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町の花
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木・花を紹介します。

三重
の

シンボル
木曽岬町

■ お問い合わせ ■
木曽岬町役場　総務政策課　ＴＥＬ 0567‐68‐6100

＊市・町名の50音順に紹介しています。
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私
た
ち
が
日
々
の
暮
ら
し
を
営
む
三
重
県

に
は
、
美
し
い
海
・
山
・
川
が
あ
り
、
人
々

が
適
度
に
利
用
す
る
こ
と
で
共
存
し
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
多
種
多
様
な
生
き
物
た
ち

が
生
息
し
て
い
ま
す
が
、
中
に
は
近
年
、
絶

滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
長
い
時
間
を
か
け
て
大
切
に
育
て

て
き
た
植
物
の
中
に
は
、
貴
重
な
品
種
だ
と

確
認
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
希
少
な
自
然
や
動
植
物
を
、
地

域
の
宝
物
と
し
て
大
切
に
守
り
、
育
て
、
さ

ら
に
は
魅
力
づ
く
り
に
役
立
て
て
い
る
人
々

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
温
か
く
迎
え
て
く
れ
た

人
々
も
ま
た
、
三
重
の〝
宝
〞で
し
た
―
。

　
私
た
ち
が
日
々
の
暮
ら
し
を
営
む
三
重
県

に
は
、
美
し
い
海
・
山
・
川
が
あ
り
、
人
々

が
適
度
に
利
用
す
る
こ
と
で
共
存
し
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
多
種
多
様
な
生
き
物
た
ち

が
生
息
し
て
い
ま
す
が
、
中
に
は
近
年
、
絶

滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
長
い
時
間
を
か
け
て
大
切
に
育
て

て
き
た
植
物
の
中
に
は
、
貴
重
な
品
種
だ
と

確
認
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
希
少
な
自
然
や
動
植
物
を
、
地

域
の
宝
物
と
し
て
大
切
に
守
り
、
育
て
、
さ

ら
に
は
魅
力
づ
く
り
に
役
立
て
て
い
る
人
々

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
温
か
く
迎
え
て
く
れ
た

人
々
も
ま
た
、
三
重
の〝
宝
〞で
し
た
―
。
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催
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な
ど
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で
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各
グ
ル
ー
プ
が
開
催
す
る
イ
ベ
ン
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・
祭
り
な
ど
の
開
催
日

時
・
場
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は
、
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
す
の
で
、
必
ず

事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
「
コ
バ
エ・コ
バ
ヨ・コ
ビ
ン
チ
ョ・チ
ン
チ

ン
コ
ー
バ
イ・メ
ン
パ・メ
バ
ヨ
…
」。

　
右
に
記
し
た
単
語
は
、
す
べ
て
メ
ダ
カ
の

呼
び
名
で
す
。
同
じ
メ
ダ
カ
で
も
、
多
彩
な

呼
称
が
あ
る
の
に
驚
き
ま
す
。

　
メ
ダ
カ
に
限
ら
ず
、
同
じ
亀
山
市
内
で
も
、

早
速
行
動
を
開
始
し
ま
す
。
市
内
を
流
れ
る

中
ノ
川
お
よ
び
鈴
鹿
川
流
域
の
各
集
落
に
住

む
高
齢
者
宅
を
訪
ね
、
昭
和
15（
１
９
４
０
）

年
ご
ろ
に
目
に
し
た
魚
類
・
甲
殻
類
・
爬
虫

類
な
ど
の
呼
び
名
を
聞
き
取
り
調
査
し
た
の

で
す
。

　
地
道
で
緻
密
な
調
査
は
、
平
成
16（
２
０
０

４
）年
に「
中
ノ
川
に
お
け
る
魚
の
昔
の
呼
び

名
」と
し
て
、さ
ら
に
２
年
後
に
は「
鈴
鹿
川
に

お
け
る
魚
の
昔
の
呼
び
名
」と
し
て
結
実
し
ま

し
た
。
冊
子
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、『
三
重
県

レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
２
０
１
５
』で
絶
滅
危

惧
Ⅰ
Ａ
類（
ご
く
近
い
将
来
に
お
い
て
絶
滅
の

危
険
性
が
極
め
て
高
い
種
）に
分
類
さ
れ
て
い

る
ネ
コ
ギ
ギ（
ナ
マ
ズ
目
ギ
ギ
科
）や
カ
ワ
バ

タ
モ
ロ
コ（
コ
イ
目
コ
イ
科
）の
記
述
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
数
十
年
前
ま
で
は
、

身
近
な
生
き
物
だ
っ
た
の
で
す
。
魚
の
昔
の

呼
び
名
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
大
切
な
こ
と

を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
結
成
以
来
、「
昔
を
知
り
」「
今
を
知
り
」「
未

来
を
創
る
」と
い
う
３
つ
の
考
え
を
柱
と
し
て

活
動
を
続
け
る
同
会
で
は
、
市
内
の
池
の
現

地
域
に
よ
っ
て
魚
の
呼
び
名
が
異
な
る
こ
と

に
気
付
い
た
の
は
、「
水
辺
づ
く
り
の
会 

鈴

鹿
川
の
う
お
座
」の
栗
原 

勉
さ
ん
、
桜
井 

好

基
さ
ん
、
服
部 

耕
作
さ
ん
。
魚
好
き
と
い
う

こ
と
で
意
気
投
合
し
、
平
成
14（
２
０
０
２
）

年
に
同
会
を
結
成
し
た
ば
か
り
の
３
人
は
、

状
を
知
り
、
外
来
魚
駆
除
を
行
う
こ
と
も
大

き
な
活
動
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、同
16（
２
０
０
４
）

年
前
後
に
行
っ
た
亀
山
市
内
の
池
の
池
干
し

で
し
た
。 

外
来
魚
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
や
ブ

ル
ー
ギ
ル
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
い
る
の
に
、

本
来
い
る
は
ず
の
日
本
固
有
の
川
魚
は
、
ほ

と
ん
ど
見
当
た
ら
ず
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
の

は
、
30
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
フ
ナ
や
コ
イ

の
み
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。
以
来
、

昔
な
が
ら
の
多
様
な
生
物
が
棲
む
池
に
戻
す

た
め
の
活
動
が
始
ま
り
ま
す
。
１
か
月
以
上

か
け
て
少
し
ず
つ
水
を
抜
い
た
上
で
池
に
入

「
日
本
自
然
保
護
大
賞
２
０
１
９
」教
育
普
及

部
門
の
大
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
年
３
月
３
日
に
実
施
さ
れ
た
、

市
内
の
池
で
の
池
干
し
も
、「
魚
と
子
ど
も
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」と
と
も
に
実
施
。
子
ど
も
た

ち
も
含
め
て
全
員
が
胴
長
に
身
を
包
ん
で
作

業
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
想
い
は
、
次
世
代

へ
着
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ

う
。

り
、
ぬ
か
る
む
足
元
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら

行
う
の
で
す
。
こ
う
し
て
膨
大
な
時
間
と
労

力
を
か
け
て
外
来
魚
駆
除
を
し
た
池
は
、
こ

れ
ま
で
に
30
か
所
を
超
え
る
と
い
い
ま
す
。

　
同
会
の
地
道
で
息
の
長
い
活
動
は
、
平
成

28（
２
０
１
６
）年
に
は「
生
物
多
様
性
ア
ク

シ
ョ
ン
大
賞
」で
入
賞
す
る
な
ど
、
高
い
評
価

を
得
て
い
ま
す
。
ま
た
、
70
代
が
中
心
の「
亀

山
の
自
然
環
境
を
愛
す
る
会
」（
浅
田 

正
雄
代

表
）や
、30
代
が
中
心
の「
魚
と
子
ど
も
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」（
新
玉 

拓
也
代
表
）と
連
携
し
た

活
動
が
評
価
さ
れ
、
本
年
３
月
に
は
同
２
団

体
と
と
も
に
、
日
本
自
然
保
護
協
会
に
よ
る

「
水
辺
づ
く
り
の
会　
鈴
鹿
川
の
う
お
座
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

