
ス
の
構
想
を
明
か
し
た
。
そ
し

て
多
く
の
神
職
か
ら
賛
同
を
得
て
、「
房
総

神
社
サ
イ
ク
ル
ラ
イ
ド
推
進
委
員
会
」が

発
足
。

 

「
ま
ず
は
自
分
た
ち
が
走
っ
て
み
て
困
っ

た
こ
と
を
解
決
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ

と
に
し
ま
し
た
」。
サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
多
く

は
、
自
立
ス
タ
ン
ド
の
な
い
ロ
ー
ド
バ
イ

ク
で
訪
れ
る
。そ
れ
な
ら
ば
サ
イ
ク
ル
ラ
ッ

ク
を
設
置
す
れ
ば
、
神
社
へ
の
立
ち
寄
り

を
促
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て

手
作
り
の
サ
イ
ク
ル
ラ
ッ
ク
を
設
置
。
環

境
を
整
え
た
ら
、
次
は“
達
成
感
”を
味

わ
っ
て
も
ら
う
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
検

討
に
入
っ
た
。

 「
も
と
も
と
我
々
は『
ふ
さ
の
く
に
神
社
御

朱
印
め
ぐ
り
』を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
荷

物
を
最
小
限
に
し
た
い
サ
イ
ク
リ
ス
ト
に

と
っ
て
、
御
朱
印
帳
は
大
き
す
ぎ
る
。
そ

こ
で
、
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
の
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
台
帳
を
作
り
ま
し
た
」

　

こ
う
し
た
活
動
が
メ
デ
ィ
ア
に
も
取
り

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
東
京
と

房
総
半
島
を
結
び
、
自
転
車
を
持
っ
て
乗

車
で
き
る
J
R
東
日
本
の
サ
イ
ク
ル
ト
レ

イ
ン「B.B.BASE

」の
運
行
が
ス
タ
ー
ト
。

平
成
30（
２
０
１
８
）年
に
はB.B.BASE

と
コ
ラ
ボ
し
て
、
神
職
と
ラ
イ
ド
す
る「
房

総
神
社
め
ぐ
り
あ
い
巡
拝
サ
イ
ク
ル
ツ

ア
ー
」を
実
施
し
た
。

　

そ
し
て
現
在
、
岡
野
氏
は
地
域
と
共
に

ど
う
盛
り
上
げ
る
か
を
考
え
始
め
て
い
る
。

 

「
鴨
川
市
内
で
は
今
、
コ
ン
ビ
ニ
に
サ
イ

ク
ル
ラ
ッ
ク
の
設
置
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
は
半
島
全
体
に
広
が
る
で
し
ょ

う
。
サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
誘
致
が
地
域
全
体

で
活
発
化
す
れ
ば
、
次
は
パ
ー
ク
&
ラ
イ

ド
や
宿
泊
施
設
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
鴨

川
は
宿
泊
施
設
が
多
い
の
で
す
が
、
や
や

高
額
。
サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
多
く
は
車
で
来

る
の
で
、
よ
り
安
価
で
気
軽
に
宿
泊
で
き

る
施
設
、
加
え
て
駐
車
場
や
シ
ャ
ワ
ー
が

使
え
る
場
所
も
ほ
し
い
。
そ
れ
ら
を
神
社

で
も
提
供
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

天津神明宮の岡野禰宜。房総神社
サイクルライドのユニフォームやロゴ
マークも岡野さんのデザイン

房総神社サイクル
ライド推進委員会
のメンバーは20〜
40代の若手神職
たち（写真上）。視
察を兼ねて定期的
にサイクリングをし
ているそう。神社
の景観に合わせる
ため、金属製では
なく木製のサイク
ルラックをメンバー
で手作りし、神社に
設置（写真左上、下）

今夏には、天津神明宮が所有する物件を開放して、宿坊を
スタートするという。境内の駐車場もサイクリストに開放し、
パーク& ライドとして提供。サイクリングのあとにシャワーを
浴びたり、軽食を取れる場所も整備する予定だ

2018年9月に行われたサイクルツアーの様子。勝浦まで 3 時間かけてサイクリングを楽しんだ。次回は千葉県の一宮をめぐるツアーも検討中

サイクル
ツーリズム

「房総神社サイクルライド」
天津神明宮
［ 千葉県 ］

寺社

神
職
た
ち
が
先
導
す
る

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム

天
あまつしんめいぐう

津神明宮
〒299-5503
千葉県鴨川市天津2950
TEL：04-7094-0323
http://www.shinmei.or.jp

房総神社サイクルライドが
盛り上がるまで

岡野氏が女子サッカーチーム「オルカ鴨川
FC 」の事業本部長を務めていた 2017
年、チームの愛媛遠征に帯同し、帰り
にしまなみ海道を2日間かけて自転車で
走行。その達成感に大きなヒントを得て、
房総半島をサイクルツーリズムによって活
性化することを思いつく

きっかけ

房総半島の神社に奉職する若手神職の
集まりで、神社をチェックポイントにしたサ
イクルコースの整備を提案。賛同した神
職仲間で木製のサイクルラックを20脚ほ
ど作り、各神社に設置することから始め
た。また、神職が同行して地域を案内す
るサイクリングツアーも開始

アクション

2018年4月から、「房総神社サイクルラ
イド」に賛同した神社をまわるスタンプ
カードを配布し、「BOSO JINJA RIDE 
STAMP RALLY」をスタートさせる。現在
では、鴨川市内を走るサイクリストのため
にコンビニエンスストアにもサイクルラック
が設置され始めている

まちに起こった変化

サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
集
う
神
社
が

観
光
開
発
を
先
導
す
る
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で
す
」と
言
う
の
は
、
実
行
委
員
長
を
務

め
る
曹
洞
宗
菅
原
山
崇
禅
寺
の
三み

か

み

香
美

晋し
ん
ど
う道

住
職
。

　

