
積
み
重
ね
る
努
力
の
先
に
遷
宮
が
あ
る

山
口

伊
勢
神
宮
で
は
、今
、二
〇
年
に
一
度
の
「
式

年
遷
宮
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

鷹
司

十
月
に
行
わ
れ
る
「
遷
御
の
儀
」
を
も
っ
て

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
ま
す
。
二
〇
〇
四（
平
成

十
六
）年
四
月
の
天
皇
陛
下
に
よ
る
ご
聴
許
に
始
ま

り
、
足
か
け
八
年
の
神
宮
最
大
の
祭
典
で
す
。
遷
宮

の
歴
史
は
一
三
〇
〇
年
と
い
わ
れ
て
い
て
、
大
和
朝

廷
、
つ
ま
り
律
令
国
家
が
成
立
す
る
こ
ろ
か
ら
続
い

て
い
ま
す
。
天
武
・
持
統
天
皇
の
時
代
、
天
皇
陛
下

ま
つ
り
ご
と

が
元
首
と
し
て
祭
り
と
政
を
行
っ
て
い
た
時
代
か
ら

続
く
祭
祀
で
す
。

遷
宮
に
あ
た
っ
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
方

向
か
ら
ご
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

一
つ
目
は
、
三
〇
以
上
に
上
る
諸
祭
・
諸
行
事
を

執
り
行
う
こ
と
で
、
両
正
宮（
皇
大
神
宮
と
豊
受
大

神
宮
）と
一
四
あ
る
別
宮
を
含
め
る
と
二
〇
一
五
年

の
三
月
に
完
了
し
ま
す
。

二
つ
目
は
、
大
御
神
を
お
遷
し
す
る
た
め
の
ご
社

殿
を
新
築
す
る
こ
と
で
す
。
ご
社
殿
だ
け
で
な
く
、

大
御
神
の
身
の
回
り
の
御
料
、
御
装
束
神
宝
等
す
べ

て
を
新
し
く
し
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
づ
く

り
に
か
か
わ
る
準
備
が
あ
り
ま
す
。

三
つ
目
は
、
行
事
を
運
営
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ご

浄
財
を
集
め
る
こ
と
で
す
。
戦
後
、
神
宮
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）の
神
道
指
令
の

も
と
宗
教
法
人
と
な
り
、
い
わ
ば
官
か
ら
民
に
移
行

し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
が
国
費
で
行
っ
て
き

た
遷
宮
を
神
宮
が
代
行
す
る
か
た
ち
と
な
り
、
全
国

（
企
業
・
団
体
・
個
人
）か
ら
奉
賛
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
募
財
活
動
も
重
要
な
要
素
と
な
っ

て
い
ま
す
。

山
口

八
年
に
わ
た
る
準
備
期
間
に
は
、
相
当
な
ご

苦
労
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

鷹
司

七
年
前
に
財
団
法
人
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
奉

賛
会
が
立
ち
上
が
り
、
募
財
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
東
日
本
大
震
災
な
ど

想
定
外
の
出
来
事
が
相
次
い
で
起
こ
り
心
配
し
ま
し

た
が
、
予
定
よ
り
も
一
年
早
く
目
標
を
達
成
で
き
ま

し
た
。
非
常
に
心
強
く
、
ま
ず
も
っ
て
お
力
添
え
を

い
た
だ
い
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
殿

舎
ご
造
営
、
御
装
束
神
宝
の
調
進
も
万
端
滞
り
な
く
、

こ
の
う
え
は
、
神
宮
職
員
一
丸
と
な
っ
て
遷
御
の
儀

を
見
事
麗
し
く
ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

遷
宮
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代

状
況
の
な
か
で
、
精
一
杯
の
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
代
ま
で
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と

感
じ
ま
す
。

例
え
ば
、
応
仁
の
乱
に
始
ま
る
戦
国
時
代
に
は
、

約
一
二
〇
年
間
、
中
断
や
延
期
が
あ
り
ま
し
た
。
仮

遷
宮
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
終
戦
直
後
の
一
九
四
九（
昭
和
二
十
四
）年
の

遷
宮
の
場
合
は
、
当
時
の
国
民
の
状
況
に
鑑
み
て
、

昭
和
天
皇
が
無
期
延
期
を
ご
決
断
さ
れ
ま
し
た
が
、

国
民
か
ら
の
再
興
を
望
む
声
が
強
く
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
後
の
一
九
五
三（
昭
和
二
十

