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案
内
板
に
気
付
き
ま
し
た
。「
今
日
は
こ
の

コ
ー
ス
を
中
心
に
歩
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内

で
、ま
ず
は
東
へ
進
み
ま
す
。し
ば
ら
く
す
る
と
、

再
び
池
が
出
現
。
栃
ヶ
池
で
す
。
周
辺
に
は

ク
チ
ナ
シ
を
は
じ
め
と
し
て
、ウ
キ
シ
バ・ミ
ズ

ト
ラ
ノ
オ
な
ど
の
湿
地
性
植
物
が
自
生
し
、

「
栃
ヶ
池
湿
地
植
物
群
落
」と
し
て
、県
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
こ
は
春
の
山
桜
、秋
の
紅
葉
も
見
事
で

す
よ
」と
教
わ
り
な
が
ら
、池
の
東
端
ま
で
歩

く
と
、「
よ
う
こ
そ
！
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
へ
！
」

の
幟
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
は
た
め
く
幟

に
導
か
れ
て
細
道
へ
と
入
り
ま
す
。
途
中
で
、

日
本
の
野
生
ナ
シ
の
一
種
で
あ
る
マ
メ
ナ
シ
の

　

今
回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
起
点
・
終
点
は「
五

桂
池
ふ
る
さ
と
村
」で
す
。
同
村
は
、た
め
池

で
は
県
下
一
の
貯
水
量
を
誇
る
五
桂
池
周
囲

に
整
備
さ
れ
た
複
合
レ
ジ
ャ
ー
施
設
。
宿
泊

可
能
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロッ
ジ
が
あ
る
ほ
か
、バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
や
イ
チ
ゴ・
柿
・み
か
ん
狩
り
が
楽
し

め
る
な
ど
、家
族
や
友
人
と
楽
し
い
時
間
を
過

ご
せ
ま
す
。

　
こ
の
日
は「
花
と
動
物
ふ
れ
あ
い
広
場
」近

く
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
て
出
発
。
す
る
と
、

「
女
鬼
峠
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
」と
記
さ
れ
た

木
を
見
て
、伊
勢
自
動
車
道
の
下
を
通
っ
た
後
、

少
し
歩
く
と
、女
鬼
峠
の
成
川
側
入
口
を
示

す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
、峠

道
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。

　
女
鬼
峠
の
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、江
戸
時
代
の
文
献
に
は〝
子
ギ
峠
〞と
書

か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
伊
勢
神
宮
や
瀧

原
宮
の
禰
宜（
神
職
）が
往
来
し
た
こ
と
か
ら

名
前
が
付
い
て
、そ
の
後
変
わ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」と
教
わ
り
な
が
ら
、荷
車
の
轍
の

跡
な
ど
を
進
み
ま
す
。
20
分
程
度
歩
く
と
茶
屋

皆
さ
ん
が
、来
訪
者
を
も
て
な
す
た
め
に
整
備

し
た
も
の
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　

展
望
台
か
ら
は
階
段
を
下
り
、先
に
進
む

と
、小
堂
と「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
刻
ま
れ
た

六
字
名
号
碑
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
小
堂

の
中
と
隣
に
は
如
意
輪
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
巡
礼
者
た
ち
は
、こ
こ
で
一
休
み
し
て
、

旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。現
在

は
、同
保
存
会
が
設
置
し
た
箱
の
中
に「
来
訪

者
記
帳
簿
」が
あ
り
、〝
静
か
で
気
持
ち
い
い
〞

〝
整
備
さ
れ
て
い
て
歩
き
や
す
い
〞な
ど
の
感

想
が
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

跡
に
到
着
。
こ
こ
か
ら
右
側
へ
進
む
と
、姿
を

現
す
の
が
切
り
通
し
で
す
。
千
枚
岩
の
岩
盤

を
掘
り
割
っ
て
道
を
通
し
た
た
め
、岩
肌
が
ギ

ザ
ギ
ザ
と
し
た
状
態
。
先
人
た
ち
の
苦
労
が

偲
ば
れ
ま
す
。

　
切
り
通
し
か
ら
一
旦
、茶
屋
跡
ま
で
戻
り
、

今
度
は
展
望
台
め
ざ
し
て
左
へ
進
み
ま
す
。

道
は
急
な
上
り
に
な
り
、少
し
の
間
、登
山
気

分
を
味
わ
え
ま
す
。
す
る
と
、木
々
の
間
か
ら

家
並
み
や
宮
川
の
流
れ
を
望
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
気
分
は
爽
快
で
す
。
こ
の
展
望
台

