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門前町の特性を
活かしたまちづくり

市
長
座
談
会

長
な が お か

岡 秀
ひ で と

人
出
い ず も

雲市長（島根県）

鈴
す ず き

木 健
け ん い ち

一
伊
い せ

勢市長（三重県）

榎
え の も と

本 政
ま さ き

規
鶴
つるおか

岡市長（山形県）

松
ま つ な が

永 清
き よ ひ こ

彦
海
か い づ

津市長（岐阜県）

　

有
力
な
寺
院
や
寺
社
へ
の
参
詣
客

を
迎
え
入
れ
る
ま
ち
と
し
て
発
展
し

た
門
前
町
。
歴
史
的
な
建
造
物
や
町

並
み
、
伝
統
に
基
づ
い
た
暮
ら
し
ぶ

り
な
ど
、
ま
ち
の
魅
力
を
高
め
る
観

光
資
源
と
し
て
も
価
値
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
神
社
・
仏
閣
な
ど
を
中
心

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
や
慣
習
を

今
も
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
各
地
域
で

は
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
町
並
み
保
存

や
に
ぎ
わ
い
の
形
成
な
ど
の
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
榎
本
・
鶴
岡
市
長
、

松
永
・
海
津
市
長
、
鈴
木
・
伊
勢
市
長
、

長
岡
・
出
雲
市
長
に
お
集
ま
り
い
た

だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門
前
町
の
特
徴

や
、
活
性
化
策
の
内
容
、
今
後
の
取

り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
、
幅
広
く
お

話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部
省

略
し
て
い
ま
す
）

司会・コーディネーター

細
ほ そ か わ

川 珠
た ま お

生
政治ジャーナリスト
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門
前
町
は
地
域
に
欠
か
せ
な
い
観
光
資
源

細
川　

近
年
、
日
本
人
は
も
と
よ
り
、
外
国
人
観
光
客

に
お
い
て
も
、
神
社
・
仏
閣
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
同
時
に
、
多
く
の
参
拝
者
を
迎
え
入
れ
、

発
展
し
た
門
前
町
な
ら
で
は
の
伝
統
的
な
町
並
み
や
昔

な
が
ら
の
地
域
文
化
も
、
貴
重
な
観
光
資
源
と
し
て
注

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
各
都
市
に
形
成
さ
れ
て
い
る
門
前

町
の
特
徴
と
、
活
性
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

お
話
し
く
だ
さ
い
。

榎
本　

鶴
岡
市
の
月
山
、
羽
黒
山
、
湯
殿
山
を
総
称
し

た「
出
羽
三
山
」は
、
古
く
か
ら
山
岳
修
験
の
霊
場
と
し

て
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
聖
徳
太
子
の
従
兄
弟
に
当
た

る
蜂
子
皇
子
に
よ
っ
て
約
１
４
０
０
年
前
に
開
山
し
、

長
ら
く
真
言
宗
、
天
台
宗
な
ど
、
仏
教
の
宗
派
に
よ
っ

て
奉
仕
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
期
の
神
仏
分
離
以

後
は「
出
羽
三
山
神
社
」と
し
て
新
た
な
歴
史
を
刻
ん
で

き
ま
し
た
。

　

こ
の
出
羽
三
山
神
社
の
門
前
町
を
形
成
し
て
い
る
の

が
、
伝
統
的
な
か
や
ぶ
き
屋
根
の
宿
坊
な
ど
、
歴
史
的

な
町
並
み
が
残
る
羽
黒
町
手と
う
げ向
地
区
の
集
落
で
す
。
住

民
た
ち
が
参
拝
に
訪
れ
る
各
地
の
講
中
（
信
仰
者
の
集

ま
り
）
の
皆
さ
ん
を
も
て
な
し
、
山
の
案
内
役
な
ど
を

担
っ
て
き
た
ほ
か
、
修
験
道
と
結
び
つ
い
た
祭
礼
行
事

な
ど
、
固
有
の
地
域
文
化
や
生
活
様
式
を
何
代
に
も
わ

た
り
、
大
切
に
継
承
し
て

き
ま
し
た
。

　

