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24 参道をゆく
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諫早神社×お茶の間通り商店街（長崎県）

29 寺社に関する話題の動画をピックアップ
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体験を通して外国人に神道を伝える
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「旅するおむすび屋」 菅本香菜（東京都）

18

19

特 集 2
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井戸から始まるにぎわい創出
高津宮（大阪府）／花園神社（東京都）
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08 新風
NEWS 1／「物語のある音楽」で寺社を体験する、
　　　　SOUND TRIP（サウンド・トリップ）が京都で始動
NEWS 2／ 和布刈神社が神社を＂あるべき姿へ＂リニューアル（福岡県）

09 動静
NEWS 1／寺院での体験を中心とした新たな農泊プラン誕生（福井県小浜市）
NEWS 2／ 文化施設を拠点とする観光振興を国が支援

10 未来考創
福岡県知事／小川 洋
寺社の魅力向上のための情報発信

02 創刊30号特別企画

日本の心と伝統文化
寺社を未来へつなぐ。
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寺社ウェルネスが
新たなご縁をつなぐ
山内の八十八カ所巡礼道で、健康＋祈りのトレイルラン
高野山真言宗 袈裟山千光寺（岐阜県）

12

フレンチ精進料理で、参加者だけでなく地域も健康に
天台宗 瑶光山最明寺（埼玉県）

14

互いの共通点に着目し、神社に来る機会を増やす
足立山妙見宮（福岡県）

15

寺社がウェルネスに取り組む意義と地域貢献への可能性
琉球大学国際地域創造学部／観光科学研究科教授 荒川雅志
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寺
社
が
地
域
と
共
に
歩
む
ヒ
ン
ト
と
な
る
情
報
を
提
供
し
て
き
た

「
寺
社
N
o
w
」は
創
刊
か
ら
5
年
、30
号
を
迎
え
た
。

こ
れ
ま
で
お
届
け
し
て
き
た
情
報
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

地
域
の
求
め
に
応
じ
て
活
発
に
変
化
す
る
、現
在
の
姿
が
見
え
る
。

日
本
の
心
と
伝
統
文
化

し
た
が
っ
て
世
界
的
に
日
本
の
寺
社
が

話
題
に
な
る
な
ど
、
周
囲
を
取
り
巻
く

環
境
も
大
き
く
変
化
し
た
。
加
え
て
、

地
域
や
時
代
の
要
請
を
受
け
、
全
国
各

地
で
新
た
な
つ
な
が
り
を
模
索
す
る
多

種
多
様
な
活
動
が
動
き
出
し
た
。
そ
う

し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
取
材
し
続
け
て

5
年
、
本
誌
の
歩
み
は
寺
社
振
興
の
記

録
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

最
近
は
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
、
ウ
ェ
ブ
メ

デ
ィ
ア
で
寺
社
の
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
未
来
を

見
据
え
た
活
動
に
多
く
の
人
が
注
目
し

て
い
る
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
か
で
も

多
く
支
持
を
集
め
て
い
る
の
は
、
寺
社
が

主
体
と
な
っ
て
地
域
に
人
を
呼
び
、
活
性

化
に
貢
献
し
て
い
る
活
動
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
境
内
で
開
催
さ
れ
る
マ
ル
シ
ェ
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
、
地
域
防
災
な
ど
は
、
ま

ち
の
人
と
外
の
人
と
の
交
流
を
生
み
、
ま

た
地
域
の
人
同
士
の
つ
な
が
り
の
再
構
築

に
も
ひ
と
役
買
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、

地
域
に
と
っ
て
の
寺
社
の
重
要
性
に
改
め

て
気
付
い
て
も
ら
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
。

　

ち
な
み
に
創
刊
か
ら
ほ
ぼ
毎
号
、
全

国
で
活
発
化
し
て
き
て
い
る
宿
坊
開
設

の
動
き
も
追
っ
て
き
た
。
宿
坊
は
寺
社
に

息
づ
く
伝
統
や
文
化
を
じ
か
に
体
験
で

き
る
場
と
し
て
、
近
年
は
外
国
人
旅
行

者
に
人
気
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
個
人
旅

行
の
時
代
と
な
っ
た
今
で
は
、
宿
坊
を

き
っ
か
け
に
寺
社
へ
足
を
運
ぶ
日
本
人

も
増
え
て
い
る
。
こ
れ
も
観
光
ま
ち
づ
く

り
の
観
点
か
ら
注
視
し
て
お
く
べ
き
動

き
で
あ
り
、
ま
た
寺
社
振
興
に
つ
な
が

る
大
き
な
き
っ
か
け
だ
と
感
じ
、
本
誌
は

全
国
各
地
で
新
た
な
取
り
組
み
を
始
め

た
宿
坊
へ
足
を
運
び
、
話
を
聞
き
続
け

て
い
る
。

　

ほ
か
に
も
、
寺
社
の
参
道
活
性
化
も
見

逃
せ
な
い
。
参
道
は
地
域
と
寺
社
を
つ
な

ぎ
、に
ぎ
わ
い
を
創
出
で
き
る
重
要
な
場
。

活
気
を
取
り
戻
す
た
め
の
活
動
が
寺
社

だ
け
で
な
く
地
域
の
人
、
行
政
を
巻
き
込

み
な
が
ら
広
が
っ
て
い
る
の
は
、
寺
社
振

興
に
向
け
て
地
域
が
一
丸
と
な
っ
て
動
き

出
し
て
い
る
兆
し
と
思
わ
れ
る
。

　

寺
社
が
主
体
と
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
変

革
は
、地
域
の
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

本
誌
は
そ
う
し
た
熱
意
と
ア
イ
デ
ア
溢

れ
る
取
り
組
み
を
紹
介
し
、
寺
社
が
こ
れ

か
ら
も
長
く
繁
栄
し
続
け
る
き
っ
か
け
づ

く
り
を
応
援
し
て
い
き
た
い
。

新たな宿坊が全国で誕生しているが、宿泊して寺社の歴史や文化を感じるだけでなく、「体験」や「地域の魅力」に触れることもでき、人気となっている。写真は広
島県西条市にある安芸国分寺での坐禅（左／令和元年7月発行26号）と、青森県大間町にあるおおま普賢院の夕食はマグロづくし（右／平成31年発行23号）

寺
社
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
。

　
本
誌
が
創
刊
さ
れ
た
平
成
26（
２
０
１
４
）

年
は
、
日
本
の
人
口
減
少
が
急
激
に
進

み
、
地
方
だ
け
で
な
く
都
会
で
も
人
口
が

減
少
に
転
ず
る
と
盛
ん
に
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
頃
。
さ
ら
に
、
宗
教
離
れ
や
墓

じ
ま
い
な
ど
に
よ
っ
て
寺
社
が
苦
境
に
立

た
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
話
題
も
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
地
方
で
は

消
滅
の
危
機
が
叫
ば
れ
た
。
そ
の
解
決
の

一
助
と
な
る
の
は
、
観
光
ま
ち
づ
く
り
の

観
点
で
あ
る
と
考
え
、
同
年
に
設
立
し
た

一
般
社
団
法
人
寺
社
観
光
協
会
は
、
多
く

の
事
例
を
取
材
し
、
寺
社
振
興
の
ヒ
ン
ト

と
な
る
情
報
を
届
け
た
い
と
、
本
誌「
寺

社
N
O
W
」を
創
刊
し
た
。

　

こ
の
間
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
や
仏
教
・

神
道
に
関
す
る
体
験
が
ブ
ー
ム
に
な
り
、

ま
た
外
国
人
旅
行
者
数
が
増
加
す
る
に

寺
社
と
地
域
の
挑
戦
や
変
革
を

見
続
け
た
5
年
間

ア
イ
デ
ア
溢
れ
る
取
り
組
み
に

寺
社
と
地
域
の
未
来
を
感
じ
る

創
刊

巻 頭 企 画

広島県の因島にある大山神社（令和 2年1月発
行29号で紹介）は、しまなみ海道サイクリングが
人気になっていることを受け、サイクリストに寄っ
てもらえる取り組みを始め、功を奏している
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の
真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
長
谷
寺
の
よ

う
に
、
人
口
減
少
と
来
訪
者
減
に
よ
り
活

気
が
な
く
な
っ
て
き
た
門
前
町
を
、
地
域

が
一
丸
と
な
っ
て
盛
り
上
げ
る
。
そ
れ
が

地
域
活
性
化
へ
の
第
一
歩
だ
と
考
え
て
の

こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
が
各
地

で
動
き
出
し
、
同
時
に
、
寺
社
や
門
前
町

を
会
場
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
も
頻
繁
に
開
催

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
、
寺

社
と
は
人
の
集
う
場
所
だ
と
い
う
認
識

が
、
こ
の
頃
か
ら
再
び
社
会
へ
広
ま
っ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。

　

人
が
ま
た
集
い
は
じ
め
た
こ
と
で
、
寺

社
を
中
心
に
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

構
築
の
動
き
も
、少
し
ず
つ
活
性
化
す
る
。

そ
の
中
で
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
っ
た

の
が
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
寺
社
の
存
在

を
再
確
認
す
る
こ
と
だ
。

　

平
成
23（
２
０
１
１
）年
に
発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
で
は
、
首
都
圏
の
帰
宅

困
難
者
が
近
隣
寺
社
に
多
く
押
し
寄
せ

た
。
こ
の
事
実
と
、
不
測
の
事
態
に
対
応

し
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
、
そ
し
て

宗
教
者
に
で
き
る
社
会
貢
献
の
在
り
方

と
し
て
、
寺
社
に
お
け
る
防
災
が
全
国
各

地
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
誌
6

号
で
は
そ
の
動
き
を
い
ち
早
く
レ
ポ
ー
ト

し
た
特
集「
防
災
拠
点
と
し
て
の
寺
社
」を

企
画
、
さ
ら
に
24
号（
平
成
31
年
3
月
発

行
）「
災
害
に
備
え
、
今
、
寺
社
が
で
き
る

こ
と
」で
は
、
寺
社
と
自
治
体
の
災
害
時

協
定
へ
向
け
た
動
き
を
伝
え
、
ま
た
寺
社

を
中
心
に
防
災
を
考
え
る
こ
と
が
地
域
づ

く
り
に
も
な
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
本
誌
で
企
画
し
て
き
た
特

集
を
見
て
い
く
だ
け
で
も
、現
代
社
会
に

お
け
る
寺
社
の
重
要
度
が
年
々
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
し
て
地
域
が
求
め

て
い
る
の
は
、「
寺
社
が
核
と
な
っ
て
地
域

の
人
を
つ
な
ぎ
、元
気
に
し
て
い
く
こ
と
」

だ
と
気
付
く
。
地
域
を
元
気
に
し
て
い
く

こ
と
は
、
寺
社
を
含
め
た
地
域
の
観
光
の

在
り
方
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

メ
デ
ィ
ア
が
寺
社
の
取
り
組
み
を
頻
繁
に

紹
介
す
る
よ
う
に
な
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
定
着

に
よ
っ
て
寺
社
自
身
が
積
極
的
に
情
報
を

発
信
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
今
、「
こ

の
機
に
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
」と
、

寺
社
を
核
と
す
る
多
様
な
地
域
振
興
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
動
き
出
し
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
寺
社
は
、
地
域
の
中
心
的
存

在
だ
っ
た
。
そ
の
価
値
が
変
わ
る
こ
と
は

な
い
が
、
時
代
に
よ
っ
て
担
う
役
割
は
異

な
っ
て
く
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
地
域
と
共

に
歩
む
観
光
ま
ち
づ
く
り
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
へ
の
外
国
人
旅
行
者
数
が
初
め

て
１
０
０
０
万
人
を
超
え
た
の
が
平
成
25

（
２
０
１
３
）年
の
こ
と
。
翌
年
11
月
の
本

誌
創
刊
号
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
こ
の

話
題
に
触
れ
た
。
令
和
元（
２
０
１
９
）年

に
は
そ
の
数
が
つ
い
に
３
０
０
０
万
人
を
越

え
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
催
さ
れ
る
今
年
に
４
０
０
０
万
人

に
到
達
さ
せ
る
べ
く
、
国
を
挙
げ
て
さ
ま

ざ
ま
な
施
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
令

和
2
年
度
の
政
府
予
算
案
観
光
庁
関
連

で「
寺
泊
」が
閣
議
決
定
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス

も
、ま
さ
に
そ
の
一
環
と
し
て
読
者
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、
本
誌
29
号（
令
和

2
年
1
月
発
行
）で
速
報
し
た
。

　

こ
れ
だ
け
多
く
の
人
が
日
本
を
観
光

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
状
況
は
、
寺
社

の
変
革
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
本
誌
で
は
創
刊
以
降
た
び

た
び『
訪
日
外
国
人
の
神
前
結
婚
式（
平

成
27
年
1
月
発
行
2
号
）』、『
世
界
中
か

ら
参
拝
客
が
集
ま
る
美
術
館
の
よ
う
な

お
寺（
平
成
27
年
3
月
発
行
3
号
）』、『
世

界
に
誇
る
信
仰
、
平
成
の「
神
仏
霊
場
巡

拝
」の
道（
平
成
27
年
9
月
発
行
6
号
）』

と
い
っ
た
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
増
加

に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
紹
介
。

多
く
の
反
響
を
い
た
だ
い
た
。そ
れ
だ
け
、

こ
の
よ
う
な
動
き
を
全
国
の
寺
社
が
注
目

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
寺
社
の
変
革
に
共
鳴
す
る
か
の

よ
う
に
地
域
が
寺
社
と
の
連
携
を
考
え
、

取
り
組
み
が
生
ま
れ
は
じ
め
、
本
誌
で
も

8
号（
平
成
28
年
3
月
発
行
）で
い
ち
早

く「
地
域
の
行
政
や
組
織
と
連
携
す
る
寺

社
」と
題
し
た
特
集
を
企
画
。
こ
れ
以
後
、

各
地
で
活
発
化
す
る
観
光
ま
ち
づ
く
り

に
つ
な
が
る
事
例
を
特
に
力
を
入
れ
て
紹

介
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
誌
９
号（
平
成
28
年
5
月
発
行
）の

特
集
は「
寺
社
を
中
心
と
し
た
ま
ち
づ
く

り 

近
年
活
気
づ
く
門
前
町
の
活
動
」だ
っ

た
。
政
府
の
平
成
28
年
度
予
算
に
お
い
て

地
方
創
生
関
連
の
予
算
が
2
兆
円
を
超

え
、
地
域
振
興
お
よ
び
活
性
化
に
向
け
た

動
き
が
加
速
し
た
時
期
だ
。

　

