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町の木

ミカン

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 龍池山 松尾観音寺（伊勢市楠部町）

町の花

サクラ

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
南伊勢町

■ お問い合わせ ■
南伊勢町役場  観光商工課　ＴＥＬ 0599-66-1501

＊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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し
か
も
新
旧
２
対

が
並
ん
で
い
る
の

で
す
。
苔
む
し
た

方
は
大
正
時
代
、

新
し
い
方
は
平
成

29（
２
０
１
７
）年

に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。
同
神
社
で
は
、

猿
を「
神
猿
」と
呼

び
、そ
れ
が〝
魔
が

去
る
〞〝
勝
る
〞〝
優

る
〞〝
賢
る
〞に
通

ず
る
こ
と
か
ら
、

縁
起
の
よ
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
鳴
谷
神
社
の
さ
ら
に
奥
に
は
、猿
に
ま
つ
わ

る
昔
話
が
伝
わ
る
聖
寶
寺
が
た
た
ず
み
ま
す
。
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藤
原
岳
の
麓
に
鎮
座
す
る
鳴
谷
神
社
を
訪

ね
る
と
、珍
し
い
光
景
に
出
合
い
ま
す
。
参
拝

者
を
出
迎
え
る
の
は
狛
犬
で
は
な
く
、狛
猿
で
、

話
と
は
、平
安
時
代
の
あ
る
日
の
こ
と
、山
に

囲
ま
れ
た
美
し
い
村
を
訪
れ
た
一
人
の
お
坊

さ
ん
が
、罠
に
か
か
っ
て
苦
し
む
猿
を
助
け
た

こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
喜
ん
だ
猿
は
、何
度
も

礼
を
言
っ
て
、山
へ
と
帰
っ
て
い
き
ま
す
。続

い
て
お
坊
さ
ん
は
、は
や
り
病
に
苦
し
む
村
人

た
ち
に
出
会
い
ま
す
。
村
人
た
ち
を
救
う
た

め
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、観
音
様
が
現
れ
、滝
の

近
く
に
寺
を
建
て
観
音
様
を
祀
れ
ば
、村
人
の

病
は
治
る
と
教
わ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、お
坊
さ

ん
は
一
人
で
寺
を
建
て
始
め
ま
す
。 

す
る
と
、

助
け
ら
れ
た
猿
が
仲
間
を
連
れ
て
き
て
、手
伝

う
よ
う
に
。
や
が
て
、そ
の
様
子
に
気
付
い
た

村
人
た
ち
も
加
わ
り
、立
派
な
観
音
堂
が
完
成
。

村
に
平
和
が
訪
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
昔
話
に
登
場
す
る
観
音
堂
と
は
、聖
寶

寺
の
こ
と
で
、お
坊
さ
ん
と
は
天
台
宗
開
祖
の

伝
教
大
師（
最
澄
）だ
と
伝
わ
り
ま
す
。「
藤
原

町
民
話
研
究
会
」（
藤
井 

樹
巳
代
表
）は
、こ
の

話
を
子
ど
も
た
ち
に
語
り
継
ぎ
た
い
と
、１
冊

の
絵
本
に
ま
と
め

ま
し
た
。
タ
イ
ト

ル
は「
さ
る
の
お

ん
が
え
し
」。
ほ

の
ぼ
の
と
し
た

タ
ッ
チ
の
イ
ラ
ス

ト
が
、心
温
ま
る

物
語
に
花
を
添
え

て
い
ま
す
。

け
に
し
て
ほ
し
い
と
話
し
ま
す
。 

現
在
、農
作

物
な
ど
を
荒
ら
す
厄
介
者
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、こ
の
昔
話
の
よ
う
に
良
好
な
関
係
に
な
れ

ば
と
、願
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
紅
葉
の
名
所
と
し
て
名
高
い
聖
寶
寺
は
、近

年
で
は
動
物
供
養
の
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
、長

年
大
切
に
育
て
て
き
た
ペ
ッ
ト
の
供
養
を
依

頼
す
る
人
々
が
訪
れ
ま
す
。 

今
日
も
同
寺
で

は
、人
間
同
様
に
動
物
法
要
を
執
り
行
う
住
職

の
姿
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
「
地
域
の
人

は『
山
か
ら
猿

が
下
り
て
く
る

と
雪
が
降
る
』

と
い
い
ま
す
ね
」

と
、今
も
猿
が

身
近
な
存
在
で

あ
る
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
の

は
、聖
寶
寺
住
職
の
中
井 

泰
山
さ
ん
。
保
育

園
児
に「
さ
る
の
お
ん
が
え
し
」を
定
期
的
に

読
み
聞
か
せ
を
す
る
と
い
う
住
職
は
、猿（
動

物
）と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
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お
問
い
合
わ
せ

し
ょ
う

ぼ
う

ざ
ん

こ
く

め
い

じ

助
け
ら
れ
た
猿
と
村
人
が
協
力
し
て
、建
立
を
お
手
伝
い

聖寶寺の守護神・鳴谷神社

大正時代に建てられた狛猿

鳴谷神社の狛猿

「さるのおんがえし」の一場面

「さるのおんがえし」紙芝居の一場面

平安時代作庭と伝わる聖寶寺の庭園

な
る

い
ぬ

こ
ま

た
に

さ
る

で
ん
ぎ
ょ
う
だ
い

さ
い
ち
ょ
う

し

た
つ

た
い
ざ
ん

や
っ
か
い
も
の

み

わ
な

ま

三
重
の
昔
話
ゆ
か
り
の
地

　

三
重
県
内
の
各
地
で
は
、多
彩
な
昔
話
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
物
語

は
懐
か
し
い
と
同
時
に
、私
た
ち
の
心
を
打
ち
ま
す
。今
回
は
、そ
ん
な
昔
話
ゆ
か
り

の
地
を
６
か
所
ご
紹
介
し
ま
す
。

＊
各
昔
話
ゆ
か
り
の
地
に
関
連
す
る
法
要
や
イ
ベ
ン
ト

な
ど
は
、
実
施
期
間
・
受
け
入
れ
人
数
・
受
け
入
れ

方
法
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
延
期
・

休
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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し
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だ
き
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た
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と
こ
ろ
で
、同
寺
の
歴
史
は
波
乱
に
満
ち
た

も
の
で
し
た
。
開
山
は
応
永
21（
１
４
１
４
）

年
で
、当
初
は
津
市
内
に
堂
宇
が
建
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、お
よ
そ
１
５
０
年
後
に
織
田 

信
長
の
侵
攻
で
焼
失
。
そ
の
後
も
、信
長
の
息

子・信
雄
の
侵
略
に
遭
う
な
ど
、多
く
の
苦
難

を
乗
り
越
え
た
結
果
、現
在
地
に
た
ど
り
着
い

4

　
伊
賀
上
野
の
城
下
町
の
一
画
に
あ
る
廣
禅

寺
は
、県
指
定
文
化
財
の「
木
造
聖
観
音
菩
薩

立
像
」や「
廣
禅
寺
輪
蔵
」を
有
す
る
名
刹
と
し

て
知
ら
れ
ま
す
。
な
お
、「
輪
蔵
」と
は
、一
切

経
を
収
納
す
る
た
め
の
書
架
の
こ
と
で
、こ
れ

を
回
転
す
る
だ
け
で
経
典
を
読
む
の
と
同
じ

御
利
益
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
の
で
す
。
慶
長
13（
１
６
０
８
）年
の
こ
と

で
し
た
。

　
こ
の
廣
禅
寺
に
は
、あ
る
悲
し
い
昔
話
も
語

り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
主
人
公
は
、い
つ
の
こ

ろ
か
ら
か
、寺
の
台
所
仕
事
を
手
伝
う
よ
う
に

な
っ
た
か
わ
い
い
女
の
子
、小
女
良
で
す
。
よ

く
働
く
気
立
て
の
良
い
子
で
、近
所
の
子
ど
も

た
ち
に
も
好
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、あ
る
日
の

こ
と
、い
な
り
寿
司
を
作
る
た
め
に
炊
い
て
い

た
油
揚
げ
を
つ
ま
み
食
い
し
て
し
ま
い
ま
す
。

「
か
ん
に
ん
し
て
…
」と
謝
る
小
女
良
に
対
し

て
、方
丈
さ
ん（
住
職
）は
敢
え
て
強
く
叱
り
ま

す
。
す
る
と
、走
っ
て
逃
げ
る
小
女
良
か
ら
長

く
て
大
き
な
茶
色
の
し
っ
ぽ
が
…
。 

小
女
良

は
、本
当
は
山
に
住
む
狐
だ
っ
た
の
で
す
。
何

と
か
山
の
近
く
ま
で
戻
っ
た
小
女
良
で
し
た

が
、運
悪
く
、猟
師
に
鉄
砲
で
撃
た
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
ぐ
っ
た
り
と
し
た
姿
を
見
て
、叱
っ

