
　
私
た
ち
が
日
々
の
暮
ら
し

を
営
む
三
重
県
内
の
山
中

や
海
岸
沿
い
な
ど
で
は
、岩

石
中
に
生
じ
た
空
洞
、す
な

わ
ち
洞
窟
が
見
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多

く
は
、単
に
景
観
が
珍
し
い

だ
け
で
な
く
、地
質
学
的
に

も
生
物
学
的
に
も
貴
重
で

重
要
な
存
在
だ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
中
に
は
、地
域
の

伝
承
が
語
り
継
が
れ
る
も
の

も
あ
り
、歴
史
・
文
化
の
面

で
も
、そ
の
価
値
は
高
い
と

い
え
ま
す
。

　
今
回
は
、三
重
県
内
の
洞

窟
を
ご
紹
介
し
ま
す
。そ
っ

と
耳
を
傾
け
れ
ば
、大
地
に

刻
ま
れ
た
悠
久
の
歴
史
物

語
が
聞
こ
え
て
く
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
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取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

　
　
　
　
　
中
村
元
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

三
重
の
洞
窟
め
ぐ
り

特 集

＊
三
重
県
内
の
洞
窟
を
見
学
す
る

際
に
は
、各
場
所
に
対
応
し
た
装

備
を
準
備
し
、洞
窟
内
や
周
辺

で
の
飲
食
は
し
な
い
、生
息
す
る

生
物
な
ど
に
触
れ
な
い
・
持
ち
帰

ら
な
い
な
ど
の
マ
ナ
ー
を
守
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、危

険
な
場
所
に
は
決
し
て
立
ち
入

ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
洞
窟
に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト
や

見
学
受
付
け
な
ど
の
開
催
日

時
・
場
所
・
受
入
れ
方
法
・
人
数
・

料
金
な
ど
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

り
、変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。必
ず
、事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

12 1太陽の反射で美しいエメラルドグリーンの海が見られる「青の洞窟（ガマの口）」（熊野市遊木町）太陽の反射で美しいエメラルドグリーンの海が見られる「青の洞窟（ガマの口）」（熊野市遊木町）

取
材
・
撮
影
は
2
月
〜
3
月
上
旬
に

行
い
ま
し
た
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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

　
鈴
鹿
山
脈
の
北
部
に
位
置
す
る
三
国
岳
の

麓
に
は
、「
篠
立
の
風
穴
」と
呼
ば
れ
る
洞
穴
が

あ
り
ま
す
。
風
穴
と
は『
広
辞
苑
』に
よ
れ
ば

「
風
の
吹
き
起
る
穴
」と
い
う
意
味
で
、「
山
腹

な
ど
の
奥
深
い
穴
」の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ

の
あ
た
り
一
帯
は
、
砂
岩・粘
板
岩
な
ど
に
加

え
て
石
灰
岩
層
が
広
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

そ
の
石
灰
岩
層
中
に
で
き
た
横
穴
が
長
い
間

に
侵
食
さ
れ
、
お
よ
そ
50
万
年
前
に
形
成
さ
れ

し
た
。

　
「
こ
の
風
穴
を〝
ふ
る
さ
と
の
文
化
財
〞と

し
て
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
た
め
、で
き
る
限
り

自
然
の
ま
ま
の
状
態
で
保
護
し
て
い
ま
す
」と

の
言
葉
通
り
、普
段
は
非
公
開
で
、
入
口
扉
に

は
鍵
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
日
は

入
口
近
辺
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

崖
に
設
置
さ
れ
た
梯
子
を
登
る
と
、
想
像
以

上
に
大
き
な
入
口
が
出
現
。
そ
の
広
さ
は
、

高
さ
約
６
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
約
５
メ
ー
ト
ル

あ
り
ま
す
。
内
部
は
漆
黒
の
闇
で
す
が
、
ラ

イ
ト
を
当
て
る
と
大
き
な
岩
が
見
え
ま
し
た
。

説
明
で
は
、
こ
の
岩
の
横
を
進
む
と
、
約
１

８
０
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
調
査
が
可
能
と
の
こ

と
。
ま
た
、内
部
は
一
部
２
層
構
造
に
な
っ
て

い
て
、途
中
か
ら
枝
洞
が
伸
び
て
い
る
と
の
こ

と
で
し
た
。

　
「
こ
の
風
穴
は
、
昭
和
と
平
成
の
時
代
に
詳

細
な
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
実
は
江
戸

時
代
に
も
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」と
教

え
て
く
れ
る
の
は
、風
穴
の
あ
る
立
田
地
区
で
、

地
域
の
活
性
化
・
魅
力
発
信
な
ど
に
取
組
む
、

高
橋 

賢
次
さ
ん
で
す
。
お
話
に
よ
る
と
、
明

た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
地
質
学
的

に
貴
重
な
の
は

も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
シ
ノ
ダ
チ

メ
ク
ラ
チ
ビ
ゴ

ミ
ム
シ
・
イ
セ

カ
マ
ド
ウ
マ
・

イ
チ
ハ
シ
ヤ
ス

デ
な
ど
が
生
息

し
、
生
物
学
的

に
も
非
常
に
貴

重
で
す
」と
教

え
て
く
れ
る
の
は
、
い
な
べ
市
教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課
の
職
員
の
二
人
。
説
明
通
り
、

