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集
落
を
守
っ
て
い
ま
し
た
」と
西
さ
ん
。
そ
ん

な
狭
い
土
地
で
あ
っ
た
木
本
は
、
要
害
山
の
北

西
側
を
削
り
取
る
工
事
が
行
わ
れ
、鉄
道
が
通

り
、町
の
行
き
来
も
容
易
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

頂
上
の
城
跡
は
景
色
の
良
い
木
本
公
園
と

な
っ
て
い
て
、
遊
歩
道
で
登
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　
木
本
と
井
戸
の
境
を
進
み
、旧
街
道
と
ク
ロ

ス
す
る
辺
り
に
馬
留
と
い
う
字
名
が
残
り
ま

す
。
紀
州
藩
の
殿
様
が
井
戸
川
を
越
え
て
来

た
時
に
、馬
を
下
り
る
目
印
だ
っ
た
と
伝
わ
り

ま
す
。
稲
倉
稲
荷
神
社
、海
に
出
る
と
南
に
獅

子
岩
が
見
え
ま
す
が
、コ
ー
ス
は
東
の
木
本
側
、

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、J
R「
熊
野
市
」駅
か

ら
海
側
へ
向
か
っ
て
し
ば
ら
く
歩
く
と
、右
側

に
熊
野
市
役
所
、そ
の
向
か
い
に
要
害
山
が
見

え
て
き
ま
す
。
岩
肌
が
印
象
的
な
こ
の
山
は

独
立
峰
に
見
え
ま
す
が
、元
々
は
北
か
ら
南
に

繋
が
る
山
の
支
尾
根
で
す
。 

要
害
山
の
西
が

井
戸
町
で
、東
が
木
本
町
で
す
。「
１
５
０
０

年
代
に
有
馬
氏
が
築
い
た
鬼
ヶ
城
の
出
張
所

と
し
て
、こ
の
山
に
も
城
が
あ
り
ま
し
た
が
、

砦
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
木

本
を
取
り
巻
く
よ
う
に
山
の
頂
に
城
が
あ
り
、

旧
街
道
の
本
町
通
り
へ
と
進
み
ま
す
。

　
通
り
に
は
谷
川
邸
や
脇
本
邸
な
ど
格
子
戸

や
犬
矢
来
を
持
つ
和
風
建
築
が
多
く
、商
人
の

屋
敷
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
虫
籠
窓
が
目
を

引
く「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」も
、そ
ん
な

建
物
の
一
つ
で
す
。
同
館
は
築
１
３
０
年
以

上
に
な
る
建
物
を
改
装
し
、休
憩
所
と
し
て

オ
ー
プ
ン
し
て
い
ま
す
が
、元
は
廻
船
問
屋
や

林
業
経
営
で
財
を
築
い
た
旧
栃
尾
邸
で
す
。

母
屋
の
両
脇
に
は
延
焼
被
害
を
食
い
止
め
る

た
め
の
防
火
帯
が
あ
り
、格
式
高
い
奥
の
間
に

は
付
書
院
や
違
い
棚
な
ど
趣
向
が
凝
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。 

