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市の木

ヤマトタチバナ

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「市木木綿」（御浜町）

市の花

ハマナデシコ

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
鳥羽市

■ お問い合わせ ■
鳥羽市役所  総務課  行政係　ＴＥＬ 0599-25-1112

＊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。

●いま、グループネット／鴨神社 氏子総代会　●みえを歩こう／伊勢市 ロマンの森 伊勢三郷山

２
０
2
1
年
8
月
発
行〈
偶
数
月
15
日
発
行
予
定
〉 

企
画・編
集
／
R
O
N　

印
刷
／
株
式
会
社
ゴ
ー
ト
ッ
プ　

発
行
／
百
五
銀
行  

経
営
企
画
部
広
報
E
S
G
課



2

資料提供 : 三重県 雇用経済部 三重県営業本部担当課 
　　　　　伝統産業・地域資源活用班
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江戸時代後期に深野和紙を用いて出された紀州藩の「松坂銀札」（復刻）。
松坂の豪商らが請け負って銀銭などと交換されました。

◆三重県指定伝統工芸品
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自
然
の
素
材
と
職
人
の
技
が
作
り
出
す
暮
ら
し
の
道
具
―
―
。　

今
で
は
伝
統
工
芸
品
、民
芸
品
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ

れ
ら
の
品
は
、昔
は
人
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
世

の
中
の
変
化
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
、見
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
り

ま
し
た
が
、温
か
み
の
あ
る〝
用
の
美
〞に
満
ち
、使
い
勝
手
に
も
優
れ

て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
工
芸
品
が
そ
の
地
で
作
ら
れ
た
の
に
は
、風
土
や
暮

ら
し
と
の
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
長
い
年
月
の
中
で
技
が
研

か
れ
、そ
の
土
地
の
気
候
や
文
化
に
し
っ
く
り
と
合
う
道
具
が
作
ら

れ
て
いっ
た
の
で
す
。

　
三
重
県
に
は
、豊
か
な
自
然
と
文
化
や
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
た
伝

統
工
芸
品
が
、今
も
た
く
さ
ん
息
づ
い
て
い
ま
す
。
伝
統
を
担
う
人

た
ち
が
、そ
の
地
で
代
々
受
け
継
い
で
き
た
製
法
で
、心
を
込
め
て
作

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
今
回
は
、三
重
県
指
定
工
芸
品
の
中
か
ら
６
つ
の
品
を
ご
紹
介
し

ま
す
。
大
切
に
、け
れ
ど
し
っ
か
り
と
使
い
込
ん
で
、長
い
お
つ
き
あ

い
を
し
た
く
な
る
道
具
た
ち
で
す
。

特 集

●
各
施
設
の
営
業
日
時
・
料
金
・
予
約
方
法
な
ど
は
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

取
材
・
撮
影
は
4
月
中
旬
〜
5
月
中
旬
に
行
い
ま
し
た

桑名盆（かぶら盆）
桑名刃物
桑名萬古焼
桑名鋳物
多度の弾き猿
和太鼓
地張り提灯
日永うちわ
四日市の提灯
関の桶
高田仏壇
阿漕焼
伊勢木綿
なすび団扇
竹細工
深野紙
松阪萬古焼
松阪の猿はじき
松阪木綿
伊勢の神殿
伊勢の提灯
伊勢玩具

伊勢春慶
伊勢紙
伊勢一刀彫
和釘
擬革紙
火縄
尾鷲わっぱ
那智黒石
熊野花火
市木木綿

名 称 地 域

桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
いなべ市、桑名市
いなべ市
四日市市
四日市市
亀山市
津市
津市
津市
津市
津市
松阪市
松阪市
松阪市
明和町、松阪市
伊勢市
伊勢市
伊勢市

伊勢市、志摩市、津市、
明和町、玉城町

伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
玉城町、明和町
名張市
尾鷲市
熊野市
熊野市
御浜町

伊勢の根付



風
情
が
あ
り
ま
す
。「
そ
の
桶
は
サ
ワ
ラ
で
、

30
年
物
だ
ね
」と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、４
代

目
の
服
部 

健
さ
ん
で
す
。
桶
の
主
な
材
料
に

は
、サ
ワ
ラ・コ
ウ
ヤ
マ
キ・ス
ギ
な
ど
が
あ
り

ま
す
が
、花
手
桶
に
使
用
す
る
の
は
サ
ワ
ラ
が

多
い
と
の
こ
と
。
加
工
し
や
す
い
上
に
、水
に
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東
海
道
47
番
目
の
宿
場
町・関
宿
に
は
、
道

行
く
人
が
足
を
止
め
て
、窓
越
し
に
内
部
を
の

ぞ
く
店
が
あ
り
ま
す
。
明
治
15（
１
８
８
２
）

年
創
業
の「
桶
重
」で
す
。
店
内
に
入
る
と
、最

初
に
目
に
付
い
た
の
が
花
手
桶
。
飴
色
の
木

肌
と
大
輪
の
赤
い
ボ
タ
ン
が
調
和
し
、と
て
も

強
く
て
匂
い
が

少
な
い
の
が
特

徴
で
す
。
そ
の

た
め
、イ
セ
ビ

ツ（
置
き
蓋
の

飯
櫃
）や
、ハ
ン

ギ
リ（
底
の
浅
い
盥
状
の
桶
）な
ど
に
も
使
用

さ
れ
ま
す
。
実
際
に
サ
ワ
ラ
の
木
片
に
鼻
を

近
付
け
る
と
、ヒ
ノ
キ
ほ
ど
の
強
さ
は
な
く
、

ほ
の
か
に
優
し
い
香
り
が
し
ま
し
た
。
ま
た
、

耐
水
性
に
優
れ
て
い
る
コ
ウ
ヤ
マ
キ
は
風
呂

桶
な
ど
に
、ス
ギ
は
味
噌
桶
や
漬
物
桶
な
ど
に

使
用
さ
れ
ま
す
。

 〝「
関
の
桶
」は
50
年
経
っ
て
も
壊
れ
な
い
〞と

評
さ
れ
、全
国
各
地
か
ら
注
文
が
舞
い
込
む
服

部
さ
ん
に
は
、職
人
と
し
て
の
信
念
が
あ
り
ま

す
。
中
で
も
特
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
が
、材

料
の
厳
選
。
た
と
え
ば
サ
ワ
ラ
は
、年
輪
の
詰

ま
っ
た
上
質
な
も
の
、タ
ガ（
桶
の
外
側
を
堅

く
締
め
固
め
る
輪
）に
使
用
す
る
竹
は
５
年
物

の
真
竹
で
、11
月
ご
ろ
に
伐
採
し
た
も
の
と
い

う
具
合
で
、必
ず
自
分
の
目
で
見
極
め
る
と
い

い
ま
す
。
ま
た
、使
用
し
た
道
具
は
毎
回
手
入

れ
す
る
と
い
う
の
も
、職
人
な
ら
で
は
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
壁
一
面
に
並
ぶ
カ
ン
ナ
や
セ

ン（
両
手
で
使
う
削
り
道
具
）な
ど
は
一
見
の

価
値
が
あ
り
ま
す
が
、「
一
番
古
い
道
具
は
」と

尋
ね
る
と
、小
さ
な
板
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

カ
タ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、ア
ー
チ
状
に
削
っ

た
ガ
ワ（
側
面
の
板
）に
当
て
て
、曲
が
り
具
合

を
図
る
定
規
の
役
割
を
し
ま
す
。「
明
治
」と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、初
代
の
重
蔵
が
作

製
し
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
以
来
今

日
に
至
る
ま
で
、大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
「
ど
ん
な
桶
で
も
作
る
し
、ど
ん
な
桶
で
も

修
理
す
る
よ
」と
服
部
さ
ん
。
そ
の
言
葉
通
り
、

全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
注
文
に
は
必
ず
応
え
、

こ
れ
ま
で
に
も
神
社
の
神
事
で
使
用
す
る
卵

こ
の
日
は
、
ガ
ワ
を
削
る
工
程
な
ど
を
見
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
静
寂
の
中
、カ
ン
ナ
を
持

つ
服
部
さ
ん
の
手
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
動
く
た

び
に
、
お
が
く
ず
が
こ
ぼ
れ
落
ち
、
芳
香
を

放
ち
ま
す
。
一
連
の
動
作
は
、ま
る
で
服
部
さ

ん
自
身
が
精
巧
な
道
具
の
よ
う
に
も
見
え
ま

し
た
。

　
関
宿
で
は
、今
日
も
ま
た
、桶
作
り
に
真
摯

に
取
り
組
む
職
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

型
の
桶
や
、直
径
２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
型

の
桶
も
制
作
。
ま
た
、
部
材
が
バ
ラ
バ
ラ
の

１
０
０
年
物
の
桶
を
修
理
し
た
こ
と
も
あ
る

と
い
い
ま
す
。「
愛
着
が
あ
っ
た
み
た
い
で
、

と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
ね
」と
話
す
表
情
は
、

と
て
も
穏
や
か
で
、人
柄
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
こ
の
和
や
か
な
笑
顔
の
服
部
さ
ん
が
、表
情

