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※
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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こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
加
え
て
、さ
り
げ
な
く
置

か
れ
た「
よ
う
こ
そ
〇
〇
様
」と
書
か
れ
た
黒
板

や
、ま
ね
き
猫
の
置
物
な
ど
か
ら
、お
も
て
な
し

の
心
が
伝
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、結
婚
前
に

バッ
ク
パッ
カ
ー
を
体
験
し
た
こ
と
が
原
動
力
に

な
って
い
る
と
い
い
ま
す
。「
た
と
え
ば
イ
ン
ド
で

は
、列
車
が
７
時
間
遅
れ
て
も
誰
も
文
句
い
わ
な

い
し
、価
値
観
が
違
って
い
て
も
い
い
ん
だ
と
実

感
で
き
て
、本
当
に
楽
し
かっ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
、

今
度
は『
あ
ぁ
、こ
こ
に
来
て
よ
かっ
た
』と
思
って

も
ら
え
れ
ば
、そ
れ
だ
け
で
嬉
し
い
で
す
ね
」と
、

輝
く
よ
う
な
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

滞
在
客
の
半
数
は
外
国
人
観
光
客
で
、滞
在

　
民
泊「
古
木
の
あ
る
家
」の
目
印
は
、ク
ロ
ガ
ネ

モ
チ
の
大
木
で
す
。「
樹
齢
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

義
父
が
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、既
に
見
上
げ
る
ほ

ど
の
高
さ
だ
っ
た
よ
う
で
す
」と
教
え
て
く
れ
る

の
は
、小
高
尚
代
さ
ん
。
小
高
さ
ん
が
国
内
外

か
ら
の
旅
人
を
受
け
入
れ
る
民
泊
を
始
め
た
の

は
令
和
元
年
の
こ
と
。
そ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て

伺
う
と
、「
８
年
間
空
き
家
だ
っ
た
義
父
の
実
家

を
何
と
か
活
用
で
き
な
い
か
と
思
って
」と
、熱
い

想
い
を
語
って
く
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
宿
は
、広
い

土
間
、剝
き
出
し
の
太
い
梁
、職
人
手
作
り
の
建

具
に
い
た
る
ま
で
、大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

中
の
過
ご
し
方
と
し
て
好
評
な
の
は
、市
の
特
産

品
の
蕎
麦
を
使
用
し
た
、坂
口
和
也
先
生
に
よ

る
蕎
麦
打
ち
体
験
と
の
こ
と
。
体
験
者
は
、坂
口

先
生
の
心
の
こ
もっ
た
教
え
方
に
感
動
す
る
の
だ

と
い
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
い
な
べ
市
観
光
協
会

が
運
営
す
る
、電
動
ア
シ
ス
ト
付
き
レ
ン
タ
ル
自

転
車「
い
な
チ
ャ
リ
」を
利
用
し
て
市
内
を
の
ん
び

り
巡
る
と
い
う
体
験
を
紹
介
す
る
機
会
も
増
え

た
と
い
い
ま
す
。
市
内
の
自
然
の
風
景
、人
気
飲

食
店
で
の
ラ
ン
チ
、風
を
感
じ
な
が
ら
の
お
し
ゃべ

り
が
楽
し
め
る
と
好
評
で
す
。

　
「
古
木
の
あ
る
家
」に
滞
在
す
れ
ば
、い
な
べ
市
の

魅
力
を
五
感
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
加
え
て
、さ
り
げ
な
く
置

か
れ
た「
よ
う
こ
そ
〇
〇
様
」と
書
か
れ
た
黒
板

や
、ま
ね
き
猫
の
置
物
な
ど
か
ら
、お
も
て
な
し

の
心
が
伝
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、結
婚
前
に

バッ
ク
パッ
カ
ー
を
体
験
し
た
こ
と
が
原
動
力
に

な
って
い
る
と
い
い
ま
す
。「
た
と
え
ば
イ
ン
ド
で

は
、列
車
が
７
時
間
遅
れ
て
も
誰
も
文
句
い
わ
な

い
し
、価
値
観
が
違
って
い
て
も
い
い
ん
だ
と
実

感
で
き
て
、本
当
に
楽
し
かっ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
、

今
度
は『
あ
ぁ
、こ
こ
に
来
て
よ
かっ
た
』と
思
って

も
ら
え
れ
ば
、そ
れ
だ
け
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嬉
し
い
で
す
ね
」と
、

輝
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よ
う
な
笑
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し
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く
れ
ま
し
た
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滞
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人
観
光
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で
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あ
る
家
」の
目
印
は
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ロ
ガ
ネ

モ
チ
の
大
木
で
す
。「
樹
齢
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

義
父
が
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、既
に
見
上
げ
る
ほ

ど
の
高
さ
だ
っ
た
よ
う
で
す
」と
教
え
て
く
れ
る

の
は
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高
尚
代
さ
ん
。
小
高
さ
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国
内
外

か
ら
の
旅
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を
受
け
入
れ
る
民
泊
を
始
め
た
の

は
令
和
元
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の
こ
と
。
そ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て

伺
う
と
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８
年
間
空
き
家
だ
っ
た
義
父
の
実
家

を
何
と
か
活
用
で
き
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い
か
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思
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」と
、熱
い

想
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を
語
って
く
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ま
し
た
。

　
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
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は
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い

土
間
、剝
き
出
し
の
太
い
梁
、職
人
手
作
り
の
建

具
に
い
た
る
ま
で
、大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

中
の
過
ご
し
方
と
し
て
好
評
な
の
は
、市
の
特
産

品
の
蕎
麦
を
使
用
し
た
、坂
口
和
也
先
生
に
よ

る
蕎
麦
打
ち
体
験
と
の
こ
と
。
体
験
者
は
、坂
口

先
生
の
心
の
こ
もっ
た
教
え
方
に
感
動
す
る
の
だ

と
い
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
い
な
べ
市
観
光
協
会

が
運
営
す
る
、電
動
ア
シ
ス
ト
付
き
レ
ン
タ
ル
自

転
車「
い
な
チ
ャ
リ
」を
利
用
し
て
市
内
を
の
ん
び

り
巡
る
と
い
う
体
験
を
紹
介
す
る
機
会
も
増
え

た
と
い
い
ま
す
。
市
内
の
自
然
の
風
景
、人
気
飲

食
店
で
の
ラ
ン
チ
、風
を
感
じ
な
が
ら
の
お
し
ゃべ

り
が
楽
し
め
る
と
好
評
で
す
。

　
「
古
木
の
あ
る
家
」に
滞
在
す
れ
ば
、い
な
べ
市
の

魅
力
を
五
感
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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農
泊
と
は
、「
農
山
漁
村
滞
在

型
旅
行
」の
こ
と
で
、旅
行
者
は
、

滞
在
中
に
豊
か
な
地
域
資
源
を

活
用
し
た
食
事
や
体
験
な
ど
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。近
年
、

三
重
県
内
で
は
こ
う
し
た
農
泊

施
設
に
加
え
て
、空
き
家
な
ど
を

活
用
し
て
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
民
泊
施
設
も
増
え
、急
増
す

る
訪
日
外
国
人
観
光
客
な
ど
を

受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、県
内
の
農
泊
・
民
泊

施
設
の
中
か
ら
６
施
設
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

各
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
や
休
業
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
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取
材
先
か
ら
提
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し
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だ
き
ま
し
た
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き
出
す
こ
と
に
よ
り
、地
域
の
活
性
化
や
所
得

向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
優
良
な
事
例
を
選

定
す
る
と
い
う
も
の
で
、農
林
水
産
省
が
主
催

し
て
い
ま
す
。「
株
式
会
社 

七
転
八
倒
」の
主

な
活
動
場
所
は
、里
山
の
風
景
が
続
く
伊
賀
市

　
昨
年
３
月
、「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
農
山
漁
村
の

宝
」第
10
回
選
定
で
、
伊
賀
市
の「
株
式
会
社 

七
転
八
倒
」が
、特
別
賞
の「
新
価
値
創
出
賞
」

を
受
賞
し
ま
し
た
。「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
農
山
漁

村
の
宝
」と
は
、農
山
漁
村
の
地
域
資
源
を
引

川
北・広
瀬
地
域
で

す
。
稲
穂
が
頭
を

垂
れ
る
こ
ろ
、活
動

拠
点
と
し
て
令
和

３
年
に
オ
ー
プ
ン

し
た「
古
民
家
カ
フ
ェ365nichi

」を
訪
ね

る
と
、代
表
の
福
持 

久
郎
さ
ん
と
奥
様
の
加

代
子
さ
ん
、副
代
表
の
大
地 

真
理
子
さ
ん
が

温
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
会
社
を
設
立
し
た
の
は
、平
成
30（
２
０
１

