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岡
寺
山
継
松
寺
の
初
午
大
祭（
松
阪
市
）

お
か

は
つ
う
ま
た
い
さ
い

で
ら
さ
ん

じ

け
い
し
ょ
う

か
い
し
ょ
く
ど
う
も
ん

て
ん

ど
う

ま

ち
ょ
う
と
く

り
ゅ
う
お
う
ざ
く
ら

じ

　
〝
厄
落
と
し
の
寺
〞と
し
て
知
ら
れ
る
岡
寺
山
継

松
寺
で
は
、
３
月
最
初
の
午
の
日
を
中
心
と
し
た

前
後
３
日
間
で「
初
午
大
祭
」が
行
わ
れ
、
参
詣

客
で
賑
わ
い
ま
す
。
午
の
日（
本
年
は
３
月
８
日
）

に
は
、
艶
や
か
な
着
物
姿
で
厄
年
の
女
性
が
駕
篭

に
乗
っ
て
参
拝
す
る「
宝
恵
駕
篭
道
中
行
列
」が

行
わ
れ
、
境
内
周
辺
は
華
や
ぎ
を
増
し
ま
す
。

島
勝
の
海
食
洞
門「
天
満
洞
」の
朝
日（
紀
北
町
）

　
島
勝
の
湾
の
入
口
に
あ
る「
天
満
洞
」（
県
指
定

天
然
記
念
物
）は
、
熊
野
灘
の
荒
海
に
浸
食
さ
れ

て
で
き
た
ト
ン
ネ
ル
状
の
海
食
洞
門
。
直
径
は
約

20
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
は
約
30
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま

す
。
毎
年
春
分
の
日（
本
年
は
３
月
20
日
）と
秋

分
の
日
の
前
後
数
日
間
は
、
洞
門
の
中
か
ら
朝

日
が
昇
る
幻
想
的
な
光
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

紀
北
町
商
工
観
光
課
観
光
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ 
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７
・
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３
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５
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長
徳
寺
の
龍
王
桜（
津
市
）

　
４
月
上
旬
か
ら
中
旬
ご
ろ
、
長
徳
寺
を
訪
ね

る
と
、
若
葉
に
交
え
て
薄
桃
色
の
花
を
咲
か
せ
た

龍
王
桜（
県
指
定
天
然
記
念
物
）を
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
桜
に
は
、
門
前
に
棲
む
大
蛇

が
和
尚
に
贈
っ
た
種
か
ら
育
っ
た
と
い
う
伝
説
が

残
り
ま
す
。
周
辺
で
は
、
毎
年
４
月
に「
龍
王
桜

マ
ラ
ソ
ン
大
会
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

津
市
芸
濃
総
合
支
所
地
域
振
興
課

Ｔ
Ｅ
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０
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９
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５
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問
百五銀行 丸之内本部棟内の「歴史資料館」で、「すばらしき“みえ”」のバックナンバーをご覧いただけます。
　 経営企画部広報CSＲ課　TEL 059-223-2326（要予約）
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特 集
　

日
々
の
暮
ら
し
に
役
立
ち
、
ゆ
と
り
や
彩
り
を
も
た
ら
す

品
々
を
、
私
た
ち
は
親
し
み
を
込
め
て〝
え
え
も
ん
〞と
呼
び
ま

す
。
こ
れ
ら〝
え
え
も
ん
〞の
多
く
は
、
受
け
継
い
だ
伝
統
の
技

を
磨
き
、
さ
ら
に
進
化
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
職
人
た
ち
や
、

そ
の
魅
力
を
発
信
し
よ
う
と
活
動
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
三
重
の〝
え
え
も
ん
〞作
り
を
体
験
で
き
る
施
設
の

中
か
ら
６
か
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
時
に
は
一
人
で
、
時
に
は

家
族
や
仲
間
を
誘
っ
て
、
体
験
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

撮
影
…
…
…
梅
川
紀
彦
・
尾
之
内
孝
昭

た
だ
し
※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

2 1「指勘建具工芸」内に展示された障子「光輪」（菰野町）
さしかん

三
重
の〝
え
え
も
ん
〞手
作
り
体
験

手
作
り
体
験
の
内
容
・
予
約
方
法
・
人
数
・
時
間
・
料
金
な
ど
は
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※



　

東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
町
、
桑

名
藩
の
城
下
町
と
し
て
の
面
影
を
残

す
旧
桑
名
宿
界
隈
は
、「
七
里
の
渡
し

跡
」「
九
華
公
園
」な
ど
の
名
所・旧
跡

が
揃
い
、
歴
史
散
策
が
楽
し
め
ま
す
。

　

散
策
の
途
中
、
必
ず
立
ち
寄
り
た

い
の
が「
六
華
苑
」で
す
。
入
口
か
ら

続
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
進
む
と
、
目
の

前
に
現
れ
る
の
は
、
た
め
息
が
出
る

ほ
ど
優
美
な
洋
館
。
設
計
者
は
、
鹿

鳴
館
を
造
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
建

築
士
・
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
で
す
。

洋
館
に
接
し
て
和
館
が
連
な
り
、
各

部
屋
か
ら
見
事
な
庭
園
を
眺
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
は
、
桑
名
の

実
業
家
・２
代
目
諸
戸 

清
六
氏
の
邸

宅
と
し
て
、
大
正
時
代
に
建
て
ら
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
価
値
の
高
さ
か
ら
、
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
館
内

で
は
、
桑
名
が
誇
る
も
う
一
つ
の
文

化
財
を
体
験
で
き
ま
す
。「
桑
名
の

千
羽
鶴
」（
市
指
定
文
化
財
）の
折
り

鶴
体
験
で
す
。
一
般
に
千
羽
鶴
と
い

え
ば
、
１
羽
の
鶴
か
、
千
羽
の
鶴
を

糸
な
ど
で
つ
な
い
だ
も
の
を
い
い
ま

す
が
、「
桑
名
の
千
羽
鶴
」は
１
枚
の

紙
か
ら
数
羽
の
連
続
し
た
鶴
を
折
る

と
い
う
独
特
の
も
の
。
江
戸
時
代
に

桑
名
の
長
円
寺
の
住
職
・
魯
縞
庵
義

道
が
考
案
し
ま
し
た
。

　
「
魯
縞
庵
義
道
が
考
案
し
た
連
鶴

は
49
種
類
で
、
中
に
は
１
０
０
羽
近

く
の
鶴
を
折
り
上
げ
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。
今
日
は
２
羽
の
連
鶴
の『
餌

拾
』を
折
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」と
、
こ

の
日
の
体
験
を
指
導
し
て
く
れ
た
の

は
、
高
木 

文
子
さ
ん
。「
桑
名
の
千

羽
鶴
を
広
め
る
会
」の
代
表
で
す
。

　

同
会
の
活
動
の
幅
は
広
く
、
ス
ペ

イ
ン
に
赴
き
、
子
ど
も
た
ち
に
教
え

た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
。
す
る
と
、

指
導
後
に
子
ど
も
た
ち
が
手
を
つ
な

い
で
、
連
鶴
が〝
つ
な
が
って
い
る
〞こ

と
を
体
で
表
現
し
て
く
れ
た
と
い
い

ま
す
。

　

折
り
鶴
体
験
は
、
1
枚
の
和
紙
に

記
さ
れ
た
線
に
沿
っ
て
ハ
サ
ミ
を
入

れ
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

会
の
皆
さ
ん
が
震
災
の
被
災
地
に
定

期
的
に
連
鶴
を
贈
っ
て
い
る
話
な
ど

を
聞
き
な
が
ら
切
り
終
え
る
と
、
大

小
の
四
角
形
が
つ
な
が
っ
た
形
に
な

り
ま
し
た
。
次
に
、
大
き
い
方
の
正

方
形
で
鶴
を
折
っ
て
い
く
の
で
す
が
、

小
さ
な
方
が
気
に
な
っ
て
、
折
り
に

く
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
手
に
持
っ
た
ま
ま
折
っ
て
み
て
」

と
指
導
を
受
け
る
と
、
ス
ム
ー
ズ
に

で
き
る
よ
う
に
。
つ
な
が
っ
て
い
る

部
分
は
、
わ
ず
か
２
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

程
度
で
す
が
、
途
中
で
切
れ
る
心
配

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が

和
紙
を
使
う
理
由
。
体
験
で
は
、
機

械
で
漉
い
た
和
紙
を
使
用
し
ま
す
が
、

手
漉
き
和
紙
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
薄

く
て
も
丈
夫
で
、
仕
上
が
り
も
き
れ

い
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　

10
分
ほ
ど
で
大
き
い
方
の
鶴
が
完

成
。
残
り
の
鶴
の
方
も
約
５
分
で
で

き
、
大
小
２
羽
の
連
鶴
が
完
成
で
す
。

そ
の
姿
は
、
親
鶴
が
拾
っ
た
餌
を
子

鶴
に
口
移
し
で
与
え
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。「
餌
拾
」と
い
う
名
前
に

も
先
人
の
セ
ン
ス
を
感
じ
ま
す
。

　

