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「君ヶ野ダム」全景（津市美杉町）「君ヶ野ダム」全景（津市美杉町）

おもなダムの種類

ダ
ム
湖
の
あ
る
風
景

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美
　
中
村 

元
美
　
堀
口 

裕
世

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

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美
　
中
村 

元
美
　
堀
口 

裕
世

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

　
周
り
の
風
景
の
美
し
さ
と
構
造
物
が
持
つ
迫
力
が
、ダ
ム
湖
の
魅

力
で
す
。

　
ダ
ム
は
自
然
に
囲
ま
れ
た
山
奥
が
お
も
な
建
設
場
所
。岩
盤
や
地

質
の
調
査
、地
域
と
の
交
渉
も
必
要
で
、着
工
に
至
る
ま
で
に
も
時

間
が
費
や
さ
れ
ま
す
。そ
ん
な
こ
と
を
思
い
描
く
だ
け
で
、ロ
マ
ン
を

感
じ
ま
す
。古
く
は
田
畑
に
水
を
引
く
た
め
に
ダ
ム
が
造
ら
れ
ま
し

た
が
、現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
持
つ
多
目
的
ダ
ム
が
多
く
、

洪
水
調
節
や
水
の
確
保
、
水
力
発
電
、
そ
し
て
環
境
保
護
と
い
っ

た
役
割
が
あ
り
ま
す
。日
本
の
ダ
ム
は
建
設
中
も
含
め
る
と
お
よ
そ

2
7
０
０
基
。そ
の
数
か
ら
も
、人
々
の
暮
ら
し
に
い
か
に
大
切
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　
三
重
県
内
の
ダ
ム
の
多
く
は
堤
防
が
通
行
可
能
で
、雄
大
な
景
色

を
眺
め
て
散
策
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。公

園
を
利
用
し
た
り
、見
学
会
は
学
習
の
場
に

も
な
り
、地
域
に
親
し
ま
れ
、構
造
デ
ー
タ

や
こ
だ
わ
り
を
記
載
し
た
ダ
ム
カ
ー
ド
も

配
布
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ク
セ
ス
が
便
利

な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、絶

景
と
感
動
が
待
っ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
魅
力

い
っ
ぱ
い
の
ダ
ム
を
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

特 集

コア（細かめの土）、フィルター（粗め
の石）､ロック（大きい岩）の土や岩を
積みあげて造るダム
です。コアは水をさ
えぎるた
めのもの
です。

ロックフィルダム

コア

ロック フィルター ロック

アーチ式コンクリートダム
両岸で水圧をささえるアーチ型のコ
ンクリートダムです。重
力式より少量のコ
ンクリートで造れま
すが、両岸
が固い岩
でできてい
る所でない
と造れませ
ん。

コンクリート

重力式コンクリートダム
ダム自体のコンクリートの
重さでダムに貯めた
水をささえます。
日本で最
も多く見
られるタ
イプです。

コンクリート

●
各
施
設
に
関
し
て
は
、
休
館
日
・
開
館
時
間
・
料
金
・
受
け
入
れ
方
法
・
人

数
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
休
館
・
閉
館
し
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※※

＊
一
般
財
団
法
人
日
本
ダ
ム
協
会

＊

取
材
・
撮
影
は
12
月
中
旬
〜
1
月
上
旬
に
行
い
ま
し
た



さ
に
目
を
奪
わ
れ
た
り
、
緑
豊
か
な
森

の
中
、
赤
い
欄
干
の
治
郎
谷
橋
を
渡
っ

た
り
と
、
変
化
に
富
ん
だ
景
観
が
続
き

ま
す
。
季
節
に
よ
っ
て
も
多
彩
な
表
情

を
見
せ
ま
す
が
、
中
で
も
、
サ
ク
ラ
が

花
開
く
中
、ウ
グ
イ
ス
の
さ
え
ず
り
が

響
き
渡
る
春
は
格
別
で
す
。
時
に
は
、

ま
だ
若
い
ウ
グ
イ
ス
が
ケ
キ
ョ
ケ
キ
ョ

ケ
キ
ョ
…
と
鳴
き
続
け
て
い
る
と
、
思
わ
ず

足
を
止
め
て
応
援
し
た
く
な
り
ま
す
。

　
ウ
グ
イ
ス
の
ほ
か
に
も
、
メ
ジ
ロ・シ
ジ
ュ

ウ
カ
ラ
な
ど
20
種
類
近
く
の
野
鳥
が
観
察
で
き
、

4

　
「
伊
坂
ダ
ム
」の
湖
畔
に
沿
っ
て
整
備
さ
れ

た
１
周
約
3.6
キ
ロ
の
ダ
ム
周
回
コ
ー
ス
は
、

ゆ
っ
く
り
と
散
策
し
て
１
時
間
程
度
の
距
離
。

ダ
ム
湖
越
し
に
望
む
鈴
鹿
の
山
並
み
の
美
し

冬
季
に
は
マ
ガ
モ
・
カ
ワ
ウ

な
ど
の
水
鳥
が
飛
来
す
る
同

ダ
ム
は
、昭
和
41（
１
９
６
６
）

年
に
竣
工
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
目
的
は
、四
日
市
市
を
中
心

と
す
る
北
伊
勢
臨
海
工
業
地

帯
へ
工
業
用
水
を
供
給
す
る

こ
と
。 

型
式
は
ゾ
ー
ン
型

ア
ー
ス
ダ
ム
で
、一
般
的
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
バ
ル
ブ
が
な

い
た
め
、一
見
す
る
と
溜
池
の

よ
う
で
す
が
、
実
は
地
下
を
パ
イ
プ
が
通
り
、

各
工
場
へ
と
水
が
運
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
ダ
ム
建
造
後
、
ダ
ム
湖
周
辺
は
市
民
を

は
じ
め
と
し
た
周
辺
地
域
の
人
々
の
憩
い
の

場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
早
朝
か
ら

夕
刻
ま
で
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ

に
汗
を
流
す
人
々
が
い
る
一
方
、
特
徴
と
い

え
る
の
が
、
カ
ラ
フ
ル
な
自
転
車
に
乗
り
、

喜
々
と
し
て
走
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
見
ら

れ
る
こ
と
。
ロ
グ
ハ
ウ
ス
風
の「
伊
坂
ダ
ム
サ

イ
ク
ル
パ
ー
ク
管
理
事
務
所
」に
は
、16
イ
ン
チ

の
子
ど
も
用
自
転
車
か
ら
26
イ
ン
チ
の
大
人
用

自
転
車
に
加
え
て
、
２
人
乗
り
の
タ
ン
デ
ム
自

転
車
、
練
習
用
自
転
車
な
ど
が
１
３
６
台
用

意
さ
れ
、
休
日
を
中
心
に
多
く
の
家
族
連
れ
で

賑
わ
い
ま
す
。

　
「
女
の
子
は
色
や
柄
で
、
男
の
子
は
機
能
で

選
ぶ
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
」と
教
え
て
く
れ
る

の
は
、同
管
理
事
務
所
の
安
田 

み
ゆ
き
さ
ん
。

職
員
の
皆
さ
ん
が
日
々
整
備
点
検
を
行
っ
て

い
る
た
め
、
ど
の
自
転
車
も
新
品
同
様
の
輝

き
を
放
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た「
サ
イ
ク
ル
広
場
」で
は
、38
台
の
変
わ

り
種
自
転
車
や
21
台
の
モ
ト
ク
ロ
ス
バ
イ
ク
な

季
節
の
花
々
を
植
え
る
活
動
を
行
う
、Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人「
や
さ
と
伊
坂
・
山
村
ダ
ム
公
園
化
推
進

協
議
会
」の
話
な
ど
も
聞
い
て
い
る
と
、
同
ダ

ム
が
地
域
の
人
々
に
と
て
も
大
切
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
伝
わ
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
今
日
も
ま
た
、「
伊
坂
ダ
ム
」湖

畔
に
は
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
響
き
渡
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

ど
も
あ
り
ま
す
。 

特
に
パ
ト
カ
ー
や
ク
ラ
シ

ッ
ク
カ
ー
な
ど
を
模
し
た
変
わ
り
種
自
転
車

は
、１
人
乗
り
か
ら
最
大
６
人
乗
り
ま
で
あ
り
、

家
族
や
友
人
た
ち
と
一
緒
に
遊
べ
る
と
好
評
。

約
３
０
０
メ
ー
ト
ル
の
コ
ー
ス
上
を
子
ど
も

た
ち
の
笑
い
声
が
響
き
ま
す
。

　
「
例
年
だ
と
、５
月
に
は『
親
子
で
作
ろ
う 

こ
い
の
ぼ
り
』、
10
月
に
は『
八
郷
フェス
タ
』な

ど
の
各
イ
ベ
ン
ト
を
、地
元
の『
八
郷
地
区
連

合
自
治
会
』が
主
催
し
、地
域
の
皆
さ
ん
の
協

力
の
も
と
開
催
さ
れ
て
い
て
、
風
物
詩
と
な
っ

て
い
ま
す
」と
安
田
さ
ん
。
広
場
内
の
花
壇
に

3

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

伊
坂
ダ
ム
【
四
日
市
市
伊
坂
町
】

野
鳥
の
さ
え
ず
り
と
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
響
く

約100工場に日量約50トンの工業用水を供給

整然と並べられたカラフルな自転車

変わり種自転車で遊ぶ中学生

青空を元気に泳ぐこいのぼり

「八郷フェスタ」

なだらかに傾斜するダムの堤高は34.5メートル、
堤長は775メートル

春には、湖畔全体がサクラ色に染まる

※

※

※

※

「
伊
坂
ダ
ム
サ
イ
ク
ル
パ
ー
ク
管
理
事
務
所
」

（
金
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
６
４ ‒ 

１
５
４
６

お
問
い
合
わ
せ

た
め
い
け

さ
と

や



に
、工
業
用
水
や
農
業
用
水
が
枯
渇
し
た
場

合
の
補
給
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
ダ
ム
の
管
理
を
担
う
三
重
県
津
建
設
事
務

