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を
地
元
の
人
が
発
見
し
、こ
の
場
所
に
建
て
直

し
ま
し
た
。

　
集
落
に
入
り
、海
へ
向
か
っ
て
進
み
ま
す
。

定
期
的
に
野
菜
を
並
べ
る
無
人
市
場
や
レ
ト

ロ
な
銭
湯
跡
な
ど
を
濵
口
さ
ん
に
教
え
て
も

ら
い
歩
い
て
い
る
と
、程
な
く
国
道
３
１
１
号

に
出
ま
す
。
道
路
を
渡
っ
た
先
に
は
三
木
里

海
水
浴
場
の
駐
車
場
が
あ
り
、右
側
の
八
十
川

河
口
付
近
は
船
溜
ま
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
尾
鷲
市
南
部
の
海
沿
い
に
集
落
は
８
つ
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
に
漁
業
が
中
心
の
港
を
有
し
て

い
ま
す
が
、そ
の
中
で
唯
一
、白
い
砂
浜
が
美

し
い
広
々
と
し
た
海
水
浴
場
を
持
つ
の
が
三

木
里
で
す
。
町
に
は
漁
港
が
な
い
た
め
、船
溜

ま
り
の
ほ
と
ん
ど
が
遊
漁
船
だ
そ
う
で
す
。

か
つ
て
は
こ
こ
か
ら
船
で
渡
る
海
路
が
発
達

し
て
い
ま
し
た
が
、路
銀
の
乏
し
い
巡
礼
者
に

と
っ
て
船
旅
は
難
し
く
、三
木
峠・羽
後
峠
を

越
え
る
陸
路
を
頼
り
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
三
木
里
海
水
浴
場
は
60
年
ほ
ど
前
に
整
備

さ
れ
、県
内
で
も
屈
指
の
遠
浅
の
海
。
波
音
を

聞
い
て
歩
け
ば
、気
分
も
爽
快
で
す
。
季
節
に

な
る
と
キ
ャ
ン
プ
や
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
、と
き
お

　
今
回
の
散
策
の
起
点・終
点
は
、J
R「
三
木

里
」駅
で
す
。
高
台
に
あ
る
小
さ
な
無
人
駅
で
、

背
後
に
は
桜
や
新
緑
の
頃
に
色
付
く
山
が
あ

り
、森
林
浴
を
楽
し
め
る「
野
鳥
の
小
路
」が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
日
は
青
く
輝
く
海

に
向
か
っ
て
歩
き
ま
す
。

　
駅
か
ら
八
十
川
と
並
行
す
る
県
道
１
５
９

号
に
出
て
少
し
行
く
と
、集
落
沿
い
の
細
い
道

と
交
差
す
る
角
に「
ひ
だ
り
く
ま
の
み
ち
」と

書
か
れ
た
高
さ
1.5
メ
ー
ト
ル
程
の
道
標
が
立
っ

て
い
ま
す
。 

美
し
い
崩
し
字
の
書
体
か
ら
み

て
、文
化・文
政（
１
８
０
４
〜
１
８
３
０
）の

頃
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
道
標

は
、二
つ
に
折
れ
て
横
倒
れ
に
な
っ
て
い
た
の

り
ウ
イ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
を
楽
し
む
人
の
姿

も
見
受
け
ら
れ
、オ
ー
プ
ン
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
イ

ミ
ン
グ
の
大
会
も
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　
海
岸
沿
い
に
マ
ツ
の
木
が
枝
を
広
げ
て
い