２
羽
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
多
く

の
連
鶴
に
挑
戦
し
た
い
と
い
う
方
は
、

「
六
華
苑
」で
定
期
的
に
開
講
さ
れ
て

い
る
講
座
を
お
す
す
め
し
ま
す
。「
桑

名
の
千
羽
鶴
」の
奥
深
さ
を
実
感
す

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

大きな四角形で親鶴を折っていく。

完成した連鶴「餌拾」

「桑名の千羽鶴を広める会」の皆さんの作品「桑名の千羽鶴を広める会」の皆さんの作品

和紙の裏に記された図面通りに切る。

「六華苑」内に建つ洋館97羽の連鶴「百鶴（ひゃっかく）」

「六華苑」内の「桑名の千羽鶴」
展示風景

高木 文子さん

「
桑
名
の
千
羽
鶴
」折
り
鶴
体
験

１
枚
の
和
紙
か
ら
親
子
の
連
鶴
が
誕
生

【
桑
名
市
桑
名
】

「
六
華
苑
」

3

ろっ
か
え
ん

44

か
い

か

き
ゅ
う

わ
い

ろ
く

か
ん

め
い

せ
い
ろ
く

ろ

ど
う

ふ
み

す

こ

ひ
ろ
い

え

こ
う
あ
ん
ぎ

「
六
華
苑
」（
月
曜
日
休
苑
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４
・
２
４
・
４
４
６
６

「
桑
名
の
千
羽
鶴
を
広
め
る
会
」
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（
高
木 

文
子
代
表
）

お
問
い
合
わ
せ



　

昨
年
５
月
に
開
か
れ
た「
主
要
国

首
脳
会
議（
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
）」

で
は
、
三
重
県
が
誇
る
名
産
品
の
数

数
が
各
首
脳
た
ち
に
贈
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
の
一
つ
が
、
組
子
細
工
の
文

箱
で
す
。
組
子
と
は
、
釘
を
使
わ
ず

に
木
を
組
み
付
け
る
技
術
の
こ
と
。

日
本
家
屋
の
障
子
や
欄
間
な
ど
で
目

に
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
組
子
細
工
を
施
し
た
文
箱
を

制
作
し
た
の
は「
指
勘
建
具
工
芸
」で

す
。
昭
和
７（
１
９
３
２
）年
に
創
業

し
て
以
来
、
卓
越
し
た
技
を
磨
き
続

け
、「
全
国
建
具
作
品
展
示
会
」な
ど

で
数
々
の
受
賞
歴
を
誇
り
ま
す
。

　

ま
ち
か
ど
博
物
館（
毎
月
第
３
土

曜
日
開
館
）と
し
て
、
木
工
体
験
を

受
け
付
け
て
い
る
と
伺
い
、
予
約
し

て
お
邪
魔
す
る
と
、
３
代
目
で
一
級

技
能
士
の
黒
田 

裕
次
さ
ん
が
指
導

し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
体
験
す

る
の
は
、鍋
敷
き
作
り
。
ま
ず
用
意

し
て
く
れ
た
の
は
、
２
種
類
の
木
の

棒
で
、
長
さ
は
17
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

と
11
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
が
あ
り
ま
す
。

す
で
に
斜
め
に
複
雑
な
形
の
溝
が
彫

ら
れ
て
お
り
、
指
導
通
り
に
は
め
込

ん
で
い
く
と
、
い
つ
し
か
六
角
形
の

枠
組
み
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は「
地
組
み
」と
い
い
、
組
子
の

基
本
形
だ
と
教
わ
り
ま
す
。

　

次
の
工
程
に
入
る
前
に
、
好
き
な

柄
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
組

子
の
柄
の
種
類
は
数
百
以
上
に
及
ぶ

と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
５
種
類
の
中

か
ら「
桜
亀
甲
柄
」を
選
択
し
ま
し
た
。

小
さ
な
木
片
を「
地
組
み
」の
中
に
は

め
て
い
く
の
で
す
が
、
簡
単
そ
う
で

難
し
く
、最
後
の
方
は
グ
ッ
と
力
を

入
れ
な
い
と
組
み
込
め
な
い
ま
で
に

締
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

最
後
の
一
片
を
キ
ュ
ッ
と
は
め
込
む

と
、
お
よ
そ
20
分
で
完
成
。
糸
や
紐

な
ど
を
付
け
て
吊
る
せ
ば
、
飾
り
物

に
も
な
る
と
伺
い
、
楽
し
み
の
幅
が

広
が
り
ま
し
た
。

　
「
指
勘
建
具
工
芸
」で
は
、こ
れ
ま

で
に
制
作
さ
れ
た
建
具
の
数
々
を
間

近
に
見
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
こ
の

日
は
、一
昨
年
の「
ミ
ラ
ノ
万
博
」に

出
品
し
、
話
題
と
な
っ
た
作
品
を
見

る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
は

セ
ン
サ
ー
が
内
蔵
さ
れ
て
い
て
、
近

付
く
と
輪
の
部
分
が
歯
車
の
よ
う
に

動
く
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
目
を
奪
わ
れ
た
の
は
、
大
輪

の
花
火
が
夜
空
を
彩
る
光
景
が
表
現

さ
れ
た
障
子
や
、
仏
様
の
背
後
に
輝

く
光
を
連
想
さ
せ
る
障
子
な
ど
。
前

者
は「
花
火
」、
後
者
は「
光
輪
」と
命

名
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
花
火
」制
作

に
は
、
お
よ
そ
10
万
個
以
上
の
木
片

が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
一

見
、
絵
の
よ
う
に
見
え
る
部
分
が
、

近
づ
い
て
見
る
と
、
わ
ず
か
1.5
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
程
度
の
木
片
の
数
々
だ
と

気
付
き
ま
す
。
そ
の
緻
密
な
技
に
は

圧
倒
さ
れ
ま
す
。
四
方
を
囲
ま
れ
て

い
る
う
ち
に
、
大
き
な
万
華
鏡
の
中

に
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
不
思
議
な
感

覚
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
見
事
な
細
工
の
中
で
も

「
光
輪
」の
よ
う
に
円
を
表
現
し
た
意

匠
は
、
２
代
目
の
黒
田 

之
男
さ
ん

が
新
た
に
考
案
し
た
も
の
で「
後
光

組
」と
命
名
さ
れ
て
い
ま
す
。
黒
田

さ
ん
は
、
ほ
か
に
も「
六
方
転
」な
ど

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
意
匠
を
編
み
出
し
、

「
現
代
の
名
工
」に
も
選
ば
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
不
断
の
努
力
と
革
新
性
で
、

今
後
も
私
た
ち
に
驚
き
と
感
動
を
届

け
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

黒田 裕次さん（左）と黒田 之男さん（右） 完成した鍋敷きと組子細工飾り 小さな木片を一つずつ組み込んでいく。

２種類の長さの木の棒を組み立てる。

組
子
細
工
の
木
工
体
験

木
の
棒
と
木
片
が
イ
ン
テ
リ
ア
に
も
な
る
鍋
敷
き
に
変
身

【
菰
野
町
小
島
】

「
指
勘
建
具
工
芸
」

こ

く
み

5

さ
し
か
ん

6

「
指
勘
建
具
工
芸
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 
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お
問
い
合
わ
せ

ふ

ば
こ

ら
ん

ゆ
う

ぐ

じ

さ
く
ら
き
っ
こ
う
が
ら

ゆ
き
お

ご
こ
う

ぐ
み

ぽ
う
こ
ろ
び

ろっ

じ

ま

「光輪」 「ミラノ万博」に出品された作品

「花火」



　

か
つ
て
、
多
く
の
日
本
人
が
履
い

て
い
た
も
の
で
、
今
再
び
脚
光
を
浴

び
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
下
駄

で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
二
枚
の
歯

の
あ
る
台
木
に
３
つ
の
穴
を
空
け
、

鼻
緒
を
す
げ
た
履
物
で
す
が
、
こ
の

鼻
緒
を
指
で
挟
ん
で
踏
ん
張
っ
て
歩

く
こ
と
で
、
足
腰
を
鍛
え
る
な
ど
の

効
果
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
の
久
居
城
下
の
一
角
に
昭

和
19（
１
９
４
４
）年
か
ら
店
を
構
え

る「
鈴
友
は
き
も
の
店
」は
、
ま
ち
か

ど
博
物
館「
な
つ
か
し
の
下
駄
屋
博

物
館
」と
し
て
公
開
さ
れ
、
鼻
緒
の

す
げ
替
え
体
験
が
可
能
で
す
。

　

こ
の
日
、
体
験
を
指
導
し
て
く
れ

た
の
は
、
下
駄
を
履
い
た
作
務
衣
姿

も
様
に
な
る
ご
主
人
の
鈴
木 

郁
子

さ
ん
。
鼻
緒
の
先
か
ら
伸
び
て
い
る

紐
を「
く
じ
り
」と
呼
ば
れ
る
道
具
を

使
い
、
結
ん
だ
り
、
ね
じ
っ
た
り
、

輪
の
中
を
く
ぐ
ら
せ
た
り
し
て
い
き

ま
す
。
一
つ

ひ
と
つ
の
作

業
は
単
純
で

す
が
、
繰
り

返
し
て
い
く

う
ち
に
複
雑

に
な
り
、
難

し
く
な
っ
て

き
ま
す
。
し

か
し
、
優
し

い
指
導
の
お

か
げ
で
15
分
程
度
で
最
後
の
工
程
へ
。

足
元
の
２
つ
の
穴
を
通
し
た
紐
を
結

び
、
ぐ
る
ぐ
る
回
し
た
後
に
引
っ
張

る
と
、
結
び
目
が
吸
い
込
ま
れ
る
よ

う
に
輪
の
中
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
る
で
マ
ジ
ッ
ク
を
見
て
い
る
よ
う

で
し
た
。
鈴
木
さ
ん
は
、
子
ど
も
た

ち
に
教
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
最
後
の
工
程
に
は
、
子
ど
も
た

ち
も
大
喜
び
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
う

し
て
自
分
の
足
に
合
わ
せ
た
、
自
分

好
み
の
鼻
緒
を
す
げ
た
こ
と
で
、
下

駄
を
履
い
て
歩
く
日
が
待
ち
通
し
く

な
り
ま
し
た
。

　