母
屋
を
出
る
と
中
庭
と
蔵
が
２

つ
。
大
き
な
蔵
に
は
海
側
と
山
側
の
２
か
所

に
出
入
口
が
あ
り
、脇
の
浜
か
ら
伝
搬
船
で
商

品
を
運
び
入
れ
ま
し
た
。
蔵
の
床
板
を
外
す

と
薬
品
な
ど
を
保
管
し
た
地
下
室
も
あ
り
ま

す
。
柱
や
梁
も
存
在
感
が
あ
り
、伝
統
的
な
町

家
の
様
式
に
配
慮
し
て
古
民
家
を
再
生
し
て

い
ま
す
。

　
「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」の
向
か
い
に

あ
る
福
嶋
邸
を
西
さ
ん
の
声
掛
け
で
中
を
見

い
ま
す
。

　
ま
ち
か
ど
博
物
館
の「
中
野
陶
器
店
」、元
警

察
の
熊
野
商
工
会
議
所
、交
差
点
の
角
の「
さ

い
と
う
呉
服
店
」を
過
ぎ
る
と
、「
旧
酒
甚
旅

館
」で
す
。
明
治
年
間
の
開
業
で
、巡
礼
者
や

旅
人
に
も
利
用
さ
れ
、作
家
の
宇
野 

千
代
や

片
山
元
総
理
も
訪
れ
た
よ
う
で
す
。
宿
と
し

て
の
営
業
は
終
え
ま
し
た
が
、風
格
が
漂
っ
て

い
ま
す
。

学
し
ま
し
た
。 

入
り
口
に
落
と
し
戸
の
細
工

が
あ
り
ま
す
。 

い
わ
ゆ
る
木
製
の
シ
ャッ
タ
ー

で
、
10
年
ほ
ど
前
に
改
装
し
た
際
に
、こ
の
様

式
を
残
し
た
そ
う
で
す
。
本
町
通
り
の
趣
を

伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
息
づ
い
て

い
ま
す
。

　
近
く
の「
西
衣
料
品
店
」は
元
銀
行
で
半
円

の
窓
枠
が
お
洒
落
な
造
り
。
瀟
洒
な
近
代
建

築
も
こ
の
通
り
の
魅
力
で
、レ
ト
ロ
な
看
板
の

「
加
田
捨
銃
砲
火
薬
店
」を
眺
め
て
進
む
と
、ザ

ル
や
鍋
な
ど
の
日
用
雑
器
が
並
ぶ「
丸
田
商

店
」で
す
。
こ
こ
は
旧
木
本
町
役
場
で
、白
亜

の
木
造
二
階
建
て
。
横
板
の
壁
が
珍
し
く
、明

治
39（
１
９
０
６
）年
の
棟
木
が
保
管
さ
れ
て
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右
折
し
て
路
地
を
抜
け
る
と
左
に
鳥
居
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
氏
神
の
木
本
神
社
で
、10

月
に
は〝
暴
れ
神
輿
〞の
異
名
を
も
つ
例
大
祭
が

行
わ
れ
ま
す
。
木
本
町
の
各
地
区
か
ら
山
車

が
出
て
、神
輿
の
お
供
を
し
な
が
ら
町
内
を
練

り
歩
き
、子
ど
も
た
ち
が
白
塗
り
に
隈
取
の
化

粧
を
す
る
六
方
行
列
も
賑
や
か
で
す
。
鳥
居

横
に
は
吉
田
庄
太
夫
を
祀
る
吉
田
大
明
神
石

碑
が
あ
り
ま
す
。
安
政
２（
１
８
５
５
）年
、徳

川
御
三
家
の
紀
州
藩
直
轄
か
ら
、新
宮
城
主・

水
野
氏
に
知
行
替
え
が
公
布
さ
れ
る
と
、税
が

重
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
木
本
側
で
反
対
騒

見
え
ま
し
た
。 

5
月
の
節
句
に
は
頂
上
の

ポ
ー
ル
に
鯉
の
ぼ
り
が
泳
ぐ
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
左
折
し
、「
紀
南
ツ
ア
ー
デ
ザ
イ

ン
セ
ン
タ
ー
」（
現
在
休
館
中
）の
前
を
進
み
、

細
い
路
地〝
ひ
ま
い
道
〞へ
と
入
り
ま
す
。
古
い

壁
や
石
積
み
の
塀
が
続
き
風
情
が
あ
り
、足
元

は
今
で
は
暗
渠
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、こ
こ
は

江
戸
時
代
か
ら
女
性
が
利
用
し
た
生
活
路
。

「
ひ
ま
い
」に
は
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
て
も
の
を

洗
っ
た
と
い
う
意
味
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
木
造
３
階
建
て
の
建
物
に
出
ま
し
た
。
元