金
沢
市
内
の
お
寺
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

何
か
し
ら
小
さ
な
企
画
を
随
時
開
催
し
て

い
た
。
し
か
し
単
独
で
は
話
題
に
な
ら
な

い
。
な
ら
ば
超
宗
派
で
、
地
域
の
お
寺
と

い
う
枠
組
み
で
考
え
る
べ
き
。
そ
こ
を
出

発
点
に
思
索
を
重
ね
、
地
元
の
若
手
作

家
と
、
近
く
に
あ
る
金
沢
工
芸
美
術
大
学

な
ど
の
学
生
か
ら
作
品
を
展
示
し
て
も
ら

う
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
運
び
と

な
っ
た
。
基
本
ル
ー
ル
は
、
毎
年
決
定
す

る
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
。

し
か
し
、
た
だ
場
所
を
提
供
す
る
だ
け
で

は「
お
寺
ら
し
さ
」を
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
い
。

そ
こ
で「
出
展
者
が
会
場
と
な
る
寺
と
打

ち
合
わ
せ
を
重
ね
、
寺
に
合
う
ア
ー
ト
を

展
示
す
る
」と
い
う
ル
ー
ル
も
設
け
た
。

 

「
僧
侶
も
展
示
の
過
程
に
加
わ
り
、
作
家

と
共
に
会
場
づ
く
り
を
し
て
い
く
の
が
特

徴
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
お
寺
の
空

　

金
沢
市
中
心
部
の
寺
を
舞
台
と
し
た

ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト「
ｏオ

テ

ラ

ー

ト

ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｔ
金
澤
」

が
、
毎
年
夏
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
平
成

22（
２
０
１
０
）年
に
3
つ
の
寺
で
ス
タ
ー

ト
。
ア
ー
ト
を
鑑
賞
し
な
が
ら
寺
巡
り
も

で
き
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
昨
年
は
延
べ

３
２
０
０
人
ほ
ど
が
訪
れ
た
。
入
場
は
無

料
、
観
客
は
地
域
の
人
を
中
心
に
、
金
沢

を
訪
れ
る
観
光
客
。
企
画
し
た
の
は
当
時

20
〜
30
代
の
若
手
僧
侶
た
ち
。

 

「
会
場
と
な
っ
て
い
る
聞
善
寺
の
住
職
と

私
が
修
行
か
ら
金
沢
へ
戻
っ
た
10
年
前

は
、
全
国
的
に
若
者
の
寺
離
れ
が
叫
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
も
今
後
の
寺
の
在

り
方
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、
若
い
人
が

も
っ
と
お
寺
に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
実
施
し

な
け
れ
ば
、
と
思
い
至
っ
た
の
が
始
ま
り

若
い
人
を
寺
に
呼
ぶ
た
め
に

手
弁
当
企
画
が
ス
タ
ー
ト

間
と
ア
ー
ト
と
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
」と
三
香
美
住
職
。

住
職
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
手
弁
当
的
な
企

画
に
よ
る
ス
タ
ー
ト
か
ら
5
年
目
、
運
営

も
軌
道
に
乗
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
で
周
辺

の
寺
へ
声
を
か
け
る
こ
と
に
。
そ
こ
で
参

加
を
表
明
し
た
の
が
、
現
在
は
実
行
委
員

で
も
あ
る
真
宗
大
谷
派
龍
向
山
浄
光
寺
の

藤ふ
じ
ひ
で
あ
き

任
章
住
職
だ
。

 「
最
初
は
観
客
で
し
た
。
し
か
し
見
て
い

る
と
、
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
ア
ー

ト
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
っ
と
し
た
雰
囲
気
を

お
寺
と
い
う
静
謐
な
空
間
が
包
み
込
ん
で

い
る
。
そ
の
様
子
に
感
銘
を
受
け
、
参
加

を
決
め
ま
し
た
」。
ほ
か
に
も
複
数
の
寺

が
参
加
を
表
明
し
、
5
年
目
か
ら
は
全
4

エ
リ
ア
11
か
所
の
寺
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

　

お
寺
で
ア
ー
ト
を
展
示
し
た
こ
と
は
、

思
わ
ぬ
効
果
を
生
ん
だ
。書
道
作
品
を
出

展
し
た
書
家
か
ら
相
談
を
受
け
、寺
で
書

道
教
室
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
ほ
か
、

町
の
人
か
ら「
こ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い

か
」と
相
談
が
来
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

 

「
お
寺
に
も
っ
と
人
が
来
る
よ
う
に
と
考

え
て
い
た
の
で
す
が
、
結
果
的
に
は
、
地

域
の
人
を
結
び
直
す
役
割
を
し
始
め
て
い

る
気
が
し
ま
す
。
お
寺
本
来
の
機
能
で
あ

る“
場
”づ
く
り
で
す
ね
」と
三
香
美
住
職
。

ま
た
藤
住
職
は
、
も
と
も
と
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
地
域
の
小
学
校
の
子
供
た
ち

お
寺
を
活
動
の
場
と
す
る

市
民
の
新
た
な
動
き
も

に
よ
る
作
品
を
、
期
間
中
に
自
坊
で
展
示

し
て
い
る
。「
同
級
生
や
先
生
、
親
や
地
域

の
方
た
ち
に
見
て
も
ら
え
る
こ
と
で
、
子

供
た
ち
は
と
て
も
楽
し
そ
う
に
作
品
づ
く

り
を
し
て
い
ま
す
。
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
地

域
の
歴
史
な
ど
に
ち
な
ん
だ
作
品
に
し
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
の
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト

は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
自
分
が
暮
ら
す
町

の
再
発
見
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」。

　

10
年
目
と
な
る
今
年
は
、
県
外
へ
も
積

極
的
に
広
報
し
て
い
く
予
定
だ
。
ロ
ー
カ

ル
な
取
り
組
み
が
金
沢
の
新
た
な
ア
ー
ト

ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
と
成
長
を
遂
げ
る
。

実行委員長を務める崇禅寺の三香美晋道
住職（右）と実行委員で事務局を担当する
浄光寺の藤任章住職（左）。「オテラートがあ
るから金沢へ行こう」となるような企画に育
てたいと考えている

