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木
々
に
覆
わ
れ
、バ
ク
チ
ノ
キ
や
イ
ス
ノ
キ
な
ど

珍
し
い
樹
木
に
は
説
明
文
が
添
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
本
殿
に
た
ど
り
着
く
と
、周
囲
に
は
無
数
の

玉
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

昔
か
ら
地
元
の
漁
師
が
大
漁
と
安
全
を
祈
っ

て
浜
か
ら
拾
い
上
げ
、こ
こ
に
奉
納
し
た
も
の

だ
そ
う
で
す
。「
主
神
に
は
猿
田
彦
命
を
お
祀

り
し
て
い
ま
す
が
、こ
こ
は『
天
照
皇
大
神
御

降
臨
記
』に
記
さ
れ
て
い
る
志
摩
国
多
古
志
宮

の
旧
跡
地
で
、伊
勢
神
宮
外
宮
の
流
れ
を
汲
む

〝
度
会
神
道
〞と
関
係
が
あ
る
神
社
で
す
」と
加

藤
宮
司
。
お
参
り
を
す
ま
せ
る
と
、本
殿
脇
か

　
今
回
の
散
策
は
南
伊
勢
町
営
バ
ス
に
乗
り
、

バ
ス
停「
河
内
」か
ら
始
ま
り
ま
す
。
車
の
場

合
は「
南
伊
勢
町
役
場
南
島
庁
舎
」駐
車
場
を

利
用
す
る
と
便
利
で
す
。

　
バ
ス
停
か
ら
徒
歩
10
分
、神
前
浦・村
山・伊

勢
地・河
内
の
４
集
落
か
ら
な
る
吉
津
地
区
の

氏
神
に
あ
た
る
、
仙
宮
神
社
が
最
初
の
ス
ポ
ッ

ト
で
す
。
本
殿
は
標
高
70
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に

あ
り
、鳥
居
を
く
ぐ
る
と
石
段
が
続
き
、そ
の
数

は
３
６
５
段
。
こ
こ
を
加
藤
宮
司
の
案
内
で
登

り
ま
す
。
正
月
の
祭
典
の
と
き
は
、１
日
に
何

往
復
も
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

神
域
は

ら
背
後
へ
と
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
は
い

く
つ
も
の
巨
岩
が
突
出
し
た
荒
々
し
い
岩
山

で
、
昔
は
こ
の
山
自
体
が
御
神
体
と
し
て
崇

め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。「
磐
座
信
仰
で
す
。

巨
岩
群
の
ま
わ
り
か
ら
は
子
持
ち
勾
玉
や
土
器

片
な
ど
、古
代
の
祭
祀
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
」。

　
巨
石
の
ひ
と
つ「
猿
神
石
」も
見
逃
せ
な
い

ス
ポ
ッ
ト
で
す
。
そ
の
名
の
通
り
猿
の
横
顔

に
見
え
ま
す
が
、祀
ら
れ
て
い
る
の
が
猿
田
彦

命
と
あ
っ
て
、御
祭
神
が
岩
と
な
っ
て
姿
を
現

し
、見
つ
め
る
方
向
に
あ
る
吉
津
地
区
を
守
っ

て
く
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

西
方
寺
ま
で
国
道
沿
い
を
歩
き
ま
す
。
道
向

こ
う
は
奈
津
の
浜
で
、西
方
寺
は
通
称〝
奈
津

の
観
音
さ
ん
〞。
厄
除
け
の
観
音
堂
と
し
て
親

し
ま
れ
、ク
ジ
ラ
の
民
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

昔
、小
さ
な
黄
金
の
仏
像
を
頭
に
戴
い
た
ク
ジ

ラ
が
出
現
し
、そ
の
仏
像
を
地
元
の
漁
師
が
網

で
す
く
い
上
げ
る
と
、海
が
黄
金
色
に
染
ま
り
、

ク
ジ
ラ
は
み
る
み
る
う
ち
に
岩
と
化
し
た
と

い
う
話
で
す
。
そ
の
黄
金
の
仏
像
を
祀
り
お

堂
が
つ
く
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、そ
の
仏

像
は
聖
武
天
皇
に
献
進
さ
れ
、そ
の
代
わ
り
に

頂
い
た
聖
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。「
国

道
が
出
来
る
ま
で
寺
は
海
に
面
し
て
建
っ
て

　
本
殿
左
隣
に
は
絵

馬
殿
が
あ
り
、神
話

の
天
の
岩
戸
開
き
を

描
い
た
絵
画
や
百
人

一
首
の
額
が
奉
納
さ

れ
て
い
て