は
木
本
の
迎
賓
館
と
し
て
使
わ
れ
、大
広
間
が

あ
り
、か
つ
て
は
結
婚
式
の
披
露
宴
会
場
に
も

利
用
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
瑞
雲
寺
の
前
を
過

ぎ
る
と
、紀
州
徳
川
家
の
本
藩
公
領
地
と
し
て

置
か
れ
た「
奥
熊
野
代
官
所
跡
」。門
前
に
あ
っ

た
老
松
の
切
り
株
の
み
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

動
が
起
こ
り
ま
し
た
。「
安
政
の
村
替
え
騒
動

で
す
。一
揆
を
防
ぐ
た
め
藩
士
の
吉
田
庄
太
夫

が
出
向
い
て
説
得
に
あ
た
る
も
、長
く
仕
え
た

殿
様
の
交
替
は
忍
び
な
い
と
木
本
側
は
納
得
せ

ず
、つ
い
に
庄
太
夫
が
独
断
で
中
止
を
決
め
ま

し
た
。
そ
れ
を
称
え
た
石
碑
で
す
」と
西
さ
ん
。

　
庇
の
低
い
家
屋
が
並
ぶ
親
地
町
を
抜
け
、

西
郷
川
に
出
ま
し
た
。
笛
吹
橋
の
欄
干
に
笛

が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
鬼
ヶ

城
の
多
娥
丸
を
退
治
し
た
将
軍・坂
上
田
村
麻

呂
が
笛
を
吹
き
な
が
ら
行
進
し
た
と
い
う
伝

説
が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
熊
野
古
道
松
本

峠
へ
の
登
り
口
を
過
ぎ
、臥
牛
が
奉
納
さ
れ
た

松
葉
山
天
満
宮
へ
お
参
り
し
、駅
方
面
へ
戻
り

ま
す
。

　

立
派
な

石
積
み
の

邸
宅
に
沿

っ
て
歩
く

と
、線
路

側
に
標
高

１
０
２
メ

ー
ト
ル
の

華
城
山
が

　
木
本
小
学
校
の
裏
手
を
進
み
、熊
野
市
役
所

の
通
り
に
出
る
と
、「
西
書
店
」、J
R「
熊
野

市
」駅
へ
戻
り
ま
し
た
。

　
慶
長
時
代
の
町
割
り
や
、商
家
の
建
物
が
残

さ
れ
た
木
本
で
は
、タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ

う
な
気
分
が
味
わ
え
ま
す
。

取
材
・
文
…
中
村  

元
美

□

熊
野
市

木
本
町
本
町
通
り
界
隈

情
緒
あ
る
町
並
み
が
時
代
の
移
ろ
い
を
物
語
る

　
J
R「
熊
野
市
」駅
周
辺
に
広
が
る
木
本
町
は
、江
戸

時
代
初
期
の
慶
長
検
地
帳
に「
鬼
ノ
本
浦
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。道
が
狭
く
入
り
組
ん
で
い
た
木
本
を
、紀
州

藩
が
町
割
り
整
備
に
つ
と
め
、奥
熊
野
代
官
所
を
置
い

て
支
配
し
ま
し
た
。奥
熊
野
は
和
歌
山
県
南
部
と
三
重

県
南
部
に
広
が
る
地
域
。
木
本
に
は
脇
の
浜
と
い
う
船

着
き
場
も
あ
り
、交
通
の
要
衝
と
し
て
人
々
が
行
き
交

い
、行
政
や
経
済
、文
化
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
ま

し
た
。
そ
の
町
割
り
は
今
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、市

街
地
で
あ
り
な
が
ら
古
い
情
緒
が
漂
い
ま
す
。
そ
ん
な

町
並
み
を
駅
前
で
書
店
を
営
む
西 

一
夫
さ
ん
に
案
内

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
周
辺
に
は
世
界
遺
産
の
熊
野
古
道
松
本
峠
や
鬼
ヶ