上
記
３
種
は『
三
重
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

２
０
１
５
』で「
篠
立
の
風
穴
」に
の
み
生
息
す

る
固
有
種
と
し
て
紹
介
さ
れ
、準
絶
滅
危
惧
種

に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
多

く
の
希
少
生
物
が
確
認
さ
れ
、特
殊
な
生
態
系

を
構
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、昭
和
52（
１
９

７
７
）年
に
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま

治
22（
１
８
８
９
）年
に
成
立
し
た『
伊
勢
名

勝
志
』に
、
寛
永
13（
１
６
３
６
）年
に
桑
名

城
主
の
松
平 

定
綱
が
、
家
臣
に
調
査
を
命

じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
内
部
は「
蝙
蝠
甚
多
ク
」、
灯
火
も

消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
さ
ら
に
高
橋
さ
ん
か
ら
、
興
味
深
い
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
実
は
、
伊
能 

忠

敬（
１
７
４
５
〜
１
８
１
８
）が
こ
の
地
を
訪

れ
た
際
、
内
部
に
入
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
す
。
伊
能 

忠
敬
と
い
え
ば
、江
戸
時
代
に

日
本
全
国
を
実
地
測
量
し
、
正
確
な
日
本
地

次
の
世
代
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、内

部
を
知
る
の
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」と

話
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、毎
年
５
月
の
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
に
開
催
予
定
の「
遊
学
祭
」

で
、小
学
生
以
上
を
対
象
に
風
穴
見
学
を
受
付

け
て
い
ま
す
。
マ
ス
ク・ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
ラ
イ

ト（
懐
中
電
灯
）・
長
靴
を
用
意
す
れ
ば
、
10
人

単
位
で
案
内
し
て
も
ら
え
る
と
の
こ
と
。
風

穴
の
す
ば
ら
し
さ
を
体
感
で
き
る
日
が
、
今

か
ら
待
ち
遠
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

図
を
作
製
し
た
人
物
。そ
の
測
量
日
誌
を
ひ
も

解
く
と
、
文
化
11（
１
８
１
４
）年
３
月
の
記

事
に「
中
モ
広
カ
ラ
ズ
…
」な
ど
と
、
内
部
の

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
専
門
家
に
こ
れ
ら
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い

な
い
か
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、36
か
所
に
壁
書
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
寛

永
13
年
と
文
化
11
年
が
な
かっ
た
の
が
残
念
で

す
が
…
」と
高
橋
さ
ん
。
十
分
な
装
備
も
な
い

時
代
の
人
々
が
、何
度
も
調
査
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、そ
の
価
値
の
大
き
さ
を
改
め
て

認
識
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
高
橋
さ
ん
は「
こ
の
風
穴
の
意
義
を

3

【
い
な
べ
市
藤
原
町
】

い
な
べ
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

８
６ ‒ 

７
８
４
６

お
問
い
合
わ
せ

「篠立の風穴」入口近辺

江戸時代の元号“天保九”などの文字が
読み取れる壁書
撮影者：「地底旅団ROVER元老院」千葉 伸幸氏

「篠立の風穴」入口

イセカマドウマ

「遊学祭」での風穴見学の様子

篠
立
の
風
穴 （
三
重
県
指
定
天
然
記
念
物
）

し
の

だ
ち

か
ざ

あ
な

江
戸
時
代
の
壁
書
が
残
る
、希
少
生
物
の
宝
庫

へ
き
し
ょ

※

※

※

み

ね
ん

し
ょ
う

め
い

か
ん

い
の
う

こ
ん
せ
き

ゆ
う
が
く
さ
い

た
だ

た
か

さ
だ

こ
う
も
り
は
な
は
だ
お
お

つ
な

え
い

し

ば
ん
が
ん

く
に

は
しど

う

し

し
っ

た
つ
た

こ
く

ご

だ
け
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大
紀
町
内
を
南
西
か
ら
北
東
に
流
れ
る
大

