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特 集

締
役
）は
、上
下
水
道
用
の
鋳
物
製
品
を
中
心

に
、鋳
造
か
ら
組
立
ま
で
一
貫
生
産
。
高
い
技

術
力
に
は
定
評
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
６
月
、同

社
の
本
社
隣
に
県
内
初
の
鋳
造
体
験
工
房「
Ｃ

Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ  

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
」が
誕
生
し
ま
し
た
。

月
に
数
回
程
度
、箸
置
き
や
小
皿
な
ど
の
鋳
物

作
り
教
室
が
開
催
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
、ス
タ

イ
リ
ッ
シュ
な
外
観
の
工
房
内
に
入
る
と
、笑
顔

で
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、鋳
造
部
注
湯
課
係

長
で
鋳
造
体
験
工
房
Ｐ
Ｊ
リ
ー
ダ
ー
の
藤
井 

淳
さ
ん
と
、経
営
企
画
部
Ｈ
Ｒ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

課
主
任
の
鈴
木 

奈
央
さ
ん
。
こ
の
日
は
２
人

　
旧
東
海
道
の
宿
場
町
、桑
名
藩
の
城
下
町
と

し
て
賑
わっ
た
桑
名
は
、「
鋳
物
の
街
」と
し
て
も

知
ら
れ
ま
す
。
鋳
物
と
は
、高
温
で
溶
か
し
た

金
属
を
砂
な
ど
で
作
っ
た
型
の
空
洞
部
分
に
流

し
込
み
、冷
や
し
て
固
め
た
製
品
の
こ
と
。
今

で
も
市
街
地
周
辺
を
散
策
す
れ
ば
、桑
名
宗
社

（
通
称・春
日
神
社
）の
青
銅
の
鳥
居
や
、鋳
物

発
展
の
基
礎
を
築
い
た
本
多 

忠
勝
の
銅
像
、カ

ラ
フ
ル
な
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
な
ど
、数
々
の
鋳
物
に

出
合
え
ま
す
。

　
市
内
に
存
在
す
る
鋳
物
関
連
企
業
の
中
で
、

「
大
洋
産
業
株
式
会
社
」（
影
山 

彰
久
代
表
取

の
指
導
で
、コ
ー
ス
タ
ー
作
り
を
体
験
。
木
枠
の

中
に
置
い
た
歯
車
型
コ
ー
ス
タ
ー
の
パ
ー
ツ
の
上

に
細
か
な
砂
を
か
け
て
い
き
、丁
寧
に
詰
め
て
い

き
ま
す
。
分
か
り
や
す
い
説
明
に
従
って
作
業

を
進
め
て
い
く
と
、い
つ
し
か
夢
中
に
。
子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で「
砂
遊
び
し
て
い
る
み
た
い
！
」

と
、喜
ぶ
と
い
う
の
も
納
得
で
す
。
砂
を
しっ
か

り
固
め
た
後
は
、パ
ー
ツ
を
取
り
除
き
、空
洞
部

分
に
溶
か
し
た
ス
ズ
を
流
し
込
み
ま
す
。
温
度

が
２
３
０
度
と
高
温
の
た
め
、こ
の
作
業
だ
け
は

プ
ロ
に
任
せ
ま
す
。 ５
分
ほ
ど
待
って
周
囲
の
砂

を
外
す
と
、銀
色
の
コ
ー
ス
タ
ー
が
姿
を
現
し
ま

し
た
。
こ
こ
ま
で
要
し
た
時
間
は
１
時
間
程
度
。

十
分
な
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
同
工
房
で
は
、
９
月
21
日（
土
）に
通
常
開

催
の
手
作
り
体
験
教
室
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、桑
名
が
誇
る
鋳
物
作
り
に
挑
戦

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

締
役
）は
、上
下
水
道
用
の
鋳
物
製
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を
中
心

に
、鋳
造
か
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組
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で
一
貫
生
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。
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技

術
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は
定
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あ
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ま
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。
昨
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回
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置
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や
小
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な
ど
の
鋳
物

作
り
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室
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開
催
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
、ス
タ

イ
リ
ッ
シュ
な
外
観
の
工
房
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に
入
る
と
、笑
顔

で
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、鋳
造
部
注
湯
課
係

長
で
鋳
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験
工
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Ｐ
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ダ
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藤
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さ
ん
と
、経
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Ｈ
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ラ
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。
こ
の
日
は
２
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た
桑
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は
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鋳
物
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街
」と
し
て
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知
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ま
す
。
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物
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は
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温
で
溶
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し
た

金
属
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な
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で
作
っ
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の
空
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流
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込
み
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や
し
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め
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製
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。
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鋳
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。
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大
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。
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。
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や
す
い
説
明
に
従
って
作
業

を
進
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い
く
と
、い
つ
し
か
夢
中
に
。
子
ど
も
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ら
大
人
ま
で「
砂
遊
び
し
て
い
る
み
た
い
！
」

と
、喜
ぶ
と
い
う
の
も
納
得
で
す
。
砂
を
しっ
か

り
固
め
た
後
は
、パ
ー
ツ
を
取
り
除
き
、空
洞
部

分
に
溶
か
し
た
ス
ズ
を
流
し
込
み
ま
す
。
温
度

が
２
３
０
度
と
高
温
の
た
め
、こ
の
作
業
だ
け
は

プ
ロ
に
任
せ
ま
す
。 ５
分
ほ
ど
待
って
周
囲
の
砂

を
外
す
と
、銀
色
の
コ
ー
ス
タ
ー
が
姿
を
現
し
ま

し
た
。
こ
こ
ま
で
要
し
た
時
間
は
１
時
間
程
度
。

十
分
な
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
同
工
房
で
は
、
９
月
21
日（
土
）に
通
常
開

催
の
手
作
り
体
験
教
室
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、桑
名
が
誇
る
鋳
物
作
り
に
挑
戦

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

三
重
の
ふ
る
さ
と
体
験

　
南
北
に
長
い
三
重
県
で
は
、地

域
ご
と
に
変
化
に
富
ん
だ
美
し

い
景
観
が
見
ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の

自
然
に
育
ま
れ
た
恵
み
も
豊
富

に
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、悠
久
の
歴
史
の
中
で
培

わ
れ
た
文
化
や
工
芸
品
も
多
種

多
彩
に
あ
り
、地
域
を
愛
す
る

人
々
に
よ
っ
て
現
代
に
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、三
重
県
な
ら
で
は
の

自
然
や
文
化
・
工
芸
品
作
り
な

ど
を
楽
し
め
る
施
設
を
６
か
所

ご
紹
介
し
ま
す
。 〝
ふ
る
さ
と
〞

三
重
を
体
験
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
。

各
体
験
施
設
の
営
業
日
時・料
金・予
約
方
法

や
受
け
入
れ
人
数
な
ど
に
は
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
。

＊た
だ
し
※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美
・
中
村 

元
美

　
　
　
　
　
堀
口 

裕
世

撮
影
…
…
…
梅
川 

紀
彦
・
尾
之
内 

孝
昭

　
　
　
　
　
中
村 

元
美

砂の中から歯車型のコースターが出現砂の中から歯車型のコースターが出現

藤井 淳さん

完成した歯車型のコースター

木枠の中に隙間なく砂を詰めていく

「CASTER HOME」外観

鈴木 奈央さん
「
大
洋
産
業
株
式
会
社
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

２
２ ‒ 

６
７
９
２

●
鋳
造
体
験

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

６
２
２
０ ‒ 

９
６
８
８

お
問
い
合
わ
せ

【
桑
名
市
安
永
】

【
桑
名
市
安
永
】

「
鋳
物
の
街
」桑
名
で
、本
格
的
な
鋳
物
作
り

「
鋳
物
の
街
」桑
名
で
、本
格
的
な
鋳
物
作
り

Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ  

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ  

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

キ
ャ
ス
タ
ー

ホ
ー
ム

キ
ャ
ス
タ
ー

ホ
ー
ム

や
す

い
も
の

い
も
の

な
が

や
す
な
が

そ
う
し
ゃ

そ
う

ふ
た
ふ
た

あ
き

ち
ゅ
う
ぞ
う

は
し
は
し

ち
ゅ
う
と
う

じ
ゅ
ん

ひ
さ

し
ゃ



　