を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
作
業
風
景
を
見
せ
て

く
れ
た
時
の
こ
と
。
花
手
桶
作
り
に
は
30
以

上
の
工
程
が
あ
り
、材
料
の
切
り
出
し
、ア
ー

チ
状
に
削
っ
た
ガ
ワ
の
組
み
立
て
や
削
り
、

底
板
入
れ
な
ど
の
工
程
を
経
て
、下
準
備
し
た

タ
ガ
を
は
め
込
ん
で
仕
上
げ
に
入
り
ま
す
。
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桶
重
」
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お
問
い
合
わ
せ

関
の
桶

【
亀
山
市
関
町
】

桶
職
人
の
技
と
こ
だ
わ
り
が
詰
ま
っ
た
逸
品

カンナでガワを削る服部 健さん

服部 健さんリズミカルに動く服部さんの手

カタ（上段右側）やカンナ（中段右側）などの
道具類が整然と並ぶ。

「桶重」外観

花手桶にいけられたボタン

お
け
じ
ゅ
う

じ
ゅ
う
ぞ
う

あ
め

ぶ
た

た
ら
い

め
し
び
つ

し
ん
し

い
ろ

た
け
し



【
松
阪
市
飯
南
町
】

棚
田
と
和
牛
の
里
の
礎
と
な
っ
た
紙
作
り

同
店
を
訪
ね
る
と
、多
彩
な

絵
柄
の
団
扇
が
展
示
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
伊
勢
型
紙
や
伊

勢
木
綿
使
用
の
も
の
も
あ
り
、

見
て
い
る
だ
け
で
も
楽
し
め

ま
す
が
、勧
め
ら
れ
て
手
に

し
て
み
る
と
、そ
の
持
ち
や

す
さ
を
実
感
し
ま
す
。「
日
永
う
ち
わ
」は
、細

く
丸
い
竹
を
そ
の
ま
ま
柄
と
し
て
使
用
し
て

い
る
た
め
、手
に
な
じ
む
の
が
特
徴
。
扇
ぐ
風

も
心
地
よ
く
、優
雅
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
柔
ら
か
な
風
は
、１
本
の
竹
を
細
か
く

60
本
程
度
に
割
い
て
交
互
に
袋
状
に
編
む
こ

と
で
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、加
工
が

難
し
く
高
い
技
術
を
要
し
ま
す
が
、こ
の
こ
と

が「
香
る
う
ち
わ
」「
虫
よ
け
う
ち
わ
」な
ど
の

新
商
品
制
作
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
袋
状
の

わ
ず
か
な
空
間
に
香
り
玉
を
入
れ
、ラ
ム
ネ
や

6

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

　
「
日
永
う
ち
わ
」は
、天
保
４（
１
８
３
３
）年

に
成
立
し
た『
勢
陽
五
鈴
遺
響
』の
日
永
の
項

に「
名
産
」と
記
さ
れ
た
ほ
ど
、全
国
に
知
ら
れ

た
存
在
で
し
た
。
東
海
道
と
伊
勢
街
道
の
追

分
と
し
て
賑
っ
た
日
永
に
は
、多
く
の
店
が
軒

を
連
ね
て
い
ま
し
た
が
、現
在
は「
株
式
会
社 

稲
藤
」１
軒
と
な
り
、４
代
目
で
取
締
役
会
長

の
稲
垣 

嘉
英
さ
ん
と
、奥
様
で
常
務
取
締
役
の

和
美
さ
ん
が
伝
統
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
ま
ち
か
ど
博
物
館
」と
し
て
公
開
し
、状
況

に
応
じ
て
手
作
り
体
験
も
受
け
付
け
て
い
る

ミ
ン
ト
、ゼ
ラ
ニ
ウ
ム

な
ど
の
ア
ロ
マ
オ
イ
ル

を
染
み
込
ま
せ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。
こ

う
し
て
扇
ぐ
た
び
に
ア

ロ
マ
の
香
り
に
癒
さ
れ

る
革
新
的
な
団
扇
が
誕

生
し
ま
し
た
。

　
「
日
永
う
ち
わ
」制
作
に
は
20
以
上
の
工
程

が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
日
は
、お
二
人
に「
貼

り
」と「
断
裁
」の
工
程
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
。
刷
毛
で
骨
全
体
に
糊
を
塗
り
、和
紙
を
貼

り
付
け
る
和
美
さ
ん
の
一
連
の
動
作
は
ス

ム
ー
ズ
で
、手
際
の
良
さ
に
見
と
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
傍
ら
で
は
、嘉
英
さ
ん
が
鎌
と
木
槌

を
使
っ
て
、余
分
な
骨
を
断
裁
す
る
際
の
コ
ン
、

コ
ン
と
い
う
音
が
響
き
ま
す
。

　
伝
統
を
守
り
な
が
ら
も
新
た
な
風
を
起
こ

す
二
人
の
挑
戦
は
、５
代
目
へ
と
受
け
継
が
れ

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

55

か
し
、明
治
に
入
る
と
、機
械

化
や
洋
紙
の
台
頭
に
圧
さ
れ
、

深
野
の
漉
屋
は
次
々
と
廃
業

に
至
り
ま
し
た
。

　
「
最
後
の
2
軒
が
廃
業
し

た
の
が
昭
和
44（
1
9
6
9
）

年
で
し
た
。
昭
和
58（
1
9
8
3
）年
に
町
史

の
編
纂
に
付
随
し
て
、父
と
私
が
紙
漉
を
再
現

し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、4
年
後
、『
深
野
和
紙

保
存
会
』が
結
成
さ
れ
ま
し
た
」と
語
る
の
は
、

同
会
の
会
長
を
務
め
る
野
呂 

修
三
さ
ん
。「
江

戸
時
代
に
は
、『
深
野
に
行
け
ば
仕
事
が
あ
る
』

と
各
地
か
ら
人
が
集

ま
り
ま
し
た
。
紙
漉

は
冬
の
作
業
で
す
か

ら
、夏
は
米
を
作
る

た
め
、た
く
さ
ん
の

　
美
し
い
棚
田
と
松
阪
牛
発
祥
の
地
と
し
て

知
ら
れ
る
飯
南
町
深
野
。
こ
の
地
で
紙
漉
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、安
土
桃
山
時

代
の
末
ご
ろ
。
冷
た
く
て
鉄
分
の
少
な
い
清

流
に
恵
ま
れ
て
い
る
な
ど
、紙
漉
に
適
し
た
環

境
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
郷
士
の
野
呂 

市
兵

衛
が
、美
濃
か
ら
職
人
を
招
い
た
こ
と
に
始
ま

り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
2
5
0
を
超
え
る

家
々
が
紙
に
携
わ
り
、紀
州
藩
の「
松
坂
銀
札
」

や
松
坂
商
人
た
ち
の
帳
簿
、神
宮
の
お
札
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
紙
が
漉
か
れ
て
い
ま
し
た
。
し

棚
田
が
開
墾
さ
れ
た
の
で
す
。
ま
た
、和
紙
の

需
要
が
激
減
し
た
昭
和
30
年
代
、紙
の
原
料
を

煮
て
い
た
釡
で
わ
ら
や
麦
を
煮
て
牛
に
与
え

た
た
め
肉
質
が
上
が
り
、深
野
の
牛
の
評
価
が

高
ま
り
ま
し
た
」。
棚
田
も
和
牛
も
、そ
の
基

盤
と
な
っ
た
の
は
紙
漉
だ
っ
た
の
で
す
。

　
原
料
と
な
る
木
を
刈
り
取
り
、皮
を
む
き
、

煮
て
水
に
さ
ら
し
、石
臼
な
ど
で
撞
い
て
、水

を
張
っ
た〝
舟
〞で
漉
き
…
…
。
寒
い
季
節
に
水

を
使
う
紙
漉
は
、体
力
も
技
術
も
精
神
力
も
要

す
る
厳
し
い
仕
事
で
す
が
、「
紙
漉
の
技
や
喜

び
を
次
世
代
に
伝
え
た
い
」と
野
呂
さ
ん
。
現

在「
松
阪
市
飯
南
和
紙
和
牛
セ
ン
タ
ー
」を
拠

点
に
17
名
が
伝
統
の
技
を
守
り
、地
元
の
学
校

の
卒
業
証
書
を
生
徒
自
身
が
漉
く
な
ど
の
活

動
が
続
い
て
お
り
、今
秋
開
催
予
定
の「
三
重

と
こ
わ
か
国
体
」で
も
女
子
総
合
成
績
表
彰
状

（
第
１
位（
皇
后
杯
）か
ら
第
８
位
）と
し
て
使

用
さ
れ
ま
す
。
冬
季
に
は
紙
漉
体
験
も
で
き

る
そ
う
で
す（
要
予
約
）。

　