ま
す
が
、こ
こ
に
正
徳
２（
１
７
１
２
）年
、紀

州
五
代
藩
主
で
も
あ
る
八
代
将
軍・徳
川
吉
宗

が
防
風
林
と
し
て
ク
ロ
マ
ツ
を
植
林
し
ま
し

た
。
当
時
の
木
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
さ
れ
、

胸
高
４
メ
ー
ト
ル
、樹
高
20
メ
ー
ト
ル
以
上
に

な
る
立
派
な
マ
ツ
も
あ
り
ま
す
。「
子
ど
も
の

頃
に
は
マ
ツ
の
木
に
登
っ
て
、よ
く
怒
ら
れ
ま

鬼
山
を
降
り
た
集
落
入
り
口
に
は「
名
柄
の
一

里
塚
」が
あ
り
、ま
た
戦
国
時
代
の
武
将
の
も

の
と
思
わ
れ
る「
五
輪
塔
」の
話
を
濵
口
さ
ん

か
ら
聞
き
、今
回
は
こ
の
橋
で
引
き
返
し
ま
す
。

　
来
た
道
を
戻
っ
て
い
る
と
、昭
和
30
年
頃
ま

で
木
橋
が
掛
か
っ
て
い
た
と
い
う
場
所
を
濵

口
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
対
岸
に
お

墓
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
石
積
み
に
沿
っ
て
道

が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
」。
示
さ
れ
た

場
所
か
ら
逆
方
向
に
、民
家
沿
い
の
道
を
進
ん

で
、国
道
を
横
切
り
、古
い
町
並
み
へ
と
続
く

坂
道
を
登
り
ま
す
。『
西
国
三
十
三
所
名
所
図

絵
』に「
八
鬼
山
を
下
り
名
柄
村
を
へ
て
三
木

里
浦
に
い
た
る　
こ
こ
は
入
海
の
船
付
に
し

て
に
し
て
商
売
の
店　
旅
籠
屋
立
ち
な
ら
び
」

し
た
け
ど
ね
」と
濵
口
さ
ん
。
昭
和
48（
１
９

７
３
）年
に
市
の
史
跡
名
勝
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

山
寄
り
に
三
木
里
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

と
三
木
里
地
区
会
の
建
物
が
あ
り
、そ
の
並
び

の
広
場
に「
北
輪
内
村
表
忠
碑
」が
建
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
日
清
戦
争
直
後
に
建
立
さ
れ

た
も
の
で
、尾
鷲
市
内
で
一
番
最
初
に
で
き
た

表
忠
碑
で
す
。

　
海
際
へ
戻
っ
て
歩
き
ま
す
。
堤
防
が
終
わ

る
と
こ
ろ
で
左
に
進
み
、国
道
に
合
流
、沓
川

に
掛
か
る
沓
川
橋
を
渡
れ
ば
、熊
野
古
道
の
難

所・八
鬼
山
の
麓
に
あ
る
名
柄
集
落
で
す
。
八

1718

と
書
か
れ
、三
木
里
の
旧
街
道
に
は
何
軒
か
の

旅
籠
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
右
側
に
見
上
げ
た
山
肌
に
三
木
里
神
社
の

幟
が
揺
れ
て
い
ま
す
。一
際
高
い
場
所
に
あ
り
、

参
道
石
段
か
ら
の
眺
め
は
抜
群
で
、こ
こ
は
津

波
時
の
避
難
場
所
と
し
て
も
役
立
っ
て
き
ま

し
た
。
御
神
木
は
幹
周
り
７
メ
ー
ト
ル
も
あ

る
樹
齢
１
２
０
０
年
の
ス
ギ
の
古
木
で
、歴
史

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
境
内
の
北

側
小
山
の
頂
上
に
祀
ら
れ
て
い
る
浅
間
神
社

の
分
社・貴
船
神
社
で
は
、富
士
山
の
山
開
き

に
あ
わ
せ
た「
御
山
ま
つ
り
」が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
７
月
１
日
の
本
祭
で
町
の
安
全
や
無

病
息
災
を
願
い
、高
さ
約
30
メ
ー
ト
ル
の
ス
ギ

の
木
に
、祭
り
を
仕
切
る「
先
達
」が
登
っ
て
、

と
な
っ
て
い
ま
す
。
御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来

像
は
平
安
後
期
の
も
の
と
さ
れ
、地
域
で
の
信

仰
も
篤
く
、熱
心
に
お
参
り
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
境
内
か
ら
振
り
返
る
と
、寺
の
山
門
越