「つかの間の世界」（上、2014年廣誓寺会場）、「お堂に栄える木」（右上、2015年廣誓寺会場）、「浅
野川」（下、2016年聞善寺会場）など、どれもお寺という空間をさまざまな解釈で展示スペースとし
て活用している。非日常の空間演出が、来場者に好評だった

2017年に「破壊と創造」がテーマだった2017年に浄光寺会場で展示されたのは、建て替えのた
めに旧校舎がなくなるという小学校の卒業生約1000人分の手型。小学校は校章が紅葉の形、
手型はまるでたくさんの紅葉

毎年パンフレットを作成し、金
沢駅の観光案内所をはじめ市
内のお店や美術館などに置いて
もらっている。今年はスタンプラ
リーも計画中

アート
ツーリズム
「oterart金澤」

曹洞宗菅原山崇禅寺 ほか
［ 石川県 ］

寺社

oterart 金澤 2019
実行委員会事務局
TEL：076-252-4922
( 浄光寺内 受付 10 時〜 18 時 )
https://www.oterart.com

oterart 金澤の
誕生から現在

修行から自坊に戻った崇禅寺三香美住
職が友人と二人で、お寺に若い人が足
を運べるイベント開催を企画。話題にな
るように複数の寺で、かつ若い人の感性
に触れるものをと考え、地元の若手作家
と金沢工芸美術大学生などに出展を依
頼し、アートイベントを立ち上げる

きっかけ

地元の新聞社やラジオ局に告知を依頼。
出展者は希望会場の住職と内容につい
て話し合い、展示内容を決めていく形に。
資金は来場者からの協賛金と出展料でま
かなう。3つの寺で始め、運営がうまく行
きだした 5年目からは周辺の寺院へも声
を掛け、11の寺で開催することに

アクション

子供から高齢者まで、幅広い年齢層が
期間中に足を運んでくれるようになった。
また、金沢で活躍しているアーティストや
かつて美術を学んでいた人たちがイベン
トを機に作品を創り、参加するなどの動
きが出てきたほか、出展者からは後日企
画の持ち込みが来るなどの展開も

まちに起こった変化 住
職
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
で
生
ま
れ

地
域
の“
場
”に
成
長
し
た
芸
術
祭
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地
域
の
総
合
的
な
魅
力
を

創
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
鍵

【ツーリズムの現状と寺社の可能性を専門家に聞く】

て
い
る
場
所
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
じ
て
紹

介
さ
れ
、
訪
日
観
光
客
に
は
大
変
人
気

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
ど
れ
だ
け

理
解
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

世
界
各
国
の
人
気
観
光
地
を
ラ
ン
キ
ン
グ

化
し
て
い
る
ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で

は
、
な
ぜ
か
伊
勢
神
宮
が
上
位
に
上
が
っ

て
き
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
人
に
は
長
く
人

気
で
あ
り
続
け
て
い
る
場
所
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
で
す
。
つ
ま
り
ま
だ
ま
だ
、

日
本
の
寺
社
文
化
に
つ
い
て
情
報
が
発
信

で
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
と
日
本

交
通
公
社
が
２
０
１
８
年
に
行
っ
た
ア
ジ

ア
・
欧
米
豪 

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
意

向
調
査（
21
頁
上
表
参
照
）に
よ
る
と
、
地

方
観
光
地
へ
の
訪
問
意
向
が
高
い
水
準
に

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
観
光
庁

が
発
表
し
て
い
る
宿
泊
旅
行
統
計
を
見
て

　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
は
今
後
、リ
ピ
ー
タ
ー

が
増
え
ま
す
。
そ
の
時
、
地
方
で
寺
社
の

魅
力
が
整
理
・
整
備
さ
れ
、
し
っ
か
り
発

信
さ
れ
れ
ば
、と
て
も
強
力
な
魅
力
と
な

り
ま
す
。
ま
た
寺
社
を
き
っ
か
け
に
地
域

も
元
気
に
な
れ
る
は
ず
で
す
。
ま
た
地
域

に
人
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
寺
社
が
地
域

全
体
と
連
携
し
、声
を
上
げ
る
こ
と
で
、

行
政
も
動
き
や
す
く
な
る
は
ず
で
す
。

　

訪
日
観
光
の
中
で
は
、
ま
だ
地
方
観
光

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
今
後
の
地
域
活
性
化
の
鍵
で
す
。

そ
こ
に
寺
社
の
世
界
観
や
雰
囲
気
、歴
史

が
加
わ
る
こ
と
は
、
日
本
の
価
値
を
高
め

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

U
N
W
T
O
国
連
世
界
観
光
機
関
が

国
際
観
光
の
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
ツ
ー
リ

ズ
ム
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
と
、
平
成
30

（
２
０
１
８
）年
は
速
報
値
で
約
14
億
人
が

世
界
中
を
旅
行
し
て
い
ま
す
。
世
界
的
に

旅
行
者
数
は
年
々
伸
び
て
い
て
、
年
間
約

8
億
人
だ
っ
た
平
成
17（
２
０
０
５
）年
か

ら
年
率
４
％
の
伸
び
。特
に
ア
ジ
ア
は
６
．

４
％
と
世
界
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
日
本
の
国
際
観
光
は
極
め

て
高
い
伸
び
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響
も

あ
り
、
一
時
は
訪
日
外
国
人
数
が
約

６
０
０
万
人
に
ま
で
落
ち
込
み
ま
し
た
。

し
か
し
平
成
30
年
に
は
３
１
１
９
万
人
に

ま
で
回
復
。
こ
の
伸
び
率
は
誰
も
予
想
し

得
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
震
災
を
き
っ
か

け
に
、「
助
け
合
い
」と
い
っ
た
日
本
の
精

神
文
化
が
海
外
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に

も
、
三
大
都
市
圏（
東
京
圏
、
名
古
屋
圏
、

大
阪
圏
）よ
り
も
地
方
部
で
宿
泊
率
が
伸

び
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
が
、
地
方
の
方
が
総
合
的
な
魅
力