ル
ー
ト
は
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
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２
体
の
如
意
輪
観
音
像
と
名
号
碑
に
手
を

合
わ
せ
た
後
、歩
く
こ
と
約
15
分
で
、視
界
が
開

け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
一
帯
に
は
、奈

良
時
代
に
伊
勢
神
宮
に
よ
り
、唯
一
創
建
さ
れ

た
太
神
宮
寺
逢
鹿
瀬
寺
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
、

古
代
の
瓦
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
、

茶
畑
な
ど
が
広
が
る
中
を
進
む
と
、峠
の
相
鹿

瀬
側
の
入
口
を
示
す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
隣
に
は
大
き
な
道
標
も
立
って
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、浄
保
法
師
と
は
相
鹿
瀬
出
身

の
修
行
僧
で
、災
害
や
疫
病
に
苦
し
む
故
郷
の

人
々
を
救
う
た
め
、自
ら
掘
っ
た
穴
の
中
で
、命

尽
き
る
ま
で
念
仏
を
唱
え
続
け
た
と
い
い
ま

す
。
人
々
は
、法
師
の
遺
徳
を
た
た
え
る
た
め

に
五
輪
塔
を
建
て
、今
も
大
切
に
守
り
続
け
て

い
る
の
で
す
。

　

宮
川
の
流
れ
を
見
下
ろ
す
高
台
に
あ
る
五

輪
塔
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、北
へ
と

向
き
を
変
え
、終
点
の「
五
桂
池
ふ
る

さ
と
村
」へ
と
帰
り
ま
す
が
、こ
こ
で

案
内
さ
れ
た
の
は
、中
女
鬼
峠
を
越

え
る
ル
ー
ト
で
す
。こ
の
峠
道
は
、女

鬼
峠
よ
り
西
側
に
位
置
し
、か
つ
て
は
、

多
気
町
の
佐
奈
周
辺
地
域
と
、相
鹿

　

案
内
板
か
ら
南
へ
向
か
え
ば
、清
流
・
宮
川

の
流
れ
を
一
望
す
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
南
西
へ
と
進
み
ま
す
。「
相
鹿
瀬
公
民

館
」で
ト
イ
レ
休
憩
し
た
後
、集
落
内
を
歩
く

と
、姿
を
現
す
の
が
多
気
町
で
最
も
大
き
な

地
蔵
尊
で
す
。
貞
享
５（
１
６
８
８
）年
と
刻

ま
れ
た
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。
３
３
０
年

以
上
も
の
間
、こ
こ
で
道
行
く
人
々
を
見
守
り

続
け
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

地
蔵
尊
か
ら
数
分
歩
き
、県

道
７
０
９
号
と
合
流
し
た
地
点

の
す
ぐ
先
、階
段
の
上
に
た
た
ず

む
の
が
、浄
保
法
師
の
五
輪
塔
で

す
。
こ
こ
で
、森
田
さ
ん
が
紙
芝

居
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。

瀬
周
辺
や
大
台
町
の
人
々

を
結
ぶ
生
活
道
路
で
し
た
。

地
域
の
観
音
参
詣
道
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、今
も
頂
上
付
近
に
は
名
号