し
に
見
る
松
林
と
海
も
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美

し
く
、ま
る
で
額
縁
の
よ
う
で
す
。

　
山
門
を
く
ぐ
り
、古
い
家
並
み
が
残
る
通
り

を
進
み
ま
す
。
地
元
で

「
で
ん
じ
」と
呼
ば
れ
る

連
子
格
子
と
、雨
、風
を

し
の
ぐ
た
め
の「
雁
木
」

の
家
が
今
も
残
り
、か

つ
て
の
趣
き
を
し
の
ば

せ
て
く
れ
ま
す
。

町
の
守
り
神
と
さ
れ
る「
御
幣
」を
取
り
換
え

ま
す
。
３
０
０
年
以
上
続
く
神
事
と
さ
れ
、海

水
で
身
を
清
め
る「
垢
離
掻
き
」な
ど
昔
か
ら

の
儀
式
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　　
旧
街
道
に
戻
っ
て
歩
く
と
、右
側
に
法
念
寺

の
山
門
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
境
内
に
は
ナ
ギ

の
木
と
バ
ク
チ
の
木
が

並
び
、お
堂
裏
手
に
あ

る
池
に
は
鉄
魚
が
生
息

し
、県
の
天
然
記
念
物

　
少
し
歩
い
た
と
こ
ろ
で
濵
口
さ
ん
が
路
地

へ
と
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
高
い
石
垣
に

囲
ま
れ
た
場
所
が
、大
坂
冬
の
陣
で
敗
れ
た
豊

臣
方
の
三
鬼 

新
八
郎
の
居
宅
跡
で
す
。
隣
町

の
三
木
浦
に
出
城
を
つ
く
り
、当
時
の
三
木
荘

（
北
輪
内・九
鬼
村
）を
治
め
て
い
た
人
物
で
す
。

　
旧
街
道
に
戻
っ
て
坂
道
を
下
り
る
と
、元
来

た
道
に
ぶ
つ
か
り
、ゴ
ー
ル
の
J
R「
三
木
里

駅
」も
間
近
で
す
。
自
然
と
共
存
し
、郷
土
に

受
け
継
が
れ
た
も
の
を
守
っ
て
き
た
町
の
歴

史
に
触
れ
る
ひ
と
と
き
で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

元
美

□

尾
鷲
市 
三
木
里
町

白
砂
青
松
に
透
き
通
る
海
、

瓦
屋
根
が
美
し
い
集
落
を
訪
ね
る

START

■ 行程図　所要時間／約2時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

　

熊
野
古
道
伊
勢
路
の
最
難
関
と
謳
わ
れ
た
八
鬼
山

の
麓
に
位
置
す
る
尾
鷲
市
三
木
里
町
は
、 
海
と
山
の
間

の
集
落
に
お
よ
そ
３
０
０
人
が
暮
ら
し
、古
い
家
並
み
が

残
る
通
り
に
風
情
が
漂
い
ま
す
。

　
八
鬼
山
の
頂
上
は
６
２
７
メ
ー
ト
ル
で
、勾
配
が
き
つ

い
上
に
、か
つ
て
は
狼
や
山
賊
が
出
没
す
る
と
し
て
旅
人

や
巡
礼
者
か
ら
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
険
し
い
山
を

降
り
た
三
木
里
で
、み
な
安
堵
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
そ
ん
な
旅
人
の
往
来
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
旧
街
道

と
白
砂
青
松
の
美
し
い
海
岸
線
を
歩
け
ば
、豊
か
な
自

然
に
触
れ
、町
の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
木
里
在
住
の
濵
口 

精
幸
さ
ん
に
、地
元
の
祭
り
な
ど

も
お
聞
き
し
、町
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
三
木
里
の
あ
る
尾
鷲
市
南
部
の
海
沿
い
は
複
雑
な
リ