こ
れ
を
受
け
て
全
国
的
に
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
が
、
な
か
で
も
自
治
体
や
大
学
と
の
連

携
に
よ
る
寺
社
門
前
町
・
参
道
の
活
性
化

が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。
群
馬
県

高
崎
市
の
榛
名
神
社
や
奈
良
県
桜
井
市

行政との連携、まちづくり、
開かれた寺づくり、寺社観
光など、特集で取り上げた
キーワードを並べていくと、
寺社に求められている役割
が見えてくる

寺社と観光まちづくりに
関連する過去のおもな
特集タイトル

外
国
人
旅
行
者
の
急
増
と

寺
社
の
活
動
が
活
発
化

寺
社
の
に
ぎ
わ
い
復
活
が

地
方
創
生
の
き
っ
か
け
に

防
災
拠
点
と
し
て
の
重
要
性
か
ら

ま
ち
づ
く
り
の
中
心
へ

vol.3
vol.5
vol.8
vol.9
vol.11
vol.15
vol.16
vol.19
vol.20
vol.24
vol.25
vol.26
vol.27
vol.28
vol.29

寺社と縁のない人をひきつける宿坊の魅力
超高齢化社会を寺社が救う
地域の行政や組織と連携する寺社
寺社を中心とした街づくり　近年活気付く門前町の活動
インバウンドに向けた新たな観光サービス
開かれた寺づくりで信仰、観光、自然の未来をつくる
神社を人の集まる場所に。世代を超えて人々が集う学びの場
クラウドファンディングで寺社文化を未来へつなぐ。
寺社と人とをつなぐカフェという選択
災害に備え、今、寺社ができること
LGBTツーリズムを寺社振興に
テーマで考える寺社観光
オーバーツーリズムへの備え
理解を拡げ、つながりを創るYouTube
SDGsで寺社振興

　観光まちづくりの観点から行政や観
光協会、地域住民が寺社と連携し、
地域振興に取り組む事例が増えてきた
平成28年。情報発信や観光地の整
備、コンテンツの整備など、単体では
できないことでも、連携することでさま
ざまなことが可能になり、外から人を
呼び、寺社と地域を体験してもらえる
事例を紹介した。多角的な目線の集
合知が独自性の高い取り組みとなり、
地域の新たな魅力を創っていく。

地域の行政や組織との連携
（寺社NOW8号より）

　寺社の門前町には歴史的建造物が
残り、古くからの店も並ぶ。多様な店
の集合体である一般的な商店街と違
い、人を惹きつける価値を持っている。
そこに気付いた寺社と地方自治体、そ
してNPOなどの地域組織がタッグを
組んで、門前町の活性化をまちづくり
につなげていこうとしている動きを伝え
た。このような取り組みは以後、全国
各地で活発化し、寺社が地域に人を
呼ぶ中心的役割を担っている。

寺社を中心としたまちづくり
（寺社NOW9号より）

　公共性と癒しという、寺社が持つ強
みを生かすことが防災につながる。そ
のことを東京都宗教連盟と東京都防
災担当との連携、熊本大地震での事
例、シームレス民泊による防災という
事例で紹介。寺社が社会にとって公
的空間に準じる場所であるという認識
に立ち、普段から地域をよく知ってお
くことが、防災やまちづくりには欠かせ
ない視点である点、社会が寺社の可
能性を求めている事実を伝えた。

災害に備え、今、寺社ができること
（寺社NOW24号より）

寺
社
振
興
を

考
え
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド

創
刊

巻 頭 企 画
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観
光
振
興
と

ま
ち
づ
く
り
を

同
時
に
考
え
る

佐賀県鹿島市の祐徳稲荷神社
（平成30年11月発行22号）は、
佐賀県フィルムコミッションが海
外からの映画ロケを誘致したこ
とをきかっけに、外国人訪問
者が急増。それを機に神社の
伝統を知ってもらおうと、宮司
自ら外国人に声をかけ、作法
を伝えている

な
か
、
昨
年
開
催
さ
れ
た
国
連
観
光
・
文

化
京
都
会
議
の
分
科
会
で
は
、
臨
済
宗

妙
心
寺
派
妙
心
寺
退
蔵
院
松
山
大
耕
副

住
職
が
登
壇
す
る
な
ど
、
観
光
分
野
に
お

け
る
寺
社
の
重
要
性
も
高
ま
っ
て
い
る
。

　

国
連
観
光
・
文
化
会
議
や
そ
れ
に
先

だ
っ
て
開
催
さ
れ
た
Ｇ
20
観
光
大
臣
会
合

で
議
題
と
な
っ
た
の
は
、
２
０
３
０
年
ま

で
の
課
題
解
決
を
目
指
す
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
沿

う
観
光
の
在
り
方
だ
っ
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は

「
誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い
」を
テ
ー
マ
と

し
、
こ
れ
は
宗
教
界
が
目
指
し
て
い
る
と

こ
ろ
と
同
じ
。
つ
ま
り
観
光
の
未
来
を
考

え
る
こ
と
が
、
寺
社
の
こ
れ
か
ら
を
考
え

る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

　

寺
社
が
活
性
化
す
る
こ
と
は
地
域
の
未

来
を
元
気
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た

め
に
必
要
な
の
は「
関
わ
る
す
べ
て
の
人

と
の
確
か
な
つ
な
が
り
構
築
」と「
最
適
な

取
り
組
み
」だ
ろ
う
。
本
誌
は
そ
の
ヒ
ン

ト
と
な
る
事
例
を
取
材
し
続
け
、
こ
れ
か

ら
も
多
く
の
寺
社
の
み
な
さ
ん
に
届
け
て

い
き
た
い
。
寺
社
の
新
た
な
取
り
組
み
を

陰
な
が
ら
支
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
本

誌
の
役
割
だ
か
ら
だ
。
観
光
ま
ち
づ
く
り

の
視
点
で
寺
社
内
外
の
取
り
組
み
を
横
断

的
に
取
材
し
続
け
る
こ
と
で
、
発
信
す
る

だ
け
で
な
く
時
に
は
寺
社
の
み
な
さ
ん
の

相
談
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

描
い
て
い
る
の
は
、
寺
社
が
核
と
な
っ

た
元
気
な
日
本
の
姿
だ
。
そ
の
た
め
に
も

ぜ
ひ
、
み
な
さ
ん
の
声
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。
寺
社
と
地
域
が
長
く
続
く
未

来
を
創
造
す
る
た
め
に
、
読
者
の
み
な
さ

ん
と
共
に
歩
ん
で
い
こ
う
と
思
う
。

　

寺
社
振
興
に
関
す
る
観
光
ま
ち
づ
く

り
で
は
、
行
政
の
施
策
と
の
連
動
も
注
視

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
も

文
化
財
を
対
象
に
し
た
補
助
金
な
ど
で

国
や
地
方
の
行
政
は
寺
社
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
は
踏
み
込

ん
だ
施
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

本
誌
で
紹
介
し
て
き
た
行
政
関
連
の

情
報
を
振
り
返
る
と
、
寺
社
で
の
体
験
を

地
域
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
取
り
入
れ
、
民
泊
や
災
害
時
協
定
で
寺

社
と
連
携
す
る
動
き
が
生
ま
れ
て
き
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者

が
日
本
の
伝
統
、
文
化
を
深
く
理
解
す
る

た
め
に
は
寺
社
が
欠
か
せ
な
い
と
の
認
識

で
、
世
界
へ
寺
社
の
情
報
を
発
信
す
る
機

会
が
増
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の

寺
社
の
伝
統
、文
化
を

世
界
に
発
信
す
る

寺
社
と
地
域
の
未
来
を

考
え
る
ヒ
ン
ト
を
届
け
る

一
般
社
団
法
人 

全
国
寺
社
観
光
協
会

平
田
益
男

理
事
長

vol.5
vol.7
vol.8
vol.12
vol.17
vol.26
vol.27
vol.28
vol.29

国宝・重要文化財を守るため各自治体が補助制度を導入
大田区で国内初の「民泊」条例が制定
「訪日教育旅行」の受入推進プロジェクトと異文化体験の鍵となる寺社の可能性
国府町まちづくり協議会が『日本遺産めぐりツアー』を企画・開催
いよいよ６月に施行される「民博新法」が寺社の新たな未来を切り開く理由とは？
京都市内警察署が寺社と災害時協定
富士山信仰の富士吉田市など6 件の文化財保存活用地域計画が初認定
観光分野におけるSDGs が G20 観光大臣会合の議題に
国連観光・文化京都会議 2019

全国的に行政や組織が寺社と連携した取り組みを進め始めている。寺社は防災や観光まちづく
りなど地域にとって必要な存在だと、社会が再認識していると言える

行政やまちづくりに関する、過去の主な紹介例

全
国
寺
社
観
光
協
会
が

み
な
さ
ま
と
共
に

考
え
て
い
き
た
い
こ
と
。

　

私
ど
も
全
国
寺
社
観
光
協
会
が
掲
げ

る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
た
だ
1
点
、
こ
の
フ

レ
ー
ズ
に
尽
き
ま
す
。
わ
が
国
が
観
光
立

国
を
目
指
し
て
い
る
な
か
で
、「
観
光
」と

い
う
観
点
か
ら
寺
社
振
興
、
地
域
振
興
、

ひ
い
て
は
地
方
創
生
の
実
現
に
な
に
が
し

か
の
お
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
思
い
で
協

会
が
設
立
さ
れ
た
経
緯
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

か
つ
て「
観
光
」と
い
う
言
葉
は
、
物
見

遊
山
的
な
団
体
旅
行
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
も
の
で
し
た
が
、
現
在
は
、
地
域
の
内

と
外
を
行
き
交
う
人
々
の
交
流
を
、
ま
ち

づ
く
り
に
活
か
そ
う
と
い
う
理
解
で
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ

の
国
の
未
来
を
切
り
拓
く「
寺
社
を
中
核

と
し
た
観
光
ま
ち
づ
く
り
」が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

『
寺
社
N
o
w
』は
、
そ
う
し
た
観
光
ま

ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る

各
地
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
情
報
と
し
て
共
有

し
、
共
に
考
え
、
明
日
へ
の
ヒ
ン
ト
と
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
思
い
で
お
届
け

し
て
い
ま
す
。寺
社
な
く
し
て
地
域
な
し
、

地
域
な
く
し
て
寺
社
な
し
。
30
号
を
契
機

と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
い
っ
そ
う

日
本
の
伝
統
と
文
化
を
未
来
へ
と
つ
な
げ

る
べ
く
誠
心
誠
意
尽
力
し
て
参
り
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
ご
指
導
ご
協
力
、
ま
た
本

誌
の
ご
愛
顧
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ひ
と
り
で
も

多
く
の
方
に
、

寺
社
へ
足
を
運
ん
で

も
ら
う
た
め
に

創
刊
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NEWS 2

福
岡
県
の
和め

か

り

布
刈
神
社
が

神
社
を“
あ
る
べ
き
姿
へ
”リ
ニュ
ー
ア
ル

経
営
計
画
の
一
環
で
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
再
建
を
図
る

■
関
門
海
峡
に
面
し
た
高
台
に
鎮
座

す
る
和
布
刈
神
社
は
、１
８
０
０
年
前

の
創
建
よ
り
潮
の
満
ち
引
き
を
司
る

瀬せ
お
り
つ
ひ
め

織
津
姫
を
祀
る
。
現
在
は
参
拝
者
の
減

少
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
、
禰
宜
の
高
瀬

和
信
氏
が
中
心
に
な
っ
て
再
建
を
精
力
的

に
進
め
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
令

和
元（
２
０
１
９
）年
12
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
を
実
現
し
た
。
麻
織
物
の
老
舗
で
和
生

活
雑
貨
メ
ー
カ
ー
で
も
あ
る
奈
良
県
の
中

川
政ま

さ
し
ち七

商
店
に
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
依

頼
し
、
再
建
に
関
わ
る
中
期
経
営
計
画
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
今
回
は
神
社
の
由
緒
や

歴
史
に
紐
付
く
ス
ト
ー
リ
ー
と
事
業
の
整

理
を
実
施
。そ
の
際
こ
だ
わ
っ
た
の
は「
神

社
の
あ
る
べ
き
姿
」だ
っ
た
。

 「
は
じ
め
に
、
参
拝
者
の
目
に
一
番
触
れ
る

授
与
所
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
例

え
ば
授
与
品
は
洗
練
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
す

れ
ば
流
行
り
ま
す
が
、一
時
的
な
も
の
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
本

来
の
意
味
に
立
ち
返
っ
て
も
の
づ
く
り
を

し
、
授
か
っ
た
方
が
自
然
を
意
識
す
る
こ

と
で
神
に
感
謝
す
る
心
を
持
ち
、自
身
を
豊

か
に
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
た
の
で
す
」。

　
ほ
か
に
も
、人
が
場
所
を
創
っ
て
い
く

と
の
考
え
か
ら
、参
拝
者
と
直
接
関
わ
る

人
材
も
募
集
し
た
。そ
の
際
、神
職
の
担

い
手
不
足
の
解
決
を
念
頭
に
、「
日
本
仕
事

百
貨
」と
い
う
求
人
サ
イ
ト
で
思
い
を
明

確
に
伝
え
た
う
え
、
神
職
を
目
指
す
人
を

雇
用
し
て
い
る
。

　
今
後
は
、「
茶
房
」な
ど
古
来
の
日
本
人

の
在
り
方
を
伝
え
る
場
の
設
置
も
予
定
し

て
い
る
。「
神
社
の
可
能
性
を
広
く
見
つ
け

て
い
き
た
い
」と
話
す
高
瀬
氏
。
本
来
の

姿
に
こ
だ
わ
る
今
回
の
取
り
組
み
は
、「
神

社
を
伝
え
る
」際
の
参
考
に
な
り
そ
う
だ
。

再生や始まりを意味する「白」を基調
とした御守やおみくじ・縁起物、万
物の源である陰陽五行をモチーフと
した御守など、授与品も参拝者の心
を " 導く " 手助けをするものとして
新装

NEWS 1

「
物
語
の
あ
る
音
楽
」で
寺
社
を
体
験
す
る

Ｓサ

ウ

ン

ド

Ｏ
Ｕ
Ｎ
Ｄ 
Ｔト

リ

ッ

プ

Ｒ
Ｉ
Ｐ
が
京
都
で
始
動

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
に
し
か
な
い
体
験
を
音
で
創
る

■
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
寺
社
に
ま
つ
わ
る

音
を
使
い
、
こ
こ
で
し
か
体
験
で
き
な
い

「
物
語
の
あ
る
音
楽
」を
創
る
ア
ー
ト
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト「
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｎ
Ｄ 

