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奈良モデルで取り組む高取町の景観づくり

城
跡
や
森
林
を
活
か
し
た
魅
力
向
上
に
向
け
て

平
成
25
年
度
に
策
定
し
た
奈
良
県
植
栽
計
画
で「
城
跡

や
森
林
資
源
を
活
か
し
た
高
取
の
魅
力
向
上
」と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
で
高
取
エ
リ
ア
を
位
置
づ
け
、
高
取
城
跡
の
魅

力
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。
散
策
路
を
よ
り
楽
し
め
る
よ

う
に
平
成
25
年
度
か
ら
モ
ミ
ジ
の
植
栽
や
案
内
サ
イ
ン
の

設
置
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
26
年
度
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

も
参
加
し
て
二
ノ
丸
周
辺
に
桜
が
植
栽
さ
れ
、
春
の
彩
り

向
上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
生
長
し
す
ぎ
た
木
々
の

伐
採
や
剪
定
を
進
め
、
眺
望
を
良
く
す
る
こ
と
に
も
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
に
高
取
町
と
奈
良
県
と
は
、
ま
ち
づ
く
り

に
関
す
る
包
括
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
町
と
県
と
が
連
携

協
力
を
し
、
平
成
29
年
度
に
は
土
佐
街
道
周
辺
及
び
高
取

城
跡
周
辺
地
区
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
コ
ン
セ
プ
ト
や

将
来
像
、
基
本
と
な
る
取
り
組
み
を
記
載
し
た
基
本
構
想

を
策
定
し
ま
し
た
。

  

「
日
本
有
数
の
山
城
と
そ
の
麓
に
築
か
れ
た
城
下
町
を

一
体
的
に
体
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
」
～
有
数
の
文
化
資

源
や
歴
史
的
ま
ち
な
み（
風
景
）を
保
存
・
活
用
し
た
ま

ち
づ
く
り
～

こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、
地
区
ご
と
に
課
題
を
見

い
だ
し
、
今
後
ま
ち
づ
く
り
の
具
体
的
な
方
策
を
決
め
て

い
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
高
取
城
跡
で
の

植
栽
に
加
え
て
、
ま
ち
の
玄
関
口
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
壺

阪
山
駅
前
の
整
備
や
土
佐
街
道
の
ま
ち
な
み
保
存
な
ど
、

様
々
な
取
り
組
み
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
県
景
観
資
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
土
佐
街
道
で

は
、
少
子
高
齢
化
の
影
響
も
あ
り
現
在
空
き
家
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
空
き
家
利
活
用
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、
子
育

て
か
ら
離
れ
た
女
性
を
中
心
に
人
材
育
成
を
し
、
自
ら
が

オ
ー
ナ
ー
と
な
る
喫
茶
店
な
ど
の
お
店
を
出
店
し
て
も
ら

え
れ
ば
、
ま
ち
が
も
っ
と
活
気
づ
く
の
で
は
と
い
う
案
も

出
て
い
ま
す
。

高取城跡国見櫓から大和を一望

高取町
　人口約6900人、世帯数約2860
世帯からなる総面積約25.79km2の
まち。奈良県の中央部に位置し、日
本最大の山城、高取城がある地域と
して有名です。町内には、古墳が多く
みられるのも特徴です。『日本書記』
には、676年に飛鳥川上流の南淵山
（現在の高取山）の森林伐採を禁止す
る記述が残っており、日本最古の保
安林的制度といわれています。

土佐街道（奈良県景観資産）
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三ノ丸

大手門

壺坂口門

壺坂口郭

宇
陀
門

千早門

本 丸本丸虎口

天守台 小天守台

七つ井戸

太鼓櫓・新櫓

城代屋敷

吉野口門
吉野口郭

二ノ丸

N

冬の歌碑

二ノ丸周辺に桜を植樹（平成 27年３月撮影） 生長しつつある桜と城跡の石垣（平成 29年４月撮影）

四季彩りの高取城跡へ

高取町まちづくり課長　吉田 宗義さんに聞きました
　高取町は、明日香村に隣接し、歴史の舞台として建国当初
から栄えてきた土地です。ゆったりとした時間の流れるこの
自然豊かな町において、歴史、伝統を意識した景観整備は非
常に重要であると考えています。
　特に、日本三大山城に数えられる高取城跡は地元住民に深
く愛されている史跡であり、城下町から城跡まで一体感を持
たせた景観整備が、地元住民及び観光客の満足度を高めるに
あたり必須事項であると感じています。
　平成 29 年 4月には城跡を擁する高取山風景林が「日本美
しの森　お薦め国有林」に選定されました。高取山風景林に
国内外から人を呼ぶため、町や地元団体、有識者が協議会を
設立し、今後の活用方策について活発に議論を行っています。 高取山風景林管理運営協議会　平成 29年 11月