手
向
地
区
に
は
27
も
の

宿
坊
が
あ
り
ま
す
が
、
い

か
に
こ
う
し
た
地
域
文
化

を
守
り
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
か
は
、
市
と
し
て
も

大
き
な
課
題
で
す
。
そ
こ

で
、
鶴
岡
市
で
は
こ
の
地

区
を
重
点
区
域
の
一
つ
に

位
置
付
け
た
上
で
、「
歴

史
的
風
致
維
持
向
上
計

画
」
を
策
定
、
平
成
25
年

に
国
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
地
区
の
区
長
さ

ん
を
は
じ
め
、
住
民
の
方
々
、
関
係
団
体
の
皆
さ
ん
と

連
携
し
な
が
ら
、
同
計
画
に
基
づ
き
、
独
特
な
景
観
や

地
域
特
性
に
応
じ
た
町
並
み
整
備
、
風
致
向
上
に
向
け

た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

松
永　

木
曽
、
長
良
、
揖
斐
の
三
川
が
市
内
を
流
れ
る

海
津
市
は
、
長
良
川
河
口
堰
が
で
き
る
ま
で
、
洪
水
多

発
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
同
時
に
、
市
内

に
は
養
老
山
地
、
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
平
地
も

形
成
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
縮
図
と
も
い
え
る
、
山
、

川
、
平
地
の
変
化
に
富
ん
だ
自
然
環
境
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
海
津
市
の
ち
ょ
う
ど
平
地
に
当
た
る
平
田
地
区

に
位
置
す
る
の
が
「
お
ち
ょ
ぼ
さ
ん
」
の
愛
称
で
親
し
ま

れ
て
い
る
千
代
保
稲
荷
神
社
で
す
。
名
前
の
由
来
は
、

源
義
家
の
六
男
義
隆
が
分
家
す
る
際
に
、
祖
先
の
霊れ
い
じ璽
、

宝
剣
、
義
家
の
肖
像
画
を
「
千
代
に
保
て
」
と
賜
っ
た
こ

と
に
あ
り
ま
す
が
、
や
が
て
室
町
時
代
に
な
っ
て
、
森

八
海
が
義
家
公
か
ら
授
け
ら
れ
た
源
氏
の
霊
璽
を
祀
る

よ
う
に
な
っ
た
の
を
機
に
、
神
社
と
し
て
の
歴
史
が
始

門前町の住民が自ら、
出羽三山の精進料理を
誘客に結び付ける
プロジェクトを推進。
大きな成果を挙げています。

榎本 政規
鶴岡市長（山形県）

門前町を歩いて「秋の峰」（修験）に入る修行者たち（鶴岡市）
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ま
り
ま
し
た
。
現
在
は
、
日
本
三
大
稲
荷
の
一
つ
と
し

て
、
お
ち
ょ
ぼ
さ
ん
に
は
、
商
売
繁
盛
、
家
内
安
全
を

願
う
年
間
２
０
０
万
人
の
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
ち
ょ
ぼ
さ
ん
の
特
徴
を
一
つ
挙
げ
る
と
し
た

ら
、
定
期
的
に
参
拝
す
る
人
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
ほ
か
の
お
稲
荷
様
と
違
っ
て
、
あ
え
て

お
札
や
お
守
り
を
販
売
し
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、

月
末
月
初
に
は
毎
回
多
く
の
人
が
詰
め
掛
け
、
お
よ
そ

８
０
０
ｍ
続
く
参
道
は
人
通
り
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
伴
っ
て
、
近
年
は
参
道
に
出
店
す
る
店
舗
が

大
幅
に
増
え
て
い
ま
す
。
か
つ
て
こ
の
参
道
は
、
地
域

の
食
文
化
で
も
あ
る「
川
魚
」を
提
供
す
る
お
店
が
10
軒

ほ
ど
並
ん
で
い
た
程
度
で
し
た
が
、
今
で
は
１
２
０
軒

を
超
え
ま
す
。
し
か
も
、
飲
食
店
だ
け
で
も
、
ラ
ー

メ
ン
や
お
蕎
麦
屋
さ
ん
、
カ
レ
ー
屋
さ
ん
な
ど
、
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
か
な
お
店
が
軒
を
連
ね
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
、