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
」が
、

京
都
の
3
寺
社
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
こ
れ
は
寺
院
な
ど
の
オ
ー
デ
ィ
オ
ガ
イ

ド
を
手
が
け
る
Ｏオ

ンＮ 

Ｔ
ザＨ

Ｅ 

Ｔト

リ

ッ

プ

Ｒ
Ｉ
Ｐ

が
、
京
都
市
の
後
援
を
受
け
て
立
ち
上
げ

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
壬
生
寺
で
は
地
下
か

ら
湧
き
出
る
水
の
音
と
お
囃
子
を
電
子

音
楽
と
組
み
合
わ
せ
、
貴
船
神
社
で
は
2

人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
竜
神
か
ら
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
音
楽
を
制
作
。

三
千
院
で
は
声
明
を
収
録
し
、
大
原
の
山

の
音
や
鶏
の
鳴
き
声
を
ミ
ッ
ク
ス
す
る
こ

と
で
極
楽
浄
土
の
音
を
表
現
し
て
い
る
。

 

「
そ
こ
で
体
験
す
る
こ
と
に
意
味
の
あ
る

音
楽
を
創
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
活
躍

し
た
狩
野
永
徳
や
長
谷
川
等
伯
の
作
品

が
寺
社
で
展
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
京

都
の
寺
社
で
新
し
い
音
の
体
験
を
創
り
、

将
来
的
に
は
日
本
各
地
へ
と
広
げ
て
い
き

た
い
」と
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
の
成

瀬
勇
輝
氏
は
語
る
。

　
第
2
弾
と
し
て
、
京
都
の
10
寺
社
と
も

現
在
連
携
を
進
め
て
い
る
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
。「
こ
こ
だ
け
に
あ
る
音
」と
い
う
、
誰

も
が
感
じ
る
が
意
識
を
し
な
い
と
こ
ろ
に

着
目
し
、ア
ー
ト
に
昇
華
さ
せ
る
試
み
は
、

寺
社
を
発
信
す
る
際
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
と

な
る
。

体験は1回300円。機器のある
場所でヘッドフォンを装着し、７
分間ここだけの音を聞く

【 和布刈神社 】〒 801-0855 福岡県北九州市門司区大字門司 3492　TEL：093-321-0749　https://www.mekarijinja.com

【 SOUND TRIP 】
https://on-the-trip.com/sound-trip

【 松永六感 】https://www.matsunagarokkan.com

寺
社
振
興
や
地
域
活
性
に
関
わ
る
各
地
の
話

題
を
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
寺
社
の
音
に
着

目
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
、神
社
が
経
営
改

革
の
一
環
で
行
っ
た
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
す
。

【
新 

風
】

N E W
W I N D

J I S Y A  N E W S

NEWS 1

地
域
の
宝
で
あ
る
寺
で
の
体
験
が
目
玉
の

新
た
な
農
泊
プ
ラ
ン
が
福
井
県
小
浜
市
で
誕
生

寺
院
を
中
心
に
地
域
体
験
を
立
案

NEWS 2

文
化
施
設
に
よ
る

観
光
振
興
を
国
が
支
援

訪
日
客
誘
致
へ
新
法
案
決
定

■
福
井
県
小
浜
市
南
部
に
あ
る
松
永
地

区
は
、坂
上
田
村
麻
呂
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、

県
内
唯
一
の
国
宝
建
造
物
を
有
す
る
真
言

宗
御
室
派
棡ゆ

ず
り
さ
ん山

明
通
寺
や
3
0
0
年
以

上
続
く
酢
の
醸
造
所
、
老
舗
の
旅
館
、
清

流
や
滝
も
あ
る
静
か
な
山
村
。
こ
う
し
た

地
元
の
資
源
を
活
用
し
て
地
域
活
性
に

取
り
組
む
た
め
に
、
令
和
元
年
9
月
に

松
永
地
区
農
泊
推
進
協
議
会
を
設
立
し
、

地
域
一
帯
と
な
っ
た
誘
客
方
法
を
検
討
し

て
き
た
。
そ
し
て
今
年
2
月
よ
り
、
同
協

議
会
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
の
魅
力
を
体

験
し
尽
く
す
新
た
な
農
泊
プ
ラ
ン「
松
永

六
感
」が
ス
タ
ー
ト
。
五
感
を
整
え
、
自

分
を
見
つ
め
直
す
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
な

体
験
を
テ
ー
マ
に
据
え
て
い
る
。

　
1
泊
2
日
で
酢
の
醸
造
所
の
見
学
や

農
作
物
の
収
穫
体
験
、
山
あ
い
の
宿
で

の
宿
泊
と
い
っ
た
多
彩
な
企
画
を
体
験
で

き
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
明
通
寺
で
の

朝
の
瞑
想
と
朝
粥
だ
。「
明
通
寺
は
昔
も

今
も
地
区
の
誇
り
で
す
。
松
永
地
区
で
の

宿
泊
を
立
案
す
る
際
に
一
番
の
魅
力
は
朝

に
あ
る
と
決
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を

も
っ
と
も
感
じ
て
も
ら
え
る
の
は
明
通
寺

で
の
体
験
だ
と
関
係
者
の
意
見
が
一
致
し

ま
し
た
。そ
こ
で
寺
で
の
体
験
を
中
心
に
、

地
域
の
資
源
を
で
き
る
だ
け
盛
り
込
ん
だ

宿
泊
プ
ラ
ン
が
完
成
し
た
の
で
す
」と
語

る
の
は
、
企
画
に
携
わ
っ
た
株
式
会
社
ま

ち
づ
く
り
小
浜
の
御み

こ
し
ば

子
柴 

北ほ
く
と斗

氏
。

　
企
画
を
寺
側
に
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
地

域
の
た
め
に
な
る
な
ら
、
と
早
朝
の
体
験

や
そ
の
他
の
企
画
へ
の
協
力
を
快
諾
し
て

も
ら
え
た
そ
う
。

 

「
地
区
の
住
民
に
と
っ
て
、
明
通
寺
は
宝

で
す
。
そ
の
良
さ
も
、
松
永
と
い
う
山
村

の
美
し
さ
も
未
来
へ
残
し
た
い
。
そ
の
た

め
に
は
人
に
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
今
回
は
そ
の
思
い
を
地
区
全
体

が
共
有
し
た
こ
と
で
実
現
で
き
ま
し
た
」。

　
自
治
体
が
主
体
と
な
り
、
地
域
の
寺
社

に
協
力
を
仰
ぐ
活
性
化
策
は
近
年
増
え

て
い
る
。
実
現
の
核
と
な
る
の
は
思
い
の

共
有
化
だ
。
少
し
ず
つ
認
知
が
広
が
っ
て

い
る
と
い
う「
松
永
六
感
」だ
が
、
利
用
者

増
と
な
る
た
め
に
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

も
重
要
だ
。

■
令
和
2
年
2
月
7
日
、
文
化
施
設
を
拠

点
と
し
て
観
光
振
興
に
取
り
組
む
地
域
を

支
援
す
る「
文
化
観
光
拠
点
施
設
を
中
核

と
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
観
光
の
推
進

に
関
す
る
法
律
案
」が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　
歴
史
や
芸
術
、自
然
な
ど
の
地
域
資
源
を

活
用
し
て
文
化
観
光
を
推
進
す
る
博
物
館

や
美
術
館
、寺
社
を「
文
化
観
光
拠
点
施
設
」

と
位
置
付
け
、魅
力
の
向
上
や
受
入
体
制
の

整
備
を
地
域
が
一
体
と
な
り
進
め
て
い
く
。

　
寺
社
の
よ
う
な
文
化
施
設
が
支
援
を
受

け
る
に
は
、Ｄ
Ｍ
Ｏ
な
ど
と
共
同
で
、
施
設

の
設
備
強
化
に
関
し
て
W
i
︲
F
i
整
備

や
多
言
語
化
対
応
、情
報
発
信
な
ど
の
事
業

に
つ
い
て
定
め
た「
拠
点
計
画
」を
作
成
し
、

文
部
科
学
相
と
国
土
交
通
相
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
る
。
認
定
さ
れ
る
と
、
国

が
予
算
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
だ
け
で
な

く
、地
域
内
で
交
通
機
関
の
共
通
パ
ス
を

発
行
す
る
際
に
は
手
続
き
を
簡
素
化
す
る

な
ど
の
特
別
措
置
も
適
用
。国
や
国
立
博

物
館
な
ど
が
文
化
観
光
の
推
進
に
つ
い
て

助
言
を
行
う
な
ど
の
支
援
も
受
け
ら
れ
る
。

霧煙る朝の風景は筆舌に尽くしがたい美しさと地元の
人も言う松永地区の朝

明通寺での朝の瞑想は、
本堂の外に広がる山あい
の朝を感じながら行える

寺
社
と
行
政
を
中
心
と
し
た
地
域
活
性
に
関

す
る
動
き
を
ご
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
福
井
県

小
浜
市
で
始
ま
っ
た
、寺
院
体
験
を
中
心
に
立

案
し
た
農
泊
、政
府
の
観
光
振
興
支
援
で
す
。

【
動 

静
】

MOVEMENT

J I S Y A  N E W S
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古
代
ロ
ー
マ
の
戦
士
が
傷
を
癒
す
た

め
に
ス
パ
へ
向
か
っ
た
こ
と
が
起
源
と
も

言
わ
れ
る「
ウ
ェ
ル
ネ
ス（
※
）」ツ
ー
リ
ズ

ム
。
現
代
で
は
旅
先
で
の
瞑
想
や
ヨ
ガ
、

ス
パ
、
ヘ
ル
シ
ー
食
、
地
域
交
流
な
ど
を

通
し
て
心
と
身
体
の
健
康
に
気
づ
く
こ
と

を
指
し
、
健
康
を
意
識
し
た
旅
は
新
た
な

発
見
と
自
己
開
発
に
つ
な
が
る
も
の
と
し

て
、
世
界
的
に
広
が
っ
て
い
る
。

　
病
気
平
癒
、
身
体
健
全
な
ど
、
日
本

人
は
古
く
か
ら
寺
社
で
健
康
を
祈
っ
て
き

た
。
つ
ま
り
健
康
を
考
え
る
と
き
に
最
も

身
近
な
存
在
だ
と
言
え
る
が
、
そ
の
寺
社

で
近
年
、「
ウ
ェ
ル
ネ
ス
」を
テ
ー
マ
に
し

た
活
動
が
活
発
化
し
て
い
る
。
と
い
っ
て

も
、
健
康
的
な
活
動
の
場
所
と
し
て
機
能

す
る
だ
け
で
は
な
い
。
ウ
ェ
ル
ネ
ス
を
入

口
に
寺
社
を
知
り
、
新
た
な
つ
な
が
り
を

創
る
場
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
や
ジ
ム
で
は
な
く
、人
々

が
ウ
ェ
ル
ネ
ス
の
た
め
に
寺
社
を
訪
れ
る

の
は
、
そ
こ
に
触
れ
た
い
伝
統
や
文
化
も

あ
る
か
ら
。
健
康
に
文
化
や
伝
統
を
組

み
合
わ
せ
る「
ウ
ェ
ル
ネ
ス
」は
、
寺
社
と

人
々
と
の
新
た
な
つ
な
が
り
を
考
え
る
、

こ
れ
か
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
だ
ろ
う
。

健
康
＋
文
化
、
伝
統
が
広
げ
る

寺
社
と
地
域
活
性
の
可
能
性

＂健康＂に
特化した取り組みを
寺社・地域活性化や
まちづくりに
生かす

世界規模で今、健康への関心が高まっており
観光でも健康維持や精神的幸福感を高めるための

「ウェルネスツーリズム」が活発化している。
日本人は寺社に、自らの健康を祈ってきた。
ならば寺社が健康についての取り組みを始めれば
新たなご縁へとつながっていくはず。
その事例と専門家による解説を紹介する。

寺社ウェルネス
が新たなご縁をつなぐ

※ウェルネスとは、WHO（世界保健機関）が国際的に提示した「健康（health）」よりもさらに踏み込んで、身体の側面だけでなくより広義に総合的に捉えた「健康感」のこと。
昭和36（1961）年に、米国のハルバート・ダン医師によって「輝くように生き生きしている状態」と初めて提唱され、その後、世界中の研究者らが解釈と追定義を重ねている。

小川洋／福岡県福岡市出身。京都大学法学部卒業。昭和48年に通商産業省（現 
経済産業省）に入省。産業技術環境局長、特許庁長官、内閣広報官を歴任。平
成23年4月に福岡県知事就任。現在3期目。

寺
社
の
魅
力
向
上
に
つ
な
が
る
情
報
発
信
を
通
じ
て

地
域
の
歴
史
や
文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
で

広
く
国
内
外
か
ら
の
来
訪
を
促
し
て
い
き
た
い

廣
瀬
　
今
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、世
界
が
日
本
を

注
目
す
る
年
に
な
り
ま
す
。海
外
の
方
の

関
心
が
高
い
日
本
の
文
化
や
伝
統
、中
で

も
寺
社
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
と
お
考
え

で
す
か
。

小
川
　
寺
社
は
、
境
内
の
歴
史
あ
る
建

築
物
や
宝
物
、
そ
こ
で
催
さ
れ
る
祭
事
な

ど
が
集
積
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
地
域
の

歴
史
、
人
々
の
暮
ら
し
に
根
付
く
文
化
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
県
で
は
、
平
成
29
年
に「『
神
宿
る

島
』宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」が
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
構
成

資
産
の
宗
像
大
社
を
通
じ
て
、
そ
の
社
殿

や
８
万
点
す
べ
て
が
国
宝
と
い
う
発
掘
物

の
素
晴
ら
し
さ
、
古
代
か
ら
続
く
沖
ノ
島

を
崇
め
る
日
本
人
の
信
仰
の
形
と
伝
統

を
、
広
く
海
外
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

廣
瀬
　
寺
社
の
魅
力
を
海
外
へ
発
信
す
る

た
め
の
取
り
組
み
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

小
川
　「『
神
宿
る
島
』宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」に
つ
い
て
は
、
英
語
版
の