ア
ス
海
岸
で
、入
り
江
の
奥
に
点
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
集

落
を
J
R
紀
勢
本
線
が
結
ん
で
い
ま
す
。

問
　

三
木
里
地
区
会

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

２
８ ‒ 

３
０
４
６

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

１
５
０
４ ‒ 

３
０
４
６

白
砂
青
松
の
静
か
な

海
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

旧
街
道
沿
い
に
残
さ
れ
た

風
情
あ
る
た
た
ず
ま
い

八
鬼
山
麓
の
歴
史
あ
る
守
り
神

約400ｍ 約400ｍ 約300ｍ

約400ｍ 約250ｍ約250ｍ約750ｍ 約200ｍ
すぐ

JR「三木里」駅 三木里海岸（海水浴場） 三木里海岸の松原道標

1718

三木里神社三鬼 新八郎の居宅跡 法念寺 沓川橋 「北輪内村表忠碑」

御神木は樹齢1200年御神木は樹齢1200年新八郎の居宅跡を囲う石垣新八郎の居宅跡を囲う石垣

電柱脇に花崗岩の道標

三木里海岸の松原は市の史跡名勝記念物

八十川河口の船溜まり

〝浜の松〟と地元で呼ばれるクロマツ

曹洞宗の法念寺

御本尊は阿弥陀如来

軒先の「雁木」の造り

古い家並みが残る通り

三木里神社からは町も海も一望

至八鬼山峠
至
J
R「
尾
鷲
」駅

至
九
鬼
町

至
J
R「
熊
野
市
」駅

JR紀勢本
線

沓
川

八十川

JR「三木里」駅

道標

三木里海岸（海水浴場）

三木里三木里海岸の松原

沓川橋

「北輪内村「北輪内村表忠碑」

法念寺

三木里神社

三
木
里

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

三
木
里

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三
木
里
地
区
会

三
木
里
地
区
会

北
輪
内
局

船
溜
ま
り

「野鳥の小路」

311159

名
柄

三木里

三鬼 新八郎の
居宅跡

至
三
木
里
I
C

今回の案内人は三木里在住の
濵口 精幸（はまぐち せいこう）さん。小学校教頭を

退職後は、三木里で農作業に励み、地元の人々と触れ合っています。

お
や
ま

せ
ん
だ
ち

ご

こ

り

か

く
つ
が
わ

へい

き
た

う
ち

な
が
ら

む
ら

わ

が
ん
ぎ

フナの変種である鉄魚



16 15

を
地
元
の
人
が
発
見
し
、こ
の
場
所
に
建
て
直

し
ま
し
た
。

　
集
落
に
入
り
、海
へ
向
か
っ
て
進
み
ま
す
。

定
期
的
に
野
菜
を
並
べ
る
無
人
市
場
や
レ
ト

ロ
な
銭
湯
跡
な
ど
を
濵
口
さ
ん
に
教
え
て
も

ら
い
歩
い
て
い
る
と
、程
な
く
国
道
３
１
１
号

に
出
ま
す
。
道
路
を
渡
っ
た
先
に
は
三
木
里

海
水
浴
場
の
駐
車
場
が
あ
り
、右
側
の
八
十
川

河
口
付
近
は
船
溜
ま
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
尾
鷲
市
南
部
の
海
沿
い
に
集
落
は
８
つ
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
に
漁
業
が
中
心
の
港
を
有
し
て

い
ま
す
が
、そ
の
中
で
唯
一
、白
い
砂
浜
が
美

し
い
広
々
と
し
た
海
水
浴
場
を
持
つ
の
が
三

木
里
で
す
。
町
に
は
漁
港
が
な
い
た
め
、船
溜

ま
り
の
ほ
と
ん
ど
が
遊
漁
船
だ
そ
う
で
す
。

か
つ
て
は
こ
こ
か
ら
船
で
渡
る
海
路
が
発
達

し
て
い
ま
し
た
が
、路
銀
の
乏
し
い
巡
礼
者
に

と
っ
て
船
旅
は
難
し
く
、三
木
峠・羽
後
峠
を

越
え
る
陸
路
を
頼
り
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
三
木
里
海
水
浴
場
は
60
年
ほ
ど
前
に
整
備

さ
れ
、県
内
で
も
屈
指
の
遠
浅
の
海
。
波
音
を

聞
い
て
歩
け
ば
、気
分
も
爽
快
で
す
。
季
節
に

な
る
と
キ
ャ
ン
プ
や
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
、と
き
お

　
今
回
の
散
策
の
起
点・終
点
は
、J
R「
三
木

里
」駅
で
す
。
高
台
に
あ
る
小
さ
な
無
人
駅
で
、

背
後
に
は
桜
や
新
緑
の
頃
に
色
付
く
山
が
あ

り
、森
林
浴
を
楽
し
め
る「
野
鳥
の
小
路
」が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
日
は
青
く
輝
く
海