内
山
川
に
は
、例
年
ア
ユ
や
ア
マ
ゴ
を
求
め
て
、

大
勢
の
太
公
望
が
集
ま
り
ま
す
。
こ
の
大
内

山
川
の
支
流
の
一
つ
、
奥
河
内
川
上
流
に
は
、

「
阿
曽
の
風
穴
」と「
八
重
谷
湧
水
」と
称
さ
れ

さ
ん
。
こ
の
日
は
、奥
河
内
川
に
並
行
し
て
続

く「
林
道
奥
西
河
内
線
」を
東
へ
と
車
を
走
ら

せ
、「
阿
曽
の
風
穴
」ま
で
道
案
内
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
林
道
脇
に
ぽ
っ
か
り
と
空
い
た
小
さ
な
入

口
か
ら
、一
人
ず
つ
梯
子
を
降
り
た
後
は
、
少

し
細
く
な
っ
た
場
所
を
進
み
ま
す
。
す
る
と
、

目
の
前
に
想
像
以
上
の
空
間
が
広
が
り
ま
し

た
。
高
さ
は
５
メ
ー
ト
ル
以
上
、
奥
行
き
も

数
メ
ー
ト
ル
以
上
は
あ
り
そ
う
で
す
。
人
感

知
セ
ン
サ
ー
で
点
灯
し
た
ラ
イ
ト
に
照
ら
し

出
さ
れ
た
岩
の
複
雑
な
形
状
を
眺
め
て
い
る

と
、
花
の
蕾
の
よ
う
な
形
を
し
た
黒
い
物
に

気
付
き
ま
し
た
。
小
型
の
コ
ウ
モ
リ
で
、目
が

慣
れ
て
く
る
と
、１
０
０
匹
以
上
が
睡
眠
中
。

触
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
が
ら
、
奥
へ

と
進
み
ま
す
。
す
る
と
、地
面
が
水
に
浸
か
り
、

池
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
深
さ

は
15
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
す
が
、
さ
ら
に

奥
の
方
は
水
没
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
以
上

進
む
の
は
無
理
と
の
こ
と
で
し
た
。
足
元
の

水
の
透
明
度
は
高
く
、
泳
い
で
い
る
小
魚
が

宙
を
浮
遊
し
て
い
る
様
に
見
え
ま
す
。
ま
た
、

る
名
所
が
あ
り
、夏
期
に
は
涼
を
求
め
る
人
々

で
賑
わ
い
ま
す
。

　
「
風
穴
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
遊
び
場
で
し

た
」と
懐
か
し
そ
う
に
語
る
の
は
、
大
紀
町
役

場
商
工
観
光
課
で
課
長
を
務
め
る
鳥
田 

正
彦

ど
こ
か
ら
か
、ト
ク
ン・ポ
コ
ン・ポ
コ
ン
と
、

水
の
音
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
洞
窟
内
に
反

響
し
て
、水
琴
窟
の
よ
う
な
音
色
で
し
た
。

　
訪
問
者
や
地
域
の
人
々
が
〝
天
然
の
冷
蔵

庫
〞と
呼
ぶ
意
味
が
実
感
で
き
る
風
穴
を
出

た
後
は
、
す
ぐ
近
く
の「
八
重
谷
湧
水
」へ
と

向
か
い
ま
す
。
す
る
と
、案
内
板
が
設
置
さ
れ

て
い
る
入
口
近
く
に
、湧
水
の
水
汲
み
場
が
あ

り
ま
し
た
。
昨
年
の
専
門
機
関
に
よ
る
水
質

検
査
の
結
果
で
は
、 ｐＨ 

値
は
8.0
で
、
味
・
臭
気

と
も
に
異
常
は
な
い
と
の
こ
と
。
た
だ
し
、

飲
料
水
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
場
合
は
、
煮
沸

気
分
が
落
ち
着
く
の
を
感
じ
ま
す
。
暑
い
時

期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、新
緑
の
こ
ろ
か
ら
紅

葉
の
こ
ろ
ま
で
、快
適
な
散
策
が
満
喫
で
き
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、周
囲
に
は
廃
校
を
利