八
）年
に
実
現
し
ま
し
た
。

私
は
、
ベ
ス
ト
エ
フ
ォ
ー
ト
、
す
な
わ
ち
、
限
ら

れ
た
条
件
の
も
と
で
最
善
の
努
力
を
す
る
こ
と
を
神

宮
は
こ
れ
ま
で
大
事
に
し
て
き
た
、
現
在
も
大
事
に

し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
難
し
い
局
面
で
あ
っ

て
も
、
あ
き
ら
め
ず
に
、
今
で
き
る
ベ
ス
ト
の
こ
と

を
確
実
に
や
っ
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
次
に
つ
な
が

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

山
口

鷹
司
大
宮
司
は
、「
変
わ
り
続
け
て
い
る
か

ら
変
わ
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
ね
。

鷹
司

例
え
ば
、
ご
社
殿
の
お
建
て
替
え
や
御
装
束

神
宝
の
調
進
に
つ
い
て
、
二
〇
年
前
と
寸
分
も
変
え

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
素
材
や
匠

の
技
に
も
移
ろ
い
が
あ
り
、
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
固
定
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
に

で
き
る
ベ
ス
ト
は
何
か
を
見
い
だ
し
、
多
少
変
わ
っ

て
も
、
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
る
こ
と
が

大
事
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
原
点
の
部
分

は
変
わ
ら
ず
に
守
ら
れ
る
の
で
す
。
目
に
見
え
な
い

部
分
、
五
穀
豊
穣
、
国
家
・
国
民
の
幸
せ
を
祈
る
心

そ
の
も
の
は
、
一
三
〇
〇
年
た
っ
て
も
変
わ
り
ま
せ

ん
。
今
な
お
生
き
て
い
る
の
で
す
。

山
口

私
は
、
日
本
人
の
常
に
若
々
し
く
元
気
で
あ

り
た
い
と
い
う
思
い
、
す
な
わ
ち
「
常
若
」
の
精
神

を
遷
宮
に
託
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
鷹

司
大
宮
司
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
形
は
変
わ
っ
て

い
く
け
れ
ど
、
新
し
い
ご
社
殿
を
お
つ
く
り
し
、

新
し
い
心
で
神
様
を
お
迎
え
す
る
。
お
祀
り
す
る

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

天
照
大
御
神
に
、
い
つ
も
若
々
し
く
元
気
で
い
て

い
た
だ
く
こ
と
が
、
私
た
ち
民
族
の
幸
福
に
つ
な
が

対談 鷹司尚武（神宮大宮司）×山口昌紀（歴史街道推進協議会会長）

グローバル化のなかで日本文化・精神を
いかに継承していくか
――伊勢神宮式年遷宮に込めた思いと「歴史街道」の今日的意義

長
く
続
い
た
閉
塞
状
況
を
打
破
し
、
日
本
が
再
び
輝
き
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
日
本
文
化
の
力
を
自

ら
の
も
の
と
し
、
国
の
力
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
日
本
の
伝
統
や
歴

史
・
文
化
を
見
直
し
、
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
再
確
認
を
促

し
、
国
際
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
も
つ
な
が
る
。
今
年
、
伊
勢
の
神
宮
で
は
、
二
〇
年

に
一
度
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
。
遷
宮
を
通
じ
て
伝
統
や
文
化
を
守
り
続
け
る
伊
勢
神
宮
の

思
い
を
伺
い
な
が
ら
、日
本
の
歴
史
文
化
を
内
外
に
伝
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
「
歴
史
街
道
」

の
意
義
を
踏
ま
え
、
次
代
を
担
う
若
者
た
ち
に
何
を
伝
え
、
日
本
人
と
し
て
国
際
社
会
に
お
い
て
ど

う
振
る
舞
う
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
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る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
遷
宮
の
意
義
の
一

つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鷹
司

同
感
で
す
。
形
あ
る
も
の
は
い
つ
か
崩
れ
ま

す
。
永
遠
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
二
〇

年
に
一
度
、
形
を
新
し
く
す
る
こ
と
で
再
生
し
ま
す
。

生
命
体
に
は
、
古
い
細
胞
が
新
し
い
細
胞
に
正
し
く

遺
伝
子
を
移
し
て
い
く
機
能
が
あ
る
の
と
同
じ
こ
と

で
す
。

遷
宮
の
行
事
は
、
十
月
の
内
宮
・
外
宮
両
正
宮
の

遷
御
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
す
が
、
そ
の
後
、
一
四

の
別
宮
に
つ
い
て
も
約
一
年
か
け
て
遷
御
を
行
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
摂
社
・
末
社
・
所
管
社
な
ど
に
つ
い

て
は
、
そ
の
後
、
大
宮
司

の
裁
量
で
漸
次
建
て
替
え

て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
式
年
遷
宮

は
神
宮
に
と
っ
て
最
大
の

祭
典
で
あ
り
ま
す
が
、
私

は
、
祭
祀
の
カ
ナ
メ
は
毎

日
、
神
様
に
お
食
事
を
差

し
上
げ
る
「
日
別
朝
夕
大

御
饌
祭
」
に
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
神
事
だ

け
は
、
戦
国
時
代
も
戦
時

中
の
空
襲
が
あ
っ
た
時
も
、

一
五
〇
〇
年
間
、
一
日
た

り
と
も
絶
や
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

れ
が
原
点
で
あ
り
、
基
礎

な
の
で
す
。
毎
日
の
基
礎
が
で
き
て
い
れ
ば
、
遷
宮

の
よ
う
な
大
き
な
行
事
も
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
す
。
先
人
た
ち
が
積
み
重
ね
て
き
た
不
断
の

努
力
に
、
た
だ
た
だ
敬
意
を
表
す
る
ば
か
り
で
す
。

受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
文
化
・
精
神

山
口

私
が
大
学
で
受
け
た
、
忘
れ
ら
れ
な
い
講
義

が
あ
り
ま
す
。
確
か
先
生
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
わ
れ
わ
れ
の
ご
先
祖
様
は
、

こ
の
国
で
二
〇
〇
〇
回
の
米
づ
く
り
を
行
っ
て
、
現

在
に
至
る
。
そ
の
二
〇
〇
〇
回
の
米
づ
く
り
の
間
に
、

日
本
の
文
化
が
育
ま
れ
た
。
こ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
」
と
。
私
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い

ま
し
た
。

多
く
の
人
が
協
力
し
て
初
め
て
成
立
す
る
米
づ
く

り
を
営
々
と
続
け
る
な
か
で
育
ま
れ
た
精
神
が
、

「
自
然
や
他
人
と
の
協
調
」「
助
け
合
い
」「
粘
り
強

く
続
け
る
こ
と
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
日
本
人
に
結

実
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
西
洋

の
狩
猟
民
族
の
文
化
と
は
対
照
的
で
す
。
田
に
水
を

引
く
に
は
高
度
な
土
木
技
術
が
必
要
で
す
し
、
村
総

出
で
や
ら
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。
個
人
の
意
見
で

な
く
集
団
の
意
見
が
優
先
し
ま
す
。
ま
さ
に
、
聖
徳

太
子
の
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
い
う
精
神
で

す
。ま

た
、
古
代
の
日
本
は
ア
ジ
ア
の
最
果
て
の
地
で

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
流
れ
込
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
が
神
様
を
持
っ
て
お
り
、
部
族
同

士
の
争
い
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
最
終
的

や
お
よ
ろ
ず

に
は
互
い
の
神
様
を
認
め
合
い
、
そ
れ
が
八
百
万
の

神
と
な
り
ま
し
た
。
話
し
合
い
に
よ
っ
て
、
互
い
の

価
値
観
を
認
め
合
う
よ
う
な
精
神
が
、
日
本
文
化
の

根
底
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

人
間
を
自
然
の
一
部
と
考
え
る
こ
と
も
、
日
本
文

化
の
特
徴
だ
と
い
え
ま
す
。
日
本
列
島
に
は
四
季
が

あ
り
、
農
耕
民
族
と
し
て
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
暮

ら
し
て
き
ま
し
た
。
西
洋
の
よ
う
に
自
然
を
征
服
す

る
と
い
う
文
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
生
け

花
の
よ
う
な
床
の
間
に
花
を
生
け
る
文
化
は
、
自
然

を
家
の
な
か
に
持
ち
込
ん
で
愛
で
る
行
為
の
現
れ
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
然
を
敬
い
、
隣
人
と
協
力
し