所 

君
ヶ
野
ダ
ム
管
理
室
で
は
、気
象
状
況
や

ダ
ム
の
水
位
の
ほ
か
、下
流
の
水
量
を
常
に
把

握
し
な
が
ら
、状
況
に
応
じ
て
放
流
を
行
っ
て

い
ま
す
。幸
い
に
し
て
、ダ
ム
頂
部
に
あ
る
ゲ
ー

ト
を
使
っ
て
緊
急
放
流
を
行
う
よ
う
な
洪
水

は
、昭
和
47（
１
９
７
２
）年
の
竣
工
以
来
、一

度
も
な
い
と
の
こ
と
で
す
。 

同
室
で
は
、ダ
ム

の
役
割
を
さ
ら
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、状
況

に
応
じ
て
ダ
ム
見
学（
要
予
約
）を
実
施
。
地

域
の
人
々
や
小
学
生
た
ち
に
、ダ
ム
の
構
造
を

間
近
に
見
ら
れ
る
貴
重
な
体
験
を
提
供
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、来
訪
者
に
配
布
す
る
ダ
ム

カ
ー
ド
が
人
気
で
、例
年
全
国
各
地
か
ら
平

均
し
て
２
０
０
０
人
が
訪
れ
る
と
伺
い
ま
し
た
。

6

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

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

　
J
R
名
松
線「
伊
勢
竹
原
」駅
か
ら
歩
く
こ

と
約
20
分
、見
上
げ
る
ほ
ど
高
く
巨
大
な
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
壁
が
姿
を
現
し
ま
す
。「
君
ヶ
野

ダ
ム
」で
す
。
同
ダ
ム
の
歴
史
は
、昭
和
28（
１

９
５
３
）年
や
同
34（
１
９
５
９
）年
の
台
風
に

よ
っ
て
雲
出
川
が
氾
濫
し
、甚
大
な
被
害
が
出

た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま
し
た
。
雲
出
川

の
支
川
で
あ
る
八
手
俣
川
に
ダ
ム
を
造
る
こ

と
で
、洪
水
か
ら
流
域
の
人
々
を
守
る
と
同
時

　
治
水・利
水
と
２
つ

の
役
割
を
担
う
同
ダ

ム
の
湖
畔
周
囲
は
、春

に
は
約
１
３
０
０
本

の
サ
ク
ラ
が
咲
き
競

い
、名
所
と
し
て
知
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、平
成

20（
２
０
０
８
）年
に
美
杉
町
が「
森
林
セ
ラ

ピ
ー
基
地
」に
認
定
さ
れ
る
と
、湖
畔
道
路
が

セ
ラ
ピ
ー
ロ
ー
ド
の
一
つ
と
な
り
、新
た
な
役

割・魅
力
が
加
わ
り
ま
し
た
。
森
林
セ
ラ
ピ
ー

と
は
、医
学
的
な
証
拠
に
裏
付
け
さ
れ
た
森
林

浴
の
こ
と
で
、ス
ト
レ
ス
解
消・健
康
増
進
効

果
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。「
レ
ー
ク
サ
イ
ド

君
ヶ
野
」を
拠
点
と
し
た
約
10・７
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
コ
ー
ス
を
歩
け
ば
、日
々
の
疲
れ
も
吹

き
飛
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
。

5

※

は
、ダ
ム
か
ら
上
流

へ
約
1
キ
ロ
地
点

で
は
蓮
川
と
そ
の

支
川
青
田
川
に
分

か
れ
、
大
き
さ
は

1.2
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
あ
り
ま
す
。 

周
辺
に
は
管
理
所
や
、遠
く
の
山
々
ま
で
見
渡

せ
る
展
望
台
な
ど
の
関
連
施
設
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
は
、県
内
で
唯
一
、国
土
交
通
省
が
管

理
す
る
多
目
的
ダ
ム
で
、防
災
、流
水
の
正
常

な
機
能
維
持
、水
道
用
水
、発
電
と
4
つ
の
役

割
を
果
た
し
て
人
々
の
生
活
を
守
っ
て
い
ま

す
。
櫛
田
川
か
ら
取
水
し
た
水
は
、浄
化
後
、

松
阪
市
や
多
気
町
以
外
に
も
、遠
く
は
志
摩
市

や
鳥
羽
市
の
離
島
に
ま
で
供
給
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。

　
国
土
交
通
省 

中
部
地
方
整
備
局 

蓮
ダ
ム

管
理
所 

専
門
官
の
瀬
古 

信
広
さ
ん
の
ご
案

内
で
、ダ
ム
に
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
内
部
へ
。

秘
密
基
地
の
よ
う
な
監
査
廊
や
観
測
室
を
見

学
し
て
、一
番
下
で
外
へ
出
る
と
、そ
こ
は
防

災
時
に
ダ
ム
か
ら
下
流
へ
放
流
さ
れ
る
、主
放

　
高
見
山
に
発
し
て
、西
か
ら
東
へ
松
阪
市
を

横
切
る
よ
う
に
流
れ
る
櫛
田
川
。「
蓮
ダ
ム
」

の
あ
る
蓮
川
は
、こ
の
櫛
田
川
に
上
流
の
高
見

山
地
で
注
ぎ
込
む
支
川
で
す
。

　
「
蓮
ダ
ム
」は
、
堤
高
78
メ
ー
ト
ル
、
長
さ

2
8
0
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
大
な
重
力
式
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
。
直
線
の
ダ
ム
に
堰
き
止

め
ら
れ
、深
い
谷
に
湛
え
ら
れ
た「
奥
香
肌
湖
」

流
設
備
の
す
ぐ
そ

ば
。
間
近
に
見
上

げ
る
ダ
ム
の
大
き

さ
は
圧
倒
的
で
、遠

く
か
ら
は
小
さ
く

見
え
た
放
流
口
も
、

近
寄
れ
ば
巨
大
で

す
。「
放
流
時
は
迫
力
が
あ
り
ま
す
よ
」と
瀬

古
さ
ん
。事
前
に
申
し
込
め
ば
、ダ
ム
内
部
や

管
理
所
な
ど
の
見
学
も
可
能
と
の
こ
と
で
す
。

　
下
流
に
あ
る
副
ダ
ム
や
発
電
所
の
付
近
な

ど
は
、サ
ク
ラ
や
紅
葉
の
美
し
い
樹
木
が
植
え

ら
れ
て
四
季
を
通
じ
て
楽
し
め
る
よ
う
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。 

ダ
ム
湖
を
ぐ
る
り
と
回
る

道
は
、ト
ン
ネ
ル
あ
り
、

橋
あ
り
と
変
化
に
富
ん

だ
ド
ラ
イ
ブ
ル
ー
ト
。

ダ
ム
湖
の
畔
に
あ
る

「
津
本
公
園
」に
も
サ
ク

ラ
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

君
ヶ
野
ダ
ム
【
津
市
美
杉
町
】

雲
出
川
流
域
を
守
る
ダ
ム
湖
畔
を
歩
け
ば
、

ス
ト
レ
ス
解
消

国
土
交
通
省 

中
部
地
方
整
備
局 

蓮
ダ
ム
管
理
所

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

４
５ ‒ 

０
３
７
１

お
問
い
合
わ
せ

総貯水容量2330万立方メートルを誇る

重力式コンクリートダム
の堤高は73メートル

※※ 春の湖畔の様子

く
も
ず
が
わ

く
も
ず
が
わ

蓮
ダ
ム
【
松
阪
市
飯
高
町
】

4
つ
の
役
割
で
暮
ら
し
を
守
る

国
土
交
通
省
直
轄
ダ
ム

水面に映る橋や山も美しい「奥香肌湖」

ダム全体を見渡せる展望台

ダムの下流側ダムの下流側春の「津本公園」

は
ち
す
は
ち
す

は

お
お
だ

て
ま
た
が
わ

三
重
県
津
建
設
事
務
所  

君
ヶ
野
ダ
ム
管
理
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
６
２ ‒ 

３
２
４
８

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
】

津
市
美
杉
総
合
支
所　
地
域
振
興
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
７
２ ‒ 

８
０
８
２

お
問
い
合
わ
せ

こ
か
つ



　