４
７
９
５ ‒ 

８
５
４
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栗
原 

勉
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

【
亀
山
市
一
帯
】

水
辺
づ
く
り
の
会 

鈴
鹿
川
の
う
お
座

多
様
な
生
物
が
生
息
す
る
水
辺
づ
く
り

外来魚駆除作業の途中、大きなフナを見つけて大喜びの参加者

カワバタモロコ

「中ノ川における魚の昔の呼び名」（右奥）と
「鈴鹿川における魚の昔の呼び名」（左手前）

※

3

よ
し

き

す

し
ん
ぎ
ょ
く

ど
う
な
が

こ
う
か
く
る
い

る
い

み
つ

ち

は
ち
ゅ
う

外来魚駆除作業

池干し作業に参加した皆さん
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
春
に
は
新
緑
、
夏
に
は
川
の
流
れ
を
せ
き

止
め
た
天
然
プ
ー
ル
、
秋
に
は
紅
葉
と
、
季

節
ご
と
に
賑
わ
う
多
度
峡
の
す
ぐ
近
く
に
は
、

と
て
も
希
少
な
植
物
の
自
生
地
が
あ
り
ま
す
。

平
成
16（
２
０
０
４
）年
に
三
重
県
指
定
希
少

野
生
動
植
物
種
指
定
、
同
22（
２
０
１
０
）年

に
は
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
、イ
ヌ

ナ
シ（
標
準
和
名
マ
メ
ナ
シ
）で
す
。
バ
ラ
科

の
落
葉
性
の
小
高
木
で
、
国
内
で
は
三
重
県・

愛
知
県・岐
阜
県
に
の
み
分
布
す
る
こ
と
か
ら
、

N
P
O
法
人「
多
度
自
然
育
成
の
会
」が
中
心

と
な
り
、
定
期
的
な
保
全
活
動
な
ど
が
続
け

あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
中
に
は
10
年
も

の
歳
月
を
か
け
て
50

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程

度
に
生
育
し
た
も
の

も
あ
り
ま
す
。
県

内
に
は
四
日
市
市
な

ど
に
も
自
生
地
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
う
し

た
自
然
状
態
で
の
更

新
が
行
わ
れ
る
の
は
、

多
度
だ
け
な
の
で
す
。

　
「
４
月
に
は
観
賞

会
を
兼
ね
た
保
全

活
動『
イ
ヌ
ナ
シ
の
花
を
見
る
会
』を
行
い
ま

す
。
用
意
し
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
な
ど
を
皆
で

食
べ
た
り
し
ま
す
よ
」と
大
橋
さ
ん
。会
員
以

外
も
参
加
可
能
な
た
め
、一
度
体
験
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
日
の
こ
と
、
同
会

理
事
長
の
大
橋 

主
郎
さ

ん
の
案
内
で
山
道
を
20
分

ほ
ど
歩
く
と
、
目
の
前
に

鏡
の
よ
う
に
静
か
な
池
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の

「
み
ど
り
ヶ
池
」の
対
岸
に

広
が
る
の
が
自
生
地
で
す
。

現
在
、
約
３
０
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル
の
湿
地
に
生
育

し
て
い
る
の
は
、
44
株
。
数
メ
ー
ト
ル
以
上
に

成
長
し
た
木
を
間
近
に
見
る
と
、
細
く
て
し

な
や
か
な
枝
が
無
数
に
伸
び
、
葉
も
蕾
も
と

て
も
小
さ
な
こ
と
に
驚
き
ま
す
。

　
大
橋
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
白
く
可
憐
な
花
が

咲
く
の
は
４
月
上
旬
ご
ろ
で
、
秋
に
は
直
径

８
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
実
が
生
る
と
の
こ

と
。
た
だ
し
、
実
は
渋
く
て
、
動
物
た
ち
も

食
べ
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
ま
た
、
落
ち
た
実
か
ら
発
芽
し
た
場
所
を

示
す
目
印
が
立
て
て
あ
り
ま
す
が
、
よ
く
見

る
と
、
成
長
で
き
ず
に
消
え
た
も
の
が
多
く

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

多
度
自
然
育
成
の
会

イ
ヌ
ナ
シ
自
生
地
を
守
り
育
て
る

【
桑
名
市
多
度
町
】

　
伊
勢
撫
子
・
伊
勢
花
菖
蒲
・
伊
勢
菊
―
。

三
重
県
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
３

種
類
の
花
に
は
、
花
弁
が
長
く
、
縮
れ
て
垂

れ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
撫
子
と

花
菖
蒲
に
は
さ
ら
に
共
通
点
が
あ
り
、
江
戸

時
代
後
期
に
松
坂
城
下
の
同
心
町
に
住
む
紀

州
藩
士
の
継
松 

栄
治
が
前
者
を
、
吉
井 

定

五
郎
が
後
者
を
育
成
改
良
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
菊
は
、
同
時
代
の
新
町
に
住
む

木
下 

藤
八
が
、
嵯
峨
菊
を
基
に
育
成
改
良
し

た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
育
成
の
経
緯
な
ど
は
異
な
る
も
の
の
、
各

育
成
者
が
丹
精
込
め
て
育
て
、
そ
の
後
も
改

で
披
露
さ
れ
ま
す
。
場
所
は
本
町
の「
豪
商
ポ

ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
」で
、
県
外
か
ら
も
見
学
者
が

訪
れ
、好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
松
阪
散
策
の
折
に
は「
歩
い
て
楽
し

い
道
づ
く
り
実
行
委
員
会
」（
山
川 

良
樹
会

長
）が
中
心
と
な
っ
て
、
各
発
祥
地
に
建
て
た

花
碑
を
め
ぐ
る
の
も
お
す
す
め
。 
菊
は
新
町

に
、
撫
子
と
花
菖
蒲
は
殿
町（
旧
同
心
町
）に

あ
り
ま
す
。
特
に
花
菖
蒲
の
発
祥
地
に
は
、

築
２
３
０
年
の
吉
井 

定
五
郎
の
屋
敷
が
現
存

し
、
風
情
が
あ
り
ま
す
。
松
阪
散
策
に
新
た

な
楽
し
み
が
加
わ
り
ま
し
た
。

良
を
重
ね
な
が
ら
受
け
継

が
れ
て
き
た「
三
花
」を
、

市
内
で
は「
松
阪
三
珍
花
」

と
呼
び
ま
す
。
昭
和
46（
１

９
７
１
）年
に
は〝
松
阪
生

ま
れ
の
美
し
く
貴
重
な
花

は
、
松
阪
で
保
存
し
な
け

れ
ば
〞と
い
う
想
い
か
ら

「
松
阪
三
珍
花
保
存
会
」が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
楊
枝
で
丁
寧
に
ほ
ぐ
す
と
い
い
で
す
よ
」。

