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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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を
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し
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は
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上
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ま

す
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目
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く
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１
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）

年
に
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尊
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が
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す
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鳥
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古
墳
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代
の

謎
に
思
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を
め
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せ
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後
は
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登
調
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池
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沿
っ
て
西
へ
と
進
み
ま
す
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加
佐
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調
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池
」は
、鈴
鹿
川
水
系
椎
山
川
の
ほ
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中
流
部
に
位
置
す
る
ダ
ム
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で
、昭
和
58（
１

９
８
３
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の
竣
工
以
来
、農
業
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水
お
よ
び
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業
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水
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て
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さ
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ま
す
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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
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ま
た
、従
来
は
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紀
に
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築
造
さ
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た
と
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え
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れ
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い
ま
し
た
が
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世
紀
前

半
に
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で
遡
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
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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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鈴
鹿
市 

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部 

文
化
財
課
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■ 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」