８
）年
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
地
域
が
疲
弊
し

て
し
ま
う
と
、危
機
感
を
覚
え
た
仲
間
６
人
で

始
め
ま
し
た
」と
福
持
さ
ん
。
６
人
の
中
に
は

県
外
か
ら
の
移
住
者
も
い
て
、結
婚
を
機
に
千

葉
県
か
ら
移
り
住
ん
だ
大
地
さ
ん
も
そ
の
一

人
。
当
初
は
戸
惑
う
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、

地
域
の
人
々
と
話
し
合
う
中
で
、多
く
の
発
見

が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
た
と
え
ば
、昔
な

が
ら
の
結
婚
式
に
つ
い
て
話
を
聞
く
と
、花
嫁

行
列
の
際
に
南
天
の
赤
い
実
と
大
豆
を
ま
く

風
習
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。〝
難
を
転

じ
て
、豆
に
暮
ら
す
〞と
い
う
想
い
が
込
め
ら

れ
て
い
て
、素
敵
で
す
よ
ね
」と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
て「
田
舎
の
当
た
り
前
」に

価
値
を
見
い
だ
し
た
皆
さ
ん
は
、地
域
の
人
々

に
も
参
加
し
て
も
ら
っ
て
昔
の
結
婚
式
を
再

現
す
る
な
ど
、一
緒
に
な
っ
て
活
動
す
る
こ
と

を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

　

農
業
、林
業
や
狩
猟
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

ジ
ャ
ン
ル
の
プ
ロ
が
集
ま
っ
た
同
社
の
活
動

は
幅
広
く
、古
民
家
カ
フ
ェ
運
営
に
加
え
て
、

「
田
舎
の
結
婚
式
」「
田
ん
ぼ
C
A
M
P
」

「
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
講
習・体
験
」な
ど
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
提
供
、無
人
野
菜
販
売
所
の
設
置
な

ど
、多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、令
和

元
年
に
始
め
た
の
が
、福
持
さ
ん
夫
婦
の
住
居

の
一
部
を
利
用
し
た
農
泊
で
す
。

の
こ
と
で
喜
ん
で
も
ら
え
る
の
が
新
鮮
だ
と
、

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
会
社
を
始
め
た
当
初
は
、周
囲
か
ら「
勝
手

に
や
れ
」な
ど
と
好
意
的
で
は
な
い
意
見
も

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、「
た
と
え
８
回
失
敗

し
て
も
、９
回
目
で
立
ち
上
が
ろ
う
と
い
う
意

気
込
み
で
続
け
て
き
ま
し
た
」と
福
持
さ
ん
。

「
株
式
会
社 

七
転
八
倒
」の
挑
戦
は
、今
後
も

続
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

農
泊「
地
元
農
家
夫
婦
が
暮
ら
す
田
舎
の

家
」は
、
築
90
年
の
風
格
漂
う
た
た
ず
ま
い
。

広
い
畳
敷
き
の
部
屋
は
、手
毬
や
吊
る
し
飾
り

で
彩
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
手
毬
は
娘
が
、吊
る

し
飾
り
は
私
が
作
り
ま
し
た
」と
加
代
子
さ
ん
。

藤
の
花
の
よ
う
な
可
憐
な
飾
り
を
見
て
い
る
と
、

滞
在
客
に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
、心
を
込
め
て

作
って
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
に
受
け
入
れ
た
滞
在
客
の
中
で
、

海
外
か
ら
の
観
光
客
は
、ト
ル
コ
や
オ
ー
ス
ト

リ
ア
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
。
畳
の
部
屋
で
布

団
を
敷
い
て
寝
る
こ
と
や
、野
菜
収
穫
体
験
で

大
き
な
大
根
を
引
き
抜
い
た
り
、冬
至
の
日
に

柚
子
風
呂
に
入
る
な
ど
、田
舎
で
は
当
た
り
前

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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】

「
田
舎
の
当
た
り
前
」に
価
値
を
見
い
だ
し
、ワ
ク
ワ
ク
体
験
を
発
信

「
田
舎
の
当
た
り
前
」に
価
値
を
見
い
だ
し
、ワ
ク
ワ
ク
体
験
を
発
信

地
元
農
家
夫
婦
が
暮
ら
す
田
舎
の
家

（「
株
式
会
社 

七
転
八
倒
」）

地
元
農
家
夫
婦
が
暮
ら
す
田
舎
の
家

（「
株
式
会
社 

七
転
八
倒
」）

福持 久郎さん（左側）と加代子さん

大地 真理子さんユニークな文字が目を引く無人野菜販売所

刈り取った稲の稲架（はさ）掛け体験

手作りの手毬や吊るし飾りなどで
彩られた部屋

「地元農家夫婦が暮らす田舎の家」外観

「古民家カフェ３６５nichi」 し
ち

て
ん

ば
っ

と
う

し
ち

て
ん

ば
っ

と
う
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て
働
き
な
が
ら
旅
を
す
る
ド
イ
ツ
人
の
若
者

た
ち
。
昔
懐
か
し
い
日
本
の
古
民
家
は
、ま
さ

に
多
文
化
共
生
の
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
を
経
営
す
る
の
は
、京
都
大
学・大
学

院
で
森
林
に
つ
い
て
学
び
、フ
ィ
リ
ピ
ン
で
環

　
白
山
町
佐
田
に
あ
る「
多
文
化
体
験
宿 

ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
イ
ロ
ン
ゴ
」を
訪
れ
る
と
、現
れ

た
の
は
ゴ
ル
フ
に
来
た
と
い
う
韓
国
人
の
男

性
グ
ル
ー
プ
と
、高
校
か
ら
大
学
へ
の
ギ
ャ
ッ

プ
イ
ヤ
ー
を
利
用
し
、フ
ァ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し

境
に
関
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
を
し

た
倉
田 

麻
里
さ

ん
と
、夫
の
フ
ラ

ン
シ
ス
コ 

ハ
ロ

ル
ド
さ
ん
。
ハ

ロ
ル
ド
さ
ん
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の

ネ
グ
ロ
ス
島
の

出
身
で
す
。
麻

里
さ
ん
が
暮
ら
し
た
の
も
同
じ
ネ
グ
ロ
ス
島
。

「
こ
の
島
が
あ
る
西
ネ
グ
ロ
ス
州
や
イ
ロ
イ
ロ

州
、コ
タ
バ
ト
州
な
ど
の
人
や
文
化
を〝
イ
ロ

ン
ゴ
〞と
い
い
ま
す
。
イ
ロ
ン
ゴ
の
人
々
が
使

う
イ
ロ
ン
ゴ
語
は
歌
う
よ
う
に
や
さ
し
い
話

し
方
で
、イ
ロ
ン
ゴ
の
料
理
は
と
て
も
お
い
し

く
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
で
す
。
ハ
ロ

ル
ド
も
料
理
が
上
手
で
す
よ
」と
麻
里
さ
ん
。

平
成
29（
２
０
１
７
）年
に
帰
国
し
、２
年
後
、

二
人
で「
イ
ロ
ン
ゴ
の
文
化
を
広
め
た
い
」と

麻
里
さ
ん
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
と
祖
父
の
住

ん
で
い
た
古
民
家
で
、農
業
の
傍
ら
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
を
開
き
ま
し
た
。
日
本
の
農
村
が
持
つ

資
源
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
文
化
を
融
合
す
る
こ

と
で
地
域
の
活
性
化
を
め
ざ
し
た
い
と
い
う

夫
妻
。
旧
村
役
場
の
建
物
で
シ
ェ
ア
ス
ペ
ー

ス「
ハ
ッ
レ
倭
」を
開
く
な
ど
、多
彩
な
活
動
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

　
自
宅
の
玄
関
周
り
に
は
珍
し
い
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
野
菜
が
並
べ
ら
れ
、昔
な
が
ら
の
土
間
の

台
所
に
は
ど
っ
し
り
と
大
き
な
か
ま
ど
が
存

在
感
を
示
し
て
、日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
文
化

が
違
和
感
な
く
共
存
し
て
い
ま
す
。
ご
近
所

の
方
た
ち
と
も
親
密
で「
か
ま
ど
の
薪
を
も

ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
白
山
町
は
人
が
優

し
く
て
良
い
と
こ
ろ
で
す
」と
、夫
妻
が
持
つ

二
つ
の
故
郷
へ
の
愛
が
生
ん
だ
ゲ
ス
ト
ハ
ウ

い
ま
す
。
ま
た
、ペ
ッ
ト
同
伴
も
歓
迎
で
す
」。

さ
ま
ざ
ま
な
心
の
垣
根
を
さ
っ
と
取
り
払
っ

て
く
れ
そ
う
な
宿
で
す
。

ス
な
の
で
す
。
現
在
は
、夫
妻
と
小
学
生
の

侑
実
さ
ん
、侑
治
さ
ん
姉
弟
の
４
人
家
族
。
ハ

ロ
ル
ド
さ
ん
は
会
社
員
で
も
あ
り
、八
面
六
臂

の
毎
日
を
過
ご
す
夫
妻
で
す
が
、多
忙
な
が
ら

の
び
や
か
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
感
じ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、宿
泊
の
ほ
か
、農
作
業
や
狩
猟