た
こ
と
を
後
悔
し
、哀
れ
に
思
っ
た
方
丈
さ
ん

は
、寺
の
中
に
小
さ
な
塚
を
建
て
、手
厚
く

葬
っ
て
あ
げ
た
の
で
す
。

ま
す
。

　
小
女
良
稲
荷

を
大
切
に
祀
る

同
寺
で
は
、小

女
良
狐
の
お
み
く
じ
も
人
気
で
す
。
毎
月
運

試
し
を
兼
ね
て
購
入
し
た
り
、友
人
へ
の
お
土

産
に
す
る
人
も
い
る
と
い
い
ま
す
。か
わ
い
い

お
み
く
じ
が
並
ぶ
様
子
を
目
に
し
な
が
ら
、

「
も
し
か
す
る
と
、こ
の
中
に
変
身
し
た
小
女

良
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
か
も
…
」と
空
想
す
る

の
も
楽
し
い
ひ
と
と
き
で
し
ょ
う
。

　
「
今
も
小
女
良
稲
荷
と
し
て
祀
っ
て
い
ま
す

よ
」と
案
内
し
て
く
れ
る
の
は
、廣
禅
寺
住
職

の
武
内 

宏
道
さ
ん
。
納
骨
堂
の
傍
ら
に
小
さ

な
祠
が
建
ち
、赤
い
幟
が
は
た
め
い
て
い
ま
す
。

「
定
期
的
に
お
参
り
に
来
る
人
も
い
ま
す
ね
」

と
、奥
様
の
麻
起
子
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。
お
二
人
に
よ
る
と
、こ
の
話
は
市
民
に
は

馴
染
み
深
く
、平
成
２（
１
９
９
０
）年
に
旧
上

野
市（
現
在
の
伊
賀
市
）の
市
制
施
行
50
周
年

を
記
念
し
て
発
行
さ
れ
た
民
話
集『
こ
じ
ょ
ろ

う
ぎ
つ
ね
』の
タ
イ
ト
ル
に
な
り
、掲
載
さ
れ

た
30
話
の
中
で
最
初
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
の
民
話
の
会
が
、
祠
の
前
で
朗

読
会
な
ど
を
開
催
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
い

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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哀
れ
な
小
女
良
の
話
と
、小
女
良
稲
荷

小女良稲荷の祠

小女良稲荷の
御朱印

民話集
『こじょろうぎつね』

小女良稲荷の祠内

伊賀組紐のお守り

夏には願い事が書かれた短冊を付けた
風鈴が境内を彩る。

小女良狐の
おみくじ 廣禅寺本堂

り
ん

き
ょ
う

し
ょ

り

ご

や
く

ほ
う
じ
ょ
う

こ
う
ど
う

ほ
こ
ら

の
ぼ
り

か

ぞ
う

め
い
さ
つ

いっ
さ
い

お
うど

う
う

か
つ

の
ぶ

え
い

※



　
昔
、津
の
阿
漕
浦
は
神
宮
の
神
饌
を
捕
る
た

め
禁
漁
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、平
治
は
病
気

の
母
の
た
め
に
密
か
に
漁
を
し
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
そ
れ
が
発
覚
し
て
平
治
は
捕
ら
え
ら

れ
、簀
巻
き
に
し
て
海
に
沈
め
ら
れ
て
し
ま
い
、

悲
し
ん
だ
母
も
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、阿

漕
浦
に
は
す
す
り
泣
く
よ
う
な
声
が
聞
こ
え

る
よ
う
に
な
り
、哀
れ
ん
だ
人
々
は
、浜
の
近

く
に「
阿
漕
塚
」を
立
て
ま
し
た
と
、孝
行
息
子

の
悲
し
い
物
語
と
し
て
知
ら
れ
る
阿
漕
平
治

の
伝
説
は
、こ
れ
を
元
に
し
て
世
阿
弥
の
作
と

い
わ
れ
る
謡
曲「
阿
漕
」や
浄
瑠
璃「
勢
州
阿
漕

浦
鈴
鹿
合
戦
」な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、寛
政
９（
１
７
９
７
）年
に
成
立
し
た

「
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
」で
は
、阿
漕
浦
の
物
語

6

と
し
て〝
平
氏
〞の
平 

次
盛
が
神
宮
の
御
贄
漁

を
妨
害
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　
阿
漕
平
治
の
物
語
に
は
、実
は
重
要
な
後
日

談
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、伝
説
ゆ
か
り
の
上
宮

寺
の
住
職・清
水
谷 

博
祇
さ
ん
に
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。
上
宮
寺
は
、推
古
２（
5
9
４
）年
、

聖
徳
太
子
が
23
歳
の
と
き
建
立
さ
れ
た
と
い

う
古
い
由
緒
を
持
つ
名
刹
で
す
が
、天
正
8

（
１
５
８
０
）年
、織
田 

信
包
の
安
濃
津
城
築

城
の
際
に
現
在
の
位
置
に
移
る
ま
で
、阿
漕
塚

の
あ
る
場
所
に
伽
藍
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。「
応
永
25（
1
4
1
8
）年
に
、当
時
将

軍
だ
っ
た
足
利 

義
持
が
宿
泊
し
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、か
な
り
大

き
い
寺
院
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
土
御
門
帝

の
御
代（
在
位
1
1
9
8
〜
1
2
1
0
）で
す

か
ら
源
平
の
合
戦
の
後
の
こ
と
で
す
が
、そ
の

頃
ま
だ
平
治
の
怨
念
が
残
っ
て
い
て
、毎
年
命

日
の
頃
に
は
網
を
引
く
声
が
聞
こ
え
る
と
恐

れ
ら
れ
、ま
た
疫
病
が
流
行
し
て
亡
く
な
る
人

も
出
た
そ
う
で
す
。
阿
漕
平
治
と
い
う
の
は
、

阿
漕
に
住
む〝
平
氏
〞で
あ
っ
た
そ
う
で
、そ
の

末
裔
の
友
盛
と
い
う
人
が
、一
族
の
霊
を
怨
霊

の
ま
ま
に
は
し
て
お
け
な
い
と
、人
望
の
あ
つ

か
っ
た
当
寺
の
西
津
律
師
に
相
談
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
律
師
は
、21
日
間
お
念
仏
を
唱
え
、 三

部
妙
典
を
石
に
書
い
て
、平
治
の
亡
く
な
っ
た

付
近
の
海
に
沈
め
て
霊
を
弔
い
ま
し
た
。
供

養
が
終
わ
っ
た
後
、平
治
の
亡
霊
が
律
師
の
夢

枕
に
立
ち『
お
か
げ
で
妄
執
が
晴
れ
、浄
土
に

往
生
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
私
の
念
持
仏

で
あ
る
雨
宝
童
子
を
お
祀
り
し
て
こ
の
寺
の

守
護
神
と
し
て
く
だ
さ
い
』と
い
い
、律
師
が

目
覚
め
る
と
、海
に
沈
め
た
経
石
が
枕
元
に
あ

り
ま
し
た
。 

律
師
が
友
盛
に
そ
の
話
を
す
る

と
、友
盛
は
感
涙
に
む
せ
び
な
が
ら
家
に
伝
わ

漕
塚
に
こ
の
像
を
安
置
し
て
法
要
を
行
っ
て

い
ま
す
」と
、か
わ
い
い
お
顔
立
ち
の
雨
宝
童

子
の
像
に
、長
い
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご

と
が
折
り
重
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、不
思
議
な

お
話
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
上
宮
寺

に
は
、享
保
8（
1
7
2
３
）年
に
記
さ
れ
た
こ

の
物
語
に
つ
い
て
の
文
書「
太
楽
山
阿
古
木
略

縁
起
」も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
阿
漕
浦
の
浜
は
白
砂
も
美
し
く
、青
い
海
は