名
張
市
街
地
か
ら
わ
ず
か
５

分
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る「
青
蓮
寺

ダ
ム
」は
、奇
勝
香
落
渓
へ
の
玄
関

口
で
も
あ
り
ま
す
。
ダ
ム
湖
上

流
へ
進
み
、ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る

と
、青
蓮
寺
川
に
沿
っ
て
斧
で
断

ち
割
っ
た
よ
う
な
柱
状
節
理
の

岩
壁
が
８
キ
ロ
余
り
続
き
、春
に

は
岩
肌
に
ヤ
マ
ブ
キ
や
ツ
ツ
ジ
、秋
は
燃
え
た

つ
よ
う
な
紅
葉
に
彩
ら
れ
ま
す
。

　
「
青
蓮
寺
ダ
ム
」は
伊
勢
湾
台
風
と
そ
の
後

の
洪
水
が
契
機
と
な
っ
て
計
画
さ
れ
、昭
和
45

（
１
９
７
０
）年
に
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

8

　
ダ
ム
の
管
理
開
始
か
ら
50
周
年
を
記
念
し

た「
青
蓮
寺
ダ
ム
」の
写
真
集
に
は
、ダ
ム
湖
周

辺
を
彩
る
サ
ク
ラ
、山
の
緑
が
潤
う
夏
、紅
葉

に
染
ま
る
秋
、雪
が
積
も
っ
た
銀
世
界
と
四
季

折
々
の
美
し
い
自
然
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

構
が
管
理

を
開
始
し

ま
し
た
。

名
張
市
を

含
む
下
流

域
の
洪
水

被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
に
貢
献
し
、一
年
を
通

じ
て
水
道
用
水
や
農
業
用
水
に
必
要
な
水
を

補
給
す
る
こ
と
で
、ダ
ム
下
流
域
の
生
活
の
基

盤
を
支
え
て
い
ま
す
。
名
張
市
や
遠
く
大
阪

市
や
尼
崎
市
な
ど
阪
神
地
区
の
水
道
水
源
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
湖
面
や
湖
畔
が
整
備
さ
れ
、水
源
地
域

を
中
心
に
し
た
名
張
市
の
活
性
化
に
役
立
て

よ
う
と
、観
光
資
源
と
し
て
の
発
信
も
盛
ん
で

す
。
周
辺
に
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や
親
水
公
園
、

ま
た
果
樹
園
が
広
が
り
、「
青
蓮
寺
湖
観
光
村
」

は
、家
族
連
れ
に
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
。
１
月
か

ら
５
月
に
イ
チ
ゴ
狩
り
、7
月
か
ら
10
月
に

は
ブ
ド
ウ
狩
り
が
楽
し
め
ま
す
。

　
展
望
台
か
ら
は
美
し
い
弧
を
描
く
ア
ー
チ

式
の
ダ
ム
の
全
貌
が
眼
下
に
開
け
、82
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
を
一
望
で
き
ま
す
。
ダ
ム
湖
に
架

か
る
２
つ
の
大
き
な
橋
は
青
蓮
寺
湖
の
シ
ン

ボ
ル
で
す
。
青
い
方
が
青
蓮
寺
橋
、鮮
や
か
な

赤
色
は
弁
天
橋
。そ
れ
ぞ
れ
の
橋
が
湖
畔
に
映

り
込
む
造
形
美
を
狙
っ
て
、撮
影
ポ
イ
ン
ト
を

探
す
カ
メ
ラ
マ
ン
の
姿
も
。「
ダ
ム
湖
の
周
囲

は
約
５
キ
ロ
。
散
歩
す
る
人
も
よ
く
見
か
け

ま
す
が
、キ
ロ
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の

で
ラ
ン
ナ
ー
に
も
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
香
落

渓
へ
の
道
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
人
気
で
す
。

『
名
張
青
蓮
寺
湖
駅
伝
競
走
大
会
』は
次
で
35

回
目
と
な
り
、早
春
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
」と
青
蓮
寺
ダ
ム
管
理
所
の
所
長
、

近
藤 

晶
信
さ
ん
。
駅
伝
大
会
や
自
然
体
験
な

ど
で
に
ぎ
わ
い
を
創
出
し
、半
世
紀
の
歴
史
の

蓮
寺
湖
を
彩
る
サ
ク
ラ
と
紅
葉
を
表
現
し
て

い
ま
す
。

　
ダ
ム
の
役
割
や
水
の
大
切
さ
を
知
る
こ
と

を
目
的
に
、例
年
夏
休
み
シ
ー
ズ
ン
に
施
設
見

学
会
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
段
は
立
ち

入
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
が
公
開
さ
れ
、構

造
や
仕
組
み
を
聞
け
ば
、ダ
ム
を
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
は
ず
で
す
。

　
山
々
に
囲
ま
れ
た
青
い
湖
面
は
、季
節
毎
に

変
化
を
み
せ
、そ
の
風
景
が
人
々
を
魅
了
し
て

い
ま
す
。

中
で
新
し
い
価
値
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
50
周
年
の
と
き
に
は
そ
れ
を
記
念
し
た
ダ

ム
カ
ー
ド
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、ダ
ム
愛
好
家

の
人
た
ち
か
ら
注
目
さ
れ
、全
国
か
ら
お
越
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
木
津
川
水
系
の
５

基
の
ダ
ム
周
辺
で
は
、ダ
ム
カ
レ
ー
が
食
べ
ら

れ
ま
す
」と
同
管
理
所
所
長
代
理
の
鍵
田 

和

彦
さ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
あ
る
カ
レ
ー
を

提
供
し
、「
青
蓮
寺
ダ
ム
」湖
畔
で
営
業
す
る

「ｙ
ｕ
ｎ
ｏ  

ｃ
ａ
ｆｅ
」の
カ
レ
ー
も
、
ア
イ
デ

ア
満
載
の
一
品
で
す
。
青
い
皿
の
上
に
ア
ー

チ
型
の
白
い
ご
飯
、
貯
水
池
を
表
す
カ
レ
ー

は
ス
パ
イ
シ
ー
で
、
ダ
イ
コ
ン
の
桜
漬
け
と

野
菜
の
マ
リ
ネ
が
ア
ク
セ
ン
ト
。
こ
れ
で
青

7

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

青
蓮
寺
ダ
ム

【
名
張
市
】

地
域
の
発
展
と
と
も
に
歴
史
を
重
ね
た
半
世
紀

青
蓮
寺
ダ
ム
管
理
所

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
３ ‒ 

１
２
８
９

お
問
い
合
わ
せ

か
お
ち
だ
に

ノ

ユ

カ
フ
ェ

最もダム湖に近づける親水公園

「青蓮寺湖観光村」のゲート

「名張青蓮寺湖駅伝競走大会」

「yuno cafe」のダムカレー

夏休み恒例の施設見学会

※

※

※ 建設中の様子※

※

展望台からダムの高さを一望

アーチ式コンクリートダム。「京セラドーム大阪」23個分の水が貯まる※

※

し
ょ
う

れ
ん

じ

し
ょ
う

れ
ん

じ



大
会 

三
重
と
こ
わ
か
国
体
」で

は
正
式
競
技
の
ボ
ー
ト
会
場

と
し
て
準
備
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、ダ
ム
が
で
き
た
の

は
昭
和
42（
１
９
６
7
）年
。そ

れ
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
た「
奥

伊
勢
湖
」が
昭
和
48（
１
９
７

３
）年
の「
全
国
高
校
総
体
」、そ

の
２
年
後
の「
第
30
回
三
重
国

体
」に
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
場
と
し

て
利
用
さ
れ
、漕
艇
場
と
し
て

の
知
名
度
が
上
が
り
ま
し
た
。

　
現
在
は
ボ
ー
ト
の
ほ
か
、カ

ヌ
ー
や
S
U
P（
サ
ッ
プ
）が
人

気
と
な
っ
て
、多
く
の
人
が
訪

れ
て
い
ま
す
。
ボ
ー
ト
を
保

管
し
、貸
し
出
し
も
行
う「
大

台
町
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー
」

に
は
、体
育
館
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
が
あ

り
、広
い
敷
地
に
芝
生
広
場
も
整
備
さ
れ
、町

民
も
気
軽
に
利
用
で
き
る
場
所
。
建
物
を
管

理
す
る
大
台
町
教
育
委
員
会
事
務
局
の
山
下 

晃
さ
ん
に
利
用
状
況
を
伺
い
ま
し
た
。「
大
台

10

　
日
本
有
数
の
清
流
・
宮
川
の
中
流
に
あ
る

「
三
瀬
谷
ダ
ム
」。そ
の
ダ
ム
湖
は「
奥
伊
勢
湖
」

の
名
で
親
し
ま
れ
、県
下
唯
一
の
公
認
漕
艇
場

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
大
会
が
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
10
月
に
開
催
予
定
の「
第
76
回
国
民
体
育

町
の
昴
学
園
高
校
を
は
じ
め
、県
内
４
つ
の
高

校
に
ボ
ー
ト
部
が
あ
り
、放
課
後
や
土
日
、夏

休
み
な
ど
、こ
こ
に
集
ま
っ
て
練
習
に
励
ん
で

い
ま
す
。
貸
し
出
し
ボ
ー
ト
が
あ
る
の
で
、遠

方
か
ら
で
も
ボ
ー
ト
部
O
B
の
人
た
ち
が
来

て
く
れ
て
い
ま
す
」と
、大
台
町
は「
ボ
ー
ト
の

ま
ち
」と
し
て
認
知
さ
れ
、自
然
豊
か
な
環
境

も
魅
力
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
前
回
の「
三
重
国
体
」の
ア
ル
バ
ム
を
見
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
開
会
式
や
湖
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
熱
戦
、沿
岸
の
観
覧
者
、そ
し
て