日
永
う
ち
わ
【
四
日
市
市
日
永
】

伝
統
を
守
り
新
風
を
お
こ
す

深
野
紙

「
株
式
会
社 

稲
藤
」（
水
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
４
５ ‒ 

１
７
１
０

お
問
い
合
わ
せ

松
阪
市
飯
南
地
域
振
興
局

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

３
２ ‒ 

２
５
１
１

お
問
い
合
わ
せ

「貼り」の工程を行う稲垣 和美さん冷たい水で紙を漉く

伊勢型紙を使用した
「日永うちわ」どっしりとした和紙の束野呂 修三さん

稲垣 嘉英さん（右側）と和美さん稲垣 嘉英さん（右側）と和美さん

せ
い

い
な
と
う

れ
い

え

さ

あ
お

は

つ

す

け

き
づ
ち

い
き
ょ
う

よ
う

う
ち
わ

ご

※

い
し
ず
え

ふ
か

の

が
み

か
み
す
き



竹ひごの継ぎ目が短く、丁寧。

　
５
代
目
と
な
る
岩
田 
茂
男
さ
ん
は
昭
和
16

（
1
9
4
1
）年
生
ま
れ
。「
う
ち
の
親
父
は
三

男
で
セ
ー
ル
ス
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
が
、長

男
が
工
場
長
、次
男
が
絵
や
字
を
描
い
て
、そ

の
時
代
は
分
業
で
ね
」。
工
場
が
戦
災
を
受
け

8

　
嘉
永
５（
１
８
５
２
）年
創
業
の「
岩
田
提
灯

店
」は
伊
勢
神
宮
御
用
達
。
照
明
器
具
と
し
て

生
産
さ
れ
た
提
灯
は
、祭
礼
場
面
や
装
飾
で
の

用
途
も
多
く
、「
伊
勢
の
提
灯
」は
お
も
に
遷
宮

行
事
の
と
き
に
大
量
に
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

て
か
ら
は
岩
田
さ

ん
の
父
親
が
跡
を

継
ぎ
、岩
田
さ
ん

は
22
歳
で
こ
の
仕

事
に
就
き
ま
し
た
。

戦
後
の
伊
勢
市
内
に
は
同
業
が
十
数
軒
も
あ

り
ま
し
た
が
、現
在
は「
岩
田
提
灯
店
」の
み
。

県
内
で
も
少
な
く
な
り
、津
か
ら
尾
鷲
ま
で
と

遠
方
か
ら
も
注
文
が
入
り
ま
す
。

　
提
灯
の
材
料
は
竹
ひ
ご
に
和
紙
、そ
れ
に
上

下
の
留
め
具
と
な
る
口
輪
に
ヒ
ノ
キ
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
形
は
丸
型
、
棗
型
、
長
型
、

盆
用
提
灯
な
ど
、形
と
大
き
さ
の
組
み
合
わ
せ

で
２
０
０
ほ
ど
の
種
類
を
手
掛
け
、繰
り
返
し

使
う
型
は
大
切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。「
値
段

表
も
あ
り
ま
す
が
、数
が
多
く
て
な
か
な
か
覚

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
丸
と
棗
が
基
本
で
、ほ
と
ん

ど
使
わ
な
い
ひ
ょ
う
た
ん
型
と
か
も
あ
り
ま

す
。
特
色
の
あ
る
提
灯
は
文
献
な
ど
を
調
べ

な
が
ら
作
っ
て
い
ま
す
」。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ

の
形
に
合
わ
せ
て
、木
型
を
設
計
し
ま
す
。
そ

の
木
型
に
沿
っ
て
竹
ひ
ご
を
螺
旋
状
に
巻
い

て
形
を
作
り
、今
度
は
竹
ひ
ご
を
繋
ぐ
よ
う
に
、

縦
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
、し
っ
か
り
と
固
定
し

ま
す
。そ
し
て
竹
ひ
ご
に
刷
毛
で
糊
を
伸
ば
し
、

美
濃
和
紙
を
一
枚
ず
つ
貼
り
合
わ
せ
ま
す
。

乾
い
て
か
ら
折
り
畳
む
部
分
を
ヘ
ラ
で
１
か

所
ず
つ
押
し
て
印
を
つ
け
、油
を
塗
っ
て
仕
上

げ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
か
つ
て
は
分
担

し
て
い
ま
し
た
が
、今
は
富
子
夫
人
と
二
人
で

全
工
程
を
担
っ
て
い
ま
す
。

大
き
い
団
は
奉
曳
す
る
車
も
大
き
い
。
そ
う

な
る
と
飾
る
提
灯
が
２
段
に
な
っ
た
り
ね
」。

　
工
房
に
あ
っ
た
セ
ピ
ア
色
の
ア
ル
バ
ム
を

見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
提
灯
が
多
彩
に
町

を
飾
っ
て
い
た
昭
和
の
輝
き
を
知
る
貴
重
な

資
料
で
す
。
昭
和
５（
１
９
３
０
）年
の「
神
都

博
覧
会
」に
は
数
千
個
の
注
文
に
対
応
し
、従

業
員
も
30
人
ほ
ど
い
た
よ
う
で
す
。
選
挙
事
務

所
前
に
も
提
灯
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。「
規
程

の
サ
イ
ズ
は
直
径
45
セ
ン
チ
、長
さ
85
セ
ン
チ

だ
っ
た
の
で
す
が
、そ
れ
だ
と
不
格
好
で
す
も

ん
で
、少
し
小
さ
く
作
っ
て
い
ま
し
た
ね
」と
、

岩
田
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
提
灯
は
日
本
人
の
暮
ら
し
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
し
た
。
飲
食
店
の
看
板
に
な

る
赤
い
提
灯
に
は
情
緒
が
漂
い
ま
す
。「
使
う

と
こ
ろ
も
減
っ
て
き
て
ま
す
け
ど
ね
、雰
囲
気

が
い
い
で
し
ょ
」と
、に
こ
や
か
に
語
る
岩
田

さ
ん
。
温
か
み
の
あ
る
提
灯
は
、伝
統
的
な
日

本
建
築
に
よ
く
似
合
い
ま
す
。

　
提
灯
の
文
字
や
紋
様
は
す
べ
て
岩
田
さ
ん

に
よ
る
も
の
で
す
。
楷
書
や
行
書
、隷
書
、勘

亭
流
な
ど
、い
ろ
ん
な
書
体
や
絵
柄
を
描
き
分

け
、さ
ま
ざ
ま
な
注
文
に
応
じ
て
き
ま
し
た
。

「
字
が
大
事
や
も
ん
で
、戻
っ
て
か
ら
習
い
に
行

き
ま
し
た
よ
。す
ぐ
使
い
物
に
な
る
わ
け
じ
ゃ

な
く
、趣
味
と
違
い
ま
す
で
必
死
で
し
た
ね
」

と
、独
学
で
学
ん
だ
書
体
も
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
昔
は
各
家
に
家
紋
入
り
の
提
灯
を
備
え
、

初
節
句
や
客
の
見
送
り
な
ど
何
か
に
つ
け
て

提
灯
の
出
番
が
あ
り
ま
し
た
。
家
紋
に
は
複

雑
な
図
柄
も
あ
り
、岩
田
さ
ん
が
自
作
す
る
型

紙
の
種
類
も
増
え
て
き
ま
し
た
。「
注
文
が
多

く
な
る
の
は
遷
宮
の
と
き
で
す
。
御
木
曳
や

御
白
石
持
で
各
団
そ
れ
ぞ
れ
に
提
灯
が
あ
り
、

7

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

写真提供 : 伊勢文化舎

※

「
岩
田
提
灯
店
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

２
８ ‒ 

３
０
４
１

お
問
い
合
わ
せ

伊
勢
の
提
灯

【
伊
勢
市
船
江
】

祭
り
に
店
舗
、各
家
の
シ
ン
ボ
ル
に
も
な
る
照
明
器
具

木型に巻いた竹ひごに、糸をかけて固定。提灯の強度も増す。「神都博覧会」の提灯作り

家紋の伊勢型紙は300種ほど

竹ひごの継ぎ目が短く、丁寧。

折り畳む部分をヘラで押す。

岩田 茂男さん 祭りの出番を待つ提灯。

せ
ん
ぐ
う

は

け

お

ひ
き

お
し
ら
い
し
も
ち

き

ほ
う
え
い

し
ん
と

な
つ
め



の「
市
木
木
綿
」が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
で
は
唯
一
の
織
元
と
な
っ
た
向
井 

