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特 集

３
時
半
ご
ろ
か
ら
午
後
６
時
ご
ろ
ま
で
作
業

し
ま
す
」と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、渡
邉
茂
さ

ん
と
美
千
代
さ
ん
夫
婦
で
す
。
茂
さ
ん
は
同

製
麺
所
の
２
代
目
。近
く
で
は
、３
代
目
の
悟

さ
ん
や
従
業
員
の
皆
さ
ん
が
黙
々
と
作
業
を

続
け
て
い
ま
す
。

　
コ
シ
が
強
く
、の
ど
越
し
の
滑
ら
か
さ
が
特

徴
の「
大
矢
知
手
延
麺
」の
製
法
は
、原
材
料
を

混
ぜ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
渦
巻
き
状

に
し
た
生
地
に
油
を
塗
布
し
、「
よ
り
」を
入
れ

な
が
ら
徐
々
に
細
く
延
ば
し
て
い
き
、乾
燥
を

経
て
完
成
。
乾
燥
に
も
段
階
が
あ
り
、ほ
と
ん

ど
が
手
作
業
で
繊
細

な
技
を
要
し
ま
す
。こ

の
日
は
、ご
厚
意
で

「
か
ど
干
し
」作
業
を

見
学
し
ま
し
た
が
、簾

の
よ
う
な
状
態
の
麺

を
、長
い
箸
で
手
際
よ

く
さ
ば
く
様
子
に
熟

　
鈴
鹿
の
山
々
が
雪
化
粧
す
る
冬
季
、北
勢
地

方
に
は〝
鈴
鹿
お
ろ
し
〞と
呼
ば
れ
る
季
節
風
が

吹
き
ま
す
。
乾
燥
し
た
冷
風
と
朝
明
川
の
ミ

ネ
ラ
ル
豊
富
な
伏
流
水
は
、素
麺
や
ひ
や
む
ぎ

な
ど
の
麺
作
り
に
最
適
。
大
矢
知
地
区
一
帯
で

は
、お
よ
そ
２
０
０
年
前
に
手
延
べ
麺
の
製
造
が

始
ま
っ
た
と
さ
れ
、最
盛
期
の
昭
和
初
期
に
は
、

生
産
者
が
３
０
０
軒
を
超
え
た
と
い
い
ま
す
。

　
現
在
、同
地
区
で
伝
統
の
製
法
を
受
け
継
い

で
い
る
の
は
10
軒
程
度
。そ
の
中
の
１
軒
、「
渡

辺
手
延
製
麺
所
」を
午
後
に
訪
ね
る
と
、麺
作

り
の
真
っ
最
中
で
し
た
。「
冬
季
は
、毎
日
朝

練
の
技
を
感
じ
ま
し

た
。
ま
た
、製
麺
所

内
に
は
自
然
に
近
い

風
が
吹
い
て
い
ま
し

た
。こ
の「
低
温
乾

燥
」が
旨
味
を
逃
さ

な
い
逸
品
を
生
み
出

す
の
で
す
。
同
製
麺

所
で
は
、地
元
企
業

や
学
校
と
も
積
極
的
に
共
同
し
て
新
商
品
作

り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、九
鬼

産
業
株
式
会
社
の
太
白
純
正
ゴ
マ
油
を
使
用

し
た「
手
延
べ
そ
う
め
ん
」は
、四
日
市
市
が
地

場
産
品
の
中
か
ら
選
抜
し
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド

「
泗
水
十
貨
店
」に
認
定
。
ま
た
、県
立
四
日
市

農
芸
高
校
生
考
案
の「
四
日
市
ひ
や
む
ぎ
餃

子
」製
作
な
ど
に
も
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

や
が
て
、本
格
的
な
夏
が
到
来
。
本
年
は

「
大
矢
知
手
延
麺
」で
猛
暑
を
乗
り
切
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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三
重
の
地
で
生
ま
れ
た
逸
品
を
食
す

三
重
の
地
産
地
消

　
日
本
の
中
央
部
に
位
置
す
る
三
重
県
に

は
、地
域
ご
と
に
個
性
豊
か
な
自
然
や
歴
史

が
あ
り
、そ
の
風
土
の
中
か
ら
多
く
の
逸
品

が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
地
域
で
生

産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
や
そ
の
加
工
品
を

消
費
す
る
こ
と
は
、私
た
ち
が
暮
ら
す
地
域

を
見
つ
め
直
す
機
会
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、三
重
の
地
で
生
産
さ
れ
た
優
れ

た
農
林
水
産
物
や
加
工
品
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
こ
れ
ら
の
逸
品
が
生
み
出
さ
れ
る
ま
で

に
は
、生
産
者
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
あ
り
ま

し
た
。

各
お
店
や
施
設
の
営
業
日
時
、営
業
時
間
、受
け
入
れ

体
制
な
ど
に
は
違
い
が
あ
り
、状
況
に
応
じ
て
休
業
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、商
品
に
関
し
て
も
、販
売

方
法
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、今
回
ご
紹
介
し
た
内
容
を

変
更
す
る
場
合
も
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

１メートル75センチメートルにまで延ばした麺を手際よくさばいていく１メートル75センチメートルにまで延ばした麺を手際よくさばいていく

そ
う
め
ん

す
だ
れ

は
し

た
い
は
く

す
い

し

「
渡
辺
手
延
製
麺
所
」（
日
曜
日・祝
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
９‒ 