用
し
た「
阿
曽
湯
の
里
」や
、内
宮
の
別
宮・瀧

原
宮
、モ
ミ
ジ
で
有
名
な
網
掛
山
、シ
ダ
レ
桜

が
美
し
い
龍
祥
寺
な
ど
の
名
所
旧
跡
が
多
く

あ
り
ま
す
。
合
わ
せ
て
訪
ね
れ
ば
、
心
身
と

も
に
癒
さ
れ
る
こ
と
、間
違
い
な
し
で
す
。

を
お
す
す
め
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
少

し
だ
け
口
に
含
ん
で
み
る
と
、
さ
っ
ぱ
り
と

飲
み
や
す
く
感
じ
ま
し
た
。

　
入
口
か
ら
湧
水
地
ま
で
の
約
１
６
０
メ
ー

ト
ル
の
間
は
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
、せ
せ
ら
ぎ

を
聞
き
な
が
ら
の
散
策
が
楽
し
め
ま
し
た
。

途
中
に
は
、
八
重
滝
と
呼
ば
れ
る
二
筋
の
流

れ
が
あ
り
、
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
滝
つ

ぼ
に
落
ち
る
様
子
は
一
幅
の
画
の
よ
う
で
す
。

八
重
滝
か
ら
少
し
歩
く
と
、
湧
水
地
に
到
着
。

苔
む
し
た
岩
の
間
か
ら
透
き
通
っ
た
水
が
湧

き
出
る
様
子
を
眺
め
て
い
る
と
、
い
つ
し
か

5

【
度
会
郡
大
紀
町
】

大
紀
町
商
工
観
光
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

８
６ ‒ 

２
２
４
３

お
問
い
合
わ
せ

や

え

た
に
ゆ
う

す
い

阿
曽
の
風
穴

あ

そ

か
ざ

あ
な

「
八
重
谷
湧
水
」と
合
わ
せ
て
納
涼
散
策
が
楽
し
め
る

湧水地

八重滝

水汲み場

風穴の奥は地下水に浸かっている

「阿曽の風穴」内部

た
いす

い
き
ん
く
つ

し
ゃ
ふ
つ

は
し
ご

た
き

は
ら
の
み
や

り
ゅ
う
し
ょ
う

つ
ぼ
み

じ

こ
う
ぼ
う

お
く
ご
う
ち



　
「
知
盛
は
、
源
氏
の
寄
手
来
襲
に
そ
な
え
て

婦
女
子
を
覆
盆
子
洞
へ
潜
め
た
と
伝
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
知
盛
は
平
氏
再
興
を
期
し
て
、

そ
の
拠
点
と
す
べ
く
、
近
く
に
久
昌
寺
を
発

願
し
た
と
伝
説
は
続
い
て
い
く
…
」

　
右
の
文
章
は『
伊
勢
の
里
山 

沼
木
一
宇
郷

の
民
話
と
歴
史
』の
一
節
。
文
中
の
知
盛
と
は
、

平 

清
盛
の
４
男
、
平 

知
盛
の
こ
と
。
歴
史
上

で
は「
壇
ノ
浦
の
戦
い
」で
海
へ
飛
び
込
ん
だ

と
さ
れ
ま
す
が
、伊
勢
市
南
部
の〝
一
宇
郷
〞と

呼
ば
れ
る
一
帯
に
は
、右
の
よ
う
な
伝
説
が
受

ん
の
サ
ポ
ー

ト
と
ロ
ー
プ

を
頼
り
に
岩

の
隙
間
を
進

む
の
も
一
苦

労
で
、こ
の

日
は
数
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
断
念
。一

般
的
に
は
外
側
か
ら
覗
き
見
る
程
度
に
し
た

方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
案
内
板
な
ど
に
よ
れ
ば
、こ
の
洞
窟
は
、
お