行
政
と
し
て
も
活
性

化
に
尽
力
し
、
近
年

は
、
参
拝
に
訪
れ
る

高
齢
者
の
利
便
性
を

考
え
て
、
石
畳
の
道

路
を
よ
り
歩
き
や
す

い
形
に
改
修
し
た

り
、
ト
イ
レ
の
整
備

を
進
め
る
な
ど
し
て

い
ま
す
。

鈴
木　

伊
勢
市
は
伊

勢
神
宮
の
鳥
居
前
町

（
門
前
町
）
と
し
て
発

展
し
た
ま
ち
で
す
。

特
に
１
３
０
０
年
前

か
ら
続
く
、
20
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
の
際
に
は
、
全
国

か
ら
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
。
今
回
の
第
62
回
神

宮
式
年
遷
宮
に
お
い
て
も
、
遷
宮
最
大
の
祭
事
「
遷せ
ん
ぎ
ょ御

の
儀
」
が
行
わ
れ
た
平
成
25
年
に
は
１
４
２
０
万
人
も

の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
遷
宮
は
伊
勢
神
宮
だ
け
で
な
く
、
伊
勢
の
ま
ち

に
と
っ
て
も
大
き
な
節
目
で
、
ま
ち
づ
く
り
も
こ
れ
に

合
わ
せ
て
官
民
一
体
で
展
開
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り

ま
す
。

　

内
宮
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
も
そ
の
一
つ
で
す
。
か
つ

て
内
宮
前
の
お
は
ら
い
町
へ
の
来
訪
者
数
が
約
20
万
人

に
ま
で
減
少
し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
54
年

に「
次
の
ご
遷
宮
ま
で
に
何
と
か
せ
な
い
か
ん
」を
合
言

葉
に
、
地
域
住
民
約
20
名
を
発
起
人
と
す
る
「
内
宮
門

前
町
再
開
発
委
員
会
」
が
発
足
。
同
時
に
民
間
企
業
に

よ
る
お
か
げ
横
丁
の
整
備
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
併
せ

て
、
行
政
も
平
成
元
年
に
「
伊
勢
市
ま
ち
な
み
保
全
条

例
」
を
制
定
し
、
ま
ち
な
み
保
全
事
業
や
無
電
柱
化
工

事
な
ど
を
推
進
し
た
結
果
、
お
か
げ
横
丁
入
込
者
数
は
、

平
成
６
年
に
は
約
２
０
１
万
人
、
平
成
25
年
に
は
約

６
５
５
万
人
と
、
飛
躍
的
に
増
加
し
ま
し
た
。

　

外
宮
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
も
同
様
で
す
。
近
年
、
民

間
の
商
業
施
設
の
撤
退
に
よ
り
、
衰
退
が
著
し
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
今
回
の
遷
宮
に
向
け
て
は
伊
勢
神
宮
に

よ
る「
せ
ん
ぐ
う
館
」の
開
館
、
市
民
等
か
ら
の
寄
附
に

よ
る
鳥
居
型
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
設
置
、
屋
台
市
や
バ
ル

を
は
じ
め
と
し
た
ソ
フ
ト
事
業
な
ど
、
民
間
主
導
の
活

性
化
策
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
行
政
も
駅
前
広

場
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や
民
間
ホ
テ
ル
の
誘
致
な
ど
に
取

り
組
ん
だ
結
果
、
外
宮
周
辺
の
活
性
化
に
成
功
し
た
ば

か
り
か
、
外
宮
の
参
拝
者
数
の
大
幅
増
に
も
つ
な
が
り

ま
し
た
。

長
岡　

伊
勢
神
宮
と
同
様
、
出
雲
大
社
で
も
、
約
60
年

に
１
度
の「
平
成
の
大
遷
宮
」が
平
成
20
年
４
月
か
ら
８

年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
大
国
主
大

神
が
ご
本
殿
に
お
遷う
つ

り
に
な
る「
本
殿
遷
座
祭
」が
執
り

行
わ
れ
た
平
成
25
年
に
は
約
８
０
０
万
人
も
の
参
拝
客

が
訪
れ
ま
し
た
。

　