秋の紅葉

初夏の石垣
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春
日
山
原
始
林
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
会

奈
良
県
は
、「
春
日
山
原
始
林
保
全
計
画
」
を
策
定
す

る
た
め
、
平
成
25
年
に「
春
日
山
原
始
林
保
全
計
画
検
討

委
員
会
」を
設
置
し
ま
し
た
。
関
係
機
関
や
有
識
者
が
集

ま
り
、
保
全
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
市
民
も
協
力
し
て
原
始
林
を
支
え
て
い
く
べ
き
で

は
な
い
か
と
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
奈
良
県
の
呼
び
か

け
に
応
じ「
春
日
山
原
始
林
市
民
連
絡
会
」、「
グ
リ
ー
ン

あ
す
な
ら（
巨
樹
巨
木
の
会
）」、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
奈
良
ス

ト
ッ
プ
温
暖
化
の
会
」
の
有
志
が
集
ま
り
、「
春
日
山
原

始
林
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
会
」
を
設
立
し
ま
し
た
。
現
在
、

メ
ン
バ
ー
は
シ
ニ
ア
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
中
心
と
な
り
活

動
を
広
げ
て
い
ま
す
。

普
及
啓
発
活
動
に
つ
い
て

平
成
30
年
1
月
で
16
回
目
に
な
る
世
界
遺
産
春
日
山

原
始
林
観
察
会〝
鹿
垣
を
巡
る
”
で
は
、
江
戸
時
代
の
な

夏休みに開催した「親子で春日山原始林を歩こう」の様子

春日山原始林を未来へつなぐ

ら
ま
ち
絵
図
に
記
さ
れ
た
鹿
垣
を
巡
り
、
人
と
シ
カ
と
の

共
生
の
在
り
方
を
考
え
ま
し
た
。

他
に
も
、「
野
鳥
の
観
察
」・「
人
間
の
歴
史
文
化
と
春

日
山
の
繋
が
り
」な
ど
テ
ー
マ
は
様
々
で
す
。
講
師
に
は

研
究
者
の
先
生
の
ほ
か
、
会
員
が
得
意
分
野
を
活
か
し
て

担
当
し
て
い
ま
す
。

観
察
会
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
こ
の
森
を
知
っ
て
も
ら

え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
原
始
林
の
現
状
を
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
活
動
へ
参
加
し
た
い
」

と
い
う
方
が
増
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
。

春
日
山
原
始
林
と
は
？

春
日
山
原
始
林
は
春
日
大
社
の
裏
側
に
あ
る
御
蓋
山

の
奥
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
標
高
約
4
9
8
ｍ
・
広
さ

2
5
0
ha
を
持
つ
奈
良
市
街
地
か
ら
最
も
近
い
大
き
な

森
で
す
。
ひ
ら
け
た
都
市
の
近
く
に
残
る
森
は
極
め
て
珍

し
く
、
1
9
5
5
年
に
は
国
の
特
別
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
1
9
9
8

年
に
は
、
世
界
文

化
遺
産「
古
都
奈

良
の
文
化
財
」
と

し
て
登
録
さ
れ
、

奈
良
の
景
観
保
全

に
お
い
て
も
重
大

な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。

原
始
林
は
、人
の

手
が
加
わ
っ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
て

い
る
方
が
多
い
の

事務局長　杉山 拓次さん

　私たちの会は多様な生き物たちが
共生し、歴史や文化が息づく春日山
原始林の姿を、次の世代へとつない
でいくために設立されました。
　原始林を体験してもらう自然観察
会やエコツアー、奈良県と連携した
ナラ枯れ被害の調査・防除作業、ま
た、春日山原始林ガイドの育成など
「つたえる」「まもる」「そだてる」活
動を行っています。多くの方々に春
日山原始林のことを知っていただけ
ればと思います。

地元小学生向けの校外学習の様子
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で
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
8
4
1
年
に
狩