よ
そ
２
０
０
万
年
前
の
地
層
中
に
存
在
す
る

レ
ン
ズ
状
の
石
灰
岩
層
を
地
下
水
が
溶
か
す

こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
変
化
に

富
ん
だ
内
部
で
は
、『
三
重
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ

ブ
ッ
ク
２
０
１
５
』で
準
絶
滅
危
惧
種
に
分
類

さ
れ
て
い
る
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ
な
ど

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
、婦
女
子
を
か
く
ま
っ
た
と
さ
れ
る

洞
窟
は
、貴
重
な
生
物
を
守
る
た
め
、今
も
孤

軍
奮
闘
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
伝
説
の
真
偽
は
と
も

か
く
、
覆
盆
子
洞
は
実
在

し
ま
す
よ
」と
教
え
て
く

れ
る
の
は
、中
瀬 

誠
一
さ

ん
。「
平
家
の
里
語
り
部
」

と
し
て
、地
域
に
残
る
落

人
伝
説
を
語
り
継
ぐ
中
瀬

さ
ん
の
案
内
で
、
久
昌
寺

脇
か
ら
続
く
道
を
車
で
進

み
ま
す
。
す
る
と「
覆
盆

子
洞
伝
説
」と
記
さ
れ
た

大
き
な
案
内
板
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら

は
道
な
き
山
道
を
歩
き
ま
す
。
足
元
に
注
意

し
な
が
ら
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
入
口
に
到
着
。

そ
の
幅
は
約
70
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

も
約
１
２
０
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
と
狭
く
、

人
の
侵
入
を
寄
せ
付

け
な
い
厳
し
さ
が
漂

い
ま
す
。
内
部
は
さ

ら
に
狭
く
、
中
瀬
さ

8

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

7

「覆盆子洞」内部を覗く
中瀬 誠一さん
「覆盆子洞」内部を覗く
中瀬 誠一さん

「覆盆子洞伝説」案内板

「覆盆子洞」内部

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

９
０
２
３ ‒ 

１
１
２
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
中
瀬 

誠
一
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
勢
市
矢
持
町
】

平
家
の
落
人
伝
説
が
今
に
息
づ
く

覆
盆
子
洞 （
三
重
県
指
定
天
然
記
念
物
）

い
ち
ご
ど
う
/
ふ
ぼ
ん
じ
ど
う

よ
せひ

そ

が
ん

き
ゅ
う
し
ょ
う
じ

ほ
つ

こ

ぐ
ん
ふ
ん
と
う

て
ら
い
し
ゅ
う

　
紀
北
町
の
矢
口
湾
に
沿
っ
て
奥
ま
っ
た
集

落
を
走
り
、
島
勝
浦
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
、

左
に
見
え
る
船
越
海
岸
。
注
意
深
く
、
海
に

突
き
出
た
岬
を
眺
め
て
い
る
と
、
あ
る
角
度

で
ぽ
っ
か
り
開
い
た
穴
が
見
え
ま
す
。
こ
れ

は
黒
潮
の
荒
波
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
た
洞
穴

「
天
満
洞
」。
岩
壁
が
ト
ン
ネ
ル
状
に
貫
通
し

て
い
ま
す
。「
島
勝
の
海
食
洞
門
」と
し
て
、

昭
和
53（
１
９
７
８
）年
２
月
に
県
の
天
然
記

ン
が
や
っ
て
き
ま
す
。「
天
満
洞
ま
で
陸
か
ら

は
行
け
ま
せ
ん
が
、
県
道
沿
い
の『
中
熊
小
公

園
』が
展
望
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。
東
方
面
の
海
に

は
海
水
浴
場
、
和
具
の
浜
も
見
え
て
い
ま
す
。

北
側
の
山
を
越
え
る
と
熊
野
灘
臨
海
公
園
の

大
白
地
区
が
あ
り
、
正
月
に
は
初
日
の
出
を

見
る
人
も
い
ま
す
。
沖
に
浮
か
ぶ
の
は
、
国

指
定
の
天
然
記
念
物『
大
島
』で
す
」と
、
周
囲

の
魅
力
を
語
る
紀
北
町
観
光
協
会
の
西
尾 

寛

明
さ
ん
。

　
「
大
島
」は
無
人
島
。
貴
重
な
暖
地
性
植
物

が
さ
ま
ざ
ま
に
生
育
し
、
原
始
に
近
い
状
態

で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
島
は
江
戸
川

乱
歩
の
少
年
探
偵
シ
リ
ー
ズ
の『
大
金
塊
』に

「
岩
屋
島
」と
し
て
登
場
し
ま
す
が
、
長
島
沖

に
停
泊
し
た
汽
船
の
中
で
ヒ
ン
ト
を
得
た
作

品
だ
そ
う
で
す
。

　
大
自
然
が
時
間
を
か
け
て
生
み
出
し
た
海

辺
の
風
景
に
、
昔
も
今
も
多
く
の
人
が
魅
了

さ
れ
て
い
ま
す
。

念
物
に
指

定
さ
れ
ま

し
た
。
砂

岩
や
粘
板

岩
な
ど
が

層
に
な
り
、

浸
食
に
弱

い
部
分
が
徐
々
に
削
ら
れ
、
穴
が
開

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
周
辺

の
海
岸
に
も
海
食
洞
は
見
ら
れ
る
よ

う
で
す
が
、「
天
満
洞
」は
直
径
が
約

20
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
約
30
メ
ー
ト

ル
に
達
し
、
県
下
で
も
規
模
が
大
き

い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の「
天
満
洞
」が
最
も
注
目
を
集
め
る
の

は
、
春
分
と
秋
分
の
日
の
前
後
３
、４
日
間
。

こ
の
時
期
に
は
洞
門

か
ら
朝
日
が
昇
る
と

あ
っ
て
、
太
陽
が
洞

門
に
収
ま
る
幻
想
的

な
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ

ン
ス
を
狙
っ
て
、
た

く
さ
ん
の
カ
メ
ラ
マ

朝日に染まる「天満洞」は
春分、秋分の日が狙い目

「中熊小公園」

船越海岸

紀
北
町
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

４
６ ‒ 

３
５
５
５

お
問
い
合
わ
せ

【
北
牟
婁
郡
紀
北
町
】

洞
門
か
ら
昇
る
神
秘
的
な
朝
日
を
眺
め
る

し
ま

か
つ

か
い

ど
う

も
ん

て
ん

ど
う

ま

し
ょ
く

島
勝
の
海
食
洞
門「
天
満
洞
」

（
三
重
県
指
定
天
然
記
念
物
）

※
朝日に染まる「天満洞」は
春分、秋分の日が狙い目※

ど
う
も
ん
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熊
野
灘
に
沿
っ
て
変
化
に
富
ん
だ
奇
岩
が

