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野
川

近鉄
志摩
線

並
び
、静
寂
さ
に
包
ま
れ
て
ご
正
宮
前
へ
。
伊

雑
宮
の
創
立
は
約
二
千
年
前
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
天
照
大
御
神
の
御
魂
を
祀
る
神
宮
の

遙
宮
と
し
て
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
、地
元
で

は〝
い
ぞ
う
ぐ
う
〞や〝
磯
部
の
大
神
宮
〞と
親

し
ま
れ
、海
の
幸
、山
の
幸
の
豊
饒
が
祈
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
お
参
り
を
す
ま
せ
、参
道
左
、勾
玉
池
へ
と

進
み
、根
本
部
分
が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
ク
ス
を

見
学
。「
こ
の
大
楠
は〝
巾
着
楠
〞と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
石
が
あ
っ
た
そ
の
上
に
成
長
し
、次

第
に
石
を
飲
み
込
ん
で
こ
の
形
に
な
っ
た
そ

う
で
す
」と
瀧 

勇
さ
ん
。

　
志
摩
市
磯
部
町
の
上
之
郷
は
閑
静
な
住
宅

地
。 

昔
か
ら
鳥
居
前
町
と
し
て
参
詣
者
で
賑

い
、そ
の
町
並
み
に
当
時
の
面
影
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
今
回
の
散
策
は
近
鉄「
上
之
郷
」駅
が

ス
タ
ー
ト
で
す
。

　
駅
か
ら
国
道
１
６
７
号
を
渡
っ
て
、「
中
長

官
家
の
長
屋
門
」を
右
手
に
風
情
あ
る
通
り
を

歩
い
て
い
く
と
、緑
の
杜
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

伊
勢
神
宮
内
宮
の
別
宮・伊
雑
宮
で
す
。

　
鳥
居
を
く
ぐ
り
、手
水
舎
で
清
め
て
神
域
を

進
み
ま
す
。
参
道
に
は
ス
ギ
の
大
木
が
２
本

　
伊
雑
宮
を
出
て
、駐
車
場
を
歩
い
て
い
く
と
、

黒
木
の
鳥
居
が
立
って
い
ま
す
。
６
月
24
日
の

御
田
植
式
で
知
ら
れ
る
御
料
田
で
す
。
千
葉

の
香
取
神
宮
・
大
阪
の
住
吉
大
社
と
合
わ
せ
、

日
本
三
大
御
田
植
祭
の
一
つ
と
さ
れ
、「
磯
部

の
御
神
田
」と
し
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
太
鼓
打
ち
や

簓
摺
に
よ
る
田
楽
が
響
き
わ
た
る
中
、古
式
ゆ

か
し
い
色
鮮
や
か
な
装
束
を
着
け
た
地
元
の

人
に
よ
っ
て
お
田
植
え
が
行
わ
れ
、多
く
の
見

物
人
で
賑
わ
い
ま
す
。
青
年
た
ち
が
大
き
な

団
扇
の
つ
い
た
忌
竹
を
奪
い
合
う
竹
取
神
事

は
勇
壮
で
す
よ
」と
瀧 

泰
子
さ
ん
。

を
抜
け
、細
い
道
を
案
内
に
沿
っ
て
進
む
と
、

清
水
の
湧
く「
風
呂
屋
の
谷
」に
出
ま
す
。
昔

は
伊
雑
宮
参
拝
前
に
こ
こ
で
禊
を
し
た
よ
う

で
す
。

　
来
た
道

を
戻
り
、

第
11
代
垂

仁
天
皇
の

皇
女
・
倭

姫
命
の
舊
蹟
地（
旧
跡
地
）と
語
り
継
が
れ
る

広
場
に
立
ち
寄
り
ま
す
。
屋
根
に
覆
わ
れ
た

「
天
井
石
」と「
鏡
楠
」に
し
め
縄
が
か
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ク
ス
は
大
正
12（
１
９
２
３
）年

に
枯
れ
た
よ
う
で
す
が
、そ
の
根
本
か
ら
、室

　
御
料
田
を
後
に
し
て
、北
へ
と
進
み
ま
す
。

伊
雑
宮
の
鳥
居
前
、右
手
に
見
え
る「
神
武
参

剣
道
場
」は
旅
館「
吉
角
」の
跡
地
に
昭
和
36

（
１
９
６
１
）年
、剣
道
場
と
し
て
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
正
面
玄
関
は
入
母
屋
造
の
千
鳥
破
風