出
雲
市
で
も
、
今
回
の
大
遷
宮
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
を
行
い
ま
し
た
が
、
中
で
も
大
き
な
成
果
が

門前町のにぎわいを生かして、
「道の駅」も開設。
基幹産業である農業振興にも
結び付けることができました。

松永 清彦
海津市長（岐阜県）

月末月初を中心に、多くの参拝者が訪れる千代保稲荷神社の参道（海津市）
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挙
が
っ
た
の
が
、
ク

ル
マ
社
会
の
到
来
に

よ
り
歩
行
者
の
往
来

が
減
少
し
、
シ
ャ
ッ

タ
ー
通
り
化
し
て
し

ま
っ
た
参
詣
道
「
神

門
通
り
」
の
再
生
事

業
で
し
た
。

　

県
、
出
雲
市
、
地

元
住
民
が
一
体
と

な
っ
て
、
か
つ
て
往

来
が
絶
え
な
か
っ
た

通
り
の
に
ぎ
わ
い
を

取
り
戻
そ
う
と
、
歩

行
者
優
先
の
考
え
に

基
づ
い
た
道
路
の
幅

員
構
成
の
変
更
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
照
明
や
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー

ク
の
整
備
、
沿
道
の
町
並
み
の
景
観
づ
く
り
な
ど
を
推

進
し
た
結
果
と
し
て
、
沿
道
に
出
店
す
る
お
店
の
数
も
、

従
来
の
30
店
ほ
ど
か
ら
78
店
に
ま
で
増
え
る
と
と
も

に
、
通
り
に
活
気
も
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

　

中
に
は
１
日
に
１
０
０
０
万
円
を
売
り
上
げ
る
店
舗

も
現
れ
る
な
ど
、
地
域
経
済
の
振
興
に
も
大
い
に
貢
献
し

て
い
ま
す
。
日
本
銀
行
松
江
支
店
で
は
平
成
25
年
度
の

経
済
波
及
効
果
を
３
４
４
億
円
と
は
じ
き
出
し
ま
し
た

が
、
実
際
は
そ
れ
以
上
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

活
性
化
の
成
否
を
分
け
る
の
は
住
民
意
識

細
川　

い
ず
れ
の
都
市
も
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
や
特
性
に

応
じ
て
門
前
町
の
整
備
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

行
政
主
導
と
い
う
よ
り
、
民
間
や
住
民
と
連
携
し
て
、

取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
し
た
。
民
間
企
業
や
、
住
民
を
巻
き
込
ん

で
施
策
を
進
め
る
メ
リ
ッ
ト
や
、
う
ま
く
展
開
さ
せ
る

秘
訣
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

松
永　

民
間
の
発
想
、
ア
イ
デ
ア
は
す
ご
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
近
年
は
先
程
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
お
ち
ょ

ぼ
さ
ん
の
参
道
に
新
し
い
店
舗
が
続
々
進
出
し
て
い
る

の
で
す
が
、
中
に
は
飲
食
店
に
限
ら
ず
、
衣
料
品
を
販

売
す
る
な
ど
、
個
性
重
視
の
店
舗
が
増
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
ま
た
人
気
を
集
め
て
い
て
、
他
県
か
ら
も
買
い

物
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
ま
で
い
る
よ
う
で
す
。
ま
さ
に
、