履
か
ず
に
し
ま
っ
て
お
い
た
下
駄

に
新
し
い
鼻
緒
を
す
げ
、
町
を
歩
い

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

左右の鼻緒の紐をぐるぐる巻きにする。カゴの底の部分を編んでいく。側面の部分を編んでいく。

鈴木 郁子さん

「くじり」を使って鼻緒の紐を縛る。

鼻
緒
の
す
げ
替
え
体
験

自
分
好
み
の
鼻
緒
の
下
駄
で
町
歩
き

【
津
市
久
居
二
ノ
町
】

「
な
つ
か
し
の
下
駄
屋
博
物
館
」

と
う

ざ
い

く
は
な
お

8

「
な
つ
か
し
の
下
駄
屋
博
物
館
」

（
火
曜
日
休
館
）
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Ｅ
Ｌ 
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・
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・
５
６
７
１

お
問
い
合
わ
せ

は

い
く

さ

む

え

こ

77

鼻緒をすげ替えた桐の下駄鼻緒をすげ替えた桐の下駄

　
「
伊
勢
の
ま
ち
に
は
、初
孫
が
生
ま

れ
た
お
祝
い
に
、
籐
製
の
乳
母
車
を

贈
る
風
習
が
あ
る
ん
で
す
よ
」。

　

宮
町
で
籐
製
乳
母
車
や
籐
家
具
な

ど
を
扱
う「
籐
商
玉
屋
」を
訪
ね
る
と
、

3
代
目
主
人
の
玉
村 

裕
子
さ
ん
が

笑
顔
で
出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
店

内
に
は
、
宝
船
な
ど
の
豪
華
な
意
匠

が
施
さ
れ
た
籐
製
乳
母
車
が
あ
り
、

そ
の
匠
の
技
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
籐

は
、
熱
帯
性
の
蔓
性
の
植
物
で
、
丈

夫
で
柔
軟
性
が
あ
る
の
が
特
徴
。
店

内
に
は
、
座
り
心
地
が
い
い
と
評
判

の
椅
子
に
加
え
て
、
動
物
を

象
っ
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
類
、
家
紋

を
編
み
込
ん
だ
額
縁
な
ど
も
あ

り
、
籐
で
編
め
な
い
も
の
は
な

い
こ
と
を
改
め
て
知
り
ま
し
た
。

　

同
店
は
、
ま
ち
か
ど
博
物
館

と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
、
予
約

す
れ
ば
籐
細
工
の
小
物
作
り
体

験
が
で
き
ま
す
。
地
域
の
子
ど

も
た
ち
に
は
コ
ー
ス
タ
ー
作
り

を
指
導
す
る
こ
と
が
多
い
そ
う

で
す
が
、
こ
の
日
は
ミ
ニ
カ
ゴ

作
り
に
挑
戦
。
初
心
者
に
は
難
し
い

「
根
絞
め
」（
円
の
中
心
部
分
）な
ど
は
、

こ
の
道
41
年
の
玉
村
さ
ん
が
制
作
し

て
く
れ
る
の
で
安
心
。
放
射
線
状
に

伸
び
た
籐
の
間
を
ヒ
ゴ
状
の
籐
で
等

間
隔
に
編
み
込
ん
で
い
く
と
、
い
つ

し
か
直
径
12
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度

の
円
形
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら

は
側
面
を
編
み
込
ん
で
い
き
ま
す
が
、

少
し
で
も
油
断
す
る
と
、
模
様
が
不

規
則
に
。
単
純
な
作
業
だ
か
ら
こ
そ
、

集
中
し
な
い
と
い
け
な
い
と
改
め
て

学
び
ま
す
。
あ
る
程
度
の
高
さ
に

な
っ
た
ら
、
色
付
き
の
も
の
を
編
み

込
ん
で
い
き
ま
す
。
色
の
選
択
も
、

編
み
込
む
幅
も
自
由
。
自
分
好
み
に

で
き
る
の
も
、
体
験
の
醍
醐
味
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
最
後
に
仕
上
げ
の

工
程
を
経
て
、
お
よ
そ
２
時
間
で
完

成
で
す
。
少
し
ゆ
が
ん
で
い
る
も
の

の
、
納
得
の
出
来
栄
え
。
カ
ゴ
に
何

を
入
れ
る
か
、
あ
れ
こ
れ
考
え
る
の

も
、楽
し
い
も
の
で
す
。

籐
細
工
小
物
作
り

形
も
柄
も
用
途
も
自
由
に
カ
ゴ
作
り

【
伊
勢
市
宮
町
】

「
籐
商
玉
屋
」

「
籐
商
玉
屋
」（
不
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６
・
２
８
・
６
２
３
５

お
問
い
合
わ
せ

縁起のいい柄が立体的に編み込まれた籐製乳母車

玉村 裕子さん

完成したミニカゴ

ひ
ろ

つ
る

か
た
ど

せ
い

ね

だ
い
ご

み

じ

こ



　

私
た
ち
が〝
お
伊
勢
さ
ん
〞と
呼
び

親
し
む
伊
勢
神
宮
。
折
に
触
れ
て
お

参
り
す
る
際
に
は
、
御
神
札
や
お
守

り
な
ど
を
求
め
る
方
も
多
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
の
御
神
札
や
お
守
り
、

暦
な
ど
に
使
用
す
る
和
紙
を
、
百
年

以
上
に
渡
っ
て
製
造
し
て
い
る
の
が
、

大
豐
和
紙
工
業
株
式
会
社
で
す
。

　
「
神
宮
へ
奉
製
す
る
清
浄
な
和
紙

を
製
造
し
て
い
る
の
は
、
全
国
で
も

唯
一
こ
こ
だ
け
で
す
」と
教
え
て
く

れ
る
の
は
、同
社
広
報
室
の
中
北 

喜

亮
さ
ん
。
お
話
か
ら
は
、
厳
選
し
た

原
料
で
一
枚
一
枚
を
丹
念
に
仕
上
げ
、

厳
重
な
検
査
を
経
た
和
紙
だ
か
ら
こ

そ
、
唯
一
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

想
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

同
社
で
は
、
神
宮
御
用
紙
に
加
え

て
、
杉
皮
や
海
藻
な
ど
を
漉
き
込
ん

だ
手
漉
き
工
芸
紙
や
、
イ
ン
ク
ジェッ

ト
プ
リ
ン
タ
用
和
紙
な
ど
も
製
造
し

て
い
ま
す
。
前
者
は
伊
勢
の
風
土
な

ら
で
は
の
表
情
と
味
わ
い
が
あ
り
、

後
者
は
、
独
特
の
温
か
み
と
陰
影
の

あ
る
画
像
が
プ
リ
ン
ト
で
き
る
と
、

専
門
家
か
ら
も
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の「
伊
勢
和
紙
」は
、「
三
重
県

指
定
伝
統
工
芸
品
」に
認
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
神
宮
御
用
紙
製
造
場
」と
刻
ま
れ

た
石
碑
や
、
か
つ
て
の
御
師
・
龍
大

夫
の
屋
敷
跡
地
に
建
つ
こ
と
を
示
す

石
碑
な
ど
も
見
ら
れ
る
同
社
は
、
ま

ち
か
ど
博
物
館
と
し
て
、
見
学
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
特
に
、
毎
月
第

２
土
曜
日
に「
伊
勢
和
紙
館
」で
開
催

さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
和
紙
の
手

漉
き
体
験
や
和
紙
の
凧
や
カ
レ
ン
ダ
ー

作
り
な
ど
、
毎
回
趣
向
を
凝
ら
し
た

体
験
講
座
が
行
わ
れ
、
人
気
を
呼
ん

で
い
ま
す
。

　

11
月
の
体
験
内
容
は「
干
支
の
酉

の
置
物
作
り
」と
伺
い
、
参
加
す
る

こ
と
に
。
指
導
し
て
く
だ
さ
る
の
は
、

取
締
役
の
中
北 

ひ
ろ
み
さ
ん
と
、同

館
ス
タ
ッフ
の
岡
田 

直
子
さ
ん
で
す
。

市
内
外
か
ら
応
募
し
た
人
の
中
に
は
、

毎
年
の
参
加
を
楽
し
み
に
し
て
い
る

人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
皆
さ
ん

と
一
緒
に
作
業
す
る
た
め
、
終
始
和

や
か
な
ム
ー
ド
で
す
。
最
初
に
土
台

作
り
、
そ
し
て
屏
風
を
作
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
も
材
料
は
、和
紙
。
温
も
り

の
あ
る
和
紙
に
触
れ
て
い
る
だ
け
で

贅
沢
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
こ
の
段

階
で
は
、
印
通
り
に
切
っ
て
、
丁
寧

に
糊
付
け
す
る
こ
と
を
心
が
け
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
作
業
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
紙
粘
土
で
作
ら
れ

た
２
羽
の
酉
に
小
さ
な
目
や
、
ト
サ

カ
を
張
り
付
け
る
段
階
に
な
る
と
、

途
端
に
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
「
な
か
な
か
難
儀
や
な
ぁ
」の
言
葉

も
聞
こ
え
る
中
、
ス
タ
ッ
フ
の
助
け

も
得
な
が
ら
、
70
分
ほ
ど
か
け
て
何

と
か
完
成
。
土
台
は
神
宮
の
お
白
砂
、

屏
風
は
神
宮
林
、
そ
し
て
２
羽
の
酉

は
、
神
鶏
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
次
々
に

「
ま
ぁ
ス
テ
キ
」「
か
わ
い
い
」な
ど
と

感
嘆
の
声
が
あ
が
り
ま
す
。
で
き
あ

が
っ
た
作
品
を
見
比
べ
る
の
も
、
ま

た
楽
し
い
ひ
と
時
。
最
後
に
全
員
の

作
品
で
記
念
撮
影
を
し
ま
し
た
。

　