３
６
６‒ 

３
５
２
２

お
問
い
合
わ
せ

製麺所内の様子

「かど干し」風景

丁寧に１束ずつ束ねていく

渡邉 茂さん 渡邉 美千代さん

【
四
日
市
市
川
北
】

【
四
日
市
市
川
北
】

伝
統
製
法
と
熟
練
の
技
で
生
み
出
す
、コ
シ
の
強
さ
と
滑
ら
か
さ

伝
統
製
法
と
熟
練
の
技
で
生
み
出
す
、コ
シ
の
強
さ
と
滑
ら
か
さ

大
矢
知
手
延
麺
「
渡
辺
手
延
製
麺
所
」

大
矢
知
手
延
麺
「
渡
辺
手
延
製
麺
所
」

の
べ

め
ん

て

の
べ

め
ん

て



い
趣
を
醸
し
出
す
外
観
は
、
平
成
12（
２
０
0

０
）年
に「
第
4
回
だ
ん
じ
り
の
映
え
る
景
観

特
別
賞
」を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
な
お
、〝
だ
ん

じ
り
〞と
は
、上
野
天
神
祭
の
だ
ん
じ
り
行
事

の
こ
と
で
、豪
華
絢
爛
な
楼
車（
だ
ん
じ
り
）や

鬼
た
ち
が
町
内
を
練
り
歩
く
様
子
は
、秋
の
風

　
伊
賀
街
道
と
大
和
街
道
が
交
差
す
る
上
野

の
城
下
町
を
散
策
す
る
と
、風
情
あ
る
和
菓
子

店
が
多
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
中
に
は
創

業
１
０
０
年
以
上
の
老
舗
も
あ
り
、嘉
永
５

（
１
８
５
２
）年
創
業
の「
伊
賀
菓
庵
山
本
」も

そ
の
中
の
１
軒
で
す
。
城
下
町
に
ふ
さ
わ
し

物
詩
と
な
っ
て
い
ま

す
。「
伊
賀
菓
庵
山
本
」

と
い
え
ば
、伊
賀
名
物

「
か
た
や
き
」の
元
祖

と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。

そ
の
名
前
の
由
来
は
、硬
さ
か
ら
。
栄
養
価
が

高
く
、量
が
少
な
く
て
す
む
こ
と
か
ら
、忍
者

が
携
帯
食
と
し
て
常
用
し
て
い
た
と
も
い
わ

れ
ま
す
。

　
「
今
で
も
伝
統
の
製
法
に
こ
だ
わ
っ
て
、１

枚
１
枚
丹
念
に
手
作
業
で
焼
い
て
い
ま
す
よ
」

と
話
す
の
は
、同
店
５
代
目
の
山
本 

篤
季
さ

ん
で
す
。一
般
的
な「
か
た
や
き
」の
作
り
方
は
、

ま
ず
、材
料
の
小
麦
粉
に
砂
糖
を
加
え
て
少
量

の
水
で
溶
か
し
た
も
の
を
練
っ
て
硬
い
棒
状

に
し
ま
す
。
そ
れ
を
輪
切
り
に
し
た
後
、海
苔

と
胡
麻
を
中
央
に
振
り
か
け
、鉄
板
の
上
で
両

面
を
焼
い
て
完
成
で
す
。
各
店
舗
に
よ
っ
て

材
料
や
製
法
に
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、同
店
の

こ
だ
わ
り
は
、初
代
が
考
案
し
た
伝
統
の「
長

時
間
熟
成
法
」を
守
る
こ
と
。
手
ご
ね
で
生
地

を
仕
込
み
、３
日
間
か
け
て
、じ
っ
く
り
と
熟

成
さ
せ
ま
す
。
焼
く
工
程
に
も
こ
だ
わ
り
が

あ
り
、１
５
０
度
か
ら
１
６
０
度
に
熱
し
た
鉄

板
の
上
で
、コ
テ
と〝
拍
子
木
〞と
呼
ば
れ
る
専

用
の
道
具
を
使
用
し
て
、丁
寧
に
焼
き
上
げ
ま

す
。
そ
の
た
め
１
枚
を
焼
き
上
げ
る
の
に
１

時
間
を
要
す
る
と
い
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、徹
底
的
に
水
分
を
抜
い
て
仕
上

げ
た
同
店
の「
か
た
や
き
」は
、厚
さ
が
約
１
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
分
厚
い
の
が
特
徴
。
そ
の

密
度
の
高
さ
は
、断
面
を
見
る
と
一
目
瞭
然
で

す
。
一
片
を
口
に
含
む
と
、香
ば
し
さ
に
続
い

て
、じ
わ
じ
わ
と
ほ
ん
の
り
し
た
甘
さ
が
広
が

り
ま
し
た
。
こ
の
滋
味
豊
か
な
風
味
は
、砂
糖

の
み
な
ら
ず
素
材
の
持
つ
旨
味
で
す
。
材
料

の
小
麦
粉
は
、三
重
県
産
の「
あ
や
ひ
か
り
」を

裏
剣
型
や
ま
き
び
し
型
の
も
の
も
あ
り
、山
本

さ
ん
の
遊
び
心
が
伺
え
ま
す
。
な
お
、山
本
さ

ん
は
、海
外
で
の
修
行
体
験
を
活
か
し
て
、

シ
ェ
フ
と
し
て
も
活
動
中
。
店
の
奥
に
は
、本

場
ナ
ポ
リ
で
人
気
の
次
世
代
ナ
ポ
リ
ピ
ッ

ツ
ァ「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
ー
ネ
ァ
」な
ど
が
味
わ

え
る
一
画
も
あ
り
ま
す
。

　
伊
賀
名
物「
か
た
や
き
」は
、同
店
以
外
で
も

扱
っ
て
い
ま
す
。
店
ご
と
に
形
状
や
味
の
違

い
が
あ
り
、食
べ
比
べ
る
の
も
楽
し
み
方
の
一

つ
で
し
ょ
う
。

使
用
。
小
麦
本
来
の
香
り
と
、ソ
フ
ト
で
も
っ

ち
り
し
た
食
感
が
特
徴
だ
と
伺
い
、納
得
で
き

ま
し
た
。

　
素
材
の
味
を
１
０
０
％
引
き
出
し
た
同
店

の「
か
た
や
き
」の
比
類
な
き
美
味
し
さ
は
折

り
紙
付
き
で
、た
と
え
ば「
は
な
や
か
関
西
セ

レ
ク
シ
ョ
ン
２
０
１
６
」の
特
別
賞
を
受
賞
。

こ
れ
は
、外
国
人
旅
行
者
な
ど
に
お
勧
め
し
た

い
関
西
の
10
府
県
の
特
産
品
の
中
か
ら
選
定

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
現
在
、店
頭
に
並
ぶ「
か
た
や
き
」は
、従
来

品
に
加
え
て
、ピ
ー
ナ
ッ
ツ
や
ア
ー
モ
ン
ド
、

ク
ル
ミ
、黒
ゴ
マ
が
生
地
全
体
に
入
っ
た
も
の

が
揃
い
ま
す
。
ま
た
、忍
者
を
連
想
さ
せ
る
手

4

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

3

「
伊
賀
菓
庵
山
本
」（
月・火
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

０
９
１
５

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
賀
市
上
野
魚
町
  】

【
伊
賀
市
上
野
魚
町
  】

伝
統
の
製
法
で
丹
念
に
焼
い
た
せ
ん
べ
い
は
、硬
く
て
滋
味
豊
か

伝
統
の
製
法
で
丹
念
に
焼
い
た
せ
ん
べ
い
は
、硬
く
て
滋
味
豊
か

か
た
や
き 

「
伊
賀
菓
庵
山
本
」

か
た
や
き 

「
伊
賀
菓
庵
山
本
」

か

あ
ん

か

あ
ん

 ※

手裏剣型の「かたやき」

素材の味が凝縮された「かたやき」

「伊賀菓庵山本」外観

専用のコテで丹念に手焼き

コテと拍子木

う
お
ま
ち

う
お

じ

み

じ

み

ま
ち

本格ピッツァなどが味わえるコーナー 山本 篤季さん

か
え
い

か
も

ご
う
か
け
ん

ひ
ょ
う
し

ぎ

ら
ん

ろ
う
し
や

あ
つ
き



　
津
市
美
杉
町
川
上
に

源
を
持
つ
雲
出
川
。
こ

の
川
の
最
上
流
が
坂
本

川
で
す
。
県
道
6
9
5

号
を
南
へ
向
か
い
、川
が

合
流
す
る
近
く
の
分
岐

を
右
へ
。
川
に
沿
っ
て

緑
の
中
を
進
ん
で
い
く

と
小
さ
な
赤
い
橋
が
架

か
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の

向
こ
う
側
、木
立
の
中
に

隠
れ
る
よ
う
に「
坂
本
小

屋
」が
あ
り
ま
す
。

　
魚
を
育
て
、料
理
に
腕

を
ふ
る
う
の
は
、店
主
の

坂
元 

邦
生
さ
ん
。
こ
の

道
36
年
の
２
代
目
で
す
。

父
の
忠
一
さ
ん
が
ア
マ

ゴ
の
養
殖
研
究
に
没
頭

す
る
姿
を
見
て
育
ち
ま

し
た
。「
父
は
釣
り
が
大

好
き
で
、乱
獲
さ
れ
て
ア

マ
ゴ
が
減
っ
て
い
く
の

を
悲
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、こ
の
川
の

美
し
い
ア
マ
ゴ
を
残
し
た
い
と
研
究
を
始
め

た
の
で
す
。
ア
マ
ゴ
は
、水
温
が
低
く
水
が
き

れ
い
な
渓
流
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
繊
細
な

魚
で
す
の
で
、養
殖
は
至
難
の
技
と
い
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
独
学
で
、試
行
錯
誤
の
連
続
で
し