爽
や
か
。
今
は
怨
念
も
晴
れ
、穏
や
か
に
明
る

い
伝
説
の
ふ
る
さ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

る
雨
宝
童
子
の
像
を
当
寺
に
も
た
ら
し
た
と

い
う
の
で
す
。
こ
の
像
は
、今
も
経
石
と
と
も

に
当
寺
に
あ
り
ま
す
。
慶
長
５（
1
6
0
0
）

年
の
関
ヶ
原
の
乱
の
際
、津
で
も
起
こ
っ
た
戦

乱
で
炎
に
包
ま
れ
た
痕
が
残
る
い
た
わ
し
い

お
姿
で
す
が
、毎
年
、８
月
16
日
の
平
治
の
命

日
に
は『
阿
漕
平
治
保
存
会
』の
方
た
ち
と
、阿

5

太
楽
山 
上
宮
寺

【
津
市
乙
部
】

さ
つ

め
い

阿
漕
平
治

太
楽
山 

上
宮
寺

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
２
７ ‒ 

６
０
２
１

お
問
い
合
わ
せ

平
治
の
霊
魂
を
供
養
す
る

聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
名
刹

「阿漕塚」

上宮寺

上宮寺の本堂内

阿漕塚にある平治像

白砂の美しい阿漕浦

雨宝童子像

経石

「太楽山阿古木略縁起」

あ

こ
ぎ

し
ん
せ
ん

た
い
ら
の
つ
ぐ

は
く

た
に

み
ず

し

しの
ぶ

あ

ざ
ん

ら
く

た
い

こ
ぎ

ぎ

え
ん

り
ゃ
く

か
ね

も
り

す

さ
い
し
ん
り
つ
し

じ
ょ
う

ぐ
う

ざ
ん

ら
く

た
い

じ



1
3
0
0
年
と
い
う
古
刹
、龍
池
山 

松
尾
観

音
寺
が
あ
り
ま
す
。 
日
本
最
古
の
厄
除
け
観

音
、縁
結
び
の
観
音
様
と
し
て
全
国
か
ら
参
詣

の
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　
石
段
を
上
が
る
と
、文
政
3（
1
8
2
0
）年

に
建
立
さ
れ
た
本
堂
が
見
え
ま
す
。
屋
根
瓦

に
も
観
音
経
の
文
字
や
龍
が
か
た
ど
ら
れ
た

総
欅
造
り
の
荘
厳
な
お
堂
で
す
が
、五
色
の
幕

8

　
伊
勢
市
の「
倉
田
山
公
園
」は
、市
街
地
に
も

か
か
わ
ら
ず
木
々
が
茂
り
深
山
の
趣
で
す
。

こ
こ
に
あ
る
大
き
な
二
つ
の
池
が
、龍
が
す
む

と
い
う「
二
つ
池
」。
勾
玉
を〝
二
つ
巴
〞の
形
に

置
い
た
よ
う
な
形
で
、東
の
池
に
は
雄
龍
が
、

西
の
池
に
は
雌
龍
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
池
の
南
西
、小
高
い
丘
の
上
に
、創
建

が
張
ら
れ
、扉
は
開
か

れ
て
い
て
、参
詣
者
を

温
か
く
迎
え
入
れ
て

く
れ
ま
す
。「
本
堂
の

扉
は
開
け
て
お
い
て
、

な
る
だ
け
近
々
と
お

参
り
し
て
い
た
だ
く

よ
う
心
が
け
て
い
る
ん
で
す
よ
」と
話
し
て
く

だ
さ
っ
た
の
は
住
職
の
木
造 

隆
誠
さ
ん
。「
奈

良
時
代
の
は
じ
め
、和
銅
5（
7
1
2
）年
に
行

基
上
人
が
当
寺
を
開
か
れ
、ご
本
尊
や
脇
侍
の

３
像
を
自
ら
彫
ら
れ
た
と
き
、龍
の
伝
説
は
既

に
こ
の
地
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら

7
0
0
年
ほ
ど
経
た
応
永
10（
1
4
0
３
）年
、

本
堂
が
火
災
に
あ
っ
た
と
き
、池
の
龍
が
現
れ

て
、雄
龍
が
仏
像
を
守
り
、雌
龍
が
水
を
吹
き

か
け
て
火
を
消
し
た
、と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
本
尊
の
十
一
面
観
音
菩
薩
様
と
脇
侍
の
毘

沙
門
天
様
と
地
蔵
菩
薩
様
は
、今
も
こ
こ
で
お

祀
り
し
て
い
ま
す
が
、確
か
に
焼
け
た
痕
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
も
私
ど
も
で
は
毎
月
、池

に
お
供
え
等
を
持
っ
て
行
き
、お
勤
め
を
し
て

い
る
ん
で
す
よ
」と
、伝
説
と
の
関
わ
り
を

語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
ご
本
尊
と
脇
侍
の
二
体
の
仏
像
は
、秘
仏
と

し
て
御
前
立
ち
の
十
一
面
観
音
像（
平
安
時
代

の
作
）の
背
後
、二
重
扉
の
奥
に
お
祀
り
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
12
年
に
一
度
、午
年
に
だ
け
開

帳
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

　
こ
の
本
堂
の
床
下
に
は〝
龍
の
う
ろ
こ
〞と
伝

わ
る
も
の
が
安
置
さ
れ
、天
井
に
は
天
井
板
を

１
枚
外
し
た〝
龍
の
通
り
道
〞が
開
け
ら
れ
て

い
る
な
ど
、龍
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
や

言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、最
近
で
は
、

本
堂
の
床
に
龍
の
姿
が
浮
か
び
上
が
り
話
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
17（
2
0
0
5
）年

に
本
堂
の
床
を
張
り
替
え
た
際
に
発
見
さ
れ

恋
愛
運
… 
と
色
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
の

ご
縁
を
結
ん
で
く
れ
る
の
だ
と
か
。

　
龍
づ
く
し
の
本
堂
を
出
て
奥
に
向
か
う
と
、

体
を
く
ね
ら
せ
た
龍
の
姿
に
刈
り
込
ま
れ
た

ツ
ツ
ジ
が
植
え
ら
れ
、さ
ら
に
奥
の
鳥
居
の
並

ぶ
先
に
は
、宝
を
授
け
る
と
い
う
聖
観
音
を
お

祀
り
す
る「
聖
観
音
堂
」や
鎮
守
の「
松
尾
龍
池

社
」が
続
き
ま
す
。

　
お
寺
を
出
て
坂
を
下
り
池
の
そ
ば
に
行
く

と
、池
は
静
ま
り
返
り
、今
に
も
雌
雄
の
龍
が

水
か
ら
顔
を
出
し
そ
う
で
し
た
。

た
も
の
で
、ケ
ヤ
キ
の
板
2
枚
に
ま
た
が
っ
て

現
れ
て
い
て
、参
詣
の
人
た
ち
に「
撫
で
龍
」と

呼
ば
れ
、パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
評
判
を
呼

ん
で
い
る
の
で
す
。
本
堂
の
中
に
掛
け
ら
れ

た
た
く
さ
ん
の
古
い
絵
馬
は
、多
く
が
江
戸
時

代
の
も
の
。
鮮
や
か
な
彩
色
で
精
巧
に
描
か

れ
た
も
の
が
多
く
、人
々
の
信
仰
の
あ
つ
さ
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

現
代
は
、龍
の
描
か

れ
た
五
角
形
の
絵
馬

と
、五
色
の
か
わ
い

い
丸
い
絵
馬
が
授
与

所
に
あ
り
、黄
色
は

金
運
、赤
は
結
婚
や

7

龍
池
山 

松
尾
観
音
寺

【
伊
勢
市
楠
部
町
】

さ
つ

こ

二
ツ
池
の
龍

龍
池
山　
松
尾
観
音
寺

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

２
２ ‒ 

２
７
２
２

お
問
い
合
わ
せ

り
ゅ
う

ま
つ

お

か
ん

の
ん

じ

ち

ざ
ん

雌
雄
の
龍
に
守
ら
れ
た
古
刹

東の池

本堂（手前）

本堂の中に掛けられた古い絵馬

丸い絵馬が縁を結ぶ 本堂の床に現れた「撫で龍」

観音経の文字が象れている瓦

龍の形に刈り込まれたツツジ

「聖観音堂」

ま
が
た
ま

け
や
き

り
ゅ
う

つ
く
り

こ

せ
い

わ
き
じ



の
山
」が
あ
り
ま
す
。

石
段
を
上
が
っ
た
小
高

い
丘
に
は
地
蔵
堂
の
ほ

か
薬
師
堂
、庚
申
堂
が

並
び
、市
指
定
有
形
文

化
財
で
あ
る
薬
師
如
来

座
像
や
由
緒
あ
る
地
蔵

が
鎮
座
。
こ
の
地
域
の

〝
祈
り
の
丘
〞と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
「
波
切
の
仙
遊
寺
、大

