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三重
県指定

希少野生動植物種

守りたい、いのち

◆ 分布 ◆
南勢、東紀州

絶滅のおそれのある動植物種のうち、特に保護する必要がある種で、 
三重県指定希少野生動植物種として指定している野生動植物を紹介します。

　東海以西の本州、四国、九州、琉球列島、済州島、中国、インドシナ半島
等の海岸近くの湿性地に分布する。分布北限である静岡県の生育地は
埋め立てにより消滅し、三重県が現在の北限地となっている。海岸や河
川の開発行為などにより減少している。

■ お問い合わせ
三重県　農林水産部　みどり共生推進課　野生生物班
ＴＥＬ：059-224-2578　　メールアドレス：midori@pref.mie.lg.jp

＊三重県指定希少野生動植物種を県ホームページに準じて紹介しています。
＊県ホームページで他の野生動植物種をご覧になれます。

資料・写真提供 : 三重県  農林水産部  みどり共生推進課  野生生物班
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豊
か
で
多
彩
な
地
形
や
気
候
に
恵
ま

れ
た
三
重
県
で
は
、古
来
、各
地
域
で
酒

造
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ

れ
ぞ
れ
の
酒
蔵
で
は
、仕
込
み
水
や
酒
米

な
ど
の
材
料
や
製
法
に
も
こ
だ
わ
り
、独

自
の
酒
造
り
を
追
求
し
て
い
ま
す
。

　
近
年
、日
本
酒（
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
）が
海
外
で

も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

平
成
28（
２
０
１
６
）年
に
開
催
さ
れ
た

「
Ｇ
７
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
」は
、三
重
県

産
の
日
本
酒
が
注
目
さ
れ
る
大
き
な
き
っ

か
け
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。　

　
今
回
は
、伝
統
を
守
り
つ
つ
、新
し
い
取

組
み
に
も
積
極
的
に
挑
む
酒
蔵
６
か
所

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

特 集

三
重
の
酒
蔵
、新
し
い
取
組
み

三
重
の
酒
蔵
、新
し
い
取
組
み

三
重
県
内
に
は
、ほ
か
に
も
多
く
の
酒
蔵
が
あ
り
、そ
れ

ぞ
れ
に
新
し
い
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
で
紹
介

す
る
の
は
、ご
く
一
部
で
す
。

各
酒
蔵
が
行
う
イ
ベ
ン
ト
や
酒
蔵
見
学
な
ど
に
関
し
て

は
、日
時
・
場
所
・
料
金
・
見
学
受
け
入
れ
方
法
や
人
数
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
。

＊＊

台
湾
な
ど
海
外
か

ら
の
参
加
者
も
い

る
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、平
成
27

（
２
０
１
５
）年
か

ら
は
輸
出
事
業
も
展
開
。
ロ
ン
ド
ン
で
開
催

さ
れ
る「
Ｉ
Ｗ
Ｃ（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ワ

イ
ン
チ
ャ
レ
ン
ジ
）」や
、ミ
ラ
ノ
で
開
催
の

「
ミ
ラ
ノ
酒
チ
ャ
レ
ン
ジ
」な
ど
、各
国
際
コ
ン

ク
ー
ル
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
「
私
た
ち
は
小
さ
な
酒
蔵
で
す
が
、だ
か
ら

こ
そ
特
色
あ
る
攻
め
た
酒
造
り
に
挑
戦
で
き

る
の
で
す
」と

熱
く
語
る
の

は
、娘
の
里
華

さ
ん
。「
認
定

１
級
フ
ー
ド

ア
ナ
リ
ス
ト
」

「
国
際
き
き
酒

師
」の
資
格
を

　
弘
化
４（
１
８
４
７
）年
の
創
業
以
来
、名
水

「
智
積
養
水
」を
は
じ
め
と
し
て
三
重
県
産
の

材
料
に
こ
だ
わ
っ
た
銘
柄「
鈿
女
」シ
リ
ー
ズ

で
知
ら
れ
る「
伊
藤
酒
造 

株
式
会
社
」。
平
成

14（
２
０
０
２
）年
に
蔵
元
の
伊
藤 

旬
さ
ん
が

杜
氏
に
就
任
す
る
と
、革
新
的
な
試
み
に
挑
み

続
け
て
い
ま
す
。

　
敷
地
内
に
建
つ
直
営
シ
ョ
ッ
プ「
慕
蔵
」も

そ
の
一
つ
。「
皆
で
ワ
イ
ワ
イ
と
楽
し
み
な
が

ら
地
酒
の
お
い
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
く

て
、築
２
０
０
年
の
蔵
を
改
装
し
ま
し
た
。
机

や
階
段
は
古
い
酒
樽
を
再
利
用
し
て
い
ま
す
」

と
、当
時
の
苦
労
話
も
交
え
て
話
し
て
く
れ
る

の
は
、女
将
の
喜
子
さ
ん
。
こ
の「
慕
蔵
」に
集

ま
っ
た
酒
通
た
ち
が〝
自
分
た
ち
の
手
で
酒
造

り
を
し
た
い
〞と
始
め
た
の
が「
ぼ
く
ら（
慕

蔵
）の
酒
を
造
る
会
」。
特
筆
す
べ
き
は
、米
の

計
量
か
ら
始
ま
り
、麹
作
り
や
各
仕
込
み
作
業

を
経
て
、瓶
詰
め
ま
で
の
全
工
程
を
自
分
た
ち

で
行
う
こ
と
。
希
少
な
体
験
は
評
判
を
呼
び
、

持
ち
、新
規
事
業
担
当
の
里
華
さ
ん
の
ア
イ
デ

ア
を
も
と
に
、「
酒
粕
ジ
ャ
ム
」「
酒
蔵
パ
ン
」な

ど
の
新
商
品
が
開
発
さ
れ
、人
気
と
な
っ
て
い

ま
す
。さ
ら
に
は
、透
明
で
瓶
内
発
酵
の
ス
パ
ー

ク
リ
ン
グ
日
本
酒「
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｍ
Ｅ 

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｇ 

ａｗａ
」も
研
究
開
発
し
、東
海
三
県

で
初
め
て
完
成
さ
せ
る
と
、本
年
６
月
に
開
催

さ
れ
た「
Ｇ
７
三
重・伊
勢
志
摩 

交
通
大
臣
会

合
」で
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
現
在
、近
未
来
的
な
発
信
方
法
を
計
画
中

で
す
」と
微
笑
む
里
華
さ
ん
。
伊
藤
さ
ん
親
子

の
挑
戦
に
終
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
四
日
市
市
桜
町
】

世
界
へ
羽
ば
た
く
、笑
顔
を
も
た
ら
す
女
神
の
酒「
鈿
女
」

伊
藤
酒
造 

株
式
会
社
　

う 

づ 

め

「
伊
藤
酒
造 

株
式
会
社
」（
火・水
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
２
６ ‒ 

２
０
２
０

お
問
い
合
わ
せ

酒母（しゅぼ）造り中の伊藤 旬さん

「ＵＺＵＭＥ ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ ａｗａ」 向かって左から伊藤 喜子さん、里華さん向かって左から伊藤 喜子さん、里華さん