な
ど
の
体
験
や
野
菜
の
購
入
も
可
能
で
す
。人

気
な
の
は
、ハ
ロ
ル
ド
さ
ん
の
イ
ロ
ン
ゴ
料
理

教
室
。
豚
肉
と
鶏
肉
を
煮
込
む「
ア
ド
ボ
」、タ

マ
リ
ン
ド
で
酸
味
を
加
え
た
ス
ー
プ「
シ
ニ
ガ

ン
」な
ど
食
べ
て
み
た
い
メ
ニ
ュ
ー
が
た
く
さ

ん
並
び
ま
す
。「
体
験
は
日
帰
り
で
も
で
き
ま

す
。
か
ま
ど
を
使
っ
て
料
理
を
す
る
の
が
初

め
て
と
い
う
方
も
多
く
、楽
し
ん
で
も
ら
っ
て

6
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だ
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倉
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麻
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ん
）
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い
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せ

【
津
市
白
山
町
】

【
津
市
白
山
町
】

故
郷
の
古
民
家
で
フ
ィ
リ
ピ
ン・イ
ロ
ン
ゴ
の
文
化
を

故
郷
の
古
民
家
で
フ
ィ
リ
ピ
ン・イ
ロ
ン
ゴ
の
文
化
を

多
文
化
体
験
宿 

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
イ
ロ
ン
ゴ

多
文
化
体
験
宿 

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
イ
ロ
ン
ゴ

ドイツ・フランクフルトから来た学生たちは古いかまどでの料理に初挑戦

倉田 麻里さんとフランシスコ ハロルドさん老若男女多国籍

畑で収穫を体験

フィリピン料理に使う野菜も栽培

手作りの看板がお出迎え
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「
六
月
農
園
」は
、

明
和
町
の
田
園
風

景
の
中
に
あ
り
ま

す
。一
棟
貸
し
の

「hanare 6tsuki

」

は
、白
い
壁
に
ア
ン

テ
ィ
ー
ク
の
ド
ア

が
似
合
う
お
し
ゃ
れ

な
空
間
。
窓
か
ら

は
ミ
カ
ン
な
ど
の

果
樹
越
し
に
、は
る

か
に
水
田
が
連
な

る
風
景
が
見
え
ま

す
。「
お
客
さ
ま
は

若
い
日
本
人
女
性

の
グ
ル
ー
プ
が
多

い
で
す
ね
。
海
外

の
方
は
、窓
の
外
に

椅
子
を
置
い
て〝
水

田
浴
〞を
し
た
り
、

ア
マ
ガ
エ
ル
が
か

わ
い
い
と
感
動
し

た
り
、予
想
外
の
反

応
が
あ
っ
て
楽

し
い
で
す
」と
言

う
の
は
、こ
の
農

園
を
営
む
西
川

利
道
さ
ん
。

　
「
県
内
の
職
人
さ
ん
に
、な
る
だ
け
地
元
の

材
料
を
活
用
し
て
造
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
」と

い
う〝hanare

〞。 

も
み
殻
を
混
ぜ
て
塗
っ
た

床
や
古
い
藍
床
の
ふ
た
を
利
用
し
た
テ
ー
ブ

ル
な
ど
、
地
元
の
自
然
や
歴
史
を
さ
り
げ
な

く
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
「
一
棟
を
お
貸
し
す
る
形
で
、宿
泊
の
ほ
か

農
作
業
な
ど
が
体
験
で
き
ま
す
。
キ
ッ
チ
ン

も
あ
り
ま
す
の
で
、農
園
の
無
農
薬
野
菜
や
松

阪
肉
な
ど
地
元
な
ら
で
は
の
食
材
を
使
っ
て

自
炊
も
で
き
ま
す
。
近
く
に
あ
る
懐
石
フ
レ

ン
チ『restaurant Ryu

』さ
ん
で
デ
ィ
ナ
ー

を
楽
し
み
、翌
朝
、こ
こ
へ
シ
ェ
フ
が
朝
食
を

作
り
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
も

人
気
が
あ
り
ま
す
」。
優
し
く
音
が
広
が
る
木

の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
、薪

ス
ト
ー
ブ
な
ど
が
目
を
惹
く
室
内
。「
レ
コ
ー

ド
を
か
け
た
り
、薪
を
く
べ
て
ス
ト
ー
ブ
に
火

を
つ
け
た
り
、ち
ょ
っ
と
手
間
の
か
か
る
非
日

常
の
作
業
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」。

　
兵
庫
県
の
尼
崎
市
で
育
ち
、大
学
卒
業
後
は

会
社
員
と
し
て
都
会
生
活
に
な
じ
ん
で
い
た

西
川
さ
ん
。
西
宮
市
の
大
学
に
通
学
し
て
い

た
と
き
に
は
阪
神
淡
路
大
震
災
、転
勤
し
た
東

京
で
は
東
日
本
大
震
災
に
遭
遇
。「
東
京
で
は

協
力
も
得
て
、昔
っ
ぽ
さ
と
お
し
ゃ
れ
さ
が
共

存
す
る
居
心
地
の
良
い
空
間
を
作
り
ま
し
た
。

　
「
六
月
農
園
」の
名
は
、
第
１
次
産
業
で
あ

る
農
業
に
加
工
や
サ
ー
ビ
ス
を
加
え
た〝
6
次

産
業
〞を
め
ざ
す
こ
と
と
、
農
に
ゆ
か
り
の
深

い〝
月
〞か
ら
の
命
名
で
す
が
、「
6
月
生
ま
れ

で
も
あ
り
ま
す
」と
に
っ
こ
り
。「
ご
自
身
の

家
の
離
れ
の
よ
う
に
、く
つ
ろ
い
で
い
た
だ
き

た
い
で
す
」。
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
す
時
を
楽
し

む
、大
人
の
遊
び
心
を
満
た
し
て
く
れ
る
農
泊

で
す
。

お
台
場
か
ら
出
ら
れ
ず
帰
宅
難
民
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、都

会
で
暮
ら
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え

は
じ
め
ま
し
た
」。
そ
の
気
持
ち
に
、や
は
り

都
会
育
ち
の
妻・知
鈴
子
さ
ん
も「
田
舎
暮
ら

し
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
」と
賛
同
。「
父
の
実

家
で
あ
る
こ
の
地
で
、農
業
に
挑
戦
し
た
の
で

す
。
祖
父
の
家
で
す
か
ら
夏
休
み
に
来
る
ぐ

ら
い
で
故
郷
と
い
う
意
識
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
、子
ど
も
を
育
て
る
に
も
い
い
場
所
だ

と
思
い
ま
し
た
」。

　
平
成
26（
２
０
１
４
）年
か
ら
農
園
を
は
じ

め
、４
年
後
に「hanare 6tsuki

」を
開
業
。

セ
ン
ス
の
良
さ
を
い
か
し
、地
元
の
人
た
ち
の

8
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供
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だ
き
ま
し
た
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お
問
い
合
わ
せ

【
多
気
郡
明
和
町
】

【
多
気
郡
明
和
町
】

水
田
の
風
景
に
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
が
似
合
う
一
棟
貸
し

水
田
の
風
景
に
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
が
似
合
う
一
棟
貸
し

六
月
農
園

hanare 6tsuki

六
月
農
園

hanare 6tsuki

アンティークの素材を活かした室内

西川 利道さん野菜は無農薬の有機栽培

畑仕事もエンジョイ

薪ストーブは料理にも使える

不思議な木製スピーカーから音が広がる

水田側から見た外観

レコードプレーヤーのある
コーナー
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が
、空
き
家
を
宿
と
し
て
オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し

た
。
食
事
療
法
の
一
種
で
あ
る
マ
ク
ロ
ビ
オ

テ
ィ
ッ
ク
料
理
が
、健
康
志
向
の
人
々
に
喜
ば

れ
、ヴ
ィ
ー
ガ
ン
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
、療
養
食

に
も
対
応
し
、北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
と
全
国

各
地
か
ら
、志
摩
の
地
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
ま

　
内
海
の
波
静
か
な
英
虞
湾
に
近
く
、伊
勢
志

摩
国
立
公
園
の
緑
に
囲
ま
れ
た「
農
家
民
宿
ま

は
な
」は
、志
摩
市
阿
児
町
立
神
の
静
寂
の
地

に
あ
り
、と
き
お
り
聞
こ
え
る
の
は
漁
師
さ
ん

が
走
ら
せ
る
車
の
音
。
平
成
23（
２
０
１
１
）

年
に
大
西 

せ
つ
を
さ
ん
、き
み
こ
さ
ん
夫
婦

た
日
帰
り
で
の
食
事
利
用
も
で
き
る
と
の
こ

と
で
、
何
度
も
通
う
固
定
フ
ァ
ン
が
い
る
よ

う
で
す
。

　
き
み
こ
さ
ん
は
元
看
護
師
。
甘
い
も
の
が

大
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、健
康
診
断
で
国

の
指
定
疾
患
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、体

調
不
良
に
悩
ま
さ
れ
る
日
々
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
の
食
事
を
見
直
し
、マ
ク
ロ
ビ