映
像
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
※
1
）で
公
開
し

て
い
ま
す
。日
本
文
学
研
究
者
ロ
バ
ー
ト・

キ
ャ
ン
ベ
ル
さ
ん
が
各
遺
産
と
そ
の
周
辺

を
訪
ね
て
、
ご
自
身
の
印
象
を
語
り
、
巡

り
方
を
と
て
も
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、

海
外
の
方
に
も
遺
産
群
の
価
値
を
理
解

し
、
興
味
を
抱
い
て
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
。

　
ま
た
、
数
百
隻
の
漁
船
団
が
勇
壮
に

海
上
を
パ
レ
ー
ド
す
る
宗
像
大
社
の
祭
事

「
み
あ
れ
祭
」と
合
わ
せ
て
、
こ
の
遺
産
群

を
紹
介
す
る
番
組
を
制
作
し
、
海
外
で
放

送
す
る
予
定
で
す
。

廣
瀬
　
文
化
や
伝
統
は
日
本
人
に
も
深

く
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
と
思
い

ま
す
が
、
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

小
川
　
本
県
で
は
、
文
化
芸
術
を
振
興

し
て
県
民
の
心
豊
か
な
生
活
や
活
力
あ
る

地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
条
例
制

定
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
。今
後
、
京け

い
ち
く築

神
楽
な
ど
の
民
俗
芸
能
の
継
承
と
発
展
、

日
本
三
大
修
験
道
の
霊
場
英ひ

こ
さ
ん

彦
山
の「
英

彦
山
神
社
奉
幣
殿
」を
は
じ
め
文
化
財
の

保
存
と
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
ほ
か
に
も
、
県
内
に
は
、
太
宰
府
天
満

宮
、
新
元
号「
令
和
」ゆ
か
り
の
坂
本
八
幡

宮
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
嵐
の
C
M
で

「
光
の
道
」が
話
題
と
な
っ
た
宮
地
嶽
神

社
、
世
界
最
大
の
ブ
ロ
ン
ズ
製
涅
槃
像
を

誇
る
南
蔵
院
な
ど
、
素
晴
ら
し
い
寺
社
が

数
多
く
あ
り
ま
す
。
太
宰
府
地
域
で
は
、

県
、
市
、
天
満
宮
な
ど
が
連
携
し
、
九
州

国
立
博
物
館
の
夜
間
開
館
や
参
道
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
な
ど
を
行
い
、
観
光
地
と
し

て
の
魅
力
の
向
上
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
県
の
観
光
情
報
を
発
信
す
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
※
２
）で
は
、
県
内
の
寺

社
や
そ
の
周
辺
を
巡
る
モ
デ
ル
ル
ー
ト
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
４
月
、
宿
泊
税
を
導
入
し
ま
す
。

貴
重
な
財
源
を
活
用
し
、
内
外
か
ら
多
く

の
人
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
地
域
の

文
化
、伝
統
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、

福
岡
県
全
体
の
魅
力
の
底
上
げ
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。

第5 回 福岡県知事

小川 洋

寺社の魅力向上のための情報発信

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。 》

※ 1 https://www.okinoshima-heritage.jp/
※ 2 https://goraifuku.jp、https://www.crossroadfukuoka.jp

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

聞き手／廣瀬崇之
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飛
騨
千
光
寺
は
約
１
６
０
０
年
前
に

飛
騨
の
豪
族
・
両り

ょ
う
め
ん
す
く
な

面
宿
儺
が
開
山
し
た
と

伝
わ
り
、
そ
の
後
約
１
２
０
０
年
前
に
真

如
親
王
が
寺
院
を
建
立
し
た
名
刹
。
海

抜
９
０
０
メ
ー
ト
ル
の
袈
裟
山
に
広
が
る

境
内
の
奥
に
は
、
明
治
時
代
に
設
け
ら
れ

た「
山
内
八
十
八
カ
所
巡
礼
の
遍
路
み
ち
」

が
あ
る
。
そ
の
遍
路
み
ち
で
は
、
平
成
29

（
２
０
１
７
）年
か
ら
年
に
一
度
開
催
さ
れ

る「
飛
騨
千
光
寺
88
ト
レ
イ
ル
」が
評
判
だ
。

 

「
高
山
市
で
は
約
１
０
０
㎞
を
走
破
す
る

飛
騨
高
山
ウ
ル
ト
ラ
マ
ラ
ソ
ン
が
開
催
さ

れ
て
お
り
、
当
山
も
そ
の
コ
ー
ス
の
一
部

で
す
。
檀
家
に
も
ラ
ン
ナ
ー
が
い
て
、
あ

る
と
き
、
う
ち
で
も
独
自
に
や
っ
て
み
よ

う
か
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
す
」と
大
下
大
圓
住
職
。
そ
う
は
言
っ

て
も
、
同
じ
よ
う
な
ラ
ン
イ
ベ
ン
ト
で
は

開
催
す
る
意
味
は
な
い
。「
健
康
寿
命
を

延
ば
す
た
め
の
お
寺
と
し
て
の
活
動
。
そ

の
た
め
に
ス
ポ
ー
ツ
と
信
仰
を
重
ね
る
こ

と
が
、
お
寺
が
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
を
主
宰
す

る
理
に
適
っ
た
形
だ
と
考
え
ま
し
た
」。

　
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
の
開
催
に
は
、
も
う
ひ

と
つ
理
由
が
あ
っ
た
と
大
下
住
職
は
話
す
。

 

「
お
寺
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
と
、
若
い

信
仰
の
巡
礼
道
を
年
に
一
度

ラ
ン
ナ
ー
が
駈
け
る

人
が
お
寺
に
来
る
理
由
を
作
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
無
理
に
来
て
も
ら

う
の
で
は
な
く
、
若
い
人
た
ち
が
お
寺
に

惹
か
れ
、
自
然
な
形
で
お
寺
へ
足
を
向

け
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め

に
も
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
を
開
催
し
、
若
い
人

た
ち
に
実
行
委
員
と
し
て
加
わ
っ
て
も
ら

う
。
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、“
自
分
た

ち
の
お
寺
”と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら

え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
」

　
そ
こ
で
、
イ
ベ
ン
ト
の
裏
方
と
し
て
地

域
の
若
い
人
を
巻
き
込
み
、
寺
に
関
わ
る

頻
度
を
増
や
す
機
会
に
し
た
。

　
第
1
回
開
催
時
は
、「
正
直
、
人
が
来
て

く
れ
る
か
不
安
だ
っ
た
。
し
か
し
少
人
数

で
も
開
催
し
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
た
」

と
大
下
住
職
。
初
年
度
の
参
加
者
は
25

名
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
第
2
回
に
は
57
名

と
倍
増
。
さ
ら
に
、
50
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
協
力
し
て
く
れ
た
。
昨
年
の
第
3
回

に
は
、
参
加
者
が
71
名
ま
で
増
加
。
ウ
ル

ト
ラ
マ
ラ
ソ
ン
の
１
０
０
㎞
を
走
破
す
る

20
代
の
健
脚
か
ら
マ
イ
ペ
ー
ス
で
遍
路
み

ち
を
走
る
80
代
ま
で
、年
齢
層
も
幅
広
い
。

 「
ラ
ン
の
ル
ー
ル
は
、
88
カ
所
の
祠
を
す
べ

て
巡
る
こ
と
。
ラ
ン
ナ
ー
の
様
子
を
見
て

い
る
と
、
な
か
に
は
祠
の
前
で
し
っ
か
り

時
間
を
取
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
行
く
人
も

い
て
、
こ
の
山
に
根
付
い
て
い
る
信
仰
を

知
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。や
っ
た
意
味
が
あ
っ

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　
今
年
の「
飛
騨
千
光
寺
88
ト
レ
イ
ル
」は

11
月
に
開
催
予
定
。
遍
路
み
ち
を
3
周

す
る
昨
年
ま
で
の
コ
ー
ス
に
加
え
、
ゆ
っ

く
り
八
十
八
カ
所
を
巡
り
た
い
人
や
シ
ニ

ア
向
け
に
、
一
周
だ
け
の
コ
ー
ス
を
設
定

す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。「
完
走
で
き

な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
自
分
の
ペ
ー
ス

で
遍
路
み
ち
を
回
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
何

よ
り
も
大
切
」。
こ
れ
ま
で
も
、“
こ
の
機

会
に
遍
路
み
ち
を
歩
い
て
み
よ
う
か
”と

い
う
気
持
ち
で
参
加
す
る
人
が
い
た
。
そ

の
気
持
ち
に
応
え
る
形
だ
。

　
補
足
だ
が
、「
飛
騨
千
光
寺
88
ト
レ
イ

ル
」に
は
、
ほ
か
の
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
と
の

違
い
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
給

水
所
に
水
だ
け
で
な
く
冷
や
し
た
ト
マ
ト

が
置
い
て
あ
る
こ
と
。「
地
元
の
丹
生
川
町

は
ト
マ
ト
が
名
産
で
も
あ
り
ま
す
。
県
外

か
ら
の
参
加
者
も
多
い
の
で
、
せ
っ
か
く

な
ら
、
そ
れ
も
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考

え
ま
し
た
」。

　
寺
に
関
わ
る
人
を
増
や
し
、
参
加
者
が

地
域
と
つ
な
が
る
き
っ
か
け
も
創
る
イ
ベ

ン
ト
。
健
康
を
切
り
口
に
し
た
取
り
組
み

が
、
地
域
振
興
に
も
役
立
っ
て
い
る
。

右、上／コースには、巡礼み
ちだけでなく山門から本堂へ続
く石段も入っている。参加者
は思い思いのスピードで、「巡
礼」する。下／給水所では参
加者と地域の人の触れあいも

参加者全員に丹生川町産のトマ
トジュースがプレゼントされ、地
域を知ってもらうことにひと役
買っている。1 〜 6 位が表彰さ
れるほか、完走者には参拝修
了証も渡される

認定臨床宗教師、認定ス
ピリチュアルケア師、音楽
療法士としての顔も持つ
大下大圓住職。地域の
体育活動にも長く関わっ
てきた

40ヘクタールほどの敷地は、
草取りや巡礼みちの整備な
どを檀信徒を中心としたボ
ランティアの奉仕で賄ってき
た。トレイルランを開催した
ことで、奉仕作業に若い人
の参加も増えて来ている

老
い
も
若
き
も
マ
イ
ペ
ー
ス
で

寺
と
宗
教
を
感
じ
る
時
間

高野山真言宗 袈裟山千光寺 ［ 岐阜県 ］

高野山真言宗 袈裟山千光寺
（飛騨千光寺）
〒 506-2135
岐阜県高山市丹生川町下保 1553
TEL：0577-78-1021
http://senkouji.com

新たな活動も
スタート

事 例 
1

寺
社

ウェルネスが
新たな

ご縁をつなぐ

山
内
の
八
十
八
カ
所
巡
礼
道
で

健
康
＋
祈
り
の
ト
レ
イ
ル
ラ
ン

霊
場
巡
り
の
道
を
ト
レ
イ
ルコ
ー
ス
に
活
用

瞑想を医療や心の健康につなげる
国際平和瞑想センターを境内に開設
スピリチュアルケアワーカーの活動や臨床
瞑想法の研究を通し、瞑想をもっと健康
に役立てていきたいと考えている。その拠
点となる「国際平和瞑想センター・バザラ
ホール（金剛堂）」が昨年完成。内部には巨
大なラビリンス（写真）もあり、今後、人々
の健康に寄り添う活動の舞台となる。
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川
越
に
あ
る
天
台
宗
瑶
光
山
最
明
寺

の「
フ
レ
ン
チ
精
進
料
理
の
会
」が
話
題
を

呼
ん
で
い
る
。
主
催
は
同
寺
の
副
住
職
、

千
田
明
寛
氏
。
箱
根
で
フ
レ
ン
チ
シ
ェ
フ

と
し
て
も
腕
を
振
る
う
曹
洞
宗
常
泉
寺

副
住
職
、折
橋
大
貴
氏
と
タ
ッ
グ
を
組
み
、

こ
れ
ま
で
に
4
度
開
催
し
て
き
た
。

 

「
私
が
記
者
を
務
め
る『
地
域
寺
院
』で
折

橋
さ
ん
の
精
進
料
理
を
取
材
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
ご
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
ず
坐
禅
を
し
、
そ
の
後
折

橋
さ
ん
の
フ
レ
ン
チ
精
進
料
理
を
提
供
す

る
。25
名
ほ
ど
の
定
員
で
す
が
、毎
回
あ
っ

と
い
う
間
に
予
約
が
埋
ま
る
状
況
で
す
」

　
そ
も
そ
も
千
田
氏
が
折
橋
氏
に
声
を
か

け
た
背
景
に
は
、「
地
域
の
た
め
の
お
寺
で

あ
り
た
い
」と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
。

 

「
川
越
市
は
外
国
人
観
光
客
数
が
増
加
し

続
け
て
い
る
の
に
加
え
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
２
０
２
０
東
京
大
会
の

ゴ
ル
フ
競
技
開
催
地
と
し
て
さ
ら
な
る
賑

わ
い
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
や
ビ
ー
ガ
ン
向
け
や
、
ハ

ラ
ー
ル
の
食
材
・
調
理
法
へ
の
対
応
が
遅

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
精
進
料
理
は
肉
を

2
人
の
副
住
職
が
生
み
出
す

宗
派
を
超
え
た
正
の
連
鎖

使
わ
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
需
要
に
も
応

え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
最
明
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
フ
レ
ン
チ
の
要
素
を
加
え
た
な
ら
ば
、

さ
ら
に
受
け
入
れ
や
す
い
で
し
ょ
う
。
あ

わ
せ
て
、
料
理
で
使
う
野
菜
を
地
元
の
生

産
者
か
ら
仕
入
れ
れ
ば
、
地
域
に
も
還
元

し
て
い
け
る
と
考
え
ま
し
た
」

　
さ
ら
に
千
田
氏
は
、
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ

た
地
域
と
の
つ
な
が
り
強
化
に
も
注
力
。

 

「
4
月
に
開
催
す
る
会
で
は
、
障
害
者
支

援
施
設
の
児
童
が
作
っ
た
野
菜
を
使
っ
て

料
理
を
振
る
舞
い
、
そ
の
後
は
子
ど
も
食

堂
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
昨
年
開
催
し
た
会
で
は
、

収
益
の
一
部
を
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
基
金
に
寄

付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。」

　
参
加
者
も
含
め
て
地
域
全
体
で
健
康
に

な
る
。
宗
派
を
超
え
て
2
人
が
生
み
出
す

正
の
連
鎖
は
、留
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　
初
詣
以
外
で
神
社
に
参
拝
す
る
機
会