を
設
け
、そ
の
上
の「
参
剣
」を
表
し
た
鬼
瓦
が

堂
々
た
る
佇
ま
い
。
こ
の
建
物
は
隣
接
す
る

「
中
六
」と
同
様
、国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
す
。

「
中
六
」は
鰻
料
理
店
で
、屋
号
は
伊
雑
宮
の
御

師・中 

六
太
夫
か
ら
名
付
い
た
も
の
。
木
造

二
階
建
て
で
、江
戸
時
代
に
は
旅
館
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
御
師
邸
跡
や
世
古
長
官
の
屋
敷
跡

町
時
代
の
鏡
が
見
つ
か
り
、現
在
志
摩
民
俗
資

料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
広
場

に
は
秋
葉
堂・庚
申
堂
、千
田
の
御
池
や
勝
負

石
と
、そ
れ
ぞ
れ
に
案
内
板
も
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
民
家
の
並
ぶ
路
地
を
抜
け
、二
手
に
分
か
れ

る
道
を
右
の
山
手
に
進
ん
で
い
く
と
、鳥
居
脇

に
幟
が
揺
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
産
土
神
で

あ
る「
上
之
郷
の
石
神
」で
、敷
地
内
に
多
数
の

石
が
群
を
成
し
、巻
か
れ
た
し
め
縄
が
信
仰
の

深
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
道
な

り
に
進
む
と「
磯
部
ふ
れ
あ
い
公
園
」の
多
目

的
広
場
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
体
育
館
や
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
、遊
具
を
揃
え
た
市
民
の
憩
い
ス

で
す
。
遊
歩
道

も
整
備
さ
れ
、

岩
壁
に
穴
が
開

い
た
場
所
に
は

「
倭
姫
機
織
場
」

の
案
内
板
も
あ

り
ま
す
。

　
頂
上
に
あ
る
展
望
台
は
、遠
く
伊
雑
ノ
浦
ま

で
が
一
望
で
き
る
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
。
一
息
つ

け
る
よ
う
東
屋
も
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
下

山
し
、恵
利
原
の
集
落
を
進
み
、右
手
に
森
が

見
え
て
き
た
ら
、磯
部
神
社
の
参
道
へ
。「
い

く
つ
か
の
神
社
を
合
祀
し
、明
治
41（
１
９
０

８
）年
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
正
月
に
は
鳥
居

ポ
ッ
ト
で
す
。
こ
こ
で
西
へ
折
れ
、小
高
い
丘

を
越
え
る
と
恵
利
原
の
集
落
に
出
ま
す
。
伊

勢
道
路（
伊
勢
磯
部
線
）手
前
の
細
い
道
へ
入

り
、立
派
な
石
垣
が
並
ぶ
ひ
な
び
た
農
村
風
景

の
中
を
進
み
ま
す
。
池
渓
寺
で
右
折
す
る
と
、

和
合
山
中
腹
に
そ
び
え
た
つ「
お
う
む
岩
」へ
、

ゆ
る
や
か
な
登
り
坂
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
「
お
う
む
岩
」は
幅
１
２
７
メ
ー
ト
ル
、高
さ

31
メ
ー
ト
ル
の
一
枚
岩
。
50
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

く
だ
っ
た「
語
り
場
」で
音
を
た
て
る
と
、反
響

し
て「
聞
き
場
」の
岩
壁
か
ら
聞
こ
え
る
た
め
、

「
お
う
む
返
し
」に
ち
な
ん
で
名
付
い
た
よ
う

か
ら
初
日
の
出
が
見
え
る
ん
で
す
よ
」と
勇
さ

ん
。
森
の
境
界
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
く
と
、佐

美
長
神
社
で
す
。「
真
名
鶴
伝
承
に
ち
な
ん
だ

神
社
で
す
。
伊
雑
宮
創
建
に
関
わ
る
白
真
名

鶴
の
霊
を
祀
り
、別
名『
穂
落
社
』と
も
呼
ば
れ

て
い
ま  
す
」と
泰
子
さ
ん
。 

右
奥
の
小
さ
な
４

つ
の
お
社
は
佐
美
長
御
前
神
社
で
す
。

　
ゴ
ー
ル
の
近
鉄「
志
摩
磯
部
」駅
ま
で
は
徒

歩
10
分
。
神
社
の
清
々
し
い
杜
を
歩
き
、
二

千
年
来
の
歴
史
に
触
れ
、集
落
の
風
情
を
楽
し

み
、絶
景
に
も
癒
さ
れ
る
磯
部
の
名
所
め
ぐ
り

で
す
。
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取
材
・
文
…
中
村 

元
美

志
摩
市 
磯
部
め
ぐ
り

伊
雑
宮
と
神
秘
の
ス
ポ
ッ
ト「
お
う
む
岩
」へ

　