な
だ
ら
か
な
稜

線
を
描
く
鈴
鹿
の

山
並
み
は
、北
勢
地

域
ゆ
か
り
の
人
々

に
と
っ
て
馴
染
み

深
い
風
景
と
い
え

ま
す
。
麓
に
位
置

す
る
菰
野
町
内
に

は
、１
３
０
０
年
の

歴
史
を
有
す
る
湯

の
山
温
泉
を
は
じ

め
と
し
て
、キ
ャ
ン

プ
場
な
ど
の
自
然

体
験
ス
ポ
ッ
ト
が

揃
い
、四
季
折
々
に

多
く
の
人
々
が
訪

れ
ま
す
。

　
平
成
31（
２
０
１

９
）年
３
月
、町
内

に
新
た
に
誕
生
し

た
の
が
、フ
ラ
ン
ス

生
ま
れ
の
ア
ウ
ト

ド
ア
パ
ー
ク「
フ
ォ

レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
湯
の
山
」で
す
。

風
薫
る
こ
ろ
に
同
パ
ー
ク
を
訪
ね
る
と
、入
口

に
到
着
し
て
す
ぐ
に
、ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
香
り

に
気
が
付
き
ま
し
た
。
見
上
げ
る
ほ
ど
の
高

さ
の
木
々
の
間
か
ら
は
陽
の
光
が
降
り
注
ぎ
、

明
る
く
開
放
感
が
あ
り
ま
す
。視
線
を
上
に
向

け
る
と
、幾
筋
も
の
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
と
遊
具

が
見
え
ま
し
た
。

　
「
ワ
イ
ヤ
ー

ロ
ー
プ
が
樹
木

の
成
長
を
阻
害

し
な
い
よ
う
に
、

木
製
の
杭
で
保

護
し
て
あ
り
ま
す
よ
」と
話
す
の
は
、同
パ
ー

ク
を
運
営
す
る「
株
式
会
社 

森
の
香
り
」（
大

森 

ユ
キ
ト
代
表
取
締
役
）の
広
報
、名
波 

祐

希
さ
ん
。
名
波
さ
ん
か
ら
は
、パ
ー
ク
内
で
は
、

専
門
家
の
指
導
に
従
っ
て
間
伐・整
備
し
て
い

る
こ
と
な
ど
も
教
わ
り
ま
し
た
。
自
然
と
の

共
生
や
森
の
新
た
な
価
値
を
見
い
出
す
こ
と

を
理
念
と
し
て
い
る
同
社
で
は
、企
業
研
修
や

修
学
旅
行
な
ど
の
団
体
向
け
に「
自
然
体
験
プ

ロ
グ
ラ
ム
」も
積
極
的
に
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

参
加
者
は
、初
対
面
同
士
で
あ
っ
て
も
、自
然

の
中
で
簡
単
な
ゲ
ー
ム
な
ど
を
経
験
す
る
こ

と
で
、連
帯
感
や
信
頼
感
を
高
め
て
い
く
の
だ

と
伺
い
ま
し
た
。

　
名
波
さ
ん
の
お
話
の
後
は
、実
際
に
体
験
し

ま
す
。
ハ
ー
ネ
ス
の
着
用
を
済
ま
せ
て
か
ら
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ（
安
全
講
習
）

を
受
け
、用
具
の
使
い
方
や
注
意
点
を
し
っ
か

り
と
確
認
し
ま
す
。
そ
の
後
、練
習
用
コ
ー
ス

を
経
て
実
際
の
コ
ー
ス
へ
。
約
２
０
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
パ
ー
ク
内
に
は
、大
き

く
わ
け
て
体
験
時
間
約
１
２
０
分
の「
ア
ド
ベ

ン
チ
ャ
ー
コ
ー
ス
」（
要
予
約
）と
、
約
30
分
の

「
ジ
ッ
プ
ト
リ
ッ
プ
コ
ー
ス
」の
２
種
類
が
あ

　
７
月
下
旬
、同
パ
ー
ク
は
、隣
接
す
る
里
山

放
置
林
と
合
わ
せ
て「
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
パ
ー

ク 

オ
ド
ル
の
森
」に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

里
山
放
置
林
は
、環
境
に
優
し
い
森
に
整
備
さ

れ
、新
た
に
森
の
中
を
駆
け
抜
け
る「
カ
モ
シ

カ
バ
ギ
ー
」の
運
転
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、〝
オ
ド
ル
〞と
は
ラ
テ
ン
語
で
香

り
を
意
味
し
ま
す
。

　
森
の
香
り
あ
ふ
れ
る
パ
ー
ク
は
、
こ
れ
か

ら
も
自
然
と
と
も
に
成
長
し
続
け
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

り
、前
者
に
は
さ
ら
に
４
種
類
、後
者
に
は
２

種
類
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、そ
れ
ぞ

れ
に
身
長
や
体
重
な
ど
の
利
用
条
件
が
あ
り

ま
す
が
、フ
ァ
ミ
リ
ー
か
ら
カ
ッ
プ
ル
、シ
ニ

ア
世
代
ま
で
、体
力
や
時
間
に
応
じ
て
選
ぶ
こ

と
が
可
能
で
す
。
こ
の
日
は
、数
種
類
の
遊
具

に
挑
戦
。
最
初
は
緊
張
し
て
、名
波
さ
ん
の
よ

う
に
颯
爽
と
進
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、慣
れ
て
く
る
と
ロ
ー
プ
か
ら
手
を
放
す

こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
。
最
後
に
名
波
さ
ん

と
手
を
つ
な
い
で
、約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
の
距

離
を
滑
り
降
り
る「
ダ
ブ
ル
ジ
ッ
プ
ス
ラ
イ

ド
」で
は
、体
が
浮
い
た
感
じ
が
し
て
爽
快
な

気
分
に
な
り
ま
し
た
。

4

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

3

「
フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・湯
の
山
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
４
０ ‒ 

７
７
３
９

お
問
い
合
わ
せ

【
三
重
郡
菰
野
町
】

【
三
重
郡
菰
野
町
】

自
然
共
生
型
の
ア
ウ
ト
ド
ア
パ
ー
ク
で
、森
の
香
り
と
冒
険
を
満
喫

自
然
共
生
型
の
ア
ウ
ト
ド
ア
パ
ー
ク
で
、森
の
香
り
と
冒
険
を
満
喫

フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・

湯
の
山

フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・

湯
の
山

「ダブルジップスライド」 名波 祐希さん

樹上に設置された遊具「クロッシングウォール」に挑戦

子どもも楽しめる「ジップスライド」

自然との一体感を味わえる

「自然体験プログラム」

「フォレストアドベンチャー・湯の山」入口

※

※

※

か
お

ゆ

き

か
ん
ば
つ

さ
っ
そ
う



　
土
鍋・急
須・花
器
…
。

四
日
市
市
を
中
心
と
し
た

周
辺
地
域
で
作
ら
れ
る
萬

古
焼
は
、魅
力
あ
ふ
れ
る

伝
統
工
芸
品
で
あ
る
と
同

時
に
、私
た
ち
の
暮
ら
し
に

身
近
な
存
在
で
す
。
中
で

も
、全
国
シェア
の
80
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
土

鍋
は
、直
火
に
か
け
て
も

十
分
に
耐
え
得
る
耐
熱
性

と
保
温
性
の
高
さ
が
特
徴
。

冬
の
風
物
詩
と
も
い
え
る

鍋
料
理
に
欠
か
せ
な
い
調

理
器
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
30（
２
０
１
８
）年
、

「
株
式
会
社  

Ｍ
Ｏ
Ｌ
Ａ

Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ａ
」が
販
売
開
始

し
た「
ベ
ス
ト
ポ
ッ
ト
」は
、

萬
古
焼
土
鍋
の
本
体
と

鋳
物
製
の
蓋
と
の
隙
間

を
で
き
る
限
り
な
く
し

た
こ
と
で
、蓄
熱
調
理
や

無
水
調
理
を
可
能
に
し
た
蓄
熱
調
理
器
で
す
。

実
現
で
き
た
の
は
、親
会
社
で
あ
る「
株
式
会

社 

中
村
製
作
所
」（
山
添 

卓
也
代
表
取
締
役

社
長
）の
技
術
力
。
宇
宙
産
業
の
部
品
加
工
に

も
携
わ
る
高
度
な
切
削
技
術
が
、萬
古
焼
土
鍋

の
特
徴
を
進
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
す
。

　
昨
年
６
月
、同
社

の
自
社
工
場
の
一

画
に
オ
ー
プ
ン
し

た「
中
村
製
作
所 

オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク

ト
リ
ー
」は
、従
来

の
閉
ざ
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
を
払
拭
し

て〝
魅
せ
る
場
所
〞

を
め
ざ
し
た
町
工

場
で
す
。
広
い
工

場
内
に
足
を
踏
み

入
れ
る
と
、ま
ず
目

を
引
く
の
が
精
密

機
械
。
異
空
間
に

迷
い
込
ん
だ
感
覚

に
な
り
ま
し
た
。
２
階
に
は
カ
フ
ェ
が
併
設

さ
れ
、「
ベ
ス
ト
ポ
ッ
ト
」で
調
理
し
た
ご
飯
を

味
わ
え
る「
け
ず
り
た
て
と
ろ
ろ
土
鍋
ご
飯

セ
ッ
ト
」や「
四
日
市
カ
レ
ー（
と
ん
て
き
付

き
）セ
ッ
ト
」な
ど
の
料
理
を
は
じ
め
と
し
て
、

豊
富
な
種
類
の
ス
イ
ー
ツ
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
機
械
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
の
食

事
は
、格
別
な
味
が
し
ま
し
た
。

　
ス
タ
ッ
フ
に
声
を
掛
け
れ
ば
、無
料
で
工
場

内
を
見
学
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、月
に
１

回
程
度
の
ペ
ー
ス
で
工
場
見
学
ツ
ア
ー（
１
か

月
前
に
要
予
約
）が
開
催
さ
れ
て
い
る
と
伺
い
、

参
加
す
る
こ
と
に
。
内
容
は
随
時
変
わ
り
ま

す
が
、こ
の
日
は「
ベ
ス
ト
ポ
ッ
ト
」で
炊
い
た
、

ご
飯
と
肉
じ
ゃ
が
の
試
食
も
実
施
。 

Ｍ
Ｏ
Ｌ
Ａ

Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ａ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
石
田 

琢
真
さ

ん
の
丁
寧
な
説
明
を
聞
い
た
後
、ま
ず
は
調
理

を
開
始
し
ま
す
。
２
つ
の「
ベ
ス
ト
ポ
ッ
ト
」

に
そ
れ
ぞ
れ
の
食

材
を
入
れ
て
沸
騰

す
る
ま
で
待
っ
た

後
は
火
を
止
め
て
、

そ
の
ま
ま
に
し
ま

　
な
お
、工
場
内
で
は「
ベ
ス
ト
ポ
ッ
ト
」を
手

に
取
っ
て
、重
さ
や
形
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
一
度
、訪
ね
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
。