が
な
い
と
い
う
人
に
、
ど
う
や
っ
て
来
て

も
ら
う
か
。
そ
こ
を
悩
ん
で
い
た
と
き
、

知
り
合
い
か
ら
ヨ
ガ
の
話
を
聞
い
て
取
り

入
れ
る
こ
と
に
し
た
磐い

わ
な
し梨

文
孝
宮
司
。「
ヨ

ガ
は
体
内
に
新
し
い『
気
』を
取
り
込
み
ま

す
。
一
方
神
社
は
自
然
の『
気
』を
取
り
入

れ
て
心
身
の
健
康
を
考
え
ま
す
。
こ
の
点

神
社
だ
か
ら
で
き
る
企
画
で

若
い
人
に
訪
れ
て
も
ら
う

が
同
じ
だ
と
気
づ
き
、
神
楽
殿
で
ヨ
ガ
を

開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」。

　
現
在
月
2
回
開
催
し
て
い
る
が
、
1
回

目
は
ま
ず
お
祓
い
を
し
、
ヨ
ガ
の
あ
と
に

は
講
話
も
あ
る
た
め
、
特
に
人
気
だ
。

 

「
ヨ
ガ
で
身
体
を
清
め
、
お
祓
い
で
心
を

清
め
る
。
こ
れ
は
神
社
だ
か
ら
で
き
る
こ

と
で
す
」。
地
域
構
造
の
変
化
で
地
方
の

神
社
は
今
後
、
存
続
が
難
し
く
な
る
。
そ

う
な
る
前
に
若
い
人
が
訪
れ
る
神
社
に
し

た
い
。
そ
の
思
い
が
結
び
始
め
て
い
る
。

上 ／ 令 和 元（2019）年
10 月に開催された「フレ
ンチ精進料理の会」では、
ピンクリボン基金にちなん
で、ピンクのメニューが
加えられた。右・左／参
加者は本堂で坐禅をした
後、折橋氏に調理のアド
バイスなどを聞きながら会
食を楽しんだ

神社に新たな賑わいをつくりたいと、
平成23（2011）年から雅楽の夕べ
を開催する磐梨文孝宮司。今後は
写経のように。祝詞を書く会なども
検討している

天台宗 瑶光山最明寺 ［ 埼玉県 ］足立山妙見宮 ［ 福岡県 ］
事 例 
3

事 例 
2

天台宗 瑶光山最明寺
〒 350-1104 
埼玉県川越市大字小ケ谷 61
TEL：049-242-3921
https://www.saimyouzi.com

足立山妙見宮（御
みおや

祖神社）
〒802-0041
福岡県北九州市小倉北区
妙見町17-2
TEL：093-921-2292
http://www.myouken.or.jp

フ
レン
チ
精
進
料
理
で

参
加
者
だ
け
で
な
く

地
域
も
健
康
に

互
い
の
共
通
点
に
着
目
し

神
社
に
来
る
機
会
を
増
や
す

お
祓
い
や
講
話
を
加
え
、神
楽
殿
で
ヨ
ガ

坐
禅
＋
食
の
超
宗
派
コ
ラ
ボ
レ
ー
ション

講座は1回 90分。最近は高齢者の参加も増え、月 2 回では少ないという要望が寄せら
れたことから、春以降は月3回に開催日を増やす

最明寺はイタリアのフィレンツェから毎年学生を
受け入れ、宿泊場所を提供している。令和元

（2019）年は、フレンチではなく日本独自の調
味料や調理法を使用した精進料理を振る舞った

最明寺副住職の千田明寛氏。レインボー柄の輪
袈裟は、LGBTQ 支援の意味を込めて、千田氏
が天台宗でも使えるように制作を依頼したもの

寺
社

ウェルネスが
新たな

ご縁をつなぐ

新たな活動も
スタート

LGBTQの人たちに
仏前式を提供したい
川越市は、今年 4 月より「パート
ナーシップ制度」を開始する予定。

「寺を祝い事にも使ってほしい」と
いう千田氏の思いもあり、最明寺
では今、LGBTQ の人たちのため
の結婚式も準備している。ベジタ
リアンやビーガンなど、多様な人
たちへ対応していくことは、「すべて
の人を受け入れていく」宗教者な
らではの姿勢といえる。
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ウ
ェ
ル
ネ
ス
は「
身
体
の
健
康
、
精
神

の
健
康
、
環
境
の
健
康
、
社
会
的
健
康

を
基
盤
に
し
て
豊
か
な
人
生（
Q
O
L
）を

デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
生
き
方
、自
己
実
現
」

と
私
は
定
義
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
自
己

実
現
に
向
け
て
何
か
に
没
頭
す
る
、
生
き

甲
斐
を
見
つ
け
熱
中
し
て
い
る
時
も
輝
く

人
生
の
た
だ
中
で
あ
り
、
ウ
ェ
ル
ネ
ス
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
ウ
ェ
ル
ネ
ス
は
医
学
や
健

康
、
体
力
づ
く
り
の
分
野
で
の
教
育
や
普

及
活
動
が
主
流
で
し
た
が
、
近
年
あ
ら
ゆ

る
業
界
で
注
目
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
ツ
ー
リ
ズ
ム
業
界
で
は
、
世
界
の

名
だ
た
る
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
や
旅
行
社
が

ウ
ェ
ル
ネ
ス
を
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
テ
ー
マ
、

チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
ウ
ェ
ル
ネ
ス
を
前
面

に
打
ち
出
し
た
メ
ニ
ュ
ー
開
発
、
サ
ー
ビ

ウ
ェ
ル
ネ
ス
分
野
が
急
成
長

日
本
で
も
確
立
が
急
が
れ
る

資
源
と
島
嶼
の
多
様
性
を
有
し
、
源
泉

数
２
万
８
０
０
０
を
超
え
る
世
界
有
数
の

温
泉
大
国
で
あ
り
、
世
界
無
形
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
文
化
、
地
域
固

有
の
食
材
、
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ

ス
を
提
供
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
な
か
、
日
本
独
自
の
ウ
ェ
ル
ネ

ス
を
議
論
し
、
世
界
へ
通
用
す
る
ジ
ャ
パ

ン
ウ
ェ
ル
ネ
ス（
J
ウ
ェ
ル
ネ
ス
）を
確

立
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
重
要
な
の
は
、
世

界
的
な
潮
流
と
し
て
多
様
化
す
る
顧
客

ニ
ー
ズ
に
高
付
加
価
値
型
の
観
光
を
実

現
し
て
い
く
こ
と
。
ほ
か
の
国
々
に
は
真

似
の
で
き
な
い
も
の
を
提
供
す
る
必
要
が

あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
で
は
、
日
本
が
世

界
に
対
し
て
優
位
に
提
供
し
う
る
価
値

と
は
一
体
何
で
し
ょ
う
？

　
人
を
惹
き
つ
け
る
観
光
地
の
4
条
件

に
は
、「
気
候
」、「
自
然
」、「
食
」、「
文
化
」が

あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
日
本
は
温
帯
で
穏

や
か
な
気
候
に
恵
ま
れ
、
四
季
折
々
の
美

し
い
自
然
と
情
緒
に
溢
れ
、
豊
か
な
海
洋

て
き
た
歴
史
文
化
、
伝
統
芸
能
、
様
式
美

の
数
々
、「
禅
」「
道
」を
究
め
る
精
神
性
と

い
っ
た
優
れ
た
観
光
地
の
潜
在
的
条
件
を

見
事
に
備
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
再
認
識
す
る
こ
と
、
日
本
的

な「
感
性
」、「
美
意
識
」や
徹
底
し
た「
和
」

の
追
求
こ
そ
、
日
本
の
ウ
ェ
ル
ネ
ス
を
構

成
し
て
い
く
う
え
で
重
要
で
す
。
こ
の
点

で
考
え
る
と
、
寺
社
が
ウ
ェ
ル
ネ
ス
に
取

り
組
む
こ
と
が
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て

ガ
ン
ジ
ス
川
、ヒ
マ
ラ
ヤ
の
大
自
然
な
ど
、

世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
巡
礼
は
、
聖
な
る

も
の
に
接
近
し
、
魂
の
安
寧
、
癒
し
を
得

る
旅
で
も
あ
り
ま
す
。
交
通
が
発
達
し
て

い
な
い
古
代
で
は
、
数
年
を
か
け
て
聖
地

を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
も
は
や
人
生

の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
。
雄
大
な

自
然
、
人
類
の
営
み
の
歴
史
で
特
別
な
意

味
を
持
つ
土
地
を
訪
れ
る
こ
と
は
、
魂
を

癒
す
と
と
も
に
、
内
な
る
自
分
と
向
き
合

う
時
間
で
過
去
、
現
在
と
向
き
合
い
、
未

来
の
生
き
方
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
、
心
身
に

と
っ
て
大
切
な
ひ
と
と
き
と
な
っ
て
き
た

の
で
す
。

　
全
国
津
々
浦
々
に
あ
る
寺
社
は
、
地

域
に
と
っ
て
、
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
、
そ

の
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
人
生
に
組
み

込
ま
れ
る
大
切
な
ウ
ェ
ル
ネ
ス
の
目
的
地

に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
寺
社
が

ウ
ェ
ル
ネ
ス
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
第
３

の
場「
ウ
ェ
ル
ネ
ス
・
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」

と
い
う
、
心
身
の
健
康
は
も
と
よ
り
、
自

分
の
原
点
に
還
る
場
、
自
己
開
発
、
自
己

実
現
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
場
、そ
し
て
、

何
度
も
帰
る
場
と
し
て
人
々
の
人
生
に
組

み
込
ま
れ
て
い
く
価
値
を
提
案
す
る
こ
と

い
る
と
言
え
ま
す
。

　
ウ
ェ
ル
ネ
ス
は
心
の
癒
し
、
魂
の
癒
し

を
求
め
る
生
き
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
聖

地
を
目
指
す「
巡
礼
」も
ま
た
ウ
ェ
ル
ネ
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま

す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
三
大
聖
地
で
あ
る

ロ
ー
マ（
バ
チ
カ
ン
）、
エ
ル
サ
レ
ム
、
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
へ
の

巡
礼
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
メ
ッ
カ
へ

の
巡
礼
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
の

が
で
き
る
の
で
す
。

　
そ
れ
は
都
市
と
地
域
の
人
々
の
拠
り

所
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
ウ
ェ
ル
ネ

ス
メ
ニ
ュ
ー
開
発
に
関
わ
る
事
業
者
、
異

業
種
と
の
ア
ラ
イ
ア
ン
ス（
連
携
）を
生
み

出
す
場
、
シ
ナ
ジ
ー
（
相
乗
効
果
）を
生

み
出
す
起
点
と
い
う
価
値
も
提
案
で
き

ま
す
。
寺
社
が
地
域
の
産
業
活
性
の
起
点

と
な
る
新
た
な
関
係
性
と
価
値
の
創
造
、

こ
れ
は
地
域
の
疲
弊
を
救
う
地
方
創
生

に
資
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　
働
き
方
改
革
、
企
業
社
員
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
、
健
康
経
営
と
い
う
国
家
的

課
題
に
対
し
て
も
、
寺
社
が
果
た
す
役
割

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
首
都
圏
や
都
市
型

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
慌
た
だ
し
い
高
度
情

報
社
会
、
競
争
社
会
に
忙
殺
さ
れ
る
人
々

に
対
し
、
地
域
固
有
の
資
源
を「
ウ
ェ
ル

ネ
ス
資
源
」と
し
て
掘
り
起
こ
し
、
企
業

社
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
生
産
性
向
上

に
寄
与
す
る
ウ
ェ
ル
ネ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
と

し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
す
る
、
こ
れ
を
提
供

す
る
中
心（
セ
ン
タ
ー
）が
寺
社
で
あ
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
寺
社
が
自
ら
積
極
的

に
ウ
ェ
ル
ネ
ス
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
域
と
社
会
、
国
家
的
課
題
解
決

に
寄
与
す
る
立
場
に
な
る
、
寺
社
の
新
し

い
役
割
の
創
出
は
寺
社
活
性
化
に
も
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

高原や海辺でのヨガというように、地域固有の環境下でのウェルネスメニューが日本でも増えている。またそれ
らが地域の活性化にも寄与している

寺
社
が
ウェル
ネ
ス
に
取
り
組
む

意
義
と
地
域
貢
献
へ
の
可
能
性

ウ
ェ
ル
ネ
ス
と
は
何
な
の
か
、な
ぜ
取
り
組
む
べ
き
な
の
か
。そ
し
て
取
り
組
む
と
ど
の
よ
う
な

効
果
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。ウ
ェ
ル
ネ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
の
第
一
人
者
に
聞
い
た
。

豊かで輝いている人生
について考える時、その
ための手段として取り組
む健康的な手法や手段
が「ヘルス」であり、健康
的に暮らすことが人生そ
のもの、つまり目的とな
ることが「ウェルネス」

ウェルネスと
ヘルスの違い

寺
社

ウェルネスが
新たな

ご縁をつなぐ

ウ
ェ
ル
ネ
ス
の
目
的
地
と
し
て

地
域
を
巻
き
込
む
存
在
に

豊かな人生、
輝いている人生のための基盤

（手段・ベース）

ウェルネス

ヘルス

荒川雅志
国立大学法人琉球大学国際地域
創造学部／観光科学研究科教授、
研究科長、医学博士。ヘルスツー
リズム、ウェルネスツーリズム研究
の第一人者であり、海洋療法学者。
地域資源を活かしたニューツーリズ
ム、日本型ヘルスツーリズムのモデ
ル開発のほか、大手企業や世界的
ホテルチェーンと共同でウェルネスメ
ニュー開発などを手がける。日本の
大学で初の「ヘルスツーリズム論」専
門科目、日本初のスパに関する実
践講義「スパマネジメント論」開講。

解 説

寺
社
に
よ
る
取
り
組
み

今
後
の
大
き
な
可
能
性
に

生活の主になる場所が「ファースト・プレイス」、職場や学校など、生産性に関わる場所が「セカンド・
プレイス」。その２つの場所で輝けるために、自己開発や癒しを求めて訪れるのが「サード・プレイス」。
これらが関係し合うことで地域には人の流れが生まれ、活性化につながっていく