あ
る
日
、
撫
子
の
花
弁
の
ほ
ぐ
し
方
を
教
え

て
く
れ
る
の
は
、
同
会
４
代
目
会
長
の
北
村 

守
彦
さ
ん
。
撫
子
60
鉢
、
花
菖
蒲
30
鉢
、
菊

30
鉢
の
世
話
は
大
変
と
話
す
表
情
は
、
と
て

も
誇
ら
し
げ
で
す
。

　
こ
う
し
て
、
約
30
名
の
会
員
た
ち
が
手
塩

に
か
け
て
育
て
た
花
は
、
５
月
中
旬
に
撫
子
、

６
月
中
旬（
本
年
は
６

月
16
日
ま
で
）に
花
菖

蒲
、
11
月
中
旬（
本
年

は
11
月
13
日
〜
17
日
予

定
）に
菊
の
各
展
示
会

「
松
阪
三
珍
花
」で
楽
し
い
街
づ
く
り

【
松
阪
市
殿
町
・
新
町
】

「
松
阪
三
珍
花
保
存
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

２
６ ‒ 

６
８
１
２

お
問
い
合
わ
せ

松
阪
三
珍
花
保
存
会

こつ
ぐ
ま
つ

さ
だ

と
う
は
ち

ろ
う

ご

え
い

よ
う
じ

じ

ぶ

は
な
し
ょ
う

な
で
し

Ｎ
ＰO

法
人「
多
度
自
然
育
成
の
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

９
９
４
９ ‒ 

３
０
３
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
橋 

主
郎
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

※

※

「みどりヶ池」ほとりで
白い花を咲かせる
イヌナシ※

「みどりヶ池」ほとりで
白い花を咲かせる
イヌナシ

※松阪撫子

※松阪花菖蒲

※松阪菊

※松阪撫子

※松阪花菖蒲

※松阪菊

イヌナシ自生地保全作業 大橋 主郎さん吉井 定五郎の屋敷

松阪花菖蒲発祥の地に建つ花碑

北村  守彦さん

か
ず

つ
ぼ
み

れ
ん

か

お
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昨
年
３
月
、
伊
勢
市
南
部
の
山
あ
い
の
里・

横
輪
町
に
、朗
報
が
届
き
ま
し
た
。「
横
輪
桜
」

が
公
益
財
団
法
人「
日
本
花
の
会
」（
東
京
都
）

か
ら
園
芸
品
種
の
新
品
種
に
正
式
に
認
定
さ

れ
た
の
で
す
。
長
い
間
、
町
民
た
ち
が
待
ち

望
ん
だ
も
の
で
し
た
。

　
「
横
輪
桜
」は
、
江
戸
時
代
後
期
に
町
内
の

上
に
増

え
る
も

の
が
あ

る
の
で

す
。 

美

し
い
上

に
珍
し
い「
横
輪
桜
」を
、
地
域
の
人
々
は
各

各
の
家
に
持
ち
帰
り
、
大
切
に
育
て
た
の
で

す
―
。

　
花
の
便
り
が
待
た
れ
る
こ
ろ
、
産
直
販
売

市
民
交
流
施
設「
郷
の
恵
・
風
輪
」を
訪
ね
る

と
、「
横
輪
町
活
性
化
委
員
会
」副
会
長
の
中

西 

克
秀
さ
ん
と
理
事
の
上
田 

修
一
さ
ん
が

出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
同
会
の
歴
史
は
、

住
民
有
志
に
よ
る
平
成
14（
２
０
０
２
）年
の

検
討
会
発
足
に
始
ま
り
ま
す
。
過
疎
化
・
高

齢
化
に
危
機
感
を
持
っ
た
有
志
た
ち
は
、
通

算
78
回
の
検
討
会
を
重
ね
な
が
ら
、
地
域
資
源

の
掘
り
起
こ
し
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。

　
「
こ
こ
に
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
原
石
が

い
っ
ぱ
い
落
ち
て
い
る
の
に
気
付
き
ま
し
た
」

と
中
西
さ
ん
が
話
す
と
お
り
、
冬
場
の
強
風

か
ら
各
家
を
守
る
た
め
に
発
達
し
た
石
垣
や
、

桂
林
寺
に
咲
い
て
い
た
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
一
種

と
い
わ
れ
ま
す
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
よ
り
数
日

遅
く
開
花
し
、
大
き
さ
も
２
倍
か
ら
３
倍
も

大
き
い
花
の
最
大
の
特
徴
は
、
成
長
す
る
に

従
っ
て
花
弁
の
枚
数
が
変
化
す
る
こ
と
。
幼

木
の
こ
ろ
の
花
弁
は
５
枚
で
す
が
、
や
が
て

お
し
べ
が
花
弁
に
進
化
し
、
中
に
は
12
枚
以

粘
り
が
強
く
て
甘
い
と
評
判
の「
横
輪
い
も
」、

５
月
下
旬
か
ら
６
月
上
旬
に
か
け
て
乱
舞
す

る
ホ
タ
ル
な
ど
、
町
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
資

源
・
魅
力
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
、

当
初
か
ら
活
動
の
中
核
と
し
て
い
た
の
が
、

「
横
輪
桜
」で
す
。
４
年
後
に
は
住
民
全
員
が

一
丸
と
な
っ
て「
横
輪
町
活
性
化
委
員
会
」を

結
成
。
花
の
苗
木
約
２
千
本
を
町
内
各
地
に

植
樹
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
町
全
体
が

花
の
名
所
と
な
り
、「
桜
ま
つ
り
」期
間
中
に

は
、
お
よ
そ
３
万
人
の
訪
問
客
が
訪
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た『
郷
の
恵・風
輪
』の
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を
拡
張

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」と
話
す
中
西
さ

ん
。
そ
し
て「
夏
に
は
、
川
遊
び
が
楽
し
め
る

か
ら
家
族
で
お
越
し
く
だ
さ
い
」と
上
田
さ

ん
。
横
輪
町
に
は
、
ま
だ
多
く
の
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
の
原
石
が
落
ち
て
い
る
の
で
す
。

　
「
蕾
も
大
き
い
か
ら
、
開
花
前
か
ら
見
ご
た

え
十
分
で
す
よ
」「
開
花
時
期
も
長
く
て
、
例

年
３
月
下
旬
か
ら
４
月
中
旬
ま
で
楽
し
め
ま

す
。
期
間
中
に
、
何
度
も
見
に
来
る
人
も
い

ま
す
」「
比
較
的
低
い
位
置
に
あ
る
枝
に
も
花

が
咲
く
か
ら
、背
の
低
い
子
ど
も
や
車
椅
子
を

利
用
し
て
い
て
も
、見
上
げ
る
こ
と
な
く
観
賞

で
き
ま
す
…
」。二
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、

ま
る
で
自
分
の
子
ど
も
の
よ
う
に
想
っ
て
い

る
こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
「
今
後
は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
設
定
し

て
、
桜
の
季
節
以
外
で
も
訪
問
客
を
受
け
入

「
郷
の
恵・風
輪
」（
月・木
曜
日
休
み
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

３
９ ‒ 

１
７
４
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

３
４
６
７ ‒ 

９
１
２
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
西 

克
秀
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
勢
市
横
輪
町
】

横
輪
町
活
性
化
委
員
会

新
品
種「
横
輪
桜
」中
心
の
魅
力
づ
く
り

「桜品種認定証」

「横輪桜」

「桜まつり」
7

ろ
う
ほ
う

ふ
う
り
ん

「郷の恵・風輪」

石垣も見事な桂林寺

向かって左から
上田 修一さん、会長の上田 和夫さん、中西 克秀さん
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

 

〝
戦
国
最
強
の
水
軍
大
将
〞と
称
さ
れ
た
九

鬼 

嘉
隆
、
古
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
天

皇
に
食
料
を
貢
い
だ
と
さ
れ
る「
御
食
国
」、

平
成
29（
２
０
１
７
）年
に
国
の
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た「
鳥
羽・志
摩
の
海

女
漁
の
技
術
」…
。

　
こ
れ
ら
は
、
鳥
羽
市
が
誇
る
歴
史
・
文
化

　
「
香
り
を
か
い
で
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
こ
か

懐
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
か
」。

　
日
差
し
が
春
め
く
こ
ろ
、
鳥
羽
商
工
会
議

所
を
訪
ね
る
と
、
専
務
理
事
の
清
水 

清
嗣
さ

ん
が
、「
や
ま
と
た
ち
ば
な
」の
果
皮
を
使
っ
て

作
ら
れ
た「
匂
い
袋
」を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

袋
か
ら
は
、
上
品
な
柑
橘
系
の
香
り
が
漂
い
、

気
持
ち
が
安
ら
ぎ
ま
す
。
タ
チ
バ
ナ
が
日
本

人
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、

『
古
事
記
』や『
日
本
書
紀
』に
登
場
す
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』に
は
、

垂
仁
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
田
道
間
守
が
常

世
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
非
時
香
果
が
、
今
で

い
う〝
橘
〞の
こ
と
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
非
時
香
果
と
は
、
永
遠
に
香
っ
て
い
る