「酒粕ジャム」
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平
成
28（
２
０
１
６
）

年
５
月
、各
国
首
脳
の
盃

に「
純
米
大
吟
醸 

半
蔵
」

が
乾
杯
酒
と
し
て
注
が

れ
ま
し
た
。
記
憶
に
残

る「
Ｇ
７
伊
勢
志
摩
サ

ミ
ッ
ト
」の
ワ
ー
キ
ン
グ

デ
ィ
ナ
ー
の
一
コ
マ
で

す
。

　
「
そ
れ
ま
で
も
味
に
自

信
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

知
名
度
が
一
気
に
高
まっ

た
と
実
感
し
た
の
は
、サ

ミ
ッ
ト
が
き
っ
か
け
で

す
」と
語
る
の
は
、大
田 

有
輝
さ
ん
。
明
治
25（
１

８
９
２
）年
の
創
業
以
来
、

清
ら
か
で
深
み
の
あ
る

味
で
定
評
の
あ
る「
半

蔵
」シ
リ
ー
ズ
を
展
開
す

る「
株
式
会
社 
大
田
酒

造
」の
７
代
目
で
す
。
東

京
農
業
大
学
短
期
大
学

部
醸
造
学
科
卒
業
後
、県
内
蔵
元
で
の
修
行
を

終
え
た
有
輝
さ
ん
が
、酒
造
り
に
携
わ
り
始
め

た
の
は
、同
サ
ミ
ッ
ト
の
翌
年
。
当
時
の
杜
氏

は
、農
閑
期
に
岩
手
県
か
ら
や
っ
て
き
て
酒
造

り
に
従
事
す
る
、い
わ
ゆ
る〝
南
部
杜
氏
〞で
し

た
が
、や
が
て
高
齢
の
た
め
に
引
退
。
有
輝
さ

ん
が
24
歳
で
蔵
元
杜
氏
に
就
任
し
た
の
は
令

和
元
年
の
こ
と
で
し
た
。

　
三
重
県
内
の
蔵
元
で
最
年
少
杜
氏
と
な
っ

た
有
輝
さ
ん
が
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、働

き
方
の
改
革
。
若
い
蔵
人
を
増
や
し
、４
人
体

制
か
ら
５
人
体
制
と
し
た
こ
と
で
、ゆ
と
り
が

生
ま
れ
、品
質
向
上
に
つ
な
が
っ
た
と
話
し
ま

す
。
ま
た
、２
年
目
か
ら
は
若
女
将
の
麻
帆
さ

ん
も
参
加
。
同
じ
大
学・学
部
で
学
ん
で
い
た

麻
帆
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
も
あ
り
、自
分

で
造
り
た
い
味
を
自
ら
造
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。

　
「『
半
蔵
』は
、50
代
か
ら
60
代
の
方
に
人
気
で

す
が
、日
本
酒
離
れ
が
進
む
20
代
か
ら
40
代
の

方
に
も
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
新
し
い
銘
柄

を
造
り
た
い
と
試
行
錯
誤
し
て
誕
生
し
た
の

が『
＆
』シ
リ
ー
ズ
で
す
」と
話
す
有
輝
さ
ん
の

傍
ら
で
、麻
帆
さ
ん
が
頷
き
ま
す
。
こ
の「
＆
」

シ
リ
ー
ズ
は
、「〝
人
と
人
〞〝
料
理
と
人
〞を
つ

な
ぐ
、継
ぎ
目
と
な
る
よ
う
な
酒
で
あ
り
た

い
」と
い
う
想
い
を
結
集
さ
せ
た
結
果
、上
品

な
香
り
と
ふ
く
よ
か
で
甘
み
の
あ
る
味
わ
い

に
。
本
年
の「
Ｉ
Ｗ
Ｃ（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
ワ
イ
ン
チ
ャ

レ
ン
ジ
）」で

「
半
蔵 

＆ 

純
米

大
吟
醸 

雄
町
」

が
ゴ
ー
ル
ド
メ

ダ
ル
受
賞
と
い

う
栄
誉
に
輝
き

ま
し
た
。

岳
さ
ん
に
依

頼
す
る
な
ど
、

細
部
に
ま
で

地
元
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る

の
で
す
。

　
若
き
杜
氏
た
ち
の
未
来
を
見
据
え
な
が
ら

も
、地
に
足
を
つ
け
た
酒
造
り
へ
の
挑
戦
は
、

今
後
も
続
き
ま
す
。

　
同
酒
造
で
は
、県
内
の
異
業
種
メ
ー
カ
ー
と

協
力
し
て
新
た
な
商
品
も
開
発
製
造
し
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
も
、桑
名
市
の
清
涼
飲
料・

炭
酸
飲
料
製
造・販
売
メ
ー
カ
ー「
鈴
木
鉱
泉

株
式
会
社
」と
協
力
し
て
製
造
し
た
地
サ
イ

ダ
ー「
忍
ジ
ャ
ー
エ
ー
ル
」や
、伊
賀
市
内
の
老

舗
牛
乳
店「
北
川
牛
乳
」と
タ
ッ
グ
を
組
ん
で

作
っ
た「
酒
粕
ジ
ェ
ラ
ー
ト
」な
ど
が
人
気
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
、創
業
１
３
０
周
年
を
迎
え
た

昨
年
、原
点
回
帰
と
も
い
う
べ
き「
純
米
大
吟

醸 

i
田
」が
完
成
。
地
元
の
猪
田
地
域
で
育

て
ら
れ
た
山
田
錦
を
使
用
し
、ラ
ベ
ル
画
や
題

字
制
作
を
市
内
で
活
動
す
る
画
家
の
岩
名 

泰

4

※
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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「
株
式
会
社 

大
田
酒
造
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

４
７
０
９

直
営
店 「
酒
蔵
り
か
こ
」（
水
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
４ ‒ 

６
５
２
１

お
問
い
合
わ
せ

ゆ
う

お
ま
ち

だ

い

だ

い

く
ら
び
と

ま
ほ

き

「IWC」などの表彰状と「＆」シリーズ

伝統的な手作り製法にこだわる有輝さん

「大田酒造」外観

内部の様子

酒蔵内に並ぶタンク

地サイダー「忍ジャーエール」 「純米大吟醸　i 田」

【
伊
賀
市
上
之
庄
】

新
シ
リ
ー
ズ「
＆
」で〝
人
と
人
〞〝
料
理
と
人
〞を
つ
な
ぐ

株
式
会
社 

大
田
酒
造

※

ア
ン
ド

し
ょ
う

の

か
み

向かって左から若女将の大田 麻帆さん、蔵元杜氏の有輝さん、専務の智洋（ちひろ）さん



に
当
た
り
ま
す
。

　
酒
造
り
の
決
め

手
は
な
ん
と
い
っ

て
も
、水
。
店
の

前
を
き
れ
い
な
小

川
が
流
れ
、い
か

に
も
水
の
良
さ
そ

う
な
場
所
で
す
が
、

「
香
落
渓
か
ら
流

れ
る
地
下
水
を
く

み
上
げ
て
使
っ
て

い
ま
す
」と
滋
久

さ
ん
。
米
に
も
こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま
す
。 

た

と
え
ば「
み
の
わ
」と
い
う
酒
。「
こ
こ
は
箕
曲

と
い
う
里
で
、そ
れ
に
因
ん
だ
名
前
で
す
が
、

す
べ
て
箕
曲
の
土
地
の
米
と
水
で
出
来
た
酒

な
の
で
す
。
酒
蔵
の
裏
に
あ
る
田
で
育
て
た

米（
神
の
穂
）を
近
所
の
人
た
ち
も
集
ま
っ
て

く
れ
て
稲
刈
り
を
し
ま
す
。
そ
し
て
、昔
か
ら

の
や
り
方
を
守
っ
て
、丁
寧
に
手
を
か
け
て
仕

込
ん
で
い
ま
す
」。

　
「
み
の
わ
」「
参
宮
」な
ど
、澤
佐
酒
造
の
伝
統

の
味
わ
い
の
日
本
酒
と
と
も
に
、「
あ
ん
ぷ
れ

う
ゅ
」と
い
う
お
酒
も
あ
り
ま
す
。〝
ア
ン
プ
レ

ヴ
ュ
〞は
フ
ラ
ン
ス
語
で〝
意
外
な
〞と
い
う
意

味
。
日
本
酒
な
が
ら
白
ワ
イ
ン
の
よ
う
な
酸

味
と
甘
み
は
、古
い
酒
蔵
が
生
ん
だ
、ま
さ
に

意
外
な
味
わ
い
。
自
然
な
炭
酸
ガ
ス
の
入
っ

た
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
も
う
一
つ
、新
た
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る

の
は
、敷
地
内
右
手
に
あ
る「
名
張
麹
工
房
」。

白
と
明
る
い

オ
レ
ン
ジ
色

の
の
れ
ん
が

揺
れ
る
か
わ

い
い
お
店
で
、

入
る
と
す
ぐ

調
度
も
楽
し
め
ま
す
。
カ
フ
ェ
の
壁
に
は
、小

さ
な
窓
が
開
け
ら
れ
、仕
込
み
の
時
期
に
は
麹

を
造
る
様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。「
昔
な
が
ら
の

麹
室
も
あ
る
の
で
す
が
、温
度
や
湿
度
を
し
っ

か
り
管
理
で
き
る
新
し
い
施
設
を
つ
く
り
ま

し
た
の
で
、麹
造
り
を
お
客
さ
ま
に
も
見
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
、小
窓
を
付
け
ま
し

た
」と
、有
美
子
さ
ん
。

　
夫
妻
が
想
い
を
込
め
た
プ
リ
ン
は
、こ
く
の

あ
る
ま
ろ
や
か
な
味
わ
い
。
麹
の
力
が
発
揮

さ
れ
た
、ユ
ニ
ー
ク
な
商
品
で
す
。

に
プ
リ
ン
が
並
ん
で
い
ま
す
。日
本
酒
の
カ
ッ

プ
に
入
れ
ら
れ
、ち
ゃ
ん
と
プ
ル
ト
ッ
プ
の
ふ

た
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ラ
フ
ル
な
フ
ル
ー

ツ
を
使
っ
た
も
の
も
。

　
「
こ
の
プ
リ
ン
は
、吟
醸
酒
を
造
る
麹
を

使
っ
て
、自
然
で
柔
ら
か
な
甘
み
を
出
し
て
い

ま
す
。
毎
年
、冬
に
酒
を
仕
込
む
と
き
に
麹
を

つ
く
る
の
で
す
が
、麹
は
生
き
物
で
す
か
ら
、

ば
ら
つ
き
が
出
や
す
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、そ

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
い
こ
う
と
い
う
試

み
か
ら
、麹
を
研
究
し
、プ
リ
ン
を
つ
く
り
ま

し
た
」と
滋
久
さ
ん
。

　
隣
に
は
シ
ッ
ク
な
カ
フ
ェ
も
併
設
さ
れ
、古

い
精
米
器
な
ど
、歴
史
あ
る
酒
蔵
な
ら
で
は
の

こ
の
建
物
で
一

番
古
い
の
は
表

の
門
で
、約
２

０
０
年
経
っ
て

い
ま
す
」と
教

え
て
く
れ
た
の

は
、蔵
元
で
杜

氏
で
も
あ
る
澤 

滋
久
さ
ん
。
妻

の
有
美
子
さ
ん

と
と
も
に
、伝

統
的
な
酒
造
り

を
守
り
つつ
、新

た
な
商
品
に
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

い
ま
す
。
澤
家

は
、も
と
は
大

和
・
宇
陀
の
澤

城
に
関
わ
る
家
柄
で
、江
戸
時
代
に
は
こ
の
付

近
の
庄
屋
を
つ
と
め
、寛
政
5（
1
7
9
３
）年

に
9
代
目
の
澤 

佐
次
右
衛
門
が
酒
造
業
を
始

め
た
と
の
こ
と
。
滋
久
さ
ん
は
、
澤
家
と
し

て
は
15
代
目
、
酒
蔵
の
主
と
し
て
は
6
代
目

　
名
張
市
の
中
央
部
、広
々
と
し
た
水
田
を
背

景
に
、酒
蔵
な
ら
で
は
の
煙
突
や
蔵
が
並
ん
で

い
ま
す
。 

風
格
が
漂
う
建
物
の
入
口
に
は
、

「
本
澤
佐
」の
印
が
染
め
抜
か
れ
た
の
れ
ん
が

掛
け
ら
れ
、老
舗
ら
し
い
た
た
ず
ま
い
。「
こ

6

※
印
の
写
真
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取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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「
澤
佐
酒
造
合
名
会
社
」（
月・火
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
３ ‒ 