を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
先

述
の
意
向
調
査
で
地
方
観
光
地
訪
問
希
望

者
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
寺

社
な
ど
歴
史
的
建
造
物
や
郷
土
料
理
に

注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

な
り
ま
し
た
。特
に
欧
米
で
は
、世
界
に

は
な
い
価
値
感
を
持
つ
国
と
し
て
日
本
の

評
価
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
数
年
が
経
っ
た
今
、
こ
の
よ
う
な
精
神

文
化
を
象
徴
す
る
訪
問
地
と
し
て
、寺
社

が
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
国
内
旅
行
者
数
は
こ
こ
数
年
横
ば

い
が
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
市
場
構
造

を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
歴
史
文
化
観
光

の
分
野
で
は
、
シ
ニ
ア
層
よ
り
も
若
い
世
代

の
方
が
高
い
関
心
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま

た
20
〜
70
代
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

で
、
関
心
の
高
い
コ
ン
テ
ン
ツ
に
寺
社
め
ぐ

り
が
上
が
っ
て
い
ま
す（
下
グ
ラ
フ
参
照
）。

つ
ま
り
国
内
外
を
問
わ
ず
、
寺
社
は
世
界

的
視
野
で
見
た
こ
れ
か
ら
の
観
光
の
中
で
、

大
変
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
我
々
日
本
人
は
寺
社
文
化
に
つ

い
て
、
詳
し
く
は
な
く
て
も
あ
る
程
度
は

理
解
で
き
て
い
ま
す
が
、
海
外
で
は
ど
う

で
し
ょ
う
。
例
え
ば
伏
見
稲
荷
大
社
を
は

じ
め
、
美
し
い
朱
塗
り
の
鳥
居
が
連
な
っ

す
。
例
え
ば
京
都
は
寺
社
な
ど
歴
史
文
化

観
光
の
宝
庫
で
す
。
し
か
し
地
方
は
、
京

都
よ
り
歴
史
文
化
観
光
の
コ
ン
テ
ン
ツ
量

は
少
な
い
も
の
の
、
豊
か
な
自
然
や
歴
史

情
緒
を
感
じ
る
街
並
み
、
郷
土
食
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
訪
れ
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な

魅
力
を
総
合
的
に
感
じ
取
れ
る
こ
と
、
そ

こ
が
こ
れ
か
ら
の
観
光
で
は
重
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

世
界
的
な
旅
行
者
増
の
現
在

日
本
は
注
目
さ
れ
て
い
る

こ
れ
か
ら
の
観
光
で
は

地
方
が
欠
か
せ
な
く
な
る

地
方
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
は

寺
社
が
主
役
に
な
り
得
る

公益財団法人日本交通
公社理事、観光経済研
究部長。観光統計や経
済効果、インバウンド、観
光財源、旅行市場分析
が専門領域。経済産業省

「共同・ 協業販路開拓
支援事業」審査委員会メ
ンバーのほか、複数の地
方行政で観光関連委員
会メンバーも務める

71.9 
63.1  　　　　

57.2 　　　　　　　
55.9   　　　　　　　

53.3　　　　　　　　　
49.9　　　　　　　　　　　

  　　　39.2  　　　　　　　　　　　　　　　
36.4　　　　　　　　　　　　　　　　　

33.2  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
32.7  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

30.7  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
28.2   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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23.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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17.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10.6　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寺社めぐり
城郭・城跡めぐり

小京都めぐり
歴史散策・ウォーキング

庭園めぐり
仏像めぐり

蔵の町めぐり
洋館めぐり
写真撮影

お祭り・伝統芸能めぐり
伝統工芸の産地をめぐる（窯元、漆器等）

パワースポットを訪れる
産業遺産めぐり

民俗資料・歴史資料めぐり
伝統工芸体験

札所めぐり
歴史上の人物ゆかりの地めぐり

和歌や俳句の歌碑めぐり

塩谷 英生

●日本人に聞いた、
　歴史文化観光に関して
　強い関心があるテーマ
（複数回答）

2015 年日本交通公社「歴史文
化観光に関する国内旅行市場
調査」二次調査より

●日本の地方観光地の訪問経験有無および今後の訪問意向 （回答は一つ。単位：%）

以前旅行したことがあり、今後
もぜひ旅行したい地

方
訪
問
経
験
有
り

地
方
訪
問
経
験
な
し

以前旅行したことがあり、今後
も機会があれば旅行したい

旅行したことはないが、今後は
機会があれば訪れてみたい

旅行したことはないが、今後は
ぜひ訪れてみたい

以前旅行したことがあるが、今後
もあまり旅行したいと思わない

旅行したことはなく、今後もあま
り訪れたいと思わない

以前旅行したことがあるが、今
後も旅行しないと思う

旅行したことはなく、今後も訪
れないと思う

サンプル数

回答者→ アジア全体全体

韓国 中国 台湾 香港 タイ シンガ
ポール

インド
ネシア

マレー
シア アメリカ オースト

ラリア イギリス フランス

欧米豪全体
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2

13

9

0

1
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0

0

28

32
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0
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1
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0
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4

0
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0

1

13

4

0
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4

0
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1
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42

28

8

3

11

3

1

3

38

29

4

2

13

12

1

1

27

32

11

8

15

4

0

4

41

23

9

3

13

7

3

1

2,833 2,425 338 401 268 408180 125 107373 406 308 151 97 79

日本の地方への訪問は世界的に関心が高い

日本政策投資銀行・日本交通公社 アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（2018 年度版）

温泉を楽しむ

（回答はあてはまるもの全て。単位：%）
●日本の地方観光地を訪れた際にしたいこと

（対象：「地方観光地」訪問希望者）

サンプル数

回答者→ アジア全体全体

韓国 中国 台湾 香港 タイ シンガ
ポール

インド
ネシア

マレー
シア アメリカ オースト

ラリア イギリス フランス

欧米豪全体

歴史的な建造物（寺や神社、城な
ど）や遺跡を訪れる

自然観光地を訪れる

歴史的な街並みを楽しむ

郷土料理を食べる

花や紅葉を楽しむ

その土地で採れた魚介や肉、野菜
や果物を味わう

雪景色を楽しむ

都市部とは違った地方ならではの
風景を楽しむ
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49
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45