た
」。
努
力
が
実
っ
て
ア
マ
ゴ
の
養
殖
技
術
が

確
立
し
、今
で
は
近
隣
に
何
か
所
も
の
養
殖
場

が
で
き
、釣
り
や
つ
か
み
ど
り
体
験
に
歓
声
が

上
が
っ
て
い
ま
す
。

　
「
う
ち
は
、こ
こ
で
食
べ
て
い
た
だ
く
分
だ

け
を
育
て
、外
に
は
出
し
て
い
な
い
ん
で
す
」

と
い
う
坂
元
さ
ん
。
秋
に
５
万
粒
ほ
ど
の
卵

を
採
り
、２
〜
３

万
尾
の
ア
マ
ゴ
を

育
て
る
そ
う
で

す
。「
こ
こ
で
お

出
し
す
る
の
は

１
万
尾
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
マ
ゴ
は
２
年

で
成
魚
に
な
り
、産
卵
し
ま
す
。
成
熟
す
る
と

味
が
落
ち
ま
す
の
で
、電
照
で
成
熟
を
抑
え
た

ア
マ
ゴ
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
」。
こ
こ
で
は
、

滴
る
よ
う
な
緑
の
中
、串
に
刺
し
た
ア
マ
ゴ
の

炭
火
焼
や
唐
揚
げ
、甘
露
煮
、炊
き
込
み
ご
飯

な
ど
、ア
マ
ゴ
尽
く
し
の
料
理
を
堪
能
で
き
ま

す
。
ふ
っ
く
ら
と
香
り
の
よ
い
ア
マ
ゴ
は
、絶
品
。

「
こ
の
川
の
原
種
に
こ
だ
わ
り
、流
水
で
、た
ん

少
の
高
温
に
は
順
応
し
て
い
き
ま
す
が
、そ
れ

で
も
22
度
を
超
え
る
と
弱
っ
た
り
浮
い
た
り

し
ま
す
。
こ
の
頃
は
毎
年
、夏
の
高
温
や
強
い

台
風
な
ど
の
異
常
気
象
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま

す
。
秋
ま
で
暑
い
で
す
か
ら
ね
。 
台
風
が
来

る
前
は
、餌
を
少
な
く
し
て
酸
素
の
消
費
量
を

抑
え
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
ま
す
」。
清
ら

か
な
渓
流
と
努
力
と
愛
情
と
で
育
ま
れ
た
ア

マ
ゴ
。
食
す
る
に
は
坂
本
川
ま
で
足
を
運
ん

で
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、１
日
15
名
ま
で
限
定

と
の
こ
と
で
す
。

ぱ
く
質
の
多
い
エ
サ
で
育
て
て
い
る
ん
で
す
よ
」。

生
け
簀
で
勢
い
よ
く
泳
ぐ
ア
マ
ゴ
を
見
る
と
、

黒
っ
ぽ
い
背
中
の
縞
模
様
の
上
に
浮
か
ぶ
深
紅

の
斑
点
が
、鮮
や
か
に
輝
く
よ
う
。「
き
れ
い
な

魚
で
し
ょ
う
。
ア
マ
ゴ
は
雨
の
降
る
日
に
よ
く

釣
れ
る
こ
と
か
ら〝
雨
子
〞〝
雨
魚
〞と
呼
ば
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
漢
字
で〝
鯇
〞と
も

書
く
よ
う
に
、完
全
な
魚
な
ん
で
す
。
身
も
臭

み
が
な
く
て
美
味
し
い
で
す
よ
」と
父
譲
り
の

ア
マ
ゴ
愛
が
あ
ふ
れ
ま
す
。

　
育
て
る
の
は
店
の
対
岸
付
近
と
の
こ
と
。

「
酸
素
不
足
と
水
温
上
昇
に
、本
当
に
弱
い
魚

な
の
で
す
よ
。
水
温
18
度
ま
で
が
適
温
で
す
。

水
温
が
少
し
ず
つ
上
が
っ
て
い
く
場
合
は
多
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「
坂
本
小
屋
」（
火
曜
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
７
４ ‒ 

０
７
０
３

お
問
い
合
わ
せ

【
津
市
美
杉
町
  】

【
津
市
美
杉
町
  】

清
流
が
育
ん
だ
ア
マ
ゴ
の
美
味
を
山
中
で

清
流
が
育
ん
だ
ア
マ
ゴ
の
美
味
を
山
中
で

ア
マ
ゴ 
「
坂
本
小
屋
」

ア
マ
ゴ 
「
坂
本
小
屋
」

離れ座敷は川の上にいるかのよう

「坂本小屋」の入り口

生きているアマゴは赤い斑点が鮮やか

坂元 邦生さん

入り口に近い店内は緑の中に 清らかな水中をすばやく泳ぐアマゴたち

く
に

た
だ
い
ち

り
ゅ
う

お

客席での炭火焼。香ばしく焼きあがる



を
並
べ
た「
毛
吹
草
」に
伊
勢
国
の
名
産
品
と

し
て〝
鹿
尾
菜
〞が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伊
勢
ひ
じ
き
」の
特
徴
は
、太
く
、長
く
、風

味
が
よ
い
こ
と
。
ま
た
そ
の
ひ
じ
き
を
蒸
し

て
つ
く
る
伝
統
的
な
加
工
法（
蒸
し
製
法
）に

あ
り
ま
す
。「
伊
勢
湾
は
木
曽
三
川
や
三
重
の

　
三
重
は
古
く
か
ら
ひ
じ
き
の
産
地
と
し
て

知
ら
れ「
伊
勢
ひ
じ
き
」と
し
て
全
国
に
出
荷

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、平
城

宮
の
木
簡
に
は
全
国
か
ら
海
藻
類
が
収
め
ら

れ
た
記
載
が
あ
り
、ひ
じ
き
も
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
正
保
元（
1
6
4
４
）年
の
諸
国
名
物