に
向
か
っ
て
歩
き
ま
す
。

　
駅
か
ら
八
十
川
と
並
行
す
る
県
道
１
５
９

号
に
出
て
少
し
行
く
と
、集
落
沿
い
の
細
い
道

と
交
差
す
る
角
に「
ひ
だ
り
く
ま
の
み
ち
」と

書
か
れ
た
高
さ
1.5
メ
ー
ト
ル
程
の
道
標
が
立
っ

て
い
ま
す
。 

美
し
い
崩
し
字
の
書
体
か
ら
み

て
、文
化・文
政（
１
８
０
４
〜
１
８
３
０
）の

頃
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
道
標

は
、二
つ
に
折
れ
て
横
倒
れ
に
な
っ
て
い
た
の

り
ウ
イ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
を
楽
し
む
人
の
姿

も
見
受
け
ら
れ
、オ
ー
プ
ン
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
イ

ミ
ン
グ
の
大
会
も
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　
海
岸
沿
い
に
マ
ツ
の
木
が
枝
を
広
げ
て
い

ま
す
が
、こ
こ
に
正
徳
２（
１
７
１
２
）年
、紀

州
五
代
藩
主
で
も
あ
る
八
代
将
軍・徳
川
吉
宗

が
防
風
林
と
し
て
ク
ロ
マ
ツ
を
植
林
し
ま
し

た
。
当
時
の
木
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
さ
れ
、

胸
高
４
メ
ー
ト
ル
、樹
高
20
メ
ー
ト
ル
以
上
に

な
る
立
派
な
マ
ツ
も
あ
り
ま
す
。「
子
ど
も
の

頃
に
は
マ
ツ
の
木
に
登
っ
て
、よ
く
怒
ら
れ
ま

鬼
山
を
降
り
た
集
落
入
り
口
に
は「
名
柄
の
一

里
塚
」が
あ
り
、ま
た
戦
国
時
代
の
武
将
の
も

の
と
思
わ
れ
る「
五
輪
塔
」の
話
を
濵
口
さ
ん

か
ら
聞
き
、今
回
は
こ
の
橋
で
引
き
返
し
ま
す
。

　
来
た
道
を
戻
っ
て
い
る
と
、昭
和
30
年
頃
ま

で
木
橋
が
掛
か
っ
て
い
た
と
い
う
場
所
を
濵

口
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
対
岸
に
お

墓
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
石
積
み
に
沿
っ
て
道

が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
」。
示
さ
れ
た

場
所
か
ら
逆
方
向
に
、民
家
沿
い
の
道
を
進
ん

で
、国
道
を
横
切
り
、古
い
町
並
み
へ
と
続
く

坂
道
を
登
り
ま
す
。『
西
国
三
十
三
所
名
所
図

絵
』に「
八
鬼
山
を
下
り
名
柄
村
を
へ
て
三
木

里
浦
に
い
た
る　
こ
こ
は
入
海
の
船
付
に
し

て
に
し
て
商
売
の
店　
旅
籠
屋
立
ち
な
ら
び
」

し
た
け
ど
ね
」と
濵
口
さ
ん
。
昭
和
48（
１
９

７
３
）年
に
市
の
史
跡
名
勝
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

山
寄
り
に
三
木
里
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

と
三
木
里
地
区
会
の
建
物
が
あ
り
、そ
の
並
び

の
広
場
に「
北
輪
内
村
表
忠
碑
」が
建
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
日
清
戦
争
直
後
に
建
立
さ
れ