０
４
３
０

お
問
い
合
わ
せ

澤 滋久さん、有美子さん夫妻

「澤佐酒造」の入口

「名張麹工房」

「澤佐酒造」の日本酒が並ぶ

昔の精米器などが置かれたカフェ

「ワンカップリン」には季節の限定商品も

細やかに手を掛けた酒造りのようす 昔ながらの「稲架（はさ）掛け」。奥が「澤佐酒造」の建物

【
名
張
市
夏
見
】

酒
の
麹
が
つ
く
る
プ
リ
ン
の
甘
み

澤
佐
酒
造
合
名
会
社

※ ※

゛

さ
わ

か
お
ち
だ
に

わ

み
の

ひ
さゆ

み

こ

し
げ



流
水
を
、米
は

山
田
錦
や
三

重
県
の
酒
造

好
適
米「
神
の

穂
」を
使
用
し

て
い
ま
す
。 

「
水
は
そ
の
酒

の
特
徴
を
決

め
ま
す
。
五

十
鈴
川
の
水

は
、軟
水
で
透

明
感
が
あ
り
、

酵
母
の
発
酵

が
穏
や
か
に

進
む
の
で
、香

り
高
く
口
当

た
り
の
良
い

清
酒
が
で
き
あ
が
り
ま
す
」と
杜
氏・船
木 

健

司
さ
ん
。
小
さ
な
酒
蔵
で
手
作
業
を
中
心
に

酒
造
り
を
行
っ
て
い
る
た
め
、店
頭
販
売
は
伊

勢
志
摩
限
定
。
特
に
大
吟
醸
、純
米
大
吟
醸
な

ど
は
内
宮
前
酒
造
場
と
自
社
通
販
サ
イ
ト
の

み
で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。 

近
年
で
は
、世
界

的
な
品
評
会
で
金
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
そ
の

評
価
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
内
宮
前
酒
造
場
か
ら
車
で
20
分
、伊
勢

市
小
俣
町
に
あ
る
本
社
工
場
で
は
清
酒
以
外

の
お
酒
を
製
造
し
て
い
ま
す
。
実
は
同
社
は

設
立
当
時
、ウ
イ
ス
キ
ー
の
製
造
を
構
想
に
掲

げ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
は
製
造
免
許

の
取
得
が
難
し
く
、い
っ
た
ん
諦
め
て「
ウ
イ

ス
キ
ー
に
負
け
な
い
商
品
を
つ
く
ろ
う
」と
開

発
し
た
の
が
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
る
焼
酎「
ス

テ
ラ
」や「
光
年
」で
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、コ

ロ
ナ
禍
に
よ
り
飲
食
産
業
が
打
撃
を
受
け
、酒

類
業
界
に
も
影
響
が
及
び
ま
す
。
そ
こ
で「
社

内
の
資
源
を
活
か
し
て
何
か
で
き
な
い
か
」と

検
討
。
ち
ょ
う
ど
同
社
に
は
十
数
年
前
に
原

も
通
用
す
る
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
ウ
イ
ス
キ
ー
を

造
り
た
い
」と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。

　
商
品
開
発
に
は
年
齢
や
役
職
関
係
な
く
、社

員
が
活
発
に
意
見
を
出
し
合
う
風
土
が
あ
る

と
い
う
同
社
。
伊
勢
志
摩
な
ら
で
は
の
原
料

と
自
社
の
ブ
レ
ン
ド
技
術
を
活
か
し
た
ク
ラ

フ
ト
ジ
ン
な
ど
も
開
発
し
ま
し
た
。
近
年
、酒

造
り
に
参
入
し
た
企
業
と
し
て〝
挑
戦
〞の
精

神
は
若
手
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。「
こ

れ
か
ら
も
永
く
愛
さ
れ
る
本
物
を
造
り
続
け

た
い
」と
村
田
社
長
。
伊
勢
萬
の
酒
造
り
へ
の

挑
戦
は
続
き
ま
す
。

酒
不
足
を
見
越
し
て
仕
入
れ
て
い
た
カ
ナ
ダ

産
の
グ
レ
ー
ン
原
酒
を
多
く
保
有
し
て
い
ま

し
た
。
ま
た
近
年
の
ハ
イ
ボ
ー
ル
人
気
で
ウ

イ
ス
キ
ー
需
要
が
伸
び
、清
酒
会
社
な
ど
も
参

入
し
や
す
く
な
り
、同
社
も
念
願
の
製
造
免
許

を
取
得
。
バ
ー
ボ
ン
樽
で
16
年
間
熟
成
さ
せ

た
グ
レ
ー
ン
原
酒
に
自
社
で
蒸
留
す
る
麦
芽

を
使
っ
た
モ
ル
ト
ウ
イ
ス
キ
ー
を
ブ
レ
ン
ド

し
、伊
勢
志
摩
地
方
初
の
ク
ラ
フ
ト
ウ
イ
ス

キ
ー「
神
路
」が
誕
生
し
ま
し
た
。
水
に
は
市

内
を
流
れ
る
宮
川
の
伏
流
水
を
使
用
し
、ま
ろ

や
か
な
口
当
た
り
と
自
然
な
甘
み
が
特
徴
で
、

香
り
が
引
き
立
ち
ま
す
。
村
田 

光
晴
社
長
は

「
ウ
イ
ス
キ
ー
は
蒸
留
酒
の
最
高
峰
。
３
年
後

を
目
途
に
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
に
よ
る
、海
外
で

「
株
式
会
社 

伊
勢
萬
」の
内
宮
前

酒
造
場
で
す
。

　
「
株
式
会
社 

伊
勢
萬
」は
昭
和

59（
１
９
８
４
）年
に
酒
業
界
に

参
入
。
現
在
は
清
酒
、焼
酎
、ス

ピ
リ
ッ
ツ
、リ
キ
ュ
ー
ル
、ウ
イ

ス
キ
ー
な
ど
幅
広
い
酒
類
を
製

造・販
売
し
て
い
ま
す
。

　
看
板
商
品
の
清
酒「
お
か
げ
さ

ま
」は「
伊
勢
を
訪
れ
た
お
客
さ

ま
を
伊
勢
の
地
酒
で
お
迎
え
し

た
い
」と
い
う
想
い
か
ら「
お
か

げ
横
丁
」の
開
業
年
で
あ
る
平
成

５（
１
９
９
３
）年
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
内
宮
前
酒
造
場
で
は
、職

人
２
人
が
四
季
醸
造
で
清
酒
造

り
に
励
ん
で
い
ま
す
。店
頭
で
は
、

年
中
し
ぼ
り
た
て
の
生
原
酒
を

提
供
し
て
い
る
た
め
、そ
れ
を
楽

し
み
に
全
国
か
ら
リ
ピ
ー
タ
ー

が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
清
酒
の
主
原
料
は
水
と
米
。
内
宮
前
酒
造

