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熊
野
本
宮
大
社
に
向
け
て

縦
横
に
伸
び
る
道
の
り

　
「
熊
野
本
宮
語
り
部
の
会
」
会
長
の
坂
本
勲

生
さ
ん
は
、
熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
る
前
の
昭
和
63
年
か
ら
語
り
部
と
な
り

ま
し
た
。
現
在
、「
熊
野
本
宮
語
り
部
の
会
」

に
は
60
歳
代
の
方
々
を
中
心
に
約
30
名
の
メ
ン

バ
ー
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
や
文
化
を

は
じ
め
、
動
植
物
の
こ
と
な
ど
、
観
光
客
か
ら

の
あ
ら
ゆ
る
質
問
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
期

的
に
集
ま
っ
て
は
研
修
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

平
成
16
年
の
世
界
遺
産
登
録
か
ら
、
熊
野

古
道
を
歩
く
観
光
客
は
外
国
人
も
含
め
年
々

増
加
し
て
い
ま
す
。「
時
間
が
で
き
る
と
訪

れ
た
く
な
る
場
所
」
と
し
て
何
度
も
訪
れ
る

人
も
多
く
、
熊
野
古
道
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
を

優
し
く
包
み
込
む
不
思
議
な
力
に
あ
ふ
れ
た

場
所
と
い
え
ま
す
。

　
「
素
晴
ら
し
い
自
然
の
中
に　
〝
祈
り
の
道
〟

が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
語
り
部
で

あ
る
私
自
身
が
い
つ
も
感
動
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
語
り
部
の
役
割
は
、
単
に
熊
野
古
道
の

歴
史
や
伝
説
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
観
光
客
と

地
元
の
人
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ

と
で
す
。
説
明
を
し
な
が
ら
歩
く
道
す
が
ら
、

茶
摘
み
を
す
る
人
や
農
作
業
を
し
て
い
る
人

た
ち
と
会
話
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
地
元
の
人
が
地
元
の
言
葉
で
、
地

歴
史
の
道
、
信
仰
の
道

熊
野
古
道
の
案
内
人

熊野本宮語り部の会 会長
坂
さかもと

本 勲
いさお

生さん

田辺市熊野古道語り部ジュニア
近野小学校（上）と三里小学校（下）

元
の
食
文
化
や
情
報
を
楽
し
そ
う
に
話
す
こ

と
。
こ
れ
が
最
高
の
〝
お
も
て
な
し
〟
だ
と

思
う
の
で
す
」
と
坂
本
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

文
化
・
伝
統
は
、
伝
え
続
け
な
け
れ
ば
無

く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
。
坂
本
さ
ん
は
、
三

里
小
学
校
の
校
長
を
退
職
後
、
小
学
校
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
語
り
部
ジ
ュ
ニ
ア
」

を
作
り
ま
し
た
。
何
度
も
熊
野
古
道
を
歩
き
、

自
分
た
ち
で
地
図
を
作
り
、
歴
史
や
文
化
を

勉
強
し
て
、
実
際
に
観
光
客
を
案
内
し
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
基
に
、
平
成

27
年
度
か
ら
、
田
辺
市
内
全
て
の
小
中
学
校

が
、
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
語
る
「
田
辺
市
地
域

語
り
部
ジ
ュ
ニ
ア
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
上じ
ょ
う
こ
う皇

や
そ
の
后
き
さ
き

な

ど
の
女に
ょ
い
ん院
が
、
熊
野
参
詣
の
旅
を
し
ま
し
た
。
こ
の
旅
の

こ
と
を
熊
野
御ご
こ
う幸

と
呼
ん
で
い
ま
す
。（「
御
幸
」
と
は
、

上
皇
や
法ほ
う
お
う皇
、
女
院
の
外
出
の
こ
と
で
、
天
皇
の
場
合
は

「
行
ぎ
ょ
う
こ
う幸

」
と
い
い
ま
す
。）

　