当
時
の
皇
太
子
殿
下・妃
殿
下（
現
上
皇
陛
下・

上
皇
后
陛
下
）が
来
町
さ
れ
、J
R
紀
勢
本
線

「
三
瀬
谷
」駅
か
ら
歓
迎
す
る
様
子
な
ど
、写
真

か
ら
盛
況
ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。「
町
に
は

宿
泊
施
設
が
あ
ま

り
な
か
っ
た
の
で
、

選
手
の
宿
泊
先
と

し
て
一
般
家
庭
で

受
け
入
れ
を
行
い
、

そ
う
い
っ
た
と
こ

ろ
は
家
族
ぐ
る
み

で
選
手
の
声
援
に

駆
け
つ
け
、い
ま
だ
に
交
流
が
あ
る
と
い
う
話

も
聞
き
ま
す
ね
」と
山
下
さ
ん
。
地
域
全
体
で

競
技
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　
国
体
の
翌
年
か
ら
毎
年
続
く
夏
の
定
番
イ

ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
８
月
末
の「
大
台
町
水

上
カ
ー
ニ
バ
ル
」で
す
。
普
段
ボ
ー
ト
に
馴
染

み
の
な
い
町
民
も
楽
し
め
る
競
技
で
、県
内
外

か
ら
多
く
の
ク
ル
ー
が
集
ま
り
ま
す
。

　
「
三
瀬
谷
ダ
ム
」の
隣
に
は
中
部
電
力
の
建

物
が
あ
り
ま
す
。
平
成
27（
２
０
１
５
）年
に
、

ダ
ム
を
開
発
し
た
三
重
県
企
業
庁
か
ら
譲
り

受
け
、「
三
重
水
力
セ
ン
タ
ー
」と
し
て
新
し
く

生
ま
れ
変
わ
り
、運
転
保
守
管
理
を
担
っ
て
い

ま
す
。
同
セ
ン
タ
ー
の
萬
濃 

秀
明
さ
ん
に
ダ

道
の
駅
を
起
点
と
し
た「
北
畠
史
跡
め
ぐ
り
」

の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
に
も
盛
り
込
ま
れ
、

大
台
町
の
見
所
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

　
ダ
ム
正
面
に
J
R
紀
勢
本
線
の
鉄
橋
が
架

か
り
、鉄
道
フ
ァ
ン
も
訪
れ
る「
三
瀬
谷
ダ
ム
」。

国
道
42
号
の
船
木
橋
か
ら
眺
め
る
４
つ
の
赤
い

ロ
ー
ラ
ー
ゲ
ー
ト
が
印
象
的
で
す
。

ム
の
特
徴
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
ダ

ム
の
下
に
高
さ
３
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ブ
ロ
ッ

ク
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、こ
れ
は
水
叩
き
部
に

当
た
る
水
の
勢
い
を
抑
え
る
減
勢
の
た
め
の

設
備
。
こ
の
構
造
は
ほ
か
で
あ
ま
り
見
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
発
電
の
た
め
に
落

差
や
水
量
に
応
じ
た
水
車
を
利
用
す
る
の
で

す
が
、こ
こ
で
は『
カ
プ
ラ
ン
水
車
』が
設
置
さ

れ
、高
さ
は
な
い
け
れ
ど
も
水
量
の
多
い
宮
川

な
ら
で
は
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
も
数

が
少
な
い
珍
し
い
も
の
で
す
ね
」。
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
で
特
徴
を
生
か
し
た
工
夫
が
な
さ
れ
、

効
率
的
な
発
電
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ダ
ム
の
堰
堤
上
は
近
畿
自
然
歩
道
の
一
部
。
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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

三
瀬
谷
ダ
ム 

奥
伊
勢
湖

【
多
気
郡
大
台
町
】

ボ
ー
ト
関
係
者
や
鉄
道
フ
ァ
ン
に
知
ら
れ
る

赤
い
ゲ
ー
ト
の
ダ
ム

「
大
台
町
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー
」

（
大
台
町
教
育
委
員
会
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

８
２ ‒ 

１
３
６
３

中
部
電
力 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー 

三
重
水
力
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

８
２ ‒ 

１
１
８
０

お
問
い
合
わ
せ

国体競技では1000メートルを競う

水上散歩を楽しむSUPが人気

「大台町B&G海洋センター」の艇庫

「大台町水上カーニバル」の様子

ダム下流の鉄橋も見所

重力式コンクリートダム

※

※

※

※

※

そ
う

す
ば
る

ま
ん
の
う

て
い
じ
ょ
う

昭和50（1975）年の「三重国体」の
様子



た
ダ
ム
を
下
か
ら
望
む
展
望
エ
リ
ア
は
、密
か

な
花
見
ス
ポ
ッ
ト
。
サ
ク
ラ
と
ツ
ツ
ジ
の
木

に
囲
ま
れ
た
東
屋
で
は
、ピ
ク
ニ
ッ
ク
も
い

い
で
し
ょ
う
。

　
ダ
ム
下
流
に
高
山
、比
自
岐
と
い
う
集
落
が

あ
り
ま
す
。
伊
賀
米
を
生
産
す
る
の
ど
か
な

農
村
地
帯
で
す
が
、ダ
ム
が
で
き
る
前
は
井
戸

水
や
谷
水
が
頼
り
。
渇
水
時
に
は
ほ
か
か
ら

も
ら
い
水
を
す
る
な
ど
、水
不
足
の
悩
み
も
あ

り
ま
し
た
。 

ダ
ム
建
設
の
大
き
な
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
、昭
和
57（
１
９
８
２
）年
の
台

風
で
被
害
を
受
け
た
こ
と
。
川
と
集
落
が
近

い
た
め
河
川
改
修
が
難
し
く
、国
の
ダ
ム
建
設

事
業
に
手
を
上
げ
ま
し
た
。「
局
地
的
な
地
区

の
治
水
、利
水
を
対

策
に
つ
く
ら
れ
た
地

域
密
着
型
の
ダ
ム
な

ん
で
す
」と
、ダ
ム
を

管
理
す
る
三
重
県
伊

賀
建
設
事
務
所
の
小

久
保 

和
真
さ
ん
。 比

自
岐
川
沿
川
地
域
の

水
害
を
防
ぎ
、農
地

12

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

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

　
伊
賀
コ
リ
ド
ー
ル
ロ
ー
ド
で
山
間
部
を
走

る
と
、「
滝
川
ダ
ム
」の
道
路
案
内
板
が
見
え
て

き
ま
す
。三
重
県
初
の
生
活
貯
水
池
建
設
事
業

に
採
択
さ
れ
、平
成
12（
２
０
０
０
）年
に
完
成

し
た
比
較
的
新
し
い
ダ
ム
で
、駐
車
場
か
ら
周

回
す
る
道
が
整
備
さ
れ
、人
里
離
れ
た
知
る
人

ぞ
知
る
散
策
ゾ
ー
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
通

行
す
る
車
も
少
な
く
、騒
音
の
な
い
自
然
の
中
、

気
軽
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
楽
し
め
ま
す
。
ま

用
の
取
水
の
安

定
化
が
図
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
放
流
は
自
然

調
節
方
式
で
、管

を
開
け
た
り
す

る
の
で
は
な
く
、

水
が
上
が
っ
て

き
た
ら
自
然
と

流
れ
て
い
く
仕

組
み
で
す
。
普
段
は
無
人
で
す
が
、毎
日
パ
ト

ロ
ー
ル
に
出
向
き
、週
に
一
度
は
内
部
の
通
路

を
点
検
し
て
い
ま
す
。
小
さ
な
ダ
ム
で
す
の

で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
せ
ん
。
建
物
の

移
動
は
徒
歩
で
す
」と
小
久
保
さ
ん
。
小
さ
い

と
い
え
ど
も
堤
高
は
約
30
メ
ー
ト
ル
で
、展
望

エ
リ
ア
で
は
堤
体
直
下
に
進
む
こ
と
が
で
き
、

そ
の
高
さ
を
間
近
に
体
感
で
き
ま
す
。
構
造

物
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、小
規
模
な

ら
で
は
の
魅
力
で
す
。

11
※

※

流
し
は
命
懸
け
の
仕
事
。
時
に
は
命
を
落
と

す
筏
師
も
い
て
、そ
の
供
養
の
た
め
の
磨
崖
仏

が
、ダ
ム
下
の
河
原
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ダ
ム
を
訪
れ
る
な
ら
断
然
春
で
す
。「
川
沿

い
に
集
落
ま
で
サ
ク
ラ
が
植
わ
り
、長
年
、郷

土
を
P
R
し
よ
う
と
住
民
が
中
心
と
な
っ
て

桜
ま
つ
り
も
開
催
し
て
い
ま
し
た
。
今
も
夜

間
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
」

と
、熊
野
市
観
光
交
流
ス
ポ
ー
ツ
課
の
大
西 

翼
さ
ん
。
神
上
川
を
１
５
０
０
本
の
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
が
彩
り
ま
す
。
ま
た
神
川
町
は
日
本