オ
テ
ィ
ッ
ク
生
活
を
は
じ
め
ま
す
。「
マ
ク
ロ

ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
と
は
穀
物
や
野
菜
、海
藻
な
ど

を
中
心
と
す
る
日
本
の
伝
統
食
を
ベ
ー
ス
と

し
た
食
事
を
摂
る
こ
と
に
よ
り
、自
然
と
調
和

し
な
が
ら
、体
を
整
え
て
、健
康
な
暮
ら
し
を

実
現
す
る
考
え
方
で
す
」と
き
み
こ
さ
ん
は
基

本
的
な
知
識
を
学
び
、料
理
指
導
を
受
け
、イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
な
り
、そ
の
こ
ろ
に
は
、

病
気
も
克
服
し
て
い
ま
し
た
。

　
基
本
は
一
汁
三
菜
の
料
理
で
、お
膳
に
は
く

る
み
の
芽
や
よ
も
ぎ
、菜
の
花
な
ど
、そ
の
季

節
に
採
れ
る
も
の
が
ふ
ん
だ
ん
に
並
び
ま
す
。

豆
乳
プ
リ
ン
や
フ
ル
ー
ツ
ロ
ー
ル
ク
ッ
キ
ー

な
ど
工
夫
し
た
ス
イ
ー
ツ
も
あ
り
、梅
干
し
や

味
噌
、み
り
ん
な
ど
の
調
味
料
も
き
み
こ
さ
ん

の
手
作
り
で
、優
し
い
味
わ
い
。
ま
た
、ク
ミ

ン
や
タ
ー
メ
リ
ッ
ク
な
ど
の
ス
パ
イ
ス
が

た
っ
ぷ
り
入
っ
た
イ
ン
ド
仕
込
み
の
カ
レ
ー

も
人
気
の
よ
う
で
す
。

　
よ
り
体
調
を
改
善
し
た
い
人
に
は「
ま
は
な

七
号
食
コ
ー
ス
」を
勧
め
て
い
ま
す
。
七
号
食

と
は
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
の
創
始
者
が
提

唱
し
た
、精
製
し
て
い
な
い
穀
物
を
食
べ
る
食

事
法
で
す
。
玄
米
と
ご
ま
塩
、梅
干
し
の
み
の

シ
ン
プ
ル
な
食
事
で
、一
口
を
50
〜
２
０
０
回
、

入
念
に
噛
ん
で
食
べ
ま
す
。「
現
代
人
は
噛
む

こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
噛
ま
な

け
れ
ば
空
回
り
の
食
事
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

噛
ん
で
こ
そ
体
に
い
い
も
の
を
取
り
入
れ
る

人
た
ち
も
い
ま
し
た
」。
食
事
の
時
間
以
外
は
、

「
ま
は
な
」周
辺
を
散
策
し
た
り
、近
く
の
藍
染

め
作
家
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
作
業
を
手
伝
っ
た

り
、の
ん
び
り
と
過
ご
し
て
、心
身
と
も
に
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
ま
す
。

　
客
室
に
は
、「
ま
は
な
」や
志
摩
の
風
景
を
描

い
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ブ
ッ
ク
や
木
工
、竹
の
ク

ラ
フ
ト
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
２

年
前
に
他
界
し
た
ご
主
人
の
せ
つ
を
さ
ん
が
、

手
が
け
た
も
の
。
二
人
の
も
て
な
し
の
想
い

が
詰
ま
っ
た
宿
で
す
。

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ス
を
終
え
て

自
宅
に
戻
っ
た
後
に
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
口

に
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、噛
む

こ
と
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
」と
き
み
こ
さ
ん
は

力
説
し
ま
す
。
ご
ま
塩
は
き
み
こ
さ
ん
の
指

導
に
よ
り
、
ご
ま
を
ゆ
っ
く
り
と
す
り
潰
し
、

１
時
間
か
け
て
自
分
た
ち
で
作
り
ま
す
。「
お

か
ず
は
一
切
な
し
、飲
物
は
水
と
お
茶
の
み
で

す
。 

ス
ト
イ
ッ
ク
な
食
事
法
で
は
あ
り
ま
す

が
、自
然
と
心
と
体
が
癒
や
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

効
果
が
み
ら
れ
る
の
は
人
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
が
、最
低
３
日
、で
き
れ
ば
１
週
間
か
ら
10

日
ほ
ど
試
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
過
去
に
は

む
く
み
や
ア
ト
ピ
ー
の
症
状
に
変
化
が
出
た

10

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

9

「
農
家
民
宿
ま
は
な
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

４
５ ‒ 

４
１
９
５

お
問
い
合
わ
せ

【
志
摩
市
阿
児
町
】

【
志
摩
市
阿
児
町
】

健
康
志
向
の
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィッ
ク
料
理
で
体
調
改
善

健
康
志
向
の
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィッ
ク
料
理
で
体
調
改
善

農
家
民
宿
ま
は
な

農
家
民
宿
ま
は
な

道沿いの看板の前で大西 きみこさん

アーティストブック

「まはな」の庭で餅つき

体調を整える七号食

手書きのメニュー表

緑の中に建つ一軒家

 ※

 ※



　
一
日
一
組
限
定
の
宿
は
、平
成
19（
２
０
０

７
）年
に
建
て
ら
れ
た
別
宅
。「
家
の
持
ち
主

は
大
阪
府
枚
方
に
お
住
ま
い
で
、熊
野
の
知
り

合
い
と
集
ま
る
時
に
こ
こ
を
使
っ
て
い
た
よ

う
で
す
が
、体
調
を
崩
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

譲
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
、72
歳
か
ら

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
始
め
ま
し
た
」と
、オ
ー

　
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
、御
浜
町
の
尾
呂
志

地
区
は
米
ど
こ
ろ
。 

集
落
に
熊
野
古
道
が
通

り
、
棚
田
が
広
が
る
の
ど
か
な
光
景
の
中
に

「
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
尾
呂
志
庵
」が
あ
り
ま
す
。

古
民
家
風
の
落
ち
着
い
た
建
物
で
、中
に
入
る

と
天
井
は
高
く
、立
派
な
梁
が
剥
き
出
し
で
、

自
ず
と
開
放
的
な
気
分
に
な
れ
ま
す
。

ナ
ー
の
松
井 

岱

さ
ん
。
松
井
さ
ん

は
東
京
で
の
介
護

関
連
の
仕
事
を
退

職
後
、知
人
を
訪

ね
て
和
歌
山
県
田
辺
市
本
宮
町
に
移
住
し
、尾

呂
志
に
や
っ
て
き
て
６
年
が
経
ち
ま
し
た
。

　
広
々
と
し
た
室
内
は
、囲
炉
裏
と
キ
ッ
チ
ン

を
備
え
た
リ
ビ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
と
、そ
の
横
に

12
畳
の
和
室
、階
段
を
上
が
れ
ば
10
畳
の
ロ
フ

ト
に
な
っ
て
ま
す
。 

基
本
は
素
泊
ま
り
で
す

が
、こ
こ
は
体
験
型
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
。
か
ま

ど
で
ご
飯
を
炊
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
自
分

で
火
を
起
こ
し
て
羽
釡
で
炊
い
た
ご
飯
は
格

別
の
味
わ
い
で
、囲
炉
裏
で
鮎
を
炭
火
で
焼
け

ば
、い
い
香
り
が
漂
い
ま
す
。
広
い
縁
側
か
ら

望
む
庭
で
は
、バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
も
楽
し
め
ま
す
。

　
お
風
呂
に
は
シ
ャ
ワ
ー
も
付
い
て
い
て
快

適
で
す
が
、五
右
衛
門
風
呂
と
し
て
薪
を
焚
け

ば
、体
の
芯
ま
で
温
ま
り
、湯
冷
め
し
に
く
い

と
好
評
で
す
。 「
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で『
薪
が

欲
し
い
』っ
て
コ
メ
ン
ト
を
出
す
と
、届
け
て

く
れ
る
人
も
い
て
助
か
っ
て
い
ま
す
」と
松
井

さ
ん
。
地
域
の
人
の
輪
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
松
井
さ
ん
は
自
家
製
の
玄
米
麴
で
味
噌
を