猟
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
て
以
来
、
原
則
手
を
入
れ
て
は
い
ま

せ
ん
が
、
倒
木
な
ど
が
あ
っ
た
時
に
の
み
森
を
支
え
る
こ

と
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。つ
ま
り
、人
の
手
に
よ
っ
て

原
生
的
な
自
然
が
残
さ
れ
て
き
た
森
な
の
で
す
。

春
日
山
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

春
日
山
を
外
か
ら
見
る
と
、
昔
の
写
真
と
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
姿
で
す
。
し
か
し
、
森
の
中
へ
入
り
よ
く
見
て

み
る
と
、
森
が「
健
全
で
は
な
い
」こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

① 

次
世
代
を
担
う
樹
々
が
い
な
い

　

�

春
日
山
遊
歩
道
を
歩
く
と
、
森
の
斜
面
か
ら
か
な
り
遠

く
ま
で
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ
く
見
る
と
地

表
部
分
に
は
、
ほ
と
ん
ど
植
物（
下
草
）
が
生
え
て
お

ら
ず
、
根
が
露
出
し
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
下
草
が
生
え
て
い
な
い
と
土
砂
の
流
出
や
倒
木

が
頻
発
す
る
な
ど
の
危
険
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
シ
カ
と
の
共
生

　

�
歴
史
上
、
春
日
山
に
は
狼
や
野
犬
が
生
息
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
シ
カ
は
春
日
山
で
は
な
く
、
公
園
部
分
を

中
心
に
生
息
し
て
き
た
よ
う
で
す
。
戦
後
、
激
減
し
た

後
、
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
頭
数
を
増
や
し
、
天
敵
と
な

る
狼
や
野
犬
が
い
な
く
な
っ
た
春
日
山
に
生
息
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
シ
カ
が
、
木
々
の
新
芽
や
若

木
、
下
草
な
ど
を
食
べ
る
こ
と
で
、
森
が
変
化
し
て
い

ま
す
。

③
ナ
ラ
枯
れ
の
拡
大

　

�

カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
が
樹
の
中
に
入
り
枯
ら
し

て
し
ま
う「
ナ
ラ
枯
れ
」の
被
害
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。

④
ナ
ギ
・
ナ
ン
キ
ン
ハ
ゼ
の
拡
大

　

�

ナ
ギ
・
ナ
ン
キ
ン
ハ
ゼ
は
シ
カ
が
好
ま
な
い
植
物
で

す
。
そ
の
た
め
、
本
来
一
部
で
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
れ
ら
の
植
物
が
、
分
布
を
拡
大
し
春
日
山
原

始
林
の
環
境
を
変
え
て
い
く
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

春日杉

イロハモミジが美しい遊歩道ナンキンハゼ

ナラ枯れによる倒木

ウェブサイトのご案内
春日山原始林を未来へつなぐ会ウェブサ

イトでは、活動ブログをアップしている他、
Facebook�を活用して、原始林の情報を発信
しています。ぜひご覧ください。

公式ウェブサイト
http://kasugatsunagu.com

Facebookページ
http://www.facebook.com/
kasugatsunagu
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近畿日本鉄道（株）

吉野線華いっぱい計画

近
鉄
南
大
阪
線
・
吉
野
線
観
光
特
急「
青
の
交
響
曲（
シ

ン
フ
ォ
ニ
ー
）」
の
運
行
に
あ
わ
せ
、
平
成
28
年
よ
り
吉

野
線
を
紅
葉
や
季
節
の
花
で
華
や
か
に
彩
る「
吉
野
線
華は
な

い
っ
ぱ
い
計
画
」が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

沿
線
地
域
に
新
た
な
観
光
資
源
の
創
出
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

沿
線
観
光
地

吉
野
線
沿
線
は
、
1
4
0
0
年
前
を
感
じ
る
古
代
ロ
マ

ン
の
地
・
飛
鳥
や
修
験
道
の
聖
地
・
吉
野
な
ど
魅
力
的
な

観
光
資
源
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
桜
の
名
所
と
し
て
古
く

か
ら
知
ら
れ
る
吉
野
山
や
修
験
道
の
開
祖
、
役
行
者
が
開

い
た
と
い
わ
れ
る
金
峯
山
寺
は「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参

詣
道
」の
構
成
資
産
と
し
て
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

雄
大
な
自
然
や
歴
史
、
文
化
に
触
れ
る
と
と
も
に
四
季

折
々
の
沿
線
風
景
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
一
年
を

通
し
て
よ
り
賑
わ
う
よ
う
な
四
季
彩
り
の
景
観
づ
く
り

を
。
そ
ん
な
思
い
か
ら
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

吉
野
線
華
い
っ
ぱ
い
計
画

第
一
期
と
し
て
、「
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
・
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
・