ウェルネスにおける寺社の位置づけ

ウェルネス資源で原点回帰、自己開発、自己実現
『都市、地域、顧客との新たな関係性を創造』

寺社の果たす新しい役割

ファースト・
プレイス
自宅など

生活を営む
場所

＂サードプレイス＂
◦快適で居心地がよい場所  ◦ほどよい刺激と交流、発見、自己開発の場所
◦脱力できる、癒される場所  ◦本来の自分を取り戻す場所（原点回帰）

セカンド・
プレイス

職場や学校など
長く時間を

過ごす場所、
生産の場所

3つの
「プレイス」の
循環が交流人口の
呼び込みにも

なる

寺社を＂ウェルネス・サードプレイス＂へ

（目的・ゴール）豊かな人生、輝いている人生
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「
食
」を
真
ん
中
に
し
て

老
若
男
女
に
関
わ
ら
ず

お
寺
に
人
が
集
ま
る

き
っ
か
け
を
作
り
た
い

2
No. 

外
国
か
ら
日
本
を
見
て
初
め
て

気
付
い
た
伝
統
文
化
の
よ
さ
。

神
道
を
き
っか
け
に
し
て

そ
の
心
を
広
め
て
い
く

1
No. 

　
平
成
30（
２
０
１
８
）年
11
月
、
栃
木

県
宇
都
宮
市
の
浄
土
宗
光
琳
寺
で『
と
れ

た
て
の
那
須
の
新
米
を
薪
で
炊
い
て
最
高

の
お
む
す
び
を
つ
く
る
会
』が
行
わ
れ
た
。

主
催
し
た
井
上
広
法
副
住
職
と
共
に
会

を
盛
り
上
げ
た
の
は
、
食
を
通
じ
て
地
域

の
活
性
化
な
ど
を
支
援
し
て
い
る
菅
本
香

菜
さ
ん
。
会
で
は
ま
ず
、
参
加
者
全
員
で

境
内
に
設
置
し
た
釜
で
米
を
炊
き
、
そ
の

後
、
握
っ
た
お
む
す
び
食
べ
な
が
ら
、
井

上
副
住
職
の
話
に
耳
を
傾
け
た
。

 

「
こ
の
会
に
は
、
有
事
の
際
に
避
難
者
が

自
分
た
ち
で
ご
飯
を
用
意
で
き
る
よ
う
に

と
い
う
、
防
災
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。お
寺
が
地
域
に
開
い
て
い
れ
ば
、

「食」で寺社が開くきっかけを作る、旅するおむすび屋・菅本香菜さん

【 尼崎えびす神社 】
〒 660-0884　兵庫県尼崎市神田中通 3-82

TEL：06-6411-3859　https://www.amaebisu.com

【 旅するおむすび屋　菅本香菜 】
Twitter：@Kana314

体験を通して外国人に神道を伝える太
お お た が き の ぶ よ

田垣亘世さん

人とうまく付き合えないというコンプレックス
から、拒食症になった経験を持つ菅本さ
ん。ある友人との出会いによって一緒に食
卓を囲む楽しさを知ったことで、「食」を真
ん中にした活動を始めることになったそう

「高知県の米を関西の人たちに知ってほしい」という高知県
本山町役場からの依頼を受け、「カリー寺」というイベントを
主催していた尼崎市の浄土真宗西正寺でもイベントを開催

CAMPFIREで実施していたプロジェクトをサポート
した縁で、浄土宗光琳寺の副住職、井上広法氏
との関係は今も続いている。菅本さん主催の「旅す
るおむすび屋」のワークショップも好評だった

い
ざ
と
い
う
時
に
も
助
け
合
え
ま
す
」

　
菅
本
さ
ん
が
井
上
副
住
職
と
出
会
っ
た

の
は
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
運
営
会

社
の
C
A
M
P
F
I
R
E
勤
務
時
代
。
光

琳
寺
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
サ
ポ
ー
ト
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
。寺
と
地
域
の
人
と
の
強
い

互
助
関
係
に
感
銘
を
受
け
た
菅
本
さ
ん
は

こ
こ
か
ら
、“
寺
が
開
い
て
い
る
”意
義
を
考

え
、活
動
し
始
め
る
。「
祖
父
が
住
職
で
し
た

の
で
、お
寺
を
続
け
る
難
し
さ
を
小
さ
い

頃
か
ら
間
近
で
見
て
き
ま
し
た
。井
上
さ

ん
と
出
会
い
、私
に
も
何
か
お
手
伝
い
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
た
の
で
す
」。

　
食
を
通
し
て
、寺
が
地
域
に
開
く
き
っ

か
け
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
目
を
輝
か
せ

る
菅
本
さ
ん
。
今
日
も
日
本
の
ど
こ
か
で
、

“
旅
す
る
お
む
す
び
屋
”と
し
て
食
を
中
心

に
人
と
寺
を
つ
な
ぐ
企
画
を
考
え
て
い
る
。

お
む
す
び
を
き
っ
か
け
に

お
寺
に
人
を
集
め
る

環
境
に
育
っ
た
と
自
覚
し
ま
し
た
」。

　
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
日
本
文
化
に

興
味
を
持
ち
始
め
た
太
田
垣
さ
ん
。
や
が

て
神
職
に
な
る
事
を
決
意
し
、
退
職
後
に

大
学
で
神
職
の
資
格
も
取
得
。「
外
国
人

と
接
す
る
な
か
で
得
た
の
は
、
神
道
や
神

社
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
万
物
を

大
切
に
す
る
日
本
の
伝
統
や
文
化
の
理

解
に
つ
な
が
る
と
い
う
実
感
で
し
た
」。

　
日
本
の
良
さ
を
伝
え
た
い
、
し
か
し
、

写
真
で
は
き
っ
と
伝
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
日
本
文
化
の
根
底
に
あ
る
祈
り
や
伝

統
は
、
そ
れ
ら
が
守
ら
れ
て
き
た
場
所

で
触
れ
て
初
め
て
理
解
で
き
る
と
思
う
か

ら
。
そ
の
思
い
を
形
に
し
た
の
が
巫
女
体

験
だ
が
、
ほ
か
に
も
で
き
る
こ
と
が
あ
る

と
太
田
垣
さ
ん
。
日
本
の
良
さ
を
発
信
す

る
た
め
、
日
々
企
画
を
練
っ
て
い
る
。

　
高
さ
17
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
鳥
居
が
シ
ン

ボ
ル
で
も
あ
る
尼
崎
え
び
す
神
社
で
は
、

2
年
前
か
ら
外
国
人
旅
行
者
向
け
に
巫

女
体
験
を
実
施
し
て
い
る
。
所
要
時
間
は

1
時
間
で
、
参
拝
方
法
か
ら
袴
の
色
の
違

い
ま
で
、
神
社
の
さ
ま
ざ
ま
を
太
田
垣
亘

世
宮
司
が
解
説
す
る
。
き
っ
か
け
は
、
航

空
会
社
勤
務
時
代
の
経
験
だ
っ
た
。

 

「
神
社
は
古
い
、
だ
か
ら
外
の
世
界
へ
行

き
た
い
と
感
じ
て
い
て
、
外
国
の
航
空
会

社
に
就
職
し
ま
し
た
。
入
社
時
の
書
類

で
、
父
親
の
職
業
欄
に
神
職
と
英
語
で
書

い
た
ら
外
国
人
に
は
理
解
で
き
ず
、
神
道

と
は
何
な
の
か
を
会
社
は
調
べ
た
そ
う
で

す
。
こ
の
と
き
初
め
て
、
自
分
が
独
自
の

離
れ
た
こ
と
で
再
発
見
し
た

神
社
の
魅
力
を
外
国
人
に
発
信

2019 年3月に独立し、現在はフリーランス
として、食に関わるイベント企画・運営の
ほか、食材のPR、ライター、クラウドファ
ンディングサポート等を手がけている

女性目線で、若
い女性が喜んで
くれそうなカラフ
ルなお守りを企
画。刺繍で巫女
を入れたお守り
は外国人に人気

大阪難波
お お さ か な ん  ば

Osaka-Namba

HS

41

ドーム前
ま え

Dome-Mae

HS

43

下町感快樂的尼崎！ 被洗練的成年街。梅田！

梅　田
う め 　   だ

Umeda

HS

01

尼　崎
あ ま が     さ き

Amagasaki

HS

09

從難波到  神戶線！

阪神 電車
從難波到  神戶線！

阪神 電車
從難波到  神戶線！

阪神 電車
�������������������������

��������������������������������

国連NGOのインターナショナル・シント
ウ・ファウンデーションで海外に神道を
広める活動にも従事し。平成 24（2012）
年から宮司に。女性ならではの視点で
神道から学びを得る、女性限定の「しあ
わせ講話」を隔月で開催している

写真はニュージーランドから巫女体験に訪れ
た女性たち。最近は台湾の人も増えている

阪神電車と台湾の鉄道・桃園機場捷運がコラボレー
ションしたラッピング電車では、台湾を走る車両に尼崎
えびす神社の巫女の写真が入っている

文化や伝統を未来へつなぎ、寺社を活性化させている女性を紹介します。 〜 From the Past to the Future〜
伝統を未来へ
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井戸の必要性が再認識されはじめた近年、 防災の観点だけではなく、井戸を賑わいづくりに活用する寺社が出てきている。
井戸があることで、どんな可能性が考えられ るのか。今回は2つの事例を通して、井戸による寺社活性について考える。

から始 まるにぎわい創出井戸防
災
だ
け

で
は
な
い

活
用
も

側
面
も
あ
る
が
、
何
よ
り「
境
内
に
に
ぎ

わ
い
を
つ
く
り
た
い
」と
有
志
グ
ル
ー
プ

が
考
え
て
の
こ
と
。

 

「
掘
削
は
お
任
せ
し
て
い
ま
す
が
、
神
社

も
で
き
る
だ
け
協
力
し
た
い
。
そ
こ
で
か

つ
て
実
施
し
て
い
た“
富
く
じ
”を
あ
き
ん

ど
祭
り
で
復
活
さ
せ
、
そ
の
収
益
を
掘
削

に
充
て
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」

　
う
ま
く
い
け
ば
こ
の
春
に
も
水
が
湧

き
、
境
内
に
新
た
な
井
戸
が
誕
生
す
る

こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

知
っ
た
周
辺
住
民
か
ら
は
、
神
社
の
名
水

と
し
て
販
売
し
て
ほ
し
い
な
ど
、
多
く
の

ア
イ
デ
ア
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。

 

「
水
は
湯
立
神
事
で
使
う
こ
と

を
決
め
て
い
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
が
で
き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

水
が
湧
く
と
こ
ろ
に
は
人
が
集
ま
る
も
の

で
す
。
訪
れ
る
人
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る

き
っ
か
け
に
も
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　
高
津
宮
は
人
の
入
れ
替
わ
り
が
激
し

い
市
街
地
に
あ
る
。
古
く
か
ら
の
住
民
と

新
た
に
こ
の
町
へ
来
た
人
が
交
流
で
き
る

場
に
し
た
い
。そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
も
、

井
戸
に
期
待
し
て
い
る
。

　「
高
津
の
富
」「
崇
徳
院
」な
ど
古
典
落

語
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
大
阪
市
の

高
津
宮
は
、
か
つ
て
境
内
と
参
道
に
井
戸

や
湧
水
の
小
川
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に

は
そ
の
水
を
使
う
湯
豆
腐
店
も
あ
り
、
た

い
そ
う
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か

し
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
大
阪
大
空
襲

で
、
す
べ
て
消
え
て
し
ま
う
。

 

「
奉
職
し
て
間
も
な
い
頃
、
か
つ
て
の

に
ぎ
わ
い
を
知
る
人
に“
寂
し
く
な
っ
た

な
ぁ
”と
言
わ
れ
た
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、

昔
の
こ
と
を
調
べ
ま
し
た
。
す
る
と
か
つ

て
は
井
戸
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
水
の
流
れ
が
途
絶
え
る
の
は
神
社
に

と
っ
て
寂
し
い
こ
と
。
い
つ
か
な
ん
と
か

し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
」と
語
る

小
谷
真ま

さ
よ
し功

宮
司
。
そ
ん
な
折
、
数
年
前
か

ら
神
社
で「
あ
き
ん
ど
祭
り
」を
開
催
し
て

い
た
グ
ル
ー
プ
と
の
世
間
話
の
席
で
こ
の

思
い
を
口
に
し
た
と
こ
ろ
、そ
れ
な
ら
ば
、

と
掘
削
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
昨
年
ス
タ
ー
ト

し
た
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
機
械
で
一
気

に
掘
る
の
で
は
な
く
、
手
掘
り
で
、
そ
れ

も
掘
る
と
こ
ろ
か
ら
人
を
巻
き
込
む
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
な
っ
て
い
る
点
。
費
用
的
な

宮
司
の
声
に
触
発
さ
れ
た
有
志
が

掘
削
を
通
し
て
に
ぎ
わ
い
づ
く
り

高津宮
〒 542-0072
大阪府大阪市中央区
高津 1-1-29
TEL：06-6762-1122
http://www.kouzu.or.jp

摂津名所図会（高津宮蔵）に描かれて
いる高津神社の境内には井戸と小川
が見られる。同図会には、多くの人が
訪れる参道の店も描かれ、水辺が賑
わいの場になっていたことがわかる

名
水
の
井
戸
を

復
活
さ
せ

に
ぎ
わ
い
を

取
り
戻
す

高こ

う

づ津
宮ぐ

う

［
大
阪
府
］

新たな井戸は拝殿の目の前。ここ
は毎月1日、15日に行う湯立神
事の釜場の隣。ちなみに江戸時代
は、この少し南側に井戸があった

で
井
戸
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
、
新

た
に
掘
削
し
た
り
、
か
つ
て
の
井
戸
を
復

活
さ
せ
る
寺
社
が
出
て
き
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
掘
削
す
れ
ば
す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で

は
な
く
、
細
菌
検
査
と
い
っ
た
手
続
き
も

必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
井
戸
を
持
つ
に

至
っ
た
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
は
、「
井
戸

が
人
を
呼
ぶ
き
っ
か
け
に
な
る
」か
ら
。

　
洗
濯
機
が
な
か
っ
た
昔
は
地
域
に
共
同

の
井
戸
や
小
川
が
あ
り
、
そ
こ
で
洗
濯
は

も
ち
ろ
ん
野
菜
を
洗
う
た
め
に
女
性
た
ち

が
集
ま
り
、
世
間
話
に
興
じ
て
い
た
。
そ

う「
井
戸
端
」の
語
源
に
も
あ
る
よ
う
に
、

井
戸
あ
る
と
こ
ろ
に
人
が
集
う

現
代
の
井
戸
端
づ
く
り

井
戸
が
あ
る
と
こ
ろ
に
昔
か
ら
人
が
集

ま
っ
て
い
た
。
子
供
た
ち
の
遊
び
場
に
、

夏
の
涼
に
と
、
井
戸
は
に
ぎ
わ
い
に
は
欠

か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
上
水
道

の
普
及
な
ど
も
あ
り
、
い
つ
し
か
寺
社
は

も
ち
ろ
ん
、
世
の
中
か
ら
生
活
井
戸
の
存

在
が
薄
れ
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
が
近
年
、
防
災
の
議
論
の
な
か