す
。
同
ポ
ッ
ト
が
蓄
え
た
熱
で
じ
ん
わ
り
コ

ト
コ
ト
調
理
し
て
い
る
間
に
工
場
内
見
学
へ
。

「
圧
力
鋳
込
み
成
型
」や「
素
焼
き
」な
ど
を
経

て
、「
切
削
」に
至
る
ま
で
の
各
工
程
を
間
近
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
途
中
、突
起
部
分

を
削
る「
バ
リ
取
り
」や「
釉
薬
漬
け
込
み
」は

体
験
も
可
能
。
職
人
が
手
際
よ
く
釉
薬
に
漬

け
込
む
様
子
を
見
学
し
た
後
、
体
験
し
た
参

加
者
か
ら
は「
ム
ラ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」

「
難
し
い
ね
」と
の
感
想
が
聞
け
ま
し
た
。

機
械
の
技
術
と
職
人
技
が
融
合
し
た
結

果
が「
ベ
ス
ト
ポ
ッ
ト
」な
の
だ
と
実
感

し
た
後
は
、試
食
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

蓋
を
開
け
た
途
端
に「
ご
飯
の
粒
が

立
っ
て
る
！
」「
肉
じ
ゃ
が
も
お
い
し
そ

う
」と
、感
嘆
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

口
に
す
る
と
、ご
飯
の
旨
味
を
味
わ
う

こ
と
が
で
き
た
上
に
、肉
じ
ゃ
が
の
具

材
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
が

芯
ま
で
味
が
染
み
て
い
る
の
が
わ
か
り

ま
し
た
。ま
た
、新
ブ
ラ
ン
ド「
レ
ン
ジ

ス
タ
ー
」に
よ
る
煮
魚
料
理
も
試
食
で

き
、大
満
足
の
時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
。
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「
中
村
製
作
所
オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
」

（
不
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
２
９ ‒ 

６
７
７
７

お
問
い
合
わ
せ

【
四
日
市
市
下
さ
ざ
ら
い
町
】

【
四
日
市
市
下
さ
ざ
ら
い
町
】

魅
せ
る
フ
ァ
ク
ト
リ
―
で
、進
化
し
た
萬
古
焼
土
鍋
の

製
造
工
程
を
見
学
、体
験

魅
せ
る
フ
ァ
ク
ト
リ
―
で
、進
化
し
た
萬
古
焼
土
鍋
の

製
造
工
程
を
見
学
、体
験

中
村
製
作
所

オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
　

中
村
製
作
所

オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
　

「レンジスター」で調理した煮魚料理
工場内の様子
（右側に精密機械、左側２階がカフェ）「中村製作所 オープンファクトリー」外観

「釉薬漬け込み」体験をする参加者

「バリ取り」体験

味がしっかり染み込んだ、肉じゃが

「圧力鋳込み成型」で成型された
「ベストポット」

石田 琢真さん

モ

た
く

い

ゆ
う
や
く

こ

ま

ト
ゥ
ー

ラ

ラ



の
斎
王
の
住
ん
だ
場
所

を
斎
宮
と
い
い
、現
在
の
地
名
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。
広
大
な
敷
地
に
は
、斎
王
の
住
む

「
内
院
」や
斎
宮
寮
と
い
わ
れ
る
役
所
が
あ
る

「
外
院
」な
ど
が
あ
り
、た
く
さ
ん
の
人
々
が
暮

　
昔
、伊
勢
神
宮
に
は
、神
さ
ま
に
斎
く（
お
祀

り
す
る・仕
え
る
）皇
女・斎
王（
神
宮
で
は
斎

宮〈
さ
い
ぐ
う・い
つ
き
の
み
や
〉と
も
い
う
）

が
い
ま
し
た
。
天
皇
一
人
に
対
し
て
一
人
、未

婚
の
皇
女
が
選
ば
れ
る
と
い
う
決
ま
り
で
、こ

ら
し
て
い
ま
し
た
。天
皇
が
替
わ
ら
れ
る
度
に
、

新
た
に
斎
王
に
選
ば
れ
た
皇
女
と
そ
れ
に
従

う
大
勢
の
女
官
や
役
人
た
ち
が
、華
や
か
な
列

を
成
し
て
都
か
ら
こ
の
地
へ
と
来
た
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
斎
宮
は
、神
に
仕
え
る
皇
女
の

暮
ら
す
神
聖
さ
と
、都
さ
な
が
ら
の
雅
や
か
な

文
化
の
共
存
す
る
特
別
な
場
所
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
斎
王
の
制
度
は
、飛
鳥
時
代
か

ら
鎌
倉・南
北
朝
時
代
ま
で
の
約
6
6
0
年
に

わ
た
っ
て
続
い
た
と
言
い
ま
す
。

　
「
い
つ
き
の
み
や
歴
史
体
験
館
」は
、こ
の
斎

宮
の
地
な
ら
で
は
の
平
安
時
代
の
文
化
を
身

近
に
体
験
で
き
る
場
所
で
す
。
ス
タ
ッ
フ
の

出
橋 

岬
さ
ん
の
ご
案
内
で
館
内
を
見
学
す
る

と
、落
ち
着
い
た
中
に
清
々
し
い
雰
囲
気
が

漂
っ
て
い
ま
す
。「
平
安
時
代
の『
寝
殿
造
り
』

や
古
代
の
役
所
を
イ
メ
ー
ジ
し
、三
重
県
産
の

ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ

を
用
い
、釘
な
ど

を
使
わ
な
い
伝

統
技
法
で
建
て

ら
れ
ま
し
た
」と

出
橋
さ
ん
。
壁

の
写
真
を
指
し
て
、「
今
春
、内
親
王
の
愛
子
さ

ま
が
い
ら
し
た
こ
と
や
、今
年
の
N
H
K
大
河

ド
ラ
マ
が
平
安
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
来
館
さ
れ
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
」。

古
い
文
化
を
伝
え
る
と
と
も
に
、ホ
ッ
ト
な
話

題
の
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、常
設
の
貝
覆
い
や
盤
双
六
、蹴

鞠
、浅
沓
、小
袿
な
ど
は
無
料
で
体
験
で
き
ま

す
。
ま
ず
は
盤
双
六
に
挑
戦
。「
遊
び
方
は
何

通
り
も
あ
る
の
で
す
が
、昔
は
こ
れ
に〝
賭
け
〞

を
行
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
人
が
多
く
、

何
度
も
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
」と

の
言
葉
通
り
、ル
ー
ル
を
教
え
て
も
ら
い
な
が

ら
や
っ
て
み
る
と
面
白
く
、夢
中
に
な
る
平
安

え
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
『
源
氏
物
語
』や『
伊
勢
物
語
』『
枕
草
子
』な

ど
の
登
場
人
物
が
ぐ
っ
と
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
体
験
館
で
す
。

人
の
気
持
ち
が
分
か
り
ま
す
。
続
い
て
、小
袿

を
羽
織
ら
せ
て
も
ら
う
と
、当
時
の
貴
族
女
性

の
普
段
着
と
は
い
う
も
の
の
、華
や
か
な
色
柄

で
ず
っ
し
り
と
重
み
が
あ
り
、長
い
裾
や
袖
も

現
代
人
に
と
っ
て
は
非
日
常
の
感
覚
。
子
ど

も
用
の
装
束
も
あ
り
、親
子
で
着
用
し
て
写
真

撮
影
を
す
る
来
館
者
も
多
い
そ
う
で
す
。

　
機
織
り
体
験
や
土
器
作
り
な
ど
有
料
で
申

し
込
み
の
必
要
な
体
験
も
多
数
あ
り
ま
す
が
、

中
で
も
人
気
が
あ
る
の
は
平
安
装
束
試
着
体

験
。
豪
華
な
十
二
単
で
お
姫
様
の
気
分
に
な

れ
ま
す
。
最
近
は
、プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
や
メ

イ
ク
さ
ん
に
依
頼
す
る
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ

ン
や
フ
ォ
ト
プ
ラ
ン
を
選
ぶ
カ
ッ
プ
ル
も
増

8

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

7

「
い
つ
き
の
み
や
歴
史
体
験
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

５
２ ‒ 

３
８
９
０

お
問
い
合
わ
せ

【
明
和
町
斎
宮
】

平
安
時
代
の〝
み
や
び
〞を
気
軽
に

【
明
和
町
斎
宮
】

平
安
時
代
の〝
み
や
び
〞を
気
軽
に

い
つ
き
の
み
や
歴
史
体
験
館

い
つ
き
の
み
や
歴
史
体
験
館

「十二単」の一部である小袿を着用 出橋 岬さん

愛子さまも体験された貝覆い。
対（つい）の貝を探すのはかなり難しい。浅沓は見かけよりも歩きやすい

盤双六は頭を使うゲーム

斎王の乗り物・葱華輦（そうかれん）がお出迎え

豪華な装束で気持ちは平安貴族※

※

い
つ

さ
い

さ
い
く
う

で
は
し

お
う

お
お

ば
ん
す
ご
ろ
く

け

か
い

ま
り

あ
さ
ぐ
つ

こ
う
ち
き



再
現
さ
れ
た
魅
力
あ
ふ
れ

る
町
で
す
。
料
理
店
や
土

産
物
屋
が
建
ち
並
ぶ
、敷

地
内
の
一
画
に
、大
き
な

サ
ク
ラ
と
イ
チ
ョ
ウ
の
木

が
目
印
の「
伊
勢
路
栽
苑
」

が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
水

路
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡

る
と
、約
１
０
０
坪
の
庭
に

四
季
折
々
の
草
花
や
伊
勢

で
育
て
た
苗
木
、地
元
作

家
の
盆
栽
な
ど
が
並
ん
で
い
ま
す
。
２
年
前

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
、
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