て
、
共
同
で
米
を
つ
く
る
。
こ
れ
が
日
本
文
化
の
原

点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鷹
司

伊
勢
に
神
宮
が
建
て
ら
れ
た
経
緯
を
考
え
る

と
、
山
口
会
長
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
、
よ
く
わ
か

り
ま
す
。

に
に
ぎ
の
み
こ
と

日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
天
孫
・
邇
邇
芸
命
の
降
臨

に
際
し
、
天
照
大
御
神
は
三
種
の
神
器
と
一
握
り
の

稲
穂
を
お
授
け
に
な
り
ま
し
た
。
神
器
の
一
つ
が
神

や
た
の
か
が
み

宮
の
ご
神
体
で
あ
る
八
咫
鏡
で
す
。八
咫
鏡
は
、初
代

の
神
武
天
皇
に
受
け
継
が
れ
、
代
々
の
天
皇
が
宮
中

奥
深
く
、
自
ら
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
〇
代
の
崇
神
天
皇
の
御
代
に
、
同
じ
御
床
で
寝
起

き
す
る
の
は
畏
れ
多
い
と
別
殿
に
奉
斎
さ
れ
ま
し
た
。

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

さ
ら
に
、
一
一
代
垂
仁
天
皇
は
皇
女
・
倭
姫
命
を

つ
け
て
、
ふ
さ
わ
し
い
聖
地
を
求
め
る
旅
に
お
出
し

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
伊
勢
に
落
ち
着

か
れ
た
わ
け
で
す
。

宮
中
の
奥
深
く
に
祀
ら
れ
て
い
た
ご
神
体
を
外
へ

お
出
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
中
に
そ
の
存
在
を

知
ら
し
め
、
天
照
大
御
神
は
、
八
百
万
の
神
の
頂
点

に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
同
時
に
、
こ
の
倭

姫
命
の
旅
は
稲
作
を
伝
授
し
、
文
化
を
伝
播
す
る
旅

で
も
あ
り
ま
し
た
。
山
口
会

長
の
お
っ
し
ゃ
る
米
づ
く
り

が
信
仰
と
と
も
に
広
ま
っ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

天
照
大
御
神
は
、
氏
族
の

長
が
祀
る
神
々
の
上
に
立
つ

神
様
で
す
。
伊
勢
の
末
社
・

所
管
社
は
、
ほ
と
ん
ど
が
そ

れ
ぞ
れ
土
地
の
神
様
で
す
が
、

そ
う
し
た
神
々
を
征
服
し
た

の
で
は
な
く
、
認
め
合
い
、

譲
り
合
い
な
が
ら
治
め
て
い

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
日
本
神

道
の
特
色
で
あ
り
、
日
本
文

化
の
特
色
と
も
い
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
口

い
じ
め
や
体
罰
な
ど

を
例
に
あ
げ
て
、
そ
う
し
た

日
本
人
の
価
値
観
、
美
徳
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
声
を
聞
き
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
、
個
人
的
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
心
配

し
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
な
か
に
、
確

固
と
し
た
文
化
、
道
徳
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
信

じ
て
い
ま
す
。
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
生
活
様
式
で

す
。
核
家
族
化
が
進
行
し
、
村
社
会
、
共
同
体
の
精

神
を
教
え
る
場
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

日
本
人
の
心
の
な
か
か
ら
文
化
や
道
徳
が
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

東
日
本
大
震
災
で
は
、
日
本
人
の
モ
ラ
ル
の
高
さ
、

助
け
合
い
の
精
神
が
再
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
海
外
か

ら
も
賞
賛
さ
れ
ま
し
た
が
、
困
っ
た
と
き
の
助
け
合

い
は
、
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
、
ご
く
当
た
り
前

の
行
為
で
す
。
安
倍
首
相
は
、
美
し
い
、
強
い
日
本

を
取
り
戻
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
教
育
改
革
を
進
め

て
い
ま
す
。
日
本
人
の
美
徳
が
、
戦
後
の
教
育
の
な

か
で
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
日
本
人
の
心
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
変