果
実
と
い
う
意
味
。
そ
の
香
り
は
、
多
く
の

和
歌
に
も
詠
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
代
に

生
き
る
私
た
ち
に
も
、
す
ば
ら
し
さ
が
十
分

に
伝
わ
り
ま
す
。

　
鳥
羽
商
工
会
議
所
で
は「
匂
い
袋
」の
ほ
か

に
も
、
数
々
の
商
品
を
開
発
。
総
務
課
課
長

の
小
林 

か
お
り
さ
ん
を
中
心
と
し
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト「
百
聞
一
食
鳥
羽
の
味
」の
メ
ン

遺
産
で
す
が
、「
や
ま
と
た
ち
ば
な
」も
そ
の

一
つ
で
す
。
タ
チ
バ
ナ
は
日
本
原
産
の
ミ
カ

ン
科
の
植
物
。
答
志
島
の
桃
取
地
区
に
は
、

原
木（
県
指
定
天
然
記
念
物
）が
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
昭
和
44（
１
９
６
９
）年
に「
や
ま
と

た
ち
ば
な
」と
し
て
市
の
木
に
制
定
さ
れ
ま
し

た
。

バ
ー
が
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て
、
お
菓
子

や
、
調
味
料
な
ど
を
世
に
送
り
出
し
て
い
ま

す
。 

こ
れ
ら
は
、
市
内
鳥
羽
１
丁
目
に
あ
る

「
手
づ
く
り
工
房
き
ら
り
」（
T
E
L
０
５
９
９‐

２
５‐１
３
７
２
）や
相
差
町
に
あ
る「
海
女
の

家 

五
左
屋
」（
T
E
L
０
５
９
９‐３
３‐６
７

７
０
）で
購
入
可
能
で
す
。
ま
た
、
毎
年
12
月

に
は
市
内
の
旅
館
の
女
将
た
ち
で
つ
く
る「
鳥

羽
あ
こ
や
会
」「
相
差
女
将
ち
ど
り
会
」「
答
志

島
た
ま
も
会
」の
皆
さ
ん
が
、同
会
議
所
で「
お

屠
蘇
づ
く
り
」を
実
施
。
屠
蘇
と
は
、
橘
皮
を

は
じ
め
と
し
た
各
種
の
薬
草
を
調
合
し
た
も

の
で
、
こ
れ
を
酒
に
浸
し
て
年
の
初
め
に
飲

ん
で
み
る
と
、
ミ
カ
ン
ほ
ど
甘
く
な
い
も
の

の
、
レ
モ
ン
の
よ
う
な
強
い
酸
味
は
な
く
、

さ
っ
ぱ
り
と
い
た
だ
け
ま
し
た
。
ま
た
、
葉

に
も
香
り
が
あ
る
た
め
、慣
れ
た
人
は
近
く
に

寄
る
だ
け
で
、
気
付
く
と
い
い
ま
す
。

　
鳥
羽
市
が
誇
る「
や
ま
と
た
ち
ば
な
」は
、

浦
村
町
の
パ
ー
ル
ロ
ー
ド
や「
鳥
羽
水
族
館
」

な
ど
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鳥
羽
を

訪
ね
れ
ば
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
上
品
で
懐
か

し
い
香
り
に
出
合
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

む
と
、
災
厄
を
避
け
福
寿
を
招
く
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
冬
は
鳥
羽
を
旅
し
て
、
女
将

た
ち
の
心
尽
く
し
の
屠
蘇
を
賞
味
し
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。

　
な
お
、「
や
ま
と
た
ち
ば
な
」の
花
が
咲
く

の
は
５
月
初
旬
ご
ろ
で
、
11
月
か
ら
12
月
に

は
小
さ
な
実
が
生
り
ま
す
。
市
内
各
地
で
は
、

約
20
年
前
か
ら
植
栽
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
日
、
同
会
議
所
の
敷
地
内
に
あ
る

木
に
は
、
ま
だ
実
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
清

水
さ
ん
の
ご
好
意
で
実
を
採
り
、
皮
を
む
く

と
、一
気
に
爽
や
か
な
香
り
が
広
が
り
ま
す
。

「
食
べ
ら
れ
ま
す
よ
」と
勧
め
ら
れ
て
口
に
含

鳥
羽
商
工
会
議
所

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

２
５ ‒ 

２
７
５
１

お
問
い
合
わ
せ

【
鳥
羽
市
一
帯
】

鳥
羽
商
工
会
議
所

「
や
ま
と
た
ち
ば
な
」の
香
り
漂
う
街
づ
く
り

３～４センチメートル程度の大きさの実を付けた「やまとたちばな」

「お屠蘇づくり」をする
女将さんたち 9

よ
し
た
か

み 

け 

つ

お
う

さ
い
や
く

ざ

ご

や

そ

き
っ

と

ぴ

さ
つ
ち
ょ
う

く
に

も
も
と
り

き
よ
つ
ぐ

か
ん

す
い

よ
の
く
に

と
き
じ
く
の
か
ぐ
の
こ
の
み

ひ
ゃ
く
ぶ
ん
いっ
し
ょ
く

に
ん
て
ん

た　
じ　
ま
も
り

と
こ

の
ん

ち
ょ
く
め
い

た
ち
ば
な

き
つ
け
い

※

※

※

桃取地区での実の収穫作業

「やまとたちばな」を使用して制作した商品「やまとたちばな」を使用して制作した商品

向かって左から
小林 かおりさん、清水 清嗣さん
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
「
里
山
の
本
来
の
姿
を
見
て
く
だ
さ
い
―
」

　
水
温
む
こ
ろ
、
名
張
市
の
上
三
谷
地
区
に

た
た
ず
む「
エ
コ
リ
ゾ
ー
ト
赤
目
の
森
」を
訪

ね
る
と
、
N
P
O
法
人「
赤
目
の
里
山
を
育
て

る
会
」理
事
長
の
伊
井
野 

雄
二
さ
ん
が
出
迎

え
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
同
会
が
里
山

保
全
活
動
や
、
障
が
い
者
の
就
労
支
援
な
ど

を
行
う
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
伊
井
野
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、

「
赤
目
の
森
」と
呼
ば
れ
る
場
所
。
古
く
か
ら

地
域
の
人
々
が
大
切
に
し
て
き
た
里
山
で
し

た
が
、
開
発
計
画
な
ど
が
浮
上
し
た
た
め
、

自
然
環
境
や
歴
史
的
環
境
の
保
存
を
目
的
と

し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
運
動
を
行
い
、

同
会
が
平
成
９（
１
９
９
７
）年
に
取
得
し
ま

し
た
。
後
に
隣
接
す
る
湿
地
も
取
得
し
、
あ

わ
せ
て
30
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
土
地
の
保
全
活
動

が
今
も
継
続
中
な
の
で
す
。

　
「
最
初
の
こ
ろ
は
、
３
メ
ー
ト
ル
も
の
ク
マ
ザ

サ
が
生
い
茂
っ
て
い
て
、
毎
日
草
刈
り
ば
か

り
し
て
い
ま
し
た
」と
懐
か
し
そ
う
に
話
す
伊

井
野
さ
ん
。
以
来
、
23
年
の
歳
月
を
か
け
て

育
て
上
げ
た「
赤
目
の
森
」は
、 

適
度
に
木
々

本
来
の
姿
だ
と
教
わ
り
ま
す
。

　
放
課
後
に
ド
ン
グ
リ
拾
い
な
ど
を
し
て
遊
ん

だ
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
里
道
を
進
む
と
、

小
さ
な
池
が
現
れ
ま
し
た
。
休
耕
湿
地
を
利

用
し
て
整
備
さ
れ
た
ビ
オ
ト
ー
プ「
ト
ン
ボ
池
」

で
す
。
こ
の
環
境
を
求
め
て
多
く
の
野
鳥
や

昆
虫
が
集
ま
って
き
ま
す
が
、
中
に
は
、
日
本

最
小
の
ト
ン
ボ
と
し
て
知
ら
れ
る
ハッ
チ
ョ
ウ
ト

ン
ボ
の
姿
も
見
か
け
る
と
伺
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
所
々
で
外
国
語
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど

が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は「
国
際

ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
」で
来
訪
し
た
世
界
各
国
の

若
者
た
ち
が
描
い
た
と
い
い
ま
す
。「
国
際

が
伐
採
さ
れ
て
い
る
た
め
、
陽
の
光
が
足
元

に
ま
で
降
り
注
ぎ
、
開
放
感
が
あ
り
ま
す
。こ

こ
で
は
伐
採
し
た
木
を
細
か
く
砕
き
、
圧
縮

し
て
粒
状
に
し
た
ペ
レ
ッ
ト
を
ス
ト
ー
ブ
な

ど
の
燃
料
に
使
用
し
た
り
、
炭
な
ど
に
加
工

し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
す
。

　
「
里
山
の
保
全
は
、
単
に
守
る
だ
け
で
は
だ

め
で
、
利
用
し
て
再
生
す
る
サ
イ
ク
ル
が
必

要
で
す
」と
、伊
井
野
さ
ん
が
指
し
示
す
先
に
、

伐
採
さ
れ
た
木
の
切
り
株
か
ら
新
た
な
芽
が

出
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
萌

芽
更
新
し
た
木
が
適
度
な
太
さ
に
成
長
し
た

ら
、
再
び
伐
採
し
て
利
用
す
る
と
い
う
の
が
、

ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
」と
は
、
世
界
中
か
ら
集

ま
っ
た
人
々
が
、一
定
期
間
一
緒
に
暮
ら
し
て

国
際
交
流
し
な
が
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
す
る
と
い
う
も
の
。
そ
の
活
動
内
容
は
、

環
境
・
文
化
保
護
、
福
祉
、
農
村
開
発
な
ど

と
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
同
会
で
は
、
平
成

11（
１
９
９
９
）年
に
受
入
れ
を
開
始
し
、
こ

れ
ま
で
に
２
万
人
以
上
の
若
者
た
ち
が
訪
れ

ま
し
た
。
木
々
の
伐
採
を
は
じ
め
と
し
て
、

東
屋
に
設
置
し
た
ベ
ン
チ
制
作
、
シ
イ
タ
ケ

の
収
穫
・
梱
包
作
業
な
ど
、
同
会
の
活
動
を

支
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
日
も
、
近
く
の
山
で
は
ス
ペ
イ
ン
か

ら
訪
れ
た
Ｐ
Ａ
Ｕ
さ
ん
が
、
職
員
た
ち
と
一

緒
に
伐
採
し
た
木
の
薪
割
り
作
業
を
し
て
い

ま
し
た
。 

こ
れ
は「
エ
コ
リ
ゾ
ー
ト
赤
目
の

森
」の
燃
料
と
し
て
利
用
す
る
の
で
す
。

　
名
張
市
の
上
三
谷
に
は
、
世
界
中
の
多
く

の
若
者
た
ち
と
一
緒
に
育
て
た
、
本
当
の
里

山
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

N
P
O
法
人「
赤
目
の
里
山
を
育
て
る
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
４ ‒ 

０
０
５
１

お
問
い
合
わ
せ

N
Ｐ
Ｏ
法
人 

赤
目
の
里
山
を
育
て
る
会
【
名
張
市
上
三
谷
】

世
界
中
の
人
々
が
つ
な
が
り
、
本
当
の
里
山
を
育
て
る

「トンボ池」などが整備された「赤目の森」
「トンボ池」での
自然散策 ハッチョウトンボ

向かって左から松井 英美さん、菅 光輝さん、
伊井野 雄二さん、PAUさん、伊井野 恵さん

薪割り作業に精を出すPAUさん 伐採された木から作られた炭

「エコリゾート赤目の森」外観

11

※ ※

ばっ
さ
い

ほ
う

ど
う

たや

こ
ん
ぽ
う

ま
き

あ
ず
ま

き

り

が
こ
う
し
ん

か
み
み
た
に

ブラジルやイタリアから訪れた若者たちが
描いたイラストなど
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

―
―
上
野
地
区
で
は
昔
か
ら
ホ
タ
ル
が
見
ら

れ
た
そ
う
で
す
ね
。

大
石
…
こ
こ
は
、
鈴
鹿
山
脈
の
裾
野
で
八
島

川
の
源
流
に
位
置
し
て
い
ま
す
か
ら
、
美
し

い
自
然
が
残
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
５
月
20
日

前
後
か
ら
６
月
中
旬
ご
ろ
に
か
け
て
、
数
千

匹
程
度
の
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
や
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル

落
防
止
用
の
ネ
ッ
ト
を
張
っ
た
り
、
案
内
板

を
設
置
し
た
り
、
駐
車
場
や
ト
イ
レ
の
整
備

な
ど
で
す
。
ホ
タ
ル
保
護
と
し
て
は
、
農
家

に
呼
び
か
け
て
農
薬
の
使
用
を
極
力
控
え
て

も
ら
っ
た
り
、
合
併
浄
化
槽
を
設
置
し
た
り

と
、
こ
れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
と
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。

―
―
皆
さ
ん
の
心
配
り
で
、
毎
年
３
万
近
く

の
人
が
県
外
か
ら
も
訪
れ
る
と
伺
い
ま
し

た
。

大
石
…
特
に
際
立
っ
た
特
徴
の
な
い
所
に
、

大
勢
の
人
が
来
て
、
幸
せ
な
気
分
に
な
っ
て

も
ら
え
る
と
、
こ
ち
ら
も
張
り
合
い
が
あ
り

ま
す
。
毎
年
、「
鑑
賞
期
間
」の
初
日
に
開
催

す
る「
ほ
た
る
祭
り
」で
は
、
見
学
者
に
ふ
る

ま
う
た
め
の
味
ご
飯
や
草
餅
を
、
地
域
の
お

が
飛
ん
で
い
る
の
は
、ご
く
普
通
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
す
が
、
実
は
平
成
14（
２
０
０
2
）年

に
大
量
発
生
し
た
こ
と
が
あ
り
、
山
一
面
が

輝
い
て
、
ま
る
で
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
よ

う
だ
っ
た
の
で
す
。

―
―
そ
れ
は
、
想
像
す
る
だ
け
で
ワ
ク
ワ
ク

し
ま
す
。 
多
く
の
人
が
見
学
に
来
た
の
で

し
ょ
う
ね
。

大
石
…
そ
う
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
暗
い
中

で
ホ
タ
ル
を
追
い
か
け
る
た
め
、
川
に
転
落

す
る
な
ど
の
事
故
が
起
き
て
、
と
て
も
危
険

な
状
況
で
し
た
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
来

て
く
れ
た
人
た
ち
が
安
全
に
見
学
で
き
る
よ

う
に
し
よ
う
と
、
翌
年
に
結
成
し
た
の
が「
か

み
の
ほ
た
る
を
守
る
会
」で
す
。
見
学
客
へ
の

対
応
と
し
て
は
、「
鑑
賞
路
」を
整
備
し
て
転

年
寄
り
が
心
を
込
め
て
作
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
れ
は
、
す
て
き
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で

本
年
の「
鑑
賞
期
間
」は
い
つ
で
す
か
？

大
石
…
今
年
は
5
月
25
日（
土
）か
ら
６
月
30

日（
日
）ま
で
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
ホ
タ
ル

は
と
て
も
繊
細
な
生
き
物
で
す
か
ら
、
雨
風

が
強
い
日
は
避
け
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。

満
月
な
ど
の
月
明
か
り
も
不
向
き
で
す
。
時

間
は
午
後
８
時
か
ら
10
時
ご
ろ
ま
で
が
お
す

す
め
で
す
。

―
―
わ
か
り
ま
し
た
。
期
間
中
は
少
し
早
め

の
時
間
に
来
る
と
、「
鑑
賞
路
」沿
い
に
植
え

呼
吸
し
た
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
会
の

皆
さ
ん
に
よ
る
日
々
の
保
全
活
動
の
賜
物
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。「
鈴
鹿
ほ
た
る
の
里
」を