城
、獅
子
岩
な
ど
熊
野
の
名
所
も
点
在
し
、七
里
御
浜
に

沿
っ
て
国
道
が
走
り
、海
、山
、ま
ち
の
魅
力
が
一
度
に

味
わ
え
る
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

START
■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

JR「熊野市」駅

問
　

熊
野
市
観
光
公
社

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

８
９ ‒ 

０
１
０
０

要
害
山
が
町
の
境
目

よ
う
が
い
ざ
ん

伝
統
的
な
建
物
が
残
る
本
町
通
り

風
情
漂
う〝
ひ
ま
い
道
〞へ

約600ｍ 約50ｍ 約50ｍ

約100ｍ約500ｍ
約150ｍ約200ｍ約250ｍ約600ｍ

「熊野古道おもてなし館」 「丸田商店」（旧木本町役場） 「中野陶器店」

「旧酒甚旅館」木本神社笛吹橋松葉山天満宮「奥熊野代官所跡」

至JR「尾鷲」駅

至
J
R「
鵜
殿
」駅

至
尾
鷲
市

う
ま

こ
う

い
ぬ

む
し

ま
ど

と
ち

く
ま
と
り

ち

お
や

ま
ち

ひ
さ
し

し
ょ
う
し
ゃ

に
し

が

あ
ん

は
な
じ
ろ
や
ま

き
ょ

ぎ
ゅ
う

ご

ぢ

が

ぎ
ょ
う

お こ

ら
い

や

ど

し

ど
め

あ
ざ

木本と井戸の境となる要害山

「熊野古道おもてなし館」

旧栃尾邸の蔵の地下

落とし戸のある福嶋邸

「丸田商店」

「中野陶器店」

棟木“ひまい道”

木造3階建ての邸宅「奥熊野代官所跡」

笛吹橋

「旧酒甚旅館」

木本神社木本神社

JR「熊野市」駅

熊
野
市
役
所

要
害
山

華
城
山

稲
倉
稲
荷
神
社

脇本邸

福
嶋
福
嶋
邸

瑞
雲
寺

「
西
衣
料
品
店
」

「
加
田
捨
銃
砲
火
薬
店
」

「さいとう呉服店」

「紀南ツアー
デザインセンター」
（現在休館中）

「紀南ツアー
デザインセンター」
（休館中）

JR紀
勢本
線

谷
川
邸

３
階
建
の
邸
宅 〝ひ

ま
〝ひ
まい
道〟

〝ひ
まい
道〟

本町
通り

「
西
書
店
」

獅子岩

「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」

「奥熊野代官所跡」

「
丸
田
商
店
」（
旧
木
本
町
役
場
）

木
本
神
社

「中野陶器店」

「旧酒甚旅館」

笛吹橋

松葉山天満宮

311

42
井戸川

西郷川

至紀宝町

案内人は「木本探検
倶楽部」の西 一夫
さん。熊野古道の世
界遺産登録を機に、
町の歴史や文化を

勉強しようと会を発足し、ガイド活
動も行う。 「西書店」店主。

き
の

も
と

井
戸
町

木
本
町

馬
留

親
地
町
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集
落
を
守
っ
て
い
ま
し
た
」と
西
さ
ん
。
そ
ん

な
狭
い
土
地
で
あ
っ
た
木
本
は
、
要
害
山
の
北

西
側
を
削
り
取
る
工
事
が
行
わ
れ
、鉄
道
が
通

り
、町
の
行
き
来
も
容
易
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

頂
上
の
城
跡
は
景
色
の
良
い
木
本
公
園
と

な
っ
て
い
て
、
遊
歩
道
で
登
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　
木
本
と
井
戸
の
境
を
進
み
、旧
街
道
と
ク
ロ

