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国
道
42
号
線
を
南
下
し
て
紀
宝
町
に
入
る
と
、

今
回
の
旅
の
出
発
点
、
道
の
駅 

紀
宝
町
ウ
ミ

ガ
メ
公
園
が
あ
り
ま
す
。
目
の
前
の
井
田
海
岸

に
は
、
5
月
下
旬
か
ら
8
月
上
旬
に
か
け
て
、

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
の
た
め
に
や
っ
て
き
ま

す
。
そ
の
た
め
紀
宝
町
で
は
、
町
を
あ
げ
て
ウ

ミ
ガ
メ
と
環
境
の
保
護
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
生
態
や
取
組
み
の
様

子
を
紹
介
。
ま
た
、
施
設
内
の
プ
ー
ル
で
保
護

さ
れ
て
い
る
ウ
ミ
ガ
メ
を
、
間
近
で
見
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
南
へ
、
海
岸
沿
い
に
下
り
ま
す
。
熊

野
市
か
ら
紀
宝
町
に
か
け
て
の
浜
は
七
里
御
浜

と
呼
ば
れ
、
町
が
誇
る
世
界
遺
産
の
一
つ
で
す
。

熊
野
古
道
伊
勢
路
の
一
部「
浜
街
道
」と
呼
ば

れ
、
信
仰
の
道
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き

ま
し
た
。
色
が
き
れ
い
な
丸
い
小
石
に
覆
わ
れ
、

「
日
本
の
渚
百
選
」に
選
ば
れ
た
美
し
い
浜
で
す
。

　

国
道
42
号
線
が
海
岸
か
ら
離
れ
る
と
、
最
初

の
目
的
地
、
神
内
地
区
に
近
づ
き
ま
す
。
熊
野

市
消
防
署
紀
宝
分
署
が
あ
る
交
差
点
を
北
へ

向
か
う
と
、
の
ど
か
な
山
里
の
風
景
が
現
れ
ま

す
。
こ
こ
神
内
地
区
は
、
古
代
信
仰
の
遺
跡
が

残
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
園
の
中

を
進
ん
で
い
く
と
、
高
さ
約
50
メ
ー
ト
ル
の
絶

壁
の
奇
岩
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
鷹
の
巣
倉
と

呼
ば
れ
る
岩
の
頂
に
は
、
南
北
10
メ
ー
ト
ル・
東

西
5
メ
ー
ト
ル
の
平
地
が
あ
り
、
神
内
城
跡
と

も
見
張
り
場
的
な
出
城
跡
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

神
内
地
区
に
は
、
見
ど
こ
ろ
を
示
す
道
標
が

い
た
る
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
ま
す
。
案
内
に
従

い
、
古
神
殿
へ
と
向
か
い
ま
す
。
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し

た
小
高
い
山
の
岩
屋
は
、
原
始
時
代
の
神
殿
と

伝
え
ら
れ
、
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
近
く
に
あ
る
神
内
神
社
の
本

宮
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
奥
へ
進
む
と
、

神
内
神
社
が
あ
り
ま
す
。
由
緒
に
は
、
伊
弉
諾

ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
で
上
陸
す
る

美
し
く
恵
ま
れ
た
自
然
環
境

い
に
し
え
の
信
仰
の
様
子
を
と
ど
め

神
秘
が
薫
る
神
内
地
区 海

・
山
・
川
の
自
然
に
恵
ま
れ
た

い
に
し
え
の
ロ
マ
ン
に
出
会
え
る
町

尊
と
伊
弉
冉
尊
が
天
か
ら
降
り
、一
男
三
女
を

も
う
け
た
と
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
子
安
の
宮

と
呼
ば
れ
、
安
産
祈
願
の
神
社
と
し
て
信
仰
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
自
然
岩
の
岩
窟
を
御
神
体
と