浩
高

さ
ん
が
、自
動
織
機
に
不
具
合
が
な
い
か
を
見

て
回
り
ま
す
。
１
０
０
年
の
時
を
経
た
機
械

の
部
品
は
手
に
入
り
に
く
く
、修
理
も
自
身
の

手
で
。
要
の
ベ
ル
ト
が
軋
み
出
す
と
微
妙
な

10

　
七
里
御
浜
沿
い
の
の
ど
か
な
集
落
に
あ
る

工
場
で
、ベ
ル
ト
式
の
モ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
動

く
機
織
り
が
、カ
ッ
シ
ャ
ン
、カ
ッ
シ
ャ
ン
と

音
を
響
か
せ
ま
す
。
こ
れ
は
経
糸
に
緯
糸
を

打
ち
込
む
筬
が
左
右
に
飛
ぶ
音
。
リ
ズ
ミ
カ

ル
な
織
音
を
鳴
ら
し
続
け
、懐
か
し
い
手
触
り

調
節
を
施
し
ま

す
。「
調
子
よ

く
動
い
て
く
れ

る
と
い
い
の
で

す
が
、機
械
を

直
し
て
１
日
つ
ぶ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」と

向
井
さ
ん
。
機
械
と
い
え
ど
も
織
る
速
度
は

手
織
り
の
４
倍
程
度
。
そ
の
た
め
手
作
業
に

近
い
柔
ら
か
な
風
合
い
が
残
り
、丈
夫
で
通
気

性
の
よ
い
木
綿
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

　
向
井
さ
ん
は
熊
野
市
木
本
町
に
あ
る「
向
井

ふ
と
ん
店
」の
３
代
目
。
店
舗
に
は「
市
木
木

綿
」の
布
団
を
は
じ
め
、
名
刺
入
れ
や
ブ
ッ
ク

カ
バ
ー
、ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
、使

い
勝
手
の
よ
い
ア
イ
テ
ム
が
並
ん
で
い
ま
す
。

赤
や
青
、黄
色
と
カ
ラ
フ
ル
な
縞
柄
も
特
徴
で
、

う
た
た
寝
用
の
小
ぶ
り
な
布
団
は
、粋
な
模
様

が
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
家
に
も
ぴ
っ
た
り
で
す
。

　
最
初
は
布
団
を
作
る
た
め
の
生
地
を
、友
人

の
父
親
が
営
む
大
畑
織
物
工
場
か
ら
分
け
て

も
ら
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
が
、大
畑
さ
ん

が
高
齢
の
た
め
止
め
る
こ
と
と
な
り
、「
市
木

木
綿
」の
伝
統
が
消
え
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た

い
な
い
と
、向
井
さ
ん
が
工
場
の
利
用
を
申
し

出
た
こ
と
が
織
元
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
で
す
。

　
み
か
ん
畑
が
広
が
る
御
浜
町
で
、海
岸
近
く

に
山
が
迫
る
市
木
地
区
は
、昔
か
ら
高
潮
の
被

害
に
悩
ま
さ
れ
、田
畑
の
耕
作
に
向
か
な
い
寒

村
そ
の
も
の
で
し
た
。
明
治
時
代
中
頃
に
、村

人
た
ち
に
仕
事
を
与
え
た
い
と
大
久
保 

万
太

郎
と
い
う
人
物
が
大
和
地
方
か
ら
機
織
り
の

技
術
を
取
り
入
れ
、藍
の
栽
培
を
始
め
ま
す
。

村
の
生
き
残
り
を
か
け
、何
度
も
実
験
を
重
ね

て
、ご
当
地
木
綿
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
も
ん
ぺ
な
ど
の
作
業
着
と
し
て
人
気
を
集

め
、大
和
や
吉
野
へ
も
出
荷
。
最
盛
期
に
は
村

中
の
人
が
携
わ
る
産
業
に
成
長
し
ま
し
た
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
力
織
機
が
供
出
さ
れ
、戦

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
染
め
を
引
き
受
け

て
く
れ
る
工
房
を
よ
う
や
く
京
都
で
見
付
け

ま
し
た
。

　
工
程
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、単
糸
を
糊
付
け

し
て
か
ら
作
業
を
し
ま
す
が
、洗
う
ほ
ど
に
滑

ら
か
な
肌
触
り
と
な
り「
も
ん
ぺ
に
は
こ
れ
が

一
番
」と
は
き
続
け
る
地
元
の
人
も
い
ま
す
。

「
明
治
の
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
ら
に
恥
じ

ん
よ
う
、仕
事
せ
な
あ
か
ん
ね
」。
の
ど
か
な

御
浜
の
集
落
で
、唯
一
の
織
元
は
お
ご
る
こ
と

な
く
、ひ
た
す
ら
に「
市
木
木
綿
」の
歴
史
を
重

ね
て
い
ま
す
。

後
古
い
機
械
を
購
入
し
て
数
軒
が
再
開
す
る

も
、高
度
経
済
成
長
な
ど
の
影
響
で
木
綿
の
需

要
が
減
少
し
ま
す
。
大
正
時
代
に
36
軒
あ
っ

た
工
場
は
、昭
和
末
期
に
は
た
っ
た
の
２
軒
。

そ
の
う
ち
の
一
軒
が
大
畑
織
物
工
場
で
し
た
。

　
「
天
気
に
よ
っ
て
筬
の
滑
り
具
合
は
違
う
し
、

勘
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
」と
気
温
や

湿
度
に
気
を
揉
み
な
が
ら
、向
井
さ
ん
が
織
り

は
じ
め
て
十
数
年
が
経
ち
ま
し
た
。「
市
木
木

綿
」は
、撚
り
を
か
け
な
い
単
糸
を
使
う
た
め
、

「
か
せ
」と
呼
ぶ
輪
に
し
た
状
態
で
糸
を
染
め

ま
す
が
、手
間
の
掛
か
る「
か
せ
染
め
」を
す
る

所
が
全
国
的
に
少
な
く
、染
色
を
頼
ん
で
い
た

工
場
が
廃
業
と
な
っ
て
焦
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
肌
に
な
じ
む「
市
木
木
綿
」は
単
糸
で

9

「
向
井
ふ
と
ん
店
」（
日
・
月
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

８
５ ‒ 

２
４
３
２

お
問
い
合
わ
せ

市
木
木
綿

優
し
い
肌
触
り
と
先
人
の
努
力
を
日
用
の
品
々
に
託
し
て

経糸と緯糸の組み合わせにより柄は幾通りにも。

洒落た縞模様の枕や座布団

かつて行商に使われていた行李

経糸、緯糸のボビンに巻く機械

柄に合わせて経糸のボビンを並べる。

鮮やかな色使いがアクセント 向井 浩高さん

【
御
浜
町
下
市
木
】

た
て

よ
こ

き
し

よ

た
ん
し

お
さ

し
ょっ
き

し
ょっ
き

り
き

お
り
ね



12

そ
の
用
途
と
し
て
、明
治
以
降
は
寺
社
の
行
事

や
花
火
用
と
し
て
需
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
映
画
や
テ
レ
ビ
の
撮
影
で
、火
縄
銃
を
空
砲

で
発
射
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、そ
う
い
っ

た
舞
台
演
出
と
し
て
の
使
い
道
も
存
在
し
、

N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ「
麒
麟
が
く
る
」で
は
、

　
時
代
劇
に
は
戦
の
た
め
の
武
器
が
さ
ま
ざ

ま
に
登
場
し
ま
す
が
、中
で
も
戦
国
時
代
を
描

い
た
も
の
に
火
縄
銃
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
銃
を
発
砲
す
る
た
め
、火
薬
に
引
火

さ
せ
る
道
具
が
火
縄
で
す
。
一
定
の
時
間
継

続
し
て
火
を
安
全
に
携
帯
し
、江
戸
期
ま
で
は

主
人
公・明
智 

光
秀
が
魅
了
さ
れ
た
火
縄
銃

に
、名
張
市
の「
上
小
波
田
火
縄
保
存
会
」の

「
火
縄
」が
使
わ
れ
ま
し
た
。

　
田
園
風
景
の
広
が
る
上
小
波
田
地
区
で
は
、

寛
文
11（
１
６
７
１
）年
か
ら「
火
縄
」作
り
が

始
ま
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、集
中
豪
雨
に
よ

り
池
が
決
壊
し
た
上
小
波
田
に
、伊
賀
国
を
治

め
る
藤
堂
藩
が「
火
縄
」を
作
っ
て
収
入
を
得

る
よ
う
奨
励
し
た
と
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
そ
う
や
っ
て

藤
堂
藩
の
保
護
下
で
生

産
さ
れ
、水
路
を
防
衛
す

る
鉄
砲
隊
の
た
め
に
１

０
０
丁
分
の「
火
縄
」が

発
注
さ
れ
た
こ
と
も
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

　
「
上
小
波
田
火
縄
保
存

会
」は
京
都
の
八
坂
神
社

へ
年
越
し
行
事
の「
を
け

ら
詣
り
」に
合
わ
せ
て
、

毎
年「
火
縄
」を
奉
納
し

て
い
ま
す
。「
多
い
時
に

は
７
６
０
０
本
を
納
め

た
こ
と
も
あ
り
、

参
拝
者
は
灯
籠

の
火
を『
火
縄
』

に
移
し
て
持
ち

帰
り
、
正
月
の

煮
炊
き
物
の
種
火
に
し
、残
っ
た
縄
は
台
所
に

飾
っ
て
火
伏
せ
の
お
守
り
に
し
て
い
る
よ
う

で
す
」と
同
会
会
長
の
岩
嵜 

義
孝
さ
ん
。

　
火
縄
は
木
綿
か
ら
作
る
も
の
が
多
い
の
で

す
が
、上
小
波
田
で
は
薄
く
削
っ
た
真
竹
か
ら

作
ら
れ
て
い
て
、10
セ
ン
チ
で
１
時
間
も
火
持

ち
す
る
ほ
ど
品
質
が
高
い
も
の
。
竹
製
の
火

縄
に
は
油
分
が
含
ま
れ
て
い
て
、水
を
か
け
な

い
限
り
火
が
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
明
治
初
期
に
は
、農
閑
期
の
副
業
と
し
て
地