ス
す
る
辺
り
に
馬
留
と
い
う
字
名
が
残
り
ま

す
。
紀
州
藩
の
殿
様
が
井
戸
川
を
越
え
て
来

た
時
に
、馬
を
下
り
る
目
印
だ
っ
た
と
伝
わ
り

ま
す
。
稲
倉
稲
荷
神
社
、海
に
出
る
と
南
に
獅

子
岩
が
見
え
ま
す
が
、コ
ー
ス
は
東
の
木
本
側
、

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、J
R「
熊
野
市
」駅
か

ら
海
側
へ
向
か
っ
て
し
ば
ら
く
歩
く
と
、右
側

に
熊
野
市
役
所
、そ
の
向
か
い
に
要
害
山
が
見

え
て
き
ま
す
。
岩
肌
が
印
象
的
な
こ
の
山
は

独
立
峰
に
見
え
ま
す
が
、元
々
は
北
か
ら
南
に

繋
が
る
山
の
支
尾
根
で
す
。 

要
害
山
の
西
が

井
戸
町
で
、東
が
木
本
町
で
す
。「
１
５
０
０

年
代
に
有
馬
氏
が
築
い
た
鬼
ヶ
城
の
出
張
所

と
し
て
、こ
の
山
に
も
城
が
あ
り
ま
し
た
が
、

砦
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
木

本
を
取
り
巻
く
よ
う
に
山
の
頂
に
城
が
あ
り
、

旧
街
道
の
本
町
通
り
へ
と
進
み
ま
す
。

　
通
り
に
は
谷
川
邸
や
脇
本
邸
な
ど
格
子
戸

や
犬
矢
来
を
持
つ
和
風
建
築
が
多
く
、商
人
の

屋
敷
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
虫
籠
窓
が
目
を

引
く「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」も
、そ
ん
な

建
物
の
一
つ
で
す
。
同
館
は
築
１
３
０
年
以

上
に
な
る
建
物
を
改
装
し
、休
憩
所
と
し
て

オ
ー
プ
ン
し
て
い
ま
す
が
、元
は
廻
船
問
屋
や

林
業
経
営
で
財
を
築
い
た
旧
栃
尾
邸
で
す
。

母
屋
の
両
脇
に
は
延
焼
被
害
を
食
い
止
め
る

た
め
の
防
火
帯
が
あ
り
、格
式
高
い
奥
の
間
に

は
付
書
院
や
違
い
棚
な
ど
趣
向
が
凝
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。 

母
屋
を
出
る
と
中
庭
と
蔵
が
２

つ
。
大
き
な
蔵
に
は
海
側
と
山
側
の
２
か
所

に
出
入
口
が
あ
り
、脇
の
浜
か
ら
伝
搬
船
で
商

品
を
運
び
入
れ
ま
し
た
。
蔵
の
床
板
を
外
す

と
薬
品
な
ど
を
保
管
し
た
地
下
室
も
あ
り
ま

す
。
柱
や
梁
も
存
在
感
が
あ
り
、伝
統
的
な
町

家
の
様
式
に
配
慮
し
て
古
民
家
を
再
生
し
て

い
ま
す
。

　
「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」の
向
か
い
に

あ
る
福
嶋
邸
を
西
さ
ん
の
声
掛
け
で
中
を
見

い
ま
す
。

　
ま
ち
か
ど
博
物
館
の「
中
野
陶
器
店
」、元
警

察
の
熊
野
商
工
会
議
所
、交
差
点
の
角
の「
さ

い
と
う
呉
服
店
」を
過
ぎ
る
と
、「
旧
酒
甚
旅

館
」で
す
。
明
治
年
間
の
開
業
で
、巡
礼
者
や

旅
人
に
も
利
用
さ
れ
、作
家
の
宇
野 
千
代
や

片
山
元
総
理
も
訪
れ
た
よ
う
で
す
。
宿
と
し

て
の
営
業
は
終
え
ま
し
た
が
、風
格
が
漂
っ
て

い
ま
す
。

学
し
ま
し
た
。 

入
り
口
に
落
と
し
戸
の
細
工

が
あ
り
ま
す
。 

い
わ
ゆ
る
木
製
の
シ
ャッ
タ
ー

で
、
10
年
ほ
ど
前
に
改
装
し
た
際
に
、こ
の
様

式
を
残
し
た
そ
う
で
す
。
本
町
通
り
の
趣
を

伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
息
づ
い
て

い
ま
す
。

　
近
く
の「
西
衣
料
品
店
」は
元
銀
行
で
半
円

の
窓
枠
が
お
洒
落
な
造
り
。
瀟
洒
な
近
代
建

築
も
こ
の
通
り
の
魅
力
で
、レ
ト
ロ
な
看
板
の

「
加
田
捨
銃
砲
火
薬
店
」を
眺
め
て
進
む
と
、ザ

ル
や
鍋
な
ど
の
日
用
雑
器
が
並
ぶ「
丸
田
商

店
」で
す
。
こ
こ
は
旧
木
本
町
役
場
で
、白
亜

の
木
造
二
階
建
て
。
横
板
の
壁
が
珍
し
く
、明

治
39（
１
９
０
６
）年
の
棟
木
が
保
管
さ
れ
て
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右
折
し
て
路
地
を
抜
け
る
と
左
に
鳥
居
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
氏
神
の
木
本
神
社
で
、10