河
川
の
流
入
量
が

多
く
、山
の
豊
富
な

栄
養
が
流
れ
込
む

良
質
な
漁
場
が
あ

り
ま
す
」と「
北
村

物
産
株
式
会
社
」の
代
表
取
締
役
社
長・北
村 

裕
司
さ
ん
。
寛
政
年
間（
約
2
2
0
年
前
）か

ら
ひ
じ
き
を
は
じ
め
海
藻
の
加
工
販
売
を
展

開
す
る
企
業
で
す
。「
伊
勢
ひ
じ
き
」の
原
料
は
、

鳥
羽・志
摩
の
岩
場
で
遠
浅
の
漁
場
で
荒
波
に

も
ま
れ
て
実
詰
ま
り
よ
く
育
っ
た
ひ
じ
き
で

す
。
採
る
時
期
も
重
要
で
４
〜
５
月
の
大
潮

の
日
に
一
斉
に
収
穫
を
し
ま
す
が
、若
い
う
ち

に
採
る
こ
と
で
食
感
の
よ
い
ひ
じ
き
が
収
穫

で
き
ま
す
。
北
村
さ
ん
は
毎
年
、収
穫
の
時
期

に
な
る
と
産
地
を
訪
ね
、そ
の
年
の
状
態
を
確

認
し
て
い
ま
す
。
産
地
で
刈
り
取
ら
れ
た
ひ

じ
き
は
、天
日
で
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
加
工
場
へ

運
ば
れ
ま
す
。
な
ぜ
鳥
羽・志
摩
で
採
れ
る
ひ

じ
き
を
わ
ざ
わ
ざ
少
し
離
れ
た
伊
勢
へ
運
び
、

加
工
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ

の
地
域
の
特
徴
や
気
候
条
件
に
あ
る
と
い
い

ま
す
。 

加
工
に
必
要
な
大
量
の
地
下
水（
真

水
）が
確
保
で
き
る
こ
と
、昔
は
ひ
じ
き
を
天

日
乾
燥
さ
せ
て
い
た
の
で
、平
地
で
年
間
降
水

量
が
少
な
い
こ
と
も
重
要
で
し
た
。
目
の
前

に
は
穏
や
か
な
伊
勢
湾
が
広
が
り
、三
河
や
江

戸
へ
の
海
運
出
荷
に
も
適
し
て
い
た
の
で

い
」と
い
う
昔
の
人
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
た
技

術
で
し
た
。
し
か
し
結
果
的
に
水
溶
性
成
分

が
流
出
せ
ず
旨
味
が
残
る
な
ど
美
味
し
い
ひ

じ
き
の
要
因
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
〝
脇
役
〞の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ひ
じ
き
で
す

が
、歯
ご
た
え
と
風
味
が
よ
い「
伊
勢
ひ
じ
き
」

を
味
わ
う
に
は
酢
の
物
な
ど
も
オ
ス
ス
メ
だ

と
か
。
北
村
さ
ん
は「
ひ
じ
き
は
普
段
の
食
事

で
食
べ
る
、栄
養
豊
富
な
海
藻
で
す
。
こ
れ
か

ら
も
ひ
じ
き
を
食
べ
る
文
化
を
発
信
し
、健
康

づ
く
り
を
担
っ
て
い
き
た
い
」と
語
り
ま
す
。

し
ょ
う
。
ま
た「
こ
の
あ
た
り
は
か
つ
て
の
鳥

羽
藩
の
飛
び
地
。
鳥
羽
湾
で
採
れ
た
も
の
を

同
じ
藩
で
加
工
・
出
荷
し
て
い
た
の
で
は
」と

も
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
加
工
場
で
は
ま
ず
ひ
じ
き
に
つ
い
た
塩
を

水
洗
い
し
、蒸
し
煮
、乾
燥
と
い
う
工
程
を
経

て「
伊
勢
ひ
じ
き
」が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
中

で
も
最
も
大
事
な
の
は
水
洗
い
の
工
程
。
ひ

じ
き
は
繊
細
で
産
地
や
年
に
よ
っ
て
状
態
が

違
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
日
の
水
温
、気
温
、天

候
も
考
慮
し
な
が
ら
職
人
が
手
洗
い
し
、そ
の

時
の
手
の
感
覚
で
蒸
す
時
間
も
決
め
て
い
き

ま
す
。
蒸
す
工
程
は
、も
と
も
と
は
大
量
生
産

す
る
た
め
に「
ゆ
で
る
よ
り
も
蒸
す
方
が
よ

8

※
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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「
北
村
物
産
株
式
会
社
」（
土・日
曜
日・祝
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

３
７ ‒ 

２
１
３
３

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
勢
市
東
大
淀
町
  】

伊
勢
志
摩
の
豊
か
な
恵
み
と
職
人
の
手
で
つ
く
る
伝
統
の
ひ
じ
き

伊
勢
志
摩
の
豊
か
な
恵
み
と
職
人
の
手
で
つ
く
る
伝
統
の
ひ
じ
き

伊
勢
ひ
じ
き 

「
北
村
物
産
株
式
会
社
」

伊
勢
ひ
じ
き 

「
北
村
物
産
株
式
会
社
」

 ※

 ※

 ※

品質の最終チェック

均一にならし乾燥させる

加工前のひじき

水洗いの工程。職人の経験と勘が美味しい「伊勢ひじき」をつくる

蒸し上げる工程

い
ず

お

ひ
が
し

【
伊
勢
市
東
大
淀
町
  】

い
ず

お

ひ
が
し

三重ブランドにも認定 ひじきの収穫のようす北村 裕司さん

ひ

け
ふ
き
ぐ
さ

し
ょ
う
ほ
う

じ
き



答
品
に
も
ふ
さ
わ
し
い
と
評

判
で
す
。

　
干
物
作
り
に
手
間
暇
を
惜

し
ま
ず
、素
材
の
味
を
活
か

し
て
添
加
物
は
不
使
用
。
鮮

度
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、塩

に
も
こ
だ
わ
り
ま
す
。「
立

て
塩
に
使
う
の
は
伊
豆
大
島

の
海
水
か
ら
伝
統
的
な
製
法

で
作
ら
れ
る『
海
の
精
』と
い

う
海
塩
で
す
。
塩
辛
さ
だ
け

で
な
く
旨
味
が
あ
っ
て
、魚

と
の
相
性
も
い
い
ん
で
す
」

と
、「
山
藤
」の
代
表
取
締
役・

山
本 

久
美
さ
ん
。

　
季
節
に
よ
っ
て
、サ
バ
、カ

マ
ス
、ア
ジ
、カ
ツ
オ
、ブ
リ
、

ウ
ル
メ
イ
ワ
シ
、サ
ゴ
シ
、シ

イ
ラ
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
富
で
、水
揚
げ
盛
ん
な

田
曽
浦
の
海
そ
の
も
の
で
す
。

　
「
山
藤
」が「
焼
き
串
ひ
も
の
」の
製
造
に
乗

り
出
し
た
の
は
平
成
24（
２
０
１
２
）年
の
こ

と
。
先
代
の
山
本 

藤
正
さ
ん
が
三
重
県
主
催

　
串
刺
し
に
し
た
干
物
が
、そ
の
ま
ま
食
べ
ら

れ
る
と
あ
っ
て
、手
軽
な
商
品
が
人
気
を
集
め

て
い
ま
す
。
手
掛
け
る
の
は
南
伊
勢
町
田
曽

浦
の
漁
港
前
に
あ
る「
山
藤
」。
見
た
目
の
イ

ン
パ
ク
ト
と
洗
練
さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
、贈

の
勉
強
会「
三
重
県
ブ
ラ
ン
ド
ア
カ
デ
ミ
ー
」

に
参
加
し
、地
元
食
材
を
活
か
し
た
新
し
い
商

品
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

名
物
を
作
り
た
い
と
い
う
考
え
に
加
え
、日
本

人
の
魚
食
離
れ
を
食
い
止
め
た
い
と
い
う
想

い
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
南
伊
勢
町
の
魚
の
美
味
し
さ
を
そ
の
ま
ま