さ
ま
ざ
ま
に
取
り
揃
え
ま
し
た
。
家
族
で
楽

　
伊
勢
神
宮
内
宮
前
、お
は
ら
い
町
通
り
の
中

程
に
広
が
る「
お
か
げ
横
丁
」は
、江
戸
か
ら
明

治
期
に
か
け
て
の
伊
勢
路
の
建
築
物
が
移
築・

し
め
る
絵
付
け
体
験
や「
お
か
げ
犬
」に
ち
な

ん
だ
愛
犬
参
加
型
の
体
験
の
ほ
か
、気
軽
に
緑

を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、苔
の
体
験
が

人
気
で
す
。
メ
ニ
ュ
ー
は
苔
玉
作
り
、苔
盆
栽

作
り
、そ
れ
と
苔
テ
ラ
リ
ウ
ム
作
り
の
３
つ
が

あ
り
、苔
玉
作
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
様
子
を

見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
好
き
な
植
物
の
苗
と
皿
を
選
び
ま

す
。
常
緑
樹
や
シ
ダ
類
な
ど
た
く
さ
ん
の
苗

が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。「
サ
ク
ラ
や
ウ
メ
な

ど
の
花
物
も
あ
り
ま
す
し
、モ
ミ
ジ
な
ど
紅
葉

す
る
も
の
を
選
ば
れ
る
方
も
多
い
で
す
ね
。

山
に
生
え
る
植
物
か
ら
種
を
と
っ
て
育
て
た

実
生
苗
も
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
流
通
し
な
い

貴
重
な
も
の
で
、ヒ
メ
シ
ャ
ラ
や
ク
マ
シ
デ
、

ウ
メ
モ
ド
キ
な
ど
で
す
」と
体
験
講
師
の
小
滝 

健
太
郎
さ
ん
か
ら
苗
の
説
明
を
受
け
ま
す
。

工
程
の
一
つ
ひ
と
つ
を
、丁
寧
に
指
導
し
て
く

れ
る
の
で
、初
め

て
で
も
趣
の
あ
る

作
品
を
作
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
ケ
ー
ス
か
ら
取

り
出
し
た
苗
の
土
の
量
を
調
整
し
、ガ
ー
ゼ
の

上
に
載
せ
ま
す
。「
土
の
上
に
苔
を
巻
く
の
で

バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
ら
な
い
よ
う
、土
は
半
分

ぐ
ら
い
に
減
ら
し
ま
す
。
真
ん
中
に
幹
を
置

い
て
、ガ
ー
ゼ
を
糸
で
巻
い
て
形
を
整
え
た
ら

次
は
苔
で
す
。
正
面
を
決
め
た
ら
、そ
の
部
分

に
苔
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ
を
当
て
ま
し
ょ
う
。

形
は
ま
ん
丸
で
も
し
ず
く
型
で
も
好
み
で
仕

上
げ
て
く
だ
さ
い
。 

重
な
る
部
分
の
苔
は

カ
ッ
ト
し
て
糸
を
巻
い
て
い
き
ま
す
」。
糸
を

巻
き
な
が
ら
形
を
整
え
、飛
び
出
し
て
い
た
り
、

茶
色
く
な
っ
た
苔
を
カ
ッ
ト
す
れ
ば
完
成
で

す
。「
面
白
か
っ
た
、も
う
一
回
や
っ
て
み
た

い
」「
愛
着
が
湧
く
ね
」と
、
み
な
さ
ん
そ
れ
ぞ

れ
に
満
足
の
よ
う
で
す
。

　
自
宅
へ
持
ち

帰
っ
た
あ
と
は
、

明
る
さ
と
風
通

し
、そ
し
て
水

や
り
に
注
意
す

れ
ば
よ
い
と
の

こ
と
。「
夏
場

は
毎
日
、水
の

ま
た
節
分
や
ひ
な

祭
り
な
ど
の
節
句

に
合
わ
せ
、伊
勢

型
紙
を
使
っ
た
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
タ
ペ
ス

ト
リ
ー
も
作
れ
ま
す
」と
お
か
げ
横
丁
広
報
担

当
の
池
田 

絢
子
さ
ん
。
生
地
を
型
染
め
し
、

自
分
好
み
の
色
合
い
に
仕
上
げ
ら
れ
る
の
で
、

季
節
ご
と
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
使
え
そ
う
で
す
。

　
夢
中
に
な
れ
る
体
験
が
さ
ま
ざ
ま
に
用
意

さ
れ
、好
奇
心
が
満
た
さ
れ
る
楽
し
い
時
間
が

過
ご
せ
ま
す
。

中
に
苔
玉
ご
と
浸
け
て
２
、３
分
置
け
ば
中
ま

で
し
っ
か
り
水
が
い
き
渡
り
ま
す
。
乾
燥
に

だ
け
気
を
つ
け
て
、ま
た
あ
ま
り
水
を
や
り
す

ぎ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」

と
小
滝
さ
ん
。
室
内
で
植
物
の
緑
に
癒
さ
れ
、

ま
た
紅
葉
は
葉
っ
ぱ
の
色
が
変
化
す
る
の
で
、

四
季
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、気
軽

に
和
風
庭
園
の
風
情
が
味
わ
え
ま
す
。

　
「
伊
勢
路
栽
苑
」の
体
験
コ
ー
ナ
ー
は
充
実

し
て
い
ま
す
。「
色
遣
い
が
思
って
た
よ
り
も
難

し
い
で
す
ね
」と
絵
付
け
体
験
を
し
て
い
た
ご

夫
婦
。
絵
の
具
を
使
っ
た
の
は
久
し
ぶ
り
の
よ

う
で
す
。「
お
子
様
も
簡
単
に
で
き
る
体
験
も

用
意
し
て
い
ま
す
し
、熊
野
の
天
然
石
、那
智

黒
石
の
磨
き
体
験
で
箸
置
き
な
ど
を
作
っ
た
り
、
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植
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【
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庭
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小滝 健太郎さん池田 絢子さん招き猫ポットの絵付けとミニプランツ作り

貯金箱にもなる招き猫の絵付け

会社のグループ旅行で苔玉作り

バランスよく形の整った苔玉

苗を土ごとガーゼで包む

み
し
ょ
う

体験講師から丁寧に教わる苔玉作りの体験

「伊勢路栽苑」



メ
ー
ト
ル
か
ら
汲
み
上
げ
、

１
日
の
取
水
能
力
は
２
８

８
５
ト
ン
で
す
。
海
洋
深

層
水
は
水
深
２
０
０
メ
ー

ト
ル
以
上
深
い
場
所
に
あ

り
太
陽
光
が
届
か
ず
、水

温
が
急
激
に
冷
え
た
層
に

あ
る
海
水
の
こ
と
で
、海

水
の
約
95
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
て
い
ま
す
。
表
層
の

海
水
と
混
ざ
ら
な
い
深
さ

に
あ
り
、低
温
安
定
性・富

栄
養
性
・
清
浄
性
に
優
れ

て
い
る
と
い
う
特
性
を
持

ち
、そ
れ
を
活
か
し
て
水

産
分
野
を
は
じ
め
、食
品・

健
康
・
美
容
・
医
療
・
エ
ネ

ル
ギ
ー・環
境・農
業
な
ど
、

多
く
の
分
野
で
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
ア
ク
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」で
は「
み
え
尾
鷲

海
洋
深
層
水
」の
原
水
と
脱
塩
処
理
し
た
計
５

種
類
の
深
層
水
が
提
供
さ
れ
て
い
て
、企
業
だ

　
尾
鷲
市
古
江
町
の
国
道
３
１
１
号
沿
い
に

あ
る「
ア
ク
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」は
海
洋
深
層

水
の
取
水
施
設
。
三
木
埼
沖
の
水
深
４
１
５

け
で
な
く
、
家

庭
用
に
炊
飯
や

コ
ー
ヒ
ー
な
ど

の
飲
料
の
生
活

用
水
と
し
て
も

使
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た

大
口
分
水
で
は
、

活
魚
運
搬
の
た

め
大
き
な
ト
ラ
ッ
ク
が
給
水
し
て
い
ま
す
。

深
層
水
と
表
層
水
は
見
た
目
の
違
い
こ
そ
あ

り
ま
せ
ん
が
、表
層
水
は
夏
場
に
水
温
が
25
度

を
超
え
る
の
に
対
し
て
、深
層
水
は
一
年
を
通

し
て
14
度
程
度
。
運
搬
の
氷
代
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
、ま
た
太
陽
光
が
届
か
な
い
菌
の
な