仕
込
ん
だ
り
、梅
干
し
を
毎
年
１
０
０
キ
ロ
近

く
漬
け
込
ん
だ
り
、手
間
暇
を
か
け
た
暮
ら
し

を
実
践
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、ビ
ワ
、ク
ワ
、カ

キ
の
葉
、よ
も
ぎ
や
ど
く
だ
み
な
ど
、近
く
で

採
れ
る
も
の
で
野
草
茶
を
作
り
、摘
果
し
た
み

か
ん
は
酵
素
ジ
ュ
ー
ス
に
、塩
も
お
手
製
で
す
。

「
尾
鷲
の
海
洋
深
層
水
を
汲
ん
で
き
て
、蒸
発

さ
せ
て
か
ら
土
鍋
で
ぐ
つ
ぐ
つ
炊
く
ん
で
す
。

30
リ
ッ
ト
ル
で
１
キ
ロ
で
き
ま
し
た
よ
。
知

り
合
い
は
鮎
捕
り
の
名
人
で
川
の
恵
み
を
い

た
だ
き
、猟
師
さ
ん
か
ら
鹿
肉
を
わ
け
て
も

ら
っ
て
燻
製
に
し
た
り
、こ
ち
ら
へ
来
て
か
ら

人
の
交
流
の
場
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
熊
野
古
道
の
風
伝
峠
登
り
口
ま
で
は
徒
歩

15
分
程
度
、日
帰
り
入
浴
が
で
き
る
温
泉
施
設

「
入
鹿
温
泉 

瀞
流
荘
」や
源
泉
か
け
流
し
の

「
湯
ノ
口
温
泉
」も
車
で
20
分
程
で
ア
ク
セ
ス

で
き
ま
す
。
秋
か
ら
冬
の
朝
の
時
間
に
現
れ
る

「
風
伝
颪
」は
、こ
の
辺
り
の
風
物
詩
。
尾
呂
志

の
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
て
、
昔
な
が
ら
の

暮
ら
し
体
験
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

食
事
も
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
御
浜
町
に
は
わ

た
し
の
よ
う
な
移
住
者
も
多
く
て
、
そ
ん
な

仲
間
と
無
農
薬
で
田
ん
ぼ
に
も
挑
戦
し
て
い

ま
す
が
、
イ
ノ
シ
シ
も
来
る
か
ら
大
変
で
す

よ
」と
、
尾
呂
志
で
の
生
活
を
満
喫
す
る
松
井

さ
ん
。

　
田
舎
の
親
戚
の
家
に
来
た
か
の
よ
う
な
雰

囲
気
に
浸
り
、丁
寧
な
暮
ら
し
を
体
験
し
、の

ん
び
り
と
過
ご
す
の
に
ぴ
っ
た
り
な
宿
。
海

外
か
ら
の
申
し
込
み
も
あ
り
、松
井
さ
ん
は
ア

プ
リ
を
使
っ
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
地
元
の
小
説
家
に
よ
る
朗
読
会
や
劇

団
四
季
に
所
属
し
て
い
た
友
人
の
コ
ン
サ
ー

ト
を
し
た
り
、宿
泊
客
だ
け
で
な
く
、地
域
の

12

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

11

「
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
尾
呂
志
庵
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

５
４
１
４ ‒ 

２
０
７
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
松
井 

岱
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

【
御
浜
町
上
野
】

【
御
浜
町
上
野
】

豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
昔
な
が
ら
の
暮
ら
し
体
験

豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
昔
な
が
ら
の
暮
ら
し
体
験

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
尾
呂
志
庵

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
尾
呂
志
庵

囲炉裏のあるリビングの奥に12畳の和室

松井 岱さん近くの畑を耕す松井さん

かまどで炊くご飯

友人がラベルを描く野草茶

落ち着きのある外観

 ※

 ※

や
す

お
ろ
し

お

ろ

し

あ
ん

お

ろ

し

あ
ん
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岩
﨑
…
賑
わ
い
の
あ
る
元
気
な
伊
勢
の
ま
ち

づ
く
り
に
貢
献
し
た
い
と
、平
成
16（
２
０
０

４
）年
３
月
３
日
の
桃
の
節
句
に
会
を
発
足
し

ま
し
た
。
元
々
は「
ま
つ
り
博
三
重
’94
」で
花

の
広
場
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
た
場
所
だ
っ

た
の
で
す
が
、そ
の
後
し
ば
ら
く
放
置
さ
れ
て

い
た
の
で
、当
時
は
ス
ス
キ
や
背
丈
以
上
の
雑

草
が
生
え
て
い
る
状
態
で
し
た
。
ま
ず
は
花

畑
の
開
墾
か
ら
。
草
を
刈
っ
て
、土
に
混
じ
っ

て
い
る
石
を
取
り
除
い
て
か
ら
耕
し
ま
し
た

が
、土
建
業
の
知
り
合
い
や
農
家
の
方
、か
つ

て
の
同
僚
も
含
め
、１
０
０
人
近
い
人
た
ち
が

手
伝
い
に
来
て
、助
け
て
く
れ
ま
し
た
。
種
ま

き
も
同
時
に
進
め
て
、な
ん
と
か
一
年
目
に
コ

ス
モ
ス
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

――
春
と
い
え
ば
桜
や
梅
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

――
活
動
の
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

が
、こ
ち
ら
で
は
花
桃
。

伊
勢
の
名
所
の
一
つ
に

な
り
ま
し
た
ね
。

岩
﨑
…
花
桃
で
知
ら

れ
る
南
信
州
の
昼
神

温
泉
や
月
川
温
泉
周

辺
を
視
察
に
行
き
ま

し
た
が
、開
花
時
期
に

は
花
ま
つ
り
も
開
い
て
た
く
さ
ん
の
人
で
賑

わ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。「
日
本
一
は
無
理
と
し

ナ
コ
ス
モ
ス
を
中
心
に
、紫
色
の
サ
ル
ビ
ア
と

黄
色
の
メ
ラ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
花
の
種
を
５
月

か
ら
６
月
に
蒔
い
て
い
ま
す
。
長
く
花
を
楽

し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、時
期
を
ず
ら
し
て
工

夫
し
て
い
ま
す
。
５
千
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
る

広
場
の
う
ち
、２
千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
花
畑
に
、

４
万
株
を
咲
か
せ
ま
し
た
。

――
花
を
咲
か
せ
る
苦
労
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

岩
﨑
…
温
暖
化
で
な
か
な
か
寒
く
な
ら
な
い

の
で
、当
初
植
え
て
い
た
コ
ス
モ
ス
や
マ
リ
ー

ゴ
ー
ル
ド
は
止

め
ま
し
た
。
花

期
が
ず
れ
て
し

ま
い
、春
に
咲

く
花
の
植
え
付

け
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
ま

た
水
や
り
が
少

な
く
て
も
い
い

種
類
の
花
を
選

ん
で
、花
期
の

長
い
も
の
を
植

て
も
、西
日
本
一
を
め
ざ
し
て
い
こ
う
」と
、平

成
20（
２
０
０
８
）年
か
ら
花
桃
を
植
え
始
め
、

今
で
は
３
０
０
０
本
に
な
り
ま
し
た
。
サ
ン

ア
リ
ー
ナ
企
業
団
地
に
も
広
げ
て
、ま
た
朝
熊

山
麓
公
園
や
サ
ッ
カ
ー
場
の
前
に
も
植
え
ま

し
た
。

―
―
花
桃
は
一
色
で
は
な
く
、赤
、ピ
ン
ク
に

白
と
、３
色
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
圧
巻
で
す

ね
。春
以
外
の
楽
し
み
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

岩
﨑
…
夏
の
あ
い
だ
は
、オ
レ
ン
ジ
色
の
キ
バ

いま、グループネット

お問い合わせ
「NPO
朝熊山麓に花を咲かす会」
伊勢市浦口2-8-18
TEL 0596 - 24 - 1790

伊
勢
市
の
県
営
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
入
口
に
あ
る「
花
の
広
場
」は
、「
N
P
O 

朝
熊
山
麓
に
花
を
咲
か
す

会
」の
メ
ン
バ
ー
が
20
年
以
上
前
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
管
理
す
る
無
料
の
花
畑
で
す
。
春
に
な
る
と
、

ピ
ン
ク
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
圧
巻
の
花
桃
を
は
じ
め
、菜
の
花
や
紫
色
の
シ
ョ
カ
ッ
サ
イ
、ユ
キ
ヤ