慈
寺
、桂
昌
寺
の
三
か

寺
が
管
理
し
、
祭
り
や
祈
祷
な
ど
の
法
事
は

三
か
寺
の
住
職
が
一
緒
に
勤
め
る
の
が
慣
例

と
な
っ
て
い
ま
す
」と「
波
切
氏
仏
教
会
」で
堂

守
の
浜
口 
吉
輝
さ
ん
。

　
汗
か
き
地
蔵
と
親
し
ま
れ
て
い
る
霊
汗
地

蔵
菩
薩
は
、天
文
年
間（
１
５
３
２
〜
１
５
５

５
）に
漁
師
の
惣
左
衛
門
の
網
に
掛
か
っ
た
も

の
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
惣
左
衛
門
が
海
か

ら
引
き
上
げ
た
石
像
に
、浜
で
遊
ん
で
い
た
子

ど
も
た
ち
が
悪
さ
を
す
る
と
、そ
の
子
は
熱
を

出
し
た
り
、足
が
腫
れ
た
り
と
不
思
議
な
出
来

10

　
志
摩
半
島

の
東
端
、大

王
崎
に
位
置

す
る
波
切
は

古
く
か
ら
漁

業
が
盛
ん
な

町
。
漁
港
か

ら
ほ
ど
近
い

桂
昌
寺
前
に
、

汗
か
き
地
蔵

を
祀
る「
堂

事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
村
人
は
奇
妙
な
祟
り

だ
と
恐
れ
て
過
ご
し
て
い
る
う
ち
、雨
風
に
さ

ら
さ
れ
た
石
像
は
、地
蔵
の
形
が
表
れ
て
き
ま

し
た
。
村
人
は
堂
の
山
に
祠
を
建
て
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
大
漁
や
豊
作
に
な
る

と
、こ
の
地
蔵
は
白
い
汗
を
か
き
、反
対
に
地

震
や
津
波
、ま
た
不
漁
や
不
作
の
と
き
に
は
黒

い
汗
を
か
い
て
村
人
へ
予
告
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、一
層
大
切
に
こ

の
汗
か
き
地
蔵
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　
毎
年
２
月
24
日
の

「
汗
か
き
地
蔵
祭
」で

は
、海
上
安
全
、大
漁

満
足
、家
内
安
全
、家

業
繁
盛
、交
通
安
全

な
ど
を
祈
願
し
て
読

経
が
行
わ
れ
、波
切

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
前
の
通
り
に

は
露
店
が
並
び
ま
す
。
近
く
の
大
慈
寺
で
は

河
津
桜
が
ち
ょ
う
ど
見
ご
ろ
と
な
り
、花
見
客

も
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
地
蔵
堂
隣
の
祠
に
あ
る
、少
し
首
を
傾
げ
た

思
案
地
蔵
は
、江
戸
時
代
末
に
起
き
た「
波
切

騒
動
」で
亡
く
な
っ
た
人
々
を
供
養
す
る
た
め
、

当
時
の
仙
遊
寺
の
住
職
に
よ
っ
て
発
意
さ
れ

た
も
の
で
す
。
騒
動
の
内
容
は
諸
説
あ
り
、真

相
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
大
王
町
史
』

に
よ
る
と
、天
保
元（
１
８
３
０
）年
、御
城
米

を
積
ん
だ
船
が
大
王
島
沖
で
遭
難
し
、漁
民
が

沈
ん
だ
船
か
ら
米
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
か
ら

事
件
と
な
り
、14
人
が
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
、そ

の
犠
牲
者
を
弔
っ
た
も
の
だ
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

　
薬
師
如
来
座
像
を
本
尊
と
し
て
安
置
す
る

薬
師
堂
は
、通
称「
波
切
薬
師
堂
」で
、そ
の
歴

史
は
古
く
、住
民
か
ら
崇
拝
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

も
と
は
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
り
、薬
師
如
来
は

左
手
に
薬
壺
を
持
っ
て
蓮
華
座
に
坐
り
、従
来

　
こ
の
薬
師
堂
の
正

面
に
懸
か
る
鰐
口
も

市
指
定
有
形
文
化
財

で
、江
戸
時
代
の
万

治
２（
１
６
５
９
）年

に
制
作
さ
れ
た
も
の

で
す
。
作
者
は
安
濃

津
を
拠
点
に
活
躍
し

て
い
た
鋳
物
師・辻 

重
種
で
、兄
の
吉
種
と
と

も
に
津
市
岩
田
橋
の
擬
宝
珠
を
は
じ
め
、多
く

の
作
品
を
つ
く
っ
た
人
物
で
す
。

　
境
内
か
ら
さ
ら
に
階
段
を
上
が
っ
て
み
る

と
、四
国
八
十
八
箇
所
の
観
世
音
像
を
祀
る
鐘

霊
堂
や
、役
の
行
者
堂
、ま
た
海
の
見
え
る
場

所
に
は
大
日
如

来
堂
と
、人
々

の
信
仰
あ
つ
い
、

祈
り
の
ス
ポ
ッ

ト
と
な
っ
て
い

ま
す
。

鎌
倉
時
代
作
の
寄
せ
木
造
り
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、平
安
時
代
後
期
の
様
式
も
見
ら
れ
、志

摩
地
域
の
仏
教
信
仰
を
考
え
る
上
で
も
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
制
作
時
期
の
異
な
る

両
脇
侍
の
日
光
菩
薩・月
光
菩
薩
、そ
れ
に
十

二
神
将
が
従
い
、堂
内
に
は
厳
か
な
雰
囲
気
が

漂
っ
て
い
ま
す
。

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

【
志
摩
市
大
王
町
】

汗
か
き
地
蔵

「
波
切
氏
仏
教
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

７
２ ‒ 

３
１
７
４

お
問
い
合
わ
せ

ど
う

や
ま

吉
事
に
は
白
い
汗
、凶
事
に
は
黒
い
汗
を
か
く

首を傾げた思案地蔵

薬師堂に祀る本尊の薬師如来座像

好漁場を控えた漁業の拠点、波切漁港

柔和な表情の汗かき地蔵

「汗かき地蔵祭」での読経正面に吊り下げられた鰐口大日如来石像 ※

や
っ

じ
ゅ
う

に
し
ん
し
ょ
う

つ
じ

う
じ
ぶ
つ

た
た

ぎ　
ぼ　
し

し
げ
た
ね

た
ね

よ
し

れ
ん
げ

ざ

こ



か
ら
５
０
０

メ
ー
ト
ル
程

進
ん
だ
下
り

場
地
区
で
、

長
年
、七
里

御
浜
の
波
打

ち
際
で
見
つ

か
っ
た
と
さ

れ
る
井
田
観

音
が
長
年
、

守
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
熊

野
地
方
に
は

海
か
ら
神
仏

や
貴
人
が
寄
り
来
る
と
い
う
伝
説
が
数
多
く

伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の
観
音
も
そ
の
一
つ

で
す
。

　
美
し
く
整
え
ら
れ
た
敷
地
に
、高
野
槙
が
手

向
け
ら
れ
た
地
蔵
尊
の
祠
や
、白
塗
り
の
木
造

の
堂
宇
が
あ
り
ま
す
。
お
堂
は
安
政
３（
１
８

５
６
）年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、堂
内
に
は

ご
本
尊
の
井
田
観
音
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
聖
観
音
像
は
鎌
倉
時
代
の
作
と
さ
れ
て

12

　
七
里
御
浜
沿
い
に
続
く
国
道
42
号
か
ら
、道

の
駅「
紀
宝
町
ウ
ミ
ガ
メ
公
園
」付
近
で
山
側

の
集
落
へ
入
る
と
、「
井
田
聖
観
世
音
」と
刻
ま

れ
た
大
き
な
石
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

い
て
、正
嘉
２（
１
２
５
８
）年
、観
音
信
仰
の

あ
つ
か
っ
た
侍
の
西 

忠
次
が
、夢
の
お
告
げ
に

よ
っ
て
海
岸
で
発
見
し
、一
家
と
村
人
の
守
り

仏
に
と
自
分
の
家
で
祀
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま

り
ま
す
。
忠
次
は
村
人
の
た
め
に
悪
人
を
追

い
払
い
、貧
し
い
人
を
助
け
、苦
し
む
人
を
救

い
、村
で
親
し
ま
れ
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
西
家
に
伝
わ
る
文
書
に
よ
れ
ば
、そ
の
後
４

６
０
年
を
経
た
正
徳
年
間（
１
７
１
１
〜
１
７

１
６
）、西 

忠
三
郎
の
代
に
堂
宇
を
建
立
し
、

一
般
の
参
詣
者
も
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
病
気
や
災
害
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
と
、霊

験
あ
ら
た
か
な
観
音
に
多
数
の
信
者
が
集
ま

り
、ま
た
毎
月
18
日
の
観
音
の
日
に
は
こ
と
の

の
ほ
か
参
拝
も
多
く
、敷
地
内
に
暮
ら
す
西
家

が
堂
守
と
し
て
、先
祖
代
々
大
切
に
ご
本
尊
を

引
き
継
い
で
き
ま
し
た
。

　
堂
内
の
祭
壇
に
は
高
野
槙
が
供
え
ら
れ
、格

子
戸
の
中
に
高
さ
27
セ
ン
チ
程
の
金
箔
を
ほ
ど

こ
し
た
聖
観
音
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
正

面
の
立
派
な
篇
額
に
は「
な
み
ま
よ
り  

う
か

び
た
ま
ひ
し  

観
世
音  

げ
に
あ
り
が
た
や  

誓
ひ
た
の
も
し
」と
、由
来
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
壁
に
掛
け
ら
れ
た「
船
絵