、人
々
の

信
仰
の
篤
さ
が
伺
え

ま
す
。

　
神
社
を
後
に
し
、次
は「
倭
姫
命
腰
か
け
岩
」

へ
と
向
か
い
ま
す
。
第
11
代
垂
仁
天
皇
の
皇
女

で
あ
る
倭
姫
命
が
、天
照
大
神
の
御
鎮
座
の
地

を
探
す
旅
の
途
中
、疲
れ
を
癒
そ
う
と
腰
を
下

ろ
し
て
束
の
間
の
休
息
を
と
っ
た
場
所
と
さ

れ
、そ
の
伝
承
を
示
す
石
碑
の
裏
側
に
、椅
子

の
よ
う
な

小
さ
な
岩

が
置
か
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か

ら
金
網
山

1718

＊
バ
ス
は
本
数
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

い
た
ん
で
す
。

観
音
さ
ん
も
海

を
向
い
て
い
ま

す
」と
加
藤
宮

司
。
敷
地
内
に

は
観
音
地
蔵
を

め
ぐ
る
コ
ー
ス

も
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
こ
で
加
藤

宮
司
と
お
別
れ

し
、さ
ら
に
国
道
を
進
ん
で
い
く
と
、神
前
浦

の
漁
港
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

年
に
、神
前
浦
の「
御
船
祭
」に
使
わ
れ
る
船
底

の
柄
、伊
勢
神
宮
へ
奉
納
さ
れ
る
伊
勢
海
老
、

神
話
の
三
つ
の
龍
、舞
い
飛
ぶ
ト
ン
ビ
、潮
騒

に
朝
日
が
昇
る
景
色
や
特
産
物
の
ミ
カ
ン
、ハ

マ
ボ
ウ
の
花
、さ
ら
に
波
や
雷
が
テ
キ
ス
タ
イ

ル
と
な
っ
て
、自
然
と
そ
の
脅
威
を
表
現
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
２
０
２
２
年
に
拡
張
さ
れ
、横

50
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
壁
画
と
な
り
、ま
ち
全

体
の
魅
力
が
一
つ
の
ア
ー
ト
作
品
と
な
り
、イ

ン
ス
タ
映
え
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。「
こ
の
中
に
ハ
ー
ト
が
隠
さ
れ
て

い
ま
す
。
じ
っ
く
り
眺
め
て
見
つ
け
て
く
だ

さ
い
」と
浜
地
さ
ん
。

　
神
前
浦
の
集
落
の
中
へ
進
む
と
、狭
い
路
地

は
ま
る
で
迷
路
の
よ
う
。「
呉
服
屋
、お
も
ち
ゃ

屋
、多
く
の
商
店
が

並
ん
で
い
て
神
前
浦

に
は
な
ん
で
も
あ
り

ま
し
た
」と
浜
地
さ

ん
が
言
う
よ
う
に
、

そ
の
名
残
が
伺
え
ま

す
。
集
落
の
小
高
い

丘
に
あ
る
の
が
薬
師

　
エ
ビ
網
、定
置
網
、真
鯛
の
養
殖
な
ど
が
営

ま
れ
る
漁
村
で
、近
年
は「
伊
勢
ま
ぐ
ろ
」の
養

殖
も
盛
ん
で
す
。
漁
港
沿
い
を
歩
く
と
、色
鮮

や
か
な
防
波
堤
の
壁
画
に
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。

愛
知
県
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
長
尾 

洋
さ
ん

が
、南
伊
勢
町
の「
調
和
と
教
え
」を
コ
ン
セ
プ

ト
に
描
い
た
作
品
で
す
。 

最
初
は
２
０
１
９

堂「
薬
師
山
城
跡
」で
、中
世
の
山
城
跡
で
す
。

か
つ
て
南
朝
方
の
武
士
団
で
あ
っ
た
加
藤
氏
の

居
城
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、家
々
が
見
渡
せ
る

静
か
な
場
所
で
す
。
周
囲
に
は
立
派
な
石
垣

が
残
り
ま
す
。

　
再
び
堤
防
に
出
て
海
岸
沿
い
に
進
み
、行
き

止
ま
り
を
右
へ
と
入
り
登
り
坂
を
進
み
ま
す
。

山
頂
付
近
に
神
前
湾
を
見
下
ろ
す
東
屋
が
あ

り
、そ
こ
か
ら
先
に
吉
津
灯
台
が
立
っ
て
い
ま

す
。
白
い
六
角
形
で
、タ
イ
ル
貼
り
の
モ
ダ
ン

な
意
匠
。
か
つ
て
は
灯
台
守
り
の
人
が
暮
ら

す
建
物
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
神
前
浦
の
雄
大
な
海
に
癒
さ
れ
、ま
ち
の
歴