場
で
は
、仕
込
み
な
ど
全
て
に
五
十
鈴
川
の
伏

　
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う「
お
は
ら
い
町
」の
中

ほ
ど
で「
し
ぼ
り
た
て
生
原
酒
」の
旗
が
目
を

引
き
ま
す
。
こ
こ
は
伊
勢
志
摩
唯
一
の
蔵
元

8
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「
株
式
会
社 

伊
勢
萬
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

３
７ ‒ 

４
１
９
５

お
問
い
合
わ
せ

年中一定の温度を保つ発酵室

左から、経営企画室・小林 大介さん、杜氏・船木 健司さん、村田 光晴社長

本店で購入できる清酒

本社工場

自社工場で熟成

クラフトウイスキー「神路」（左）
クラフトジン「伊勢神」（右）

【
伊
勢
市
小
俣
町・宇
治
中
之
切
町
】

伊
勢
志
摩
の
魅
力
を「
酒
」を
通
じ
て
伝
え
る

株
式
会
社 

伊
勢
萬

※

※

ま
ん

せ

い

な
い
く
う

か
み
じ 「おかげ横丁」にある内宮前酒造場



卒
業
後
、
酒
の

卸
問
屋
や
酒
造

メ
ー
カ
ー
で
の

勤
務
を
経
て
27

歳
で
蔵
に
戻
り
、

先
代
や
杜
氏
の

も
と
で
酒
造
り
を
学
び
ま
す
。「
鉾
杉
」ら
し

い
旨
み
や
コ
ク
を
追
求
し
て
い
く
中
、
た
ど

り
つ
い
た
答
え
が
完
全
発
酵
。
発
酵
力
の
あ

る
強
い
酒
母
造
り
と
、酵
母
を
健
全
に
活
動
さ

せ
続
け
る
高
い
技
術
力
が
求
め
ら
れ
、今
後
、

職
人
で
あ
る
杜
氏
が
不
在
と
な
る
こ
と
も
想

定
し
、
デ
ー
タ
か
ら
酒
が
造
れ
る
こ
と
を
め

ざ
し
た
の
で
す
。
実
現
す
る
に
は
、酵
母
の
栄

養
と
な
る
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
ん
だ
水
が
向
い
て

い
る
と
の
考
え
に
至
り
ま
す
が
、
蔵
の
仕
込

み
水
と
し
て
使
っ
て
い
る
宮
川
水
系
は
、良
質

な
軟
水
で
し
た
。

　
今
か
ら
15
年
ほ
ど
前
に
、三
重
大
学
で
研
究

中
の
海
洋
深
層
水
に
出
会
っ
て
か
ら
転
機
が

訪
れ
ま
す
。「
海
洋
深
層
水
を
電
気
分
解
し
て

取
り
出
し
た
カ
ル
マ
グ
水
を
研
究
用
に
分
け

て
も
ら
い
、ま
ず
は
仕
込
み
の
醪
タ
ン
ク
に
入

れ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
30
分
ぐ
ら
い
で
水

を
撒
い
た
部
分
の
発
酵
が
活
発
に
な
り
、醪
の

表
面
が
盛
り
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
」。
カ
ル

マ
グ
水
と
い
う
の
は
、カ
ル
シ
ウ
ム
と
マ
グ
ネ

シ
ウ
ム
の
値
が
高
い
硬
水
。
南
部
杜
氏
も
こ

の
発
酵
力
に
興
味
を
示
し
、全
体
の
仕
込
み
水

の
量
を
１
%
刻

み
で
実
験
し
て

効
果
を
確
か
め
、

５
年
ほ
ど
の
試

験
期
間
を
経
て
、

海
洋
深
層
水
の

酒
造
り
を
稼
働

さ
せ
ま
し
た
。

２
０
２
１
年
に
新
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
、吟
醸
酒

シ
リ
ー
ズ「
S
H
I
K
I
／
式
」を
リ
リ
ー
ス

し
ま
し
た
。
使
う
の
は
宮
川
水
系
の
水
と「
弓

形
穂
」と
い
う
酒
米
で
、「
山
田
錦
」の
祖
先
と

も
呼
ば
れ
る
三
重
県
在
来
の
酒
米「
伊
勢
錦
」

の
突
然
変
異
で

出
来
た
新
し
い

品
種
で
す
。
河

武
醸
造
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
酒
米
品

種
で
、河
合
さ

ん
は
無
二
の
酒

造
り
を
実
践
し

て
い
ま
す
。

　
「
鉾
杉
」は
、地
元
の
人
が
晩
酌
に
買
い
や
す

い
お
酒
と
し
て
知
ら
れ
、「
柔
ら
か
く
甘
み
が
口

の
中
で
広
が
る
が
、後
に
ク
ド
さ
の
な
い
、し
み

じ
み
と
し
た
お
い
し
さ
で
、熟
成
に
よ
る
な
め

ら
か
さ
が
重
な
って
い
く
よ
う
な
味
わ
い
で
す
」

と
話
す
河
合
さ
ん
。
そ
ん
な
酒
質
の
向
上
に

取
り
組
み
、２
０
２
１
年
度
の「
I
W
C（
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ワ
イ
ン
チ
ャ
レ
ン
ジ
）

S
A
K
E
部
門
」、普
通
酒
の
部
で「
鉾
杉 

秀

醇
」が
グ
レ
ー
ト
バ
リ
ュ
ー・チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

サ
ケ
を
受
賞
。
優
れ
た
品
質
に
加
え
、コ
ス
ト

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。「
鉾

杉
の
普
通
酒
は
安
定
感
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

自
分
が
造
り
た
い
の
は
、万
能
で
な
く
と
も
飲

み
手
と
一
緒
に
楽
し
め
る
よ
う
な
お
酒
で
す
」

と
目
を
輝
か
せ
る
河
合
さ
ん
。
リ
ン
ゴ
酸
が

多
く
生
成
さ
れ
る
酵
母
を
使
っ
た「
鉾
杉 

K
H
改 

多
酸
純
米
酒
」は
、そ
ん
な
好
奇
心
か

ら
生
ま
れ
た
お
酒
。
し
っ
か
り
と
し
た
酸
味

と
旨
み
が
特
徴
で
、飲
み
手
も
楽
し
め
る
よ
う

な
個
性
を
出
し
て
い
き
た
い
と
話
し
ま
す
。

　
世
界
に
認
め
ら
れ
た
普
通
酒
の
極
み
と
遊

び
心
の
あ
る
純
米
酒
。
二
つ
の
軸
に
加
え
、

　

多
気
町
の
の
ど
か
な
集

落
で
、石
積
み
の
上
に
建
つ

立
派
な
酒
蔵
。「
鉾
杉
」ブ

ラ
ン
ド
で
知
ら
れ
る「
河
武

醸
造
株
式
会
社
」が
あ
り
ま

す
。
安
政
４（
１
８
５
７
）

年
に
味
噌・醤
油
の
醸
造
を

は
じ
め
、３
代
目
の
河
合 

武
八
さ
ん
が
酒
造
り
に
着

手
。
そ
の
栄
誉
を
讃
え
、屋

号
を
河
武
と
し
ま
し
た
。

　
仕
込
み
蔵
に
入
る
と
、染

み
込
ん
だ
酵
母
の
香
り
が

漂
い
ま
す
。「
河
武
醸
造
」

が
一
貫
し
て
め
ざ
す
の
は
、

酵
母
が
糖
を
ほ
ぼ
分
解
し

つ
く
す
完
全
発
酵
の
酒
造

り
。
そ
の
た
め
に
海
洋
深

層
水
を
取
り
入
れ
る
と
いっ

た
、独
自
の
工
夫
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

８
代
目
蔵
元
・
河
合 
英

彦
さ
ん
は
、大
阪
の
大
学
を

10

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

9

「
河
武
醸
造
株
式
会
社
」（
日
曜・祝
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

３
７ ‒ 

２
０
３
７

お
問
い
合
わ
せ

江戸期と明治期に建てた酒蔵

酒になる手前の段階、醪の発酵

仕込みタンクが並ぶ蔵

吟醸酒で展開する「式」シリーズ ８代目蔵元の河合 英彦さん「弓形穂」が実る田んぼ

【
多
気
町
五
桂
】

海
洋
深
層
水
で
め
ざ
し
た
完
全
発
酵
と

遊
び
心
を
酒
造
り
に

河
武
醸
造
株
式
会
社

※

※

※

ぶ

か
わ

も
ろ
み

ほ
こ

ぶ
は
ち

す
ぎ

じ
ゅ
ん

し
ゅ
う

ゆ
み

な
り
ほ



た「
酒
屋
八
兵
衛
」で
、蔵
前

に
広
が
る
田
ん
ぼ
で
は「
伊

勢
錦
」が
育
ま
れ
て
い
ま

す
。「
伊
勢
錦
」は
酒
米
の

王
様「
山
田
錦
」の
ル
ー
ツ

の
一
つ
と
い
わ
れ
、勢
和

村（
現
多
気
町
）で
誕
生
し
、

か
つ
て
は
近
畿
地
方
を
中

心
に
酒
造
り
に
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、戦
後
間
も
な
く
生
産
が
途
絶
え

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
平
成
元（
１
９
８
９
）

年
に
復
活
さ
せ
た
の
が
６
代
目・元
坂 
新
さ

ん
で
す
。
現
在
は
次
期
蔵
元
の
元
坂 

新
平
さ

　
多
気
郡
大
台
町
、緑
の
山
と
清
流・宮
川
に

挟
ま
れ
た
熊
野
古
道
沿
い
に
あ
る「
元
坂
酒

造
」は
、文
化
２（
１
８
０
５
）年
か
ら
続
く
老

舗
酒
蔵
。
代
表
銘
柄
は
創
業
者
の
名
を
冠
し

ん
と
杜
氏
の

彰
太
さ
ん
兄

弟
も
加
わ
り
、

「
グ
ラ
ス
一
杯

の
煌
め
き
よ

り
も
、一
晩
の

安
ら
ぎ
」を
テ
ー
マ
に
酒
造
り
。
飲
み
飽
き
ず
、

飲
み
疲
れ
な
い
、長
く
楽
し
め
る
晩
酌
酒
を
理

想
と
し
、新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
、

酒
質
の
探
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。「
ハ
レ

で
は
な
く
、ケ
の
酒
を
め
ざ
し
、し
っ
か
り
と

共
通
言
語
で
味
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
も
伝
わ
り
、で
き
あ
が
り
の
判
断
基

準
に
な
り
ま
す
」と
新
平
さ
ん
。

　
新
た
に
生
み
出
し
た
銘
柄「
K
I
N
O
／
帰

農
」は
、日
本
酒
を
通
し
て
背
景
に
あ
る
農
村

を
想
起
さ
せ
る
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
ラ
ベ
ル
に
は
太
陽
に
照
ら
さ
れ
た