47
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49

50

141

68

60

55

58

60

58

57

51

52

66

54

48

55

52

53

54

48

44

51

55

47

56

50

37

30

41

35

49

50

49

59

46

37

23

33

54

60

67

58

61

62

37

35

46

39

39

48

39

51

38

23

23

34

43

48

51

36

52

46

48

37

48

2,645 2.297 323 379 239 348170 115 90347 395 303 141 82 61

日本政策投資銀行・日本交通公社 アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（2018 年度版）

●三大都市圏及び地方部における外国人延べ宿泊者数比較 （単位：万人泊）

平成27年 平成28年 平成29年

観光庁「宿泊旅行統計」（2018 年度版）

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

3年連続で地方の方が三大都市圏よりも伸び率を上回った。
また地方部のシェアが調査開始以来初めて4割を超えた

（61.7%）

4,017

2,514

（38.3%）

+3.4%

+12.3%

2,753

（39.7%） 3,266

（41.0%）

4,186

（60.3%） 4,703

（59.0%）

+9.5%
+18.7%

三大都市圏 地方部

欧米豪は特に地方の歴史・食に関心が高い
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日
本
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
が

お
み
く
じ
に
は
生
き
て
い
る
。

文
章
を
翻
訳
す
る
こ
と
で

そ
の
良
さ
を
広
め
た
い

2
No. 

「
ま
た
会
い
た
い
」と
思
わ
れ
る

お
坊
さ
ん
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
僧
侶
が
学
ぶ

場
を
設
け
る

1
No. 

　
訪
日
外
国
人
に
近
年
話
題
な
の
が
お
み

く
じ
。
し
か
し
日
本
語
版
だ
け
の
寺
社
も

多
く
、
な
か
な
か
海
外
か
ら
の
訪
問
客
に

内
容
が
伝
わ
ら
な
い
の
が
実
情
だ
。
そ
ん

な
中
、
原
口
昭
一
さ
ん
が
企
画
す
る
外
国

語
版
の
お
み
く
じ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
原
口
さ
ん
は
通
訳
案
内
士（
中
国
語
）の

有
資
格
者
。
回
数
は
減
っ
た
も
の
の
今
で

も
中
国
語
で
日
本
を
案
内
し
て
い
る
が
、

寺
社
を
訪
問
を
す
る
際
、
必
ず
聞
か
れ
る

の
が
お
み
く
じ
。
だ
が
、
多
く
の
お
客
さ
ん

が
興
味
を
持
つ
も
の
の
外
国
語
に
対
応
し

て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
状
況
を
解
決

す
れ
ば
参
拝
者
と
寺
社
の
双
方
が
喜
ぶ
は

ず
。
そ
の
発
想
か
ら
多
言
語
の
お
み
く
じ

おみくじの多言語化を推進する、シープロジェクトの原口昭一さん

【 真言宗須磨寺派 大本山須磨寺 】
〒654-0416　兵庫県神戸市須磨区須磨寺町 4-6-8　TEL：078-731-0416

http://www.sumadera.or.jp

【 株式会社シープロジェクト 】
〒564-0052　大阪府吹田市広芝町8 -12 第3マイダビル 4階　TEL：050-1326-3583

https://www.omikuji.jpn.com

超宗派の法話グランプリを企画した、須磨寺・小池陽
よ う に ん

人さん
おみくじを企画するに当たっては、
読む人の心にすっと入っていく文
章を心がけるという原口さん。ほ
かにも読みやすい書体を採用する
など、独自の工夫も怠らない

日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語に対応
した5か国語併記のおみくじが好評。おみくじの
言葉はおみくじ専門のライターに依頼し、前向き
な表現の言葉をできるだけ選ぶようにしている

近年はおみくじを土産にする外国人も多いため、
「おみくじとは何か」を裏面に入れ、より深く日
本の文化を理解してもらえるように心がけている

が
生
ま
れ
た
。「
お
み
く
じ
の
文
言
を
明
日
か

ら
の
生
き
方
の
参
考
に
す
る
と
い
う
の
は
、

寺
社
に
生
き
る
日
本
の
文
化
で
す
。
せ
っ

か
く
の
日
本
観
光
、
お
み
く
じ
の
こ
と
も

正
し
く
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
」と
、
多
言

語
お
み
く
じ
の
裏
面
に
は
各
言
語
で
お
み

く
じ
そ
の
も
の
の
解
説
も
記
載
し
て
い
る
。

　
現
在
は
11
の
言
語
に
対
応
。
単
独
言
語

だ
け
で
な
く
日
英
併
記
や
５
か
国
併
記
の

お
み
く
じ
も
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
お

み
く
じ
の
引
き
方
解
説
、
漢
数
字
か
ら
ア

ラ
ビ
ア
数
字
の
対
照
表
な
ど
、
訪
日
観
光

客
が
何
を
知
り
た
い
の
か
を
現
場
で
観
察

し
て
い
る
原
口
氏
な
ら
で
は
の
視
点
が
大

い
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
翻
訳
会
社
が
提
供
す
る
外
国
語
の
お
み

く
じ
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
に
対
応
す

る
多
く
の
社
寺
に
喜
ば
れ
て
い
る
。

本
業
の
翻
訳
業
を
生
か
し

多
言
語
化
に
い
ち
早
く
対
応

自
身
で
も
開
催
す
る
こ
と
を
考
え
た
。「
一

般
の
人
に
向
け
て
話
し
、
評
価
も
い
た
だ

く
こ
の
よ
う
な
会
を
催
す
こ
と
は
、
若
手

の
研
鑽
の
場
に
な
り
ま
す
」。
自
分
も
含

め
こ
れ
か
ら
の
仏
教
界
を
担
っ
て
い
く
若

手
僧
侶
が
も
っ
と
学
び
、
経
験
を
積
む
。

そ
の
過
程
を
一
般
の
方
に
応
援
し
て
い
た

だ
け
た
ら
と
い
う
思
い
で
、
多
方
面
か
ら

の
協
力
の
も
と
開
催
に
至
っ
た
。

　
初
開
催
の
今
回
は
、音
楽
や
紙
芝
居
を

交
え
る
な
ど
、各
僧
侶
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形

で
法
話
を
披
露
。優
勝
し
た
長
楽
寺（
兵
庫

県
）安
達
瑞
樹
住
職
は
、落
語
研
究
会
仕
込

み
の
軽
妙
な
語
り
口
が
印
象
的
だ
っ
た
。

 