同
館
で
は
、
本
年
も
引
き
続
き
、

月
替
わ
り
で
和
紙
を
使
っ
た
イ
ベ
ン

ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
詳
細
に
つ
い

て
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

神宮林をイメージした写真がプリ
ントされた和紙を使って屏風作り。

台紙となる和紙を糊付けして
貼る。

酉に小さな目を付ける。
「神宮御用紙製造場」を
示す石碑

「御師龍大夫跡」と
刻まれた石碑

参加者たちの作品 大正時代の風情が漂う「伊勢和紙館」
「伊勢和紙」にプリントされた風景は見ごたえ十分。「伊勢和紙」にプリントされた風景は見ごたえ十分。

体験風景 中北 喜亮さん

「
干
支
の
酉
の
置
物
」作
り

伝
統
工
芸
品
の「
伊
勢
和
紙
」で
心
に
残
る
置
物
作
り

【
伊
勢
市
大
世
古
】

「
伊
勢
和
紙
館
」

え

と

と
り

9910

「
伊
勢
和
紙
館
」（
日
・
月
曜
日
休
館
）
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し

だ

り
ゅ
う



　
「
尾
鷲
地
域
の
人
び
と
の
生
活
は

『
林
業
と
と
も
に
、生
き
抜
い
た
』と
、

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」―『
尾
鷲

市
史
』の
一
節
通
り
、
尾
鷲
市
を
含

む
東
紀
州
は
、
古
く
か
ら
木
材
の
一

大
産
地
で
し
た
。
中
で
も
ヒ
ノ
キ
は
、

年
輪
が
密
で
強
度
が
高
く
、
色
つ
や

も
よ
い
と
、
県
を
代
表
す
る
優
良
材

と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
柱
な
ど
の
建

材
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
テ
ー
ブ
ル

や
椅
子
な
ど
の
家
具
類
、
ま
な
板
や

カ
バ
ン
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
製
品
に
加

工
で
き
る
ヒ
ノ
キ
で
す
が
、
か
ん
な

く
ず
だ
け
は
、
一
般
に
は
捨
て
ら
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を

美
し
い
花
に
変
身
さ
せ
た
方
が
い
ま

す
。
ヒ
ノ
キ
を
活
か
し
た
地
域
振
興

な
ど
に
取
り
組
む
、
特
定
非
営
利
活

動
法
人「
海
虹
路
」代
表
で
、
ア
ー
ト

フ
ラ
ワ
ー
講
師
の
池
田 

比
早
子
さ

ん
で
す
。

　
「
き
っ
か
け
は
、
平
成
11
年
の『
東

紀
州
体
験
フ
ェ
ス
タ
』で
し
た
ね
」。

　

中
井
町
に
あ
る
、
ま
ち
か
ど
博
物

館「
ヒ
ノ
キ
ア
ー
ト
田
原
屋
」を
訪
ね

る
と
、
ヒ
ノ
キ
の
香
り
漂
う
中
、
館

長
の
池
田
さ
ん
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

し
た
。
お
話
に
よ
れ
ば
、
同
フ
ェ
ス

タ
で
来
賓
が
胸
に
付
け
る
リ
ボ
ン
の

代
わ
り
に
、
尾
鷲
ら
し
い
も
の
を
と

考
え
た
の
が
発
端
と
の
こ
と
。
普
段

か
ら
ヒ
ノ
キ
の
か
ん
な
く
ず
の
利
用

法
を
模
索
し
て
い
た
池
田
さ
ん
な
ら

で
は
の
発
想
で
、
試
し
に
ヤ
ブ
ツ
バ

キ（
尾
鷲
市
の
花
）の
花
の
バ
ッ
ジ
を

作
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
予
想
以
上
の

出
来
栄
え
で
、評
判
と
な
っ
た
の
で

す
。

　

以
来
、
か
ん
な
く
ず
は「
ひ
の
き

シ
ー
ト
」と
名
付
け
ら
れ
、
結
婚
式

で
花
嫁
が
持
つ
ブ
ー
ケ
な
ど
の
ア
ー

ト
作
品
か
ら
、
帽
子
・
う
ち
わ
・
タ

ワ
シ
・
草
履
な
ど
の
日
用
品
に
い
た

る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
生
み

出
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
地
域

の
小
・
中
学
校
の
環
境
学
習
に
も
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ヒ
ノ
キ
ア
ー
ト
田
原
屋
」で
は
、

間
伐
材
を
利
用
し
た
マ
イ
箸
作
り
や

「
ひ
の
き
シ
ー
ト
」を
使
っ
た
コ
サ
ー

ジ
ュ
作
り
体
験
な
ど
が
可
能
で
す
。

海
外
か
ら
の
訪
問
客
な
ど
に
は
、
マ

イ
箸
作
り
が
人
気
と
の
こ
と
で
す
が
、

今
回
は
コ
サ
ー
ジ
ュ
作
り
に
挑
戦
す

る
こ
と
に
。ま
ず
、幅
12
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
長
さ
70
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の「
ひ
の
き
シ
ー
ト
」に
霧
吹
き
で

水
を
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。

す
る
と
、
パ
リ
パ
リ
し
て
い
た
シ
ー

ト
の
シ
ワ
が
伸
び
、
し
っ
と
り
し
て

き
ま
し
た
。
次
に
型
紙
に
合
わ
せ
て

花
び
ら
の
形
に
切
り
取
り
、
針
金
の

芯
を
固
定
す
る
工
程
に
入
り
ま
す
が
、

簡
単
そ
う
で
い
て
、
な
か
な
か
思
い

通
り
に
い
き
ま
せ
ん
。

　
「
自
然
に
逆
ら
わ
ず
に
、指
を
ヒ
ノ

キ
に
合
わ
せ
る
つ
も
り
で
」と
い
う

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
、
何
と

か
、
花
び
ら
の
束
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
束
を
花
の
形
に
ま
と
め
、

用
意
し
て
い
た
だ
い
た
葉
や
リ
ボ
ン

を
加
え
る
と
、
徐
々
に
ヤ
エ
ツ
バ
キ

の
花
に
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
花

に
ピ
ン
を
付
け
て
コ
サ
ー
ジ
ュ
に
す

る
の
も
可
能
で
す
が
、
こ
の
日
は
ヒ

ノ
キ
の
間
伐
材
で
作
ら
れ
た
台
を
用

意
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
素
敵
な

イ
ン
テ
リ
ア
が
お
よ
そ
１
時
間
半
で

完
成
で
す
。

　

従
来
は
捨
て
ら
れ
て
い
た
か
ん
な

く
ず
が「
ひ
の
き
シ
ー
ト
」と
な
り
、

〝
世
界
に
一
つ
だ
け
の
花
〞に
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た
。

「
ひ
の
き
シ
ー
ト
」の
コ
サ
ー
ジ
ュ
作
り

ヒ
ノ
キ
の
か
ん
な
く
ず
が
可
憐
な
花
へ

【
尾
鷲
市
中
井
町
】

「
ヒ
ノ
キ
ア
ー
ト
田
原
屋
」

1112

「
ヒ
ノ
キ
ア
ー
ト
田
原
屋
」（
不
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７
・
２
２
・
０
４
７
０

お
問
い
合
わ
せ

完成したヤエツバキの花

花びらを何枚も重ねていく。

切り取った花びらに針金の芯を固定。 池田 比早子さん

まちかど博物館の看板ヒノキで作った行灯

「ひのきシート」で作ったたわし「へむへむ」花嫁が持つブーケ花嫁が持つブーケ

パリパリした「ひのきシート」に水をかける。

え

こ

ろ

ひ

は
し

か
ん
ば
つ
ざ
い

さ

こ
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いま、 
グ
ル
ー
プ
ネ
ッ
ト
 

三
重
県
内
で
活
動
す
る
グ
ル
ー

プ
を
紹
介
す
る「
い
ま
、
グ
ル
ー

プ
ネ
ッ
ト
」。
今
回
は「
四
郷
郷
土

資
料
保
存
会
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
日
は
、現
在
の
西
日
野
町
に

建
つ「
四
郷
郷
土
資
料
館
」に
お

邪
魔
し
て
、会
長
の
後
藤 

公
三
さ

ん
と
副
会
長
の
古
川 

芳
彦
さ
ん

の
お
二
人
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

平成17年に結成し、現在会
員数は31名。「四郷郷土資
料館」の運営・管理をはじめ
として、地域の歴史・文化を
発信するための幅広い活動
が認められ、平成25年度の
四日市市市民文化奨励賞を
受賞しています。

四郷郷土資料保存会

―
―
会
が
結
成
さ
れ
た
き
っ
か
け

は
、「
四
郷
郷
土
資
料
館
」が
関
係
し

て
い
る
の
で
す
か
？

後
藤
…
そ
う
で
す
。
こ
の
資
料
館
は
、

か
つ
て
の
四
郷
村
役
場
と
し
て
、
大

正
10（
１
９
２
１
）年
に
建
設
さ
れ
、

そ
の
後
、
四
日
市
市
役
所
四
郷
出
張

所
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
昭
和

54（
１
９
７
９
）年
ご
ろ
に
老
朽
化
な

ど
の
理
由
か
ら
、
取
り
壊
し
の
話
が

も
ち
あ
が
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、

旧
四
郷
地
区
の
人
を
は
じ
め
、
笹
川

地
区
、
高
花
平
地
区
の
３
地
区
で
結

成
す
る「
四
郷
地
区
連
合
自
治
会
」が

中
心
と
な
っ
て
、
保
存
活
動
を
始
め

た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

古
川
…
そ
の
後
、
同
57（
１
９
８
２
）

年
に
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
翌

年
に
現
在
の「
四
郷
郷
土
資
料
館
」に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
治
会
の
活
動