ナ
ギ
に
青
と
白
の
小
さ
な
ネ
モ
フ
ィ
ラ
が
咲
き
誇
り
、一
年
で
最
も
色
鮮
や
か
な
季
節
を
迎
え
ま
す
。

N
P
O 

朝
熊
山
麓
に
花
を
咲
か
す
会

朝
熊
山
を
背
景
に
、駐
車
場
を
完
備
す
る

県
営
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
の一角
に
広
が
る「
花

の
広
場
」は
来
場
者
を
笑
顔
に
す
る
憩
い

の
ス
ポ
ッ
ト
。
伊
勢
二
見
鳥
羽
ラ
イ
ン
の

朝
熊
東
IC
か
ら
す
ぐ
と
ア
ク
セ
ス
も
よ

く
、周
辺
に
は
遊
具
や
芝
生
広
場
の
あ
る

朝
熊
山
麓
公
園
、サ
ッ
カ
ー
場
の
設
備
も

整
い
、美
し
い
花
の
彩
り
を
求
め
て
多
く

の
人
が
訪
れ
ま
す
。
花
を
管
理
す
る

「
N
P
O 

朝
熊
山
麓
に
花
を
咲
か
す
会
」

で
は
、こ
の
景
色
を
後
世
に
引
き
継
い
で

い
き
た
い
と
、７
人
の
仲
間
で
一
年
を
通

じ
て
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
代
表
の
岩

﨑 

理
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

え
て
い
ま
す
。
伊
勢
市
役
所
や
社
会
福
祉
協

議
会
に
種
の
購
入
を
助
け
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
が
、よ
り
多
く
の
花
を
咲
か
せ
た
い
の
で
、

種
採
り
も
し
て
い
ま
す
。

　
結
成
当
初
は
50
人
ほ
ど
い
た
メ
ン
バ
ー
も
、暑

い
中
、そ
れ
に
寒
い
中
で
の
作
業
は
体
に
応
え

ま
す
か
ら
、段
々
と
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
新
た
に
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
も
い
て
、

現
在
は
男
性
３
人
、女
性
４
人
で
活
動
中
。
平

均
年
齢
73
歳
で
す
。
草
刈
り
や
杭
打
ち
、肥
料

ま
き
と
、花
の
生
長
に
合
わ
せ
て
作
業
は
皆
で

分
担
し
て
い
ま
す
が
、私
自
身
は
年
間
１
５
０

日
ほ
ど
こ
ち
ら
で
作
業
し
て
い
ま
す
。
た
く
さ

ん
の
人
に
見
に
き
て
も
ら
う
こ
と
が
、活
動
の

励
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。一
緒
に
花
を
咲
か
せ

て
く
れ
る
仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

――
誰
で
も
自
由
に
散
策
で
き
る「
花
の
広
場
」

は
、入
園
無
料
で
す
が
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
の
花

畑
の
運
営
に
は
費
用
が
か
か
る
た
め
、募
金
箱

を
設
け
ま
し
た
。
後
世
に
残
せ
る
花
の
名
所
を

と
、雨
の
日
も
風
の
日
も
、花
の
生
長
を
見
守
り
、

地
域
の
人
た
ち
に
潤
い
あ
る
空
間
を
提
供
し
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

代表　岩﨑 理（ただし）さん

あ
さ

ま

可憐な夏の彩り 春の花桃の景色

種を採る作業

近くの朝熊山麓公園 花の管理は雑草との戦い

※

設置された募金箱



今回、お話を伺った
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
と宇佐美 正文さん
です。

を
後
に
し
て
、最
初
に
向
か
う
の
は「
鈴
木
小

舟
の
歌
碑
」で
す
。
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
乗
り
場
前

か
ら
続
く
細
い
階
段
を
足
元
に
気
を
付
け
な

が
ら
下
り
て
い
く
と
、三
滝
川
に
架
か
る
涙
橋

が
見
え
て
き
ま
し
た
。
歌
碑
は
橋
の
近
く
に

建
ち
、「
世
の
中
の 

春
に
は
あ
そ
び 

あ
き
に
け

り 

い
さ
鶯
と 

山
こ
も
り
せ
む
」と
流
麗
な
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、家
庭
の

不
幸
や
自
身
の
病
が
続
い
た
小
舟
が
、湯
の
山

で
一
人
静
か
に
過
ご
し
て
い
た
こ
ろ
の
作
品
。

明
治
29（
１
８
９
６
）年
に
伊
勢
神
宮
を
参
拝

さ
れ
た
皇
后
の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
が
縁
で
、

　
今
回
の
散
策
は
、御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
の
駐
車
場（
有
料
）に
車
を

停
め
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
な
お
、４
月
１
日

か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
期
間
は
、近
鉄「
湯
の
山

温
泉
」駅
か
ら
三
重
交
通
バ
ス
が
運
行
し
て
い

ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
利
用
の
場
合
は
、事

前
に
運
行
状
況
や
時
刻
表
な
ど
を
確
認
す
る

事
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ「
湯
の
山
温
泉
」駅

御
歌
道
御
用
皇
后
宮
職
御
雇
に
抜
擢
。つ
ま
り
、

宮
廷
歌
人
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
今
も
郷
土
の
誇
り
と
し
て
慕
わ
れ
る
小
舟

の
歌
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
涙
橋
を
渡
り
ま
す
。

西
へ
向
け
て
歩
く
と
、や
が
て
旅
館「
寿
亭
」に

到
着
。〝
小
説
の
神
様
〞と
称
さ
れ
た
志
賀 
直

哉
な
ど
、多
く
の
文
化
人
や
名
士
た
ち
が
逗
留

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
同
旅
館
に
は
、数
々

の
見
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、見
逃
せ
な
い
の

が
、玄
関
へ
と
続
く
石
段
に
嵌
め
込
ま
れ
た

　

一
方
、蒼
滝
橋

は
令
和
６
年
に
架

け
替
え
ら
れ
た
ば

か
り
で
す
が
、以

前
の
橋
は
、湯
の

山
で
は
初
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
と
し
て
昭
和

８（
１
９
３
３
）年
に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
小

さ
な
橋
で
し
た
が
、そ
こ
に
は
、あ
る
人
物
の

物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
定
五
郎

で
す
。「
寿
亭
」の
風
呂
番
と
し
て
陰
日
向
な
く

よ
く
働
い
た
た
め
、旅
館
の
主
人
や
地
域
の

人
々
か
ら
も
愛
さ
れ
、大
番
頭
は
、従
業
員
た

ち
に「
定
五
郎
を
見
習
え
」と
い
う
ほ
ど
で
し

た
。
そ
ん
な
定
五
郎
が
病
で
亡
く
な
っ
た
時

に
遺
さ
れ
て
い
た
お
金
を
元
に
し
て
架
け
ら

れ
た
の
が
、以
前
の
蒼
滝
橋
な
の
で
す
。
令
和

「
阪
正
臣
の
歌
碑
」と
、三
滝
川
に
架
か
る
蒼
滝

橋
で
す
。

　
阪 

正
臣（
１
８
５
５
〜
１
９
３
１
）は
、名

古
屋
出
身
の
宮
廷
歌
人
。
歌
碑
に
は「
こ
も
の

や
ま 

い
つ
こ
を
み
る
も 

あ
か
さ
れ
と 

す
ぐ

れ
く
る
な
は 

こ
れ
の
に
ひ
む
ろ
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
歌
は
昭
和
５（
１
９
３
０
）年

に
行
わ
れ
た
、「
鈴
木
小
舟
の
歌
碑
」の
除
幕
式

に
参
列
し
た
阪 

正
臣
が
、「
寿
亭
」の
別
館「
水

雲
閣
」（
国
登
録
有
形
文
化
財
）か
ら
見
た
景
色

を
詠
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
お
、新
室

と
は
新
築
の
部
屋
の
こ
と
で
、前
年
に
竣
工
し

た
ば
か
り
の「
水
雲
閣
」を
指
し
て
い
ま
す
。

５
年
、菰
野
町
商
工
会
青
年
部
が

企
画
し
た「
こ
も
の
昔
ば
な
し
絵

本
製
作
贈
呈
事
業
」の
一
環
と
し
て
、絵
本『
ゆ

の
や
ま
の
さ
だ
ご
ろ
う
ば
し
』が
完
成
し
ま
し

た
。
西
山
さ
ん
に
見
せ
て
も
ら
う
と
、菰
野
中

学
校
美
術
部
の
部
員
た
ち
が
心
を
込
め
て
描

い
た
絵
が
、正
直
で
働
き
者
だ
っ
た
定
五
郎
の

姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
湯
の
山
の
人
々
が
今
も〝
定
五
郎
橋
〞と
呼