い
水
で
あ
る
た
め
、鮮
度
保
持
が
全
く
違
う
よ

う
で
す
。

　
「
ア
ク
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」の
総
合
交
流
施

設
は
、尾
鷲
ヒ
ノ
キ
が
使
わ
れ
た
寛
ぎ
の
ス

ペ
ー
ス
で
、深
層
水
淡
水
の
試
飲
が
で
き
ま
す
。

館
内
に
は
取
水
方
法
や
設
備
な
ど
、海
洋
深
層

水
に
関
す
る
こ
と
が
学
べ
る
よ
う
パ
ネ
ル
を

展
示
。ま
た
木
育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
お
も
ち
ゃ

や
ヒ
ノ
キ
ボ
ー
ル
プ
ー
ル
も
設
置
さ
れ
、中
庭

に
は
海
洋
深
層
水
の
タ
ッ
チ
プ
ー
ル
が
あ
り
、

イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
子
ど
も
た
ち
が
は

し
ゃ
ぐ
賑
や
か
な
光
景
と
な
り
ま
す
。

　
深
層
水
を
身
近
に
感
じ
る
体
験
と
し
て「
メ

ダ
カ
ア
ク
ア
リ
ウ
ム
」が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な

瓶
に
海
洋
深
層
水
の
カ
ル
マ
グ
水
や
淡
水
を

汲
み
入
れ
、水
槽
か
ら
メ
ダ
カ
を
す
く
い
上
げ
、

砂
や
タ
イ
ル
、ビ
ー
玉
な
ど
を
入
れ
て
水
槽
を

作
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
の
常
設
体
験
が「
宝
さ
が
し
」で

す
。
砂
の
中
か
ら
鉱
石
を
す
く
い
、気
に
入
っ

た
も
の
を
５
個
ま
で
持
ち
帰
れ
ま
す
。「
砂
を

触
っ
て
い
る
こ
と
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
の

か
、長
時
間
遊
ん
で
い
る
お
子
さ
ん
も
い
ま

盆
の
頃
に
な
る
と
提
灯
が
並
ん
だ
り
、幅
広
い

世
代
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、工
夫
を
凝
ら

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
尾
鷲
市
向
井
の
入
浴
施
設「
夢
古
道
の

湯
」は
、原
水
を
希
釈
し
た
内
風
呂
の
ほ
か
、ミ

ス
ト
サ
ウ
ナ
に
は
超
軟
水
の
淡
水
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
保
温
性・保
湿
性
に
優
れ
た
海
洋

療
法
的
な
効
果
が
期
待
で
き
、一
般
の
温
泉
に

は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
も
楽
し
め
る
と
の

こ
と
で
す
。
ほ
か
に
も
深
層
水
を
使
っ
て
干

物
な
ど
で
商
品
化
し
た
り
、調
理
に
深
層
水
を

使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

を
提
供
す
る
飲
食

店
も
い
く
つ
か
あ

り
、市
内
で
は「
深

層
水
」の
幟
旗
を

立
て
て
P
R
し
て

い
ま
す
。

す
」と
ス
タ
ッ
フ

の
伊
東 

晋
也
さ

ん
。

　
ま
た「
ア
ク
ア

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

で
は
、月
に
一
度
、季
節
に
合
わ
せ
た
イ
ベ
ン

ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
音
楽
ラ
イ
ブ
や
ヨ

ガ
教
室
を
開
い
た
り
、キ
ッ
チ
ン
カ
ー
も
数
台

並
ん
で
、家
族
み
ん
な
で
満
喫
で
き
る
内
容
で

す
。「
深
層
水
の
こ
と
を
市
民
は
じ
め
多
く
の

方
に
知
っ
て
も
ら
い
、『
ア
ク
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
』へ
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
で
海
洋
深

層
水
の
利
用
度
を
高
め
て
い
ま
す
」と
尾
鷲
市

役
所
海
洋
深
層
水
推
進
係
の
山
口 

翼
さ
ん
。

端
午
の
節
句
に
は
鯉
の
ぼ
り
が
風
に
揺
れ
、お

12

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

11

【
尾
鷲
市
古
江
町
】

紀
伊
半
島
で
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一
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洋
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層
水
の
取
水
施
設

【
尾
鷲
市
古
江
町
】

紀
伊
半
島
で
唯
一
の
海
洋
深
層
水
の
取
水
施
設

ア
ク
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ア
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ス
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ョ
ン

伊東 晋也さん

深層水のお風呂「夢古道の湯」 「アクアステーション」

イベント時のワークショップ

「メダカアクアリウム」

香りのよいヒノキボールプール

淡水の試飲ができる

中庭にある深層水のタッチプール
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次
の
世
代
に
も
残
し
て
い
き
た
い
と
の
考
え

か
ら
で
し
た
。活
動
の
根
底
に
あ
る
の
は「
神

津
佐
が
好
き
」と
い
う
気
持
ち
。
会
な
の
で
規

約
な
ど
は
あ
り
ま
す
が
、こ
こ
に
住
ん
で
い
る

人
な
ら
活
動
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
、関

わ
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

森
井
…
私
た
ち
が
活
動
す
る
こ
と
で
、そ
れ
が

子
ど
も
た
ち
に
も
神
津
佐
の
よ
さ
を
感
じ
て

も
ら
い
、こ
こ
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
と
い
う
気

持
ち
が
根
付
い
て
、想
い
を
繋
い
で
く
れ
た
ら

と
願
っ
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な
も
の
を
昔
の

よ
う
に
楽
し
く
盛
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
に

し
て
い
る
の
で
、地
区
行
事
へ
の
参
加
が
中
心

で
す
。

――
神
津
佐
の
世
帯
数
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
は
な

い
で
す
が
、高
齢
化
は
進
ん
で
い
ま
す
ね
。

――
発
足
か
ら
20
年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
。
長

い
活
動
で
す
ね
。

德
田
…
発
足
の
き
っ
か
け
は
幼
か
っ
た
頃
に

見
た
祭
り
や
行
事
な
ど
の
楽
し
い
思
い
出
を
、

德
田
…
地
区
の
行
事
や
祭
り
を
見
直
し
た
と

き
に
、当
時
は
担
い
手
不
足
が
聞
か
れ
、内
容

が
簡
素
化
し
た
り
、参
加
す
る
人
も
減
っ
て
い

ま
し
た
。 

そ
こ
に
自
分
た
ち
が
参
加
し
て

も
っ
と
楽
し
く
す
れ
ば
、人
も
集
ま
っ
て
き
て

く
れ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
。

森
井
…
夏
祭
り
の
一
つ
、天
王
祭
は
疫
病
災
厄

を
追
い
払
う
行
事
で
す
が
、神
津
佐
川
に
灯
篭

を
流
し
、麦
わ
ら
の
束
に
火
を
つ
け
て「
と
っ

と
と
ゆ
か
れ
い
、津
島
の
浜
へ
」の
掛
け
声
で

川
沿
い
を
歩
き
ま
す
。
神
事
に
関
す
る
と
こ

ろ
は
地
区
の
役
員
さ
ん
が
実
施
し
ま
す
が
、そ

の
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
形
で
屋
台
を
出
し
た
り
、

仕
掛
け
花
火
の「
ナ
イ
ア
ガ
ラ
」を
用
意
し
た

り
、ス
テ
ー
ジ
を
作
っ
た
り
と
、賑
わ
い
の
創

出
で
す
。
家
族
や
親
戚
み
な
が
集
ま
る
機
会

し
て
い
こ
う
と
勉
強
中
で
す
。

森
井
…
こ
の
地
で
嘉
永
７（
安
政
元
）（
１
８
５

４
）年
に
安
政
の
大
地
震
が
起
こ
り
、そ
の
時

の
地
震
の
津
波
に
対
す
る
心
得
と
し
て
村
の

人
が
書
き
残
し
て
い
て
、そ
の
古
文
書
を
読
み

解
き
、い
つ
か
ら
か
盆
行
事
の
時
に
披
露
す
る

こ
と
で
、み
ん
な
に
伝
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
。

そ
の
先
人
の
想
い
は
繋
い
で
い
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。

――
夏
の
行
事
以
外
に
は
ど
ん
な
活
動
を
。

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

德
田
…
小
学
生
の
頃
は
盆
踊
り
で
仮
装
踊
り

が
あ
り
、工
夫
を
凝
ら
し
た
人
に
は
地
区
か
ら

賞
金
が
出
る
な
ど
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

人
が
少
な
く
な
っ
た
盆
踊
り
を
盛
り
上
げ
る

に
は
仮
装
踊
り
の
復
活
だ
と
思
い
、楽
し
ん
で

や
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
子
ど
も
た
ち

や
高
齢
者
も
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

そ
れ
と
津
波
へ
の
心
得
を
唄
っ
た

神
津
佐
独
自
の
音
頭「
津
波
く
ど
き
」を
継
承

いま、グループネット

お問い合わせ
森井 一晴さん
（森井建設工業）
南伊勢町神津佐1158 - 4
TEL 0599 - 66 - 1061

海
と
山
の
自
然
が
織
り
な
す
風
光
明
媚
な
南
伊
勢
町
で
、五
ヶ
所
湾
に
面
す
る
神
津
佐
地
区
。
若
者
７

人
が「
神
津
佐
活
性
化
グ
ル
ー
プ
」を
結
成
し
た
の
は
、
平
成
15（
２
０
０
３
）年
の
こ
と
で
す
。
30
人
以

上
の
賛
同
者
を
集
め
て
活
動
を
始
め
、翌
年
に
は
現
在
の「
神
津
佐
啓
発
会
」に
改
称
し
て
正
式
に
発
足
。

地
域
に
伝
わ
る
祭
り
や
風
習
を
、若
い
世
代
が
地
域
の
魅
力
を
楽
し
み
な
が
ら
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