訪
ね
れ
ば
、
ホ
タ
ル
の
光
と
地
域
の
人
々
の

お
も
て
な
し
の
笑
顔
に
包
ま
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
な
お
、
観
賞
の
際
に
は
ホ
タ
ル
を
捕
ま
え

な
い
、
喫
煙
し
な
い
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
撮
影
し

な
い
な
ど
の
注
意
事
項
を
守
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
運
営
資
金
へ
の
協
力
金
は

１
０
０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ら
れ
た
ア
ジ
サ
イ
も
楽
し
め
そ
う
で
す
ね
。

大
石
…
は
い
。
ぜ
ひ
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

実
は
、
平
成
17（
２
０
０
５
）年
に
サ
ク
ラ
を

植
樹
し
た
の
で
す
が
、
ホ
タ
ル
の
時
期
に
見

ご
ろ
を
迎
え
る
花
は
な
い
か
と
考
え
て
、
ア

ジ
サ
イ
も
植
え
た
の
で
す
。
今
後
は
、
ア
ジ

サ
イ
観
賞
や
セ
ン
タ
ー
の
竈
を
使
っ
て
の
ご

飯
炊
き
の
後
で
ホ
タ
ル
を
観
賞
す
る
と
い
う

体
験
ツ
ア
ー
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
話
の

後
、
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
に
出
る
と
、
目
の
前
に

の
ど
か
な
風
景
が
広
が
り
、
思
い
っ
き
り
深

いま、グループネット

か
み
の
ほ
た
る
を
守
る
会

お問い合わせ
「かみのほたるを守る会」
鈴鹿市西庄内町1498
（防災センター）
TEL 059‐371‐2254
TEL 090‐4859‐0113
　　　  （大石 徹也さん）

　
今
回
、
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、「
か
み
の
ほ

た
る
を
守
る
会
」初
代
会
長
の
大
石 
徹
也

さ
ん
。
場
所
は
、
上
野
地
区
の
防
災
セ
ン

タ
ー
で
す
。
災
害
時
の
炊
き
出
し
用
の
竈

な
ど
が
整
備
さ
れ
た
同
セ
ン
タ
ー
は
、「
鈴

鹿
ほ
た
る
の
里
」の
拠
点
に
も
な
っ
て
い
て
、

飛
び
交
う
ホ
タ
ル
の
様
子
を
一
望
で
き
る

ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

鈴
鹿
市
西
庄
内
町
上
野
地
区
を
流
れ
る
八
島
川
沿
い
一
帯
は
、
古
く
か
ら
ホ
タ
ル
が
自

然
発
生
し
、季
節
に
な
る
と
、幻
想
的
な
光
に
包
ま
れ
ま
す
。「
か
み
の
ほ
た
る
を
守
る
会
」

で
は
、
こ
の
景
観
と
自
然
を
守
る
た
め
に「
鈴
鹿
ほ
た
る
の
里
」を
整
備
し
、
来
訪
者
に

心
安
ら
ぐ
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
お
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

て
つ

か
み
の

や
し
ま
が
わ

や
か
ま
ど

初代会長の大石 徹也さん

幻想的な光を放つホタル※

「鑑賞路」沿いに咲くアジサイ※

「防災センター」内に設置された竈

ウッドデッキからの眺め

す
そ
の
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重
橋
の
親
柱（
欄
干
の
端
な
ど
に
あ
る
太
い

柱
）で
、
ほ
か
に
も
高
欄
や
高
欄
支
柱
が
鋳
物

だ
と
教
わ
り
ま
す
。
鋳
物
と
は
、
溶
か
し
た

金
属
を
鋳
型
に
流
し
込
ん
で
固
め
る
鋳
造
方

法
と
、
そ
の
製
品（
鋳
造
製
品
）の
総
称
で
す
。

使
用
す
る
金
属
は
、
鉄・青
銅・鉛・ア
ン
チ
モ

ン・ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
な
ど
。
桑
名
で
は
、
古
く

か
ら
鉄
を
使
っ
た
鉄
鋳
物
が
多
く
、
親
柱
な

ど
の
黒
色
は
、
鉄
鋳
物
の
特
色
な
の
で
す
。

　
玉
重
橋
を
後
に
し
て
、
入
り
江
に
沿
っ
て

歩
き
ま
す
。
歩
道
や
護
岸
に
は
赤
レ
ン
ガ
が

張
ら
れ
、
隣
接
す
る「
諸
戸
氏
庭
園
」な
ど
の

景
観
と
見
事
に
調
和
し
て
い
ま
す
。

　
「
最
初
に
、
住
吉
入
り
江
に
向
か
い
ま
し
ょ

う
。
入
り
江
に
架
か
る
玉
重
橋
は
、
鋳
物
の

街
な
ら
で
は
の
珍
し
い
橋
で
す
よ
」と
の
中
根

さ
ん
の
案
内
で
、
散
策
の
起
点
と
な
る
Ｊ
Ｒ・

近
鉄「
桑
名
」駅
か
ら
、
東
へ
と
進
み
ま
す
。

15
分
程
度
歩
く
と
、
黒
い
ラ
ン
タ
ン
の
よ
う

な
形
の
柱
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
玉

　

心
地
よ
い
散
歩

を
楽
し
ん
で
い
る

と
、
目
の
前
に「
寺

町
通
り
商
店
街
」の

ア
ー
ケ
ー
ド
が
現

れ
ま
し
た
。
３
と

８
の
付
く
日
に
開

催
さ
れ
る
朝
市「
三

八
市
」や
、
毎
月
第

３
日
曜
日
に
開
催

の「
十
楽
市
」な
ど
、

買
い
物
客
で
賑
わ

う
商
店
街
は
、
風
雨
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、

鋳
物
製
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
見
学
す
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
す
。
足
元
に
注
目
し
て
い
る

と「
桑
名
の
千
羽
鶴
」「
七
里
の
渡
し
」な
ど
の

る
と
い
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
名
声
は
高
く
、
文

政
９（
１
８
２
６
）年
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館

の
医
師
で
あ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
が
、
江
戸
に
向

か
う
途
中
で
立
ち
寄
っ
て
見
学
し
た
と
伝
わ

り
ま
す
。

　
広
瀬
家
ゆ
か
り
の
鋳
物
は
、
す
ぐ
近
く
の

仏
眼
院
に
も
あ
り
ま
し
た
。
万
治
２（
１
６
５

９
）年
に
広
瀬 

家
次
が
鋳
造
し
た
喚
鐘（
説
法

の
開
始
を
知
ら
せ
る
た
め
に
打
つ
鐘
）で
す
。

一
般
的
な
喚
鐘
よ
り
大
き
く
、
見
ご
た
え
が

あ
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
同
院
で
は
、
寛
永
15（
１
６
３
８
）年

に
京
都
の
鋳
物
師
が
製
造
し
た
梵
鐘
も
見
逃

せ
な
い
鋳
物
の
一
つ
で
す
。

デ
ザ
イ
ン
の
蓋
を
発
見
で
き
ま
し
た
。

　　
「
次
は
少
し
時
代
を
逆
上
っ
た
鋳
物
を
見
に

行
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内
で
、
ま
ず
向
か
っ

た
の
は
、 桑
名
別
院・本
統
寺
で
す
。
こ
こ
で

は
、
見
上
げ
る
ほ
ど
大
き
な
親
鸞
聖
人
銅
像

に
出
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
青
銅
製
の
上
人
像

を
昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
鋳
造
寄
進
し
た

の
は
、
桑
名
の
鋳
物
師・広
瀬
家
の
子
孫
で
、

実
業
家
の
広
瀬 

精
一
氏
で
す
。鋳
物
師
と
は
、

鋳
物
職
人
の
こ
と
で
、
同
家
の
歴
史
は
、
本

多 

忠
勝
が
、
現
在
の
い
な
べ
市
か
ら
武
器
製

造
の
た
め
に
招
い
た
広
瀬 

与
左
衛
門
に
始
ま

れ 

い
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仏
眼
院
に
別
れ
を
告
げ
て
東
へ
進
む
と
、