た
も
の
で
、尾
鷲
市
内
で
一
番
最
初
に
で
き
た

表
忠
碑
で
す
。

　
海
際
へ
戻
っ
て
歩
き
ま
す
。
堤
防
が
終
わ

る
と
こ
ろ
で
左
に
進
み
、国
道
に
合
流
、沓
川

に
掛
か
る
沓
川
橋
を
渡
れ
ば
、熊
野
古
道
の
難

所・八
鬼
山
の
麓
に
あ
る
名
柄
集
落
で
す
。
八

1718

と
書
か
れ
、三
木
里
の
旧
街
道
に
は
何
軒
か
の

旅
籠
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
右
側
に
見
上
げ
た
山
肌
に
三
木
里
神
社
の

幟
が
揺
れ
て
い
ま
す
。一
際
高
い
場
所
に
あ
り
、

参
道
石
段
か
ら
の
眺
め
は
抜
群
で
、こ
こ
は
津

波
時
の
避
難
場
所
と
し
て
も
役
立
っ
て
き
ま

し
た
。
御
神
木
は
幹
周
り
７
メ
ー
ト
ル
も
あ

る
樹
齢
１
２
０
０
年
の
ス
ギ
の
古
木
で
、歴
史

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
境
内
の
北

側
小
山
の
頂
上
に
祀
ら
れ
て
い
る
浅
間
神
社

の
分
社・貴
船
神
社
で
は
、富
士
山
の
山
開
き

に
あ
わ
せ
た「
御
山
ま
つ
り
」が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
７
月
１
日
の
本
祭
で
町
の
安
全
や
無

病
息
災
を
願
い
、高
さ
約
30
メ
ー
ト
ル
の
ス
ギ

の
木
に
、祭
り
を
仕
切
る「
先
達
」が
登
っ
て
、

と
な
っ
て
い
ま
す
。
御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来

像
は
平
安
後
期
の
も
の
と
さ
れ
、地
域
で
の
信

仰
も
篤
く
、熱
心
に
お
参
り
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
境
内
か
ら
振
り
返
る
と
、寺
の
山
門
越

し
に
見
る
松
林
と
海
も
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美

し
く
、ま
る
で
額
縁
の
よ
う
で
す
。

　
山
門
を
く
ぐ
り
、古
い
家
並
み
が
残
る
通
り

を
進
み
ま
す
。
地
元
で

「
で
ん
じ
」と
呼
ば
れ
る

連
子
格
子
と
、雨
、風
を

し
の
ぐ
た
め
の「
雁
木
」

の
家
が
今
も
残
り
、か

つ
て
の
趣
き
を
し
の
ば

せ
て
く
れ
ま
す
。

町
の
守
り
神
と
さ
れ
る「
御
幣
」を
取
り
換
え

ま
す
。
３
０
０
年
以
上
続
く
神
事
と
さ
れ
、海

水
で
身
を
清
め
る「
垢
離
掻
き
」な
ど
昔
か
ら

の
儀
式
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　　
旧
街
道
に
戻
っ
て
歩
く
と
、右
側
に
法
念
寺

の
山
門
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
境
内
に
は
ナ
ギ

の
木
と
バ
ク
チ
の
木
が

並
び
、お
堂
裏
手
に
あ

る
池
に
は
鉄
魚
が
生
息

し
、県
の
天
然
記
念
物

　
少
し
歩
い
た
と
こ
ろ
で
濵
口
さ
ん
が
路
地

へ
と
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
高
い
石
垣
に

囲
ま
れ
た
場
所
が
、大
坂
冬
の
陣
で
敗
れ
た
豊

臣
方
の
三
鬼 

新
八
郎
の
居
宅
跡
で
す
。
隣
町

の
三
木
浦
に
出
城
を
つ
く
り
、当
時
の
三
木
荘

（
北
輪
内・九
鬼
村
）を
治
め
て
い
た
人
物
で
す
。

　
旧
街
道
に
戻
っ
て
坂
道
を
下
り
る
と
、元
来

た
道
に
ぶ
つ
か
り
、ゴ
ー
ル
の
J
R「
三
木
里

駅
」も
間
近
で
す
。
自
然
と
共
存
し
、郷
土
に

受
け
継
が
れ
た
も
の
を
守
っ
て
き
た
町
の
歴

史
に
触
れ
る
ひ
と
と
き
で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

元
美

□

尾
鷲
市 

三
木
里
町

白
砂
青
松
に
透
き
通
る
海
、

瓦
屋
根
が
美
し
い
集
落
を
訪
ね
る

START

■ 行程図　所要時間／約2時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

　