史
に
触
れ
る
時
間
が
楽
し
め
ま
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

元
美

□

南
伊
勢
町 
神
前
浦

海
辺
の
集
落
に
受
け
継
が
れ
る
数
々
の
伝
承
を
訪
ね
て

　
熊
野
灘
の
紺
碧
の
海
が
眼
前
に
広
が
る
神
前
浦
。

氏
神
の
仙
宮
神
社
を
中
心
に
、倭
姫
命
の
言
い
伝
え

や
黄
金
の
仏
像
を
戴
い
た
ク
ジ
ラ
の
民
話
な
ど
、地

域
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
神
前
浦
と
い
う
地
名
は「
神
様
か
ら
見
て
前
に
あ

た
る
集
落
」と
い
う
、倭
姫
命
の
巡
行
に
由
来
し
、天

照
大
神
の
鎮
座
地
を
求
め
る
旅
の
途
中
、命
は
こ
こ

で
休
憩
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
南
伊
勢
町
に
は「
竃
」と
名
付
く
地
名
が
八

つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
家
の
落
人
が
住
み
着
い
た

地
で
、人
々
は
地
元
の
漁
師
と
争
わ
な
い
よ
う
、塩

を
作
っ
て
生
活
し
た
そ
う
で
す
。
源
氏
は
こ
の
平
家

を
見
張
る
監
視
人
を
派
遣
。 そ
の
役
目
は
仙
宮
神
社

の
神
主
家
が
担
っ
て
き
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
ん
な
古
く
か
ら
の
歴
史
が
あ
ち
こ
ち

に
点
在
す
る
、風
情
あ
る
漁
師
町
を
め
ぐ
り
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。