行
政
に
は
考
え
付
か
な
い
民
間
な
ら
で
は
の
知
恵
で
す

ね
。
感
心
す
る
こ
と
し
き
り
で
す
。

長
岡　

よ
く「
若
者
」「
バ
カ
者
」「
よ
そ
者
」が
ま
ち
を
元

気
に
す
る
と
い
い
ま
す
が
、
確
か
に
出
雲
市
で
も
新
規

出
店
す
る
方
々
は「
よ
そ
者
」ば
か
り
。
彼
ら
の
活
躍
が
、

観
光
客
の
増
加
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
独

自
の
ア
イ
デ
ア
を
発
揮
し
て
、
ま
ち
の
活
性
化
に
貢
献

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
出
雲
市
は
地
域
住
民
も
非
常
に
協

力
的
で
、
参
画
意
識
も
旺
盛
で
す
。
今
回
の
道
路
の
整

備
に
関
し
て
も
、
住
民
が
積
極
的
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
参
加
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
意
味
で
民
間
主
導
、
行
政
の
後
方
支
援
型
の
道
路

整
備
だ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
う
ま
く

い
っ
た
秘
訣
だ
と
思
い
ま
す
。

榎
本　

や
は
り
住
民
意
識
は
ま
ち
づ
く
り
に
欠
か
せ
な

い
要
素
だ
と
思
い
ま
す
。
元
来
、
出
羽
三
山
は
修
験
の

山
で
す
か
ら
、
も
と
も
と
観
光
地
の
側
面
は
強
く
あ
り

ま
せ
ん
。
何
し
ろ
、
出
羽
三
山
の
う
ち
月
山
と
湯
殿
山

は
、
修
験
の
山
と
し
て
明
治
10
年
ま
で
は
女
人
禁
制
で

し
た
か
ら
、
そ
も
そ
も
観
光
客
を
広
く
受
け
入
れ
よ
う

と
い
う
発
想
も
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

近
年
は
、
講
中
を
組
織
し
て
い
た
太
平
洋
側
の
地
域

が
東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
参

拝
者
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
立
て
直
し
が

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
手
向
地
区
で
は

「
よ
そ
者
」
を
当
て
に
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
活
性
化
は

図
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
人
口
減
少
時
代
の
た
め
、「
若

者
」も
地
域
に
残
ら
な
い
状
況
で
す
。

　

そ
う
し
た
苦
し
い
状
況
下
で
、
近
年
、
大
き
く
変

わ
っ
た
の
が
手
向
地
区
の
住
民
の
皆
さ
ん
の
意
識
で

す
。
長
年
継
承
さ
れ
て
き
た
出
羽
三
山
の
精
進
料
理
を

遷宮は、伊勢のまちに
とっても大きな節目。
まちづくりもこれに合わせて
官民一体で展開されてきた
歴史があります。

鈴木 健一
伊勢市長（三重県）

官民一体の「まちなみ保全事業」が進められたおはらい町（内宮前）の様子（伊勢市）
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誘
客
に
結
び
付
け
よ
う
と
、「
出
羽
三
山
精
進
料
理
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
推
進
。
お
か
み
さ
ん
や
旦
那
衆
が
連

携
し
て
料
理
の
試
食
会
や
全
国
へ
の
情
報
発
信
、
弁
当

の
販
売
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

鈴
木　

市
内
に
は
式
年
遷
宮
の
一
環
と
し
て
、「
お

木き
ひ
き曳
行
事
」
や
「
お
白
石
持
行
事
」
な
ど
、
住
民
主
体
の

「
奉
曳
団（
奉
献
団
）」が
参
加
す
る
民
俗
行
事
も
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
私
も
神
殿
の
造
営
用
材
の
原
木
を
、

内
宮
・
外
宮
の
神
域
内
に
曳
き
入
れ
る
「
お
木
曳
行
事
」

に
参
加
し
て
み
て
つ
く
づ
く
感
じ
た
の
は
、
こ
う
し
た

行
事
が
持
っ
て
い
る
、
伝
統
の
重
み
で
し
た
。
行
政
の

歴
史
な
ど
、
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
長
い
歴
史

を
有
し
て
い
ま
す
か
ら
、
住
民
の
皆
さ
ん
も
行
事
そ
の

も
の
を
重
ん
じ
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
理

解
で
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
行
事
に
は
子
ど
も
た
ち
も
昔
か
ら
伝
わ
る