田
ん
ぼ
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。「〝
全

て
の
産
業
は
農
に
帰
す
る
〞を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

自
社
で
栽
培
す
る『
伊
勢
錦
』で
、手
間
を
惜
し

ま
ず
生
酛
造
り
で
醸
し
、芳
醇
な
米
の
旨
み
を

表
し
ま
し
た
」と
新
平
さ
ん
。
生
酛
造
り
と
は
、

ア
ル
コ
ー
ル
造
り
に
欠
か
せ
な
い
酵
母
を
育

て
る
酒
母（
酛
）を
、昔
な
が
ら
の
手
作
業
で
造

り
上
げ
る
、酒
造
り
の
原
点
。
通
常
の
倍
以
上

の
時
間
が
か
か
り
、安
定
的
に
行
う
こ
と
も
極

め
て
難
し
い
製
法
で
す
。
櫂
棒
で
米
や
米
麹

を
摺
り
潰
し
て
、乳
酸
菌
が
発
生
し
や
す
い
環

境
を
作
り
ま
す
。
摺
れ
ば
摺
る
ほ
ど
米
や
麹

が
溶
け
合
っ
て
、洗
練
さ
れ
た
味
わ
い
と
な
り
、

そ
こ
に
は
大
台
町
柳
原
の
風
土
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。「
日
本
酒
と
い
う
文
化
は
米
作
り

が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

が
今
、農
業
と
い
う
産
業
が
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ

を
受
け
て
い
て
、
存
続
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
酒
造
り
と
は
、本
来
米
農
家
を
支

え
、プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で
き
る
仕
事
で
も
あ
り
ま

す
」と
話
し
ま
す
。

ワ
イ
ン
に
は
、気
象
条
件
や
土
壌
、地
形
、標
高

な
ど
ブ
ド
ウ
畑
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
環
境

が
、ワ
イ
ン
の
仕
上
が
り
に
つ
な
が
る「
テ
ロ

ワ
ー
ル
」と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
日
本

酒
で
は
、そ
こ
に
農
の
営
み
や
酒
を
造
り
出
す

人
の
意
志
が
加
わ
り
ま
す
。

　
「
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
２
０
０
年
を
、自

分
た
ち
は
こ
の
先
の
２
０
０
年
へ
繋
げ
な
い

と
い
け
な
い
」。
そ
の
新
平
さ
ん
の
言
葉
に
、

農
村
社
会
の
永
続
的
な
循
環
を
生
み
出
そ
う

と
す
る
酒
蔵
の
決
意
が
垣
間
見
え
ま
し
た
。

　
高
校
卒
業
後
、東
京
に
出
て
い
た
新
平
さ
ん

は
、23
歳
で
U
タ
ー
ン
し
て
家
業
に
入
り
ま
し

た
。
当
時
は
農
村
地
帯
で
あ
る
柳
原
地
区
で

離
農
す
る
人
が
多
く
、ま
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
太
陽
光
発
電
の
パ
ネ
ル
も
増
え

て
い
た
頃
で
、そ
ん
な
光
景
に
危
機
感
を
抱
き

ま
す
。「
産
業
と
し
て
、川
下
の
流
通
を
気
に

し
て
値
引
き
に
走
っ
た
り
す
る
よ
り
、川
上
で

農
業
が
成
長
す
る
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
農
家
が
い
な
く
な
れ
ば
、酒
も
な
く

な
り
ま
す
。
そ
の
土
地
を
評
価
し
て
飲
み
手

も
対
価
を
払
い
、自
分
た
ち
で
営
み
を
大
切
に

守
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
」。
そ
の
考
え

は
ワ
イ
ン
造
り
に
似
て
い
る
と
新
平
さ
ん
。

12

※
印
の
写
真
はK

iara Iizuka

さ
ん
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

11

「
元
坂
酒
造
株
式
会
社
」（
不
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

８
５ ‒ 

０
０
０
１

お
問
い
合
わ
せ

は
ち

き
も
と

か
も

か
い
ぼ
う

あ
ら
た

べ
え

生酛は自然の乳酸菌を取り入れる製法

手を抜かずに農業と向き合う

【
大
台
町
柳
原
】

米
農
家
を
支
え
て
価
値
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
蔵
元

元
坂
酒
造
株
式
会
社

※

※

実りを迎えた「伊勢錦」の田んぼ

※

「酒屋八兵衛」のラベルもリニューアル 農村風景を描いた「帰農」

熊野古道沿いにある元坂酒造

※

や
な
ぎ
は
ら

げ
ん

さ
か

次期蔵元の元坂 新平さん
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た
だ
き
ま
し
た
。

―
―「
ヴ
ォ
ー
ク
ス 

ボ
ー
ナ
」と
は
ど
う
い
う

意
味
で
す
か
。

宇
陀
…
ラ
テ
ン
語
で〝
調
和
し
た
声
〞と
い
う

意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、ま
さ
に
私

た
ち
の
め
ざ
す
も
の
で
、団
員
み
ん
な
の
声
が

美
し
く
調
和
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

団
員
は
略
し
て
ボ
ー
ナ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

――
団
員
は
ど
ん
な
方
た
ち
で
す
か
。

宇
陀
…
現
在
活
動
し
て
い
る
の
は
30
人
ほ
ど

で
、20
代
か
ら
80
代
ま
で
、色
々
な
年
代
の
団

員
が
い
ま
す
。
職
業
も
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。

男
女
の
比
率
は
、6
対
4
く
ら
い
で
男
性
が
や

や
多
い
で
す
ね
。

――
最
高
齢
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
方
と
お
話
し
た

ら
、大
変
楽
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

――
歴
史
の
あ
る
合
唱
団
と
伺
っ
て
い
ま
す
が
、

創
立
は
い
つ
ご
ろ
で
す
か
。

宇
陀
…
昭
和
21（
１
9
4
6
）年
に
活
動
を
始

め
た「
三
重
合
唱
団
」を
前
身
と
し
、創
立
さ
れ

た
の
は
昭
和
27（
１
９
５
２
）年
で
す
。
令
和

4
年
に
70
周
年
を
迎
え
、こ
の
年
の
11
月
に
三

重
県
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル
で
創
立
70
周
年
記

念
と
し
て
、第
65
回
目
の
定
期
演
奏
会
を
開
き

ま
し
た
。
ま
た
こ
の
年
に
は
、文
化
庁
よ
り
、

令
和
4
年
度
の
地
域
文
化
功
労
者
表
彰
を
い

宇
陀
…
最
高
齢
の
方
は
、83
歳
で
す
。
声
を
出

す
こ
と
は
健
康
に
も
良
い
で
す
し
、新
し
い
曲

を
覚
え
た
り
、若
い
人
た
ち
と
話
し
合
う
な
ど
、

頭
脳
も
活
性
化
で
き
ま
す
ね
。
楽
し
ん
で
来

て
も
ら
え
る
の
は
有
り
難
い
こ
と
で
す
。
声

の
調
和
に
は
気
持
ち
の
調
和
が
必
要
で
す
か

ら
、年
齢
の
差
は
気
に
な
り
ま
せ
ん
。

―
―
練
習
を
拝
見
す
る
と
、皆
さ
ん
楽
し
そ
う

で
、活
発
に
意
見
交
換
さ
れ
て
る
の
が
印
象
的

で
し
た
。

宇
陀
…
指
揮
者
の
北
後 

知
尋
さ
ん
に
指
導
を

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、団
員
が
そ
れ
ぞ

れ
感
じ
た
こ
と
を
積
極
的
に
言
い
合
っ
て
い

ま
す
。
団
員
は
全
員
、歌
う
こ
と
が
大
好
き
な

の
で
、楽
し
そ
う
に
見
え
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

――
指
揮
を
さ
れ
て
い
る
北
後
さ
ん
は
ど
の
よ

い
ま
す
し
、「
全
日
本
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
」や
、

「
津
市
民
文
化
祭
」な
ど
に
も
参
加
し
て
い
ま

す
。
令
和
5
年
度
の
定
期
演
奏
会
は
11
月
に

終
わ
り
ま
し
た
が
、令
和
6
年
度
は
12
月
に
予

定
し
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
方
に
来
場
し

う
な
か
た
で
す
か

宇
陀
…
北
後
さ
ん
は
ボ
ー
ナ
の
7
代
目
の
指

揮
者
で
、ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
あ
り
ま
す
。
現
在

は
高
校
の
先
生
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、高
校
生

の
時
に
ピ
ア
ノ
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
賞
を
取
ら

れ
、京
都
大
学
理
学
部
の
大
学
院
を

修
了
さ
れ
て
以
来
ず
っ
と
ボ
ー
ナ
に

関
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
ど
ん
な
曲
を
歌
っ
て
お
ら
れ
ま

す
か
。

宇
陀
…
童
謡
な
ど
懐
か
し
い
日
本
の

歌
や
、宗
教
音
楽
、新
し
く
つ
く
ら
れ

た
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル

の
曲
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
特
に
定
期

演
奏
会
な
ど
の
曲
目
は
、幅
広
く
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
選
曲
は
、北
後
さ
ん
が
選
ば

れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、団
員
か

ら「
歌
い
た
い
」と
挙
げ
ら
れ
る
曲
も

あ
り
、み
ん
な
で
選
ん
で
い
ま
す
。

―
―
練
習
の
成
果
は
、ど
ん
な
所
で
披

露
さ
れ
る
の
で
す
か
。

宇
陀
…
毎
年
定
期
演
奏
会
を
開
い
て

いま、グループネット

お問い合わせ
「三重ヴォークス ボーナ」
TEL 090 - 3442 - 2607
（マネージャー　
　　　江藤 みちるさん）

津
市
を
中
心
に
活
動
を
続
け
る
混
声
合
唱
団 

三
重
ヴ
ォ
ー
ク
ス 

ボ
ー
ナ
は
、
70
年
を
越
え
る
伝
統

を
持
ち
ま
す
。
老
若
男
女
が
集
い
、楽
し
げ
に
紡
ぎ
出
す〝
調
和
し
た
歌
声
〞が
心
地
よ
く
聞
く
人

を
包
む
の
は
、真
摯
な
練
習
の
積
み
重
ね
と「
音
楽
が
大
好
き
！
」な
思
い
の
熱
さ
に
よ
る
も
の
。
毎

年
開
催
す
る
定
期
演
奏
会
な
ど
に
向
け
、一
生
懸
命
な
練
習
が
続
き
ま
す
。

三
重
ヴ
ォ
ー
ク
ス 

ボ
ー
ナ

混
声
の
市
民
合
唱
団「
三
重
ヴ
ォ
ー
ク
ス 

ボ
ー
ナ
」。
今
回
は
、練
習
日
に
お
邪
魔

し
て
、代
表
の
宇
陀 

正
人
さ
ん
に
お
話
を

伺
う
と
と
も
に
、稽
古
の
様
子
を
見
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

――
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
寸
暇
を
惜

し
む
よ
う
に
練
習
さ
れ
る
様
子
に
、合
唱
へ
の

情
熱
を
感
じ
ま
し
た
。
末
永
く
活
動
を
続
け
て

く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
堀
口 

裕
世

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

※

代表　宇陀 正人さん

さまざまな楽曲を合唱する

熱気あふれる練習風景

「三重県合唱コンクール」で

指揮者の北後 知尋さん

き
た

と
も
ひ
ろ

ご
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１
）年
ま
で
の
約
２
７
０
年
間
、12
代
に
わ
た
っ

て
土
方
氏
の
治
世
が
続
き
ま
し
た
。

　
現
在
、城
の
所
在
を
表
す
の
は「
薦
野
城
址
」

（
菰
野
城
跡
）と
刻
ま
れ
た
大
き
な
石
碑
な
ど

ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、今
も
残
る
地
名「
藩
内
」

と
１
本
の
柿
の
木
が
、藩
の
痕
跡
を
教
え
て
く

れ
て
い
ま
す
。「
藩
内
」は
、城
か
ら
東
に
続
く

通
り
の
両
側
に
藩
士
の
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で

い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
柿
の
木
は
、藩
の

剣
道
指
南
役
を
務
め
た
日
下
部
家
の
屋
敷
に

植
え
ら
れ
た
も
の
。
樹
齢
は
約
２
０
０
年
と

伝
わ
り
、そ
の
姿
は
風
格
十
分
で
す
。

　
「
武
士
の
家
で
は
輿
入
れ
に
花
嫁
が
柿
の
木

の
苗
木
を
持
参
す
る
風
習
も
あ
っ
た
よ
う
で

　
今
回
の
散
策
は
、近
鉄
湯
の
山
線「
中
菰
野
」

駅
か
ら
始
ま
っ
て
、同
駅
に
戻
る
コ
ー
ス
で
す
。

駅
舎
を
後
に
し
て
、し
ば
ら
く
の
間
は
東
へ
向

か
っ
て
進
み
ま
す
。 

左
手
に
智
福
寺
を
見
た

後
、さ
ら
に
歩
く
と
、や
が
て
菰
野
小
学
校
が

姿
を
現
し
ま
し
た
。
こ
こ
が
、か
つ
て
の
菰
野

城
。
菰
野
藩
の
歴
史
は
、慶
長
５（
１
６
０
０
）

年
に
初
代
藩
主
の
土
方 

雄
氏
が
徳
川 

家
康

か
ら
菰
野
一
万
二
千
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。 

城
郭
や
藩
士
の
屋
敷
を
整

え
、町
づ
く
り
を
行
っ
た
の
は
２
代
目
の
雄
高

と
３
代
目
の
雄
豊
で
、以
降
、明
治
４（
１
８
７

す
」。
木
の
脇
に
設
置
さ
れ
た
石
盤
か
ら「
日

下
部
の
柿
の
木
」に
ま
つ
わ
る〝
歴
史
こ
ば
な

し
〞を
教
わ
っ
た
後
は
、さ
ら
に
東
へ
。 

す
る

と
、家
並
み
が
住
宅
地
か
ら
商
店
街
へ
と
変
化

し
ま
し
た
。
実
は
、こ
の「
東
町
商
店
街
」も
痕

跡
の
一
つ
。
江
戸
時
代
の
町
人
町「
東
町
」が
、

商
店
街
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
各
商
店
の
た
た
ず
ま
い
に
郷
愁
を
覚
え
な

が
ら
歩
い
て
い
る
と
、瑞
龍
寺
の
門
前
で
大
き

な
石
盤
と
愛
ら
し
い
地
蔵
尊
に
気
付
き
ま
し

た
。
石
盤
に
よ
る
と
、同
寺
の
石
地
蔵
の
た
め

に
旧
暦
７
月
24
日
に
行
っ
た
供
養
が
、地
域
内

の
地
蔵
盆
の
始
ま
り
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

現
在
で
は
８
月
24
日
に
行
わ
れ
、多
く
の
人
々

で
に
ぎ
わ
う
瑞
龍

寺
地
蔵
堂
の
地
蔵

盆
は
、こ
こ
数
年

中
止
と
な
っ
て
い

て
、再
開
が
待
た

れ
て
い
ま
す
。

寄
り
添
っ
た
姫
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。

　
菰
野
の
町
を
見
守
る
よ
う
に
た
た
ず
む
八

重
姫
の
墓
碑
に
手
を
合
わ
せ
た
後
は
、方
向
を

北
へ
変
え
ま
す
。
菰
野
高
校
近
く
ま
で
歩
い

て
く
る
と
、

「
南
部
公

民
館
」駐

車
場
脇
に
、

紅
白
の
幟

が
は
た
め

　
瑞
龍
寺
の
地
蔵
堂
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、

方
向
を
南
へ
変
え
て
、２
代
藩
主・雄
高
が
正

保
元（
１
６
４
４
）年
に
創
建
し
た
見
性
寺
へ

向
か
い
ま
す
。
豪
壮
な
山
門
を
く
ぐ
っ
て
奥

へ
と
進
む
と
、初
代
の
雄
氏
を
除
く
歴
代
藩
主

の
墓
が
並
ぶ
墓
地
が
出
現
。
周
囲
は
荘
厳
な

空
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、随
所
に

〝
八
重
姫
〞と
記
し
た
案
内
板
が
立
っ
て
い
た

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
八
重
姫
と
は
、織
田 

信
長
の
孫
娘
で
、雄
氏
の
正
室
で
す
。
菰
野
藩

は
、質
実
剛
健・質
素
倹
約
の
気
風
を
保
ち
な

が
ら
約
２
７
０
年
間
続
き
ま
し
た
が
、八
重
姫

は
藩
の
草
創
期
を
さ
さ
え
た
陰
の
功
労
者
と

し
て
知
ら
れ
ま
す
。
本
年
３
月
、「
菰
野
町
偉

人
マ
ン
ガ
制
作
実
行
委
員
会
」に
よ
っ
て
、八

重
姫
の
生
涯
を
描
い
た
マ
ン
ガ「
八
重
姫
伝
」

が
完
成
。
同

町
出
身
の
服

部 

千
里
さ
ん

の
画
が
、気
高

く
も
民
衆
に

1718

く
小
さ
な
地
蔵
堂
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
五
郎

兵
衛
地
蔵
」で
す
。
石
盤
の
説
明
に
よ
る
と
、

息
子
の
病
気
が
治
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、隠

居
後
に
地
蔵
堂
の
そ
ば
に
小
屋
を
建
て
て
住

み
、守
り
続
け
た
と
い
う
五
郎
兵
衛
さ
ん
が
、

そ
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
地
蔵
で
心
温
ま
る
昔
話
を
知
っ
た
後
は
、