馬
」は
幕
末
頃
の
作
品
と
思
わ

れ
、船
主
が
航
海
の
安
全
を
祈

願
し
奉
納
し
た
も
の
で
す
。
ほ

か
に
も
堂
内
は
絵
画
や
漢
詩
、

版
画
な
ど
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、

人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
様
子

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
昔
か
ら
厄
落
と
し
の
観
音
と
し
て
知

ら
れ
、３
月
最
初
の
午
の
日
を
初
午
と
し
、男

女
厄
年
の
人
が
お
参
り
し
、観
音
様
が
ご
開
帳

さ
れ
ま
す
。
戦
前
ま
で
は
、近
在
か
ら
の
参
詣

者
や
喜
捨
を
求
め
る
巡
礼
者
が
参
道
に
列
を

な
し
、ま
た
大
道
芸
人
や
露
店
も
出
て
賑
わ
っ

は
田
畑
の
虫
追
い
が
発
祥
で
す
。
害
虫
を
追

い
払
う
た
め
に
、昔
は
田
の
水
面
に
油
を
張
り
、

竹
の
棒
の
先
に
ワ
ラ
を
束
ね
て
つ
く
っ
た「
ぼ

う
ず
り
」で
止
ま
っ
た
虫
を
掃
き
出
し
、そ
の

所
作
を
真
似
た
も
の
で
、「
ほ
う
き
踊
り
」は
一

時
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、地
域
の
若
者
た
ち

が
伝
統
を
継
承
し
よ
う
と
約
30
年
前
に
実
行

委
員
会
を
つ
く
り
、復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　
普
段
は
も
の
静
か
な
下
り
場
地
区
の
集
落

で
、ご
開
帳
の
日
を
住
民
は
こ
ぞ
っ
て
心
待
ち

に
し
て
い
ま
す
。

た
そ
う
で
す
。
参
道
に
残
さ
れ
た〝
巡

礼
坂
〞と
い
う
呼
び
名
か
ら
、往
時
を

し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ご
開
帳
の
機
会
は
一
年
に
２
度
。

も
う
１
日
が
お
盆
前
の
８
月
９
日
で

す
。こ
の
日
を「
観
音
さ
ま
」の
日
と
し
、

先
祖
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
、供
養
の
盆
踊

り
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
か

ら
続
く
伝
統
あ
る
行
事
で
、や
ぐ
ら
を
囲
ん
で

「
や
っ
さ
の
せ
」「
甚
句
」そ
し
て「
い
ろ
は
く
ど

き
」の
音
頭
に
合
わ
せ
て
、珍
し
い「
ほ
う
き
踊

り
」も
披
露
さ
れ
ま
す
。
シ
ュ
ロ
の
ほ
う
き
を

手
に
、輪
に
な
っ
て
、太
鼓
の
音
と
ゆ
っ
た
り

と
し
た
音
頭
に
合
わ
せ
て
踊
り
ま
す
が
、こ
れ

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

11

井
田
観
音

【
紀
宝
町
井
田
】

海
か
ら
き
た
観
音
さ
ま

紀
宝
町
役
場  

企
画
調
整
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
７
３
５ ‒ 

３
３ ‒ 

０
３
３
４

お
問
い
合
わ
せ

鎌
倉
時
代
の
も
の
と
伝
わ
る
小
さ
な
守
り
仏

手水横に４体の地蔵

西家の敷地内にあるお堂

堂内は自由に参拝できる

集落入り口の石柱

参道の“巡礼坂”

奉納された大きな「船絵馬」

8月9日の「ほうき踊り」

年に２回ご開帳される井田観音※

さ
が

ど
う
も
り

し
ゃ

き

ば
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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

社
）を
参
拝
し
た
時
、村
人
た
ち
が
手
踊
り
な

ど
で
歓
迎
し
た
。
こ
の
時
に
村
人
の
願
い
を

叶
え
て
人
形
芝
居
を
許
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、風
待
ち
湊
で
来
港
し
た
大
阪
や
、

阿
波
国
、淡
路
国
な
ど
の
人
々
の
影
響
を
受
け

な
が
ら
続
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
義
太
夫
に
よ
る〝
浄
瑠
璃
〞や〝
文
楽
〞と

呼
ば
れ
る
芸
能
が
確
立
さ
れ
る
以
前
か
ら
、素

朴
な
人
形
芝
居
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

保
存
会
の
発
足
は
い
つ
で
す
か
。

尾
﨑
…
大
正
末
期
の
不
況
や
戦
争
な
ど
の
影

響
で
一
時
途
絶
え
ま
し
た
が
、昭
和
25（
１
９

５
０
）年
に
人
形
芝
居
を
復
活
し
、「
安
乗
人
形

芝
居
保
存
会
」を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
国
の
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
は
昭

和
55（
1
9
8
0
）年
で
す
。
復
興
に
携
わ
っ

―
―「
安
乗
人
形
芝
居
」は
、〝
喜
怒
哀
楽
の
表

現
が
素
朴
で
大
胆
か
つ
野
趣
に
富
む
〞と
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
が
、古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

の
で
す
か
。

尾
﨑
…
は
じ
ま
り
は
４
０
０
年
以
上
も
昔
の
よ

う
で
す
。
豊
臣 

秀
吉
の
朝
鮮
出
兵（
文
禄
の

役
）の
際
、水
軍
の
将
と
し
て
出
兵
し
た
志
摩

の
国
主・九
鬼 

嘉
隆
が
、戦
い
で
武
功
を
た
て
、

御
礼
参
り
に
再
び
八
幡
神
社（
現
在
の
安
乗
神

た
方
た
ち
は
苦
労
さ
れ
た
の
で
す
が
、そ
れ
だ

け
地
域
に
は
人
形
芝
居
へ
の
想
い
が
強
く
残
っ

て
い
た
の
で
す
。
そ
の
想
い
は
私
た
ち
も
引

き
継
い
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
会
員
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
で
、ど
ん
な

活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

尾
﨑
…
安
乗
で
は
、地
区
民
が
保
存
会
の
会
員

と
な
り
、役
員
13
名
を
中
心
に
地
区
全
体
で「
安

乗
の
人
形
芝
居
」を
支
え
て
い
ま
す
。
人
形
の

遣
い
手
は
、23
名
い
ま
す
が
、安
乗
だ
け
で
な
く

志
摩
市
各
地
か
ら
参
加
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

活
動
と
し
て
は
、毎
年
９
月
の
第
２
土・日
曜

の「
安
乗
神
社
秋
季
例
大
祭
」で
、境
内
の
舞
台

で
奉
納
し
ま
す
。
こ
の
た
め
５
月
か
ら
準
備

や
練
習
に
入
り
ま
す
。
ま
た
、指
導
に
行
か
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る「
東
海
中
学
校
郷
土
芸
能

台
は
、女
性
の
会
や
黒
子
な
ど
人
形
芝
居
以
外

の
演
目
も
芸
達
者
だ
と
評
判
で
す
。楽
し
く
て
、

郷
愁
を
誘
う
温
か
さ
も
あ
る
と
。

尾
﨑
…
う
れ
し
い
評
価
で
す
ね
。
保
育
所
の

子
ど
も
た
ち
や
女
性
の
会
な
ど
、老
若
男
女
、

ま
ち
全
体
で
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。
踊
り
な

ど
の
稽
古
に
励
ん
だ
り
、お
ひ
ね
り
を
作
っ
た

り
、皆
で
企
画
や
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

―
―
舞
台
や
人
形
も
立
派
で
、臨
場
感
が
あ
る

と
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
が
、今
、人
形

芝
居
の
演
目
は
い
く
つ
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
。

尾
﨑
…
現
在
、「
絵
本
太
功
記
」や「
傾
城
阿
波

の
鳴
門
」な
ど
10
以
上
の
演
目
を
上
演
し
て
い

ク
ラ
ブ
」の
生
徒
た
ち
は
、祭
り
で
中
学
生
だ

け
で
一
つ
の
演
目
を
演
じ
ま
す
。
人
形
遣
い

や
三
味
線
、義
太
夫（
語
り
）も
が
ん
ば
っ
て
自

分
た
ち
だ
け
で
上
演
す
る
ん
で
す
よ
。
平
成

30（
2
0
1
8
）年
3
月
に「
志
摩
市
立
安
乗
中

学
校
」と「
志
摩
市
立
東
海
中
学
校
」が
統
合
さ

れ
た
の
で
す
が
、こ
の
ク
ラ
ブ
に
も
安
乗
以
外

の
地
域
の
子
た
ち
も
参
加
し
て
く
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
祭
り
の
他
に
、小
学
校
を
訪
問
し
て