碑
が
ひっ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

　
中
女
鬼
峠
入
口
か
ら
は
、
お
よ
そ
30
分
で

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」に
到
着
。「
ふ
る
さ
と

食
堂
」（
毎
週
火
曜
日
定
休
）で
食
事
休
憩
し

た
り
、「
マ
ル
シ
ェ
グ
ラ
ン
マ
」（
毎
月
第
２
火
曜

日
定
休
）で
地
域
の
農
産
物
な
ど
を
購
入
す

れ
ば
、旅
の
思
い
出
が
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

多
気
郡
多
気
町

五
桂
〜
相
鹿
瀬

□

　
伊
勢
神
宮
で
参
拝
を
終
え
た
人
々
が
、現
在
の
和
歌
山
県
に

鎮
座
す
る
熊
野
三
山（
熊
野
本
宮
大
社・熊
野
速
玉
大
社・熊

野
那
智
大
社
）を
め
ざ
し
て
歩
い
た
巡
礼
の
道
は
、熊
野
古
道

伊
勢
路
と
呼
ば
れ
ま
す
。参
拝
者
は
、田
丸（
度
会
郡
玉
城
町
）

周
辺
で
装
束
を
変
え
て
、旅
立
って
いっ
た
の
で
す
。

　
こ
の
伊
勢
路
に
は
、幾
多
の
峠
道
が
あ
り
ま
す
が
、田
丸
を

出
発
し
て
最
初
に
越
え
る
の
が
女
鬼
峠
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
険

し
い
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、80
数
年
前
に「
女
鬼
ト
ン
ネ
ル
」

が
開
通
し
た
た
め
、い
つ
し
か
利
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
荒
廃
し
た
峠
道
を
保
全
整
備
し
た
の
が
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
皆
さ
ん
。
定
期
的
な
草
刈
り
や
倒
木
の

除
去
な
ど
に
汗
を
流
す
ほ
か
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
、峠
周

辺
の
歴
史・文
化
を
語
り
継
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、女
鬼
峠
を
中
心
に
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
数
多
の
巡

礼
者
が
踏
み
し
め
た
祈
り
の
道
は
、快
適
な
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

スへ
と
変
わ
り
、温
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

熊
野
古
道
伊
勢
路・女
鬼
峠
を
歩
く

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」か
ら

栃
ヶ
池
へ

先
人
た
ち
の
汗
と
祈
り
が

刻
ま
れ
た
峠
道

地
域
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た

浄
保
法
師

ご

か
つ
ら

お
う

か

せ

め

き
と
う
げ

さ
ん

あ
ま
た

な
ち

ざ
ん

ほ
ん
ぐ
う

は
や
た
ま

問
　

多
気
町
農
林
商
工
課

　
（
熊
野
古
道
女
鬼
峠
保
存
会
事
務
局
）
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■ 行程図　所要時間／約4時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約1.7kｍ

約200ｍ 約200ｍ 約300ｍ 約1.1kｍ 約1.3kｍ

約800ｍ 約200ｍ「五桂池ふるさと村」

「五桂池ふるさと村」

栃ヶ池（東端） 女鬼峠（成川側入口）看板

浄保法師の五輪塔 中女鬼峠入口

約200ｍ約1.3kｍ 約400ｍ

約500ｍ

如意輪観音像・六字名号碑女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板・道標 展望台

「相鹿瀬公民館」 地蔵尊

至
勢
和
多
気
IC

至
玉
城
IC

荷車の轍跡

茶屋跡・切り通し

江戸時代に造成された五桂池

栃ヶ池

女鬼峠（成川側入口）看板

荷車の轍跡

峠の頂にある切り通し

高さ約1.5メートルの地蔵尊

浄保法師の五輪塔

中女鬼峠と名号碑

紙芝居を披露する森田さん

展望台からの眺望

２体の如意輪観音像と六字名号碑

女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板と道標女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板と道標

今回の案
内人は「熊
野古道女
鬼峠保存
会」会長の
森田 篤さ

ん。穏やかで的確な話から
は、地域への深い愛情と誇
りが伝わりました。

五桂池

栃ヶ池

宮川

「五桂池ふるさと村」

女鬼峠（成川側入口）看板
荷車の轍跡

女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板
道標
女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板
道標

「相鹿「相鹿瀬公民館」
地蔵尊

茶屋跡・切り通し

展望台

如意輪観音像
六字名号碑

中女鬼峠入口

浄
保
法
師
の
五
輪
塔

マメナシの木

太神宮寺
逢鹿瀬寺跡
太神宮寺
逢鹿瀬寺跡

新女鬼トンネル
伊勢自動車道

150
119

119

709

相鹿瀬地区から
清流・宮川を望む
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案
内
板
に
気
付
き
ま
し
た
。「
今
日
は
こ
の