志
摩
市
磯
部
町
に
あ
る
伊
雑
宮
は
、伊
勢
神

宮
内
宮
の
別
宮
で
す
。今
回
は
地
元
の
海
女
や
漁

師
か
ら
の
信
仰
が
篤
い
伊
雑
宮
へ
お
参
り
し
、和

合
山
の
中
腹
に
そ
び
え
た
つ「
お
う
む
岩
」へ
と
登

り
、磯
部
神
社
や
伊
雑
宮
の
所
管
社
で
あ
る
佐

美
長
神
社
を
め
ざ
す
、約
２
時
間
の
コ
ー
ス
を
歩

き
ま
す
。

　
「
お
う
む
岩
」は
、「
語
り
場
」で
の
話
し
声
が
、

約
50
メ
ー
ト
ル
離
れ
た「
聞
き
場
」に
反
響
し
て

聞
こ
え
る
と
い
う
不
思
議
な
岩
で
、頂
上
の
展
望

台
は
絶
好
の
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ
ト
。
田
園
地
帯
や

家
々
、海
ま
で
が
一
望
で
き
、観
光
客
の
ほ
か
地

元
の
人
も
訪
れ
る
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
風
景
に
癒
さ
れ
、ま
ち
の
歴
史
に
触
れ

る
磯
部
の
名
所
コ
ー
ス
を
、観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ「
志
摩
の
国・案
内
人
」で
活
動
す
る
瀧

さ
ん
夫
婦
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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緑
の
杜
の
伊
勢
神
宮
遙
宮
へ

巨
岩
ス
ポ
ッ
ト
か
ら
の
絶
景

集
落
に
伝
わ
る
歴
史
や
言
い
伝
え

神明造（しんめいづくり）の鳥居

伊雑宮ご正宮

目を惹く“巾着楠”

御料田前の広場

「神武参剣道場」

「中六」

倭姫命舊蹟地

「風呂屋の谷」

「おうむ岩」の語り場

一枚岩の「おうむ岩」

展望台からの眺め

磯部神社 「上之郷の石神」

「磯部ふれあい公園」佐美長神社

「志摩の国・案内人」の瀧 勇さんと
瀧 泰子さん。ご夫婦は画家で、志
摩の海に惹かれて移住しました。

至近鉄「鳥羽」駅至伊勢市

至近鉄「賢島」駅
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に
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え
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く
の
見

物
人
で
賑
わ
い
ま
す
。
青
年
た
ち
が
大
き
な

団
扇
の
つ
い
た
忌
竹
を
奪
い
合
う
竹
取
神
事

は
勇
壮
で
す
よ
」と
瀧 

泰
子
さ
ん
。

を
抜
け
、細
い
道
を
案
内
に
沿
っ
て
進
む
と
、

清
水
の
湧
く「
風
呂
屋
の
谷
」に
出
ま
す
。
昔

は
伊
雑
宮
参
拝
前
に
こ
こ
で
禊
を
し
た
よ
う

で
す
。

　
来
た
道

を
戻
り
、

第
11
代
垂

仁
天
皇
の

皇
女
・
倭

姫
命
の
舊
蹟
地（
旧
跡
地
）と
語
り
継
が
れ
る

広
場
に
立
ち
寄
り
ま
す
。
屋
根
に
覆
わ
れ
た

「
天
井
石
」と「
鏡
楠
」に
し
め
縄
が
か
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ク
ス
は
大
正
12（
１
９
２
３
）年