の
出
前
授
業
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―「
安
乗
神

社
秋
季
例
大

祭
」の
奉
納
舞

いま、グループネット

お問い合わせ
「安乗人形芝居保存会」
TEL 090 -2687-3276
　　 （石井 太佳夫会長）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
堀
口 

裕
世

安
乗
文
楽・デ
コ
シ
バ
イ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る「
安
乗
の
人
形
芝
居
」は
長
い
歴
史
を
持
ち
、

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
全
国
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
る
こ
の
郷
土
芸

能
を
伝
承
し
て
い
る「
安
乗
人
形
芝
居
保
存
会
」で
は
、地
域
全
体
が
力
を
合
わ
せ
、心
を
一
つ
に
伝

統
の
人
形
芝
居
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い
ま
す
。

安
乗
人
形
芝
居
保
存
会

「
安
乗
人
形
芝
居
保
存
会
」は
、人
形
芝
居
と
と

も
に
古
い
舞
台
建
築
や
人
形
な
ど
も
受
け
継

ぎ
、ま
た
先
人
た
ち
の〝
想
い
〞も
大
切
に
つ
な

げ
る
地
域
全
体
の
活
動
で
す
。 

今
回
は
、会
長

の
石
井
太
佳
夫
さ
ん
に
代
わ
り
、書
記
を
務
め

る
尾
﨑 

壽
美
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

ま
す
。
新
し
い
演

目
に
も
挑
戦
し
た

い
ね
と
い
う
声
は

い
つ
も
あ
が
っ
て

い
ま
す
。
人
形
の

か
し
ら
は
百
余
り

あ
り
、古
い
も
の
に
は
江
戸
時
代
初
期
の
年
号

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
全
体
の
3
分
の
1
以

上
が
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
舞

台
は
、安
政
７（
１
８
６
０
）年
に
改
築
さ
れ
た

船
底
形
舞
台
で
、こ
れ
は
日
本
で
３
つ
し
か
現

存
し
な
い
形
で
す
。 

衣
裳
な
ど
も
古
い
も
の

が
あ
り
、貴
重
な
も
の
ば
か
り
で
す
の
で
大
切

に
し
て
い
ま
す
が
、手
入
れ

や
修
理
は
、技
術
面
で
も
資

金
面
で
も
困
難
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

―
―
今
年
の「
安
乗
神
社

秋
季
例
大
祭
」は
9
月
10

日（
土
） ・
11
日（
日
）で
す
。

好
天
に
恵
ま
れ
て
賑
や
か

に
行
わ
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

あ

の
り

え

いりあい ざくら

ほ
ん

な
る
と

た
い

け
い
せ
い
あ

わ

こ
う
き

※
「日高川入相花王」
渡し場の段

※舞台上に並んでのあいさつ

※中学生たちの稽古風景

※「絵本太功記」の一場面

※さまざまなかしらが伝わる

す
み

た
か
お
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年
前
ま
で
は
春
の
大
祭
が
行
わ
れ
る
４
月
８

日
に
な
る
と
、駅
か
ら
神
社
に
至
る
ま
で
の
道

が
大
勢
の
参
拝
者
で
あ
ふ
れ
て
い
た
と
い
い

ま
す
。
今
で
は
、ム
ラ
サ
キ
ツ
ツ
ジ
の
名
所
と

し
て
も
知
ら
れ
、４
月
上
旬
ご
ろ
に
は
、鮮
や

か
な
紫
色
の
花
が
来
訪
者
の
目
を
楽
し
ま
せ

て
く
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、日
本
武
尊
の
陵
墓
は
ど
こ
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ

た『
延
喜
式
』で
は
鈴
鹿
郡
内
に
所
在
す
る
と

示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、江
戸
時
代
に
は
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

諸
説
あ
る
中

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、Ｊ
Ｒ「
加
佐
登
」駅
を

出
発
し
た
後
は
、ゆ
る
や
か
な
坂
道
を
上
り
ま

す
。
加
佐
登
神
社
の
案
内
板
を
目
印
に
右
折

す
る
と
、生
い
茂
る
木
々
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

加
佐
登
神
社
の
社
叢
で
す
。
日
本
武
尊
が
亡

く
な
る
間
際
に
身
に
着
け
て
い
た
笠
と
杖
を

祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
わ
る
同
神
社
は
、か

つ
て
は〝
御
笠
殿
〞と
呼
ば
れ
、人
々
の
信
仰
を

集
め
て
き
ま
し
た
。
大
萱
さ
ん
に
よ
る
と
、30

で
、か
つ
て
は
加
佐
登
神
社
近
く
の「
白
鳥
塚

古
墳（
県
指
定
史
跡
）」が
最
有
力
候
補
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
実
際
に
明
治
９（
１
８
７
６
）

年
に
は
、明
治
政
府
に
よ
っ
て
尊
の
陵
墓
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
３
年
後
に
亀
山
市
内
に

あ
る「
能
褒
野
王
塚
古
墳
」に
改
定
さ
れ
た
の

で
す
。

　
真
偽
は
さ
て
お
き
、こ
の「
白
鳥
塚
古
墳
」に

関
し
て
、近
年
、新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
16（
２
０
０
４
）年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

鈴
鹿
市
が
発
掘
調
査
を
行
っ
た
結
果
、そ
れ
ま

で
県
内
最
大
の
円
墳
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
同

周
囲
の
環
境
保
全
、次
世
代
へ
の
継
承
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
。

　
加
佐
登
神
社
と「
白
鳥
塚
古
墳
」で
、古
代
の

謎
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
後
は
、「
加
佐
登
調

整
池
」に
沿
っ
て
西
へ
と
進
み
ま
す
。「
加
佐

登
調
整
池
」は
、鈴
鹿
川
水
系
椎
山
川
の
ほ
ぼ

中
流
部
に
位
置
す
る
ダ
ム
湖
で
、昭
和
58（
１

９
８
３
）年
の
竣
工
以
来
、農
業
用
水
お
よ
び

工
業
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま

古
墳
が
、実
は
帆
立
貝
式
の
前
方
後
円
墳
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
す
。
ま
た
、従
来
は

５
世
紀
後
半
か
ら
６
世
紀
に
か
け
て
築
造
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、５
世
紀
前

半
に
ま
で
遡
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。 

現

在
、古
墳
入
口
に
立
つ
説
明
板
に
は「
鈴
鹿
川

流
域
を
支
配
し
た
首
長
の
墳
墓
で
あ
る
」と
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、地
域
の
人
々
が
加
佐
登
神

社
と「
白
鳥
塚
古
墳
」を
敬
う
気
持
ち
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
志
で
結
成
さ
れ
た「
加

佐
登
保
勝
会
」や「
み
さ
さ
ぎ
の
会
」な
ど
が
、

171718

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

た
、「
白
鳥
塚
古
墳
」に
ち
な
ん
で「
白
鳥
湖
」の

愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
湖
面
に
浮
か
ぶ
水
鳥
た
ち
を
眺
め
な
が
ら

歩
く
と
見
え
て
く
る
の
が「
鈴
鹿
フ
ラ
ワ
ー

パ
ー
ク
」で
す
。
そ
の
広
さ
は
9.9
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
、大
型
遊
具
に
加
え
て
、カ
ラ
フ
ル
な
花
々

が
植
え
ら
れ
た
広
場
や
丘
が
点
在
し
、四
季
を

通
じ
て
楽
し
め
る
憩
い
の
場
所
と
な
っ
て
い

ま
す
。
駐
車
場
も
整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、車

で
お
越
し
の
方
は
、同
園
を
拠
点
に
し
て
の
散

策
も
可
能
で
す
。

場
を
奪
わ
れ
た
神
戸
の
長
吉
が
、吉
良
の
仁
吉

や
清
水 

次
郎
長
の
子
分
た
ち
の
応
援
を
得
て

争
い
、吉
良
の
仁
吉
が
銃
弾
に
倒
れ
た
の
で
す
。

こ
の
死
闘
は
、後
に
浪
曲「
荒
神
山
の
血
煙
り
」

な
ど
で
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
今
で
は「
荒
神
山
観
音
寺
」の

俗
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
同
寺
の
境
内
に
は
、

浪
曲
界
の
重
鎮
、廣
澤 

虎
三
が
建
立
し
た
吉

良
の
仁
吉
の
追
悼
碑
が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、春
日
局
が
正
保
4（
１
６
４
７
）年
に
寄

進
し
た
梵
鐘
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
日
本
武
尊
ゆ
か
り
の
古
刹
で
繰
り
広
げ
ら