び
親
し
む
蒼
滝
橋
か
ら
、次
に
め
ざ
す
の
は

「
大
石
公
園
」と「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」で
す
。

だ
っ
た
大
石
橋
が
通
行
に
危
険
だ
と
知
り
、寄

付
を
申
し
出
た
の
で
す
。

　
湯
の
山
を
愛
し
た
文
化
人
や
実
業
家
は
小

菅 

剣
之
助
の
ほ
か
に
も
数
多
く
い
ま
す
が
、

鈴
鹿
市
出
身
の
歌
人
、佐
佐
木 

信
綱（
１
８
７

２
〜
１
９
６
３
）も
そ
の
一
人
。
三
滝
川
沿
い

を
歩
い
て
い
る
と
、誘
い
橋
近
く
の
川
床
に
大

き
な
歌
碑
が
建
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
が「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」。「
白
雲
は 

そ
ら
に
う
か
べ
り 

谷
川
の 

石
み
な
石
の 

お

の
づ
か
ら
な
る
」が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
同
歌

は
信
綱
が
昭
和
４（
１
９
２
９
）年
に
来
遊
し

た
際
に
詠
ん
だ
16
首
の
う
ち
の
１
首
で
、
歌

温
泉
街
を
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
三
滝
川
で
は
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
石
が
見
ら
れ
ま
す
が
、〝
大

石
〞と
呼
ば
れ
る
石
は
ひ
と
き
わ
大
き
く
、重

さ
は
推
定
８
０
０
ト
ン
と
い
わ
れ
ま
す
。
周

囲
は「
大
石
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
、赤
い
高

欄
の
大
石
橋
が
彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。
こ

の
橋
は
、昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
完
成
し
ま

し
た
が
、工
事
の
費
用
を
寄
付
し
た
の
が
、名

古
屋
出
身
の
小
菅 

剣
之
助（
１
８
６
７
〜
１

９
４
４
）で
す
。
四
日
市
市
の
港
湾
整
備
や
工

業
発
展
な
ど
に
も
尽
力
し
た
実
業
家
で
、晩
年

は
湯
の
山
を
度
々
訪
れ
、景
勝
保
存
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、木
造

碑
は
同
37（
１
９
６
2
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
「
大
石
公
園
」や「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」を

眺
め
た
後
は
帰
途
に
就
き
ま
す
が
、そ
の
前
に

少
し
足
を
延
ば
し
て
、
俳
聖・松
尾 

芭
蕉
の

句
碑
が
た
た
ず
む
三
嶽
寺
に
立
ち
寄
る
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。
同
寺
は
、僧
兵
た
ち
が
集
う

山
岳
宗
教
の
拠
点
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、

毎
年
10
月
に
は
壮
大
な「
僧
兵
祭
り
」が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、芭
蕉
句
碑
に
刻
ま
れ
た
句「
文

月
や 

六
日
も
常
の 

夜
に
は
似
す
」は
、「
奥
の

細
道
」の
旅
の
途
中
、直
江
津（
新
潟
県
）で
詠

ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
近
く
に
は
、代
々
織
田
家

や
徳
川
家
の
御
典
医
を
務
め
た
森
家
の
別
荘

を
利
用
し
た
カ
フ
ェ「
鎮
驚
庵 

山
荘
」も
あ
り

ま
す
。

　
涙
橋
を
経
由
し
て
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
へ
戻
る
の
が
今
回
の
散
策

の
ル
ー
ト
で
す
が
、温
泉
街
の
各
旅
館
や
ホ
テ

ル
に
投
宿
し
、ゆ
っ
く
り
過
ご
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。

16 15

1718

「
湯
の
山
温
泉 
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」散
策

　
御
在
所
山
の
麓
に
湧
き
出
る
湯
の
山
温
泉

の
歴
史
は
１
３
０
０
年
前
に
ま
で
遡
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
長
い
歴
史
の
間
に
は
、多
く
の
文
化

人
や
名
士
た
ち
も
来
遊
し
、紀
行
文
や
小
説
、

短
歌
な
ど
、優
れ
た
文
学
作
品
が
誕
生
し
ま

し
た
。

　
現
在
、湯
の
山
温
泉
街
を
そ
ぞ
ろ
歩
け
ば
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
文
学
碑
と
傍
ら
に
設
置
さ

れ
た
自
然
石
の
石
盤
を
見
か
け
る
で
し
ょ
う
。

石
盤
は
菰
野
町
が
設
置
し
た
も
の
で
、こ
れ
ら

を
た
ど
る「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」も
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」を
軸
と
し
て
数
か
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

時
に
は
温
泉
街
に
秘
め
ら
れ
た
物
語
に
耳
を

傾
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

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。
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宮
廷
歌
人
、

鈴
木 

小
舟（
１
８
５
７
〜
１
９
２
３
）

蒼
滝
橋
と
定
五
郎

湯
の
山
を
愛
し
た
人
々

御在所ロープウエイ「湯の山温泉」駅

「鈴木小舟の歌碑」

「阪正臣の歌碑」

令和6年に架け替えられた蒼滝橋

「佐佐木信綱の歌碑」

芭蕉句碑

カフェ「鎮驚庵 山荘」外観

『ゆのやまのさだごろうばし』

「大石公園」

菰
野
町

湯
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山
温
泉
街
界
隈

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

さ
か
の
ぼ

せ
き
ば
ん

り
ゅ
う
れ
い

ご

ど
う

よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
ょ
く
お
ん
や
と
い

こ
と
ぶ
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て
い

と
う
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ゅ
う

は
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ん
ま
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お
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ん

こ
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わ
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お
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さ
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嶽
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カ
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亭
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舟
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園
」
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「阪正臣の歌碑」577
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大
石
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誘
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翠
明
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三
滝
川



今回、お話を伺った
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
と宇佐美 正文さん
です。

を
後
に
し
て
、最
初
に
向
か
う
の
は「
鈴
木
小

舟
の
歌
碑
」で
す
。
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
乗
り
場
前

か
ら
続
く
細
い
階
段
を
足
元
に
気
を
付
け
な

が
ら
下
り
て
い
く
と
、三
滝
川
に
架
か
る
涙
橋

が
見
え
て
き
ま
し
た
。
歌
碑
は
橋
の
近
く
に

建
ち
、「
世
の
中
の 

春
に
は
あ
そ
び 

あ
き
に
け

り 

い
さ
鶯
と 

山
こ
も
り
せ
む
」と
流
麗
な
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、家
庭
の

不
幸
や
自
身
の
病
が
続
い
た
小
舟
が
、湯
の
山

で
一
人
静
か
に
過
ご
し
て
い
た
こ
ろ
の
作
品
。

明
治
29（
１
８
９
６
）年
に
伊
勢
神
宮
を
参
拝

さ
れ
た
皇
后
の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
が
縁
で
、

　
今
回
の
散
策
は
、御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
の
駐
車
場（
有
料
）に
車
を

停
め
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
な
お
、４
月
１
日

か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
期
間
は
、近
鉄「
湯
の
山

温
泉
」駅
か
ら
三
重
交
通
バ
ス
が
運
行
し
て
い

ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
利
用
の
場
合
は
、事

前
に
運
行
状
況
や
時
刻
表
な
ど
を
確
認
す
る

事
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ「
湯
の
山
温
泉
」駅

御
歌
道
御
用
皇
后
宮
職
御
雇
に
抜
擢
。つ
ま
り
、

宮
廷
歌
人
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
今
も
郷
土
の
誇
り
と
し
て
慕
わ
れ
る
小
舟

の
歌
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
涙
橋
を
渡
り
ま
す
。

西
へ
向
け
て
歩
く
と
、や
が
て
旅
館「
寿
亭
」に

到
着
。〝
小
説
の
神
様
〞と
称
さ
れ
た
志
賀 

直

哉
な
ど
、多
く
の
文
化
人
や
名
士
た
ち
が
逗
留

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
同
旅
館
に
は
、数
々

の
見
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、見
逃
せ
な
い
の

が
、玄
関
へ
と
続
く
石
段
に
嵌
め
込
ま
れ
た

　

一
方
、蒼
滝
橋

は
令
和
６
年
に
架

け
替
え
ら
れ
た
ば

か
り
で
す
が
、以

前
の
橋
は
、湯
の

山
で
は
初
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
と
し
て
昭
和

８（
１
９
３
３
）年
に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
小

さ
な
橋
で
し
た
が
、そ
こ
に
は
、あ
る
人
物
の

物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
定
五
郎

で
す
。「
寿
亭
」の
風
呂
番
と
し
て
陰
日
向
な
く

よ
く
働
い
た
た
め
、旅
館
の
主
人
や
地
域
の

人
々
か
ら
も
愛
さ
れ
、大
番
頭
は
、従
業
員
た

ち
に「
定
五
郎
を
見
習
え
」と
い
う
ほ
ど
で
し

た
。
そ
ん
な
定
五
郎
が
病
で
亡
く
な
っ
た
時

に
遺
さ
れ
て
い
た
お
金
を
元
に
し
て
架
け
ら

れ
た
の
が
、以
前
の
蒼
滝
橋
な
の
で
す
。
令
和

「
阪
正
臣
の
歌
碑
」と
、三
滝
川
に
架
か
る
蒼
滝

橋
で
す
。

　
阪 

正
臣（
１
８
５
５
〜
１
９
３
１
）は
、名

古
屋
出
身
の
宮
廷
歌
人
。
歌
碑
に
は「
こ
も
の

や
ま 

い
つ
こ
を
み
る
も 

あ
か
さ
れ
と 

す
ぐ

れ
く
る
な
は 

こ
れ
の
に
ひ
む
ろ
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
歌
は
昭
和
５（
１
９
３
０
）年