月
に
は〝
暴
れ
神
輿
〞の
異
名
を
も
つ
例
大
祭
が

行
わ
れ
ま
す
。
木
本
町
の
各
地
区
か
ら
山
車

が
出
て
、神
輿
の
お
供
を
し
な
が
ら
町
内
を
練

り
歩
き
、子
ど
も
た
ち
が
白
塗
り
に
隈
取
の
化

粧
を
す
る
六
方
行
列
も
賑
や
か
で
す
。
鳥
居

横
に
は
吉
田
庄
太
夫
を
祀
る
吉
田
大
明
神
石

碑
が
あ
り
ま
す
。
安
政
２（
１
８
５
５
）年
、徳

川
御
三
家
の
紀
州
藩
直
轄
か
ら
、新
宮
城
主・

水
野
氏
に
知
行
替
え
が
公
布
さ
れ
る
と
、税
が

重
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
木
本
側
で
反
対
騒

見
え
ま
し
た
。 

5
月
の
節
句
に
は
頂
上
の

ポ
ー
ル
に
鯉
の
ぼ
り
が
泳
ぐ
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
左
折
し
、「
紀
南
ツ
ア
ー
デ
ザ
イ

ン
セ
ン
タ
ー
」（
現
在
休
館
中
）の
前
を
進
み
、

細
い
路
地〝
ひ
ま
い
道
〞へ
と
入
り
ま
す
。
古
い

壁
や
石
積
み
の
塀
が
続
き
風
情
が
あ
り
、足
元

は
今
で
は
暗
渠
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、こ
こ
は

江
戸
時
代
か
ら
女
性
が
利
用
し
た
生
活
路
。

「
ひ
ま
い
」に
は
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
て
も
の
を

洗
っ
た
と
い
う
意
味
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
木
造
３
階
建
て
の
建
物
に
出
ま
し
た
。
元

は
木
本
の
迎
賓
館
と
し
て
使
わ
れ
、大
広
間
が

あ
り
、か
つ
て
は
結
婚
式
の
披
露
宴
会
場
に
も

利
用
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
瑞
雲
寺
の
前
を
過

ぎ
る
と
、紀
州
徳
川
家
の
本
藩
公
領
地
と
し
て

置
か
れ
た「
奥
熊
野
代
官
所
跡
」。門
前
に
あ
っ

た
老
松
の
切
り
株
の
み
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

動
が
起
こ
り
ま
し
た
。「
安
政
の
村
替
え
騒
動

で
す
。一
揆
を
防
ぐ
た
め
藩
士
の
吉
田
庄
太
夫

が
出
向
い
て
説
得
に
あ
た
る
も
、長
く
仕
え
た

殿
様
の
交
替
は
忍
び
な
い
と
木
本
側
は
納
得
せ

ず
、つ
い
に
庄
太
夫
が
独
断
で
中
止
を
決
め
ま

し
た
。
そ
れ
を
称
え
た
石
碑
で
す
」と
西
さ
ん
。

　
庇
の
低
い
家
屋
が
並
ぶ
親
地
町
を
抜
け
、

西
郷
川
に
出
ま
し
た
。
笛
吹
橋
の
欄
干
に
笛

が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
鬼
ヶ

城
の
多
娥
丸
を
退
治
し
た
将
軍・坂
上
田
村
麻

呂
が
笛
を
吹
き
な
が
ら
行
進
し
た
と
い
う
伝

説
が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
熊
野
古
道
松
本

峠
へ
の
登
り
口
を
過
ぎ
、臥
牛
が
奉
納
さ
れ
た

松
葉
山
天
満
宮
へ
お
参
り
し
、駅
方
面
へ
戻
り

ま
す
。

　