わ
っ
て
い
な
い
し
、
大
震
災
を
一
つ
の
契
機
と
し
て

も
う
一
度
見
直
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

鷹
司

私
も
心
配
し
て
い
ま
せ
ん
。
要
は
、
ど
れ
ぐ

ら
い
の
ス
パ
ン
で
物
事
を
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

神
宮
の
森
は
豊
か
な
緑
に
溢
れ
て
い
ま
す
が
、
実

は
、
一
〇
〇
年
前
に
は
半
分
ぐ
ら
い
が
は
げ
山
だ
っ

た
の
で
す
。
江
戸
時
代
に
「
お
伊
勢
参
り
」
が
流
行

し
、
当
時
の
人
口
の
約
一
〇
分
の
一
が
伊
勢
に
押
し

寄
せ
ま
し
た
。
彼
ら
が
宿
泊
す
る
の
に
、
食
事
を
つ

１９４５年東京都生まれ。旧姓松平尚武。五摂家の一つ鷹司家を継ぎ、
２７代目当主。先の神宮祭主・鷹司和子（昭和天皇第三皇女）の養嗣子。
２００３年NEC通信システム社長就任、２００７年６月退任。天皇陛下の
御裁可を仰ぎ、同年７月、戦後９人目となる神宮大宮司に就任した

１９３６年生まれ。奈良県出身。２００３年近畿日本鉄道社長就任、２００７年
から会長。１９９６年に神職の資格を取得。２００７年から歴史街道推進協
議会の会長を務めている

山
口
昌
紀

や
ま
ぐ
ち

ま
さ
の
り

歴
史
街
道
推
進
協
議
会
会
長

近
畿
日
本
鉄
道
会
長

鷹
司
尚
武

た
か
つ
か
さ

な
お
た
け

神
宮
大
宮
司
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く
っ
た
り
、
風
呂
を
沸
か
し
た
り
す
る
た
め
に
、
大

量
の
木
材
が
消
費
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
大
正
時
代
に
、
二
〇
〇
年
計
画
で
植
林

を
始
め
た
の
で
す
。
二
〇
〇
年
後
に
は
こ
の
山
か
ら

採
れ
た
御
用
材
を
用
い
て
遷
宮
を
で
き
る
よ
う
、
当

時
の
科
学
の
粋
を
集
め
て
行
わ
れ
た
大
事
業
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
た
っ
て
、
う
れ
し
い
こ
と
に
、

今
度
の
遷
宮
で
は
、
二
割
程
度
の
御
用
材
を
賄
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
長
い
ス
パ
ン
で
解
決
策
を
考
え
る
こ
と
も

大
切
で
す
。
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
文
化
、
精
神
を

取
り
戻
す
に
は
、
五
年
や
一
〇
年
で
は
難
し
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
夢
を
持
っ
て
一
〇
〇
年
、

二
〇
〇
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
考
え
る
な
ら
ば
、
必
ず

取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
楽
観
的
に
考
え
て
い
ま

す
。

山
口

私
が
常
々
申
し
あ
げ
て
い
る
の
は
、
経
済
が

疲
弊
し
、
危
機
に
陥
っ
た
国
で
も
、
民
族
の
誇
り
と

文
化
を
持
ち
続
け
る
限
り
滅
び
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
文
化
を
維
持
す
る
媒
体
は
人
間
そ
の

も
の
で
す
。
日
本
文
化
を
い
か
に
守
っ
て
い
く
か
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
す
。

日
本
語
は
仲
間
内
の
言
葉
、
関
係
者
の
言
葉
で
す

か
ら
、
主
語
が
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
お
互
い
に
顔

を
見
れ
ば
わ
か
る
、「
私
」
を
言
挙
げ
す
る
必
要
の

な
い
文
化
で
す
。

鷹
司
大
宮
司
の
植
林
の
お
話
で
思
い
出
し
ま
し
た

が
、
以
前
、
古
都
飛
鳥
保
存
財
団
の
勉
強
会
で
、
高

句
麗
の
広
開
土
王
碑
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
中
国
の
長
春
か
ら
鉄
道
で
鴨
緑
江
ま
で
行
き
ま