で
唯
一
の
那
智
黒
石
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、

碁
石
や
硯
が
加
工
販
売
さ
れ
、日
帰
り
入
浴
の

「
神
川
温
泉
」（
火・木・土
曜
営
業
）も
あ
り
、山

間
の
里
を
ぶ
ら
り
と
散
策
し
、の
ん
び
り
過
ご

す
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
北
山
川
を
堰
き
止
め
て
造
ら
れ
た「
七
色
ダ

ム
」は
、三
重
と
和
歌
山
の
県
境
に
あ
り
ま
す
。

上
流
か
ら
左
岸
が
三
重
県
側
の
熊
野
市
神
川

町
で
、右
岸
は
和
歌
山
県
北
山
村
。
ダ
ム
堤
体

の
上
を
通
る
国
道
１
６
９
号
で
、お
互
い
の
集

落
を
行
き
来
し
て
い
ま
す
。

　
深
い
谷
を
蛇
行
す
る
北
山
川
で
は
、か
つ
て

上
流
の
山
中
で
伐
り
出
さ
れ
た
材
木
は
筏
に

し
て
運
搬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
激
流
で
の
筏

　
神
川
町
か
ら
北
山
川
下
流

に
向
か
う
県
道
34
号
に
、
巨

岩
が
林
立
し
、清
冽
な
水
を

た
た
え
る「
七
色
峡
」が
あ
り

ま
す
。
季
節
に
よ
っ
て
川
の

流
れ
が
７
色
に
変
化
す
る
と

い
わ
れ
る
神
秘
的
な
場
所
で
、

春
に
は
イ
ワ
ツ
ツ
ジ
や
イ
ワ
チ
ド
リ
が
咲
き

乱
れ
、峡
谷
を
色
鮮
や
か
に
彩
り
ま
す
。

　
「
七
色
ダ
ム
」は
発
電
を
目
的
と
し
て
昭
和

40（
１
９
６
５
）年
に
竣
工
し
、七
色
発
電
所
が

運
転
を
開
始
し
ま
し
た
。
発
電
の
ほ
か
、上
流

の
池
原
発
電
所
に
お
け
る
揚
水
発
電
の
下
池

と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
重
力
式

ア
ー
チ
ダ
ム
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
構
造
は
、ダ

ム
湖
側
か
ら
の
眺
め
、堤
頂
の
国
道
１
６
９
号

か
ら
見
る
下
流
、県
道
34
号
よ
り
見
る
ダ
ム
正

面
と
、ど
れ
も
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。
周
囲
と

一
体
化
し
た
ま
と
ま
り
の
あ
る
景
観
が
、ダ
ム

の
魅
力
を
高
め
て
い
ま
す
。

ま
が
い
ぶ
つ

こ
う
の
う
え

て
い
ち
ょ
う

滝
川
ダ
ム
【
伊
賀
市
高
山
】

30
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
を
実
感
す
る

地
域
密
着
型
の
ダ
ム

三
重
県
伊
賀
建
設
事
務
所　
総
務・管
理
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
４ ‒ 

８
２
０
８

お
問
い
合
わ
せ

熊
野
市
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

８
９ ‒ 

０
１
０
０

お
問
い
合
わ
せ

重力式コンクリートダム

堤頂（ていちょう）からダム湖を眺める

建設完成直後の全景※※

七
色
ダ
ム
【
熊
野
市
神
川
町
】

サ
ク
ラ
の
里
の
美
し
い
渓
谷
が
秘
め
る

筏
師
の
活
躍

重力式コンクリートアーチダム

神上川沿いを彩るサクラ

「碁石の里 神川温泉」

春には新緑を映す「七色峡」春には新緑を映す「七色峡」

ひ

じ

き

な
な

い
ろ

な
な

い
ろ

い
か
だ
し

い
か
だ
し

※※
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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

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、楠 

正
成
の
末

裔
と
伝
わ
る
楠 

正
威
が
４
代
目
城
主
と
な
る

と
、
楠
氏
が
代
々
の
城
主
に
な
り
ま
し
た
が
、

同
家
は
引
き
続
き
、城
主
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
天
正
12（
１
５
８
４
）年
に
城
主

が
滅
び
る
と
、
農
民
と
な
っ
た
の
で
す
。
古

文
書
に
は「
庄
屋
武
兵
衛 

文
政
12（
１
８
２

９
）年
」と
い
う
記
述
が
あ
り
、こ
の
こ
ろ
か
ら

庄
屋
を
務
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大

正
時
代
に
は
旧
楠
村
の
村
長
、
昭
和
に
は
旧

楠
町
の
町
長
を
務
め
る
な
ど
、長
年
に
わ
た
っ

て
地
域
の
行
政
に
携
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。

―
―
岡
田
家
は
、楠
町
の
歴
史
に
欠
か
せ
な

い
存
在
な
の
で
す
ね
。
続
い
て
、居
室
空
間

で
あ
る
主
屋
へ
と
移
動
し
て
き
ま
し
た
が
、

何
か
特
徴
は
あ
り
ま
す
か
？

―
―
展
示
棟
内
に
あ
る「
常
設
展
示
室
」で
は
、

町
の
歴
史
が
映
像
や
パ
ネ
ル
な
ど
で
展
示
さ

れ
て
い
て
、と
て
も
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

室
内
に
は
、岡
田
家
の
古
文
書
も
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、同
家
と
楠
町
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

辻
…
岡
田
家
の
祖
先
は
、
南
北
朝
時
代
に
築

か
れ
た
楠
城（
当
時
は
楠
山
城
）の
初
代
城
主

で
あ
る
、諏
訪
十
郎
貞
信（
正
信
）の
家
臣
だ
っ

辻
…
主
屋

は
、
奥
に

あ
る
蔵
と

と
も
に
江

戸
時
代
中

ご
ろ
に
建

て
ら
れ
ま

し
た
が
、

農
家
に
は

珍
し
く
格

子
が
あ
り

ま
す
。
ま

た
、
玄
関

入
口
の
す
ぐ
左
側
の「
電
話
室
」は
、
本
郷
地

区
で
最
初
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。
電
話

機
自
体
は
当
時
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

で
す
ね
。
こ
こ
は
、楠
町
の
人
々
に
と
っ
て

自
慢
の
場
所
な
の
で
す
ね
。

辻
…
私
た
ち
は
、

岡
田
家
か
ら
屋

敷
を
寄
付
し
て

い
た
だ
い
た
平

成
14（
２
０
０

２
）年
か
ら
、こ

の
輝
か
し
い
歴

史
と
文
化
を
残

す
た
め
に
活
動

し
て
き
ま
し
た
。開
館
後
は
活
動
拠
点
と
な
り
、

こ
れ
ま
で
に
、
竹
灯
り
教
室・し
め
縄
作
り・

餅
つ
き
体
験
な
ど
の
体
験
教
室
や
、
ホ
タ
ル

子
ど
も
た
ち
に

は
大
変
好
評
で

す
。鴨
居
の「
槍

架
け
」な
ど
も

珍
し
い
と
思
い

ま
す
が
、
中
で
も
特
徴
的
な
の
が
、
隣
接
す

る
立
会
所
で
す
。
立
会
所
と
は
、
会
議
を
す

る
場
所
の
こ
と
で
、
定
期
的
に
会
合
や
食
事

な
ど
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

―
―
主
屋
か
ら
立
会
所
へ
と
入
っ
た
途
端
に

雰
囲
気
が
変
わ
り
ま
し
た
。
欄
間
な
ど
の
意

匠
が
す
っ
き
り
と
洗
練
さ
れ
て
い
る
上
に
、

水
琴
窟
な
ど
が
据
え
ら
れ
た
南
庭
を
眺
め
る

こ
と
も
で
き
、ま
る
で
料
亭
の
よ
う
な
風
情

いま、グループネット

お問い合わせ
「四日市市楠歴史民俗資料館」
（月曜日休館）
四日市市楠町本郷1068番地
TEL 059-398-3636

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

平
成
17（
２
０
０
５
）年
、楠
町
本
郷
に「
四
日
市
市
楠
歴
史
民
俗
資
料
館
」が
開
館
し
ま
し
た
。
江
戸
時

代
に
旧
本
郷
村
の
庄
屋
を
務
め
た
岡
田
家
の
土
地
と
屋
敷
を
保
存・活
用
し
た
も
の
で
、四
日
市
市
指
定

文
化
財
の
主
屋・立
会
所・蔵
に
加
え
て
、展
示
棟
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
。「
四
日
市
市
楠
歴
史
民
俗
資

料
館
保
存
運
営
委
員
会
」は
、同
家
に
残
る
資
料
の
整
理
・
保
存
の
ほ
か
、来
館
者
に
館
内
を
案
内
す
る

「
語
り
部
」な
ど
を
行
い
な
が
ら
、楠
町
の
歴
史・文
化
を
守
り
、後
世
へ
受
け
継
ぐ
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