の
一
環
と
し
て
維
持
管
理
活
動
を
続

け
て
い
た
の
で
す
が
、
平
成
17
年
に

「
四
郷
郷
土
資
料
館
」の
建
物
お
よ
び

資
料
の
維
持
管
理
な
ど
を
専
門
に
行

う
会
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。

―
―
周
辺
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
、ど

う
し
て
も
残
し
て
お
き
た
い
、想
い

入
れ
の
あ
る
建
物
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

後
藤
…
こ
こ
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て

〝
シ
ン
ボ
ル
〞的
な
存
在
な
の
で
す
。

外
観
全
体
が
白
塗
り
で
、
正
面
玄
関

に
は
車
寄
せ
も
あ
っ
て
、
明
治
時
代

の
洋
風
建
築
を
思
わ
せ
る
で
し
ょ

う
？ 

建
設
当
時
、〝
日
本
一
ハ
イ
カ

ラ
な
役
場
〞と
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

古
川
…
高
台
に
建
っ
て
い
る
か
ら
、

町
の
ど
こ
か
ら
で
も
見
え
ま
す
。
反

対
に
、
こ
こ
か
ら
は
町
並
み
や
周
囲

の
山
々
、
遠
く
は
知
多
半
島
が
見
渡

せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。

―
―
そ
ん
な
す
ば
ら
し
い
建
物
を

建
て
た
の
は
、誰
な
の
で
し
ょ
う
？

後
藤
…
三
重
紡
績
会
社
の
創
業
者
で

あ
る
10
世
伊
藤 
傳
七（
１
８
５
２
〜

１
９
２
４
）の
寄
付
に
よ
っ
て
建
て

ら
れ
ま
し
た
。
三
重
紡
績
会
社
は
、

大
正
３（
１
９
１
４
）年
に
大
阪
紡
績

会
社
と
合
併
し
て
東
洋
紡
績
株
式
会

社
と
な
り
、
傳
七
が
２
代
目
社
長
に

就
き
ま
す
。
実
は
彼
は
、
こ
こ
四
郷

の
出
身
な
の
で
す
。

古
川
…
10
世
伊
藤 

傳
七
が
寄
付
し

た
金
額
は
、
現
在
の
価
値
で
は
お
よ

そ
４
億
円
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼

は
、
小
学
校
や
商
工
学
校
の
設
立
に

も
関
わ
る
な
ど
、
四
日
市
市
の
産
業

や
教
育
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
果

た
し
た
の
で
す
。

後
藤
…
四
郷
で
は
、10
世
伊
藤 

傳
七

と
同
時
に
近
代
日
本
の
産
業
発
展
に

寄
与
し
た
、５
世
伊
藤 

小
左
衛
門

（
１
８
１
９
〜
１
８
７
９
）も
欠
か
せ

な
い
人
物
で
す
。
２
人
は
従
兄
弟
同

士
で
、10
世
伊
藤 

傳
七
に
紡
績
を
勧

め
た
の
は
、
５
世
伊
藤 

小
左
衛
門

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
近
代
日
本
の
産
業
発
展
に
貢

献
し
た
偉
人
が
２
人
も
い
る
と
い

う
の
は
、す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。

後
藤
…
私
た
ち
の
活
動
も
、
四
郷
の

先
覚
者
の
功
績
を
後
世
に
語
り
継
い

で
い
こ
う
と
い
う
の
が
原
点
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
資
料
館
の
運
営
・

掃
除
・
草
刈
り
な
ど
を
一
生
懸
命
す

る
一
方
で
、
膨
大
な
資
料
を
収
集
・

記
録・保
存・整
理
し
て
、
館
内
に
展

示
し
た
り
、
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
作
成

し
た
り
、
D
V
D
に
ま
と
め
る
な
ど

の
活
動
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

古
川
…
現
在
、
資
料
を
展
示
し
て
い

る
の
は
１
階
で
、製
茶・醸
造・製
糸・

農
業
な
ど
の
各
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
て

展
示
し
て
い
ま
す
。
な
る
べ
く
、
分

か
り
や
す
く
、
手
に
と
っ
て
も
大
丈

夫
な
も
の
は
、
触
れ
て
も
い
い
よ
う

に
し
て
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
黒
電
話
の
受

話
器
を
手
に
と
っ
て
、
楽
し
そ
う
に

鳴
ら
し
て
い
ま
す
よ
。

―
―
来
館
者
も
年
々
増
加
し
て
い

る
と
伺
い
ま
し
た
。

後
藤
…
こ
の
資
料
館
が「
四
日
市
あ

す
な
ろ
う
鉄
道
」の「
西
日
野
」駅
か

ら
徒
歩
約
10
分
の
距
離
に
あ
る
と
い

う
の
も
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
同
鉄
道
は
、
線
路
幅
が
一

般
よ
り
狭
い〝
ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
〞鉄
道

と
し
て
、
人
気
に
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
。
ま
た
周
囲
に
は「
亀
山
製
紙
室

山
工
場
」を
は
じ
め
と
し
て
歴
史
あ

る
お
寺
な
ど
、
魅
力
あ
る
場
所
が
数

多
く
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
を
巡
る

人
が
増
え
て
い
ま
す
ね
。

古
川
…
私
た
ち
も
、
何
度
も
足
を
運

ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
展
示
の
改
善
や

充
実
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
昨
年
４
月
か
ら
、
季
節
ご
と
に
特

別
展
を
始
め
ま
し
た
。
10
月
に
は「
八

王
子
線
物
語
」と
題
し
て
、現
在
の「
四

日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
」
の
歴
史
を

振
り
返
る
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
皆

さ
ん
、
懐
か
し
が
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

今
後
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
の
特
別

展
示
を
行
って
い
く
予
定
で
す
。

―
―
10 
月
と
い
え
ば
、
毎
年「
星
空

コ
ン
サ
ー
ト
」が
開
催
さ
れ
ま
す
ね
。

後
藤
・
古
川
…
そ
う
で
す
。 

私
た
ち

は
、
会
場
設
置
の
お
手
伝
い
を
す
る

の
で
す
が
、星
空
の
下
、
正
面
玄
関

前
で
聴
く
演
奏
は
、本
当
に
す
ば
ら

し
い
で
す
よ
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
以
外
に
も
写
生
大
会

を
は
じ
め
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
た
り
、
展
示
内
容
を
さ
ら
に
充
実

さ
せ
て
い
き
ま
す
か
ら
、ぜ
ひ
、一
度

お
越
し
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

お
話
の
後
、
館
内
を
ご
案
内
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
地
域
の

歴
史
資
料
に
加
え
て
、
皆
さ
ん
の
想

い
も
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

会長の後藤 公三さん（左）
副会長の古川 芳彦さん（右）

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

■お問い合わせ
「四郷郷土資料館」
（土曜日開館）
四日市市西日野町３３７５
TEL ０５９・３２２・５６７５
（四郷地区市民センター団体事務局）

※地域の子どもたちが見学した際の様子

展示風景

「四郷郷土資料館」外観

四
郷
郷
土
資
料
保
存
会

よ

ご
う

さ
さ

た
か

で
ん

む
ろ

や
ま

こ

ざ

え
も
ん

い

と

こ

し
ち

は
な
だ
い
ら

が
わ
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度
会
町

下
久
具・上
久
具・

棚
橋・大
野
木

●
1
9
5
号
の
記
載
に
つ
い
て
／
1
9
5
号
裏
表
紙
に
掲
載
の「
山
神
の
獅
子
舞
」の
本
文
1
行
目「
毎
年
1
月
第
4
日
曜
日
」は
、「
毎
年
1
月
最
終
日
曜
日
」の
誤
り
で
し
た
。こ
こ
に
お
詫
び
し
、訂
正
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
旅
は
、
宮
川
に
沿
っ
て
芝

生
広
場
や
遊
水
プ
ー
ル
な
ど
が
続
く

「
宮
リ
バ
ー
度
会
パ
ー
ク
」を
基
点
に

し
ま
す
。
季
節
ご
と
に
イ
ベ
ン
ト
な

ど
も
開
催
さ
れ
る
同
パ
ー
ク
に
は
、

町
内
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
い
ま

す
。
東
西
に
広
い
た
め
、
駐
車
場
が

６
か
所
あ
り
、
大
変
便
利
で
す
。

　

こ
の
日
は
、
売
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン

を
併
設
し
た「
バ
ザ
ー
ル
わ
た
ら
い
」

近
く
の
第
３
駐
車
場
に
車
を
止
め
て

出
発
。
芝
生
広
場
で
遊
ぶ
親
子
を
眺

め
な
が
ら
南
西
に
進
む
と
、
や
が
て

大
き
な
橋
が
架
か
っ
て
い
る
の
に
気

付
き
ま
し
た
。
内
城
田
大
橋
で
す
。

橋
の
上
か
ら
は
、
山
々
と
宮
川
の
流

れ
が
眺
望
で
き
、
心
和
み
ま
す
。
し

か
し
、
か
つ
て
こ
の
辺
り
で
12
名
が

犠
牲
に
な
っ
た
事
故
が
あ
っ
た
と
教

わ
り
ま
し
た
。
そ
の
痛
ま
し
い
事
故

と
は
、明
治
３（
１
８
７
０
）年
、
現

在
の
大
紀
町
野
原
の
人
々
が
、
疫
病

の
平
癒
祈
願
の
た
め
に
鵜
飼
船
で
伊

勢
神
宮
へ
向
か
う
途
中
、
岩
に
激
突

し
て
難
破
し
た
と
い
う
も
の
。
近
く

に
は
、
供
養
す
る
た
め
の
地
蔵
が
置

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
大
野

木
地
区
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
毎
年
1
月
に『
愛
宕
さ
ん
祭
り
』が