モ
ミ
ジ
・
ア
ジ
サ
イ
・
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
・
ス
イ
セ
ン
等
」合

計
1
万
本
も
の
樹
木
を
植
樹
し
ま
し
た
。「
吉
野
は
桜
。
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
に
捉
わ
れ
ず
、
モ
ミ
ジ
の
ト
ン
ネ
ル
を
作

り
た
い
」と
い
う
思
い
を
実
現
す
べ
く
、
特
に
福
神
駅
～

薬
水
駅
区
間
に
は
、
平
成
29
年
に
実
施
さ
れ
た
第
二
期
植

樹
分
を
合
わ
せ
る
と
、
約
1
㎞
に
も
わ
た
っ
て
約
8
7
0

本
の
モ
ミ
ジ
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。「
車
窓
か
ら
見
て
花

の
景
色
や
モ
ミ
ジ
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
」。
モ
ミ
ジ

が
い
ず
れ
大
き
く
な
り
、
モ
ミ
ジ
の
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
り

抜
け
、
車
窓
か
ら
た
く
さ
ん
の
花
々
を
見
渡
せ
る
よ
う
な

路
線
を
目
指
し
て
計
画
は
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

花
が
植
わ
る
ま
で
。
手
入
れ
。

計
画
を
立
て
る
際
、
そ
の
土
地
の
地
質
や
環
境
に
あ
っ

た
植
物
を
植
え
る
た
め
詳
細
な
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
環
境
に
合
っ
た
花
や
樹
木
を
植
え
、
吉
野
線
の
そ
れ
ぞ

れ
の
場
所
を
彩
り
ま
す
。
広
い
範
囲
の
草
刈
り
が
、
年
に

3
、
4
回
は
必
要
で
す
。

駅
の
ホ
ー
ム
に
止
ま
っ
た
電
車
か
ら
窓
を
覗
く
と
、

ち
ょ
う
ど
目
線
に
な
る
よ
う
花
々
が
植
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
植
え
ら
れ
た
花
を
見
て
楽
し
め
る
よ
う
に
工
夫
が
凝

ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
春
は
右
側
の
窓
か
ら
、
秋
は
左

側
の
窓
か
ら
。
訪
れ
た
人
が
季
節
を
変
え
て
い
つ
で
も
楽

し
め
る
よ
う
に
と
、
植
栽
・
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
お
も
て
な
し
の
思
い
を
感
じ
な
が
ら
吉
野
線
の
旅

を
楽
し
ん
で
み
て
下
さ
い
。

植樹されたユキヤナギ（吉野駅）

モミジの景観づくりが進む吉野線沿い（平成 29年 11月撮影）
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住みたくなるきれいなまちづくり