四
日
市
市
楠
歴
史
民
俗
資
料
館
保
存
運
営
委
員
会

す

の
ぶ

く
す
の
き

ま
さ
た
け

ぶ

か
も

や
り

か

い

お
も

ら
ん

す
い
き
ん
く
つ

ま

や

え

へ

わ
じ
ゅ
う
ろ
う
さ
だ

今
回
は
、「
四
日
市
市
楠
歴
史
民
俗
資
料
館
」

に
お
邪
魔
し
て
、「
四
日
市
市
楠
歴
史
民
俗

資
料
館
保
存
運
営
委
員
会
」委
員
長
の
辻 

忠
男
さ
ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

辻
さ
ん
の
話
か
ら
は
、楠
町
へ
の
並
々
な
ら

ぬ
想
い
が
伝
わ
り
ま
し
た
。

辻 忠男委員長

の
郷
コ
ン
サ
ー
ト・雛
ま
つ
り
コ
ン
サ
ー
ト
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
定
期
的
に
行
っ
て
き
た
の

で
す
。
残
念
な
が
ら
昨
年
は
、
屋
内
で
の
イ

ベ
ン
ト
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
め
縄

作
り
な
ど
の
体
験
教
室
を
、屋
外
で
行
う
な
ど

の
工
夫
を
し
て
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
、会
員
22
名
で
協
力
し
な
が
ら
、
町

の
歴
史
と
文
化
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。岡
田
家
の

古
文
書
に
加
え
て
、埋
蔵
文
化
財
や
農
耕
器
具

な
ど
も
数
多
く
展
示
さ
れ
た
同
館
に
は
、楠
町

の
魅
力
が
詰
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

主屋外観

電話機

主屋内の「ざしき」

立会所内の様子

南庭

「語り部」活動

米蔵跡地に建てられた展示棟外観

展示棟内の展示風景

※



弁
天
川

「津市白山公民館（白山郷土資料館）」

東光寺

善性寺

宝蔵寺

「瀬古集会所
（廃高田寺）」

津市白山庁舎

川口小学校

王寺医王寺・「河口頓宮」跡

駅ＪＲ「関ノ宮」駅

ＪＲ「伊勢川口」駅

580

15

28

28

664

662

JR名
松線

雲
出
川

1516

で
大
切
に
お
守
り

し
て
い
ま
す
」と

森
川
さ
ん
。
開
基

等
は
不
明
で
す
が

由
緒
は
古
く
、「
白

山
郷
土
資
料
館
」

に
展
示
さ
れ
て
い

る
、
慶
長
4（
1
5
9
9
）年
の
銘
が
あ
る
鰐

口
も
こ
こ
に
あ
っ
た
も
の
。
元
禄
年
間（
１
６

８
８
〜
1
7
0
4
）に
建
て
ら
れ
た
お
堂
に
は
、

室
町
以
前
の
作
と
い
う
薬
師
如
来
が
お
祀
り

さ
れ
て
い
ま
す
。〝
野
田
の
お
薬
師
さ
ん
〞と

信
仰
を
集
め
る
ご
本
尊
は
秘
仏
と
さ
れ
て
い

　
Ｊ
Ｒ
名
松
線
を「
関
ノ
宮
」駅
で
降
り
、
ま

ず
は
線
路
沿
い
の
道
を「
津
市
白
山
公
民
館
」

へ
。 

こ
の
2
階
に「
白
山
郷
土
資
料
館
」が
あ

り
、縄
文
土
器
か
ら
近
代
の
民
具
ま
で
、多
く

の
展
示
品
が
並
び
ま
す
。「
い
ろ
い
ろ
な
時
代

の
も
の
が
揃
っ
て
い
ま
す
よ
」と
庄
山
さ
ん
。

　
白
山
町
の
長
い
歴
史
を
学
び
、
線
路
か
ら

少
し
離
れ
て
田
畑
の
中
へ
進
む
と
、
道
は
田

を
分
け
て
遥
か
に
ま
っ
す
ぐ
続
い
て
い
ま
す
。

田
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
立
つ
東
光
寺
へ
。「
こ
こ

は
檀
家
寺
で
は
な
く
会
所
寺
で
、
今
も
地
元

て
、
ご
開
帳
は
17
年
に
一
度
の
み
。
前
回
は
平

成
29（
２
０
１
７
）年
で
し
た
。

　
雲
出
川
の
方
向
へ
、
ひ
と
き
わ
大
き
な
屋

根
を
目
当
て
に
善
性
寺
ま
で
歩
き
ま
す
。
こ

こ
に
は
、
寛
政
8（
1
7
9
6
）年
に
起
き
た

一
揆
の
首
謀
者
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
庄
屋
の

森 

宗
左
衛
門
ら
の
お
墓
や
供
養
塔
が
あ
り
ま

す
。
津
藩
が
行
っ
た
改
革
の
見
直
し
を
求
め
、

農
民
が
集
結
し
て
約
3
万
人
が
城
下
に
押
し

寄
せ
た
津
藩
最
大
の
一
揆
で
し
た
。
中
谷
さ

ん
は「
農
民
の
要
求
は
通
り
ま
し
た
が
、
中
心

変
不
思
議
の
技
〞を
持
つ
四
鬼
を
家
来
と
し
、

豪
勇
を
も
っ
て
伊
勢・伊
賀
の
山
地
に
君
臨
し

て
い
ま
し
た
が
、
驕
り
か
ら
朝
廷
に
正
二
位

を
希
望
し
、
入
れ
ら
れ
ず
反
旗
を
翻
し
た
と

い
い
ま
す
。

　
朝
敵
征
伐
に
名
乗
り
を
上
げ
た
紀 

友
雄
の

和
歌
に
よ
り
四
鬼
は
逃
げ
去
り
、
千
方
は
討

た
れ
て
、
こ
こ
に
胴
体
が
残
さ
れ
た
と
い
う

の
で
す
。
反
逆
者
と
さ
れ
る
千
方
で
す
が
、

中
川
さ
ん
に
よ
る
と「
地
元
で
は〝
警
護
な
ど
で

朝
廷
に
貢
献
し
て
い
た
の
に
〞と
、
同
情
的
な

見
方
も
残
っ
て
い
ま
す
」と
の
こ
と
。
四
鬼
を

使
い
、
朝
廷
に
刃
向
か
う
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

的
な
要
素
も
魅
力
と
な
り
、
伝
説
は
白
山
町

人
物
た
ち
は
処
罰
を
受
け
ま
し
た
。
村
で
は
、

義
民・世
直
し
明
神
と
彼
ら
を
密
か
に
讃
え
た

の
で
す
」と
話
さ
れ
ま
す
。

　
再
び
田
園
風
景
の
中
に
戻
り
、
宝
蔵
寺
へ
。

ご
本
尊
は
観
音
菩
薩
立
像
で
、
薬
師
如
来
像

も
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
、
初
午
祭
な
ど
で
賑

わ
う
お
寺
で
す
が
、
こ
こ
の
境
内
に
は
、
藤

原 

千
方
の
胴
塚
が
あ
り
ま
す
。
千
方
は
平
安

時
代
の
豪
族
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
在
か

ど
う
か
は
不
明
で
、『
太
平
記
』で
は「
日
本
朝

敵
」の
一
人
と
さ
れ
ま
す
。
金
鬼（
堅
い
体
を

持
つ
）・
風
鬼（
強
風
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）・

水
鬼（
洪
水
を
起
こ
せ
る
）・
穏
形
鬼（
身
を
隠

し
て
敵
を
襲
う
こ
と
が
で
き
る
）と
い
う〝
神

1718

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

や
伊
賀
市
な
ど
広
く
分
布
し
、
浄
瑠
璃
な
ど

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
名
松
線
の
踏
切
を
越
え
て「
瀬
古
集
会
所
」

へ
。 

こ
こ
は
廃
寺
と
な
っ
た
高
田
寺
の
跡
地

で
、
中
に
は
仏
間
が
設
け
ら
れ
、
薬
師
如
来

座
像
と
十
一
面
観
音
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
観
音
像
は
、
今
は
国
指
定
重
要

文
化
財
で
す
が
、「
平
成
元（
１
９
８
９
）年
の

調
査
で
平
安
時
代
初
期
の
作
と
判
定
さ
れ
る

ま
で
、
地
元
で
も
そ
の
価
値
は
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
ん
で
す
」と
楠
見
さ
ん
。
右
膝
を
少

し
曲
げ
て
踏
み
出
す
お
姿
も
、『
十
一
面
観
世

の
乱
を
避
け
て
都
か
ら
伊
勢
国
に
向
か
い
、10

日
間
こ
こ
に
滞
在
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
時
こ
の
付
近
に
関
所
が
あ
り
、
こ
の

頓
宮
を「
関
宮
」と
も
呼
ん
だ
と
の
こ
と
で
、丘

に
登
る
細
道
に
は「
聖
武
天
皇
関
宮
宮
阯
」の

石
碑
や
、天
皇
の
行
幸
に
同
行
し
た
大
伴 

家

持
の
歌
碑
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、『
延
喜
式
』な
ど
に
よ
る
と
、
こ
の
川

口
の
地
は
、
か
つ
て
斎
宮
の
頓
宮
が
設
営
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
医
王
寺
は
そ
の
推
定

地
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
川
口
を
通
っ
て

伊
賀
に
抜
け
る
ル
ー
ト
は
、
天
皇
崩
御
の
際
、

斎
宮
が
都
へ
帰
る
道
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
奈

音
神
呪
経
』に
即
し
て
の
珍
し
い
形
と
の
こ
と
。

境
内
跡
か
ら
は
、鎌
倉
時
代
以
前
の
水
晶
製
の

仏
舎
利
塔
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
川
口
小
学
校
の
前
を
通
り
、県
道