神
津
佐
啓
発
会

昭
和
30（
１
９
５
５
）年
の
南
勢
町
合
併

前
、
神
津
佐
地
区
は
神
原
村
と
呼
ば
れ
、

子
ど
も
た
ち
は
啓
発
小
学
校
に
通
い
ま
し

た
。
今
後
、町
の
合
併
が
繰
り
返
さ
れ
た

と
し
て
も
、そ
の
名
が
消
さ
れ
ぬ
よ
う
、会

の
名
称
に「
啓
発
」を
入
れ
、神
津
佐
在
住

の
若
い
世
代
が
、地
域
を
盛
り
上
げ
て
い

く
こ
と
を
テ
ー
マ
に
活
動
を
開
始
。「
神
津

佐
啓
発
会
」の
現
会
長
を
務
め
る
森
井 

一

晴
さ
ん
と
創
設
メ
ン
バ
ー
の
初
代
会
長
・

德
田 

真
宏
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

森
井
…
冬
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
や

正
月
の
門
松
飾
り
な
ど
は
恒
例
で
す
が
、そ
の

時
々
で
出
来
る
こ
と
を
協
力
し
合
っ
て
み
ん

な
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
を
や
っ
て
い
ま

す
。
基
本
は
神
津
佐
が
神
津
佐
で
あ
り
続
け

る
た
め
の
活
動
で
す
。
高
校
卒
業
後
、一
時
大

阪
で
働
い
て
い
ま
し
た
が
、神
津
佐
に
戻
っ
て

き
た
と
き
に
は
德
田
さ
ん
た
ち
先
輩
が
こ
の

活
動
を
始
め
て
い
ま
し
た
。
会
で
の
活
動
が

地
元
に
早
く
馴
染
め
る
き
っ
か
け
に
も
な
り

ま
し
た
し
、今
で
は
移
住
者
の
方

も
会
に
入
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

人
が
町
を
つ
く
り
、町
が
人
を
作

る
と
い
う
循
環
が
、自
然
と
で
き

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

――
現
在
の
会
員
は
31
人
。
夫
婦

で
参
加
す
る
家
庭
も
あ
る
よ
う
で

す
。
幼
い
頃
に
感
じ
た
祭
り
や
行

事
の
楽
し
さ
を
取
り
戻
し
、子
ど

も
た
ち
に
も
そ
れ
が
伝
わ
り
、世

代
を
超
え
た
交
流
が
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
て
い
ま
す
。

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

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

元
美

会長　森井 一晴さん

※メンバーは仕事もさまざまな業種が集まる

※年末年始に飾る大きな門松 ※町を彩るイルミネーション

※仕掛け花火の「ナイアガラ」 ※神津佐川に流す灯籠

か
ん
ぱ
ら

こ
　
ん
　
さ



る
と
道
が
細
く
な
り
、二
つ
の
池
の
間
を
通
り

ま
す
。
池
を
過
ぎ
る
と
、道
に
沿
っ
て
せ
せ
ら

ぎ
が
流
れ
、た
く
さ
ん
の
サ
ワ
ガ
ニ
が
出
迎
え

て
く
れ
ま
す
。「
地
元
で
は
百
瀬
川
と
呼
ば
れ

る
小
川
で
、新
池
に
流
れ
込
み
ま
す
。
池
か
ら

外
城
田
川
に
向
か
って
流
れ
る
川
は
国
束
川
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
」と
土
面
さ
ん
。
川
が
小
さ

な
滝
に
な
って
流
れ
の
方
向
を
変
え
る
地
点
で
、

道
は
川
を
越
え
山
へ
と
入
って
い
き
ま
す
。

　
川
を
渡
っ
て
す
ぐ
に
あ
る
の
は
、苔
む
し
た

お
堂
の
中
の「
弘
法
石
」。「
当
寺
に
、弘
法
大

　
玉
城
町
原
に
あ
る「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」は「
弘

法
温
泉
」な
ど
で
知
ら
れ
る
複
合
施
設
。
今
回

は
こ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、す
ぐ
西
側
に
あ
る

道
へ
入
り
、南
に
向
か
い
ま
す
。
右
手
は
広
々

と
し
た
田
園
風
景
。
こ
の
辺
り
は
、〝
里
山
の

花
畑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〞の
舞
台
で
、季
節
に

よ
っ
て
は
ひ
ま
わ
り
や
コ
ス
モ
ス
な
ど
が
咲

き
乱
れ
る
風
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
前
方
に
見
え
る
山
並
み
の
右
か
ら
二
つ
目
が

め
ざ
す
山
頂
。
し
ば
ら
く
は
舗
装
さ
れ
た
道

を
進
み
ま
す
。
伊
勢
自
動
車
道
の
下
を
く
ぐ

師
空
海
が
國
束
寺
に
参
詣
し
弁
財
天
堂
を
勧

進
し
た
と
い
う
由
緒
書
き
が
残
さ
れ
て
お
り
、

後
に
村
人
が『
空
海
敬
白
』の
文
字
を
彫
っ
た

碑
を
建
て
た
の
で
す
が
、川
に
沈
ん
で
分
か
ら

な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
平
成
4（
１

９
９
２
）年
に
約
2
0
0
年
ぶ
り
に
発
見
さ
れ

た
も
の
で
す
。
こ
の
石
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

の
と
同
時
期
に
温
泉
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か

ら『
弘
法
温
泉
』の
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い

る
ん
で
す
よ
」と
、平
安
初
期
か
ら
現
代
に
ま

で
続
く
物
語
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
少
し
進
む
と
、平
ら
な
巨
石
の
中
央
に
直
線

的
な
く
ぼ
み
の
あ
る「
と
石
」と
呼
ば
れ
る
石

葉
に
励
ま
さ
れ
な
が
ら
上
っ
て
行
く
と
、岩
や

木
立
の
間
の
細
道
に
は
敷
石
の
よ
う
に
自
然

石
が
並
ん
で
い
ま
す
。
石
が
ず
れ
な
い
よ
う

に
鉄
の
杭
が
打
た
れ
、道
に
か
か
る
木
の
枝
が

伐
ら
れ
て
い
る
の
を
指
し
、「
道
を
整
備
し
て

く
だ
さ
る
方
々
が
お
ら
れ
ま
す
。
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
」。
か
つ
て
参
道
で
あ
っ
た
こ
の

道
は
、い
わ
ば
祈
り
の
道
。
今
も
こ
れ
を
守
る

人
々
の
想
い
の
力
を
感
じ
ま
す
。

　
傾
斜
が
少
し
ゆ
る
や
か
に
な
っ
た
辺
り
で

「
夢
現
童
女
」の
小
さ
な
石
像
に
出
合
い
ま
す
。

が
あ
り
ま
す
。「
日
本
武
尊
が
剣
を
研
い
だ
と

い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
く
ぼ
み
は
自

然
に
で
き
た
も
の
で
す
が
、谷
水
が
流
れ
る
樋

の
よ
う
な
の
で『
と
石
』と
呼
ば
れ
る
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
」。
こ
こ
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
の

地
点
左
側
に「
国
束
山
登
山
口
」の
案
内
板
が

あ
り
、舗
装
路
か
ら
山
の
道
へ
と
入
り
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
、急
な
斜
面
を
右
へ
左
へ
と
折
れ

曲
が
る
山
道
が
続
き
ま
す
。「
国
束
山
は
、釣

り
鐘
の
よ
う
な
形
で
、は
じ
め
は
急
傾
斜
で
す

が
、や
が
て
な
だ
ら
か
に
な
り
ま
す
」と
の
言

彫
ら
れ
て
い
る「
こ
れ
よ
り
十
丁
」は
頂
上
ま

で
の
距
離
。「
以
前
は
寺
か
ら
麓
ま
で
、一
丁

（
1
0
9
メ
ー
ト
ル
）ご
と
に
石
像
が
祀
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
昭
和
28（
1
9
5
３
）年
に
寺

を
移
設
し
た
の
で
す
が
、そ
の
後
、こ
れ
ら
の

石
像
の
多
く
も
移
し
ま
し
た
」。

　
こ
こ
か
ら
少
し
上
が
る
と
隣
の
的
山
に
続

く
分
か
れ
道
が
あ
り
、70
分
ほ
ど
で
的
山
公
園

に
行
け
ま
す
。
近
く
に「
左
上 

岩
屋
道
」と
い

う
石
標
と
分
岐
点
も
あ
り
ま
す
が
、こ
ち
ら
は

危
険
な
の
で
、慣
れ
な
い
人
は
避
け
た
方
が
よ

い
と
の
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
少
し
上
る
と
、木
の
間
か
ら
玉
城
町

