
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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材
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文
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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
。

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