E
C
O
K
A
委
員
会

鹿
ノ
台
地
区
は
面
積
1
2
2
ha
約
8
0
0
0
人
が
住

む
大
き
な
住
宅
地
で
す
。
11
の
自
治
会
か
ら
構
成
さ
れ
る

連
合
自
治
会
に
は
様
々
な
委
員
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
協

力
し
合
い
な
が
ら
こ
の
地
域
を
守
っ
て
い
ま
す
。
花
壇
の

維
持
管
理
を
す
る「
美
化
推
進
委
員
会
」。
地
域
の
見
回
り

を
し
、
安
全
を
守
る「
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
委
員
会
」。

そ
し
て
、緑
地
の
整
備
や
、植
樹
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
が

「
E
C
O
K
A
委
員
会
」で
す
。

12
箇
所
の
緑
地
の
整
備

住
宅
地
周
辺
に
は
、
総
合
計
約
12�

ha
に
も
及
ぶ
12
箇
所

の
緑
地
が
あ
り
ま
す
。中
で
も
、地
域
の
北
側
に
位
置
す
る

総
面
積
3.5�

ha
も
の
大
き
さ
を
持
つ
第
2
緑
地
は
6
年
前
ま

で
全
体
が
竹
林
に
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
、

大
量
の
大
き
な
竹
を
切
り
開
き
、
花
木
に
植
え
替
え
ま
し

美しく管理されている鹿ノ台のメインストリート

ECOKA委員会

山田 勲さん

　 生駒市鹿ノ台地区は造成
から約40年たちます。住
宅地を囲む緑地が、いわば
ジャングル状態にあったこ
とから、平成 20年より緑

地の整備に取り組んでいます。整備した緑地を住民
の交流の場、楽しみの場として活用できるようになっ
てきました。高齢化が進んでいますが、みんなで一
緒に活動していると、どんどん元気になっていきま
す。平成29年12月には「第5回グッドライフアワー
ド」環境大臣賞を受賞し、ますます活動への意欲が
高まっているところです。

生駒市鹿ノ台 ECOKA委員会

た
。
今
で
は
緑
地
の
下
に
は
せ
せ
ら
ぎ
が
流
れ
て
い
て
、ホ

タ
ル
の
生
息
を
目
指
す
活
動
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
活

動
も
今
年
で
4
年
。
ひ
ら
り
と
舞
う
ホ
タ
ル
が
見
ら
れ
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、整
備
の
際
に
出
た
間
伐
材
を
利
活
用
し
、椎
茸
の

栽
培
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
幼
稚
園
児
に
は
、里
山
で
獲
れ
る

椎
茸
を
は
じ
め
栗
、芋
、柿
な
ど
を
収
穫
し
て
も
ら
っ
た
り
、

地
域
環
境
や
里
山
管
理
に
つ
い
て
地
元
の
小
学
生
に
体
験

学
習
し
て
も
ら
う
活
動
も
し
、
環
境
教
育
の
場
も
整
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

人
が
住
み
た
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

地
域
の
方
々
と
共
に
整
備
し
た
緑
地
を
歩
く
、「
森
林
観

察
会
」を
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
29
年
2
月
に
行
わ
れ

た
観
察
会
で
は
、
参
加
者
総
数
1
2
1
名
に
も
及
ぶ
会
と

な
り
ま
し
た
。実
際
に
住
民
の
方
に
歩
い
て
も
ら
う
こ
と
に

よ
っ
て
地
域
の
地
形
や
自
然
を
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
、
安
全
へ
の
取
り
組
み
や
、
季
節
を
感
じ
る
楽
し
み
へ
と

つ
な
が
り
ま
す
。み
ん
な
が
住
み
た
く
な
る
ま
ち
の
条
件
は

「
住
環
境
・
利
便
性
・
教

育
環
境
」に
大
き
く
左
右

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。E
C
O
K
A
委
員

会
は
、そ
れ
ら
の
環
境
を

整
え
、自
分
た
ち
住
民
の

力
で
新
住
民
を
受
け
入

れ
る
準
備
を
さ
れ
て
い
ま

す
。「
住
ん
で
い
る
人
の

力
で
地
域
を
守
る
」そ
ん

な
思
い
が
強
く
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。

未利用地に植栽しオープンガーデンとして活用



※平城宮跡歴史公園へは公共交通機関をご利用ください。

県内の素晴らしい景観、守りたい景観
を、テーマを定めて一般公募の上審
査し、161点を奈良県景観資産として
登録しています。
奈良県ホームページ「奈良県景観資
産総合案内所」をご覧になり、お出か
け先にぜひご検討ください。

“奈良時代を今に感じる” をテーマとした「平城宮跡歴史公園」が 3 月 24 日開園します。
朱雀門の南側エリアに “朱雀門ひろば” がよみがえり、復原された平城京のメインストリート朱雀大路を中心に
「にぎわいの空間」が誕生します。ぜひご来園いただき新しい奈良の観光スポットをお楽しみください。

奈良時代を今に感じる平城宮跡歴史公園が
平成30年3月24日（土）に開園

奈良県景観資産の紹介

● 平城宮跡管理センター TEL：0742-36-8780　● 平城京再生プロジェクト TEL：0742-35-8201
［お問い合わせ先］

● 平城宮跡歴史公園開園 URL：https://www.heijo-park.go.jp/
［ホームページ URL］

http://www.pref.nara.jp/
keikan_shisan/

奈良県景観資産を訪れてみませんか？

御杖村 岡田の谷の半夏生園 竜田公園 岩瀬橋から眺める三室山
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