に
枯
れ
た
よ
う
で
す
が
、そ
の
根
本
か
ら
、室

　
御
料
田
を
後
に
し
て
、北
へ
と
進
み
ま
す
。

伊
雑
宮
の
鳥
居
前
、右
手
に
見
え
る「
神
武
参

剣
道
場
」は
旅
館「
吉
角
」の
跡
地
に
昭
和
36

（
１
９
６
１
）年
、剣
道
場
と
し
て
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
正
面
玄
関
は
入
母
屋
造
の
千
鳥
破
風

を
設
け
、そ
の
上
の「
参
剣
」を
表
し
た
鬼
瓦
が

堂
々
た
る
佇
ま
い
。
こ
の
建
物
は
隣
接
す
る

「
中
六
」と
同
様
、国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
す
。

「
中
六
」は
鰻
料
理
店
で
、屋
号
は
伊
雑
宮
の
御

師・中 

六
太
夫
か
ら
名
付
い
た
も
の
。
木
造

二
階
建
て
で
、江
戸
時
代
に
は
旅
館
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
御
師
邸
跡
や
世
古
長
官
の
屋
敷
跡

町
時
代
の
鏡
が
見
つ
か
り
、現
在
志
摩
民
俗
資

料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
広
場

に
は
秋
葉
堂・庚
申
堂
、千
田
の
御
池
や
勝
負

石
と
、そ
れ
ぞ
れ
に
案
内
板
も
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
民
家
の
並
ぶ
路
地
を
抜
け
、二
手
に
分
か
れ

る
道
を
右
の
山
手
に
進
ん
で
い
く
と
、鳥
居
脇

に
幟
が
揺
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
産
土
神
で

あ
る「
上
之
郷
の
石
神
」で
、敷
地
内
に
多
数
の

石
が
群
を
成
し
、巻
か
れ
た
し
め
縄
が
信
仰
の

深
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
道
な

り
に
進
む
と「
磯
部
ふ
れ
あ
い
公
園
」の
多
目

的
広
場
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
体
育
館
や
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
、遊
具
を
揃
え
た
市
民
の
憩
い
ス

で
す
。
遊
歩
道

も
整
備
さ
れ
、

岩
壁
に
穴
が
開

い
た
場
所
に
は

「
倭
姫
機
織
場
」

の
案
内
板
も
あ

り
ま
す
。

　
頂
上
に
あ
る
展
望
台
は
、遠
く
伊
雑
ノ
浦
ま

で
が
一
望
で
き
る
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
。
一
息
つ

け
る
よ
う
東
屋
も
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
下

山
し
、恵
利
原
の
集
落
を
進
み
、右
手
に
森
が

見
え
て
き
た
ら
、磯
部
神
社
の
参
道
へ
。「
い

く
つ
か
の
神
社
を
合
祀
し
、明
治
41（
１
９
０

８
）年
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
正
月
に
は
鳥
居

ポ
ッ
ト
で
す
。
こ
こ
で
西
へ
折
れ
、小
高
い
丘

を
越
え
る
と
恵
利
原
の
集
落
に
出
ま
す
。
伊

勢
道
路（
伊
勢
磯
部
線
）手
前
の
細
い
道
へ
入

り
、立
派
な
石
垣
が
並
ぶ
ひ
な
び
た
農
村
風
景

の
中
を
進
み
ま
す
。
池
渓
寺
で
右
折
す
る
と
、

和
合
山
中
腹
に
そ
び
え
た
つ「
お
う
む
岩
」へ
、

ゆ
る
や
か
な
登
り
坂
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
「
お
う
む
岩
」は
幅
１
２
７
メ
ー
ト
ル
、高
さ