し
、
当
時
の
人
々
の
自
然
崇
拝
の
有
様
を
今
に

伝
え
て
い
ま
す
。
境
内
に
は
、
ホ
ル
ト
ノ
キ
が

年
月
を
か
け
大
石
を
巻
き
込
み
、
わ
が
子
の
よ

う
に
抱
く「
安
産
樹
」も
あ
り
ま
す
。
巨
樹
や
巨

岩
に
囲
ま
れ
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
厳

か
な
空
間
。
神
秘
の
力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

来
た
道
を
戻

り
、
延
命
地
蔵

へ
足
を
運
び
ま

す
。
別
名「
滝

の
地
蔵
」と
も

呼
ば
れ
、
滝
が

流
れ
る
奇
岩
の

岩
屋
に
祠
が
あ

り
ま
す
。
片
膝

を
立
て
る
姿
は
、

す
ぐ
に
村
の

人
々
を
助
け
に

行
く
た
め
と
い

紀
宝
町

ふ
る
さ
と
再
発
見
の
第
二
十
回
目
は
、紀
宝
町
で
す
。

紀
伊
半
島
の
南
東
部
に
位
置
す
る
こ
の
町
は
、

東
は
熊
野
灘
に
面
し
、南
の
和
歌
山
県
と
の
県
境
に
は
熊
野
川
が
流
れ
、

は
る
か
昔
か
ら
、海
・
山
・
川
の
自
然
と
と
も
に
歴
史
を
紡
い
で
き
ま
し
た
。

町
に
残
る
文
化
財
や
遺
跡
の
数
々
、文
化
的
景
観
が
遠
い
昔
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、平
成
16
年
に
、世
界
遺
産﹁
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
﹂と
し
て

登
録
さ
れ
た
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、清
ら
か
な
自
然
と
い
に
し
え
の
ロ
マ
ン
が
薫
る
町
の
魅
力
を
お
伝
え
し
ま
す
。

※印の写真は取材先から提供していただきました

神内神社。左に見える巨岩がご神体

永年かけて岩を巻き込んだ
「安産樹」

岩屋の奥に祠がある延命地蔵

遠くからでも絶壁がわかる鷹の巣倉

大小の岩が重なり合う古神殿

道の駅 紀宝町ウミガメ公園では、
ウミガメに餌やりができる

きれいな砂浜が続く七里御浜

き

ほ
う

れ
い
じ
ょ
う

し
ち
り

み
は
ま

こ
う
の
う
ち

た
か

す
く
ら

こ
し
ん
で
ん

で
じ
ろ

も
と

み
や

こ
や
す

み
や

み
こ
と

い
さ
な
ぎ
の

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

が
ん
く
つ

あ
り
さ
ま

ほ
こ
ら
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ちょっと足を延ばして。

ひっそりと佇む社の鳥居

紀宝町役場 企画調整課　ＴＥＬ 0735・33・0334

●
表
紙
写
真 

当
時
の
様
子
を
再
現
す
る
宝
塚
１
号
墳（
松
阪
市
）

鵜殿城趾から、さらに遊歩道を10
分ほど進むと、山の中に社（やしろ）
が現れます。諸国を遍歴（へんれき）
した熊野三山の神が、本宮と新宮
に遷される前、ここに祀（まつ）られ

鵜殿城趾の展望台から、紀宝町の街並みを一望。右に熊野川が見える

遠
い
昔
の
面
影
を
残
す

街
中
の
立
ち
寄
り
ス
ポ
ッ
ト

悠
久
の
歴
史
を
刻
む

緑
深
い
熊
野
川
沿
い
を
行
く

貴祢谷社（きねがだにしゃ）

わ
れ
て
い
ま
す
。
神
内
地
区
で
昔
の
人
の
営
み

に
思
い
を
馳
せ
、
次
に
鵜
殿
地
区
へ
向
か
い
ま

す
。

　

神
内
地
区
を
後
に
南
へ
下
る
と
、
街
の
中
心

地
・
鵜
殿
地
区
に
入
り
ま
す
。
熊
野
川
の
河
口

近
く
に
、
鳥
止
野
神
社
が
あ
り
ま
す
。
境
内
に

は
70
種
の
植
物
が
自
生
し
、
自
然
林
の
成
り
立

ち
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
林
地
と
の
こ
と
。
オ

ガ
タ
マ
ノ
キ
、
イ
ス
ノ
キ
な
ど
の
大
木
が
、
神

社
を
守
る
か
の
よ
う
に
立
っ
て
い
ま
す
。
境
内

の
横
に
、
小
山
へ
の
ぼ
る
遊
歩
道
が
あ
り
ま
す
。

し
ば
ら
く
の
ぼ
る
と
、
鎌
倉
時
代
に
鵜
殿
氏
が

築
い
た
鵜
殿
城

趾
が
現
れ
ま
し

た
。
土
を
盛
っ

た
砦
で
あ
る
土

塁
が
巡
ら
さ
れ
、

当
時
の
山
城
の

特
徴
が
は
っ
き

り
と
見
て
と
れ

ま
す
。
横
に
つ

く
ら
れ
た
展
望
台
は
、
町
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
。

鵜
殿
の
街
並
み
や
、
熊
野
川
を
は
さ
み
対
岸
の

新
宮
市
、
熊
野
灘
ま
で
一
望
で
き
る
爽
快
な
景

色
が
楽
し
め
ま
す
。

　