木
遣
り
唄
の
唄
い
手
と
し
て
参
加
し
ま
す
か
ら
、
伝
統

は
途
切
れ
ま
せ
ん
し
、
20
年
後
に
は
自
分
た
ち
が
行
事

を
担
う
ん
だ
と
い
う
自
覚
も
芽
生
え
ま
す
。
地
域
に
伝

わ
る
伝
統
行
事
が
、
住
民
と
と
も
に
歴
史
を
刻
み
続
け

る
貴
重
な
機
会
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

長
岡　

旧
暦
の
10
月
は
、
全
国
か
ら
八
百
万
の
神
々
が

出
雲
の
国
に
集
ま
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す

が
、
出
雲
市
で
は
こ
の
期
間
、
歌
舞
音
曲
や
夜
の
外
出

を
慎
む
こ
と
が
習
慣
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
こ
う
し
た
し

き
た
り
は
、
わ
ず
ら
わ
し

い
と
い
う
考
え
も
あ
る
で

し
ょ
う
が
、
こ
れ
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
伝
統
文
化
は

守
ら
れ
る
し
、
地
域
へ
の

愛
着
や
誇
り
も
生
ま
れ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
際
、
今
回
の
「
本
殿

遷
座
祭
」
を
翌
年
に
控
え

た
平
成
24
年
の
２
月
に

は
、
大
遷
宮
を
盛
り
上
げ

よ
う
と
、
大
社
地
区
の
住

民
自
ら
、
決
起
集
会
を
開

き
ま
し
た
。
参
加
者
の
ほ

と
ん
ど
が
、
商
売
人
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
利
益
と
は
関
係
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
地
域
を
挙
げ
た
お
も
て
な
し
に
協
力
す
る
。

伝
統
に
対
す
る
高
い
意
識
や
理
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で

き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

門
前
町
の
に
ぎ
わ
い
が
も
た
ら
す 

地
域
へ
の
波
及
効
果

細
川　

門
前
町
と
い
う
貴
重
な
地
域
資
源
を
ま
ち
全
体

の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
そ
の
た
め

の
有
効
な
仕
掛
け
や
方
策
な
ど
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

松
永　

海
津
市
で
は
、
門
前
町
の
に
ぎ
わ
い
を
、
基
幹

産
業
で
あ
る
農
業
振
興
に
結
び
付
け
た
い
と
、
２
つ
の

道
の
駅
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。
お
ち
ょ
ぼ
さ
ん
の

参
拝
を
兼
ね
な
が
ら
、
新
鮮
な
野
菜
を
購
入
で
き
る
と
、

参
拝
客
か
ら
も
大
変
好
評
で
す
。
一
方
で
、
新
た
な
販

路
が
で
き
た
こ
と
で
、
張
り
合
い
を
感
じ
て
い
る
農
家

の
方
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

鈴
木　

伊
勢
市
で
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
を
お
持
ち
の

方
も
安
心
し
て
お
越
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
バ
リ
ア
フ

「民間主導、行政
後方支援型」を旗印に
出雲大社の参詣道の
整備を実施。住民参加が
成功の秘訣と考えています。

長岡 秀人
出雲市長（島根県）

再生事業の進展で、活気を取り戻した出雲大社の参詣道「神門通り」
（出雲市）
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リ
ー
観
光
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
、

宿
泊
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
関
す
る
補
助
制
度

を
設
け
た
と
こ
ろ
、
利
用
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
働

い
て
い
る
高
齢
の
方
の
利
便
性
も
大
い
に
高
ま
っ
た
と

の
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
近
年
は
行
政

や
民
間
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
も
進
ん
で
い
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
生
か
し
た
ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に

も
注
力
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
来
年
は
伊
勢
志
摩
サ

ミ
ッ
ト
も
開
催
さ
れ
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
弱
か
っ
た

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
強
化
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