続
く「
鬼
ヶ
城
」は
、
国
の
天
然
記
念
物
。
東

口
か
ら
西
口
ま
で
の
1.2
キ
ロ
に
、大
小
無
数
の

海
蝕
洞
が
並
ん
で
い
ま
す
。
荒
波
や
風
に
よ

る
浸
食
、そ
し
て
幾
度
か
の
地
殻
変
動
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
地
形
は
見
応
え
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
洞
窟
や
奇
岩
、
絶
壁
に
は
、「
千
畳
敷
」

て
、
ユ
ネ
ス

コ
の
世
界
遺

産
に
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
」

と
、「
熊
野
市

観
光
公
社
」

代
表
取
締
役

の
小
川 

貴
弘

さ
ん
。

　
遊
歩
道
を

進
む
と「
千
畳
敷
」へ
の
入
口
が
見
え
て
き
ま

す
。
岩
場
に
開
い
た
穴
を
く
ぐ
っ
た
先
の
空

間
に
、
思
わ
ず
絶
句
。
こ
こ
は
石
英
粗
面
岩

が
海
蝕
さ
れ
て
で
き
た
大
洞
窟
。
広
さ
は
約

１
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
高
さ
は
15

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
周
り
の
突
き
出
た
岩
の
先

端
が
、地
殻
変
動
の
動
き
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

海
蝕
洞
は
岩
盤
の
割
れ
目
や
断
層
な
ど
の
弱

い
部
分
に
、
波
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
つ
く
ら

れ
る
窪
み
。
長
い
歳
月
を
経
て
、
そ
れ
が
深

く
大
き
く
な
り
、
荒
々
し
い
海
上
の
舞
台
と

な
っ
て
現
れ
ま
し
た
。

　
Ｖ
字
形
を
し
た「
奥
の
木
戸
」か
ら
岩
間
を

や「
奥
の
木
戸
」、「
猿
戻
り
」な
ど
特
徴
の
あ

る
呼
び
名
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
こ
こ
は

昔
か
ら
の
景
勝
地
で
あ
り
、観
光
地
。
江
戸
時

代
後
期
の『
紀
伊
国
名
所
図
会
』に
も
登
場
し
、

昭
和
２（
１
９
２
７
）年
、
日
本
を
代
表
す
る

景
勝
地『
日
本
百
景
』に
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

『
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
』の
一
部
と
し

抜
け
る
と
、
爽
快
か
つ
雄
大
な
海
景
色
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
先
に
あ
る「
猿
戻
り
」

と「
犬
戻
り
」は
、
垂
直
に
近
い
断
崖
。
大
き

く
縦
に
走
る
岩
の
裂
け
目
に
、
猿
や
犬
も
足

が
す
く
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
断
崖

絶
壁
に
造
ら
れ
た
遊
歩
道
か
ら
は
る
か
下
で

は
、
波
飛
沫
が
打
ち
寄
せ
、
大
自
然
の
壮
大

さ
を
肌
で
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
流
木
が
岩
の
下
に
食
い
込
む「
木
喰
岩
」は
、

約
３
０
０
ト
ン
の
大
岩
。「
飛
渡
り
」は
、岩
の

深
い
割
れ
目
の
下
か
ら
怒
涛
の
水
音
が
聞
こ

え
ま
す
。 

か
つ
て
は
こ
の
隙
間
を
飛
ん
で

渡
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
は
小
さ

な
橋
が
い
く
つ
か
架
け
ら
れ
、
遊
歩
道
を
つ

退
治
に
や
っ
て
き
た
の
が
征
夷
大
将
軍・坂
上

田
村
麻
呂
で
す
。
征
伐
を
手
助
け
し
た
と
い

う
天
女
伝
説
も
残
さ
れ
、
遊
歩
道
に
も
、
鬼

が
水
を
汲
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る「
水
谷
」や
、

平
ら
な
岩
場
は「
鬼
の
洗
濯
場
」と
、
鬼
伝
説

が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
室
町
時
代
に

は
こ
の
地
の
領
主
で
あ
っ
た
有
馬
和
泉
守
忠

親
に
よ
り
、
山
頂
に
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。

城
郭
が
十
数
か
所
あ
り
、
こ
の
地
方
最
大
規

模
の
山
城
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
東
口
か
ら
城

跡
ま
で
は
、
桜
咲
き
誇
る
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

ス
が
整
備
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
熊
野
古
道
松
本

峠
に
向
か
う
道
に
は
堀
切
跡
も
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
自
然
が
造
り
出
し
た
神
秘
的
な
景
観
と
美