行
わ
れ
る
山
崎
の
大
岩
に
も
寄
っ
て

行
き
ま
し
ょ
う
。
知
る
人
ぞ
知
る
場

所
で
す
よ
」と
の
案
内
で
、内
城
田
大

橋
を
渡
り
、
下
久
具
地
区
へ
と
入
り

ま
す
。
お
話
の
大
岩
は
、
森
閑
と
し

た
杉
林
の
中
、
急
な
石
段
を
上
っ
た

先
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
大
き
さ
に

圧
倒
さ
れ
ま
す
。
一
度
に
十
数
人
以

上
が
座
れ
る
ほ
ど
の
窟
が
あ
り
、
小

さ
な
祠
が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。
中

に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
愛
宕
神
社

の
火
伏
札
。「
愛
宕
さ
ん
祭
り
」で
は
、

こ
こ
で
火
を
焚
き
な
が
ら
、一
同
で

般
若
心
経
を
唱
え
る
と
い
い
ま
す
。

　

地
域
住
民
の
信
仰
を
集
め
る
山
崎

の
大
岩
を
後
に
し
て
、
静
か
な
住
宅

地
の
中
を
進
み
ま
す
。
下
久
具
地
区

で
は
、
毎
年
２
月
の
第
１
土
曜
日
に

公
民
館
前
広
場（
海
蔵
寺
境
内
）や
、

神
宮
遥
拝
所
前
な
ど
で
行
わ
れ
る

「
下
久
具
の
御
頭
神
事
」の
獅
子
舞
が

有
名
。
ま
た
、
棚
橋
地
区
で
は
、
同

月
第
２
土
曜
日
に「
棚
橋
の
御
頭
神

事
」が
行
わ
れ
、
勇
壮
な
獅
子
舞
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
両
地
区
の

獅
子
頭
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
も
と
も

と
は
両
地
区
の
獅
子
頭
は
夫
婦
で
、

あ
る
時
、
大
火
事
か
ら
保
護
す
る
た

め
に
宮
川
へ
流
し
た
と
こ
ろ
、
雄
の

獅
子
頭
は
棚
橋
の
人
が
、
雌
の
獅
子

頭
は
下
久
具
の
人
が
拾
い
上
げ
た
と

い
う
も
の
。
そ
の
た
め
獅
子
舞
の
際

に
は
、
棚
橋
で
は〝
さ
き
ょ
う（
左
京
）〞、

下
久
具
で
は〝
だ
い
じ
ょ
う（
大
上
）〞

と
、
お
互
い
の
名
前
を
呼
ぶ
の
が
慣

わ
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

各
地
区
に
伝
わ
る
楽
し
い
お
話
を

教
わ
り
な
が
ら
、
下
久
具
地
区
を
抜

け
、
上
久
具
地
区
に
入
り
ま
す
。
す

る
と
、
右
手
前
方
に
木
々
が
茂
る
一

角
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
が
、

天
照
大
神
御
鎮
座
の
地
を
求
め
て
巡

行
中
の
倭
姫
命
が
立
ち
寄
ら
れ
た
と

い
う
久
具
都
比
賣
神
社
で
す
。
１
歩

足
を
踏
み
入
れ
た
だ
け
で
、
空
気
が

一
変
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
正
殿

を
守
る
か
の
よ
う
に
大
木
が
林
立
し

ま
す
が
、
中
で
も
目
を
引
く
の
は
、

ク
ス
ノ
キ
の
巨
木
で
す
。
幹
回
り
の

太
さ
は
7.8
メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
は
１
５

０
０
年
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
っ
ち
に
き
て
く
だ
さ
い
」と
誘

わ
れ
、
足
元
に
注
意
し
な
が
ら
坂
を

下
る
と
、
突
然
、
小
さ
な
池
が
出
現

し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
倭
姫
命
が

お
化
粧
を
し
た
り
、
髪
を
直
さ
れ
た

と
い
う
伝
説
が
残
り
、〝
倭
姫
命
の

鬢
水
入
れ
〞と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

久
具
都
比
賣
神
社
に
参
拝
し
た
後

は
、
再
び
宮
川
を
渡
り
、
棚
橋
地
区

へ
と
向
か
い
ま
す
。
こ
こ
に
架
か
る

橋
は
、
平
成
６
年
に
完
成
し
た
久
具

都
比
売
橋
。
実
は
、
こ
の
橋
が
架
か

る
ま
で
は
、
小
学
校
に
通
う
子
ど
も

た
ち
も
含
め
た
町
民
や
荷
物
な
ど
は
、

渡
し
船
で
運
ん
で
い
た
と
い
い
い
ま

す
。
町
内
を
流
れ
る
宮
川
に
は
７
か

所
の
渡
し
場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最

後
ま
で
残
っ
た
の
が
、こ
の「
上
久
具

の
渡
し
」で
し
た
。

　
「
次
に
向
か
う
の
は
蓮
華
寺
で
す
。

由
緒
あ
る
お
寺
で
す
よ
」と
の
案
内

で
進
む
と
、
や
が
て
見
え
て
き
た
の

が
、
風
情
の
あ
る
山
門
。
門
を
く
ぐ

る
と
、
左
手
に
観
音
堂
、
正
面
に
建

つ
の
が
本
堂
で
す
。
同
寺
の
歴
史
は

古
く
、
平
安
時
代
中
頃
に
ま
で
遡
る

と
い
わ
れ
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
、

武
家
や
公
家
の
祈
禱
所
と
し
て
勢
力

を
持
ち
、
全
盛
期
に
は
20
を
超
え
る

末
寺
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
現

在
の
本
堂
は
、
享
保
８（
１
７
２
３
）

年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
地
区
で
は
、薬
師
如
来
坐
像
な

ど
が
安
置
さ
れ
た
薬
師
堂
や
、「
棚
橋

の
御
頭
神
事
」の
獅
子
頭
を
安
置
し

た「
大
上
殿
」な
ど
が
見
ら
れ
る
法
光

寺
に
も
立
ち
寄
り
た
い
も
の
。
い
ず

れ
も
、
地
域
の
人
々
が
大
切
に
受
け

継
い
で
き
た
も
の
な
の
で
す
。

　

続
い
て
大
野
木
地
区
へ
と
向
か
い

ま
す
。
途
中
で
目
に
す
る
の
が
、
茶

畑
で
す
。
宮
川
沿
い
で
は
、
随
所
で

同
様
の
光
景
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
川

か
ら
立
ち
上
る
霧
が
、
香
り
豊
か
な

「
わ
た
ら
い
茶
」を
は
ぐ
く
む
の
で
す
。

　

大
野
木
地
区
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、

観
音
堂
と
大
泉
寺
で
す
。
前
者
で
は
、

毎
年
３
月
の
初
午
の
日
に
祭
り
が
行

わ
れ
、
江
戸
時
代
初
期
の
十
一
面
観

音
立
像
が
開
帳
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

傍
ら
に
は
、
庚
申
堂・歯
の
神・子
安

地
蔵
堂
が
た
た
ず
み
ま
す
。

　

一
方
、
後
者
の
大
泉
寺
の
境
内
に

は
、
野
原
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
内
城
田
大
橋
の
上
で
聞
い

た
水
難
事
故
の
際
に
祀
ら
れ
た
地
蔵

で
、
現
在
は
こ
の
地
で
、
犠
牲
者
の

供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

大
泉
寺
か
ら「
宮
リ
バ
ー
度
会

パ
ー
ク
」の
東
端
ま
で
は
、徒
歩
で
約

数
分
の
距
離
。終
点
の「
バ
ザ
ー
ル
わ

た
ら
い
」で
、特
産
品
の「
わ
た
ら
い

茶
」や
新
鮮
野
菜
な
ど
を
お
土
産
に

買
っ
て
帰
る
の
も
、旅
の
楽
し
み
の

一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

表
紙
写
真 

桑
名
の
千
羽
鶴（
桑
名
市
桑
名
）

　

伊
勢
市
の
南
西
に
位
置
す
る
度
会
町
は
、

玉
城
町
・
南
伊
勢
町
・
大
紀
町
な
ど
と

接
す
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
交
通
の
要

衝
で
し
た
。
特
に
北
部
を
東
流
す
る
宮

川
は
、
大
台
ヶ
原
の
森
林
資
源
や
、
米
・

野
菜
な
ど
の
物
資
を
運
搬
す
る
ル
ー
ト
と

し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
流
域
に
は
歴
史
あ
る
神
社
・

仏
閣
や
伝
統
行
事
な
ど
が
、
今
に
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
倭
姫
命
ゆ
か
り
の
久
具
都

比
賣
神
社
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
伝
承
が
息
づ
く
各
地
区
を
巡
り
ま
す
。

※印の写真は取材先から提供していただきました

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

清
流・宮
川
に
沿
っ
て
巡
る

倭
姫
命
伝
承
地
と
古
刹

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

し 

も

く

ぐ

か 

み

く

ぐ

山崎の大岩の窟にたたずむ祠 宮川に架かる内城田大橋

「宮リバー度会パーク」内の芝生広場

「下久具の御頭神事」

「棚橋の御頭神事」

伊勢神宮の摂社・久具都比賣神社クスノキ

“倭姫命の鬢水入れ”