に
、手
軽
に
食
べ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、行
き

つ
い
た
の
が
骨
な
し
の
串
刺
し
。
切
り
身
に

し
て
骨
を
取
り
除
き
、干
し
て
串
に
刺
し
、そ

れ
を
一
つ
ひ
と
つ
焼
い
て
仕
上
げ
ま
す
。
袋

か
ら
出
せ
ば
加
熱
調
理
も
不
要
、小
骨
も
な
く

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
安
心
。
手
で
つ

ま
め
る
カ
ジ
ュ
ア
ル
さ
で
魚
本
来
の
お
い
し

さ
を
味
わ
え
る
商
品
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、高
知
を
拠
点

に
活
動
す
る
梅
原 

真
さ
ん
で
、一
次
産
業
と

デ
ザ
イ
ン
を
掛
け
合
わ
せ
、さ
ま
ざ
ま
な
場
所

で
地
域
創
生・再
生
に
取
り
組
む
先
駆
者
で
す
。

先
代
と「
三
重
県
ブ
ラ
ン
ド
ア
カ
デ
ミ
ー
」で

出
会
い
、「
山
藤
」の
商
品
デ
ザ
イ
ン
を
引
き
受

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
久
美
さ
ん
は
、夫
の
藤
正
さ
ん
亡
き
後
の
令

和
元
年
か
ら
社
長
を
務
め
て
い
ま
す
。
現
在

は
長
男
の
藤
心
さ
ん
が
魚
の
買
い
付
け
や
製

造
を
中
心
と
な
っ
て
進
め
、久
美
さ
ん
は
商
品

の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当

し
、南
伊
勢
町
の
海
の
資
源
や
漁
業
を
未
来
へ

味
わ
い
に
。
ま
た
串
を
は
ず
し
て
炊
き
込
み
ご

は
ん
や
ピ
ザ
、チ
ヂ
ミ
の
具
と
し
て
利
用
す
る

の
も
便
利
で
す
。

　
「
一
番
は
や
っ
ぱ
り
魚
の
鮮
度
で
す
。
刺
身

で
食
べ
ら
れ
る
魚
を
干
物
に
し
て
い
る
ん
で

す
か
ら
ね
」と
味
に
自
信
を
み
せ
る
久
美
さ
ん
。

早
朝
に
水
揚
げ
し
た
新
鮮
な
魚
が
時
間
を
置

か
ず
に
加
工
場
へ
運
ば
れ
、朝
の
う
ち
に
さ
ば

い
て
乾
燥
ま
で
を
そ
の
日
の
う
ち
に
。
食
べ

や
す
さ
に
加
え
た
美
味
し
さ
の
秘
訣
は
、地
の

利
を
活
か
し
た
製
法
に
あ
り
ま
す
。

と
つ
な
げ
る
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
創
業
当
時
の「
山
藤
」は
、遠
洋
漁
業
が
盛
ん

だ
っ
た
田
曽
浦
で
か
つ
お
節
を
製
造
。 

そ
の

後
、干
物
屋
に
事
業
転
換
し
、藤
正
さ
ん
の
代

で
ネ
ッ
ト
通
販
を
い
ち
早
く
導
入
し
ま
す
。

お
よ
そ
50
年
、時
代
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
、

新
し
い
挑
戦
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
加
工
場
に
は
、若
い
世
代
の
姿
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
３
人
の
子
を
持
つ
久
美
さ
ん
が
、子

育
て
世
代
の
気
持
ち
を
理
解
し
、働
き
や
す
い

職
場
づ
く
り
を
心
が
け
、地
域
で
の
雇
用
を
創

出
し
て
い
ま
す
。

　
自
宅
で
食
べ
る
と
き
の
コ
ツ
を
伺
い
ま
し
た
。

湯
煎
・レ
ン
ジ
で
温
め
れ
ば
焼
き
た
て
に
近
い

10 9

【
南
伊
勢
町
田
曽
浦
  】

【
南
伊
勢
町
田
曽
浦
  】

鮮
度
と
旨
み
を
引
き
立
て
た
手
軽
な
漁
村
の
ヒ
ッ
ト
商
品

鮮
度
と
旨
み
を
引
き
立
て
た
手
軽
な
漁
村
の
ヒ
ッ
ト
商
品

焼
き
串
ひ
も
の 

「
山
藤
」

焼
き
串
ひ
も
の 

「
山
藤
」

や
ま

と
う

や
ま

と
う

贈答に喜ばれるパッケージ

袋から出すだけで食べられる

素早い手さばきの藤心さん

最新鋭の機械を導入

た

そ
う
ら

た

そ
う
ら

創業時からのかつお節も製造 山本 藤心さん

漁港が目の前にある加工場

山本 久美さん

ま
こ
と

ふ
じ
ま
さ

と
う
し
ん

串刺しにより身が縮まずに焼き上がる

「
有
限
会
社
山
藤
」（
日
曜
日・祝
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

６
９ ‒ 

３
４
８
９

お
問
い
合
わ
せ



発
に
着
手
し
た
の
は
、昭

和
63（
１
９
８
８
）年
の
こ

と
。
10
年
に
お
よ
ぶ
試
行

錯
誤
の
末
、三
重
県
の
天

然
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ

る
軍
鶏
の「
八
木
戸
」と

「
伊
勢
赤
ど
り
」で
生
ま
れ

た
オ
ス
に
、日
本
三
大
地

鶏
の
一
つ「
名
古
屋
コ
ー

チ
ン
」の
メ
ス
を
掛
け
合

わ
せ
て
生
ま
れ
た「
熊
野

地
鶏
」は
、そ
れ
ぞ
れ
の
鶏

の
良
い
と
こ
ど
り
。
い
う

な
れ
ば
地
鶏
の
サ
ラ
ブ

レ
ッ
ド
で
す
。

　
平
成
19（
２
０
０
７
）年

か
ら
一
般
財
団
法
人
熊
野

市
ふ
る
さ
と
振
興
公
社
が

事
業
に
参
入
し
、市
役
所
な
ど
関
係
機
関
と
一

体
と
な
っ
て
熊
野
地
鶏
を
Ｐ
Ｒ
。
認
知
度
向

上
に
努
め
、料
理
講
習
会
な
ど
も
行
い
、地
域

で
提
供
す
る
店
舗
を
増
や
し
て
誘
客
ツ
ー
ル

に
活
用
し
、地
域
経
済
の
活
性
化
に
も
取
り
組

　
３
品
種
を
掛
け
合
わ
せ
た
三
元
交
雑
が「
熊

野
地
鶏
」の
原
則
。
肉
質
は
赤
み
が
強
く
弾
力

に
富
み
、地
鶏
本
来
の
コ
ク
と
風
味
が
あ
る
こ

と
が
特
徴
の
鶏
で  
す
。

　
三
重
県
畜
産
研
究
所
が
新
し
い
地
鶏
の
開

み
ま
し
た
。
平
成
23
年
度
に「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」

の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
緑
豊
か
な
山
間
に
熊
野
地
鶏
の
鶏
舎
が
あ