し
い
海
、
そ
し
て
城
跡
か
ら
も
垣
間
見
え
る
、

地
域
の
歴
史
。
鬼
ヶ
城
の
魅
力
を
歩
い
て
体

感
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

く
っ
た
苦
労
が
偲
ば
れ
ま
す
。
洞
窟
の
天
井

に
あ
る
無
数
の
窪
み
は「
蜂
の
巣
」、
岩
盤
か

ら
突
き
出
し
た
岩
を「
波
切
不
動
」と
呼
ぶ
な

ど
、自
然
の
造
形
は
ま
さ
に
岩
の
ア
ー
ト
。
さ

ら
に
進
む
と
七
里
御
浜
と
熊
野
の
町
並
み
が

見
え
て
き
ま
す
。
遊
歩
道
は
片
道
約
40
分
の

道
の
り
で
す
が
、
台
風
や
高
波
で
は
一
部
通

行
止
め
に
な
る
こ
と
も
。
そ
の
荒
々
し
さ
を

象
徴
す
る
よ
う
な
、
人
々
を
圧
倒
す
る
自
然

美
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
遡
る
こ
と
１
２
０
０
年
前
、「
鬼
ヶ
城
」は
海

賊「
多
蛾
丸
」の
棲
み
家
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
地
に
隠
れ
て
熊
野
の
海
を

荒
ら
し
、鬼
と
恐
れ
ら
れ
て
い
た「
多
蛾
丸
」を
、

9

【
熊
野
市
木
本
町
】

熊
野
市
観
光
公
社

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

８
９ ‒ 

２
２
２
９

鬼
ヶ
城
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

８
９ ‒ 

１
５
０
２

お
問
い
合
わ
せ

鬼
ヶ
城 （
国
の
天
然
記
念
物
お
よ
び
名
勝
）

お
に

が

じ
ょ
う

荒
波
の
浸
食
と
隆
起
で
で
き
た
自
然
の
造
形
美

か
い
し
ょ
く
ど
う

せ
ん
じ
ょ
う
じ
き

き
い
の

た
が
ま
る

たち
か

ま

ろ

む
ら

あ
り

か
み
た
だ

ま
い
ず
み
の さ

か
の
う
え
の

く
に
め
い

ず

え

し
ょ

足がすくむほどの迫力東口から西口をつなぐ遊歩道

広々とした「千畳敷」

『紀伊国名所図会』にも描かれる
せ
き
え
い

め
ん
が
ん

そ
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熊
野
版「
青
の
洞
窟
」と
評
判
の
ス
ポ
ッ
ト

は
、海
岸
沿
い
の
洞
窟「
ガ
マ
の
口
」。
天
候
な

ど
の
条
件
が
よ
け
れ
ば
、
海
面
が
真
っ
青
に

輝
い
て
見
え
る
と
あ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
南
部

の
カ
プ
リ
島
に
あ
る
観
光
名
所
に
因
ん
で
名

付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

ア
ク
セ
ス
に
陸
路
は
な

く
、海
路
で
し
か
近
付
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

で
す
。

　
「
遊
覧
船
は
12
年
前
か
ら
運
行
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
数
年
で
随
分
と
人
気
が
出
ま
し
た
。