「
宗
派
を
超
え
た
僧
侶
が
一
丸
と
な
っ
て

仏
の
教
え
を
伝
え
た
一
日
で
し
た
」。
そ

の
手
応
え
を
胸
に
、
さ
ま
ざ
な
形
で
発
信

し
続
け
る
こ
と
を
検
討
中
だ
。

　
6
月
2
日
、
ど
の
お
坊
さ
ん
に
ま
た
会

い
た
い
か
を
決
め
る「
Ｈ
︲
1
法
話
グ
ラ

ン
プ
リ
」が
兵
庫
県
神
戸
市
の
真
言
宗
須

磨
寺
派
大
本
山
須
磨
寺
で
開
催
さ
れ
た
。

超
宗
派
の
僧
侶
7
組
が
出
場
し
た
本
行
事

は
、
特
設
サ
イ
ト
で
販
売
し
た
２
０
０
枚

の
チ
ケ
ッ
ト
が
10
分
で
完
売
し
た
う
え
に

キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
が
１
６
０
０
人
、
須
磨

寺
の
寺
務
所
で
販
売
し
た
２
１
８
枚
も
2

日
間
で
完
売
す
る
ほ
ど
注
目
を
集
め
た
。

　
企
画
し
た
の
は
、
須
磨
寺
の
小
池
陽
人

寺
務
長
。
か
ね
て
よ
り「
生
き
て
い
く
た

め
の
仏
教
を
伝
え
て
い
き
た
い
」と
考
え

て
お
り
、
兵
庫
県
下
の
寺
院
で
開
催
さ
れ

た
同
様
の
会
へ
の
参
加
を
き
っ
か
け
に
、

超
宗
派
の
法
話
が

人
々
と
仏
教
の
距
離
を
縮
め
る

運動会や入学式、除夜の鐘など日本の暮ら
しの中の年中行事を萌え系イラストで表現し
た新たなおみくじは、欧米人に人気

当日の様子は、「H-1
法 話 グランプリ」
WEB サイトで現在
見ることができる
HP https://www.
houwagrandprix.
com

ご自身もYouTube にチャンネルを
持ち、定期的に法話動画をアップ
している小池さん。兵庫県で開催
された会では見事優勝、それ以
後法話を頼まれることも増えた

6月 2日の法話グランプリ当日は満席。最後まで誰ひ
とりも席を立つことなく、7 組の法話に聞き入っていた

優勝は兵庫県丹波篠山市にある曹洞宗長楽寺の安達瑞樹
住職（前列右から 4 人目）。釈徹宗審査員長をはじめ参加
者、審査員が最後は記念撮影

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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富
士
山
信
仰
が
も
っ
と
も
盛
ん
だ
っ
た
江

戸
時
代
、参
拝
が
叶
わ
ぬ
庶
民
た
ち
の
間
で

そ
の
崇
敬
を
目
的
と
し
た「
富
士
講
」が
形

成
さ
れ
、全
国
各
地
に
浅
間
神
社
が
勧
請
さ

れ
た
。
浅
草
富
士
浅
間
神
社
も
ま
た
、
そ

の
頃
に
富
士
山
参
拝
を
夢
見
る
江
戸
庶
民

に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
遥
拝
所
の
ひ
と
つ
。

 「
昔
は
水
か
ら
疫
病
が
広
ま
る
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
し
た
。
祭
神
・
木
花
咲
耶
比

売
命
は
火
を
鎮
め
る『
水
の
神
』と
も『
疫
病

除
け
の
神
』と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
水
か
ら

の
疫
病
除
け
を
祈
願
す
る
神
社
で
も
あ
っ

た
の
で
す
」（
浅
草
神
社
出
仕
大
瀧
氏
）。

　
そ
ん
な
中
、
駒
込
の
喜
八
と
い
う
百
姓

が
夢
の
お
告

げ
を
受
け
て

麦
藁
で
蛇
を

作
っ
た
と
こ

ろ
、
疫
病
除

け
や
水
あ
た

り
除
け
の
ご
利
益
が
広
ま
り
、
霊
験
あ
ら

た
か
な
も
の
と
し
て
評
判
に
な
っ
た
。「
古

来
よ
り
水
神
で
あ
る
龍
の
使
い
と
さ
れ
て

き
た
蛇
も
ま
た
、
水
に
よ
る
疫
病
や
水
害

な
ど
の
災
難
か
ら
人
々
を
守
っ
て
く
れ
る

と
信
仰
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
し
た

つ
な
が
り
も
あ
っ
て
、
浅
間
神
社
で
も
い

つ
の
頃
か
ら
か『
麦
藁
蛇
』を
頒
布
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」。

　
頒
布
は
昭
和
初
期
頃
ま
で
、
毎
年
行
わ

れ
る
植
木
市
の
風
物
詩
と
し
て
続
い
て
い

た
と
い
う
が
、
戦
後
に
な
る
と
途
絶
え
て

し
ま
っ
た
。
し
か
し
失
わ
れ
か
け
た
風
習

や
文
化
を
守
り
、
後
世
に
継
承
し
て
い
こ

う
と
平
成
12（
２
0
０
0
）年
に
再
現
復
活

し
た
。
以
降
、
授
与
所
を
開
く
5
、
6
月

の
植
木
市
と
正
月
三
が
日
に
限
り
、
頒
布

を
行
っ
て
い
る
。

 