15
号
に
添
っ
て
医
王
寺
へ
と
向
か
い
ま
す
。

　
県
道
を
南
に
逸
れ
る
と
、
風
景
は
大
き
く

趣
を
変
え
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
小
高
い
丘
に

出
ま
す
。
こ
の
上
に
あ
る
医
王
寺
は
曹
洞
宗

の
古
刹
で
す
が
、
こ
の
地
は
、『
続
日
本
紀
』に

あ
る「
河
口
頓
宮
」跡
と
い
わ
れ
ま
す
。
天
平

12（
7
4
0
）年
に
、聖
武
天
皇
が
藤
原 

広
嗣

良
朝
ま
で
は
往
路
で
も
あ
っ
た
そ
う
で
、
朝

廷
と
深
い
縁
の
あ
っ
た
土
地
な
の
で
す
。

　
そ
し
て
ま
た「
こ
こ
は
戦
国
時
代
、
織
田 

信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
た
北
畠
家
の
山
城
で
も
あ

り
ま
し
た
」と
中
川
さ
ん
。「
川
口
城
跡
」と
も

呼
ば
れ
、
土
塁
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
重
な
り
響
き
合
う
歴
史
物
語
に
思
い
を
巡

ら
せ
な
が
ら
県
道
に
戻
れ
ば
、J
R「
関
ノ

宮
」駅
は
す
ぐ
目
の
前
で
す
。
J
R
名
松
線
は

本
数
が
少
な
い
の
で
、
時
間
配
分
に
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

□

津
市白山

町
川
口
周
辺

ゆ
っ
た
り
長
閑
な
風
景
と
重
層
す
る
歴
史
を
め
ぐ
る

あ
ら
が

START

■ 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。

約2００ｍ 約9００ｍ 約800ｍＪＲ「関ノ宮」駅 「津市白山公民館（白山郷土資料館）」 東光寺
約1.3kｍ 約1kｍ約400ｍ 約600ｍ

「瀬古集会所（廃高田寺）」医王寺・「河口頓宮」跡 宝蔵寺

　
津
市
白
山
町
川
口
は
、
雲
出
川
の
南
側
に
開
け
た
田
園

地
帯
。
広
々
と
続
く
田
畑
を
横
切
る
よ
う
に
、Ｊ
Ｒ
名
松

線
の
線
路
が
通
っ
て
い
ま
す
。
川
の
向
こ
う
に
は
布
引
山

地
の
山
並
が
美
し
く
連
な
り
、
広
が
る
平
地
と
織
り
な
す

風
景
は
爽
快
で
す
。

　
こ
の
付
近
は
、
古
く
縄
文
時
代
か
ら
人
が
住
み
、
古
代
、

中
世
、近
代
と
、時
代
ご
と
に
多
彩
な
歴
史
物
語
が
紡
が
れ
、

そ
れ
を
伝
え
る
品
々
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、10
年
に
わ
たって
、
ふ
る
さ
と
白
山
町
の
文
化

財
や
歴
史
に
つ
い
て
学
び
伝
え
る
活
動
を
続
け
て
き
た「
白

山
道
し
る
べ
の
会
」の
皆
さ
ん
の
ご
案
内
で
、J
R「
関
ノ

宮
」駅
を
起
点
と
し
、
川
口
の
北
西
部
を
ぐ
る
り
と
回
って

歴
史
を
語
る
ポ
イ
ン
ト
を
た
ど
る
ル
ー
ト
で
す
。
暮
ら
し

を
守
る
た
め
藩
に
立
ち
向
か
っ
た
農
民
や
、
鬼
を
家
来
に

従
え
て
い
た
と
い
う
豪
族
、
反
乱
を
逃
れ
て
き
た
天
皇
な

ど
、
多
彩
な
古
の
物
語
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
ゆ
た
か
な

田
園
風
景
を
歩
き
ま
す
。

ふ
じ

き
の
と
も
お

お
ん
ぎ
ょ
う
き

き

き

ふ
う

わ
に

ぐ
ち

き

す
い

き
ん

せ
き
の
み
や

み
ゆ
き

お
お
と
も
の
や
か

も
ち

わ
ら
の

ち
か
た

今回の案内人、「白山道しるべの会」
（会長・今井 直毅さん）の皆さん。
（写真左から）中川 利生さん、森川 
正美さん、庄山 昭子さん、中谷 邦
治さん、楠見 茂晴さん