熊
野
市
に
は
熊
野
古
道
を
は
じ
め
丸
山
千
枚

田
な
ど
の
見
所
も
あ
り
ま
す
が
、
海
沿
い
に

展
開
す
る
風
景
も
こ
の
地
域
の
特
徴
が
よ
く

表
れ
て
い
ま
す
。
美
し
い
熊
野
灘
、柱
状
節
理
、

そ
し
て
巨
岩・奇
岩
の
数
々
、
す
ば
ら
し
い
眺

め
を
堪
能
で
き
る
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
で
す
。
夏

場
の
利
用
も
多
い
で
す
が
、北
か
ら
風
の
吹
く

秋
か
ら
冬
は
海
が
安
定
し
て
い
ま
す
」と「
熊

野
市
観
光
公
社
」の
代
表
取
締
役・小
川 

貴
弘

さ
ん
。「
鬼
ヶ
城
」の
近
く
に
あ
る
松
崎
港
か

ら
出
航
し
ま
す
。

　
突
き
出
し
た
岬
に
広
が
る「
鬼
ヶ
城
」を
海

か
ら
見
れ
ば
、
荒
波
に
削
ら
れ
た
海
蝕
洞
の

地
形
の
特
異
さ
が
一
目
瞭
然
で
す
。
ま
た
、

な
だ
ら
か
に
弧
を
描
く
七
里
御
浜
と
複
雑
に

入
り
組
む
リ
ア
ス
海
岸
を
同
時
に
眺
め
る
の

も
、こ
の
場
所
な
ら
で
は
。
海
の
様
相
が
き
っ

ぱ
り
と
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
大
き
く

旋
回
し
、北
東
方
面
の
海
岸
線
へ
。
磯
崎
や
サ

ン
マ
漁
で
知
ら
れ
る
遊
木
な
ど
、
海
辺
の
集

熊
野
市
観
光
公
社
が
企
画
す
る「
楯
ヶ
崎
観
光

遊
覧
船
」を
利
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
遊

覧
船
の
所
要
時
間
は
約
70
分
。「
ガ
マ
の
口
」

ほ
か
、
高
さ
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
の
ス
ケ
ー

ル
で
そ
び
え
る
柱
状
節
理
の「
楯
ヶ
崎
」、
鋭

く
切
り
立
つ
断
崖
の「
海
金
剛
」な
ど
、
熊
野

の
雄
大
な
海
の
自
然
を
ま
わ
る
見
学
コ
ー
ス

落
は
漁
業
が
盛
ん
。
渡
船
で
磯
へ
渡
っ
て
釣

り
を
楽
し
む
人
の
多
さ
に
も
驚
き
ま
す
。
典

型
的
な
柱
状
節
理
の
景
色
が
続
く
中
、「
徐
福

の
宮
」が
あ
る
波
田
須
方
面
へ
航
路
を
取
る
と
、

海
際
に
J
R
の
線
路
が
見
え
ま
し
た
。
周
囲

の
山
中
に
は
熊
野
古
道
の
ル
ー
ト
が
あ
り
ま

す
。「
直
線
的
な
の
で
、ど
う
し
て
も
急
勾
配

で
険
し
い
道
で
す
が
、苔
む
し
た
石
畳
が
通
じ

て
い
ま
す
」と
、小
川
さ
ん
。
波
田
須
の
先
、奥

ま
っ
た
入
江
に
は
、
水
質
の
き
れ
い
な
新
鹿

海
水
浴
場
。
背
後
の
山
の
緑
と
白
い
砂
浜
、

遠
浅
の
青
い
海
が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描
い
て

い
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
進
む
と
、
岩
場
に
カ
エ
ル
が
口

い
ま
す
。
長
い
年
月
を
か
け
て
つ
く
ら
れ
た

自
然
の
芸
術
作
品
で
す
。

　
「
楯
ヶ
崎
」の
裏
側
に
回
っ
て
み
る
と
、
そ

こ
は「
海
金
剛
」と
呼
ば
れ
る
断
崖
で
、秘
境
の

よ
う
な
雰
囲
気
が
漂
い
ま
す
。
船
は
崖
の
真

下
へ
と
近
付
き
、
そ
こ
か
ら
見
上
げ
る
と
、目

の
覚
め
る
よ
う
な
絶
景
。
乗
船
客
の
歓
声
が
、

切
り
立
つ
岩
場
に
響
き
ま
す
。

　
遊
覧
船
の
旅
は
、
船
長
の
も
て
な
し
の
心

で
サ
ー
ビ
ス
満
点
。
熊
野
な
ら
で
は
の
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
海
景
色
を
堪
能
で
き
ま
す
。

を
開
け
た
よ
う
な
大
き
な
穴
が
見
え
て
き
ま

す
。
こ
れ
が「
青
の
洞
窟
」で
す
。
地
元
で「
ガ

マ
の
口
」と
呼
ば
れ
、
そ
の
洞
窟
の
奥
へ
と
船

首
を
近
付
け
て
く
れ
ま
す
。
天
候
や
海
の
条

件
が
よ
け
れ
ば
、透
き
通
る
エ
メ
ラ
ル
ド
グ

リ
ー
ン
の
海
面
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
北
上
す
る
と
、
圧
巻
の
柱
状
節
理

「
楯
ヶ
崎
」が
見
え
て
き
ま
す
。
国
道
か
ら
歩

い
て
訪
ね
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
海
上
か

ら
は
、
い
く
つ
も
の
柱
が
連
な
っ
た
よ
う
に

見
え
る
大
絶
壁
を
一
望
。
柱
状
節
理
は
マ
グ

マ
が
地
表
を
流
れ
て
冷
却
固
結
す
る
際
、
収

縮
し
て
生
じ
る
岩
体
に
で
き
た
規
則
性
の
あ

る
割
れ
目
で
、
そ
れ
が
柱
の
よ
う
に
見
え
て
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お
問
い
合
わ
せ

青
の
洞
窟（
ガ
マ
の
口
）

エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
透
き
通
る
海

クルーズは30人乗りの小型船舶

ぽっかり口を開ける「ガマの口」

堂々たる柱状節理の「楯ヶ崎」

圧倒される断崖絶壁の「海金剛」

「青の洞窟」は透明度抜群の海

た
て

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
せ
つ
り

う
み

は

あ
た
し
か

た

す

こ
ん
ご
う

さ
き

し
ち
り

み
は
ま

ゆ

き

が