　
春
と
秋
に
は「
鈴
鹿
市
植
木
ま
つ
り
」（
中
止

の
場
合
あ
り
）が
開
催
さ
れ
る「
鈴
鹿
フ
ラ

ワ
ー
パ
ー
ク
」で
の
ん
び
り
し
た
後
は
、高
神

山
観
音
寺
へ
向
か
い
ま
す
。
同
寺
も
日
本
武

尊
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、縁
起
に
よ
る
と
、弘
仁

３（
８
１
２
）年
に
、弘
法
大
師（
空
海
）が
尊
の

神
霊
を
仏
像
と
し
て
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
時
は
流
れ
、慶
応
２（
１
８

６
６
）年
の
４
月
、同
寺
の
裏
山
で
、あ
る
出
来

事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
桑
名
の
穴
太
徳
に
賭

れ
た
死
闘
に
思
い
を
馳
せ
た
後
は
、再
び
Ｊ
Ｒ

「
加
佐
登
」駅
を
め
ざ
し
ま
す
。
来
た
道
を
戻

れ
ば
、歴
史
ロ
マ
ン
の
余
韻
に
浸
り
な
が
ら
の

散
策
が
楽
し
め
ま
す
が
、市
内
を
循
環
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス「
Ｃ　
Ｂ
Ｕ
Ｓ
」を
利
用

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
た
だ
し
、本
数
が
少

な
い
の
で
事
前
に
時
刻
表
を
確
認
し
て
お
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

□

鈴
鹿
市

加
佐
登
町
界
隈

日
本
武
尊
伝
承
が
息
づ
く

「
白
鳥
塚
古
墳
」に
眠
る

人
物
は
？

「
鈴
鹿
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
」で
憩
う

日
本
武
尊
ゆ
か
り
の
古
刹
で
死
闘

　
鈴
鹿
市
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
加
佐
登
町
界
隈

に
は
、日
本
武
尊
伝
承
が
今
に
息
づ
く
名
所
・
旧
跡
が

点
在
し
ま
す
。
日
本
武
尊
と
い
え
ば
、奈
良
時
代
に
編

纂
さ
れ
た『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』に
登
場
す
る
謎
多

き
人
物
。
大
男
で
戦
上
手
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、父
で
あ

る
景
行
天
皇
に
従
わ
な
い
者
た
ち
と
戦
う
た
め
に
九

州
や
東
国
な
ど
に
赴
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、東
国
か
ら

大
和
の
国（
現
在
の
奈
良
県
）へ
の
帰
り
道
、伊
吹
山
の

神
の
怒
り
に
触
れ
た
た
め
に
病
気
に
な
り
、力
尽
き
て

能
褒
野
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、こ
の
終

焉
の
地
に
は
陵
墓
が
築
か
れ
、尊
の
魂
は
白
鳥
と
な
っ

て
飛
び
去
っ
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、歴
史
ロ
マ
ン
に
彩
ら
れ
た
日
本
武
尊
伝
承

の
地
を
中
心
に
巡
り
ま
す
。

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

へ
ん

ぼ

え
ん

し
ゅ
う

り
ょ
う
ぼ

の

の

さ
ん

け
い
こ
う

か

さ

ど

ち
ょ
う

し
ら
と
り
づ
か

こ

ふ
ん

̶

加佐登神社拝殿

加佐登神社拝殿に
鎮座する日本武尊像拝殿内の「日本武尊」の扁額

ムラサキツツジ

「白鳥塚古墳」

４月には神域一帯が紫色に染まる

「鈴鹿フラワーパーク」

春日局が寄進した梵鐘

高神山観音寺の本堂

吉良の仁吉の追悼碑

静寂に包まれる「白鳥塚古墳」

「加佐登調整池」「加佐登調整池」

※

※

し
ゃ
そ
う

し
き

え
ん

の

の

ぼ

お
う

ほ
た
て
が
い
し
き

し
い

じ
ん

と
く

と

あ 

の 

う

ば

か
ん

は
よ
い
ん

べ

き
ら

に

な
が

こ
う

じ
ゅ
う
ち
ん

か
す
が
の
つ
ぼ
ね

し
ょ
う
ほ
う

ひ
ろ
さ
わ
と
ら
ぞ
う

や
ま

じ
ん

き
ち

き
ち

こ
う

や
ま

し
ん
れ
い

や
ま
が
わ

づ
か

ふ
ん

こ

ぎ

み
か
さ
ど
の

至
四
日
市
市

至
J
R「
四
日
市
」駅

今回、お話を伺ったのは、大萱（おおがや） 功
さん（左）と瀬古 義雄さん（右）。地域をこよ
なく愛する二人は、加佐登神社周囲の環境を
保全する「加佐登保勝会」に所属しています。 至JR「亀山」駅

＊
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル（
ノ
ミ
コ
ト
）は
、『
日
本
書
紀
』で
は
日
本
武
尊
、『
古
事

記
』で
は
倭
建
命
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、能
褒
野
は『
日
本
書

紀
』の
表
記
で
、『
古
事
記
』で
は
能
煩
野
と
表
記
さ
れ
ま
す
。今
回
は『
日

本
書
紀
』の
表
記
で
統
一
し
ま
し
た
。

至亀山市

問
　

鈴
鹿
市
観
光
協
会（
月
曜
日
定
休
）
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文
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文
化
財
課

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
８
２ ‒ 

９
０
３
１

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。

約1.0km 約800ｍ 約800ｍ
JR「加佐登」駅 「鈴鹿フラワーパーク」 高神山観音寺加佐登神社・「白鳥塚古墳」



JR関西
本線

椎山
川

白鳥中

鈴鹿川

「加佐登調整池」
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加佐登小

JR「加佐登」駅

加
佐
登
神
社

「
白
鳥
塚
古
墳
」

「鈴鹿フラワーパーク」高神山観音寺

16 15

年
前
ま
で
は
春
の
大
祭
が
行
わ
れ
る
４
月
８

日
に
な
る
と
、駅
か
ら
神
社
に
至
る
ま
で
の
道

が
大
勢
の
参
拝
者
で
あ
ふ
れ
て
い
た
と
い
い

ま
す
。
今
で
は
、ム
ラ
サ
キ
ツ
ツ
ジ
の
名
所
と

し
て
も
知
ら
れ
、４
月
上
旬
ご
ろ
に
は
、鮮
や

か
な
紫
色
の
花
が
来
訪
者
の
目
を
楽
し
ま
せ

て
く
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、日
本
武
尊
の
陵
墓
は
ど
こ
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ

た『
延
喜
式
』で
は
鈴
鹿
郡
内
に
所
在
す
る
と

示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、江
戸
時
代
に
は
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

諸
説
あ
る
中

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、Ｊ
Ｒ「
加
佐
登
」駅
を

出
発
し
た
後
は
、ゆ
る
や
か
な
坂
道
を
上
り
ま

す
。
加
佐
登
神
社
の
案
内
板
を
目
印
に
右
折

す
る
と
、生
い
茂
る
木
々
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

加
佐
登
神
社
の
社
叢
で
す
。
日
本
武
尊
が
亡

く
な
る
間
際
に
身
に
着
け
て
い
た
笠
と
杖
を

祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
わ
る
同
神
社
は
、か

つ
て
は〝
御
笠
殿
〞と
呼
ば
れ
、人
々
の
信
仰
を

集
め
て
き
ま
し
た
。
大
萱
さ
ん
に
よ
る
と
、30

で
、か
つ
て
は
加
佐
登
神
社
近
く
の「
白
鳥
塚

古
墳（
県
指
定
史
跡
）」が
最
有
力
候
補
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
実
際
に
明
治
９（
１
８
７
６
）

年
に
は
、明
治
政
府
に
よ
っ
て
尊
の
陵
墓
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
３
年
後
に
亀
山
市
内
に

あ
る「
能
褒
野
王
塚
古
墳
」に
改
定
さ
れ
た
の

で
す
。

　
真
偽
は
さ
て
お
き
、こ
の「
白
鳥
塚
古
墳
」に

関
し
て
、近
年
、新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
16（
２
０
０
４
）年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

鈴
鹿
市
が
発
掘
調
査
を
行
っ
た
結
果
、そ
れ
ま

で
県
内
最
大
の
円
墳
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
同

周
囲
の
環
境
保
全
、次
世
代
へ
の
継
承
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
。

　
加
佐
登
神
社
と「
白
鳥
塚
古
墳
」で
、古
代
の

謎
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
後
は
、「
加
佐
登
調

整
池
」に
沿
っ
て
西
へ
と
進
み
ま
す
。「
加
佐

登
調
整
池
」は
、鈴
鹿
川
水
系
椎
山
川
の
ほ
ぼ

中
流
部
に
位
置
す
る
ダ
ム
湖
で
、昭
和
58（
１

９
８
３
）年
の
竣
工
以
来
、農
業
用
水
お
よ
び

工
業
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 
ま

古
墳
が
、実
は
帆
立
貝
式
の
前
方
後
円
墳
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
す
。
ま
た
、従
来
は