区
の
ほ
と
ん
ど
の
農
家
が「
火
縄
」作
り
に
従

事
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、後
継
者
不
足
で
半

減
し
、平
成
28（
２
０
１
６
）年
に
は〝
最
後
の

職
人
〞と
言
わ
れ
た
岩
嵜
さ
ん
の
親
類
一
人
だ

け
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
復
活
の
転
機

に
な
っ
た
の
が
、そ
の
年
に
行
わ
れ
た「
隠
街

道
市
」。
名
張
市
か
ら
の
依
頼
で「
火
縄
」作
り

を
実
演
す
る
と
、そ
の
技
術
に
来
場
者
か
ら
大

よ
う
乾
燥
さ
せ
て
か
ら

保
管
し
ま
す
。
保
存
会

が
で
き
て
以
降
、新
た
な

注
文
も
増
え
、名
張
市
新

田
の
美
波
多
神
社
で
は

「
火
縄
」を
使
っ
た
新
し

い
お
守
り
の
頒
布
も
始
ま
り
ま
し
た
。

　
寒
い
時
期
に
行
う
火
縄
作
り
は
根
気
の
い

る
作
業
で
す
。「
後
継
者
不
足
の
問
題
は
あ
り

ま
す
が
、地
域
の
伝
統
産
業
を
ど
う
に
か
継
承

し
て
い
き
た
い
」と
、道
具
の
ナ
タ
を
手
入
れ

す
る
岩
嵜
さ
ん
。
歴
史
と
技
術
を
次
の
世
代

に
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
３
０
０
年
以
上

続
く
伝
統
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
、保
存

会
が
発
足
。
現
在
は
30
代
か
ら
70
代
ま
で
６

人
の
メ
ン
バ
ー
が
冬
に
な
る
と
岩
嵜
さ
ん
宅

の
作
業
場
に
集
ま
っ
て「
火
縄
」を
作
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
ず
は
ナ
タ
で
竹
を
削
っ
て「
か
く
」作
業

で
す
。
真
竹
の
緑
の
皮
を
剥
ぎ
、白
い
肉
質
部

を
削
っ
て
繊
維
状
に
し
ま
す
が
、幅
も
厚
み
も

均
一
に
削
る
に
は
熟
練
の
技
を
要
し
ま
す
。

次
に「
な
う
」作
業
で
す
。
削
っ
た
皮
を
よ
り

合
わ
せ
て
長
く
繋
げ
て
い
き
、１
本
を
3.3
メ
ー

ト
ル
の
縄
に
仕
上
げ
ま
す
。
冬
で
も
汗
だ
く

に
な
る
ほ
ど
の
力
作
業
で
、１
人
が
１
日
に
作

れ
る
の
は
10
本
ほ
ど
。
美
し
い
仕
上
が
り
に

整
え
て
、よ
り
を
均
一
に
し
、カ
ビ
が
出
な
い

11

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

※

「
上
小
波
田
火
縄
保
存
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
５ ‒ 

３
１
３
２

お
問
い
合
わ
せ

火
縄

青
竹
で
作
る
品
質
の
よ
さ
で
各
地
か
ら
注
文
が
入
る

削った真竹の皮を、一定の太さでより合わせる。

京都の八坂神社へ奉納。保存会は2018年に結成された。美波多神社の「火除守」燃焼時間の長い真竹の火縄

使い込まれた道具類

熟練の技術で竹を削る。

岩嵜 義孝さん

【
名
張
市
上
小
波
田
】

か
み
お

ば

た

な
ば
り

み

い
わ

ひ

ぶ

さ
き

は

た

写真提供 : 名張市



1314

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

と
伝
わ
り
ま
す
。
そ
の
後
、４
０
０
年
前
ご
ろ

に
現
在
の
形
式
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
と
て
も
由
緒
が
あ
る
の
で
す
ね
。と
こ
ろ

で
松
明
と
い
え
ば
、木
や
竹
の
棒
の
先
に
布
を

巻
き
付
け
た
も
の
が
一
般
的
で
す
が
…
。

樋
口
…「
屋
奉
松
明
」の
松
明
は
２
種
類
あ
り
、

ど
ち
ら
も
主
に
使
う
の
は
、菜
種
油
用
に
栽
培

し
た
ナ
タ
ネ
を
収
穫
後
に
乾
燥
さ
せ
た
ナ
タ

ネ
殻
で
す
。
こ
の
ナ
タ
ネ
殻
を
フ
ジ
蔓
で
ま

と
め
た
松
明
を「
屋
奉
」と
呼
び
ま
す
。
長
さ

は
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
す
。
そ
し
て
、ナ
タ
ネ

殻
を
常
緑
樹
の
枝
葉
で
包
ん
だ
後
、
簾
状
に

編
ん
だ
42
本
の
竹
で
巻
き
付
け
、フ
ジ
蔓
で
締

め
た
も
の
を「
松
明
」と
呼
び
ま
す
。 
長
さ
4.5

メ
ー
ト
ル
、重
さ
９
０
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、こ
れ
ま
で
は
野
火・夜

―
―
ま
ず
、鴨
神
社
と
神
事
の
歴
史
・
由
来
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

梅
山
…
鴨
神
社
は
、天
平
19（
7
4
7
）年
に
書

か
れ
た『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
財
帳
』

に
記
述
が
あ
る
た
め
、こ
の
時
に
は
当
地
に
鎮

座
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
神
事
は
、

神
社
創
建
時
に
、京
都
上
賀
茂
神
社
か
ら
御
神

体
と
御
神
宝（
神
刀
、弓
、矢
）を
迎
え
た
際
に
、

松
明
に
火
を
た
い
た
様
子
を
表
し
た
も
の
だ

火
と
も
書
き
ま
し
た
が
、江
戸
時
代
後
期
に
書

か
れ
た『
伊
勢
輯
雑
記
』に
も「
屋
奉
松
明
」の

記
述
が
あ
り
、氏
子
の
各
屋（
家
）か
ら
奉
納
す

る
の
だ
か
ら「
屋
奉
」と
し
ま
し
た
。

―
―
材
料
も
作
り
方
も
独
特
で
す
ね
。
先
ほ
ど
焦

げ
跡
が
残
る
鳥
居
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、神
事
当

日
は
、あ
の
鳥
居
が
炎
に
包
ま
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

樋
口
…
そ
う
で
す
。
鴨
神
社
の
鳥
居
は
焦
げ

て
い
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
当
日
は
、朝

か
ら
例
祭
が
斎
行
さ
れ
、「
浦
安
の
舞
」も
行
わ

れ
ま
す
。 

午
後
６
時
に
仕
丁
と
呼
ば
れ
る
人

が
、御
神
宝
を
保
管
す
る
家
へ
赴
き「
神
宝
渡

御
の
請
願
」を
し
ま
す
。
つ
ま
り
、例
祭
に
必

要
な
宝
物
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
す

る
の
で
す
。
仕
丁
が
出
発
す
る
と
、境
内
で
は

「
屋
奉
」に
火
を
点
け
て
氏
子
た
ち
が
振
り
回

び
、炎
が
鳥
居
を
焦
が
す
ほ
ど
に
な
っ
た
ら
、

い
っ
た
ん
土
俵
に
戻
し
、再
び
鳥
居
の
下
へ
と

い
う
動
作
を
３
回
繰
り
返
す
と
、「
松
明
」の
大

き
さ
は
半
分
程
度
に
な
り
ま
す
が
、そ
れ
で
も

炎
の
勢
い
は
す
さ
ま
じ
い
で
す
よ
。

樋
口
…
２
つ
の「
松
明
」は
、実
は
雌
雄
を
表
現

し
て
い
ま
す
。
２
つ
を
重
ね
あ
わ
せ
て
終
了

で
す
が
、最
後
に
25
歳
の
厄
年
の
青
年
4
人
に

よ
り「
烏
追
い
」「
飛
角
力
」が
行
わ
れ
ま
す
。

―
―
お
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
熱
気
が
伝

わ
り
ま
す
が
、準
備
が
大
変
そ
う
で
す
。

樋
口
…「
松
明
」は
例
祭
の
１
週
間
ほ
ど
前
に
、

雌
雄
そ
れ
ぞ
れ
10
数
人
で
組
み
立
て
ま
す
。

こ
れ
は
こ
れ
で
重
労
働
で
す
が
、大
変
な
の
は

す「
屋
奉
振
り
」が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は

露
払
い
、邪
気
払
い
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、仕
丁
は
７
回
も
赴
き
ま
す
が
、行
く
た