コ
ー
ス
を
中
心
に
歩
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内

で
、ま
ず
は
東
へ
進
み
ま
す
。し
ば
ら
く
す
る
と
、

再
び
池
が
出
現
。
栃
ヶ
池
で
す
。
周
辺
に
は

ク
チ
ナ
シ
を
は
じ
め
と
し
て
、ウ
キ
シ
バ・ミ
ズ

ト
ラ
ノ
オ
な
ど
の
湿
地
性
植
物
が
自
生
し
、

「
栃
ヶ
池
湿
地
植
物
群
落
」と
し
て
、県
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
こ
は
春
の
山
桜
、秋
の
紅
葉
も
見
事
で

す
よ
」と
教
わ
り
な
が
ら
、池
の
東
端
ま
で
歩

く
と
、「
よ
う
こ
そ
！
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
へ
！
」

の
幟
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
は
た
め
く
幟

に
導
か
れ
て
細
道
へ
と
入
り
ま
す
。
途
中
で
、

日
本
の
野
生
ナ
シ
の
一
種
で
あ
る
マ
メ
ナ
シ
の

　

今
回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
起
点
・
終
点
は「
五

桂
池
ふ
る
さ
と
村
」で
す
。
同
村
は
、た
め
池

で
は
県
下
一
の
貯
水
量
を
誇
る
五
桂
池
周
囲

に
整
備
さ
れ
た
複
合
レ
ジ
ャ
ー
施
設
。
宿
泊

可
能
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロッ
ジ
が
あ
る
ほ
か
、バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
や
イ
チ
ゴ・
柿
・み
か
ん
狩
り
が
楽
し

め
る
な
ど
、家
族
や
友
人
と
楽
し
い
時
間
を
過

ご
せ
ま
す
。

　
こ
の
日
は「
花
と
動
物
ふ
れ
あ
い
広
場
」近

く
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
て
出
発
。
す
る
と
、

「
女
鬼
峠
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
」と
記
さ
れ
た

木
を
見
て
、伊
勢
自
動
車
道
の
下
を
通
っ
た
後
、

少
し
歩
く
と
、女
鬼
峠
の
成
川
側
入
口
を
示

す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
、峠

道
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。

　
女
鬼
峠
の
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、江
戸
時
代
の
文
献
に
は〝
子
ギ
峠
〞と
書

か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
伊
勢
神
宮
や
瀧

原
宮
の
禰
宜（
神
職
）が
往
来
し
た
こ
と
か
ら

名
前
が
付
い
て
、そ
の
後
変
わ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」と
教
わ
り
な
が
ら
、荷
車
の
轍
の

跡
な
ど
を
進
み
ま
す
。
20
分
程
度
歩
く
と
茶
屋

皆
さ
ん
が
、来
訪
者
を
も
て
な
す
た
め
に
整
備

し
た
も
の
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　

展
望
台
か
ら
は
階
段
を
下
り
、先
に
進
む

と
、小
堂
と「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
刻
ま
れ
た

六
字
名
号
碑
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
小
堂

の
中
と
隣
に
は
如
意
輪
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
巡
礼
者
た
ち
は
、こ
こ
で
一
休
み
し
て
、

旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。現
在

は
、同
保
存
会
が
設
置
し
た
箱
の
中
に「
来
訪

者
記
帳
簿
」が
あ
り
、〝
静
か
で
気
持
ち
い
い
〞

〝
整
備
さ
れ
て
い
て
歩
き
や
す
い
〞な
ど
の
感

想
が
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

跡
に
到
着
。
こ
こ
か
ら
右
側
へ
進
む
と
、姿
を

現
す
の
が
切
り
通
し
で
す
。
千
枚
岩
の
岩
盤

を
掘
り
割
っ
て
道
を
通
し
た
た
め
、岩
肌
が
ギ

ザ
ギ
ザ
と
し
た
状
態
。
先
人
た
ち
の
苦
労
が

偲
ば
れ
ま
す
。

　
切
り
通
し
か
ら
一
旦
、茶
屋
跡
ま
で
戻
り
、

今
度
は
展
望
台
め
ざ
し
て
左
へ
進
み
ま
す
。

道
は
急
な
上
り
に
な
り
、少
し
の
間
、登
山
気

分
を
味
わ
え
ま
す
。
す
る
と
、木
々
の
間
か
ら

家
並
み
や
宮
川
の
流
れ
を
望
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
気
分
は
爽
快
で
す
。
こ
の
展
望
台