す
ぐ
左
手
側
に
、
木
々
が
生
い
茂
る
一
画
が

現
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
桑
名
神
社
と
中
臣

神
社
を
祀
る
桑
名
宗
社
で
、
地
域
の
人
々
に

は〝
春
日
さ
ん
〞と
呼
び
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
平
成
28（
２
０
１
６
）年
に
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
石
取
祭
」で
知

ら
れ
る
同
社
で
も
、
鋳
物
の
街
な
ら
で
は
の

珍
し
い
も
の
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

柱
の
高
さ
が
約
6.7
メ
ー
ト
ル
の
青
銅
製
の
鳥

居
で
す
。

　
旧
東
海
道
に
面
し
て
建
つ
鳥
居
は
、
時
の

こ
と
で
発
展
を
遂
げ
た
鋳
物
の
歴
史
は
、
明

治
時
代
以
降
も
続
き
ま
す
。「
東
の
川
口（
埼

玉
県
川
口
市
）・
西
の
桑
名
」と
呼
ば
れ
た
ほ

ど
で
し
た
。
そ
の
後
、
主
に
日
用
品
を
製
造

し
ま
し
た
が
、
戦
後
は
、
工
業
製
品
や
建
設

材
料
が
主
力
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
近
年
で

は
、「
く
わ
な
鋳
物
」ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
新
商

品
開
発
が
行
わ
れ
、
ご
は
ん
釡・蚊
や
り
器・

文
具
な
ど
も
登
場
。
鋳
物
の
可
能
性
の
幅
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
桑
名
で
新
発
見
を
す
る
散
策
は
、
再
び
、

Ｊ
Ｒ・近
鉄「
桑
名
」駅
で
終
了
で
す
が
、
途
中

藩
主・松
平 

定
重
が
、
辻
内 

善
右
衛
門
に
命

じ
て
制
作
し
た
も
の
。
寛
文
７（
１
６
６
７
）

年
の
こ
と
で
し
た
。
辻
内
家
は
、
広
瀬
家
と

同
様
、
桑
名
を
代
表
す
る
鋳
物
師
で
し
た
。

現
在
で
も
、
見
る
も
の
を
圧
倒
す
る
鳥
居
は
、

当
時
の
俗
謡
に「
勢
州
桑
名
に
過
ぎ
た
る
も
の

は
、
銅
の
鳥
居
…
」と
う
た
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、 

大
雨
や
天
災
に
何
度
も
合
い
ま
し
た

が
、
そ
の
都
度
代
々
の
鋳
物
師
・
辻
内
家
に

よ
っ
て
修
復
さ
れ
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
「
鋳
物
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
忠
勝
公
に
も

合
い
に
行
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内
で
、
中
橋

を
渡
り
ま
す
。 

目
の
前
に
広
が
る「
九
華
公

園
」を
眺
め
な
が
ら
進
む
と
、「
柿
安
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
パ
ー
ク
」内
に
建
つ
銅
像
が
姿
を
現

し
ま
し
た
。
ど
っ
し
り
と
座
っ
た
姿
は
、〝
徳

川
四
天
王
〞と
称
さ
れ
た
猛
将
ぶ
り
を
彷
彿

さ
せ
て
い
ま
す
。
作
者
は「
中
川
梵
鐘
店
」六

代
目
中
川 
正
知
さ
ん
で
、
平
成
２（
１
９
９

０
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
忠
勝
以
降
、
代
々
の
藩
主
に
奨
励
さ
れ
た

で「
Ｎ
Ｔ
Ｎ
シ
テ
ィ
ホ
ー
ル（
桑
名
市
民
会

館
）」に
立
ち
寄
り
、「
鋳
造
報
国
碑
」を
見
る

の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
昭
和
17（
１

９
4
２
）年
に
、
当
時
の「
三
重
鋳
物
工
業
組

合
」有
志
が
建
立
し
た
も
の
。
大
き
な
石
碑
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
功
労
者
を
顕
彰
す
る
と
同

時
に
、
さ
ら
な
る
発
展
を
願
う
気
持
ち
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
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江
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旧
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宿
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町
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賑
わ
っ

た
桑
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に
は
、
別
の
一
面
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あ
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ま
す
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初
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藩
主・本
多 

忠
勝
が
奨
励
し
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こ
と
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始
ま
る「
鋳
物
の
街
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て
の
顔
で
す
。

鋳
物
産
業
の
発
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明
治
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降
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続
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地
場
産
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し
て
の
確
固
た
る
地
位

を
築
き
あ
げ
ま
し
た
。
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在
、「
七
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渡
し
跡
」「
六
華
苑
」「
九

華
公
園
」な
ど
、
散
策
場
所
に
事
欠
か
な

い
桑
名
市
市
街
地
で
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が
、
今
回
は
、
少

し
視
点
を
変
え
て「
鋳
物
」め
ぐ
り
を
し
ま

す
。
新
た
な
桑
名
の
魅
力
を
発
見
す
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
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重
橋
の
親
柱（
欄
干
の
端
な
ど
に
あ
る
太
い

柱
）で
、
ほ
か
に
も
高
欄
や
高
欄
支
柱
が
鋳
物

だ
と
教
わ
り
ま
す
。
鋳
物
と
は
、
溶
か
し
た

金
属
を
鋳
型
に
流
し
込
ん
で
固
め
る
鋳
造
方

法
と
、
そ
の
製
品（
鋳
造
製
品
）の
総
称
で
す
。

使
用
す
る
金
属
は
、
鉄・青
銅・鉛・ア
ン
チ
モ

ン・ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
な
ど
。
桑
名
で
は
、
古
く

か
ら
鉄
を
使
っ
た
鉄
鋳
物
が
多
く
、
親
柱
な

ど
の
黒
色
は
、
鉄
鋳
物
の
特
色
な
の
で
す
。

　
玉
重
橋
を
後
に
し
て
、
入
り
江
に
沿
っ
て

歩
き
ま
す
。
歩
道
や
護
岸
に
は
赤
レ
ン
ガ
が

張
ら
れ
、
隣
接
す
る「
諸
戸
氏
庭
園
」な
ど
の

景
観
と
見
事
に
調
和
し
て
い
ま
す
。

　
「
最
初
に
、
住
吉
入
り
江
に
向
か
い
ま
し
ょ

う
。
入
り
江
に
架
か
る
玉
重
橋
は
、
鋳
物
の

街
な
ら
で
は
の
珍
し
い
橋
で
す
よ
」と
の
中
根

さ
ん
の
案
内
で
、
散
策
の
起
点
と
な
る
Ｊ
Ｒ・

近
鉄「
桑
名
」駅
か
ら
、
東
へ
と
進
み
ま
す
。

15
分
程
度
歩
く
と
、
黒
い
ラ
ン
タ
ン
の
よ
う

な
形
の
柱
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
玉

　

心
地
よ
い
散
歩

を
楽
し
ん
で
い
る

と
、
目
の
前
に「
寺

町
通
り
商
店
街
」の

ア
ー
ケ
ー
ド
が
現

れ
ま
し
た
。
３
と

８
の
付
く
日
に
開

催
さ
れ
る
朝
市「
三

八
市
」や
、
毎
月
第

３
日
曜
日
に
開
催

の「
十
楽
市
」な
ど
、

買
い
物
客
で
賑
わ

う
商
店
街
は
、
風
雨
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、

鋳
物
製
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
見
学
す
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
す
。
足
元
に
注
目
し
て
い
る