に
行
わ
れ
た
、「
鈴
木
小
舟
の
歌
碑
」の
除
幕
式

に
参
列
し
た
阪 

正
臣
が
、「
寿
亭
」の
別
館「
水

雲
閣
」（
国
登
録
有
形
文
化
財
）か
ら
見
た
景
色

を
詠
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
お
、新
室

と
は
新
築
の
部
屋
の
こ
と
で
、前
年
に
竣
工
し

た
ば
か
り
の「
水
雲
閣
」を
指
し
て
い
ま
す
。

５
年
、菰
野
町
商
工
会
青
年
部
が

企
画
し
た「
こ
も
の
昔
ば
な
し
絵

本
製
作
贈
呈
事
業
」の
一
環
と
し
て
、絵
本『
ゆ

の
や
ま
の
さ
だ
ご
ろ
う
ば
し
』が
完
成
し
ま
し

た
。
西
山
さ
ん
に
見
せ
て
も
ら
う
と
、菰
野
中

学
校
美
術
部
の
部
員
た
ち
が
心
を
込
め
て
描

い
た
絵
が
、正
直
で
働
き
者
だ
っ
た
定
五
郎
の

姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
湯
の
山
の
人
々
が
今
も〝
定
五
郎
橋
〞と
呼

び
親
し
む
蒼
滝
橋
か
ら
、次
に
め
ざ
す
の
は

「
大
石
公
園
」と「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」で
す
。

だ
っ
た
大
石
橋
が
通
行
に
危
険
だ
と
知
り
、寄

付
を
申
し
出
た
の
で
す
。

　
湯
の
山
を
愛
し
た
文
化
人
や
実
業
家
は
小

菅 

剣
之
助
の
ほ
か
に
も
数
多
く
い
ま
す
が
、

鈴
鹿
市
出
身
の
歌
人
、佐
佐
木 

信
綱（
１
８
７

２
〜
１
９
６
３
）も
そ
の
一
人
。
三
滝
川
沿
い

を
歩
い
て
い
る
と
、誘
い
橋
近
く
の
川
床
に
大

き
な
歌
碑
が
建
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
が「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」。「
白
雲
は 

そ
ら
に
う
か
べ
り 

谷
川
の 

石
み
な
石
の 

お

の
づ
か
ら
な
る
」が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
同
歌

は
信
綱
が
昭
和
４（
１
９
２
９
）年
に
来
遊
し

た
際
に
詠
ん
だ
16
首
の
う
ち
の
１
首
で
、
歌

温
泉
街
を
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
三
滝
川
で
は
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
石
が
見
ら
れ
ま
す
が
、〝
大

石
〞と
呼
ば
れ
る
石
は
ひ
と
き
わ
大
き
く
、重

さ
は
推
定
８
０
０
ト
ン
と
い
わ
れ
ま
す
。
周

囲
は「
大
石
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
、赤
い
高

欄
の
大
石
橋
が
彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。
こ

の
橋
は
、昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
完
成
し
ま

し
た
が
、工
事
の
費
用
を
寄
付
し
た
の
が
、名

古
屋
出
身
の
小
菅 

剣
之
助（
１
８
６
７
〜
１

９
４
４
）で
す
。
四
日
市
市
の
港
湾
整
備
や
工

業
発
展
な
ど
に
も
尽
力
し
た
実
業
家
で
、晩
年

は
湯
の
山
を
度
々
訪
れ
、景
勝
保
存
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、木
造

碑
は
同
37（
１
９
６
2
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
「
大
石
公
園
」や「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」を

眺
め
た
後
は
帰
途
に
就
き
ま
す
が
、そ
の
前
に

少
し
足
を
延
ば
し
て
、
俳
聖・松
尾 

芭
蕉
の

句
碑
が
た
た
ず
む
三
嶽
寺
に
立
ち
寄
る
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。
同
寺
は
、僧
兵
た
ち
が
集
う

山
岳
宗
教
の
拠
点
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、

毎
年
10
月
に
は
壮
大
な「
僧
兵
祭
り
」が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、芭
蕉
句
碑
に
刻
ま
れ
た
句「
文

月
や 

六
日
も
常
の 

夜
に
は
似
す
」は
、「
奥
の

細
道
」の
旅
の
途
中
、直
江
津（
新
潟
県
）で
詠

ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
近
く
に
は
、代
々
織
田
家

や
徳
川
家
の
御
典
医
を
務
め
た
森
家
の
別
荘

を
利
用
し
た
カ
フ
ェ「
鎮
驚
庵 

山
荘
」も
あ
り

ま
す
。

　
涙
橋
を
経
由
し
て
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
へ
戻
る
の
が
今
回
の
散
策

の
ル
ー
ト
で
す
が
、温
泉
街
の
各
旅
館
や
ホ
テ

ル
に
投
宿
し
、ゆ
っ
く
り
過
ご
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。

16 15
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「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」散
策

　
御
在
所
山
の
麓
に
湧
き
出
る
湯
の
山
温
泉

の
歴
史
は
１
３
０
０
年
前
に
ま
で
遡
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
長
い
歴
史
の
間
に
は
、多
く
の
文
化

人
や
名
士
た
ち
も
来
遊
し
、紀
行
文
や
小
説
、

短
歌
な
ど
、優
れ
た
文
学
作
品
が
誕
生
し
ま

し
た
。

　
現
在
、湯
の
山
温
泉
街
を
そ
ぞ
ろ
歩
け
ば
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
文
学
碑
と
傍
ら
に
設
置
さ

れ
た
自
然
石
の
石
盤
を
見
か
け
る
で
し
ょ
う
。

石
盤
は
菰
野
町
が
設
置
し
た
も
の
で
、こ
れ
ら

を
た
ど
る「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」も
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」を
軸
と
し
て
数
か
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

時
に
は
温
泉
街
に
秘
め
ら
れ
た
物
語
に
耳
を

傾
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

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。
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御在所ロープウエイ「湯の山温泉」駅 「鈴木小舟の歌碑」

「阪正臣の歌碑」・蒼滝橋「大石公園」「佐佐木信綱の歌碑」

16

宮
廷
歌
人
、

鈴
木 

小
舟（
１
８
５
７
〜
１
９
２
３
）

蒼
滝
橋
と
定
五
郎

湯
の
山
を
愛
し
た
人
々

御在所ロープウエイ「湯の山温泉」駅

「鈴木小舟の歌碑」

「阪正臣の歌碑」

令和6年に架け替えられた蒼滝橋

「佐佐木信綱の歌碑」

芭蕉句碑

カフェ「鎮驚庵 山荘」外観

『ゆのやまのさだごろうばし』

「大石公園」

菰
野
町

湯
の
山
温
泉
街
界
隈

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

さ
か
の
ぼ

せ
き
ば
ん

り
ゅ
う
れ
い

ご

ど
う

よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
ょ
く
お
ん
や
と
い

こ
と
ぶ
き
て
い

と
う
り
ゅ
う

は

ば
ん
ま
さ
お
み

に
い

こ
う

ら
ん

こ
す
げ
け
ん

す
け

い
ざ
な

さ
ん

な
お

ふ
み

づ
き

ち
ん
き
ょ
う
あ
ん

て
ん

ご

い

え

つ

が
く
じ

の

む
ろ

か
げ

の
こ

ひ
な
た

ご

か

か
い

わ
い

お

ふ
ね

あ
お
た
き
ば
し

さ
だ

ろ
う

ご

三
嶽
寺

カ
フェ

「
鎮
驚
庵 

山
荘
」

「
寿
亭
」

「
鈴
木
小
舟
の
歌
碑
」

「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」

「
大
石
公
園
」

御在所ロープウエイ
「湯の山温泉」駅 立体駐車場
蒼
滝
橋

「阪正臣の歌碑」577

577

涙
橋

大
石
橋

誘
い
橋

翠
明
橋

三
滝
川
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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 ◆
北勢、中勢、南勢

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。

　長野、岐阜、愛知、三重各県に分布する落葉高木。丘陵の湿地周辺に
ごく稀に生育する。湿地の開発、土地造成などにより減少している。和
名としては「イヌナシ」を用いる場合もある。

■ 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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