び
に
断
ら
れ
ま
す
。 

８
回
目
に
は
宮
司
、氏
子

総
代
と
区
長
な
ど
が
全
員
で
出
か
け
る
た
め
、

よ
う
や
く
神
宝
を
保
管
す
る
家
か
ら
も
出
発

し
て
途
中
で
合
流
す
る
の
で
、こ
れ
を「
七
度

半
の
使
い
」と
称
し
ま
す
。

梅
山
…
御
神
宝
が
到
着
し
た
後
、寝
か
せ
た
状

態
の「
松
明
」に
点
火
し
ま
す
。「
松
明
」は
２

つ
あ
っ
て
、境
内
中
央
の
土
俵
上
で
押
し
た
り
、

持
ち
上
げ
た
り
し
ま
す
が
、こ
れ
を「
蒸
し
あ

う
」と
い
い
ま
す
。
１
つ
の「
松
明
」を
40
人
で

立
て
た
り
倒
し
た
り
し
て
鳥
居
の
下
ま
で
運

いま、グループネット

お問い合わせ
「鴨神社」
いなべ市大安町丹生川上429
TEL 0594-78-0461
TEL 090-3467-0806
　　　 （樋口 平和さん）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

大
安
町
丹
生
川
上
に
鎮
座
す
る
鴨
神
社
で
は
、
長
さ
4.5
メ
ー
ト
ル
も
の「
松
明
」の
炎
が
鳥
居
を
焦

が
す
迫
力
満
点
の
神
事
が
行
わ
れ
ま
す
。〝
天
下
の
奇
祭
〞と
も
称
さ
れ
る「
屋
奉
松
明
」神
事
で
、

い
な
べ
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
３
年
に
１
度
、
10
月
に
行
わ
れ
ま

す
が
、
昨
年
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。「
鴨
神
社 

氏
子
総
代
会
」10
名
と
自
治
会
長
４
名
で
構
成

す
る
執
行
部
は
、
本
年
の
斎
行
に
向
け
て
着
々
と
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

屋
奉
松
明
の
鴨
神
社 

鴨
神
社 

氏
子
総
代
会

に
ゅ
う

ひ
ょ
う
じ

ひ
ら

だ
い
あ
ん
じ

が
ら
ん
え
ん
ぎ

る
き

ち
ん

か
み
が
も
じ
ん
じ
ゃ

が
ら

ヅ
ル

い

せ

き

し
ゅ
う
ざ
っ

し

し
ん

し
ち

は
ん

と
び

り
ん
ば
ん

お

か
ら
す

ず
も
う

ど

ぽ
う
と

ぎ
ょ

て
い

す
だ
れ

ざ

し
ざ
い
ち
ょ
う

な
ら
び
に か

ず

が
わ
か
み

さ
い
こ
う

今
回
は
鴨
神
社
に
お
邪
魔
し
て
、宮
司
の
梅

山 

兵
治
さ
ん
と
、「
鴨
神
社 

氏
子
総
代
会
」氏

子
総
代
責
任
役
員
の
樋
口 

平
和
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。
お
二
人
か
ら
は
、昨
年
や
む

な
く
中
止
と
な
っ
た「
屋
奉
松
明
」神
事
を〝
今

年
こ
そ
は
〞と
い
う
想
い
が
伝
わ
り
ま
し
た
。

梅山 兵治さん（左側）と
樋口 平和さん

材
料
調
達
で
す
。
今
は
ナ
タ
ネ
を
栽
培
す
る

農
家
は
な
く
、自
治
会
が「
屋
奉
松
明
」の
た
め

に
輪
番
で
栽
培
し
て
い
ま
す
。
竹
や
常
緑
樹

の
枝
葉
、フ
ジ
蔓
な
ど
の
確
保
と
刈
り
取
り
作

業
な
ど
も
大
変
で
す
。
実
は
、以
前
は
毎
年

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、３
年
に
１
度
に
な
っ
た

の
に
は
、材
料
調
達
の
問
題
も
大
き
く
関
係
し

て
い
る
の
で
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
屋
奉
松

明
」神
事
が
、氏
子
総
代
会
は
じ
め
関
係
者
の
皆

さ
ん
の
尽
力
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
ま
し
た
。
な
お
、神
事
が
本
年
行

わ
れ
る
場
合
は
、10
月
16
日（
土
）の
予
定
で
す
。

焦げ跡が残る鴨神社の鳥居

いなべ総合学園美術部・書道部の生徒たち
が描いた絵や文字に彩られた提灯館収納庫

※

か
も

や

ほ

「屋奉振り」の様子

※「神宝渡御の行列」

※夜空をも焦がす勢いの「松明」の炎
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所
橋

「
山
の
神
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「
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ど
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」

「
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道
は
右
へ
の
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー
ブ
。
カ
ー
ブ
の

途
中
に
あ
る
車
止
め
か
ら
は
歩
行
者
だ
け
の

道
と
な
り
ま
す
。
左
に
右
に
と
大
き
く
曲
が

る
坂
道
を
上
が
っ
て
い
く
と
、4
つ
め
の
カ
ー

ブ
付
近
に
2
基
の
巨
大
な
水
道
タ
ン
ク
が
あ

り
ま
す
。
振
り
返
る
と
、宮
川
の
両
側
に
田
園

地
帯
が
広
が
り
、遥
か
向
こ
う
に
度
会
の
山
並

が
続
い
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
坂
を
登
る
と「
つ
ど
い
の
広
場
」

と
い
う
最
初
の
休
憩
ポ
イ
ン
ト
に
出
ま
す
。

こ
こ
に
は「
ロ
マ
ン
の
森
」の
案
内
図
と
、「
三

　
バ
ス
停「
大
倉
う
ぐ
い
す
台
」は
、外
宮
前
の

賑
わ
い
を
離
れ
て
す
ぐ
の
宮
川
右
岸
に
あ
り

ま
す
。
バ
ス
停
か
ら
、
伊
勢
南
島
線（
県
道
22

号
）を
宮
川
の
土
手
を
左
に
見
な
が
ら
少
し
進

む
と
万
所
橋
東
の
信
号
に
。
こ
こ
を
右
折
す

る
と
、
前
方
に
三
郷
山
の
緑
が
見
え
ま
す
。緩

や
か
な
坂
道
を
登
っ
て
い
く
と
、
左
手
に「
ロ

マ
ン
の
森 

伊
勢
三
郷
山
登
り
口
」の
看
板
が
。

い
よ
い
よ
山
に
入
り
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
は
幅
の
広
い
舗
装
路
で
、15
台
分

の
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
過
ぎ
る
と

郷
山
記
念
碑
」と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
あ
り
、石

碑
に
よ
る
と
こ
の
場
所
は
、
江
戸
時
代
に
は

〝
上
三
郷
〞と
呼
ば
れ
る
地
域
の
所
有
で
、
明

治
時
代
に
浦
口
町
が
買
収
し
、
荒
廃
や
乱
開

発
を
避
け
る
た
め
環
境
保
全
整
備
事
業
の
採

択
を
受
け
、
市
民
に
開
放
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。
伊
勢
市
役
所
で
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、

県
の
事
業
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
が
昭
和
54

（
1
9
7
9
）年
で
、
現
在
も
浦
口
町
の
町
有

林
と
の
こ
と
で
し
た
。
故
郷
の
山
を
美
し
い

自
然
の
ま
ま
に
残
し
た
い
と
い
う
地
元
の

人
々
の
思
い
が
重
な
っ
て
、
こ
の
山
が
豊
か

な
緑
と
と
も
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ト
を
進
み
ま
す
。

　
少
し
進
む
と
木
陰
に
小
さ
な
祠
が
―
。
鳥

居
越
し
に
山
の
神
に
手
を
合
わ
せ
さ
ら
に
歩

い
て
行
く
と
、
実
の
成
る
木
が
た
く
さ
ん
植

え
ら
れ
た「
野
鳥
の
森
」。
小
鳥
の
鳴
き
声
も

ひ
と
き
わ
賑
や
か
に
聞
こ
え
ま
す
。
ま
た
少

し
登
る
と「
こ
か
げ
の
広
場
」。
こ
こ
も
東
屋

の
あ
る
休
憩
ポ
イ
ン
ト
で
、
こ
の
辺
り
か
ら

道
幅
が
少
し
狭
く
な
り
ま
す
。

　
案
内
図
で
散
策
ル
ー
ト
を
頭
に
入
れ
、
こ

の
森
に
込
め
ら
れ
た
多
く
の
人
の
思
い
を
感

じ
と
っ
た
と
こ
ろ
で
、再
び
コ
ー
ス
へ
。
少
し

歩
く
と
石
段
が
あ
り「
い
こ
い
の
広
場
」の
看

板
が
。
石
段
の
上
は
芝
生
の
広
場
に
な
っ
て

い
て
、
東
屋
や
お
手
洗
い
な
ど
も
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
い
こ
い
の
広
場
」を
過
ぎ
て
す
ぐ
に
道
は

二
つ
に
分
岐
。
右
側
の
稜
線
を
行
く
道
が
メ

イ
ン
ル
ー
ト
の
舗
装
路
で
、左
に
向
か
う
と

「
中
腹
散
策
コ
ー
ス
」。
往
路
は
メ
イ
ン
ル
ー
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上
り
下
り
を
く
り
返
し
な
が
ら
歩
い
て
い