し
た
。
そ
の
時
、
長
春
を
離
れ
る
と
、
日
本
の
里
山

を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

私
が
「
日
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
」
と
つ
ぶ
や
く
と
、

ガ
イ
ド
を
し
て
く
れ
た
中
国
の
方
が
こ
う
言
い
ま
し

た
。「
こ
の
山
は
、
戦
前
、
日
本
の
開
拓
団
が
入
っ

て
き
て
、
は
げ
山
に
木
を
植
え
た
も
の
で
す
。
そ
れ

が
半
世
紀
た
っ
て
、
自
然
の
山
に
な
り
ま
し
た
。
日

本
人
は
す
ご
い
で
す
ね
」
と
。

人
間
は
自
然
と
一
体
だ
と
い
う
感
覚
が
、
日
本
人

に
は
あ
り
ま
す
。
は
げ
山
を
見
る
の
が
忍
び
な
く
、

ご
く
当
た
り
前
の
行
為
と
し
て
、
植
林
を
行
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
人
知
れ
ぬ
異
国
の
地
で
、
ま

さ
に
百
年
の
大
計
を
行
っ
て
い
た
人
た
ち
の
こ
と
を

思
う
と
、
同
じ
日
本
人
と
し
て
誇
ら
し
い
気
持
ち
が

し
ま
す
。

技
を
支
え
る
日
本
人
の
心
を
学
ぶ

山
口

私
が
会
長
を
務
め
て
い
る
歴
史
街
道
推
進
協

議
会
は
、「
世
界
を
考
え
る
京
都
座
会（
座
長
松
下
幸

之
助
、
ま
と
め
役
は
堺
屋
太
一
）」
が
一
九
八
八
年

三
月
に
発
表
し
た
「
歴
史
街
道
づ
く
り
の
提
言
」
を

受
け
、
一
九
九
一（
平
成
三
）年
四
月
に
官
民
六
二
団

体
で
発
足（
二
〇
一
三（
平
成
二
十
五
）年
現
在
二
〇

二
団
体
）し
た
公
益
文
化
事
業
を
推
進
す
る
団
体
で

す
。
近
畿
圏
に
集
中
す
る
歴
史
文
化
資
源
を
活
用
し

て
、
日
本
文
化
の
本
質
を
内
外
に
伝
え
て
い
く
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三
年
前
か
ら
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
す
る
ビ
ジ
ネ

ス
パ
ー
ソ
ン
を
対
象
に
、「
日
本
文
化
体
感
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
座
学
に
よ
っ
て

日
本
が
誇
る
「
た
く
み
・
ふ
る
ま
い
・
も
て
な
し
」

の
心
を
学
び
、文
化
力
を
先
進
技
術
に
活
か
す
「
技
」

を
紹
介
、
そ
の
後
、
現
地
を
訪
問
し
て
、
学
ん
だ
こ

と
を
実
感
し
て
も
ら
う
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
す

で
に
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
が
受

講
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
研
修
参
加
者
に
は
、
あ
ら
た
め
て
日
本
文

化
へ
の
理
解
を
深
め
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
と
自
信
、

精
神
的
な
支
柱
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を

込
め
て
い
ま
す
。
海
外
か
ら
の
研
修
参
加
者
に
は
日

本
の
歴
史
文
化
的
な
背
景
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
い

自
国
の
産
業
育
成
に
い
か
に
適
用
で
き
る
か
を
考
え

る
こ
と
で
研
修
成
果
の
向
上
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
文
化
交
流
、
国
際
的
な
相
互

理
解
に
も
通
じ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

受
講
者
か
ら
は
、「
日
本
の
伝
統
的
な
技
術
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
心
、
精
神
の
部
分
が
理
解

で
き
た
」
と
い
う
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

鷹
司

遷
宮
に
関
し
て
も
、
技
と
心
が
重
要
だ
と
い

わ
れ
ま
す
。そ
の
心
と
は
何
か
と
い
え
ば
、大
宮
司
が

奏
上
す
る
祝
詞
の
な
か
に
表
れ
て
い
ま
す
。
祝
詞
の

内
容
を
要
約
す
れ
ば
、皇
室
・
国
家
・
国
民
の
安
寧
を

願
う
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。祝
詞
は
、宣
命
体
と

い
う
大
和
言
葉
を
漢
字
で
記
し
た
文
体
で
残
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
奈
良
時
代
初
頭
に
は
確
立
し
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
遷
宮
が
始
ま
っ
た
時
代
か
ら
、