バス停「河内」

問
　

南
伊
勢
町
役
場　
南
島
庁
舎
総
合
窓
口

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

７
７ ‒ 

０
０
０
１

３
６
５
段
登
っ
た
山
頂
に

仙
宮
神
社
の
本
殿
と
磐
座

二
千
年
前
の
伝
承
と

海
に
ま
つ
わ
る
民
話

風
情
あ
る
漁
師
町
の

防
波
堤
を
彩
る
壁
画

約300ｍ 約650ｍ 約500ｍ

約1kｍ
約200ｍ約750ｍ約950ｍ 防波堤の壁画薬師堂「薬師山城跡」バス停「神前」 吉津灯台

か
み

さ
き

う
ら

よ
し

あ
ま
て
ら
す
こ
う

い
わ

す
い
に
ん

く
ら

こ
ん
も
う

よ
う

ざ
ん

さ
い
ほ
う
じ

じ
ん
ご

た
い

こ
う

し
ま
の
く
に
た
こ
し
の
み
や

り
ん

わ
た
ら
い き

づ

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

※

仙宮神社 「倭姫命腰かけ岩」 金網山西方寺

至
大
紀
町

至志摩市
神前浦出身で南伊勢
町防災安全課の浜地  
智視（ともみ）さんと仙
宮神社宮司の加藤 實
（みのる）さんに案内
していただきました。

本殿へ続く石段の参道

仙宮神社の本殿

防波堤を彩る壁画

薬師堂「薬師山城跡」

船舶の安全を守る吉津灯台 国道ができる前の西方寺 西方寺の本尊、聖観音像

山裾にある西方寺

「倭姫命腰かけ岩」 絵馬殿に掛かる神話の絵画

山の頂に巨岩群

猿の横顔をした「猿神石」

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

か
ま

い
た
だ

い
わ
く
ら
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。
道
向

こ
う
は
奈
津
の
浜
で
、西
方
寺
は
通
称〝
奈
津

の
観
音
さ
ん
〞。
厄
除
け
の
観
音
堂
と
し
て
親

し
ま
れ
、ク
ジ
ラ
の
民
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

昔
、小
さ
な
黄
金
の
仏
像
を
頭
に
戴
い
た
ク
ジ

ラ
が
出
現
し
、そ
の
仏
像
を
地
元
の
漁
師
が
網

で
す
く
い
上
げ
る
と
、海
が
黄
金
色
に
染
ま
り
、

ク
ジ
ラ
は
み
る
み
る
う
ち
に
岩
と
化
し
た
と

い
う
話
で
す
。
そ
の
黄
金
の
仏
像
を
祀
り
お

堂
が
つ
く
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、そ
の
仏

像
は
聖
武
天
皇
に
献
進
さ
れ
、そ
の
代
わ
り
に

頂
い
た
聖
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。「
国

道
が
出
来
る
ま
で
寺
は
海
に
面
し
て
建
っ
て

　
本
殿
左
隣
に
は
絵

馬
殿
が
あ
り
、神
話

の
天
の
岩
戸
開
き
を

描
い
た
絵
画
や
百
人

一
首
の
額
が
奉
納
さ

れ
て
い
て
、人
々
の

信
仰
の
篤
さ
が
伺
え

ま
す
。

　
神
社
を
後
に
し
、次
は「
倭
姫
命
腰
か
け
岩
」

へ
と
向
か
い
ま
す
。
第
11
代
垂
仁
天
皇
の
皇
女

で
あ
る
倭
姫
命
が
、天
照
大
神
の
御
鎮
座
の
地

を
探
す
旅
の
途
中
、疲
れ
を
癒
そ
う
と
腰
を
下

ろ
し
て
束
の
間
の
休
息
を
と
っ
た
場
所
と
さ

れ
、そ
の
伝
承
を
示
す
石
碑
の
裏
側
に
、椅
子

の
よ
う
な

小
さ
な
岩

が
置
か
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か

ら
金
網
山

1718

＊
バ
ス
は
本
数
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

い
た
ん
で
す
。

観
音
さ
ん
も
海

を
向
い
て
い
ま

す
」と
加
藤
宮

司
。
敷
地
内
に

は
観
音
地
蔵
を

め
ぐ
る
コ
ー
ス

も
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
こ
で
加
藤

宮
司
と
お
別
れ

し
、さ
ら
に
国
道
を
進
ん
で
い
く
と
、神
前
浦

の
漁
港
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

年
に
、神
前
浦
の「
御
船
祭
」に
使
わ
れ
る
船
底

の
柄
、伊
勢
神
宮
へ
奉
納
さ
れ
る
伊
勢
海
老
、

神
話
の
三
つ
の
龍
、舞
い
飛
ぶ
ト
ン
ビ
、潮
騒

に
朝
日
が
昇
る
景
色
や
特
産
物
の
ミ
カ
ン
、ハ

マ
ボ
ウ
の
花
、さ
ら
に
波
や
雷
が
テ
キ
ス
タ
イ

ル
と
な
っ
て
、自
然
と
そ
の
脅
威
を
表
現
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
２
０
２
２
年
に
拡
張
さ
れ
、横

50
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
壁
画
と
な
り
、ま
ち
全

体
の
魅
力
が
一
つ
の
ア
ー
ト
作
品
と
な
り
、イ

ン
ス
タ
映
え
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。「
こ
の
中
に
ハ
ー
ト
が
隠
さ
れ
て