ル
ー
ト
は
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
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２
体
の
如
意
輪
観
音
像
と
名
号
碑
に
手
を

合
わ
せ
た
後
、歩
く
こ
と
約
15
分
で
、視
界
が
開

け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
一
帯
に
は
、奈

良
時
代
に
伊
勢
神
宮
に
よ
り
、唯
一
創
建
さ
れ

た
太
神
宮
寺
逢
鹿
瀬
寺
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
、

古
代
の
瓦
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
、

茶
畑
な
ど
が
広
が
る
中
を
進
む
と
、峠
の
相
鹿

瀬
側
の
入
口
を
示
す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
隣
に
は
大
き
な
道
標
も
立
って
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、浄
保
法
師
と
は
相
鹿
瀬
出
身

の
修
行
僧
で
、災
害
や
疫
病
に
苦
し
む
故
郷
の

人
々
を
救
う
た
め
、自
ら
掘
っ
た
穴
の
中
で
、命

尽
き
る
ま
で
念
仏
を
唱
え
続
け
た
と
い
い
ま

す
。
人
々
は
、法
師
の
遺
徳
を
た
た
え
る
た
め

に
五
輪
塔
を
建
て
、今
も
大
切
に
守
り
続
け
て

い
る
の
で
す
。

　

宮
川
の
流
れ
を
見
下
ろ
す
高
台
に
あ
る
五

輪
塔
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、北
へ
と

向
き
を
変
え
、終
点
の「
五
桂
池
ふ
る

さ
と
村
」へ
と
帰
り
ま
す
が
、こ
こ
で

案
内
さ
れ
た
の
は
、中
女
鬼
峠
を
越

え
る
ル
ー
ト
で
す
。こ
の
峠
道
は
、女

鬼
峠
よ
り
西
側
に
位
置
し
、か
つ
て
は
、

多
気
町
の
佐
奈
周
辺
地
域
と
、相
鹿

　

案
内
板
か
ら
南
へ
向
か
え
ば
、清
流
・
宮
川

の
流
れ
を
一
望
す
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
南
西
へ
と
進
み
ま
す
。「
相
鹿
瀬
公
民

館
」で
ト
イ
レ
休
憩
し
た
後
、集
落
内
を
歩
く

と
、姿
を
現
す
の
が
多
気
町
で
最
も
大
き
な

地
蔵
尊
で
す
。
貞
享
５（
１
６
８
８
）年
と
刻

ま
れ
た
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。
３
３
０
年

以
上
も
の
間
、こ
こ
で
道
行
く
人
々
を
見
守
り

続
け
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

地
蔵
尊
か
ら
数
分
歩
き
、県

道
７
０
９
号
と
合
流
し
た
地
点

の
す
ぐ
先
、階
段
の
上
に
た
た
ず

む
の
が
、浄
保
法
師
の
五
輪
塔
で

す
。
こ
こ
で
、森
田
さ
ん
が
紙
芝

居
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。

瀬
周
辺
や
大
台
町
の
人
々

を
結
ぶ
生
活
道
路
で
し
た
。

地
域
の
観
音
参
詣
道
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、今
も
頂
上
付
近
に
は
名
号