く
と
四
角
い
印
の
刻
ま
れ
た
石
が
あ
り
、「
方

角
石
」と
書
か
れ
て
ま
す
。
三
郷
山
の
頂
上
は

こ
の
辺
り
に
な
り
ま
す
。

　
石
か
ら
す
ぐ
に「
ふ
れ
あ
い
の
広
場
」に
出

ま
す
。
こ
こ
に
は
木
製
の
展
望
台
が
あ
り
、

す
ば
ら
し
い
見
晴
ら
し
に
思
わ
ず
歓
声
が
上

が
り
ま
す
。 

眼
下
に
伊
勢
の
市
街
地
が
広
が

り
、
宮
川
が
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
伊
勢
湾

に
流
れ
込
む
の
が
見
え
、
天
候
が
良
け
れ
ば
、

伊
勢
湾
の
向
こ
う
に
知
多
半
島
や
伊
良
湖
岬
、

所
に
石
段
が
あ
り
、
こ
れ
を
下
り
る
と
舗
装

の
な
い「
中
腹
散
策
コ
ー
ス
」。
尾
根
の
道
よ

り
も
さ
ら
に
深
い
木
々
の
中
を
進
み
ま
す
。

か
な
り
急
な
斜
面
の
中
を
通
る
、
く
ね
く
ね

と
曲
が
っ
た
道
な
の
で
注
意
が
必
要
で
す
が
、

滴
る
よ
う
な
緑
の
中
の
小
径
は
ま
さ
に
癒
や

し
の
森
。
森
林
浴
の
効
果
抜
群
で
す
。

　
標
識
に
従
っ
て
進
み
、
石
段
を
上
る
と「
子

供
の
丘
」。
丘
を
下
り
て
元
の
道
に
戻
り
、再

び
石
段
を
上
る
と「
学
校
の
森
」に
出
ま
す
。

こ
こ
に
あ
る
藤
棚
や
ソ
テ
ツ
な
ど
の
木
々
は
、伊

勢
市
内
の
小・中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
植
え

た
と
の
こ
と
。「
若
人
の
広
場
」へ
は
、そ
こ
か

ら
さ
ら
に
石
段
を
上
が
り
ま
す
。 

下
か
ら
は

遠
く
鈴
鹿
山
脈
や
養
老
山
地
の
山
並
も
見
え

る
で
し
ょ
う
。
広
々
と
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な

い
光
景
に
心
が
解
放
さ
れ
る
よ
う
で
す
。「
伊

勢
神
宮
奉
納
全
国
花
火
大
会
」の
打
ち
上
げ
場

所
も
近
く
、
地
元
で
は
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
先
に
進
め
ば
、
逆
方
向
の
朝
熊
ヶ

岳
方
面
の
風
景
が
見
え
る
展
望
台
が
あ
り
、

周
遊
す
る
ル
ー
ト
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は

こ
こ
で
引
き
返
し
、「
子
供
の
丘
」「
学
校
の
森
」

「
若
人
の
広
場
」を
め
ざ
し
ま
す
。

　
「
ふ
れ
あ
い
の
広
場
」か
ら
3
分
く
ら
い
の

真
っ
す
ぐ
な
石
段
が
見
え
る
だ
け
で
す
が
、

上
が
っ
て
み
る
と
斜
め
右
方
向
に
上
が
る
石

段
が
あ
り
、
踊
り
場
を
経
て
さ
ら
に
も
う
一

つ
石
段
が
続
き
ま
す
。三
層
に
な
っ
た
石
段
を

上
り
切
っ
て「
若
人
の
広
場
」に
た
ど
り
着
け

ば
、脚
力
は
若
人
だ
と
証
明
さ
れ
た
気
分
に
な

れ
る
で
し
ょ
う
。

　
石
段
を
下
り
て
帰
路
。
こ
の
後
に
待
っ
て

い
る
の
が
一
番
段
数
の
多
い
石
段
で
す
。
段

差
が
大
き
く
、し
か
も
長
い
の
で
、ゆ
っ
く
り

休
み
な
が
ら
上
り
ま
し
ょ
う
。
上
り
切
れ
ば

「
い
こ
い
の
広
場
」に
出
ま
す
。 

後
は
坂
を
下

り
、ス
タ
ー
ト
地
点
の
バ
ス
停
に
戻
り
ま
す
。

　
紅
葉
の
美
し
い
木
々
を
集
め
た「
秋
の
森
」、

春
先
に
咲
く
木
を
集
め
た「
早
春
の
森
」と
呼

ば
れ
る
エ
リ
ア
も
あ
り
、
草
花
も
彩
り
豊
か

で
す
。
十
分
に
時
間
を
と
っ
て
、
風
景
も
、

植
物
や
鳥
の
声
な
ど
も
楽
し
み
な
が
ら
歩
く

の
が
お
勧
め
で
す
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

□

伊
勢
市

ロマ
ン
の
森 
伊
勢
三
郷
山

緑
滴
る
小
径
か
ら
絶
景
の
展
望
台
へ
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バス停「大倉うぐいす台」

　
今
回
の
コ
ー
ス
は
、伊
勢
市
の「
ロマ
ン
の
森 

伊
勢

三
郷
山
」で
す
。
宮
川
沿
い
の
バ
ス
停
を
ス
タ
ー
ト

し
、山
頂
近
く
の
展
望
台
ま
で
上
り
、中
腹
の
道
を

周
遊
し
て
戻
り
ま
す
。

　
三
郷
山
は
標
高
1
4
2.
3
メ
ー
ト
ル
と
い
う
小

さ
な
山
で
す
が
、ゆ
た
か
な
緑
の
間
を
行
く
小
径
は

歩
き
や
す
く
整
備
さ
れ
、起
伏
に
富
ん
だ
複
雑
な

地
形
を
活
か
し
て
い
く
つ
か
の
休
憩
ポ
イ
ン
ト
が
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、山
頂
近
く
の
展
望
台
か
ら

見
る
風
景
は
、伊
勢
の
ま
ち
を
眼
下
に
、伊
勢
湾
を

越
え
て
知
多
半
島
や
伊
良
湖
岬
に
ま
で
お
よ
ぶ
大

パ
ノ
ラ
マ
。
昭
和
61（
1
9
8
6
）年
に
林
野
庁
な

ど
が
選
定
し
た「
森
林
浴
の
森
日
本
1
0
0
選
」に

も
選
ば
れ
、市
民
の
憩
い
の
森
と
なって
い
ま
す
。

　
緑
陰
を
抜
け
る
風
の
中
、多
彩
な
植
物
が
織
り

な
す
近
景
と
、時
折
広
が
る
遠
景
を
楽
し
み
な
が
ら

歩
き
ま
す
。
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に
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行
者
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の
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に
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に
と
大
き
く
曲
が

る
坂
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が
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て
い
く
と
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の
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近
に
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の
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な
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タ
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が
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に
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園

地
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り
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向
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に
度
会
の
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が
見
え
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す
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坂
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つ
ど
い
の
広
場
」

と
い
う
最
初
の
休
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ポ
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ト
に
出
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こ
に
は「
ロ
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ン
の
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」の
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内
図
と
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う
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す
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の
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を
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の
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に
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が
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進

む
と
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所
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に
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折
す

る
と
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前
方
に
三
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の
緑
が
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え
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す
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な
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て
い
く
と
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く
は
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舗
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分

の
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車
場
が
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す
。
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過
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と

郷
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記
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彫
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れ
た
石
碑
が
あ
り
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に
よ
る
と
こ
の
場
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は
、
江
戸
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代
に
は
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有
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や
乱
開
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け
る
た
め
環
境
保
全
整
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業
の
採

択
を
受
け
、
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に
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さ
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そ
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で
す
。
伊
勢
市
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所
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う
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が
っ
た
と
こ
ろ
、

県
の
事
業
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
が
昭
和
54
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1
9
7
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）年
で
、
現
在
も
浦
口
町
の
町
有

林
と
の
こ
と
で
し
た
。
故
郷
の
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を
美
し
い

自
然
の
ま
ま
に
残
し
た
い
と
い
う
地
元
の

人
々
の
思
い
が
重
な
っ
て
、
こ
の
山
が
豊
か

な
緑
と
と
も
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ト
を
進
み
ま
す
。

　
少
し
進
む
と
木
陰
に
小
さ
な
祠
が
―
。
鳥

居
越
し
に
山
の
神
に
手
を
合
わ
せ
さ
ら
に
歩

い
て
行
く
と
、
実
の
成
る
木
が
た
く
さ
ん
植

え
ら
れ
た「
野
鳥
の
森
」。
小
鳥
の
鳴
き
声
も

ひ
と
き
わ
賑
や
か
に
聞
こ
え
ま
す
。
ま
た
少

し
登
る
と「
こ
か
げ
の
広
場
」。
こ
こ
も
東
屋

の
あ
る
休
憩
ポ
イ
ン
ト
で
、
こ
の
辺
り
か
ら

道
幅
が
少
し
狭
く
な
り
ま
す
。

　
案
内
図
で
散
策
ル
ー
ト
を
頭
に
入
れ
、
こ

の
森
に
込
め
ら
れ
た
多
く
の
人
の
思
い
を
感

じ
と
っ
た
と
こ
ろ
で
、再
び
コ
ー
ス
へ
。
少
し

歩
く
と
石
段
が
あ
り「
い
こ
い
の
広
場
」の
看

板
が
。
石
段
の
上
は
芝
生
の
広
場
に
な
っ
て

い
て
、
東
屋
や
お
手
洗
い
な
ど
も
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
い
こ
い
の
広
場
」を
過
ぎ
て
す
ぐ
に
道
は