そ
の
内
容
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
皇
家
が
政
治
と
祭
祀
の
中
心
で
あ
っ
た
奈
良
時

代
か
ら
、
平
安
時
代
に
は
貴
族
が
中
心
と
な
り
、
そ

の
後
は
武
家
が
台
頭
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
為
政
者

は
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
祝
詞
の
内
容
は
少
し

も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
平
た
く
い
え
ば
「
民
安
か

れ
、
国
安
か
れ
」
が
、
い
つ

の
時
代
も
、
為
政
者
に
と
っ

て
政
の
中
心
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
神
宮
を

運
営
す
る
仕
組
み
は
、
戦
争

を
経
て
、
官
か
ら
民
に
変
わ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
遷
宮

の
心
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
技
に
関
し
て
い
え

ば
、
確
か
に
技
術
的
に
は
変

わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
手

お
の
が
電
動
ノ
コ
ギ
リ
に
な

っ
て
も
、
自
分
が
い
ま
つ
く

る
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
も

の
で
大
御
神
に
奉
仕
申
し
あ
げ
る
と
い
う
、
職
人
の

気
持
ち
・
こ
だ
わ
り
に
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
技
と

心
と
い
う
と
、
非
常
に
抽
象
的
に
聞
こ
え
ま
す
が
、

そ
の
根
幹
は
、
一
三
〇
〇
年
の
間
、
ぶ
れ
て
い
な
い

の
で
す
。

山
口

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
文
化
の
根
底
は
、

飛
鳥
・
奈
良
時
代
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
一
方
で
、
日
本
文
化
は
外
来
の
文
化
を
吸
収
し
、

融
合
し
な
が
ら
進
化
し
て
き
た
と
い
う
側
面
が
あ
り

ま
す
ね
。

鷹
司

新
し
い
技
術
を
取
り
入
れ
な
い
で
固
定
化
し

て
し
ま
っ
た
ら
、
形
を
保
ち
続
け
る
こ
と
す
ら
で
き

ま
せ
ん
。
奈
良
時
代
に
は
和
魂
漢
才
、
明
治
に
な
る

と
和
魂
洋
才
と
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
和
魂
の
部
分

は
変
え
て
は
い
け
な
い
が
、
才
に
つ
い
て
は
大
い
に

柔
軟
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

長
い
ス
パ
ン
で
考
え
て

次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ

山
口

日
本
人
の
自
然
を
愛
す
る
精
神
、
神
を
敬
う

精
神
は
、
世
界
に
通
じ
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鷹
司

神
宮
の
大
宮
司
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
各
国
大
使
な
ど
海
外
の
要
人
の
参
拝
を
受
け
る

こ
と
が
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
な
か
に
は
、

も
っ
と
神
道
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
だ
と
言
う

人
も
い
ま
す
。
私
は
、
普
遍
性
に
つ
い
て
は
大
い
に

研
究
す
べ
き
だ
が
、
言
挙
げ
し
な
い
の
が
日
本
の
神

道
の
精
髄
だ
と
お
答
え
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

提供：神宮司庁

皇大神宮別宮・倭姫宮

神宮神田

歴史街道（http://www.rekishikaido.gr.jp）
わが国を代表する数多くの歴史文化資源をわかりやすく
紹介していくため、５つの時代別ゾーンを結ぶメインル
ート（伊勢～飛鳥～奈良～京都～大阪～神戸）と、地域の
特徴を活かした３つのネットワークを設定。このような
時空をガイドするルートやエリアにおいて、地域の特徴
を活かしたまちづくり、歴史文化資源の保全・継承を推
進することにより、近畿の豊富な歴史文化資源を、現場
で実感をもって体感してもらいたいと考えている
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山
口

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
日
本
の
文
化
だ
と
も
い

え
ま
す
ね
。
日
本
人
は
、
言
い
訳
・
弁
明
し
な
い
、

言
挙
げ
を
し
な
い
こ
と
を
美
徳
と
し
て
い
ま
す
。
日

本
人
の
作
法
で
す
。
特
に
、
神
職
は
決
し
て
言
い
訳

を
し
ま
せ
ん
。

鷹
司

神
職
が
言
挙
げ
し
な
く
て
も
、
今
は
、
メ
デ

ィ
ア
や
ネ
ッ
ト
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
取
り
上
げ

て
く
れ
ま
す
し
、
駅
に
は
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
裾
野
は
広
が
っ
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
近
畿
日
本
鉄
道
が
、
観
光