「
麦
藁
蛇
は
、
ご
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
、

水
道
の
蛇
口
や
水
回
り
に
祀
っ
て
い
た
だ

く
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
日
々

の
無
事
安
泰
を
お
守
り
で
き
る
よ
う
、
引

き
継
い
で
い
き
た
い
で
す
ね
」

人
々
を
す
ぐ
そ
ば
で
お
守
り
す
る

復
活
し
た
水
難
よ
け
の
免
府

ど
に
あ
る
木
魚
も
地
元
で
は
有
名
だ
。
直

径
約
1
m
、
樹
齢
１
０
０
０
年
を
超
え
る

楠
か
ら
造
ら
れ
た
も
の
で
、
日
本
最
大
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　
住
宅
街
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
緑
豊
か
な

境
内
の
奥
、
本
堂
へ
向
か
う
と
、
巨
大
な

木
魚
の
姿
が
見
え
る
。
か
つ
て
テ
レ
ビ
の

音
楽
番
組
を
本
堂
か
ら
中
継
し
た
際
に
ア

イ
ド
ル
の
田
原
俊
彦
が
木
魚
を
叩
い
て
い

た
姿
な
ど
、
壁
に
は
数
々
の
芸
能
関
係
者

が
木
魚
に
触
れ
て
い
る
写
真
も
飾
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
訪
れ
る
の

は
、
そ
れ
も
こ
れ
も
、
こ
の
木
魚
に
触
れ

る
と
過
去
の
過
ち
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
大
き
さ
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
信

奉
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
御
利
益
ゆ
え
。

本
堂
は
自
由
に
上
が
れ
る
た
め
、
ふ
と
訪

れ
、
木
魚
に
触
れ
て
帰
る
人
も
い
る
。
表

通
り
の
喧
噪
を
忘
れ
る
ほ
ど
の
静
寂
も
魅

力
的
な
境
内
は
、
い
つ
訪
れ
て
も
心
が
穏

や
か
に
な
れ
る
場
所
と
し
て
、
人
々
に
愛

さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
名
古
屋
市
干
種
区
の
閑
静
な
住
宅
街

の
中
心
に
、
織
田
信
長
の
父
・
信
秀
の
菩

提
寺
と
な
っ
て
い
る
桃
巌
寺
が
あ
る
。
寺

名
も
信
秀
の
法
名「
桃
巌
道
見
大
禅
定
門
」

か
ら
取
ら
れ
、
元
は
寺
の
北
西
に
あ
っ
た

末
森
城
近
く
に
信
長
の
弟
・
信
行
が
建
立

し
た
も
の
。
正
徳
4（
１
７
１
４
）年
に
現

在
の
地
へ
移
さ
れ
、
信
秀
の
墓
石
も
没
後

４
０
０
年
の
昭
和
26（
１
９
５
１
）年
に
境

内
へ
移
さ
れ
た
。

　
古
く
か
ら
芸
能
関
係
者
に
信
奉
さ
れ
て

き
た
ね
む
り
弁
天
や
鮮
や
か
な
緑
色
の
名

古
屋
大
仏
で
知
ら
れ
る
が
、
本
堂
の
中
ほ

織
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
の
奥
で

触
れ
ば
御
利
益
あ
り
と
さ
れ
る

浅草富士浅間神社は、明治6年より「三社様」と呼ばれて親しまれる浅草神社の兼務社として続いてきた。麦藁蛇は「お富士様」
の縁日・植木市の際などに頒布され、地域の人たちが毎年多く持ち帰るという

これまでどれだけの人が触れてきたのだろうか、木魚の表面は艶やかに輝く。横の柱には「木魚に片手でふれるだけでも過去
の罪障が消滅します」と貼紙がある

本堂の絵天井も美しく、
役者など芸能に関する
絵が描かれている

名古屋大仏は昭和62（1987）年
に建立され、坐高10m、台座を含
めると15m

浅草神社、浅草富士浅間神社では6年
前から夏詣を実施している。富士山の山
開きとなる7月1日から1週間は限定御
朱印も頒布され、麦藁蛇同様人気がある

麦
藁
蛇
【 

む
ぎ
わ
ら
じ
ゃ 

】

水
の
災
難
か
ら
人
々
を
守
る
麦
藁
細
工
の
蛇

O
T
A
K
A
R
A

【 

に
ほ
ん
い
ち
の
も
く
ぎ
ょ 

】

日
本
一
の
木
魚

御
利
益
を
授
か
る
た
め
に
、叩
く
の
で
は
な
く
触
れ
る

O
T
A
K
A
R
A

｛ 神社・仏閣の宝物を逸話とともにご紹介 ｝

泉龍山桃
とうがんじ
巌寺

〒464-0819
愛知県名古屋市千種区
四谷通2-16
TEL：052-781-1427

浅草富士浅間神社
〒111-0032
東京都台東区浅草5-3-2
TEL：03-3844-1575
（浅草神社）

境内には氏子たちによって
2016年に創建された、富士
山参拝を再現する「富士塚」
が。安産祈願で登る人も
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で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
て
い
た
。

　
住
職
の
こ
の
よ
う
な
思
い
が
実
現
し
た

宿
坊
は
、
行
政
の
後
押
し
も
あ
り
、
ま
た

住
職
自
身
も
Ｄ
Ｉ
Ｙ
で
参
加
す
る
な
ど
し

た
結
果
、
計
画
ス
タ
ー
ト
か
ら
1
年
足
ら

ず
の
今
年
4
月
に
開
設
。
利
用
者
数
は
順

調
に
伸
び
て
い
る
。

　
仏
教
を
広
め
る
場
と
し
て
の
宿
坊
で
は

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
楽
し
み
も
多
い
。
食

事
は
有
機
や
地
産
の
野
菜
を
用
い
、
時
に

は
自
然
豊
か
な
境
内
地
に
自
生
す
る
山
菜

も
取
り
入
れ
る
。
ま
た
寺
院
の
歴
史
や
地

域
の
話
を
し
て
興
味
も
持
っ
て
も
ら
え
た

人
に
は
、
夕
食
後
に
夜
の
境
内
地
散
策
を

提
案
す
る
こ
と
も
あ
る
。
来
て
い
た
だ
い

た
か
ら
に
は
、
お
寺
と
い
う
空
間
だ
け
で

な
く
、
地
域
と
も
つ
な
が
っ
て
ほ
し
い
、

そ
う
考
え
る
か
ら
だ
。

「
こ
こ
は
古
く
か
ら
多
く
の
人
の
拠
り
所

と
な
っ
て
き
た
寺
。
だ
か
ら
こ
そ
、
集
い

の
宿
坊
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　
建
物
1
階
の
広
間
は
現
在
、
僧
侶
の
研