井戸掘りには近所の子供たちの
参加も多い。彼らが作ってくれた
プロジェクトのチラシが境内に貼
り出されている

高津宮は昔から、境内で何かし
たいという人が集まってきた場所。
人のつながりこそ神社の場として
の価値だという小谷真功宮司

高津宮での手作業による掘削は週
末を中心に実施。毎月の掘削予定
日をホームページやチラシで発信し
ている。たまたま作業実施日に参拝
し、飛び入り参加する人もいて、す
でに新たな賑わいを生み出している21 Vol.30 Vol.30 20



　
昨
年
12
月
、
テ
レ
ビ
東
京
が
実
施
す

る
井
戸
掘
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
2
弾
と

し
て
、
花
園
神
社
を
舞
台
に
し
た『
新
宿

で
井
戸
を
掘
る
！
』が
放
送
さ
れ
た
。
そ

の
半
年
前
に
放
送
さ
れ
た
第
１
弾
の
舞

台
は
、
六
本
木
の
天
祖
神
社
。
共
に
、
複

数
の
地
下
鉄
が
通
る
大
都
会
の
真
ん
中

東
日
本
大
震
災
が
き
っ
か
け
に

都
会
の
有
事
を
守
れ
る
備
え
を

に
鎮
座
し
て
お
り
、「
本
当
に
井
戸
を
掘
り

当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」と
、
注
目

を
集
め
た
。

 「
天
祖
神
社
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
息
子

と
テ
レ
ビ
で
観
て
い
ま
し
た
。『
う
ち
で
も

や
っ
て
ほ
し
い
な
』と
話
し
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
テ
レ
ビ
東
京
さ
ん
か
ら
声
が
か
か
っ

た
の
で
す
」

　
そ
う
話
す
の
は
、
花
園
神
社
の
片
山

裕
司
宮
司
。
花
園
神
社
は
江
戸
開
闢
以

前
か
ら
４
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
こ
の

町
を
見
守
り
続
け
て
き
た
地
域
の
神
社
。

昭
和
20（
１
９
４
５
）年
5
月
の
米
軍
に
よ

る
山
の
手
大
空
襲
で
新
宿
一
帯
が
焼
け
野

原
と
な
る
ま
で
、
境
内
に
も
井
戸
が
あ
っ

た
と
い
う
。

 

「
以
前
に
も
、
井
戸
の
復
活
を
考
え
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
見
積
も
り

を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
調
査
か
ら
掘
削
、
設

置
ま
で
で
６
０
０
万
円
は
か
か
る
だ
ろ
う

と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
費
用
を
捻

出
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
当
時
は
諦
め
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
」

　
片
山
宮
司
が
井
戸
の
復
活
を
望
ん
で

い
た
背
景
に
は
、
東
日
本
大
震
災
が
あ
っ

た
。
花
園
神
社
は
広
域
避
難
所
に
行
く

際
の
一
時
集
合
場
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
震
災
当
日
に
は
多
く
の
人
々
が
集

ま
っ
て
き
た
。

に
井
戸
が
あ
れ
ば
、
緊
急
物
資
が
届
く
ま

で
の
2
、
3
日
は
過
ご
せ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
の
で
す
」

　
実
は
、
片
山
宮
司
に
は
花
園
神
社
の
井

戸
を
復
活
さ
せ
ら
れ
る
確
信
は
あ
っ
た
。

平
成
13（
２
０
０
１
）年
か
ら
始
ま
っ
た
副

都
心
線
の
建
設
時
に
水
脈
が
確
認
さ
れ

て
い
た
の
だ
。

 「
そ
れ
か
ら
20
年
近
く
が
経
っ
て
い
た
の

で
、
そ
の
水
脈
が
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

可
能
性
は
あ
り
ま
し
た
が
、
新
宿
で
も
井

戸
は
掘
れ
る
と
い
う
期
待
は
あ
り
ま
し
た
」

　
結
果
、5
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
掘
り
進
め
た

と
こ
ろ
で
水
脈
を
発
見
。
最
終
的
に
は

8
メ
ー
ト
ル
の
井
戸
が
完
成
し
た
。
井
戸

に
は
、常
時
3.
5
ト
ン
の
水
が
溜
ま
り
、

毎
分
50
リ
ッ
ト
ル
の
水
が
流
れ
て
く
る
。

 

「
手
押
し
ポ
ン
プ
式
で
水
が
出
る
よ
う
に

し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
停
電
の
際
に

も
安
心
で
す
。
こ
れ
で
、
１
０
０
０
人
、

２
０
０
０
人
規
模
の
人
を
一
度
に
助
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
」と
片
山
宮
司
。
今
後

は
神
社
の
新
た
な
宝
と
し
て
井
戸
の
あ
る

環
境
を
育
て
た
い
と
言
う
。
念
頭
に
あ
る

の
は
都
会
の
子
供
た
ち
だ
。

 

「
水
道
か
ら
水
が
出
る
こ
と
が
当
た
り

前
の
環
境
で
育
つ
現
代
の
子
供
た
ち
に
、

水
を
得
る
こ
と
の
大
変
さ
や
あ
り
が
た

さ
を
知
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
地

域
共
同
体
の
一
部
と
し
て
、
こ
こ
に
神

社
が
あ
る
意
味
を
、
今
後
も
考
え
て
い

き
た
い
で
す
ね
」

花園神社
〒 160-0022
東京都新宿区新宿 5-17-3
TEL：03-3209-5265
http://www.hanazono-jinja.or.jp

今年の 4月以降、井戸の背後に水神社を祀る予定。花園神社では毎年「酉の市」が開かれて
いるほか、今年はオリンピックも控えているため、多くの人が集まる際にも役立つはず。「何かあっ
た時にはお互い様で、地域で支え合っていきたいですね」と八代目宮司の片山裕司氏井戸水は飲用には不向きだが、生活雑用

水として使える。ポンプには「災害時協力
井戸」の札も付けた

拝殿の裏手には、新宿ゴールデン街がある。眠らない街の神社には、日々、さまざま
な人たちが集まってくるため、井戸を中心とした場所が、憩いの場にもなっていきそうだ

費用のほかに許可申請も。
井戸掘削に必要なこととは
　井戸は私有地であっても、誰でも自由に
掘削および利用していいわけではない。基
本的には自治体への届け出が必要で、また
自治体により規定が異なり、中には都道府
県知事の許可が必要な場合もある。加えて
地下水汲上が制限されている地域もあるた
め、特に家庭でなく寺社の施設用に掘削を
検討している場合は注意が必要。そのほか、
地域によって下水道への排水に新しい設備
を必要とする場合もあり、そうなると掘削後
の負担が大きくなる。さらにほとんどの自治
体では井戸水にも下水使用料がかかってく
るため、掘削だけでなく井戸の維持費につ
いても考えておきたい。
　花園神社では自前で掘削した時の費用が
600万円程度と見積もりで出ていたが、こ
れも掘削方法、深さなどで異なってくる。
　近年の井戸需要の高まりを受け、掘削費
用がインターネットで公開されるようになっ
てきた。一例を紹介すると、深さが50m
より浅くて済む場合は1mあたり5,000〜
10,000円、それよりも深くなると1mあたり
15,000 〜 20,000円程度となるようだ。こ
の金額には人件費、材料費が含まれている。
なお、20m以内の浅い井戸を掘る場合は、
上記の費用込みで20〜50万円で頼めるとこ
ろも増えている。
　ただし、施設用と家庭用でも価格が異な
り、手掘りは高額、パイプを地面に打ち込
んでいくだけの打ち込みであれば安価とい
うように工法でも違う。さらに掘削後の残土
処理、ポンプ設置料金、給水設備工事、水
質検査は基本的に別料金のため、一概に掘
削コストの平均合計額は出せない。あくま
で参考だが、深さ30mの施設用井戸掘削（ポ
ンプ設置費込）の場合で約50万円は最低で
も必要になるようだ。

コラム

 

「
集
合
場
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

わ
か
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
実
際
に
災
害

が
起
き
た
際
の
対
処
に
慣
れ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
区
役
所
に
も
応
援
を

求
め
ま
し
た
が
、
あ
ち
ら
も
そ
れ
ど
こ
ろ

で
は
な
い
。
結
局
自
分
た
ち
で
乗
り
越
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幸
い
に

も
同
日
中
に
交
通
機
関
は
復
旧
し
、
み

な
さ
ん
帰
宅
さ
れ
ま
し
た
が
、
数
日
に
わ

た
っ
て
境
内
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
対
応
し
き
れ

る
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時

井
戸
を
神
社
の
宝
と
し
て

地
域
の
た
め
に
使
っ
て
い
く

井戸から始まるにぎわい創出　   特 集 2 　

復
活
し
た

「
防
災
井
戸
」を

都
会
の
子
供
の

学
び
の
場
に

花
園
神
社
［
東
京
都
］
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年
中
行
事
を
ひ
と
つ
ず
つ
復
興
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
行
事
に
込
め
ら
れ
て
い
る

祈
り
や
思
い
も
し
っ
か
り
伝
え
る
こ
と
で

神
社
が
担
っ
て
き
た
役
割
を
知
っ
て
も
ら

い
、
そ
れ
が
文
化
や
地
域
を
知
る
き
っ
か

け
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
で
す
」

　
一
方
、
Ｊ
Ｒ
諫
早
駅
か
ら
諫
早
神
社
手

前
ま
で
延
び
て
い
る「
お
茶
の
間
通
り
商

店
街
」で
は
、
数
年
後
に
開
通
を
控
え
た

九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
の
た
め
に
諫

早
駅
の
再
整
備
が
進
ん
で
い
る
が
、
商
店

街
に
活
気
が
な
い
こ
と
を
憂
え
て
い
た
。

「
か
つ
て
は
諫
早
神
社
の
参
拝
者
で
商
店

街
も
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
取

り
戻
す
に
は
、
や
は
り
神
社
の
存
在
が
不

可
欠
。
商
店
街
で
は
そ
の
認
識
が
で
き
て

い
ま
し
た
」と
本
田
一か

ず
の
ぶ修

副
理
事
長
は
言

う
。
将
来
に
向
け
て
同
じ
悩
み
を
抱
え
る

両
者
が
協
働
す
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か

け
は
、
商
店
街
か
ら
神
社
へ
イ
ベ
ン
ト
開

催
の
協
力
を
仰
い
だ
こ
と
だ
っ
た
。

 

「
東
日
本
大
震
災
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン

サ
ー
ト
を
企
画
し
、
諫
早
神
社
で
開
催
で

き
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
密
な

関
係
を
保
て
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
、
境
内
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
え
る
か

不
安
で
し
た
が
、
快
諾
し
て
い
た
だ
き
、

そ
れ
以
後
、
商
店
街
主
催
の
行
事
を
神
社

で
も
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
」

と
本
田
さ
ん
。

　
宮
本
宮
司
は
常
々
、
神
社
は
地
域
の

拠
り
所
な
の
で
、
参
拝
だ
け
で
な
く
、
神

社
に
人
が
来
る
こ
と
で
地
域
に
何
か
が
生

ま
れ
る
場
所
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
考
え

て
い
た
。「
大
変
有
り
難
い
申
し
出
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
神
社
が
地
域
の
に
ぎ
わ
い
の

き
か
っ
け
に
な
る
の
は
本
望
で
す
か
ら
」。

　
こ
れ
以
後
、
節
分
祭
を
商
店
街
が
主
催

し
て
い
る
ほ
か
、
商
店
街
の
夏
祭
り
で
は

昨
年
初
め
て
、
境
内
を
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場

と
位
置
づ
け
た「
お
宮
の
チ
ビ
ッ
コ
カ
ラ

オ
ケ
大
会
」を
開
催
。
初

詣
で
は
、
境
内
に
商
店

街
か
ら
出
店
が
登
場
し

て
い
る
。

　
地
域
の
商
店
街
と
つ

な
が
り
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
、
神
社
と
商
店
街
と
の
新
た
な
連

携
も
始
ま
っ
た
。
例
え
ば
、
神
社
へ
お
食

い
初
め
に
来
ら
れ
た
方
に
商
店
街
の
魚
屋

を
勧
め
、
そ
の
店
で
歯
固
め
石
を
渡
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
両
者
が
力

を
合
わ
せ
て
日
本
の
文
化
を
伝
え
る
取

り
組
み
だ
。
宮
本
宮
司
は
さ
ら
に
、「
商
店

街
に
は
お
茶
や
陶
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
業

種
の
お
店
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
神
社

が
伝
え
て
き
た
日
本
の
文
化
と
組
み
合
わ

せ
て
、
新
た
な
価
値
を
提
供
で
き
る
よ
う

な
試
み
を
協
働
し
て
進
め
て
い
き
た
い
」

と
話
す
。
御
朱
印
を
受
け
た
人
が
商
店

街
の
飲
食
店
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

と
い
っ
た
取
り
組
み
も
検
討
中
だ
。
双
方

の
最
終
目
標
は「
参
道
」と
呼
べ
る
商
店
街

づ
く
り
。
宮
司
の
思
い
を
商
店
街
も
大
歓

迎
し
、
協
力
は
惜
し
ま
な
い
と
力
強
い
。

 「
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
」。
こ
の
シ
ン
プ

ル
な
未
来
が
互
い
に
目
指
す
到
達
点
。
そ

の
た
め
に
必
要
な
の
は
神
社
と
商
店
街
が

必
要
と
し
合
い
、
出
し
合
っ
た
ア
イ
デ
ア

を
ひ
と
つ
ず
つ
実
行
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

い
に
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
宿
場
町
が
あ
っ

た
地
域
に
は
九
州
総
守
護
の「
四し

め
ん
ぐ
う

面
宮
」が

あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
諫
早
神
社
で
あ

る
。
か
つ
て
は
年
中
行
事
や
祭
の
際
に
多

く
の
人
が
訪
れ
て
い
た
も
の
の
、
昭
和
に

入
り
長
ら
く
宮
司
が
常
駐
し
な
い
時
期

が
続
き
、
ま
た
昭
和
32

（
1
9
5
7
）年
に
は
大

水
害
に
見
舞
わ
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
ま
ち
の
に

ぎ
わ
い
は
新
た
に
整
備

さ
れ
た
別
の
場
所
へ
と

移
っ
て
い
っ
た
。

　
10
年
前
の
こ
と
、
生

家
の
諫
早
神
社
に
常
駐

す
る
こ
と
に
な
っ
た
宮

本
健
一
宮
司
は
、
か
つ

て
の
に
ぎ
わ
い
を
ど
う

す
れ
ば
取
り
戻
せ
る
か

を
思
案
し
て
い
た
。

 「
ま
ず
は
神
社
の
機
能

を
取
り
戻
そ
う
と
考
え
、

　
長
崎
県
の
中
央
部
に
位
置
す
る
諫
早

市
は
、
江
戸
時
代
ま
で
長
﨑
街
道
と
諫
早

（
多
良
）街
道
が
交
差
す
る
場
所
と
し
て
大

 「
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
」。

共
通
の
思
い
が
き
っ
か
け
に

境
内
で
商
店
街
が
行
事
を
主
催

神
社
は
全
面
協
力
＋
α
の
展
開

諫早神社では、奉
賛事業の一環として
境内の池の復活に
動いている。その池
の水を商店街に流
し、周辺に茶店を並
べて人が集える場所
にするという理想の
未来を、商店街で
はすでに絵にしてい
る。この実現が最
終的な目標