観音堂（大野木）

歯の神

蓮華寺の山門と奥に見える本堂

薬師堂水難事故の犠牲者を供養する野原地蔵

憩
い
の
場「
宮
リ
バ
ー
度
会
パ
ー
ク
」

倭
姫
命
ゆ
か
り
の

久
具
都
比
賣
神
社

蓮
華
寺
か
ら
大
泉
寺
へ

れ
ん

だ
い
せ
ん

じ

げ

じ

宮川 「バザールわたらい」
（「宮リバー度会パーク」内）

内城田大橋

観音堂

大泉寺

久具都比賣神社
久具都比売橋

山
崎
の
大
岩

蓮
華
寺

薬
師
堂内

城
田
神
社

法
光
寺

度
会
町
役
場

公
民
館
前
広
場

（
海
蔵
寺
境
内
）下久具

大野木

上久具

棚橋

一
之
瀬
川
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く
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じ
ん
じ
ゃ

ひ

ぐ

つ

問
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こ
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で
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と
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し
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ょ
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は
ん

よ
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ょ
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に
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し
ん
ぎ
ょ
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ぶ
せ
ふ
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へい

う
か
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ぶ
ね

ゆ

き
が
ん
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■行程図　所要時間／約3時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

至玉城IC 至玉城町

至南伊勢町

至
大
紀
町

至
伊
勢
市

約500ｍ 約600ｍ 約200ｍ

約1.3kｍ約1kｍ 約100ｍ約800ｍ約500ｍ約200ｍ 約2.5kｍ

「バザールわたらい」（「宮リバー度会パーク」内） 内城田大橋 山崎の大岩 公民館前広場（海蔵寺境内）

久具都比賣神社久具都比売橋蓮華寺薬師堂観音堂大泉寺

今回の案内人は、度会町の魅力を発信す
る「度会町地域資源を守る会」の皆さん。
向かって左から、会計担当の西村 肇（はじ
む）さん、会長の橋本 丈男（たけお）さん、
事務局長の御村（みむら） 一真さんです。



15 16 

17 18 

度
会
町

下
久
具・上
久
具・

棚
橋・大
野
木

●
1
9
5
号
の
記
載
に
つ
い
て
／
1
9
5
号
裏
表
紙
に
掲
載
の「
山
神
の
獅
子
舞
」の
本
文
1
行
目「
毎
年
1
月
第
4
日
曜
日
」は
、「
毎
年
1
月
最
終
日
曜
日
」の
誤
り
で
し
た
。こ
こ
に
お
詫
び
し
、訂
正
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
旅
は
、
宮
川
に
沿
っ
て
芝

生
広
場
や
遊
水
プ
ー
ル
な
ど
が
続
く

「
宮
リ
バ
ー
度
会
パ
ー
ク
」を
基
点
に

し
ま
す
。
季
節
ご
と
に
イ
ベ
ン
ト
な

ど
も
開
催
さ
れ
る
同
パ
ー
ク
に
は
、

町
内
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
い
ま

す
。
東
西
に
広
い
た
め
、
駐
車
場
が

６
か
所
あ
り
、
大
変
便
利
で
す
。

　

こ
の
日
は
、
売
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン

を
併
設
し
た「
バ
ザ
ー
ル
わ
た
ら
い
」

近
く
の
第
３
駐
車
場
に
車
を
止
め
て

出
発
。
芝
生
広
場
で
遊
ぶ
親
子
を
眺

め
な
が
ら
南
西
に
進
む
と
、
や
が
て

大
き
な
橋
が
架
か
っ
て
い
る
の
に
気

付
き
ま
し
た
。
内
城
田
大
橋
で
す
。

橋
の
上
か
ら
は
、
山
々
と
宮
川
の
流

れ
が
眺
望
で
き
、
心
和
み
ま
す
。
し

か
し
、
か
つ
て
こ
の
辺
り
で
12
名
が

犠
牲
に
な
っ
た
事
故
が
あ
っ
た
と
教

わ
り
ま
し
た
。
そ
の
痛
ま
し
い
事
故

と
は
、明
治
３（
１
８
７
０
）年
、
現

在
の
大
紀
町
野
原
の
人
々
が
、
疫
病

の
平
癒
祈
願
の
た
め
に
鵜
飼
船
で
伊

勢
神
宮
へ
向
か
う
途
中
、
岩
に
激
突

し
て
難
破
し
た
と
い
う
も
の
。
近
く

に
は
、
供
養
す
る
た
め
の
地
蔵
が
置

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
大
野

木
地
区
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
毎
年
1
月
に『
愛
宕
さ
ん
祭
り
』が

行
わ
れ
る
山
崎
の
大
岩
に
も
寄
っ
て

行
き
ま
し
ょ
う
。
知
る
人
ぞ
知
る
場

所
で
す
よ
」と
の
案
内
で
、内
城
田
大

橋
を
渡
り
、
下
久
具
地
区
へ
と
入
り

ま
す
。
お
話
の
大
岩
は
、
森
閑
と
し

た
杉
林
の
中
、
急
な
石
段
を
上
っ
た

先
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
大
き
さ
に

圧
倒
さ
れ
ま
す
。
一
度
に
十
数
人
以

上
が
座
れ
る
ほ
ど
の
窟
が
あ
り
、
小

さ
な
祠
が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。
中

に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
愛
宕
神
社

の
火
伏
札
。「
愛
宕
さ
ん
祭
り
」で
は
、

こ
こ
で
火
を
焚
き
な
が
ら
、一
同
で

般
若
心
経
を
唱
え
る
と
い
い
ま
す
。

　

地
域
住
民
の
信
仰
を
集
め
る
山
崎

の
大
岩
を
後
に
し
て
、
静
か
な
住
宅

地
の
中
を
進
み
ま
す
。
下
久
具
地
区

で
は
、
毎
年
２
月
の
第
１
土
曜
日
に

公
民
館
前
広
場（
海
蔵
寺
境
内
）や
、

神
宮
遥
拝
所
前
な
ど
で
行
わ
れ
る

「
下
久
具
の
御
頭
神
事
」の
獅
子
舞
が

有
名
。
ま
た
、
棚
橋
地
区
で
は
、
同

月
第
２
土
曜
日
に「
棚
橋
の
御
頭
神

事
」が
行
わ
れ
、
勇
壮
な
獅
子
舞
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
両
地
区
の

獅
子
頭
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
も
と
も

と
は
両
地
区
の
獅
子
頭
は
夫
婦
で
、

あ
る
時
、
大
火
事
か
ら
保
護
す
る
た

め
に
宮
川
へ
流
し
た
と
こ
ろ
、
雄
の

獅
子
頭
は
棚
橋
の
人
が
、
雌
の
獅
子

頭
は
下
久
具
の
人
が
拾
い
上
げ
た
と

い
う
も
の
。
そ
の
た
め
獅
子
舞
の
際

に
は
、
棚
橋
で
は〝
さ
き
ょ
う（
左
京
）〞、

下
久
具
で
は〝
だ
い
じ
ょ
う（
大
上
）〞

と
、
お
互
い
の
名
前
を
呼
ぶ
の
が
慣

わ
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

各
地
区
に
伝
わ
る
楽
し
い
お
話
を

教
わ
り
な
が
ら
、
下
久
具
地
区
を
抜

け
、
上
久
具
地
区
に
入
り
ま
す
。
す

る
と
、
右
手
前
方
に
木
々
が
茂
る
一

角
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
が
、

天
照
大
神
御
鎮
座
の
地
を
求
め
て
巡

行
中
の
倭
姫
命
が
立
ち
寄
ら
れ
た
と

い
う
久
具
都
比
賣
神
社
で
す
。
１
歩

足
を
踏
み
入
れ
た
だ
け
で
、
空
気
が

一
変
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
正
殿

を
守
る
か
の
よ
う
に
大
木
が
林
立
し

ま
す
が
、
中
で
も
目
を
引
く
の
は
、

ク
ス
ノ
キ
の
巨
木
で
す
。
幹
回
り
の

太
さ
は
7.8
メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
は
１
５

０
０
年
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
っ
ち
に
き
て
く
だ
さ
い
」と
誘