二
つ
に
分
岐
。
右
側
の
稜
線
を
行
く
道
が
メ

イ
ン
ル
ー
ト
の
舗
装
路
で
、左
に
向
か
う
と

「
中
腹
散
策
コ
ー
ス
」。
往
路
は
メ
イ
ン
ル
ー

1718

　
上
り
下
り
を
く
り
返
し
な
が
ら
歩
い
て
い

く
と
四
角
い
印
の
刻
ま
れ
た
石
が
あ
り
、「
方

角
石
」と
書
か
れ
て
ま
す
。
三
郷
山
の
頂
上
は

こ
の
辺
り
に
な
り
ま
す
。

　
石
か
ら
す
ぐ
に「
ふ
れ
あ
い
の
広
場
」に
出

ま
す
。
こ
こ
に
は
木
製
の
展
望
台
が
あ
り
、

す
ば
ら
し
い
見
晴
ら
し
に
思
わ
ず
歓
声
が
上

が
り
ま
す
。 

眼
下
に
伊
勢
の
市
街
地
が
広
が

り
、
宮
川
が
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
伊
勢
湾

に
流
れ
込
む
の
が
見
え
、
天
候
が
良
け
れ
ば
、

伊
勢
湾
の
向
こ
う
に
知
多
半
島
や
伊
良
湖
岬
、

所
に
石
段
が
あ
り
、
こ
れ
を
下
り
る
と
舗
装

の
な
い「
中
腹
散
策
コ
ー
ス
」。
尾
根
の
道
よ

り
も
さ
ら
に
深
い
木
々
の
中
を
進
み
ま
す
。

か
な
り
急
な
斜
面
の
中
を
通
る
、
く
ね
く
ね

と
曲
が
っ
た
道
な
の
で
注
意
が
必
要
で
す
が
、

滴
る
よ
う
な
緑
の
中
の
小
径
は
ま
さ
に
癒
や

し
の
森
。
森
林
浴
の
効
果
抜
群
で
す
。

　
標
識
に
従
っ
て
進
み
、
石
段
を
上
る
と「
子

供
の
丘
」。
丘
を
下
り
て
元
の
道
に
戻
り
、再

び
石
段
を
上
る
と「
学
校
の
森
」に
出
ま
す
。

こ
こ
に
あ
る
藤
棚
や
ソ
テ
ツ
な
ど
の
木
々
は
、伊

勢
市
内
の
小・中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
植
え

た
と
の
こ
と
。「
若
人
の
広
場
」へ
は
、そ
こ
か

ら
さ
ら
に
石
段
を
上
が
り
ま
す
。 

下
か
ら
は

遠
く
鈴
鹿
山
脈
や
養
老
山
地
の
山
並
も
見
え

る
で
し
ょ
う
。
広
々
と
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な

い
光
景
に
心
が
解
放
さ
れ
る
よ
う
で
す
。「
伊

勢
神
宮
奉
納
全
国
花
火
大
会
」の
打
ち
上
げ
場

所
も
近
く
、
地
元
で
は
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
先
に
進
め
ば
、
逆
方
向
の
朝
熊
ヶ

岳
方
面
の
風
景
が
見
え
る
展
望
台
が
あ
り
、

周
遊
す
る
ル
ー
ト
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は

こ
こ
で
引
き
返
し
、「
子
供
の
丘
」「
学
校
の
森
」

「
若
人
の
広
場
」を
め
ざ
し
ま
す
。

　
「
ふ
れ
あ
い
の
広
場
」か
ら
3
分
く
ら
い
の

真
っ
す
ぐ
な
石
段
が
見
え
る
だ
け
で
す
が
、

上
が
っ
て
み
る
と
斜
め
右
方
向
に
上
が
る
石

段
が
あ
り
、
踊
り
場
を
経
て
さ
ら
に
も
う
一

つ
石
段
が
続
き
ま
す
。三
層
に
な
っ
た
石
段
を

上
り
切
っ
て「
若
人
の
広
場
」に
た
ど
り
着
け

ば
、脚
力
は
若
人
だ
と
証
明
さ
れ
た
気
分
に
な

れ
る
で
し
ょ
う
。

　
石
段
を
下
り
て
帰
路
。
こ
の
後
に
待
っ
て

い
る
の
が
一
番
段
数
の
多
い
石
段
で
す
。
段

差
が
大
き
く
、し
か
も
長
い
の
で
、ゆ
っ
く
り

休
み
な
が
ら
上
り
ま
し
ょ
う
。
上
り
切
れ
ば

「
い
こ
い
の
広
場
」に
出
ま
す
。 

後
は
坂
を
下

り
、ス
タ
ー
ト
地
点
の
バ
ス
停
に
戻
り
ま
す
。

　
紅
葉
の
美
し
い
木
々
を
集
め
た「
秋
の
森
」、

春
先
に
咲
く
木
を
集
め
た「
早
春
の
森
」と
呼

ば
れ
る
エ
リ
ア
も
あ
り
、
草
花
も
彩
り
豊
か

で
す
。
十
分
に
時
間
を
と
っ
て
、
風
景
も
、

植
物
や
鳥
の
声
な
ど
も
楽
し
み
な
が
ら
歩
く

の
が
お
勧
め
で
す
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

□

伊
勢
市

ロマ
ン
の
森 

伊
勢
三
郷
山

緑
滴
る
小
径
か
ら
絶
景
の
展
望
台
へ

START

■ 行程図　所要時間／約2時間40分 ※所要時間は、おおよその目安です。

バス停「大倉うぐいす台」

　
今
回
の
コ
ー
ス
は
、伊
勢
市
の「
ロマ
ン
の
森 

伊
勢

三
郷
山
」で
す
。
宮
川
沿
い
の
バ
ス
停
を
ス
タ
ー
ト

し
、山
頂
近
く
の
展
望
台
ま
で
上
り
、中
腹
の
道
を

周
遊
し
て
戻
り
ま
す
。

　
三
郷
山
は
標
高
1
4
2.
3
メ
ー
ト
ル
と
い
う
小

さ
な
山
で
す
が
、ゆ
た
か
な
緑
の
間
を
行
く
小
径
は

歩
き
や
す
く
整
備
さ
れ
、起
伏
に
富
ん
だ
複
雑
な

地
形
を
活
か
し
て
い
く
つ
か
の
休
憩
ポ
イ
ン
ト
が
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、山
頂
近
く
の
展
望
台
か
ら

見
る
風
景
は
、伊
勢
の
ま
ち
を
眼
下
に
、伊
勢
湾
を

越
え
て
知
多
半
島
や
伊
良
湖
岬
に
ま
で
お
よ
ぶ
大

パ
ノ
ラ
マ
。
昭
和
61（
1
9
8
6
）年
に
林
野
庁
な

ど
が
選
定
し
た「
森
林
浴
の
森
日
本
1
0
0
選
」に

も
選
ば
れ
、市
民
の
憩
い
の
森
と
なって
い
ま
す
。

　
緑
陰
を
抜
け
る
風
の
中
、多
彩
な
植
物
が
織
り

な
す
近
景
と
、時
折
広
が
る
遠
景
を
楽
し
み
な
が
ら

歩
き
ま
す
。

至JR「伊勢市」駅

問
　

伊
勢
市
産
業
観
光
部
農
林
水
産
課
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宮
川
の
畔
か
ら
ス
タ
ー
ト

伊
勢
市
浦
口
町
の
町
有
林

抜
群
の
眺
望
に
歓
声
が
―

め
ざ
せ「
若
人
の
広
場
」

季
節
を
感
じ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り

登り口の看板

水道タンク越しの遠景

「つどいの広場」

「いこいの広場」

「山の神」の祠「こかげの広場」

「方角石」「ふれあいの広場」の展望台

遥かに続く宮川側の眺望

「いこいの広場」へ向かう「中腹散策
コース」の石段

「学校の森」

「子供の丘」

「三郷山記念碑」「三郷山記念碑」

約400ｍ 約650ｍ 約240ｍ

約330ｍ約500ｍ約220ｍ約50ｍ 約1Kｍ約1.7Kｍ

「ロマンの森 伊勢三郷山 登り口]看板 「つどいの広場」 「いこいの広場」

「ふれあいの広場」「子供の丘」「若人の広場」 「学校の森」 「こかげの広場」

さ
ん

ご
う

や
ま

し
た
た

至
度
会
町

バ
ス
停「
大
倉
う
ぐ
い
す
台
」

バ
ス
停「
大
倉
う
ぐ
い
す
台
」

「つどいの広場」
に至る道

「
ロ
マ
ン
の
森 

伊
勢
三
郷
山 

登
り
口
」看
板
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市の木

ヤマトタチバナ

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「市木木綿」（御浜町）

市の花

ハマナデシコ

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
鳥羽市
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＊市・町名の50音順に紹介しています。
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