廣
幡
神
社
庄
部
旅
所
へ
。
廣
幡
神
社
は
、初
代

藩
主・雄
氏
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
土
方
家
の

鎮
守
社
。
ま
た
、旅
所（
御
旅
所
）と
は
、神
社

の
祭
礼
の
際
に
神
輿
が
本
宮
か
ら
渡
御
し
て

仮
に
と
ど
ま
る
場
所
の
こ
と
で
、秋
祭
り
で
は
、

廣
幡
神
社
か
ら
同
旅
所
ま
で
神
輿
を
運
ぶ「
神

大
橋
で
す
。
往
来
す
る
車
に
注
意
し
な
が
ら
、

同
橋
の
中
央
辺
り
に
設
置
さ
れ
た
バ
ル
コ

ニ
ー
ま
で
進
む
と
、三
滝
川
越
し
に
御
在
所
山

や
鎌
ヶ
岳
な
ど
を
望
め
ま
し
た
。

　
雄
大
な
景
観
に
心
洗
わ
れ
た
後
は
、帰
途
に

輿
渡
御
」が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、廣
幡
神
社

へ
は
近
鉄「
中
菰
野
」駅
か
ら
南
へ
歩
く
こ
と

12
分
程
度
で
到
着
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

立
ち
寄
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

地
域
の
人
か

ら〝
庄
部
神
社
〞

と
慕
わ
れ
る
同

旅
所
か
ら
さ
ら

に
北
へ
進
む
と
、

や
が
て
目
の
前

に
橋
が
現
れ
ま

し
た
。
三
滝
川

に
架
か
る
庄
部

橋
で
す
。

　
庄
部
橋
の
南
側
に
は
、川
の
流
れ
に
平
行
し

て
ジ
ョ
ギ
ン
グ
ロ
ー
ド
が
整
備
さ
れ
て
い
て
、

犬
の
散
歩
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
楽
し
む
人
々
が

行
き
交
い
ま
す
。「
春
に
は
サ
ク
ラ
が
き
れ
い

で
、お
花
見
す
る
方
も
多
い
で
す
よ
」と
の
西

山
さ
ん
の
話
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
同
ロ
ー

ド
を
歩
く
と
、や
が
て
見
え
て
く
る
の
が
菰
野

就
き
ま
す
。
そ
の

途
中
で
立
ち
寄
り

た
い
の
が
如
来
寺

と
、道
の
駅「
菰
野

ふ
る
さ
と
館
」。
前

者
は
延
宝
３（
１
６

７
５
）年
に
藩
の
郡

奉
行
・
寺
西 

小
左

衛
門
政
光
が
創
建

し
た
名
刹
で
す
。

そ
し
て
後
者
の
館

内
に
は
、朝
採
り
野

菜
や
土
産
物
な
ど

に
加
え
て
、特
産
品

の
マ
コ
モ
関
連
商

品
が
並
び
ま
す
。

　
観
光
客
だ
け
で
な
く
、地
元
の
人
々
に
も
親

し
ま
れ
る
道
の
駅
か
ら
、近
鉄「
中
菰
野
」駅
ま

で
は
徒
歩
数
分
の
距
離
。
各
ス
ポ
ッ
ト
に
多

彩
な
物
語
が
息
づ
く「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」

散
策
は
、こ
れ
で
終
了
で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

三
重
郡
菰
野
町

菰
野
界
隈

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
を
歩
く

　

御
在
所
山
の
麓
に
位
置
す
る
菰
野
町
菰
野
界

隈
は
、江
戸
時
代
を
通
じ
て
藩
主
・
土
方
氏
が
統

治
す
る
城
下
町
で
し
た
。
藩
主
ゆ
か
り
の
寺
社
を

は
じ
め
と
し
て
名
所
・
旧
跡
が
点
在
し
、そ
れ
ぞ
れ

に
昔
話
や
伝
承
な
ど
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
平
成
10（
１
９
９
８
）年
に
菰
野
町
が

設
定
し
た「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
に

沿
っ
て
歩
き
ま
す
。
各
ポ
イ
ン
ト
に
は
、歴
史
や
謂

れ
が
記
さ
れ
た
石
盤
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、よ
り

充
実
し
た
散
策
が
楽
し
め
る
で
し
ょ
う
。

START
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写
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コ
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ュ
ニ
テ
ィ
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興
課

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
９
１ ‒ 

１
１
６
０

廣幡神社庄部旅所庄部橋菰野大橋道の駅「菰野ふるさと館」 如来寺

や

え
ひ
め

し
ょ
う

け
ん

ご

ろ

べ

え

お

た
び
し
ょ

じ

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
い
た
の
は「
菰
野
町
図

書
館 

郷
土
資
料
コ
ー
ナ
ー
」の
学
芸

員
・
西
山 

祐
実（
ゆ
み
）さ
ん
で
す
。

貴
重
な
資
料
も
用
意
し
て
い
た
だ

き
、大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

近鉄「中菰野」駅 菰野城跡 瑞龍寺 見性寺 「五郎兵衛地蔵」「日下部の柿の木」

※

藩
主・土
方
氏
が
築
い
た
城
と
城
下
町

歴
代
藩
主
と
八
重
姫
が
眠
る
見
性
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」と
御
旅
所

菰
野
大
橋
か
ら
の
絶
景

1616

「薦野城址」と刻まれた石碑

「日下部の柿の木」

瑞龍寺境内
（左側に建つのが地蔵堂）

地蔵堂内部地蔵堂内部

「八重姫伝」

「五郎兵衛地蔵」 見性寺の山門

歴代藩主の墓が並ぶ墓地

廣幡神社庄部旅所如来寺道の駅「菰野ふるさと館」

菰野大橋からの雄大な眺め

庄部橋

ち
ふ
く

か
つ

か
つ

か
つ
と
よ

た
か

こ
も

く
さ
か

べ

こ
し
い

ず
い
り
ょ
う ち

ょ
う
に
ん
ま
ち

し
ょ
う

の
ぼ
り

ひ
ろ
は
た
じ
ん

べ

み
こ
し

と

と
や
ま

き

に
ょ

え
ん

こ
お
り

ぎ
ょ
う

ぶ

ざ

え
も
ん
ま
さ
み
つ

め
い
さ
つ

こ

ぽ
う

ら
い
じ

ぎ
ょ

じ
ゃ
し
ょ
う

ほ
う

ち
さ
と

じ

の

う
じ

じ

三滝川

金渓川

智
福
寺

廣幡神社

菰野小学校

「
南
部
公
民
館
」

菰
野
高
校

菰
野
中
学
校

「町民センター」

ジョギングロード

「
菰
野
地
区
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」

近鉄
「菰野」駅

近鉄湯の山線

道
の
駅「
菰
野
ふ
る
さ
と
館
」

瑞
龍
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」

如来寺

見
性
寺

「
日
下
部
の
柿
の
木
」

庄部橋

菰野大橋

旅所廣幡神社庄部旅所

菰野城跡
近鉄「中菰野」駅

477

306

559

至四日市IC

至菰野IC

至
湯
の
山
温
泉
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１
）年
ま
で
の
約
２
７
０
年
間
、12
代
に
わ
た
っ

て
土
方
氏
の
治
世
が
続
き
ま
し
た
。

　
現
在
、城
の
所
在
を
表
す
の
は「
薦
野
城
址
」

（
菰
野
城
跡
）と
刻
ま
れ
た
大
き
な
石
碑
な
ど

ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、今
も
残
る
地
名「
藩
内
」

と
１
本
の
柿
の
木
が
、藩
の
痕
跡
を
教
え
て
く

れ
て
い
ま
す
。「
藩
内
」は
、城
か
ら
東
に
続
く

通
り
の
両
側
に
藩
士
の
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で

い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
柿
の
木
は
、藩
の

剣
道
指
南
役
を
務
め
た
日
下
部
家
の
屋
敷
に

植
え
ら
れ
た
も
の
。
樹
齢
は
約
２
０
０
年
と

伝
わ
り
、そ
の
姿
は
風
格
十
分
で
す
。

　
「
武
士
の
家
で
は
輿
入
れ
に
花
嫁
が
柿
の
木

の
苗
木
を
持
参
す
る
風
習
も
あ
っ
た
よ
う
で

　
今
回
の
散
策
は
、近
鉄
湯
の
山
線「
中
菰
野
」

駅
か
ら
始
ま
っ
て
、同
駅
に
戻
る
コ
ー
ス
で
す
。

駅
舎
を
後
に
し
て
、し
ば
ら
く
の
間
は
東
へ
向

か
っ
て
進
み
ま
す
。 

左
手
に
智
福
寺
を
見
た

後
、さ
ら
に
歩
く
と
、や
が
て
菰
野
小
学
校
が

姿
を
現
し
ま
し
た
。
こ
こ
が
、か
つ
て
の
菰
野

城
。
菰
野
藩
の
歴
史
は
、慶
長
５（
１
６
０
０
）

年
に
初
代
藩
主
の
土
方 

雄
氏
が
徳
川 

家
康

か
ら
菰
野
一
万
二
千
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。 

城
郭
や
藩
士
の
屋
敷
を
整

え
、町
づ
く
り
を
行
っ
た
の
は
２
代
目
の
雄
高

と
３
代
目
の
雄
豊
で
、以
降
、明
治
４（
１
８
７

す
」。
木
の
脇
に
設
置
さ
れ
た
石
盤
か
ら「
日

下
部
の
柿
の
木
」に
ま
つ
わ
る〝
歴
史
こ
ば
な

し
〞を
教
わ
っ
た
後
は
、さ
ら
に
東
へ
。 

す
る

と
、家
並
み
が
住
宅
地
か
ら
商
店
街
へ
と
変
化

し
ま
し
た
。
実
は
、こ
の「
東
町
商
店
街
」も
痕

跡
の
一
つ
。
江
戸
時
代
の
町
人
町「
東
町
」が
、

商
店
街
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
各
商
店
の
た
た
ず
ま
い
に
郷
愁
を
覚
え
な