至
J
R「
松
阪
」駅

至JR「伊勢奥津」駅

問
　

津
市
白
山
総
合
支
所  

地
域
振
興
課
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善性寺

「白山道しるべの会」
https://hakusan0guide0blog.localinfo.jp/

縄
文
時
代
か
ら
続
く
歴
史

権
力
に
抗
っ
た
先
人
た
ち

再
発
見
の
観
音
様

重
層
す
る
歴
史
の
物
語

「郷土資料館」

医王山 東光寺

東光寺の鰐口（郷土資料館蔵）

林光山 善性寺の山門

森 宗左衛門らの供養塔と墓碑

宝蔵寺

藤原 千方の胴塚

廃高田寺の十一面観音立像大伴 家持の歌碑

「聖武天皇関宮宮阯」の碑

医王寺 ※

※

※

田園風景が美しい川口北西部
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JR名
松線

雲
出
川

1516

で
大
切
に
お
守
り

し
て
い
ま
す
」と

森
川
さ
ん
。
開
基

等
は
不
明
で
す
が

由
緒
は
古
く
、「
白

山
郷
土
資
料
館
」

に
展
示
さ
れ
て
い

る
、
慶
長
4（
1
5
9
9
）年
の
銘
が
あ
る
鰐

口
も
こ
こ
に
あ
っ
た
も
の
。
元
禄
年
間（
１
６

８
８
〜
1
7
0
4
）に
建
て
ら
れ
た
お
堂
に
は
、

室
町
以
前
の
作
と
い
う
薬
師
如
来
が
お
祀
り

さ
れ
て
い
ま
す
。〝
野
田
の
お
薬
師
さ
ん
〞と

信
仰
を
集
め
る
ご
本
尊
は
秘
仏
と
さ
れ
て
い

　
Ｊ
Ｒ
名
松
線
を「
関
ノ
宮
」駅
で
降
り
、
ま

ず
は
線
路
沿
い
の
道
を「
津
市
白
山
公
民
館
」

へ
。 

こ
の
2
階
に「
白
山
郷
土
資
料
館
」が
あ

り
、縄
文
土
器
か
ら
近
代
の
民
具
ま
で
、多
く

の
展
示
品
が
並
び
ま
す
。「
い
ろ
い
ろ
な
時
代

の
も
の
が
揃
っ
て
い
ま
す
よ
」と
庄
山
さ
ん
。

　
白
山
町
の
長
い
歴
史
を
学
び
、
線
路
か
ら

少
し
離
れ
て
田
畑
の
中
へ
進
む
と
、
道
は
田

を
分
け
て
遥
か
に
ま
っ
す
ぐ
続
い
て
い
ま
す
。

田
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
立
つ
東
光
寺
へ
。「
こ
こ

は
檀
家
寺
で
は
な
く
会
所
寺
で
、
今
も
地
元

て
、
ご
開
帳
は
17
年
に
一
度
の
み
。
前
回
は
平

成
29（
２
０
１
７
）年
で
し
た
。

　
雲
出
川
の
方
向
へ
、
ひ
と
き
わ
大
き
な
屋

根
を
目
当
て
に
善
性
寺
ま
で
歩
き
ま
す
。
こ

こ
に
は
、
寛
政
8（
1
7
9
6
）年
に
起
き
た

一
揆
の
首
謀
者
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
庄
屋
の

森 

宗
左
衛
門
ら
の
お
墓
や
供
養
塔
が
あ
り
ま

す
。
津
藩
が
行
っ
た
改
革
の
見
直
し
を
求
め
、

農
民
が
集
結
し
て
約
3
万
人
が
城
下
に
押
し

寄
せ
た
津
藩
最
大
の
一
揆
で
し
た
。
中
谷
さ

ん
は「
農
民
の
要
求
は
通
り
ま
し
た
が
、
中
心

変
不
思
議
の
技
〞を
持
つ
四
鬼
を
家
来
と
し
、

豪
勇
を
も
っ
て
伊
勢・伊
賀
の
山
地
に
君
臨
し

て
い
ま
し
た
が
、
驕
り
か
ら
朝
廷
に
正
二
位

を
希
望
し
、
入
れ
ら
れ
ず
反
旗
を
翻
し
た
と

い
い
ま
す
。

　
朝
敵
征
伐
に
名
乗
り
を
上
げ
た
紀 

友
雄
の

和
歌
に
よ
り
四
鬼
は
逃
げ
去
り
、
千
方
は
討

た
れ
て
、
こ
こ
に
胴
体
が
残
さ
れ
た
と
い
う

の
で
す
。
反
逆
者
と
さ
れ
る
千
方
で
す
が
、

中
川
さ
ん
に
よ
る
と「
地
元
で
は〝
警
護
な
ど
で

朝
廷
に
貢
献
し
て
い
た
の
に
〞と
、
同
情
的
な

見
方
も
残
っ
て
い
ま
す
」と
の
こ
と
。
四
鬼
を

使
い
、
朝
廷
に
刃
向
か
う
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

的
な
要
素
も
魅
力
と
な
り
、
伝
説
は
白
山
町

人
物
た
ち
は
処
罰
を
受
け
ま
し
た
。
村
で
は
、

義
民・世
直
し
明
神
と
彼
ら
を
密
か
に
讃
え
た

の
で
す
」と
話
さ
れ
ま
す
。

　
再
び
田
園
風
景
の
中
に
戻
り
、
宝
蔵
寺
へ
。

ご
本
尊
は
観
音
菩
薩
立
像
で
、
薬
師
如
来
像

も
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
、
初
午
祭
な
ど
で
賑

わ
う
お
寺
で
す
が
、
こ
こ
の
境
内
に
は
、
藤

原 

千
方
の
胴
塚
が
あ
り
ま
す
。
千
方
は
平
安

時
代
の
豪
族
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
在
か

ど
う
か
は
不
明
で
、『
太
平
記
』で
は「
日
本
朝

敵
」の
一
人
と
さ
れ
ま
す
。
金
鬼（
堅
い
体
を

持
つ
）・
風
鬼（
強
風
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）・

水
鬼（
洪
水
を
起
こ
せ
る
）・
穏
形
鬼（
身
を
隠

し
て
敵
を
襲
う
こ
と
が
で
き
る
）と
い
う〝
神

1718

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

や
伊
賀
市
な
ど
広
く
分
布
し
、
浄
瑠
璃
な
ど

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
名
松
線
の
踏
切
を
越
え
て「
瀬
古
集
会
所
」

へ
。 

こ
こ
は
廃
寺
と
な
っ
た
高
田
寺
の
跡
地

で
、
中
に
は
仏
間
が
設
け
ら
れ
、
薬
師
如
来

座
像
と
十
一
面
観
音
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
観
音
像
は
、
今
は
国
指
定
重
要

文
化
財
で
す
が
、「
平
成
元（
１
９
８
９
）年
の

調
査
で
平
安
時
代
初
期
の
作
と
判
定
さ
れ
る

ま
で
、
地
元
で
も
そ
の
価
値
は
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
ん
で
す
」と
楠
見
さ
ん
。
右
膝
を
少

し
曲
げ
て
踏
み
出
す
お
姿
も
、『
十
一
面
観
世

の
乱
を
避
け
て
都
か
ら
伊
勢
国
に
向
か
い
、10

日
間
こ
こ
に
滞
在
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
時
こ
の
付
近
に
関
所
が
あ
り
、
こ
の

頓
宮
を「
関
宮
」と
も
呼
ん
だ
と
の
こ
と
で
、丘

に
登
る
細
道
に
は「
聖
武
天
皇
関
宮
宮
阯
」の

石
碑
や
、天
皇
の
行
幸
に
同
行
し
た
大
伴 

家

持
の
歌
碑
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、『
延
喜
式
』な
ど
に
よ
る
と
、
こ
の
川

口
の
地
は
、
か
つ
て
斎
宮
の
頓
宮
が
設
営
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
医
王
寺
は
そ
の
推
定

地
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
川
口
を
通
っ
て

伊
賀
に
抜
け
る
ル
ー
ト
は
、
天
皇
崩
御
の
際
、

斎
宮
が
都
へ
帰
る
道
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
奈

音
神
呪
経
』に
即
し
て
の
珍
し
い
形
と
の
こ
と
。

境
内
跡
か
ら
は
、鎌
倉
時
代
以
前
の
水
晶
製
の

仏
舎
利
塔
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
川
口
小
学
校
の
前
を
通
り
、県
道

15
号
に
添
っ
て
医
王
寺
へ
と
向
か
い
ま
す
。

　
県
道
を
南
に
逸
れ
る
と
、
風
景
は
大
き
く

趣
を
変
え
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
小
高
い
丘
に

出
ま
す
。
こ
の
上
に
あ
る
医
王
寺
は
曹
洞
宗

の
古
刹
で
す
が
、
こ
の
地
は
、『
続
日
本
紀
』に

あ
る「
河
口
頓
宮
」跡
と
い
わ
れ
ま
す
。
天
平

12（
7
4
0
）年
に
、聖
武
天
皇
が
藤
原 

広
嗣

良
朝
ま
で
は
往
路
で
も
あ
っ
た
そ
う
で
、
朝

廷
と
深
い
縁
の
あ
っ
た
土
地
な
の
で
す
。

　
そ
し
て
ま
た「
こ
こ
は
戦
国
時
代
、
織
田 

信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
た
北
畠
家
の
山
城
で
も
あ

り
ま
し
た
」と
中
川
さ
ん
。「
川
口
城
跡
」と
も

呼
ば
れ
、
土
塁
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
重
な
り
響
き
合
う
歴
史
物
語
に
思
い
を
巡

ら
せ
な
が
ら
県
道
に
戻
れ
ば
、J
R「
関
ノ

宮
」駅
は
す
ぐ
目
の
前
で
す
。
J
R
名
松
線
は

本
数
が
少
な
い
の
で
、
時
間
配
分
に
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

□

津
市白山

町
川
口
周
辺

ゆ
っ
た
り
長
閑
な
風
景
と
重
層
す
る
歴
史
を
め
ぐ
る

あ
ら
が

START

■ 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。

約2００ｍ 約9００ｍ 約800ｍＪＲ「関ノ宮」駅 「津市白山公民館（白山郷土資料館）」 東光寺
約1.3kｍ 約1kｍ約400ｍ 約600ｍ

「瀬古集会所（廃高田寺）」医王寺・「河口頓宮」跡 宝蔵寺

　
津
市
白
山
町
川
口
は
、
雲
出
川
の
南
側
に
開
け
た
田
園

地
帯
。
広
々
と
続
く
田
畑
を
横
切
る
よ
う
に
、Ｊ
Ｒ
名
松

線
の
線
路
が
通
っ
て
い
ま
す
。
川
の
向
こ
う
に
は
布
引
山

地
の
山
並
が
美
し
く
連
な
り
、
広
が
る
平
地
と
織
り
な
す

風
景
は
爽
快
で
す
。

　
こ
の
付
近
は
、
古
く
縄
文
時
代
か
ら
人
が
住
み
、
古
代
、

中
世
、近
代
と
、時
代
ご
と
に
多
彩
な
歴
史
物
語
が
紡
が
れ
、

そ
れ
を
伝
え
る
品
々
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、10
年
に
わ
たって
、
ふ
る
さ
と
白
山
町
の
文
化

財
や
歴
史
に
つ
い
て
学
び
伝
え
る
活
動
を
続
け
て
き
た「
白

山
道
し
る
べ
の
会
」の
皆
さ
ん
の
ご
案
内
で
、J
R「
関
ノ

宮
」駅
を
起
点
と
し
、
川
口
の
北
西
部
を
ぐ
る
り
と
回
って

歴
史
を
語
る
ポ
イ
ン
ト
を
た
ど
る
ル
ー
ト
で
す
。
暮
ら
し

を
守
る
た
め
藩
に
立
ち
向
か
っ
た
農
民
や
、
鬼
を
家
来
に

従
え
て
い
た
と
い
う
豪
族
、
反
乱
を
逃
れ
て
き
た
天
皇
な

ど
、
多
彩
な
古
の
物
語
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
ゆ
た
か
な

田
園
風
景
を
歩
き
ま
す
。

ふ
じ

き
の
と
も
お

お
ん
ぎ
ょ
う
き

き

き

ふ
う

わ
に

ぐ
ち

き

す
い

き
ん

せ
き
の
み
や

み
ゆ
き

お
お
と
も
の
や
か

も
ち

わ
ら
の

ち
か
た

今回の案内人、「白山道しるべの会」
（会長・今井 直毅さん）の皆さん。
（写真左から）中川 利生さん、森川 
正美さん、庄山 昭子さん、中谷 邦
治さん、楠見 茂晴さん

至
J
R「
松
阪
」駅

至JR「伊勢奥津」駅

問
　

津
市
白
山
総
合
支
所  

地
域
振
興
課
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善性寺

「白山道しるべの会」
https://hakusan0guide0blog.localinfo.jp/

縄
文
時
代
か
ら
続
く
歴
史

権
力
に
抗
っ
た
先
人
た
ち

再
発
見
の
観
音
様

重
層
す
る
歴
史
の
物
語

「郷土資料館」

医王山 東光寺

東光寺の鰐口（郷土資料館蔵）

林光山 善性寺の山門

森 宗左衛門らの供養塔と墓碑

宝蔵寺

藤原 千方の胴塚

廃高田寺の十一面観音立像大伴 家持の歌碑

「聖武天皇関宮宮阯」の碑

医王寺 ※

※

※

田園風景が美しい川口北西部
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市の木

ケヤキ

百五銀行のホームページで、「すばらしき“みえ”」のバックナンバーをご覧いただけます。
https://www.hyakugo.co.jp/mie/

表紙写真「蓮ダム」（松阪市飯高町）

市の花

ツツジ

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
津市

■ お問い合わせ ■
津市役所  政策財務部  広報課　ＴＥＬ 059-229-3361

＊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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