の
な
か
に
神
宮
を
と
ら
え
る
こ
と
も
自
然
な
流
れ
で

す
。
神
職
が
「
観
光
、
観
光
」
と
言
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
が
、
も
ち
ろ
ん
、
神
宮
と
し
て
も
適
切
な

広
報
活
動
は
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場

で
、
広
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
発
信
が
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
ま
た
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

山
口

日
本
文
化
の
根
底
に
は
、
地
球
を
差
配
す
る

見
え
な
い
力
と
ご
先
祖
様
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
人
類
普
遍
の
価
値
観
で
す
。
日
本
人

に
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き

で
し
ょ
う
。

と
は
い
え
、
本
当
に
良
い
も
の
は
、
言
挙
げ
し
な

く
て
も
自
然
と
伝
わ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
以
前
、

中
国
の
迎
賓
館
で
食
事
を
し
た
際
、
そ
こ
の
料
理
長

と
話
を
し
ま
し
た
。
東
京
で
五
年
間
、
料
理
の
修
業

を
し
た
そ
の
料
理
長
は
、
日
本
の
料
理
は
、
食
器
の

美
し
さ
も
含
め
、
生
け
花
の
よ
う
に
自
然
を
活
か
し

た
芸
術
品
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

鷹
司

神
宮
も
、
最
近
は
、
若
い
人
が
た
く
さ
ん
参

拝
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伊
勢
は
パ
ワ

ー
ス
ポ
ッ
ト
だ
と
い
う
の
が
一
つ
の
理
由
の
よ
う
で

す
。
な
か
に
は
誰
を
祀
っ
て
い
る
の
か
さ
え
知
ら
な

い
人
も
い
ま
す
が
、
実
際
に
こ
こ
を
訪
れ
る
と
、
と

て
も
気
持
ち
の
良
い
所
だ
と
感
じ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

私
は
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
い
て
、
天
照
大
御
神
の

ご
存
在
そ
の
も
の
が
、
皆
さ
ん
が
い
つ
来
て
も
気
持

ち
の
良
い
所
に
自
然
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
し
ょ

う
。

山
口

若
い
人
が
伊
勢
神
宮
を
訪
れ
る
こ
と
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
日
本
と
は
何
か
、
日
本
人

と
は
何
か
を
考
え
る
、
良
い
機
会
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
原
点
に
返
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
遷
宮
は
一

つ
の
イ
ベ
ン
ト
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
歴
史

そ
の
も
の
が
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歴
史
を
振
り

返
る
良
い
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
う
の
で
す
。

国
際
社
会
で
活
躍
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の
一

人
ひ
と
り
が
日
本
文
化
を
理
解
し
伝
道
師
の
役
割
を

果
た
せ
ば
、
経
済
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
深

い
と
こ
ろ
で
、
各
国
と
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
協
議
会
の
意
義
は
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。
歴
史
の
現
場
に
足
を
運
ん
で
も
ら
い
、

日
本
の
歴
史
・
文
化
の
力
を
よ
り
多
く
の
内
外
の
方

に
お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
み

を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鷹
司

神
宮
の
式
年
遷
宮
一
三
〇
〇
年
の
歴
史
は
、

決
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
な
く
、
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

る
事
態
も
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
か
誰
か
が
あ
き
ら
め

て
い
た
ら
、
今
日
、
神
宮
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
継
続
は
力
な
り
、
日
々
の
積
み
重

ね
が
大
切
な
の
で
す
。

日
本
の
文
化
・
精
神
は
、
日
本
語
と
と
も
に
長
い

歴
史
の
な
か
で
守
り
、
育
ま
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

す
ぐ
に
結
果
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
一
〇
〇
年
、

二
〇
〇
年
の
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
、
決
し
て
あ
き
ら

め
ず
、
そ
の
と
き
で
き
る
ベ
ス
ト
で
次
の
世
代
に
引

き
継
い
で
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

（
二
〇
一
三
年
八
月
六
日

神
宮
司
庁
に
て
）

442013・10