商店街の有志で「四面みらい開
発」という会社を立ち上げ、新た
な店舗もオープン。昨年には神社
の旧名を冠した四面横丁という飲
食店が誕生した

町が元気になるには諫早神社と共
に活動するしかない、という思いで
商店街から神社へ企画を提案し、
神社からもさまざまな提案がなされ
るなど、地域活性化への取り組み
が熱を帯びている。長崎街道が栄
えていた江戸時代までは神社の周
りに店が並んでいたが、現在その
面影はない。商店街はこれから自
分たちが神社の参道になっていき
たいと願い、神社も同じ思いだ。

お茶の間通り商店街

右／何でも話せる仲になっ
てきたという宮本宮司と本
田副理事長。左／昔から
米どころだった諫早の歴史
も伝えるため、ご朱印の授
与品を地元の製菓店に依頼
し、ショウガ風味の「神社（ジ
ンジャー）おこし」を開発

宮本宮司は神社の年中行事復興
として、本明川河川敷での流鏑馬
を復活させた。次は神輿の復活
を考えている

〒 854-0061
長崎県諫早市
宇都町 1-12
TEL：0957-22-2073
https://www.isahaya-jinja.jp

諫早神社（四面宮）

事 
 

例

左／令和4（2022）年度の新
幹線開業に向け、整備が進
む JR諫早駅。右／駅から
諫早神社へ向かうメインスト
リートであるお茶の間通り商
店街にはまだ、参道らしい雰
囲気はない

神
社
と
商
店
街
が
互
い
の
必
要
性
を
感
じ

手
を
取
り
合
っ
て
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
に
動
く

諫
早
神
社
が
、駅
前
の
商
店
街
と
共
に
歩
む
新
た
な
参
道
づ
く
り

参道を
ゆく

参道活性化に動く
全国の事例を紹介

神社前の本明川に
は、橋がなかった
時代の名残であ
る飛び石が今もあ
り、市内中心部か
らはここを渡って
参拝者が訪れる

市内外から多くの人が訪れるようになった節分祭は、お茶の間通
り商店街が主催。商店街の人たちと神職が共に舞台から豆を撒
くなど、協働で賑わいを生み出している

昨年初めて神社
でも実施した商
店街の夏祭りで
は、地域の子
供たちの元気な
声が神社境内
に響いた
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立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
の
が
先
か
、
運
営
が

軌
道
に
乗
る
の
が
先
か
。
気
持
ち
は
そ
れ

ほ
ど
切
羽
詰
ま
っ
て
い
ま
す
よ
」と
坊
守

は
語
る
が
、
宿
坊
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る
い

い
。
ス
タ
ー
ト
か
ら
3
年
、
リ
ピ
ー
タ
ー

も
か
な
り
い
る
。
理
由
は
大
き
く
２
つ

あ
り
、
ひ
と
つ
は
料
理
だ
。
乗
光
寺
で
は

代
々
、
坊
守
が
寺
の
味
を
受
け
継
い
で
き

た
。「
宿
坊
を
や
る
か
ら
に
は
、
中
途
半
端

な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
寺
に
伝
わ
る
味

を
ベ
ー
ス
に
、
能
登
の
季
節
の
食
材
だ
け

で
料
理
の
内
容
を
組
み
立
て
て
い
ま
す
」。

メ
ニ
ュ
ー
構
成
や
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
今
も
試

行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
が
、
宿
坊
は
す
で

に「
食
の
宿
」と
し
て
認
知
さ
れ
て
も
い
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
魅
力
は
、
多
様
な
体
験

が
、
ち
ょ
う
ど
人
口
減
少
が
顕
在
化
し
始

め
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
悩
ん
だ
結

果
、
寺
の
将
来
を
考
え
、
い
ず
れ
宿
坊
と

し
て
活
用
で
き
る
施
設
に
し
た
の
で
す
」。

と
話
す
の
は
坊
守
の
落
合
誓
子
さ
ん
。
寺

院
運
営
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
て
か
ら
手

を
打
っ
た
の
で
は
遅
い
。
そ
う
考
え
て
宿

泊
機
能
を
整
備
し
、
町
を
離
れ
て
墓
参
り

な
ど
で
帰
郷
す
る
門
徒
に
利
用
し
て
も
ら

う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
宿
坊
と
し
て
の
運
営
は
平
成
29
年
に

開
始
。翌
年
に
珠
洲
市
を
舞
台
に
能
登
国

際
芸
術
祭
が
開
催
さ
れ
、そ
の
際
に
市
関

係
者
か
ら
の
勧
め
も
あ
り
、旅
館
業
で
の

船
出
だ
っ
た
。「
檀
家
数
は
今
後
さ
ら
に

減
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
寺
が

　
日
本
海
に
突
き
出
た
石
川
県
能
登
半
島

北
東
部
の
珠
洲
市
は
昔
か
ら
人
口
の
移
動

が
少
な
く
、北
陸
地
方
で
も
特
に
伝
統
や

文
化
が
残
っ
て
い
る
地
域
。し
か
し
交
通

の
便
が
良
い
と
は
言
い
難
く
、観
光
の
難

所
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。
５
０
０
余
年
の

歴
史
を
持
つ
乗
光
寺
は
、か
つ
て
遊
郭
が

建
つ
ほ
ど
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
そ
の
町
に
あ

る
。
檀
家
数
も
３
０
０
を
超
え
て
い
た
と

い
う
。し
か
し
15
年
ほ
ど
前
か
ら
そ
の
数
が

年
間
５
、６
軒
の
ペ
ー
ス
で
減
り
始
め
、
現

在
は
往
時
の
約
3
分
の
2
程
に
な
っ
た
。

 

「
庫
裡
の
改
修
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

切
羽
詰
ま
っ
て
は
い
る

し
か
し
、今
な
ら
や
れ
る

地
域
で
文
化
を
受
け
継
ぐ

き
っ
か
け
と
し
て
も
活
動

上／庫裡の玄関。宿坊運営を見越して門
徒会館を改修したため、設計は旅館など
も手がける専門家に依頼。吹き抜けが印
象的。中／自由参加でお朝事も体験でき
る。宿泊者用のテキストを作成して部屋に
置いており、参加者は多い。下／宿坊を
始めたことで、寺は以前にも増して地域で
の存在感を高めているようだ

落合治夫第23代住職と誓子坊守（左）、
紅副住職（右）の親子3人で寺を守る。坊
守はノンフィクションライター、副住職は染
色家、それぞれのもうひとつの顔も個性的

〒927-1214
石川県珠洲市飯田町12-24
tel 0768-82-1006
http://jyoukoujinoto.com

真宗大谷派 乗光寺

家
族
運
営
で

奥
能
登
の
文
化
と
信
仰
を

体
験
し
て
も
ら
う

寺
院
を
残
す
た
め

門
徒
会
館
を
宿
坊
に

テラハク
レポート

宿泊で寺社と地域を元気にする
宿坊ポータル「テラハク」

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

夕食には坊守オリジナルレシピのごま
豆腐のほか、寺に伝わる煮物など伝
統料理が並ぶ。食事の内容は宿泊
者と相談して決めているが、能登牛や
麹漬けなど（写真左）、能登ならでは
の味も提供している

朝食は紅副住職の手づ
くりパンとジャムを中心と
した洋食を提供する

プラスチックゴミを減らしたいとの思いで紅副
住職が染めた布製アメニティポーチも好評

宿坊から歩いて数分で海へ。早朝の景
色を眺める散歩も心地いい。宿坊とな
る庫裡は木造２階建て。２階の二間続
きの客室（写真右）のほか、庭園が見
える部屋もある。最大20名の合宿にも
対応。食事室の隣には囲炉裏の間（写
真左）もあり、外国人に特に人気

メ
ニ
ュ
ー
。
副
住

職
で
あ
る
坊
守
の

娘
、
紅こ

う

さ
ん
は
染

色
家
で
も
あ
り
、

宿
泊
者
向
け
に
能
登
の
植
物
を
使
う
染

め
物
体
験
を
実
施
。
ま
た
数
珠
づ
く
り
や

ヨ
ガ
と
い
っ
た
文
化
体
験
の
ほ
か
、
寺
の

行
事
に
合
わ
せ
て
門
徒
と
と
も
に
お
斎
や

お
飾
り
盛
の
手
伝
い
も
で
き
る
。
体
験
の

な
か
に
信
仰
文
化
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る

の
は
、
寺
な
ら
で
は
と
い
え
る
。

 

「
た
だ
泊
ま
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
は
駄

目
。
能
登
の
伝
統
や
お
寺
の
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
う
。
宿
坊
を
き
っ
か
け
に
、
寺
を

こ
れ
か
ら
も
人
が
集
ま
る
場
に
し
て
い
か

な
い
と
。
だ
か
ら
来
て
く
れ
た
人
を
、
最

大
限
の
お
も
て
な
し
で
迎
え
ま
す
」。
何

よ
り
、
人
と
話
す
こ
と
が
大
好
き
な
坊
守

が
い
る
こ
と
。
こ
れ
も
大
き
な
魅
力
だ
。
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Vol.30

創刊30号記念ということで、表紙デザイン
で冒険をしてみた。伝統を未来へとつなぐ
明日へのチャレンジを応援したいという決意
表明でもある。新型コロナウイルスの感染が
拡大し、その影響は計り知れないが、寺社
と地域が共にたくましく未来へ向かうための
ヒントを探り続けたい。 　              　（W）

宿坊開設に向けて門徒会館を改装した時
期を振り返り、「あの時でよかった、今だっ
たらもう、手遅れだった」と乗光寺の落合
誓子坊守（26頁）。何事にも「今」がある。
見極めのコツは、時勢に加え、地域全体
を見渡しておくことだろう。これからもみな
さまの「今」に寄り添っていく。　　　　（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
等に転載することは違法となります。

次号は
2020年5月発行の

予定です。

寺社 Now
第30 号　令和 2年3 月発行

「昔は神輿も出ていたし流鏑馬もあったし、神社の祭りもあった。それを一つひとつ復興しています」。長崎県にある諫早神社（24頁）宮本宮司の言葉だ。神社の行
事が廃れてしまい、地域と疎遠になっていた。行事の復活が、地域とのつながりを再構築している。

「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.30

寺
社
の

“い
ま”を伝える情

報
誌

寺社ウェルネスが
新たなご縁をつなぐ

特 集 1

井戸から始まる
にぎわい創出

防災だけではない活用も
特 集 2

創
刊

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

日本の「当たり前」を
外国人旅行者に
知ってもらう

同じ内容であることに意味がある
　国が違えば文化や習慣も違う。つまり我 日々本
人にとっての当たり前が、外国人旅行者にとっては
そうでない場合も多 あ々るということ。外国人旅行
者が年々増加している状況のなか、日本のマナー
や文化、風習への理解を促し、より気持ちよく日本
での旅行を楽しんでもらおうと、観光庁が今年 1
月、訪日外国人旅行者向けのマナー啓発動画を
発表した。
　神社仏閣・伝統建築物編、歩き方編、公共交
通機関編、温泉・宿泊施設編のほか、写真撮
影編、飲食店編、公共スペース編は各２種類が
用意されている。加えて各動画には英語、中国語

（簡体字、繁体字）、韓国語版を用意。ウェブサ
イト上に約60秒のフルバージョンと15秒のショー
トバージョンが上げられており、公式サイトから入
手できる利用届書に示された条件の範囲内であ
れば、データをダウンロードして自由に利用できる。
さらに、高解像度の動画が必要な場合は利用届
書をファックスすれば、データを提供してもらえる。
　たとえば神社仏閣・伝統的建築物編の動画を
全国の寺社がそれぞれの公式サイトや SNS など
を利用して発信することによって、外国人旅行者に
対して広く、そして繰り返しメッセージを届けること
が可能になる。これが各地の寺社や自治体が個
別に制作したものである場合、内容にバラつきが
生じるため、日本全体の共通のマナーであることが
伝わりにくい。
　ただしこうした動画を利用するのと同時に、それ
ぞれの思いや伝えたいメッセージは積極的に個別
に発信していくことも大切にしてほしい。

■訪日外国人向けマナー啓発動画

「THE RESPONSIBLE TRAVELER」
制作／観光庁
・ダウンロードサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000113.html
・YouTube
https://www.youtube.com/user/kankocho

神社仏閣・伝統的建築物編
寺社のような伝統的建築物で伝えたいマナーは２つ。1つ目は「It’s
best not to touch old buildings.（古い建物には触れない方がいいで
すよ）」。動画では障子に穴を開けて中を覗こうとしている黒子に、忍
者が「Please admire them without touching.（触れずにそれらを鑑
賞してください）」と教える。２つ目は「Please do not disturb people 
visiting a temple or shirine to pray.（寺社に参拝している人を邪魔
しないで）」。賽銭箱の前ではしゃいでいる黒子に、「Taking pictures 
is often not allowed in scared places.（神聖な場所で写真撮影
はダメです）」と忍者。シンプルな動画だが、大切なメッセージだ。

外国人に人気の日本的アイコンである空手家・芸妓・侍・力士・忍
者が各動画でマナーを啓蒙する 寺

社
に
関
す
る
話
題
の
動
画
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
。
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