三
重
県
と
和
歌
山
県
の
間
を
流
れ
る
熊
野
川

は
、
熊
野
三
山
を
結
ぶ「
川
の
参
詣
道
」と
し
て

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
か

つ
て
は
生
活
物
資
を
運
ぶ
水
上
交
通
の
役
目
も

果
た
し
て
き
ま
し
た
。
川
と
並
行
す
る
県
道

7
4
0
号
線
を
、
上
流
へ
進
み
ま
す
。
最
初
の

見
ど
こ
ろ
は
、
世
界
遺
産
で
も
あ
る
御
船
島
で

す
。
川
の
中
に
あ
る
こ
の
島
は
、
対
岸
の
和
歌

大木が生い茂る鳥止野神社

山
県
に
あ
る
熊
野
速
玉
大
社
の
一
部
。
毎
年
10

月
の「
御
船
祭
」で
は
、
神
幸
船
の
渡
御
に
あ
わ

せ
、
島
の
周
り
で
早
船
の
競
漕
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
行
く
と
、
昼
嶋
が
あ
り
ま
す
。
岩
の

上
部
に
碁
盤
の
目
の
よ
う
な
筋
が
あ
り
、
熊
野

権
現
が
こ
こ
で
昼
食
を
と
り
、
天
照
大
御
神
と

碁
を
楽
し
ん
だ
と
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
川
沿

い
に
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
の
で
、
熊
野
川
の

景
色
を
ゆ
っ
く
り
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
県
道
は
川
を
離
れ
、
浅
里
地
区
に

入
り
ま
す
。
か
つ
て
は
、
川
舟
を
交
通
手
段
と

し
て
い
た
川
の
里
で
す
。「
山
の
斜
面
に
身
を
寄

せ
合
う
よ
う
に
築
か
れ
た
石
垣
集
落
と
、
水
田

も
調
和
が
と
れ
て
い
る
」と
評
さ
れ
、「
に
ほ
ん

の
里
1
0
0
選
」に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
先
に
は
、
高
さ
30
メ
ー
ト
ル
、
幅
12
メ
ー

ト
ル
の
、
雄
大
な
飛
雪
の
滝
が
あ
り
ま
す
。
紀

州
徳
川
家
の
祖
・
徳
川 
頼
宣
が
、
美
し
い
飛
沫

を
雪
に
た
と
え
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
付
き

ま
し
た
。
春
は
桜
、
初
夏
は
ア
ジ
サ
イ
が
周
囲

を
彩
り
ま
す
。

　

紀
宝
町
の
自
然
と
歴
史
を
た
ど
る
旅
も
こ
こ

で
終
了
。
県
道
7
4
0
号
線
を
折
り
返
し
、
帰

路
に
つ
き
ま
す
。

行
き
道
と
は
違

う
、
熊
野
川
の

風
景
に
出
会
え

る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

熊野川で行われる「御船祭」の様子 ※

熊野川の中にある大きな岩山が昼嶋。
昼嶋にわたると碁盤の目がわかる

石垣の上に家が建つ浅里地区

飛雪の滝は、滝壺の水際まで近づける

土塁の様子がわかる鵜殿城趾土塁の様子がわかる鵜殿城趾

う
ど
の

み
ふ
ね
じ
ま

は
や
た
ま

し
ん
こ
う
せ
ん

と
ぎ
ょ

ひ
る
じ
ま

は
や
ぶ
ね

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

あ
さ
り

ひ
せ
つ

た
き

よ
り
の
ぶ

し
ぶ
き

ゆ

み
ち

み
ふ
ね
ま
つ
り

う

ど
の

う

し

ど
の
じ
ょ
う
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