り
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
を
か
け
な
い
よ
う
、静
か

な
環
境
で
平
飼
い
し
、さ
ら
に
そ
の
密
度
を
下

げ
て
工
夫
し
て
い
ま
す
。「
通
常
、地
鶏
は
１

平
米
あ
た
り
10
羽
ほ
ど
の
鶏
舎
で
育
て
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
独
自
に
基
準
を
設
け
て
８
羽
以
下

に
徹
底
し
、ゆ
っ
た
り
と
し
た
飼
育
環
境
で
鶏

の
運
動
量
を
増
や
し
て
い
ま
す
」と
熊
野
市
ふ

る
さ
と
振
興
公
社・企
画
営
業
グ
ル
ー
プ
の
和

田 

真
太
郎
さ
ん
。
こ
の
土
地
を
最
大
限
に
活

か
し
て
飼
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、よ
り
よ
い
地
鶏
生
育
の
た
め
餌
に
も

こ
だ
わ
り
ま
す
。
抗
生
物
質
を
含
ま
な
い
配
合

飼
料
を
与
え
て
い
ま
す
が
、そ
こ
に
丸
山
千
枚

田
を
は
じ
め
と
す
る
熊
野
地
域
で
採
れ
た
米
を

加
え
、ま
た
熊
野
の
香
酸
柑
橘「
新
姫
」の
粉
末

を
混
ぜ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
毛
ヅ
ヤ
が
よ
く
、健

康
な
鶏
に
な
る
の
だ
と
か
。そ
ん
な
地
元
の
恵
み

を
活
用
し
て
肉
質
の
改
善
に
取
り
組
み
、資
源

循
環
型
農
業
の
推
進
に
も
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　
２
年
前
か
ら
は
孵
化
事
業
も
は
じ
ま
り
、飼

育
か
ら
加
工
、販
売
ま
で
を
一
手
に
引
き
受
け

る
公
社
で
は
、受
注
量
に
応
じ
て
地
鶏
を
加
工

場
へ
入
荷
し
、処
理・加
工・包
装
し
、冷
蔵
ま

た
は
冷
凍
で
保
管
し
て
い
ま
す
。
部
位
を
こ

ま
め
に
さ
ば
い
て
、丁
寧
に
仕
分
け
す
る
と
い

う
手
作
業
だ
か
ら
こ
そ
な
せ
る
技
に
、出
荷
先

も
高
い
評
価
を
し
て
い
ま
す
。

の
地
鶏
ブ
ラ
ン
ド
に
負
け
て
い
な
い
と
の
言

葉
を
い
た
だ
き
、改
め
て
自
信
を
持
ち
ま
し
た
。

味
さ
え
良
け
れ
ば
地
域
を
選
ば
な
い
。 

さ
ま

ざ
ま
な
意
見
を
聞
く
こ
と
で
マ
ッ
チ
す
る
市

場
も
定
ま
り
ま
し
た
」と
和
田
さ
ん
。今
は
県

内
の
ラ
ー
メ
ン
店
で
、鶏
ガ
ラ
出
汁
を
ウ
リ
に

し
た
ス
ー
プ
と
、鶏
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
が
人
気
の

よ
う
で
す
。

　
料
理
の
ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
、熊
野
地

鶏
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　
熊
野
地
鶏
の
特
徴
を
も
っ
と
も
美
味
し
く

味
わ
え
る
の
が
、シ
ン
プ
ル
な
塩
焼
き
で
す
。

香
ば
し
く
焼
け
た
皮
と
一
緒
に
身
を
頬
張
れ

ば
、繊
維
一
つ
ひ
と
つ
が
し
っ
か
り
と
旨
味
を

主
張
。
ま
た
煮
込
む
ほ
ど
に
鶏
の
持
つ
甘
み

が
に
じ
み
で
る
鍋
料
理
は
、肉
の
味
を
邪
魔
す

る
臭
み
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、鶏
嫌
い
の
人
で
も

食
べ
ら
れ
る
と
い
う
声
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

　
熊
野
市
の
入
鹿
温
泉
ホ
テ
ル
瀞
流
荘
や
鬼
ヶ

城
セ
ン
タ
ー
、市
内
の
道
の
駅
な
ど
で
熊
野
地

鶏
の
メ
ニ
ュ
ー
を
味
わ
え
る
ほ
か
、和
田
さ
ん

た
ち
は
県
外
に
も
営
業
を
か
け
、居
酒
屋
や
フ

レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
、出
荷
は
関
西・関

東
方
面
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。「
品
質
は
ほ
か

12

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

11

【
熊
野
市
紀
和
町
  】

【
熊
野
市
紀
和
町
  】

緑
豊
か
な
大
自
然
で
の
飼
育
と
丁
寧
な
処
理
が
評
判

緑
豊
か
な
大
自
然
で
の
飼
育
と
丁
寧
な
処
理
が
評
判

熊
野
地
鶏

「
熊
野
市
ふ
る
さ
と
振
興
公
社
」

熊
野
地
鶏

「
熊
野
市
ふ
る
さ
と
振
興
公
社
」

 ※

 ※

 ※

 ※

 ※

道の駅に並ぶ地鶏商品

炭火で焼けば極上の旨み

香酸柑橘「新姫」の粉末

もっちりと肉厚で赤みが強い

道の駅「熊野・板屋九郎兵衛の里」 緑の山間にある鶏舎

さ
ん
げ
ん
こ
う
ざ
つ

し
ゃ
も

や

き

ど

ひ
め

に
い

平飼いのゆったりとした環境で育つ熊野地鶏

「
一
般
財
団
法
人
熊
野
市
ふ
る
さ
と
振
興
公
社
」

（
土・日
曜
日・祝
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

９
７ ‒ 

０
６
４
０

お
問
い
合
わ
せ
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笠
井
…
私
は
幼
い
こ
ろ
は
虚
弱
だ
っ
た
の
で
す

が
、３
歳
の
こ
ろ
か
ら
エ
レ
ク
ト
ー
ン
を
習
っ
て

い
た
お
か
げ
で
、演
奏
し
て
い
る
と
、つ
ら
い
こ
と

も
乗
り
越
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、体
調

不
良
時
で
も
音
楽
を
聴
く
こ
と
で
気
分
が
紛
れ

ま
し
た
。
ま
た
、つ
わ
り
が
ひ
ど
い
時
に
も
エ
レ

ク
ト
ー
ン
を
弾
く
こ
と
で
何
と
か
耐
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。
音
楽
の
持
つ
力
を
信
じ
て