立
派
な

石
積
み
の

邸
宅
に
沿

っ
て
歩
く

と
、線
路

側
に
標
高

１
０
２
メ

ー
ト
ル
の

華
城
山
が

　
木
本
小
学
校
の
裏
手
を
進
み
、熊
野
市
役
所

の
通
り
に
出
る
と
、「
西
書
店
」、J
R「
熊
野

市
」駅
へ
戻
り
ま
し
た
。

　
慶
長
時
代
の
町
割
り
や
、商
家
の
建
物
が
残

さ
れ
た
木
本
で
は
、タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ

う
な
気
分
が
味
わ
え
ま
す
。

取
材
・
文
…
中
村  

元
美

□

熊
野
市

木
本
町
本
町
通
り
界
隈

情
緒
あ
る
町
並
み
が
時
代
の
移
ろ
い
を
物
語
る

　
J
R「
熊
野
市
」駅
周
辺
に
広
が
る
木
本
町
は
、江
戸

時
代
初
期
の
慶
長
検
地
帳
に「
鬼
ノ
本
浦
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。道
が
狭
く
入
り
組
ん
で
い
た
木
本
を
、紀
州

藩
が
町
割
り
整
備
に
つ
と
め
、奥
熊
野
代
官
所
を
置
い

て
支
配
し
ま
し
た
。奥
熊
野
は
和
歌
山
県
南
部
と
三
重

県
南
部
に
広
が
る
地
域
。
木
本
に
は
脇
の
浜
と
い
う
船

着
き
場
も
あ
り
、交
通
の
要
衝
と
し
て
人
々
が
行
き
交

い
、行
政
や
経
済
、文
化
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
ま

し
た
。
そ
の
町
割
り
は
今
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、市

街
地
で
あ
り
な
が
ら
古
い
情
緒
が
漂
い
ま
す
。
そ
ん
な

町
並
み
を
駅
前
で
書
店
を
営
む
西 

一
夫
さ
ん
に
案
内

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
周
辺
に
は
世
界
遺
産
の
熊
野
古
道
松
本
峠
や
鬼
ヶ

城
、獅
子
岩
な
ど
熊
野
の
名
所
も
点
在
し
、七
里
御
浜
に

沿
っ
て
国
道
が
走
り
、海
、山
、ま
ち
の
魅
力
が
一
度
に

味
わ
え
る
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

START
■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

JR「熊野市」駅

問
　

熊
野
市
観
光
公
社

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

８
９ ‒ 

０
１
０
０

要
害
山
が
町
の
境
目

よ
う
が
い
ざ
ん

伝
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的
な
建
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残
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本
町
通
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道
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木本と井戸の境となる要害山

「熊野古道おもてなし館」

旧栃尾邸の蔵の地下

落とし戸のある福嶋邸

「丸田商店」

「中野陶器店」

棟木“ひまい道”

木造3階建ての邸宅「奥熊野代官所跡」

笛吹橋

「旧酒甚旅館」

木本神社木本神社

JR「熊野市」駅

熊
野
市
役
所

要
害
山

華
城
山

稲
倉
稲
荷
神
社

脇本邸

福
嶋
福
嶋
邸

瑞
雲
寺

「
西
衣
料
品
店
」

「
加
田
捨
銃
砲
火
薬
店
」

「さいとう呉服店」
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（現在休館中）
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（休館中）

JR紀
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線

谷
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３
階
建
の
邸
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ま
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「
西
書
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獅子岩

「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」

「奥熊野代官所跡」

「
丸
田
商
店
」（
旧
木
本
町
役
場
）

木
本
神
社

「中野陶器店」

「旧酒甚旅館」

笛吹橋

松葉山天満宮

311

42
井戸川

西郷川

至紀宝町

案内人は「木本探検
倶楽部」の西 一夫
さん。熊野古道の世
界遺産登録を機に、
町の歴史や文化を

勉強しようと会を発足し、ガイド活
動も行う。 「西書店」店主。

き
の

も
と

井
戸
町

木
本
町

馬
留

親
地
町