空
間
で
す
。「
お
よ
そ
1
4
0
0
年
前
、聖
徳

太
子
が
皇
大
神
宮
の
お
告
げ
を
聞
い
て
開
か

れ
た
と
い
わ
れ
、弘
法
大
師
が
国
束
山
を『
胎

蔵
界
曼
荼
羅
の
山
』と
称
賛
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

密
教
の
修
行
の
場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
最

盛
期
に
は
六
院
一
三
二
坊
の
大
寺
で
あ
っ
た

そ
う
で
す
。 

戦
国
時
代
に
戦
火
で
焼
か
れ
た

り
、江
戸
時
代
の
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
の
再

興
、明
治
時
代
の
神
仏
分
離
令
と
歴
史
の
荒
波

を
越
え
て
き
ま
し
た
が
、第
二
次
世
界
大
戦
後

の
農
地
改
革
な
ど
に
よ
り
山
頂
で
の
寺
院
経

営
が
困
難
に
な
り
、ご
本
尊
や
観
音
堂
な
ど
は

大
阪
の
四
天
王
寺
に
、そ
の
他
の
お
堂
な
ど
は

度
会
町
に
移
し
ま
し
た
」。

の
町
並
み
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
所
に

出
ま
す
。
こ
の
辺
り
か
ら
は
傾
斜
が
ぐ
っ
と

緩
や
か
に
な
り
、左
側
の
木
々
の
間
に
四
角
い

石
が
点
々
と
落
ち
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。

「
寺
を
移
転
す
る
際
に
、こ
こ
か
ら
麓
に
向

か
っ
て
ケ
ー
ブ
ル
を
渡
し
、木
材
や
礎
石
を
運

ん
だ
の
で
す
が
、そ
の
と
き
落
ち
て
し
ま
っ
た

石
で
す
。こ
う
し
て
見
る
と
結
構
な
数
の
石
が

落
ち
て
い
ま
す
ね
」。

　
し
ば
ら
く
進
む
と
國
束
寺
跡
に
出
ま
す
。

山
寺
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
い
、大
き
な
伽

藍
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
広
い

　
こ
こ
か
ら
頂
上
ま
で
は
2
分
ほ
ど
。
白
山
社

な
ど
が
祀
れ
て
い
ま
す
。「
伊
勢
の
方
を
向
い

て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」と
土
面
さ
ん
。
こ
こ
か

ら
は
、度
会
町
の
方
向
が
見
下
ろ
せ
ま
す
。
白

山
社
に
手
を
合
わ
せ
た
ら
、同
じ
道
を
下
り
ま

し
ょ
う
。
滑
り
や
す
い
石
な
ど
も
あ
り
ま
す
か

ら
、気
を
付
け
て
ゆっ
く
り
下
山
し
て
く
だ
さ
い
。

帰
り
に
は「
弘
法
温
泉
」で
汗
を
流
し
、地
元
の

お
い
し
い
も
の
を
食
べる
の
も
お
勧
め
で
す
。
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取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

度
会
郡
玉
城
町

国
束
山
周
辺

田
園
風
景
か
ら
歴
史
深
い
祈
り
の
道
へ

　
度
会
郡
の
玉
城
町
と
度
会
町
の
境
界
線
上
に
あ
る

国
束
山
は
、標
高
４
１
４
メ
ー
ト
ル
。
頂
上
を
め
ざ
す

ル
ー
ト
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、今
回
は
、玉
城
町

原
に
あ
る「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」か
ら
出
発
し
、頂
上
を
経

て
、再
び
ス
タ
ー
ト
地
点
に
戻
り
ま
す
。

　
国
束
山
は
、古
い
由
緒
を
持
つ
國
束
寺
が
あ
っ
た
場

所
。頂
上
付
近
に
は
大
き
な
伽
藍
の
跡
が
残
り
、白
山

社
な
ど
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。広
々
と
し
た
田
園
風
景

か
ら
山
に
入
り
、岩
や
木
々
の
間
を
曲
が
り
な
が
ら
続

く
細
道
を
頂
上
へ
、古
く
か
ら
の
祈
り
の
道
を
歩
く
変

化
の
大
き
い
コ
ー
ス
で
す
。ご
案
内
い
た
だ
い
た
の
は
、

國
束
寺
の
ご
住
職
、土
面 

信
順
さ
ん
。現
在
、お
寺
は

度
会
町
側
の
国
束
山
南
麓
に
移
転
し
て
い
ま
す
が
、

折
を
見
て
旧
地
の
整
備
な
ど
に
通
っ
て
お
ら
れ
る
と
の

こ
と
。
長
い
歴
史
の
物
語
を
は
じ
め
、興
味
深
い
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

START

■ 行程図　所要時間／約3時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約30分 約2分 約2分

約25分 約25分約2分約65分

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

●
２
４
０
号
の
記
載
に
つ
い
て
／
２
４
０
号
の
３
ペ
ー
ジ
、本
文
１
行
目
に
掲
載
の
国
道
３
６
０
号
は
、３
０
６
号
の
誤
り
で
し
た
。
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
　

國
束
寺

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

６
２ ‒ 

１
０
１
８

　
「
ふ
る
さ
と
味
工
房 

ア
グ
リ
」

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

５
８ ‒ 

８
６
８
６

「アスピア玉城」前 「国束山登山口」案内板

「夢現童女」の石像國束寺跡頂上(白山社)

「弘法石」 「と石」

※

16

「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」の
花
畑
を
通
っ
て

「
弘
法
石
」「
と
石
」を
過
ぎ
て
山
中
へ

「
こ
れ
よ
り
十
丁
」の「
夢
現
童
女
」

つ
づ
ら
折
れ
の
参
道
を

國
束
寺
跡
を
経
て
頂
上
へ

「アスピア玉城」内「ふるさと味工房 アグリ」

広い〝お花畑〟を見ながらスタート

「弘法石」。「海」などの文字が読み取れる

「と石」。谷水が多いときは中央を水が流れる

登山口の看板から山道へ

急傾斜を右へ左へ曲がりながら上る

「夢現童女」の石像

木の間から玉城方面を見下ろす白山社

頂上付近にはさまざまな石像や石標が

現在の國束寺（度会郡度会町平生）

かつての國束寺。大きな建物が連なっていた

旧國束寺跡。お堂の礎石が並んでいる

至
玉
城
IC

至
勢
和
多
気
IC

＊「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」内
の「
ふ
る
さ
と
味
工
房 

ア
グ
リ
」で
は
、

　

随
時
、国
束
山
ハ
イ
キ
ン
グ
ツ
ア
ー
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

づ
か

さ
ん

く

づ
か

ら
ん

と 

の 

も

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

と

き

だ
が
わ

と
い

ふ
も
と

が

た
い

ぞ
う
か
い
ま
ん
だ
ら

ら
ん

ま
と
や
ま

し
ん
じ
ゅ
ん

が

じ

く

は
く

し
ゃ

さ
ん

「アスピア玉城」

「国束山登山口」案内板

頂上(白山社)

「弘法石」
「と石」

「夢現童女」の石像

國束寺跡

新池

桧皮池

国束山

的山

伊勢自動
車道

山道はヘビ、マムシに
注意して下さい。

國束寺住職の
土面 信順さん



る
と
道
が
細
く
な
り
、二
つ
の
池
の
間
を
通
り

ま
す
。
池
を
過
ぎ
る
と
、道
に
沿
っ
て
せ
せ
ら

ぎ
が
流
れ
、た
く
さ
ん
の
サ
ワ
ガ
ニ
が
出
迎
え

て
く
れ
ま
す
。「
地
元
で
は
百
瀬
川
と
呼
ば
れ

る
小
川
で
、新
池
に
流
れ
込
み
ま
す
。
池
か
ら

外
城
田
川
に
向
か
って
流
れ
る
川
は
国
束
川
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
」と
土
面
さ
ん
。
川
が
小
さ

な
滝
に
な
って
流
れ
の
方
向
を
変
え
る
地
点
で
、

道
は
川
を
越
え
山
へ
と
入
って
い
き
ま
す
。

　
川
を
渡
っ
て
す
ぐ
に
あ
る
の
は
、苔
む
し
た

お
堂
の
中
の「
弘
法
石
」。「
当
寺
に
、弘
法
大

　
玉
城
町
原
に
あ
る「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」は「
弘

法
温
泉
」な
ど
で
知
ら
れ
る
複
合
施
設
。
今
回

は
こ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、す
ぐ
西
側
に
あ
る

道
へ
入
り
、南
に
向
か
い
ま
す
。
右
手
は
広
々

と
し
た
田
園
風
景
。
こ
の
辺
り
は
、〝
里
山
の

花
畑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〞の
舞
台
で
、季
節
に

よ
っ
て
は
ひ
ま
わ
り
や
コ
ス
モ
ス
な
ど
が
咲

き
乱
れ
る
風
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
前
方
に
見
え
る
山
並
み
の
右
か
ら
二
つ
目
が

め
ざ
す
山
頂
。
し
ば
ら
く
は
舗
装
さ
れ
た
道

を
進
み
ま
す
。
伊
勢
自
動
車
道
の
下
を
く
ぐ

師
空
海
が
國
束
寺
に
参
詣
し
弁
財
天
堂
を
勧

進
し
た
と
い
う
由
緒
書
き
が
残
さ
れ
て
お
り
、

後
に
村
人
が『
空
海
敬
白
』の
文
字
を
彫
っ
た

碑
を
建
て
た
の
で
す
が
、川
に
沈
ん
で
分
か
ら

な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
平
成
4（
１

９
９
２
）年
に
約
2
0
0
年
ぶ
り
に
発
見
さ
れ

た
も
の
で
す
。
こ
の
石
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

の
と
同
時
期
に
温
泉
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か

ら『
弘
法
温
泉
』の
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い

る
ん
で
す
よ
」と
、平
安
初
期
か
ら
現
代
に
ま

で
続
く
物
語
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
少
し
進
む
と
、平
ら
な
巨
石
の
中
央
に
直
線

的
な
く
ぼ
み
の
あ
る「
と
石
」と
呼
ば
れ
る
石

葉
に
励
ま
さ
れ
な
が
ら
上
っ
て
行
く
と
、岩
や

木
立
の
間
の
細
道
に
は
敷
石
の
よ
う
に
自
然

石
が
並
ん
で
い
ま
す
。
石
が
ず
れ
な
い
よ
う

に
鉄
の
杭
が
打
た
れ
、道
に
か
か
る
木
の
枝
が

伐
ら
れ
て
い
る
の
を
指
し
、「
道
を
整
備
し
て

く
だ
さ
る
方
々
が
お
ら
れ
ま
す
。
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
」。
か
つ
て
参
道
で
あ
っ
た
こ
の