9
0
7
年
の
宇う

だ多
法
皇
の
御
幸
か
ら
9
8
7
年
の

花か
ざ
ん山

法
皇
、
そ
の
後
、
1
0
9
0
年
の
白し
ら
か
わ河

上
皇
が
熊
野

に
御
幸
し
て
以
来
、
白
河
・
鳥と

ば羽
・
崇す
と
く徳

・
後
白
河
・
後

鳥
羽
の
五
上
皇
が
参
詣
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
1
2
1
7
年
、
後
鳥
羽
上
皇
と
修し
ゅ
め
い
も
ん
い
ん

明
門
院
の
御

幸
に
は
８
１
４
人
の
お
供
が
つ
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
お
供
を
す
る
貴
族
の
お
供
も
含
め
る
と
か
な
り

の
人
数
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

京
都
を
出
て
熊
野
三
山
に
参
詣
し
、
戻
る
ま
で
の
行
程

は
約
1
か
月
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
熊
野
へ
の
参
詣
道
に

は
、
紀
伊
路
（
紀
路
）・
伊
勢
路
・
小
辺
路
の
3
ル
ー
ト
が

あ
り
、
紀
伊
路
は
、
田
辺
で
中
辺
路
と
大
辺
路
に
分
か
れ

ま
す
。
後
白
河
法
皇
撰
に
よ
る
歌
謡
集
（
平
安
時
代
末
期
）

に
「
熊
野
へ
ま
い
る
は
紀
路
と
伊
勢
路
の
ど
れ
近
し
ど
れ

遠
し　

広
大
慈
悲
の
道
な
れ
ば
紀
路
も
伊
勢
路
も
遠
か
ら

ず
」
と
い
う
歌
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

藤
ふ
じ
わ
ら
の
た
め
ふ
さ

原
為
房
の
「
為
房
卿き
ょ
う
き記
」
や
源
み
な
も
と
の
も
ろ
と
き

師
時
の
「
長
ち
ょ
う
し
ゅ
う
き

秋
記
」、

藤
原
定さ
だ
い
え家
の
「
熊
野
御
幸
記
」
な
ど
か
ら
代
表
的
な
ル
ー

ト
を
た
ど
る
と
、
京
都
か
ら
船
で
淀
川
を
下
り
、
大
阪
・

堺
を
経
て
紀
伊
半
島
西
岸
を
海
沿
い
に
南
下
し
、
田
辺
へ

向
か
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
東
へ
転
じ
て
山
中
を
進
み
、

本
宮
へ
。
そ
の
後
、
新
宮
・
那
智
を
経
て
、
再
び
本
宮
に

戻
り
ま
し
た
。
上
皇
や
女
院
は
、
全
て
の
行
程
を
徒
歩
で

行
く
の
で
は
な
く
、
川
で
は
船
に
乗
っ
た
り
、
陸
で
は
輿こ
し

に
乗
っ
た
り
し
な
が
ら
、
途
中
の
王※

子
社
で
は
相す
も
う撲

や
舞

を
奉
納
し
つ
つ
旅
の
疲
れ
を
癒
や
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

参
詣
道
に
は
、
熊
野
権
現
の
御み
こ
が
み

子
神
を
祀ま
つ

る
王
子
社
が

建
立
さ
れ
、
道
の
整
備
と
と
も
に
増
え
て
い
き
、
藤
原
定

家
の
記
録
（
1
2
0
1
年
）
に
は
既
に
80
以
上
の
王
子
社

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
王
子
社
は
、
中
継
所
の
役
目
を
果
た
し
、
参
詣
者
は
王
子
社
に
供

え
物
を
し
て
旅
の
無
事
を
祈
り
な
が
ら
熊
野
に
向
か
い
ま
し
た
。

Between the Heian era (794-1185) and Kamakura era (1185-1333) many 
retired emperors and their wives embarked from Kyoto for the Kumano 
pilgrimage. On their one-month journey to pray at the three grand shrines of 
Hongu, Shingu, and Nachi, these pilgrims would bring along as many as a 
thousand attendants.

The Kumano Hongu Guide Association has about thirty registered guides, mainly in their sixties. They hold periodic study sessions on everything from 
history and culture, to plant and animal life, with a goal of being able to answer all of tourists’ questions.

歴
史
・
文
化
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