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神道、伊勢、皇學館大学：過去、現在、未来 

持続可能性との関わりに焦点を当てる研究者として、そしてインディジナスな文化

が知識の体系としてますます価値が高まっていることを見て、私は神道、伊勢、そして将

来の神職や巫女を養成する日本のわずか２つの大学の一つである皇學館大学との関連性を

探求するために、「伊勢」と日本スタディプログラムに応募しました。そこには、神道と伊

勢の歴史、発展、そして時間を通じた変化に関する講義、現地訪問、日本の文化と思考に

触れる実地活動が含まれていました。これらの深い学習経験の融合により、私は時間、環

境、人々の３つの視点を通じて持続可能性を考えるようになりました。 

 

時間を通じた持続可能性（心のよりどころ） 

1300 年以上にわたって 20 年ごとに行われてきた式年遷宮の儀式について学んだこ

とは、持続可能性についての考え方を変えました。最初は、持続可能性は資源の使用を減

らし、環境を保護することを意味すると思っていましたが、他の参加者との授業や討論を

通じて伝統と森林管理について学んだ後、現代において自然と共存するということは、単

に保護するだけでなく、木材を規制することも意味すると気づきました。伊勢神宮の再建

における主要な資源としての木材の利用を制御することが重要であることが分かりました。

式年遷宮の伝統を維持する精神により、当局は伐採された木を再植林し、最終的には木材

の伐採よりも高い割合で木を取り替える計画を立てました。これは、特定の伝統が持続可

能性の取り組みを豊かにし、それを維持するための革新的な解決策を促進する方法を示し

ています。伊勢周辺の様々な博物館では、式年遷宮の過程で必要な技術と努力を展示し、

このグローバル化された、速い世界の中で失われつつある伝統を守っています。また、熱

心に語られ解説された神道、伊勢、そして皇學館大学の豊かで長い歴史は、我々が存在す

る空間の歴史を理解することが、私たち自身をより良く理解するのにどれほど役立つかを

反映しています。数々の世代を通じて伝わってきた歴史は、私たちが過去の知恵と経験の

積み重ねの結果として存在し、私たちを「こころのよりどころ」という精神的な支えに根

ざしています。 

 

環境を通じた持続可能性（一期一会） 

神道の定義は未だにやや複雑ですが、神社が滝、岩、山などのために建てられてき

たり、建てられていることは、神道が自然を尊重していることを反映しています。確かに、

伊勢内宮や外宮、那智の滝、熊野参詣道などへのフィールドトリップは深い印象を残しま

した。人間と自然の相互関係を言葉で表現することは難しいですが、森や山に浸かること



で、参加者全員が相互に繋がっていることを理解し、より尊重し、責任を持つべきだとい

う認識が生まれます。私が通う都市部の東京と伊勢地方の自然と地域コミュニティとの深

い関係を対比させると、自然と接触することで精神的な養いを受けることの貴重さに気付

きました。たぶん、「一期一会」の経験が、その瞬間に完全に存在し、自然に対する感謝と

感謝の気持ちを感じることが、人間の行動を向上させ、自然界をより良く共存し、保護す

ることにつながるでしょう。 

 

人々を通じた持続可能性（平和） 

既に決まった講義やフィールドトリップに加えて、私たちは伊勢神宮での特別な礼

拝式や神楽の儀式にも参加する機会を得ました。また、橿原神宮の訪問、刀の展示や初代

天皇である神武天皇陵を見学しました。これらの場所訪問がより意味深いのは、伝統と環

境を継続し維持する責任者と出会い、自分自身の理解と組み合わされたことです。熊野本

宮の神官は、ユネスコの世界遺産である神社が旅行先やバケットリストであるだけでない

ことを理解してもらいたいと語りました。異なる信仰やバックグラウンドを持つ人々が、

二つのお辞儀、二つの手拍子、一つのお辞儀という簡単な行為を通じて一時的につながり、

私たちが異なるにもかかわらず、同じ世界を共有する相互依存の存在であることを理解す

ることができます。したがって、異文化間や異宗教間の対話は、私たち自身や周りに存在

する多様性への理解を高め、非物質的な平和の概念により近づけることができます。 

 

総括すると、皇學館大学は、異なる学問分野や出自の学者が集まり、伊勢および日

本研究プログラムを通じて得られた独特の経験を共有する場所です。伊勢や神道の日常生

活、神職、そして広範な歴史に浸ることは確かに貴重な経験です。私たちは、国連、ユネ

スコ、世界銀行、OECD などの競合する国際機関を通じて、持続可能な開発目標、グロー

バル市民、グローバルコンピタンスの弁論が、しばしば西洋的かつ新自由主義的な性格を

持つ現代にいます。したがって、研究者として、将来的には皇學館大学との共通の絆を通

じて他の研究者と協力する機会を望んでいます。協力を通じて、皇學館大学が伊勢神宮、

地域コミュニティ、そして時には見えない神道の世界との密接な関係を持つ大学としての

特異な位置を活用し、持続可能性に対する私たちの見解を発見し、形作り、より世界へと

広めることができればと思います。日本だけではなく、世界的にも。複雑なグローバルな

課題に直面する世界を前進するためには、学術界、政府、市民社会、そして伊勢と皇學館

大学を中心にしたコミュニティが、お互いと世界社会と積極的に関わり、知識を持続可能

な未来に変革することができるはずです。 

最後になりますが、皇學館大学の教授、国際交流のスタッフや生徒、伊勢市役所、伊勢神

宮の神職、そしてこの素晴らしいプログラムの企画に関わったすべての方々に、感謝と感

謝の意を再度表したいと思います。ここで得た経験と知識は、より良い研究者だけでなく、

より良い人間になるための旅で大切にします。 



Huijia Teh (Malaysia) 

 

Shinto, Ise, and Kogakkan University: Past, Present, and Future 

 

 As a researcher focusing on higher education’s engagement with sustainability, and seeing how 

indigeneity is increasingly valued in the body of knowledge, I applied for the Ise and Japan Study Programme 

hoping to discover the nexus between Shinto, Ise, and Kogakkan University as one of the only two universities 

in Japan that train future Shinto priests and priestesses. The programme included lectures on the history, 

development, and changes through time of Shinto and Ise, field trips to the sites, as well as hands-on activities 

that expose us to Japanese culture and way of thinking. This amalgamation of deep learning experiences led 

me to consider sustainability through three perspectives: time, environment, and people. 