31
メ
ー
ト
ル
の
一
枚
岩
。
50
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

く
だ
っ
た「
語
り
場
」で
音
を
た
て
る
と
、反
響

し
て「
聞
き
場
」の
岩
壁
か
ら
聞
こ
え
る
た
め
、

「
お
う
む
返
し
」に
ち
な
ん
で
名
付
い
た
よ
う

か
ら
初
日
の
出
が
見
え
る
ん
で
す
よ
」と
勇
さ

ん
。
森
の
境
界
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
く
と
、佐

美
長
神
社
で
す
。「
真
名
鶴
伝
承
に
ち
な
ん
だ

神
社
で
す
。
伊
雑
宮
創
建
に
関
わ
る
白
真
名

鶴
の
霊
を
祀
り
、別
名『
穂
落
社
』と
も
呼
ば
れ

て
い
ま  
す
」と
泰
子
さ
ん
。 

右
奥
の
小
さ
な
４

つ
の
お
社
は
佐
美
長
御
前
神
社
で
す
。

　
ゴ
ー
ル
の
近
鉄「
志
摩
磯
部
」駅
ま
で
は
徒

歩
10
分
。
神
社
の
清
々
し
い
杜
を
歩
き
、
二

千
年
来
の
歴
史
に
触
れ
、集
落
の
風
情
を
楽
し

み
、絶
景
に
も
癒
さ
れ
る
磯
部
の
名
所
め
ぐ
り

で
す
。
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取
材
・
文
…
中
村 

元
美

志
摩
市 

磯
部
め
ぐ
り

伊
雑
宮
と
神
秘
の
ス
ポ
ッ
ト「
お
う
む
岩
」へ

　

志
摩
市
磯
部
町
に
あ
る
伊
雑
宮
は
、伊
勢
神

宮
内
宮
の
別
宮
で
す
。今
回
は
地
元
の
海
女
や
漁

師
か
ら
の
信
仰
が
篤
い
伊
雑
宮
へ
お
参
り
し
、和

合
山
の
中
腹
に
そ
び
え
た
つ「
お
う
む
岩
」へ
と
登

り
、磯
部
神
社
や
伊
雑
宮
の
所
管
社
で
あ
る
佐

美
長
神
社
を
め
ざ
す
、約
２
時
間
の
コ
ー
ス
を
歩

き
ま
す
。

　
「
お
う
む
岩
」は
、「
語
り
場
」で
の
話
し
声
が
、

約
50
メ
ー
ト
ル
離
れ
た「
聞
き
場
」に
反
響
し
て

聞
こ
え
る
と
い
う
不
思
議
な
岩
で
、頂
上
の
展
望

台
は
絶
好
の
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ
ト
。
田
園
地
帯
や

家
々
、海
ま
で
が
一
望
で
き
、観
光
客
の
ほ
か
地

元
の
人
も
訪
れ
る
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
風
景
に
癒
さ
れ
、ま
ち
の
歴
史
に
触
れ

る
磯
部
の
名
所
コ
ー
ス
を
、観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ「
志
摩
の
国・案
内
人
」で
活
動
す
る
瀧

さ
ん
夫
婦
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

START

GOAL

■ 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。
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近鉄「上之郷」駅 伊雑宮・御料田 「神武参剣道場」 「中六」 「風呂屋の谷」 倭姫命舊蹟地

「磯部ふれあい公園」 「上之郷の石神」「おうむ岩」磯部神社佐美長神社近鉄「志摩磯部」駅 池渓寺
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さ

み
な
が

び
と

あ
つ

か
み

な
か
ち
ょ
う

が
ん

て
み
ず
し
ゃ ご

う

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

と
お
の
み
や

み
た
ま

お

お

み

た

た
う
え
し
き

い
り

よ
し
か
ど

う
ぶ
す
な
が
み

え
り
は
ら

は
た

ち
け
い
じ

お
り

ほ
ち

だ

み

さ

ま

な

ま

し
ろ

づ
る

な

づ
る

み
な
が

ま
え お

と
し
の
や
し
ろ

は

ふ

や
ま
と

ひ
め
の
み
こ
と

き
ゅ
う
せ
き

や

も

う
ち
わ

い
み
だ
け

ご

で
ん

さ
さ
ら
す
り

り
ょ
う

ほ
う
じ
ょ
う

の

い
ざ
わ
の
み
や

緑
の
杜
の
伊
勢
神
宮
遙
宮
へ

巨
岩
ス
ポ
ッ
ト
か
ら
の
絶
景

集
落
に
伝
わ
る
歴
史
や
言
い
伝
え

神明造（しんめいづくり）の鳥居

伊雑宮ご正宮

目を惹く“巾着楠”

御料田前の広場

「神武参剣道場」

「中六」

倭姫命舊蹟地

「風呂屋の谷」

「おうむ岩」の語り場

一枚岩の「おうむ岩」

展望台からの眺め

磯部神社 「上之郷の石神」

「磯部ふれあい公園」佐美長神社

「志摩の国・案内人」の瀧 勇さんと
瀧 泰子さん。ご夫婦は画家で、志
摩の海に惹かれて移住しました。

至近鉄「鳥羽」駅至伊勢市

至近鉄「賢島」駅