５
世
紀
後
半
か
ら
６
世
紀
に
か
け
て
築
造
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、５
世
紀
前

半
に
ま
で
遡
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。 

現

在
、古
墳
入
口
に
立
つ
説
明
板
に
は「
鈴
鹿
川

流
域
を
支
配
し
た
首
長
の
墳
墓
で
あ
る
」と
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、地
域
の
人
々
が
加
佐
登
神

社
と「
白
鳥
塚
古
墳
」を
敬
う
気
持
ち
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
志
で
結
成
さ
れ
た「
加

佐
登
保
勝
会
」や「
み
さ
さ
ぎ
の
会
」な
ど
が
、

171718

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

た
、「
白
鳥
塚
古
墳
」に
ち
な
ん
で「
白
鳥
湖
」の

愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
湖
面
に
浮
か
ぶ
水
鳥
た
ち
を
眺
め
な
が
ら

歩
く
と
見
え
て
く
る
の
が「
鈴
鹿
フ
ラ
ワ
ー

パ
ー
ク
」で
す
。
そ
の
広
さ
は
9.9
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
、大
型
遊
具
に
加
え
て
、カ
ラ
フ
ル
な
花
々

が
植
え
ら
れ
た
広
場
や
丘
が
点
在
し
、四
季
を

通
じ
て
楽
し
め
る
憩
い
の
場
所
と
な
っ
て
い

ま
す
。
駐
車
場
も
整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、車

で
お
越
し
の
方
は
、同
園
を
拠
点
に
し
て
の
散

策
も
可
能
で
す
。

場
を
奪
わ
れ
た
神
戸
の
長
吉
が
、吉
良
の
仁
吉

や
清
水 

次
郎
長
の
子
分
た
ち
の
応
援
を
得
て

争
い
、吉
良
の
仁
吉
が
銃
弾
に
倒
れ
た
の
で
す
。

こ
の
死
闘
は
、後
に
浪
曲「
荒
神
山
の
血
煙
り
」

な
ど
で
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
今
で
は「
荒
神
山
観
音
寺
」の

俗
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
同
寺
の
境
内
に
は
、

浪
曲
界
の
重
鎮
、廣
澤 

虎
三
が
建
立
し
た
吉

良
の
仁
吉
の
追
悼
碑
が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、春
日
局
が
正
保
4（
１
６
４
７
）年
に
寄

進
し
た
梵
鐘
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
日
本
武
尊
ゆ
か
り
の
古
刹
で
繰
り
広
げ
ら

　
春
と
秋
に
は「
鈴
鹿
市
植
木
ま
つ
り
」（
中
止

の
場
合
あ
り
）が
開
催
さ
れ
る「
鈴
鹿
フ
ラ

ワ
ー
パ
ー
ク
」で
の
ん
び
り
し
た
後
は
、高
神

山
観
音
寺
へ
向
か
い
ま
す
。
同
寺
も
日
本
武

尊
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、縁
起
に
よ
る
と
、弘
仁

３（
８
１
２
）年
に
、弘
法
大
師（
空
海
）が
尊
の

神
霊
を
仏
像
と
し
て
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
時
は
流
れ
、慶
応
２（
１
８

６
６
）年
の
４
月
、同
寺
の
裏
山
で
、あ
る
出
来

事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
桑
名
の
穴
太
徳
に
賭

れ
た
死
闘
に
思
い
を
馳
せ
た
後
は
、再
び
Ｊ
Ｒ

「
加
佐
登
」駅
を
め
ざ
し
ま
す
。
来
た
道
を
戻

れ
ば
、歴
史
ロ
マ
ン
の
余
韻
に
浸
り
な
が
ら
の

散
策
が
楽
し
め
ま
す
が
、市
内
を
循
環
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス「
Ｃ　
Ｂ
Ｕ
Ｓ
」を
利
用

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
た
だ
し
、本
数
が
少

な
い
の
で
事
前
に
時
刻
表
を
確
認
し
て
お
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

□

鈴
鹿
市

加
佐
登
町
界
隈

日
本
武
尊
伝
承
が
息
づ
く

「
白
鳥
塚
古
墳
」に
眠
る

人
物
は
？

「
鈴
鹿
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
」で
憩
う

日
本
武
尊
ゆ
か
り
の
古
刹
で
死
闘

　
鈴
鹿
市
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
加
佐
登
町
界
隈

に
は
、日
本
武
尊
伝
承
が
今
に
息
づ
く
名
所
・
旧
跡
が

点
在
し
ま
す
。
日
本
武
尊
と
い
え
ば
、奈
良
時
代
に
編

纂
さ
れ
た『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』に
登
場
す
る
謎
多

き
人
物
。
大
男
で
戦
上
手
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、父
で
あ

る
景
行
天
皇
に
従
わ
な
い
者
た
ち
と
戦
う
た
め
に
九

州
や
東
国
な
ど
に
赴
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、東
国
か
ら

大
和
の
国（
現
在
の
奈
良
県
）へ
の
帰
り
道
、伊
吹
山
の

神
の
怒
り
に
触
れ
た
た
め
に
病
気
に
な
り
、力
尽
き
て

能
褒
野
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、こ
の
終

焉
の
地
に
は
陵
墓
が
築
か
れ
、尊
の
魂
は
白
鳥
と
な
っ

て
飛
び
去
っ
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、歴
史
ロ
マ
ン
に
彩
ら
れ
た
日
本
武
尊
伝
承

の
地
を
中
心
に
巡
り
ま
す
。

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

へ
ん

ぼ

え
ん

し
ゅ
う

り
ょ
う
ぼ

の

の

さ
ん

け
い
こ
う

か

さ

ど

ち
ょ
う

し
ら
と
り
づ
か

こ

ふ
ん

̶

加佐登神社拝殿

加佐登神社拝殿に
鎮座する日本武尊像拝殿内の「日本武尊」の扁額

ムラサキツツジ

「白鳥塚古墳」

４月には神域一帯が紫色に染まる

「鈴鹿フラワーパーク」

春日局が寄進した梵鐘

高神山観音寺の本堂

吉良の仁吉の追悼碑

静寂に包まれる「白鳥塚古墳」

「加佐登調整池」「加佐登調整池」

※

※

し
ゃ
そ
う

し
き

え
ん

の

の

ぼ

お
う

ほ
た
て
が
い
し
き

し
い

じ
ん

と
く

と

あ 

の 

う

ば

か
ん

は
よ
い
ん

べ

き
ら

に

な
が

こ
う

じ
ゅ
う
ち
ん

か
す
が
の
つ
ぼ
ね

し
ょ
う
ほ
う

ひ
ろ
さ
わ
と
ら
ぞ
う

や
ま

じ
ん

き
ち

き
ち

こ
う

や
ま

し
ん
れ
い

や
ま
が
わ

づ
か

ふ
ん

こ

ぎ

み
か
さ
ど
の

至
四
日
市
市

至
J
R「
四
日
市
」駅

今回、お話を伺ったのは、大萱（おおがや） 功
さん（左）と瀬古 義雄さん（右）。地域をこよ
なく愛する二人は、加佐登神社周囲の環境を
保全する「加佐登保勝会」に所属しています。 至JR「亀山」駅

＊
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル（
ノ
ミ
コ
ト
）は
、『
日
本
書
紀
』で
は
日
本
武
尊
、『
古
事

記
』で
は
倭
建
命
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、能
褒
野
は『
日
本
書

紀
』の
表
記
で
、『
古
事
記
』で
は
能
煩
野
と
表
記
さ
れ
ま
す
。今
回
は『
日

本
書
紀
』の
表
記
で
統
一
し
ま
し
た
。

至亀山市

問
　

鈴
鹿
市
観
光
協
会（
月
曜
日
定
休
）
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３
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鈴
鹿
市 

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部 

文
化
財
課
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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。

約1.0km 約800ｍ 約800ｍ
JR「加佐登」駅 「鈴鹿フラワーパーク」 高神山観音寺加佐登神社・「白鳥塚古墳」



●いま、グループネット／安乗人形芝居保存会　●みえを歩こう／鈴鹿市 加佐登町界隈
■特集／三重の昔話ゆかりの地

227
2022.4

号

禁無断転載

227

津
市
丸
之
内
三
一―

二
一

町の木

ミカン

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 龍池山 松尾観音寺（伊勢市楠部町）

町の花

サクラ

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
南伊勢町

■ お問い合わせ ■
南伊勢町役場  観光商工課　ＴＥＬ 0599-66-1501

＊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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