道
は
、い
わ
ば
祈
り
の
道
。
今
も
こ
れ
を
守
る

人
々
の
想
い
の
力
を
感
じ
ま
す
。

　
傾
斜
が
少
し
ゆ
る
や
か
に
な
っ
た
辺
り
で

「
夢
現
童
女
」の
小
さ
な
石
像
に
出
合
い
ま
す
。

が
あ
り
ま
す
。「
日
本
武
尊
が
剣
を
研
い
だ
と

い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
く
ぼ
み
は
自

然
に
で
き
た
も
の
で
す
が
、谷
水
が
流
れ
る
樋

の
よ
う
な
の
で『
と
石
』と
呼
ば
れ
る
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
」。
こ
こ
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
の

地
点
左
側
に「
国
束
山
登
山
口
」の
案
内
板
が

あ
り
、舗
装
路
か
ら
山
の
道
へ
と
入
り
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
、急
な
斜
面
を
右
へ
左
へ
と
折
れ

曲
が
る
山
道
が
続
き
ま
す
。「
国
束
山
は
、釣

り
鐘
の
よ
う
な
形
で
、は
じ
め
は
急
傾
斜
で
す

が
、や
が
て
な
だ
ら
か
に
な
り
ま
す
」と
の
言

彫
ら
れ
て
い
る「
こ
れ
よ
り
十
丁
」は
頂
上
ま

で
の
距
離
。「
以
前
は
寺
か
ら
麓
ま
で
、一
丁

（
1
0
9
メ
ー
ト
ル
）ご
と
に
石
像
が
祀
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
昭
和
28（
1
9
5
３
）年
に
寺

を
移
設
し
た
の
で
す
が
、そ
の
後
、こ
れ
ら
の

石
像
の
多
く
も
移
し
ま
し
た
」。

　
こ
こ
か
ら
少
し
上
が
る
と
隣
の
的
山
に
続

く
分
か
れ
道
が
あ
り
、70
分
ほ
ど
で
的
山
公
園

に
行
け
ま
す
。
近
く
に「
左
上 

岩
屋
道
」と
い

う
石
標
と
分
岐
点
も
あ
り
ま
す
が
、こ
ち
ら
は

危
険
な
の
で
、慣
れ
な
い
人
は
避
け
た
方
が
よ

い
と
の
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
少
し
上
る
と
、木
の
間
か
ら
玉
城
町

空
間
で
す
。「
お
よ
そ
1
4
0
0
年
前
、聖
徳

太
子
が
皇
大
神
宮
の
お
告
げ
を
聞
い
て
開
か

れ
た
と
い
わ
れ
、弘
法
大
師
が
国
束
山
を『
胎

蔵
界
曼
荼
羅
の
山
』と
称
賛
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

密
教
の
修
行
の
場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
最

盛
期
に
は
六
院
一
三
二
坊
の
大
寺
で
あ
っ
た

そ
う
で
す
。 

戦
国
時
代
に
戦
火
で
焼
か
れ
た

り
、江
戸
時
代
の
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
の
再

興
、明
治
時
代
の
神
仏
分
離
令
と
歴
史
の
荒
波

を
越
え
て
き
ま
し
た
が
、第
二
次
世
界
大
戦
後

の
農
地
改
革
な
ど
に
よ
り
山
頂
で
の
寺
院
経

営
が
困
難
に
な
り
、ご
本
尊
や
観
音
堂
な
ど
は

大
阪
の
四
天
王
寺
に
、そ
の
他
の
お
堂
な
ど
は

度
会
町
に
移
し
ま
し
た
」。

の
町
並
み
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
所
に

出
ま
す
。
こ
の
辺
り
か
ら
は
傾
斜
が
ぐ
っ
と

緩
や
か
に
な
り
、左
側
の
木
々
の
間
に
四
角
い

石
が
点
々
と
落
ち
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。

「
寺
を
移
転
す
る
際
に
、こ
こ
か
ら
麓
に
向

か
っ
て
ケ
ー
ブ
ル
を
渡
し
、木
材
や
礎
石
を
運

ん
だ
の
で
す
が
、そ
の
と
き
落
ち
て
し
ま
っ
た

石
で
す
。こ
う
し
て
見
る
と
結
構
な
数
の
石
が

落
ち
て
い
ま
す
ね
」。

　
し
ば
ら
く
進
む
と
國
束
寺
跡
に
出
ま
す
。

山
寺
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
い
、大
き
な
伽

藍
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
広
い

　
こ
こ
か
ら
頂
上
ま
で
は
2
分
ほ
ど
。
白
山
社

な
ど
が
祀
れ
て
い
ま
す
。「
伊
勢
の
方
を
向
い

て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」と
土
面
さ
ん
。
こ
こ
か

ら
は
、度
会
町
の
方
向
が
見
下
ろ
せ
ま
す
。
白

山
社
に
手
を
合
わ
せ
た
ら
、同
じ
道
を
下
り
ま

し
ょ
う
。
滑
り
や
す
い
石
な
ど
も
あ
り
ま
す
か

ら
、気
を
付
け
て
ゆっ
く
り
下
山
し
て
く
だ
さ
い
。

帰
り
に
は「
弘
法
温
泉
」で
汗
を
流
し
、地
元
の

お
い
し
い
も
の
を
食
べる
の
も
お
勧
め
で
す
。
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取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

度
会
郡
玉
城
町

国
束
山
周
辺

田
園
風
景
か
ら
歴
史
深
い
祈
り
の
道
へ

　
度
会
郡
の
玉
城
町
と
度
会
町
の
境
界
線
上
に
あ
る

国
束
山
は
、標
高
４
１
４
メ
ー
ト
ル
。
頂
上
を
め
ざ
す

ル
ー
ト
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、今
回
は
、玉
城
町

原
に
あ
る「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」か
ら
出
発
し
、頂
上
を
経

て
、再
び
ス
タ
ー
ト
地
点
に
戻
り
ま
す
。

　
国
束
山
は
、古
い
由
緒
を
持
つ
國
束
寺
が
あ
っ
た
場

所
。頂
上
付
近
に
は
大
き
な
伽
藍
の
跡
が
残
り
、白
山

社
な
ど
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。広
々
と
し
た
田
園
風
景

か
ら
山
に
入
り
、岩
や
木
々
の
間
を
曲
が
り
な
が
ら
続

く
細
道
を
頂
上
へ
、古
く
か
ら
の
祈
り
の
道
を
歩
く
変

化
の
大
き
い
コ
ー
ス
で
す
。ご
案
内
い
た
だ
い
た
の
は
、

國
束
寺
の
ご
住
職
、土
面 

信
順
さ
ん
。現
在
、お
寺
は

度
会
町
側
の
国
束
山
南
麓
に
移
転
し
て
い
ま
す
が
、

折
を
見
て
旧
地
の
整
備
な
ど
に
通
っ
て
お
ら
れ
る
と
の

こ
と
。
長
い
歴
史
の
物
語
を
は
じ
め
、興
味
深
い
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

START

■ 行程図　所要時間／約3時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約30分 約2分 約2分

約25分 約25分約2分約65分

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

●
２
４
０
号
の
記
載
に
つ
い
て
／
２
４
０
号
の
３
ペ
ー
ジ
、本
文
１
行
目
に
掲
載
の
国
道
３
６
０
号
は
、３
０
６
号
の
誤
り
で
し
た
。
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。
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「
ふ
る
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と
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工
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ア
グ
リ
」

　

 

Ｔ
Ｅ
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０
５
９
６ ‒ 

５
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「アスピア玉城」前 「国束山登山口」案内板

「夢現童女」の石像國束寺跡頂上(白山社)

「弘法石」 「と石」

※

16

「
ア
ス
ピ
ア
玉
城
」の
花
畑
を
通
っ
て

「
弘
法
石
」「
と
石
」を
過
ぎ
て
山
中
へ

「
こ
れ
よ
り
十
丁
」の「
夢
現
童
女
」

つ
づ
ら
折
れ
の
参
道
を

國
束
寺
跡
を
経
て
頂
上
へ

「アスピア玉城」内「ふるさと味工房 アグリ」

広い〝お花畑〟を見ながらスタート

「弘法石」。「海」などの文字が読み取れる

「と石」。谷水が多いときは中央を水が流れる

登山口の看板から山道へ

急傾斜を右へ左へ曲がりながら上る

「夢現童女」の石像

木の間から玉城方面を見下ろす白山社

頂上付近にはさまざまな石像や石標が

現在の國束寺（度会郡度会町平生）

かつての國束寺。大きな建物が連なっていた

旧國束寺跡。お堂の礎石が並んでいる
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和
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が
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て
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ま
す
。
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か
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「と石」

「夢現童女」の石像
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的山

伊勢自動
車道

山道はヘビ、マムシに
注意して下さい。

國束寺住職の
土面 信順さん



■特集／三重のふるさと体験2024.8

号

禁無断転載

241

津
市
丸
之
内
三
一―

二
一

百五銀行のホームページで、「すばらしき“みえ”」のバックナンバーをご覧いただけます。
https://www.hyakugo.co.jp/mie/

２
０
2
4
年
8
月
発
行〈
偶
数
月
15
日
発
行
予
定
〉 

企
画・編
集
／
R
O
N　

印
刷
／
株
式
会
社
ゴ
ー
ト
ッ
プ　

発
行
／
百
五
銀
行  

経
営
企
画
部
広
報
S
D
G
s
推
進
室

三重
県指定

希少野生動植物種

守りたい、いのち

◆ 分布 ◆
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。

　紀伊半島を分布北限とする暖地性のシダ。やや陰湿な山林中の樹幹
や岩上に生育する。園芸用採集と森林伐採が減少の主要因である。

■ 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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表紙写真 「アクアステーション」（尾鷲市古江町）