伊
勢
神
宮
や
鳥
居
前
町
の
観
光
資
源
を
生
か
し
て
、
観

光
地
と
し
て
の
魅
力
を
さ
ら
に
高
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

榎
本　

近
年
、
ミ
シ
ュ
ラ
ン
社
の
観
光
ガ
イ
ド『
ミ
シ
ュ

ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
』に
お
い
て
、
羽

黒
山
の「
杉
並
木
」が
３
つ
星
に
選
ば
れ
た
ほ
か
、
精
進

料
理
を
は
じ
め
と
す
る
鶴
岡
市
の
食
文
化
が
評
価
さ
れ

て
、
ユ
ネ
ス
コ
の「
創
造
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
食
文
化

分
野
）
へ
の
加
盟
も
決
定
す
る
な
ど
、
市
に
備
わ
る
地

域
文
化
、
自
然
景
観
は
外
国
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
貴
重
な
地
域
文
化
を
交
流
人
口
の
拡

大
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
考

え
で
す
。

長
岡　

出
雲
市
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
ポ
ス

ト
遷
宮
を
見
越
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
ど
う
展
開
さ
せ
る

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
今
回
、

整
備
し
た
神
門
通
り
を
核
に
、
さ
ら
に
周
辺
の
参
道
な

ど
も
活
性
化
し
、
ま
ち
歩
き
の
範
囲
を
広
げ
る
と
と
も

に
、
地
域
が
長
年
継
承
し
て
き
た
暮
ら
し
そ
の
も
の
を

多
く
の
人
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

門
前
町
が
抱
え
る
課
題
と
、 

求
め
ら
れ
る
国
か
ら
の
支
援

細
川　

歴
史
の
あ
る
門
前
町
の
活
性
化
、
整
備
な
ど
を

進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
そ
う
し
た
課
題
解
決
に
向
け

て
、
国
へ
の
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

榎
本　

鶴
岡
市
で
は
、
国
土
交
通
省
、
文
部
科
学
省（
文

化
庁
）、
農
林
水
産
省
に
よ
り
、
歴
史
的
風
致
維
持
向

上
計
画
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
が
、
町
並
み
や
景
観
の

整
備
に
か
か
る
費
用
を
す
べ
て
住
民
負
担
で
行
う
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
、
国
か
ら
の
相
応
の
支
援
を
望

み
た
い
と
考
え
ま
す
。

松
永　

海
津
市
に
も
国
登
録
の
有
形
文
化
財
な
ど
が
あ

り
ま
す
が
、
規
制
が
強
く
て
観
光
資
源
と
し
て
活
用
す

る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
分
野
の
規

制
緩
和
も
進
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

鈴
木　

日
本
は
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
、
観
光
が

盛
ん
な
国
に
比
べ
て
、
圧
倒
的
に
観
光
関
係
の
予
算
が

少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
観
光
立
国
を
推
進
す
る
に
は
、

手
厚
い
予
算
配
分
が
必
要
だ
と
い
う
事
実
を
広
く
共
有

す
る
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

長
岡　

訪
日
外
国
人
観
光
客
が
増
加
す
る
中
で
、
今
後

は
伝
統
的
な
文
化
が
息
づ
く
地
方
都
市
に
目
を
向
け
る

外
国
人
も
増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、

外
国
語
表
記
な
ど
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
整
備
が
必

要
に
な
る
は
ず
で
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
も
国
や
県
と

と
も
に
力
を
合
わ
せ
て
進
め
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

細
川　

い
か
に
し
て
、
門
前
町
と
い
う
地
域
資
源
の
魅

力
を
さ
ら
に
高
め
て
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
か
。
非
常

に
難
し
い
問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
各
都
市
で
は
住
民

と
う
ま
く
連
携
し
、
効
果
的
に
施
策
や
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
資
金
面

も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
い

た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
、
住
民
と
連
携
し
な
が
ら
、

門
前
町
の
魅
力
を
一
層
高
め
、
交
流
人
口
の
拡
大
な
ど
、

成
果
を
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
平
成
27
年
６
月
10
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
９
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

細川 珠生
（政治ジャーナリスト）