 

Sustainability through Time (Yori Dokoro) 

Learning about the ritual of Shikinen Sengu that has happened every twenty years since more than 1300 years 

ago, reshaped the way I thought about sustainability. At first, I thought sustainability meant reducing the use 

of resources and protecting the environment, but after learning about the traditions and forest management 

through lessons and discussions with other participants, I realised that to co-exist with nature in modern times 

also means to not only conserve but regulate timber, a major resource in the rebuilding of the Ise Shrine. With 

the spirit of maintaining the tradition of the Shikinen Sengu, the authorities also planned for the replanting of 

trees that were cut down, aiming to eventually replace trees at a higher rate than the trees chopped down for 

timber. This shows how certain traditions could enrich sustainability efforts and stimulate innovative solutions 

in order to maintain them. The various museums around Ise display the craftsmanship and efforts needed 

during the Shikinen Sengu processes, guarding the tradition from getting lost in this globalised, fast-paced 

world situated within Japan’s aging population. The rich, long history of Shinto, Ise, and Kogakkan University, 

narrated and explained passionately by the professors, Shinto priests, and the locals reflect how knowing and 

understanding the history of the space we are in can help us comprehend ourselves better. History, passed 

through countless generations, underscores the foundations of our ‘yori dokoro’, or spiritual support, anchoring 

us to our existence as the culminated outcomes of past wisdom and experiences. 

 

Sustainability through the Environment (Ichi Go Ichi E) 

Although the definition of Shinto still remains elusive, the way shrines were and are built for waterfalls, rocks, 

mountains and such reflects Shinto’s reverence for nature. Indeed, field trips to the Ise Inner and Outer Shrine, 

the Nachi Waterfall, Kumano Pilgrimage Route and other sites left a profound impact. It is difficult to verbally 

express the interrelatedness between humans and nature, but being immersed in forests and mountains brings 

an inexplicable awareness of how we are all interconnected and should be more respectful and responsible 

towards each other. Contrasting the metropolitan Tokyo where I attend university and the Ise region’s deep-

rooted connection with nature and the local community, I realised how precious it is to receive spiritual 

nourishment through slowing down and coming into contact with nature. Perhaps, the ‘Ichi Go Ichi E’ 

experience of being fully present in the moment and feeling the gratitude and appreciation for nature could 

inspire human action towards better coexistence and protection of the natural world. 



 

Sustainability through People (Peace) 

Apart from the scheduled lectures and field trips, we were fortunate enough to also participate in the special 

worship ceremony at Ise Grand Shrine, followed by a sacred Kagura ceremony. Also, there was an optional 

tour to Kashihara Shrine, where we visited a katana exhibit and the Mausoleum of Emperor Jimmu, Japan’s 

first emperor. What made these site visits more meaningful was meeting the people in charge of continuing 

and maintaining the traditions and environment, combined with our own understandings of the spaces. The 

priest at Kumano Hongu talked about how he hopes that people visiting the UNESCO World Heritage Site 

could understand that the shrine representing Shinto is not only a travel destination or a bucket list. Through 

the simple act of two bows, two claps, one bow, people of different faiths and backgrounds could momentarily 

connect through the ritual and understand that despite our differences, we are all interdependent beings sharing 

the same world. Therefore, intercultural and interfaith dialogues could enhance our appreciation of ourselves 

and the diversity that exists around us, bringing us closer to the intangible notion of peace. 

 

To tie it all together, Kogakkan University is the space where scholars from different disciplines and 

origins came together to interact and share in the unique experiences gained through the Ise and Japan Study 

Programme. It is indeed an invaluable experience to immerse in the everyday life, sacred traditions and 

extensive history of Ise and Shinto. We are in an era where global governance materialises through competing 

international organisations such as the UN, UNESCO, World Bank, OECD, with their rhetoric on SDGs, global 

citizenship, global competencies often being onto-epistemologically Western and neoliberal in nature. Hence, 

as a researcher, I wish for future opportunities to collaborate with other researchers through our shared ties 

with Kogakkan University. Through collaboration, we could potentially leverage Kogakkan University’s 

distinctive position as a university with close ties to the Ise Grand Shrine, the local community and the 

sometimes-elusive Shinto world to discover, shape and disseminate our outlook towards sustainability to the 

outside world, not only within Japan but also globally. To move forward in a world facing complex global 

challenges, academics, the government, and civil society and the community with Ise and Kogakkan University 

at the centre could and should proactively engage with each other and the global society to transform 

knowledge for a more sustainable future. 

 

Last but not least, I would like to reiterate my gratitude and appreciation for the professors, 

international exchange department staff and students of Kogakkan University, Ise City government, Ise Shrine 

priests, and everyone who was involved in organising this wonderful programme. I will certainly treasure the 

experiences and knowledge I have gained here on my journey to be not only a better researcher, but also a 

better human being. 
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