い
ま
す
。
じ
っ
く
り
眺
め
て
見
つ
け
て
く
だ

さ
い
」と
浜
地
さ
ん
。

　
神
前
浦
の
集
落
の
中
へ
進
む
と
、狭
い
路
地

は
ま
る
で
迷
路
の
よ
う
。「
呉
服
屋
、お
も
ち
ゃ

屋
、多
く
の
商
店
が

並
ん
で
い
て
神
前
浦

に
は
な
ん
で
も
あ
り

ま
し
た
」と
浜
地
さ

ん
が
言
う
よ
う
に
、

そ
の
名
残
が
伺
え
ま

す
。
集
落
の
小
高
い

丘
に
あ
る
の
が
薬
師

　
エ
ビ
網
、定
置
網
、真
鯛
の
養
殖
な
ど
が
営

ま
れ
る
漁
村
で
、近
年
は「
伊
勢
ま
ぐ
ろ
」の
養

殖
も
盛
ん
で
す
。
漁
港
沿
い
を
歩
く
と
、色
鮮

や
か
な
防
波
堤
の
壁
画
に
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。

愛
知
県
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
長
尾 

洋
さ
ん

が
、南
伊
勢
町
の「
調
和
と
教
え
」を
コ
ン
セ
プ

ト
に
描
い
た
作
品
で
す
。 

最
初
は
２
０
１
９

堂「
薬
師
山
城
跡
」で
、中
世
の
山
城
跡
で
す
。

か
つ
て
南
朝
方
の
武
士
団
で
あ
っ
た
加
藤
氏
の

居
城
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、家
々
が
見
渡
せ
る

静
か
な
場
所
で
す
。
周
囲
に
は
立
派
な
石
垣

が
残
り
ま
す
。

　
再
び
堤
防
に
出
て
海
岸
沿
い
に
進
み
、行
き

止
ま
り
を
右
へ
と
入
り
登
り
坂
を
進
み
ま
す
。

山
頂
付
近
に
神
前
湾
を
見
下
ろ
す
東
屋
が
あ

り
、そ
こ
か
ら
先
に
吉
津
灯
台
が
立
っ
て
い
ま

す
。
白
い
六
角
形
で
、タ
イ
ル
貼
り
の
モ
ダ
ン

な
意
匠
。
か
つ
て
は
灯
台
守
り
の
人
が
暮
ら

す
建
物
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
神
前
浦
の
雄
大
な
海
に
癒
さ
れ
、ま
ち
の
歴

史
に
触
れ
る
時
間
が
楽
し
め
ま
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

元
美

□

南
伊
勢
町 

神
前
浦

海
辺
の
集
落
に
受
け
継
が
れ
る
数
々
の
伝
承
を
訪
ね
て

　
熊
野
灘
の
紺
碧
の
海
が
眼
前
に
広
が
る
神
前
浦
。

氏
神
の
仙
宮
神
社
を
中
心
に
、倭
姫
命
の
言
い
伝
え

や
黄
金
の
仏
像
を
戴
い
た
ク
ジ
ラ
の
民
話
な
ど
、地

域
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
神
前
浦
と
い
う
地
名
は「
神
様
か
ら
見
て
前
に
あ

た
る
集
落
」と
い
う
、倭
姫
命
の
巡
行
に
由
来
し
、天

照
大
神
の
鎮
座
地
を
求
め
る
旅
の
途
中
、命
は
こ
こ

で
休
憩
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
南
伊
勢
町
に
は「
竃
」と
名
付
く
地
名
が
八

つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
家
の
落
人
が
住
み
着
い
た

地
で
、人
々
は
地
元
の
漁
師
と
争
わ
な
い
よ
う
、塩

を
作
っ
て
生
活
し
た
そ
う
で
す
。
源
氏
は
こ
の
平
家

を
見
張
る
監
視
人
を
派
遣
。 そ
の
役
目
は
仙
宮
神
社

の
神
主
家
が
担
っ
て
き
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
ん
な
古
く
か
ら
の
歴
史
が
あ
ち
こ
ち

に
点
在
す
る
、風
情
あ
る
漁
師
町
を
め
ぐ
り
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。

バス停「河内」

問
　

南
伊
勢
町
役
場　
南
島
庁
舎
総
合
窓
口

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

７
７ ‒ 

０
０
０
１

３
６
５
段
登
っ
た
山
頂
に

仙
宮
神
社
の
本
殿
と
磐
座

二
千
年
前
の
伝
承
と

海
に
ま
つ
わ
る
民
話

風
情
あ
る
漁
師
町
の

防
波
堤
を
彩
る
壁
画

約300ｍ 約650ｍ 約500ｍ

約1kｍ
約200ｍ約750ｍ約950ｍ 防波堤の壁画薬師堂「薬師山城跡」バス停「神前」 吉津灯台

か
み

さ
き

う
ら

よ
し

あ
ま
て
ら
す
こ
う

い
わ

す
い
に
ん

く
ら

こ
ん
も
う

よ
う

ざ
ん

さ
い
ほ
う
じ

じ
ん
ご

た
い

こ
う

し
ま
の
く
に
た
こ
し
の
み
や

り
ん

わ
た
ら
い き

づ

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

※

仙宮神社 「倭姫命腰かけ岩」 金網山西方寺

至
大
紀
町

至志摩市
神前浦出身で南伊勢
町防災安全課の浜地  
智視（ともみ）さんと仙
宮神社宮司の加藤 實
（みのる）さんに案内
していただきました。

本殿へ続く石段の参道

仙宮神社の本殿

防波堤を彩る壁画

薬師堂「薬師山城跡」

船舶の安全を守る吉津灯台 国道ができる前の西方寺 西方寺の本尊、聖観音像

山裾にある西方寺

「倭姫命腰かけ岩」 絵馬殿に掛かる神話の絵画

山の頂に巨岩群

猿の横顔をした「猿神石」

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

か
ま

い
た
だ

い
わ
く
ら