熊
野
古
道
伊
勢
路
の
最
難
関
と
謳
わ
れ
た
八
鬼
山

の
麓
に
位
置
す
る
尾
鷲
市
三
木
里
町
は
、 

海
と
山
の
間

の
集
落
に
お
よ
そ
３
０
０
人
が
暮
ら
し
、古
い
家
並
み
が

残
る
通
り
に
風
情
が
漂
い
ま
す
。

　
八
鬼
山
の
頂
上
は
６
２
７
メ
ー
ト
ル
で
、勾
配
が
き
つ

い
上
に
、か
つ
て
は
狼
や
山
賊
が
出
没
す
る
と
し
て
旅
人

や
巡
礼
者
か
ら
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
険
し
い
山
を

降
り
た
三
木
里
で
、み
な
安
堵
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
そ
ん
な
旅
人
の
往
来
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
旧
街
道

と
白
砂
青
松
の
美
し
い
海
岸
線
を
歩
け
ば
、豊
か
な
自

然
に
触
れ
、町
の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
木
里
在
住
の
濵
口 

精
幸
さ
ん
に
、地
元
の
祭
り
な
ど

も
お
聞
き
し
、町
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
三
木
里
の
あ
る
尾
鷲
市
南
部
の
海
沿
い
は
複
雑
な
リ

ア
ス
海
岸
で
、入
り
江
の
奥
に
点
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
集

落
を
J
R
紀
勢
本
線
が
結
ん
で
い
ま
す
。

問
　

三
木
里
地
区
会

　

 

Ｔ
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５
９
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２
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３
０
４
６

　

 

Ｔ
Ｅ
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０
９
０ ‒ 

１
５
０
４ ‒ 

３
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４
６

白
砂
青
松
の
静
か
な

海
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

旧
街
道
沿
い
に
残
さ
れ
た

風
情
あ
る
た
た
ず
ま
い

八
鬼
山
麓
の
歴
史
あ
る
守
り
神

約400ｍ 約400ｍ 約300ｍ

約400ｍ 約250ｍ約250ｍ約750ｍ 約200ｍ
すぐ

JR「三木里」駅 三木里海岸（海水浴場） 三木里海岸の松原道標

1718

三木里神社三鬼 新八郎の居宅跡 法念寺 沓川橋 「北輪内村表忠碑」

御神木は樹齢1200年御神木は樹齢1200年新八郎の居宅跡を囲う石垣新八郎の居宅跡を囲う石垣

電柱脇に花崗岩の道標

三木里海岸の松原は市の史跡名勝記念物

八十川河口の船溜まり

〝浜の松〟と地元で呼ばれるクロマツ

曹洞宗の法念寺

御本尊は阿弥陀如来

軒先の「雁木」の造り

古い家並みが残る通り

三木里神社からは町も海も一望

至八鬼山峠
至
J
R「
尾
鷲
」駅

至
九
鬼
町

至
J
R「
熊
野
市
」駅

JR紀勢本
線

沓
川

八十川

JR「三木里」駅

道標

三木里海岸（海水浴場）

三木里三木里海岸の松原

沓川橋

「北輪内村「北輪内村表忠碑」

法念寺

三木里神社

三
木
里

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

三
木
里

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三
木
里
地
区
会

三
木
里
地
区
会

北
輪
内
局

船
溜
ま
り

「野鳥の小路」

311159

名
柄

三木里

三鬼 新八郎の
居宅跡

至
三
木
里
I
C

今回の案内人は三木里在住の
濵口 精幸（はまぐち せいこう）さん。小学校教頭を

退職後は、三木里で農作業に励み、地元の人々と触れ合っています。

お
や
ま

せ
ん
だ
ち

ご

こ

り

か

く
つ
が
わ

へい

き
た

う
ち

な
が
ら

む
ら

わ

が
ん
ぎ

フナの変種である鉄魚