い
る
私
は
、以
前
か
ら
音
楽
療
法
に
興
味
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、一
念
発
起
し
て
大
学
に

通
って
勉
強
し
た
結
果
、全
日
本
音
楽
療
法
士

養
成
協
議
会
の
音
楽
療
法
士（
２
種
）の
資
格

が
取
得
で
き
、
平
成
27（
２
０
１
５
）年
か
ら
活

動
を
始
め
ま
し
た
。

―
―
現
在
は
、楽
器
演
奏
担
当
の
吉
田 
文
明

さ
ん
と
一
緒
に
、鈴
鹿
市
や
亀
山
市
を
中
心

――
音
楽
療
法
と
は
、音
楽
の
持
つ
特
性
を
活

用
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、高
齢
者
な
ど

の
心
身
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
や
生
活
の
質
の
維
持
向

上
に
役
立
つ
療
法
だ
と
伺
い
ま
し
た
が
、活
動

を
始
め
た
経
緯
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

に
活
動
し
て
い
る
の

で
す
ね
。

笠
井
…
そ
う
で
す
。

鈴
鹿
市
の
介
護
予
防

普
及
啓
発
事
業
の
出

前
教
室
や
亀
山
市
の

介
護
予
防
教
室
の
委

託
事
業
所
な
ど
の
活

動
を
行
っ
て
い
て
、

「
椿
お
元
気
ク
ラ
ブ
」の
皆
さ
ん
と
の
関
わ
り

は
７
年
ほ
ど
前
か
ら
で
す
。
ほ
か
の
活
動
も
合

わ
せ
る
と
、活
動
回
数
は
年
間
平
均
で
２
０
０

回
程
度
に
な
り
ま
す
。 

吉
田
さ
ん
は
、ギ
タ
ー

や
三
味
線
に
加
え
て
、サ
ッ
ク
ス
奏
者
で
も
あ

る
た
め
、バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
曲
を
提
供
で
き

て
、と
て
も
助
か
って
い
ま
す
。

の
皆
さ
ん
と
も
、回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
、脳

ト
レ
や
ゲ
ー
ム
も
少
し
ず
つ
高
度
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、そ
れ
で
も
疲
れ
が
見
ら
れ
た

時
に
は
、曲
を
１
番
で
終
え
る
な
ど
、様
子
を

見
な
が
ら
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、毎
回
同
じ
内
容
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

