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雲
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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
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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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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