と「
桑
名
の
千
羽
鶴
」「
七
里
の
渡
し
」な
ど
の

る
と
い
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
名
声
は
高
く
、
文

政
９（
１
８
２
６
）年
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館

の
医
師
で
あ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
が
、
江
戸
に
向

か
う
途
中
で
立
ち
寄
っ
て
見
学
し
た
と
伝
わ

り
ま
す
。

　
広
瀬
家
ゆ
か
り
の
鋳
物
は
、
す
ぐ
近
く
の

仏
眼
院
に
も
あ
り
ま
し
た
。
万
治
２（
１
６
５

９
）年
に
広
瀬 
家
次
が
鋳
造
し
た
喚
鐘（
説
法

の
開
始
を
知
ら
せ
る
た
め
に
打
つ
鐘
）で
す
。

一
般
的
な
喚
鐘
よ
り
大
き
く
、
見
ご
た
え
が

あ
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
同
院
で
は
、
寛
永
15（
１
６
３
８
）年

に
京
都
の
鋳
物
師
が
製
造
し
た
梵
鐘
も
見
逃

せ
な
い
鋳
物
の
一
つ
で
す
。

デ
ザ
イ
ン
の
蓋
を
発
見
で
き
ま
し
た
。

　　
「
次
は
少
し
時
代
を
逆
上
っ
た
鋳
物
を
見
に

行
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内
で
、
ま
ず
向
か
っ

た
の
は
、 桑
名
別
院・本
統
寺
で
す
。
こ
こ
で

は
、
見
上
げ
る
ほ
ど
大
き
な
親
鸞
聖
人
銅
像

に
出
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
青
銅
製
の
上
人
像

を
昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
鋳
造
寄
進
し
た

の
は
、
桑
名
の
鋳
物
師・広
瀬
家
の
子
孫
で
、

実
業
家
の
広
瀬 

精
一
氏
で
す
。鋳
物
師
と
は
、

鋳
物
職
人
の
こ
と
で
、
同
家
の
歴
史
は
、
本

多 

忠
勝
が
、
現
在
の
い
な
べ
市
か
ら
武
器
製

造
の
た
め
に
招
い
た
広
瀬 

与
左
衛
門
に
始
ま

れ 

い
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仏
眼
院
に
別
れ
を
告
げ
て
東
へ
進
む
と
、

す
ぐ
左
手
側
に
、
木
々
が
生
い
茂
る
一
画
が

現
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
桑
名
神
社
と
中
臣

神
社
を
祀
る
桑
名
宗
社
で
、
地
域
の
人
々
に

は〝
春
日
さ
ん
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呼
び
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
平
成
28（
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１
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に
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無

形
文
化
遺
産
に
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さ
れ
た「
石
取
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知
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る
同
社
で
も
、
鋳
物
の
街
な
ら
で
は
の

珍
し
い
も
の
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

柱
の
高
さ
が
約
6.7
メ
ー
ト
ル
の
青
銅
製
の
鳥

居
で
す
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旧
東
海
道
に
面
し
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建
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居
は
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時
の
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で
発
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を
遂
げ
た
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物
の
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明
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以
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も
続
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ま
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東
の
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口（
埼

玉
県
川
口
市
）・
西
の
桑
名
」と
呼
ば
れ
た
ほ

ど
で
し
た
。
そ
の
後
、
主
に
日
用
品
を
製
造

し
ま
し
た
が
、
戦
後
は
、
工
業
製
品
や
建
設

材
料
が
主
力
と
な
り
ま
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た
。 

ま
た
近
年
で

は
、「
く
わ
な
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物
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ン
ド
と
し
て
新
商

品
開
発
が
行
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れ
、
ご
は
ん
釡・蚊
や
り
器・

文
具
な
ど
も
登
場
。
鋳
物
の
可
能
性
の
幅
が
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が
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て
い
ま
す
。

　
桑
名
で
新
発
見
を
す
る
散
策
は
、
再
び
、

Ｊ
Ｒ・近
鉄「
桑
名
」駅
で
終
了
で
す
が
、
途
中

藩
主・松
平 

定
重
が
、
辻
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善
右
衛
門
に
命
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て
制
作
し
た
も
の
。
寛
文
７（
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の
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と
で
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た
。
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は
、
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家
と
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様
、
桑
名
を
代
表
す
る
鋳
物
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で
し
た
。

現
在
で
も
、
見
る
も
の
を
圧
倒
す
る
鳥
居
は
、

当
時
の
俗
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名
に
過
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た
る
も
の

は
、
銅
の
鳥
居
…
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た
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ま
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の
後
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大
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や
天
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に
何
度
も
合
い
ま
し
た

が
、
そ
の
都
度
代
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の
鋳
物
師
・
辻
内
家
に

よ
っ
て
修
復
さ
れ
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
「
鋳
物
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
忠
勝
公
に
も

合
い
に
行
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内
で
、
中
橋

を
渡
り
ま
す
。 

目
の
前
に
広
が
る「
九
華
公

園
」を
眺
め
な
が
ら
進
む
と
、「
柿
安
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
パ
ー
ク
」内
に
建
つ
銅
像
が
姿
を
現

し
ま
し
た
。
ど
っ
し
り
と
座
っ
た
姿
は
、〝
徳

川
四
天
王
〞と
称
さ
れ
た
猛
将
ぶ
り
を
彷
彿

さ
せ
て
い
ま
す
。
作
者
は「
中
川
梵
鐘
店
」六

代
目
中
川 

正
知
さ
ん
で
、
平
成
２（
１
９
９

０
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
忠
勝
以
降
、
代
々
の
藩
主
に
奨
励
さ
れ
た

で「
Ｎ
Ｔ
Ｎ
シ
テ
ィ
ホ
ー
ル（
桑
名
市
民
会

館
）」に
立
ち
寄
り
、「
鋳
造
報
国
碑
」を
見
る

の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
昭
和
17（
１

９
4
２
）年
に
、
当
時
の「
三
重
鋳
物
工
業
組

合
」有
志
が
建
立
し
た
も
の
。
大
き
な
石
碑
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
功
労
者
を
顕
彰
す
る
と
同

時
に
、
さ
ら
な
る
発
展
を
願
う
気
持
ち
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
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ら
ん

が
た

ぞ
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ち
ゅ
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い

か
ん

　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
旧
東
海
道
の
宿

場
町
、
桑
名
藩
の
城
下
町
と
し
て
賑
わ
っ

た
桑
名
に
は
、
別
の
一
面
が
あ
り
ま
す
。

初
代
藩
主・本
多 

忠
勝
が
奨
励
し
た
こ
と

に
始
ま
る「
鋳
物
の
街
」と
し
て
の
顔
で
す
。

鋳
物
産
業
の
発
展
は
明
治
時
代
以
降
も
続

き
、
地
場
産
業
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位

を
築
き
あ
げ
ま
し
た
。

　
現
在
、「
七
里
の
渡
し
跡
」「
六
華
苑
」「
九

華
公
園
」な
ど
、
散
策
場
所
に
事
欠
か
な

い
桑
名
市
市
街
地
で
す
が
、
今
回
は
、
少

し
視
点
を
変
え
て「
鋳
物
」め
ぐ
り
を
し
ま

す
。
新
た
な
桑
名
の
魅
力
を
発
見
す
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
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館
）」

中
橋

今回の案内人は「桑名歴史
案内人の会」前会長の中
根 静也（しずや）さん。豊
富な知識に基づく軽妙な
話術は、衰え知らずです。
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守る。育てる。三重の“宝”

表紙写真 「水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座」「魚と子どものネットワーク」の皆さん（亀山市）

町の花

スイセン

三重県内の市町などが、それぞれの特徴を象徴する存在として選定している
木・花を紹介します。

三重
の

シンボル
木曽岬町

■ お問い合わせ ■
木曽岬町役場　総務政策課　ＴＥＬ 0567‐68‐6100

＊市・町名の50音順に紹介しています。
＊シンボルを選定していない、もしくは鳥や魚などを選定している市町も一部あります。
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