が
ら
歩
い
て
い
る
と
、瑞
龍
寺
の
門
前
で
大
き

な
石
盤
と
愛
ら
し
い
地
蔵
尊
に
気
付
き
ま
し

た
。
石
盤
に
よ
る
と
、同
寺
の
石
地
蔵
の
た
め

に
旧
暦
７
月
24
日
に
行
っ
た
供
養
が
、地
域
内

の
地
蔵
盆
の
始
ま
り
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

現
在
で
は
８
月
24
日
に
行
わ
れ
、多
く
の
人
々

で
に
ぎ
わ
う
瑞
龍

寺
地
蔵
堂
の
地
蔵

盆
は
、こ
こ
数
年

中
止
と
な
っ
て
い

て
、再
開
が
待
た

れ
て
い
ま
す
。

寄
り
添
っ
た
姫
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。

　
菰
野
の
町
を
見
守
る
よ
う
に
た
た
ず
む
八

重
姫
の
墓
碑
に
手
を
合
わ
せ
た
後
は
、方
向
を

北
へ
変
え
ま
す
。
菰
野
高
校
近
く
ま
で
歩
い

て
く
る
と
、

「
南
部
公

民
館
」駐

車
場
脇
に
、

紅
白
の
幟

が
は
た
め

　
瑞
龍
寺
の
地
蔵
堂
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、

方
向
を
南
へ
変
え
て
、２
代
藩
主・雄
高
が
正

保
元（
１
６
４
４
）年
に
創
建
し
た
見
性
寺
へ

向
か
い
ま
す
。
豪
壮
な
山
門
を
く
ぐ
っ
て
奥

へ
と
進
む
と
、初
代
の
雄
氏
を
除
く
歴
代
藩
主

の
墓
が
並
ぶ
墓
地
が
出
現
。
周
囲
は
荘
厳
な

空
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、随
所
に

〝
八
重
姫
〞と
記
し
た
案
内
板
が
立
っ
て
い
た

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
八
重
姫
と
は
、織
田 

信
長
の
孫
娘
で
、雄
氏
の
正
室
で
す
。
菰
野
藩

は
、質
実
剛
健・質
素
倹
約
の
気
風
を
保
ち
な

が
ら
約
２
７
０
年
間
続
き
ま
し
た
が
、八
重
姫

は
藩
の
草
創
期
を
さ
さ
え
た
陰
の
功
労
者
と

し
て
知
ら
れ
ま
す
。
本
年
３
月
、「
菰
野
町
偉

人
マ
ン
ガ
制
作
実
行
委
員
会
」に
よ
っ
て
、八

重
姫
の
生
涯
を
描
い
た
マ
ン
ガ「
八
重
姫
伝
」

が
完
成
。
同

町
出
身
の
服

部 

千
里
さ
ん

の
画
が
、気
高

く
も
民
衆
に
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く
小
さ
な
地
蔵
堂
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
五
郎

兵
衛
地
蔵
」で
す
。
石
盤
の
説
明
に
よ
る
と
、

息
子
の
病
気
が
治
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、隠

居
後
に
地
蔵
堂
の
そ
ば
に
小
屋
を
建
て
て
住

み
、守
り
続
け
た
と
い
う
五
郎
兵
衛
さ
ん
が
、

そ
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
地
蔵
で
心
温
ま
る
昔
話
を
知
っ
た
後
は
、

廣
幡
神
社
庄
部
旅
所
へ
。
廣
幡
神
社
は
、初
代

藩
主・雄
氏
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
土
方
家
の

鎮
守
社
。
ま
た
、旅
所（
御
旅
所
）と
は
、神
社

の
祭
礼
の
際
に
神
輿
が
本
宮
か
ら
渡
御
し
て

仮
に
と
ど
ま
る
場
所
の
こ
と
で
、秋
祭
り
で
は
、

廣
幡
神
社
か
ら
同
旅
所
ま
で
神
輿
を
運
ぶ「
神

大
橋
で
す
。
往
来
す
る
車
に
注
意
し
な
が
ら
、

同
橋
の
中
央
辺
り
に
設
置
さ
れ
た
バ
ル
コ

ニ
ー
ま
で
進
む
と
、三
滝
川
越
し
に
御
在
所
山

や
鎌
ヶ
岳
な
ど
を
望
め
ま
し
た
。

　
雄
大
な
景
観
に
心
洗
わ
れ
た
後
は
、帰
途
に

輿
渡
御
」が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、廣
幡
神
社

へ
は
近
鉄「
中
菰
野
」駅
か
ら
南
へ
歩
く
こ
と

12
分
程
度
で
到
着
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

立
ち
寄
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

地
域
の
人
か

ら〝
庄
部
神
社
〞

と
慕
わ
れ
る
同

旅
所
か
ら
さ
ら

に
北
へ
進
む
と
、

や
が
て
目
の
前

に
橋
が
現
れ
ま

し
た
。
三
滝
川

に
架
か
る
庄
部

橋
で
す
。

　
庄
部
橋
の
南
側
に
は
、川
の
流
れ
に
平
行
し

て
ジ
ョ
ギ
ン
グ
ロ
ー
ド
が
整
備
さ
れ
て
い
て
、

犬
の
散
歩
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
楽
し
む
人
々
が

行
き
交
い
ま
す
。「
春
に
は
サ
ク
ラ
が
き
れ
い

で
、お
花
見
す
る
方
も
多
い
で
す
よ
」と
の
西

山
さ
ん
の
話
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
同
ロ
ー

ド
を
歩
く
と
、や
が
て
見
え
て
く
る
の
が
菰
野

就
き
ま
す
。
そ
の

途
中
で
立
ち
寄
り

た
い
の
が
如
来
寺

と
、道
の
駅「
菰
野

ふ
る
さ
と
館
」。
前

者
は
延
宝
３（
１
６

７
５
）年
に
藩
の
郡

奉
行
・
寺
西 

小
左

衛
門
政
光
が
創
建

し
た
名
刹
で
す
。

そ
し
て
後
者
の
館

内
に
は
、朝
採
り
野

菜
や
土
産
物
な
ど

に
加
え
て
、特
産
品

の
マ
コ
モ
関
連
商

品
が
並
び
ま
す
。

　
観
光
客
だ
け
で
な
く
、地
元
の
人
々
に
も
親

し
ま
れ
る
道
の
駅
か
ら
、近
鉄「
中
菰
野
」駅
ま

で
は
徒
歩
数
分
の
距
離
。
各
ス
ポ
ッ
ト
に
多

彩
な
物
語
が
息
づ
く「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」

散
策
は
、こ
れ
で
終
了
で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

三
重
郡
菰
野
町

菰
野
界
隈

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
を
歩
く

　

御
在
所
山
の
麓
に
位
置
す
る
菰
野
町
菰
野
界

隈
は
、江
戸
時
代
を
通
じ
て
藩
主
・
土
方
氏
が
統

治
す
る
城
下
町
で
し
た
。
藩
主
ゆ
か
り
の
寺
社
を

は
じ
め
と
し
て
名
所
・
旧
跡
が
点
在
し
、そ
れ
ぞ
れ

に
昔
話
や
伝
承
な
ど
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
平
成
10（
１
９
９
８
）年
に
菰
野
町
が

設
定
し
た「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
に

沿
っ
て
歩
き
ま
す
。
各
ポ
イ
ン
ト
に
は
、歴
史
や
謂

れ
が
記
さ
れ
た
石
盤
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、よ
り

充
実
し
た
散
策
が
楽
し
め
る
で
し
ょ
う
。

START
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印
の
写
真
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取
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か
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提
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し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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ニ
テ
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振
興
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廣幡神社庄部旅所庄部橋菰野大橋道の駅「菰野ふるさと館」 如来寺

や

え
ひ
め

し
ょ
う

け
ん

ご

ろ

べ

え

お

た
び
し
ょ

じ

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
い
た
の
は「
菰
野
町
図

書
館 

郷
土
資
料
コ
ー
ナ
ー
」の
学
芸

員
・
西
山 

祐
実（
ゆ
み
）さ
ん
で
す
。

貴
重
な
資
料
も
用
意
し
て
い
た
だ

き
、大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

近鉄「中菰野」駅 菰野城跡 瑞龍寺 見性寺 「五郎兵衛地蔵」「日下部の柿の木」

※

藩
主・土
方
氏
が
築
い
た
城
と
城
下
町

歴
代
藩
主
と
八
重
姫
が
眠
る
見
性
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」と
御
旅
所

菰
野
大
橋
か
ら
の
絶
景
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「薦野城址」と刻まれた石碑

「日下部の柿の木」

瑞龍寺境内
（左側に建つのが地蔵堂）

地蔵堂内部地蔵堂内部

「八重姫伝」

「五郎兵衛地蔵」 見性寺の山門

歴代藩主の墓が並ぶ墓地

廣幡神社庄部旅所如来寺道の駅「菰野ふるさと館」

菰野大橋からの雄大な眺め

庄部橋

ち
ふ
く

か
つ

か
つ

か
つ
と
よ

た
か

こ
も

く
さ
か

べ

こ
し
い

ず
い
り
ょ
う ち

ょ
う
に
ん
ま
ち

し
ょ
う

の
ぼ
り

ひ
ろ
は
た
じ
ん

べ

み
こ
し

と

と
や
ま

き

に
ょ

え
ん

こ
お
り

ぎ
ょ
う

ぶ

ざ

え
も
ん
ま
さ
み
つ

め
い
さ
つ

こ

ぽ
う

ら
い
じ

ぎ
ょ

じ
ゃ
し
ょ
う

ほ
う

ち
さ
と

じ

の

う
じ

じ

三滝川

金渓川

智
福
寺

廣幡神社

菰野小学校

「
南
部
公
民
館
」

菰
野
高
校

菰
野
中
学
校

「町民センター」

ジョギングロード

「
菰
野
地
区
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」

近鉄
「菰野」駅

近鉄湯の山線

道
の
駅「
菰
野
ふ
る
さ
と
館
」

瑞
龍
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」

如来寺

見
性
寺

「
日
下
部
の
柿
の
木
」

庄部橋

菰野大橋

旅所廣幡神社庄部旅所

菰野城跡
近鉄「中菰野」駅

477

306

559

至四日市IC

至菰野IC

至
湯
の
山
温
泉
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