わ
れ
、
足
元
に
注
意
し
な
が
ら
坂
を

下
る
と
、
突
然
、
小
さ
な
池
が
出
現

し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
倭
姫
命
が

お
化
粧
を
し
た
り
、
髪
を
直
さ
れ
た

と
い
う
伝
説
が
残
り
、〝
倭
姫
命
の

鬢
水
入
れ
〞と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

久
具
都
比
賣
神
社
に
参
拝
し
た
後

は
、
再
び
宮
川
を
渡
り
、
棚
橋
地
区

へ
と
向
か
い
ま
す
。
こ
こ
に
架
か
る

橋
は
、
平
成
６
年
に
完
成
し
た
久
具

都
比
売
橋
。
実
は
、
こ
の
橋
が
架
か

る
ま
で
は
、
小
学
校
に
通
う
子
ど
も

た
ち
も
含
め
た
町
民
や
荷
物
な
ど
は
、

渡
し
船
で
運
ん
で
い
た
と
い
い
い
ま

す
。
町
内
を
流
れ
る
宮
川
に
は
７
か

所
の
渡
し
場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最

後
ま
で
残
っ
た
の
が
、こ
の「
上
久
具

の
渡
し
」で
し
た
。

　
「
次
に
向
か
う
の
は
蓮
華
寺
で
す
。

由
緒
あ
る
お
寺
で
す
よ
」と
の
案
内

で
進
む
と
、
や
が
て
見
え
て
き
た
の

が
、
風
情
の
あ
る
山
門
。
門
を
く
ぐ

る
と
、
左
手
に
観
音
堂
、
正
面
に
建

つ
の
が
本
堂
で
す
。
同
寺
の
歴
史
は

古
く
、
平
安
時
代
中
頃
に
ま
で
遡
る

と
い
わ
れ
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
、

武
家
や
公
家
の
祈
禱
所
と
し
て
勢
力

を
持
ち
、
全
盛
期
に
は
20
を
超
え
る

末
寺
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
現

在
の
本
堂
は
、
享
保
８（
１
７
２
３
）

年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
地
区
で
は
、薬
師
如
来
坐
像
な

ど
が
安
置
さ
れ
た
薬
師
堂
や
、「
棚
橋

の
御
頭
神
事
」の
獅
子
頭
を
安
置
し

た「
大
上
殿
」な
ど
が
見
ら
れ
る
法
光

寺
に
も
立
ち
寄
り
た
い
も
の
。
い
ず

れ
も
、
地
域
の
人
々
が
大
切
に
受
け

継
い
で
き
た
も
の
な
の
で
す
。

　

続
い
て
大
野
木
地
区
へ
と
向
か
い

ま
す
。
途
中
で
目
に
す
る
の
が
、
茶

畑
で
す
。
宮
川
沿
い
で
は
、
随
所
で

同
様
の
光
景
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
川

か
ら
立
ち
上
る
霧
が
、
香
り
豊
か
な

「
わ
た
ら
い
茶
」を
は
ぐ
く
む
の
で
す
。

　

大
野
木
地
区
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、

観
音
堂
と
大
泉
寺
で
す
。
前
者
で
は
、

毎
年
３
月
の
初
午
の
日
に
祭
り
が
行

わ
れ
、
江
戸
時
代
初
期
の
十
一
面
観

音
立
像
が
開
帳
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

傍
ら
に
は
、
庚
申
堂・歯
の
神・子
安

地
蔵
堂
が
た
た
ず
み
ま
す
。

　

一
方
、
後
者
の
大
泉
寺
の
境
内
に

は
、
野
原
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
内
城
田
大
橋
の
上
で
聞
い

た
水
難
事
故
の
際
に
祀
ら
れ
た
地
蔵

で
、
現
在
は
こ
の
地
で
、
犠
牲
者
の

供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

大
泉
寺
か
ら「
宮
リ
バ
ー
度
会

パ
ー
ク
」の
東
端
ま
で
は
、徒
歩
で
約

数
分
の
距
離
。終
点
の「
バ
ザ
ー
ル
わ

た
ら
い
」で
、特
産
品
の「
わ
た
ら
い

茶
」や
新
鮮
野
菜
な
ど
を
お
土
産
に

買
っ
て
帰
る
の
も
、旅
の
楽
し
み
の

一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

表
紙
写
真 

桑
名
の
千
羽
鶴（
桑
名
市
桑
名
）

　

伊
勢
市
の
南
西
に
位
置
す
る
度
会
町
は
、

玉
城
町
・
南
伊
勢
町
・
大
紀
町
な
ど
と

接
す
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
交
通
の
要

衝
で
し
た
。
特
に
北
部
を
東
流
す
る
宮

川
は
、
大
台
ヶ
原
の
森
林
資
源
や
、
米
・

野
菜
な
ど
の
物
資
を
運
搬
す
る
ル
ー
ト
と

し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
流
域
に
は
歴
史
あ
る
神
社
・

仏
閣
や
伝
統
行
事
な
ど
が
、
今
に
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
倭
姫
命
ゆ
か
り
の
久
具
都

比
賣
神
社
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
伝
承
が
息
づ
く
各
地
区
を
巡
り
ま
す
。

※印の写真は取材先から提供していただきました

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

清
流・宮
川
に
沿
っ
て
巡
る

倭
姫
命
伝
承
地
と
古
刹

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

し 

も

く

ぐ

か 

み

く

ぐ

山崎の大岩の窟にたたずむ祠 宮川に架かる内城田大橋

「宮リバー度会パーク」内の芝生広場

「下久具の御頭神事」

「棚橋の御頭神事」

伊勢神宮の摂社・久具都比賣神社クスノキ

“倭姫命の鬢水入れ”

観音堂（大野木）

歯の神

蓮華寺の山門と奥に見える本堂

薬師堂水難事故の犠牲者を供養する野原地蔵

憩
い
の
場「
宮
リ
バ
ー
度
会
パ
ー
ク
」

倭
姫
命
ゆ
か
り
の

久
具
都
比
賣
神
社

蓮
華
寺
か
ら
大
泉
寺
へ

れ
ん

だ
い
せ
ん

じ

げ

じ

宮川 「バザールわたらい」
（「宮リバー度会パーク」内）

内城田大橋

観音堂

大泉寺
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の
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薬
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法
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「
度
会
町
地
域
資
源
を
守
る
会
」

Ｔ
Ｅ
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０
９
０
・
３
３
０
１
・
５
４
９
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（
橋
本 

丈
男
会
長
）

う
ち
き

だ
お
お
は
し

あ
た
ごい

わ
や

ほ
こ
ら

び
ん
す

き

だ
い
じ
ょ
う
で
ん

と
う

こ
う
し
ん
ど
う

じ
ょ

ひ

は
ん

よ
う
は
い
じ
ょ

か
し
ら

お

に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

ぶ
せ
ふ
だ

へい

う
か
い
ぶ
ね

ゆ

き
が
ん
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■行程図　所要時間／約3時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

至玉城IC 至玉城町

至南伊勢町

至
大
紀
町

至
伊
勢
市

約500ｍ 約600ｍ 約200ｍ

約1.3kｍ約1kｍ 約100ｍ約800ｍ約500ｍ約200ｍ 約2.5kｍ

「バザールわたらい」（「宮リバー度会パーク」内） 内城田大橋 山崎の大岩 公民館前広場（海蔵寺境内）

久具都比賣神社久具都比売橋蓮華寺薬師堂観音堂大泉寺

今回の案内人は、度会町の魅力を発信す
る「度会町地域資源を守る会」の皆さん。
向かって左から、会計担当の西村 肇（はじ
む）さん、会長の橋本 丈男（たけお）さん、
事務局長の御村（みむら） 一真さんです。
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2月中旬～4月中旬

岡
寺
山
継
松
寺
の
初
午
大
祭（
松
阪
市
）

お
か

は
つ
う
ま
た
い
さ
い

で
ら
さ
ん

じ

け
い
し
ょ
う

か
い
し
ょ
く
ど
う
も
ん

て
ん

ど
う

ま

ち
ょ
う
と
く

り
ゅ
う
お
う
ざ
く
ら

じ

　
〝
厄
落
と
し
の
寺
〞と
し
て
知
ら
れ
る
岡
寺
山
継

松
寺
で
は
、
３
月
最
初
の
午
の
日
を
中
心
と
し
た

前
後
３
日
間
で「
初
午
大
祭
」が
行
わ
れ
、
参
詣

客
で
賑
わ
い
ま
す
。
午
の
日（
本
年
は
３
月
８
日
）

に
は
、
艶
や
か
な
着
物
姿
で
厄
年
の
女
性
が
駕
篭

に
乗
っ
て
参
拝
す
る「
宝
恵
駕
篭
道
中
行
列
」が

行
わ
れ
、
境
内
周
辺
は
華
や
ぎ
を
増
し
ま
す
。

島
勝
の
海
食
洞
門「
天
満
洞
」の
朝
日（
紀
北
町
）

　
島
勝
の
湾
の
入
口
に
あ
る「
天
満
洞
」（
県
指
定

天
然
記
念
物
）は
、
熊
野
灘
の
荒
海
に
浸
食
さ
れ

て
で
き
た
ト
ン
ネ
ル
状
の
海
食
洞
門
。
直
径
は
約

20
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
は
約
30
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま

す
。
毎
年
春
分
の
日（
本
年
は
３
月
20
日
）と
秋

分
の
日
の
前
後
数
日
間
は
、
洞
門
の
中
か
ら
朝

日
が
昇
る
幻
想
的
な
光
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

紀
北
町
商
工
観
光
課
観
光
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７
・
４
６
・
３
１
１
５

問

長
徳
寺
の
龍
王
桜（
津
市
）

　
４
月
上
旬
か
ら
中
旬
ご
ろ
、
長
徳
寺
を
訪
ね

る
と
、
若
葉
に
交
え
て
薄
桃
色
の
花
を
咲
か
せ
た

龍
王
桜（
県
指
定
天
然
記
念
物
）を
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
桜
に
は
、
門
前
に
棲
む
大
蛇

が
和
尚
に
贈
っ
た
種
か
ら
育
っ
た
と
い
う
伝
説
が

残
り
ま
す
。
周
辺
で
は
、
毎
年
４
月
に「
龍
王
桜

マ
ラ
ソ
ン
大
会
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

津
市
芸
濃
総
合
支
所
地
域
振
興
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
・
２
６
６
・
２
５
１
０

問

問
百五銀行 丸之内本部棟内の「歴史資料館」で、「すばらしき“みえ”」のバックナンバーをご覧いただけます。
　 経営企画部広報CSＲ課　TEL 059-223-2326（要予約）

や
く
おあ

で

か
ご

ほ

す

お
し
ょ
う

え
か

ご
ど
う
ち
ゅ
う

松
阪
市
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８
・
２
３
・
７
７
７
１

問