碑
が
ひっ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

　
中
女
鬼
峠
入
口
か
ら
は
、
お
よ
そ
30
分
で

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」に
到
着
。「
ふ
る
さ
と

食
堂
」（
毎
週
火
曜
日
定
休
）で
食
事
休
憩
し

た
り
、「
マ
ル
シ
ェ
グ
ラ
ン
マ
」（
毎
月
第
２
火
曜

日
定
休
）で
地
域
の
農
産
物
な
ど
を
購
入
す

れ
ば
、旅
の
思
い
出
が
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

多
気
郡
多
気
町

五
桂
〜
相
鹿
瀬

□

　
伊
勢
神
宮
で
参
拝
を
終
え
た
人
々
が
、現
在
の
和
歌
山
県
に

鎮
座
す
る
熊
野
三
山（
熊
野
本
宮
大
社・熊
野
速
玉
大
社・熊

野
那
智
大
社
）を
め
ざ
し
て
歩
い
た
巡
礼
の
道
は
、熊
野
古
道

伊
勢
路
と
呼
ば
れ
ま
す
。参
拝
者
は
、田
丸（
度
会
郡
玉
城
町
）

周
辺
で
装
束
を
変
え
て
、旅
立
って
いっ
た
の
で
す
。

　
こ
の
伊
勢
路
に
は
、幾
多
の
峠
道
が
あ
り
ま
す
が
、田
丸
を

出
発
し
て
最
初
に
越
え
る
の
が
女
鬼
峠
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
険

し
い
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、80
数
年
前
に「
女
鬼
ト
ン
ネ
ル
」

が
開
通
し
た
た
め
、い
つ
し
か
利
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
荒
廃
し
た
峠
道
を
保
全
整
備
し
た
の
が
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
皆
さ
ん
。
定
期
的
な
草
刈
り
や
倒
木
の

除
去
な
ど
に
汗
を
流
す
ほ
か
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
、峠
周

辺
の
歴
史・文
化
を
語
り
継
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、女
鬼
峠
を
中
心
に
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
数
多
の
巡

礼
者
が
踏
み
し
め
た
祈
り
の
道
は
、快
適
な
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

スへ
と
変
わ
り
、温
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

熊
野
古
道
伊
勢
路・女
鬼
峠
を
歩
く

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」か
ら

栃
ヶ
池
へ

先
人
た
ち
の
汗
と
祈
り
が

刻
ま
れ
た
峠
道

地
域
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た

浄
保
法
師

ご

か
つ
ら

お
う

か

せ

め

き
と
う
げ

さ
ん

あ
ま
た

な
ち

ざ
ん

ほ
ん
ぐ
う

は
や
た
ま

問
　

多
気
町
農
林
商
工
課

　
（
熊
野
古
道
女
鬼
峠
保
存
会
事
務
局
）
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■ 行程図　所要時間／約4時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約1.7kｍ

約200ｍ 約200ｍ 約300ｍ 約1.1kｍ 約1.3kｍ

約800ｍ 約200ｍ「五桂池ふるさと村」

「五桂池ふるさと村」

栃ヶ池（東端） 女鬼峠（成川側入口）看板

浄保法師の五輪塔 中女鬼峠入口

約200ｍ約1.3kｍ 約400ｍ

約500ｍ

如意輪観音像・六字名号碑女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板・道標 展望台

「相鹿瀬公民館」 地蔵尊

至
勢
和
多
気
IC

至
玉
城
IC

荷車の轍跡

茶屋跡・切り通し

江戸時代に造成された五桂池

栃ヶ池

女鬼峠（成川側入口）看板

荷車の轍跡

峠の頂にある切り通し

高さ約1.5メートルの地蔵尊

浄保法師の五輪塔

中女鬼峠と名号碑

紙芝居を披露する森田さん

展望台からの眺望

２体の如意輪観音像と六字名号碑

女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板と道標女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板と道標

今回の案
内人は「熊
野古道女
鬼峠保存
会」会長の
森田 篤さ

ん。穏やかで的確な話から
は、地域への深い愛情と誇
りが伝わりました。

五桂池

栃ヶ池

宮川

「五桂池ふるさと村」

女鬼峠（成川側入口）看板
荷車の轍跡

女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板
道標
女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板
道標

「相鹿「相鹿瀬公民館」
地蔵尊

茶屋跡・切り通し

展望台

如意輪観音像
六字名号碑

中女鬼峠入口

浄
保
法
師
の
五
輪
塔

マメナシの木

太神宮寺
逢鹿瀬寺跡
太神宮寺
逢鹿瀬寺跡

新女鬼トンネル
伊勢自動車道

150
119

119

709

相鹿瀬地区から
清流・宮川を望む