鑽
の
場
の
み
な
ら
ず
寺
子
屋
や
、
地
域
の

人
た
ち
に
も
利
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

今
後
は
法
事
な
ど
の
た
め
に
帰
省
し
た
人

が
利
用
で
き
る
場
所
に
も
し
た
い
、
と
語

る
有
瀬
住
職
。
酒
造
り
の
町
・
西
条
の
酒

蔵
通
り
ま
で
徒
歩
圏
内
で
駅
も
近
く
、
観

光
客
の
利
用
も
期
待
で
き
る
。
よ
り
多
く

の
人
に
お
寺
と
地
域
に
足
を
運
ん
で
も
ら

い
た
い
、
そ
の
た
め
の
ベ
ー
ス
に
な
れ
る

よ
う
、
宿
坊
の
増
設
も
検
討
中
だ
。

そ
の
入
口
と
し
て
寺
子
屋
を
始
め
、
次
に

宿
坊
も
検
討
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
に

東
広
島
市
の
観
光
課
か
ら
、
設
置
の
提
案

が
あ
っ
た
。

 

「
お
寺
と
い
う
聖
域
に
身
を
置
く
こ
と
で

何
か
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
し
て

お
寺
を
身
近
に
感
じ
て
ほ
し
い
、
さ
ら
に

修
行
体
験
を
通
し
て
心
身
の
浄
化
を
体
感

し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
宿
坊
の

開
設
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
」と
有
瀬
住

職
。
宿
坊
を
開
設
す
れ
ば
日
本
人
が
日
本

を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
と
な
り
、

ま
た
、
外
国
人
の
訪
問
が
増
え
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
た
め
、
彼
ら
に
日
本
の
文
化・

伝
統
を
知
っ
て
も
ら
う
場
に
も
で
き
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
国
際
交
流
も
生
ま
れ
る
の

　
宿
坊
の
新
規
開
設
に
は
規
制
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
。
市
街
化
調
整

区
域
な
ら
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
。
し
か
し

行
政
と
共
に
取
り
組
む
こ
と
で
そ
れ
ら
を

ク
リ
ア
し
、
開
設
し
た
宿
坊
が
今
、
先
進

事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
聖
武
天
皇
の
時
代
に
全
国
に
建
立
さ
れ

た
国
分
寺
の
ひ
と
つ
、
広
島
県
の
安
芸
国

分
寺
で
今
年
4
月
に
開
設
さ
れ
た
宿
坊
。

第
１
４
９
代
の
有あ

る
せ
こ
う
し
ゅ
う

瀬
光
崇
住
職
は
か
ね
て

よ
り
仏
の
素
晴
ら
し
い
教
え
を
ど
う
す
れ

ば
不
特
定
多
数
の
人
に
ひ
と
り
で
も
多
く

知
っ
て
も
ら
え
る
か
、
と
考
え
て
い
た
。

行
政
か
ら
の
提
案
を
受
け

仏
教
に
触
れ
ら
れ
る
宿
を
開
設

現在も 7つの蔵が醸造を続けている西条町。蔵が集まる
酒蔵通りへは線路を越えればすぐ、徒歩 10分ほど

有瀬住職と奥様の聖
しょうみょう

明さんは幼馴染み。ご夫婦揃って話
し好きで、仏教や地域の話などさまざまな話題に花が咲く

〒 739-0002
広島県東広島市西条町
吉行 2064
TEL：082-430-7763
http://www.aki-kokubunji.com

真言宗御室派
安芸国分寺

仏
の
素
晴
ら
し
い
教
え
を

一
人
で
も
多
く
の
人
に
。

そ
の
入
口
と
し
て
誕
生

先
進
事
例
と
し
て

注
目
を
集
め
る
宿
坊

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（運営：株式会社 和空）

食事は動物性の食材を一切使用しな
い精進料理。胡麻豆腐の代わりにピー
ナッツ豆腐が用意されるほか、山芋と
枝豆を漉した蒸し物など、料理の随
所に工夫が光る。朝食は皮を剥いた
蕎麦の実ともち麦の雑炊に、季節の
山菜の炊き合わせや果物がつく

かつての国分寺があった場所は約３万平米という広さ。歴史公園として国の史跡に指定され、
自然豊かな環境が広がる。しかも最寄り駅からは10分ほど。公園の一角が現在の安芸国分
寺。境内には雑木林があり、ここで採れる淡竹（はちく）が精進料理に使われることもある

護摩堂の奥、本堂から続く形で客殿
があり、その2階に2室、計6名が利
用できる部屋がある。食事は客殿の
広間を利用

宿泊料金には食事のほか、坐禅、写経・書道、護摩行
が含まれている。外国人の利用者にはさまざまな体験が一
度にできる点が喜ばれている
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かつて高齢化率日本一だった瀬戸内の島
を劇的に活性化させているお寺＆ジャム工
房を訪ねた（14 〜15頁）。地域の価値や
個性、人のつながりを最大限に活かし、雇
用も生み出し、もはや産業となっている。夢
と笑顔に溢れている。本気になれば地域は
変わる。変えられる。  　　　　　　　 （W）

行政からの提案で誕生した広島県東広島
市の宿坊が先進的事例として注目されてい
る（30頁）。仏教を広める場としての宿坊、
その開設を行政が後押しするという取り組
みは、これまでになかった展開。こういっ
た事例は今後も増えると思われ、寺社振興
の新たな道が見えた気がした。　　　（H）

編 集 後 記
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