季
節
に
合
わ
せ
て
曲
を
変
え
た
り
、脳
ト
レ・

ク
イ
ズ
の
内
容
を
変
更
し
た
り
と
、プ
ロ
グ
ラ

ム
を
随
時
更
新
す
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま

す
。
私
た
ち
の
音
楽
療
法
に
よ
っ
て
、皆
さ
ん

の
健
康
の
維
持
や
向
上
に
役
立
て
れ
ば
と
、

日
々
考
え
て
い
ま
す
。

――
吉
田
さ
ん
が
サ
ッ
ク
ス
で
演
奏
し
た「
夜

霧
よ
今
夜
も
有
難
う
」な
ど
、本
当
に
す
て
き

で
し
た
。
ま
た
、皆
さ
ん
が
タ
ン
バ
リ
ン
や

ト
ー
ン
チ
ャ
イ
ム
な
ど
を
鳴
ら
し
な
が
ら

歌
っ
た
り
体
を
動
か
し
た
り
、早
口
言
葉
や
タ

イ
ト
ル
当
て
ク
イ
ズ
に
挑
戦
し
た
り
と
、心
か

ら
楽
し
ん
で
い
る
の
も
伝
わ
り
ま
し
た
。

笠
井
…
音
楽
療
法
に
は
、音
楽
を
聴
く
だ
け
の

受
動
的
療
法
と
、今
日
の
よ
う
に
楽
器
を
持
っ

て
鳴
ら
し
た
り
、歌
っ
た
り
す
る
能
動
的
療
法

が
あ
っ
て
、参
加
者
の
様
子
や
状
況
に
応
じ
て

使
い
分
け
て
い
ま
す
。「
椿
お
元
気
ク
ラ
ブ
」

いま、グループネット

お問い合わせ

「ＮＰＯ法人 みんなＤeうき
うき歌謡団」事務局
鈴鹿市南旭が丘三丁目４番15号
TEL 090 - 7048 - 8120

病
気
療
養
中
の
患
者
の
リ
ハ
ビ
リ
や
、高
齢
者
の
介
護・認
知
症
予
防
の
た
め
に
は
、理
学
療
法
や
作
業

療
法
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

み
ん
な
De
う
き
う
き
歌

謡
団
」が
行
っ
て
い
る
の
は
、音
楽
の
力
を
活
か
し
た
音
楽
療
法
で
す
。
平
成
27（
２
０
１
５
）年
に
設
立

し
て
以
降
、多
く
の
高
齢
者
の
心
身
リ
ラ
ッ
ク
ス
、生
活
の
質
向
上
な
ど
に
貢
献
、社
会
福
祉
向
上
に
も

寄
与
し
て
い
ま
す
。

N
P
O
法
人  

み
ん
な
De
う
き
う
き
歌
謡
団

梅
の
花
便
り
が
届
く
こ
ろ
に
訪
ね
た
の

は
、「
N
ＰO

法
人 

み
ん
な
De
う
き
う
き
歌

謡
団
」の
活
動
場
所
の
一
つ
、「
椿
公
民

館
」（
鈴
鹿
市
山
本
町
）で
す
。
こ
の
日
集

ま
っ
た
の
は
、「
椿
お
元
気
ク
ラ
ブ
」の
皆
さ

ん
。
地
域
に
暮
ら
す
平
均
年
齢
80
代
の
女

性
た
ち
で
結
成
さ
れ
た
会
で
、そ
の
名
の
通

り
、お
元
気
で
明
る
い
方
ば
か
り
。
音
楽

療
法
の
合
間
を
縫
っ
て
、代
表
理
事
の
笠

井 

眞
由
美
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
日

演
奏
さ
れ
た
曲
の
中
に
は
、「
ど
こ
か
で
春
が
」

「
う
れ
し
い
ひ
な
ま
つ
り
」な
ど
、季
節
に
合
わ

せ
た
歌
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、

曲
の
合
間
に
は
笠
井
さ
ん
の
軽
妙
な
ト
ー
ク

も
あ
り
、見
学
し
て
い
る
だ
け
で
ウ
キ
ウ
キ
し

ま
し
た
。〝
毎
回
参
加
し
て
い
る
け
れ
ど
飽
き

な
い
〞〝
１
時
間
が
あ
っ
た
と
い
う
間
に
終
わ
る
〞

〝
こ
こ
に
来
て
、皆
と
一
緒
に
歌
う
の
が
楽
し

み
！
〞な
ど
の
感
想
を
聞
く
こ
と
も
で
き
、音

楽
の
持
つ
力
と
音
楽
療
法
の
可
能
性
を
実
感

し
ま
し
た
。

吉田 文明さん笠井 眞由美さんリズムに合わせて思い思いの楽器を鳴らす皆さん

早口言葉などのクイズに挑戦する皆さん

曲に合わせて脳トレ・ゲームを進行する笠井さん

サックスを演奏する吉田さん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

ぬ

い
ち
ね
ん
ほっ
き

トーンチャイム（普及型のハン
ドベルとして開発された楽器）



ど
が
入
る
の
を
防
ぐ
た
め
柵
を
取
り
付
け
ま

し
た
」と
稲
葉 

基
文
さ
ん
。
出
入
り
し
た
後
は
、

忘
れ
ず
に
扉
を
閉
め
ま
し
ょ
う
。

　
扉
の
外
に
は
、水
路
と
そ
れ
に
沿
っ
た
小
道

が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
右
へ
、水
の
流

れ
に
沿
っ
て
上
流
方
向
に
進
み
ま
す
。
進
行

方
向
に
向
か
っ
て
左
側
は
水
路
沿
い
に
め
ぐ

ら
さ
れ
た
フ
ェ
ン
ス
の
向
こ
う
に
森
が
続
い

て
お
り
、右
側
は「
ゆ
と
り
の
丘
」で
す
。

　
「
立
梅
用
水
は
文
政
６（
1
8
2
3
）年
に
完

　
ス
タ
ー
ト
地
点
の「
ゆ
と
り
の
丘
」は
、広
大

な
芝
生
広
場
や
、多
気
町
立
勢
和
図
書
館
な
ど

が
あ
る
地
域
の
交
流
拠
点
で
す
。
芝
生
エ
リ

ア
に
は
遊
具
も
設
置
さ
れ
、最
後
に
訪
れ
る
五

箇
篠
山
城
跡
も
こ
の
公
園
の
一
部
。
見
晴
ら

し
が
よ
く
、手
入
れ
の
行
き
届
い
た
心
地
よ
い

場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、こ
こ
が
出

発
点
。
こ
の
中
央
を
通
る
道
の
一
番
奥
、高
齢

者
福
祉
施
設「
さ
さ
ゆ
り
苑
」横
の
金
属
製
の

フ
ェ
ン
ス
に
続
く
出
入
り
口
を
通
り
ま
す
。

「
こ
こ
は
、出
入
り
は
自
由
な
の
で
す
が
、鹿
な

成
し
た
農
業
用
水
路
で
す
。
櫛
田
川
を
せ
き

止
め
て
水
を
引
き
、山
と
平
地
の
間
を
流
れ
て

い
ま
す
。
飯
南
町
桜
橋
下
流
の
堰
か
ら
最
終

地
点
の
多
気
町
丹
生
ま
で
、そ
の
全
長
は
28
キ

ロ
に
も
及
び
ま
す
。 

今
回
の
コ
ー
ス
の
前
半

は
、そ
の
一
部
の
1.5
キ
ロ
余
り
を
歩
き
ま
す
」。

川
よ
り
も
高
い
位
置
に
農
地
が
あ
る
た
め
、昔

こ
の
地
域
の
人
々
は
大
変
苦
し
い
思
い
を
し

た
そ
う
で
す
。
苦
労
の
末
に
用
水
が
で
き
、水

路
に
は
今
も
き
れ
い
な
水
が
流
れ
、2
0
0
年

を
経
た
現
在
で
も
農
業
用
水
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。「
元
禄
15（
1
7
0
2
）年
に
最

初
の
見
取
り
図
が
で
き
て
か
ら
、完
成
ま
で

垣
や
森
に
な
っ
た
り
、進
む
に
つ
れ
て
変
化
し
、

小
鳥
の
さ
え
ず
り
も
に
ぎ
や
か
で
す
。

　
手
す
り
の
つ
い
た
小
さ
な
橋
が
架
か
っ
て

い
る
と
こ
ろ
は
、薬
師
堂
。
橋
の
向
こ
う
は
き

れ
い
に
草
が
刈
ら
れ
、広
場
の
端
に
小
さ
な
お

堂
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
地
域
の
人

た
ち
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
お
堂
で
す
。
用

水
沿
い
に
は
、地
域
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
お

社
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
」。

　
さ
ら
に
進
む
と
、山
側
か
ら
流
れ
て
く
る
水

路
と
現
在
の
水
路
が
交
差
す
る
下
に
空
石
積

築
堤
が
見
え
ま
す
。
２
０
２
年
前
に
で
き
た

1
0
0
年
以
上
の
歳
月
を
要
し
た
大
工
事
で

し
た
。
重
機
も
ポ
ン
プ
も
な
い
時
代
に
、高
低

差
だ
け
を
使
っ
て
、こ
ん
な
に
長
距
離
の
水
路

を
よ
く
造
れ
た
も
の
だ
と
、昔
の
人
た
ち
の
能

力
や
努
力
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。
現
在

も
必
要
な
用
水
で
す
か
ら
整
備
は
続
け
ら
れ

て
お
り
、立
梅
用
水
に
沿
っ
て
整
備
用
の
道
が

造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
道
は
あ
ま
り
起
伏

が
な
い
の
で
歩
き
や
す
い
で
す
よ
」の
言
葉
通

り
、舗
装
さ
れ
た
木
陰
の
多
い
快
適
な
道
が
続

き
ま
す
。

　
起
伏
に
沿
っ
て
連
な
る
大
小
い
く
つ
も
の

カ
ー
ブ
を
超
え
て
行
く
と
、右
側
の
景
色
は
、

木
立
が
切
れ
て
田
園
風
景
が
広
が
っ
た
り
、石

立
梅
用
水
の
旧
水
路

跡
で
、町
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
と

の
こ
と
。
の
ぞ
き
込

む
と
、側
面
に
も
下
側

に
も
、
び
っ
し
り
と

自
然
石
が
積
ま
れ
、

先
人
た
ち
の
苦
労
が

し
の
ば
れ
ま
す
。

　
赤
茶
色
の
手
す
り
が
付
い
た「
大
谷
ゲ
ー

ト
」の
手
前
に
分
か
れ
道
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

ま
ま
水
路
沿
い
に
ず
っ
と
進
ん
で
行
く
こ
と

も
で
き
ま
す
が
、今
回
は
、右
に
行
く
坂
道
を

下
り
ま
す
。
少
し
下
る
と
、坂
道
は
朝
柄
川
を

越
え
て
田
園
風
景
の
中
に
入
っ
て
行
き
ま
す
。

人
家
の
あ
る
場
所
に
進
む
と
、和
歌
山
別
街
道

に
合
流
し
ま
す
の
で
、そ
の
ま
ま
右（
東
方
向
）

へ
進
み
ま
す
。

　
和
歌
山
街
道・和
歌
山
別
街
道
は
、江
戸
時

代
に
紀
州
和
歌
山
藩
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た

道
で
、和
歌
山
に
あ
る
本
城
と
飛
び
地
で
あ
る

か
る
橋
の
向
こ
う
に
見
え
る
の
は
八
柱
神
社

（
五
箇
谷
神
）。
そ
の
後
ろ
側
は
桜
の
名
所
と

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
時
間
が
あ
れ
ば
国

道
を
渡
っ
て
、昌
慶
寺
や
八
柱
神
社
に
寄
っ
て

み
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
ま
ま
行
く
と
や
が
て
温
故
橋
が
見
え
、

そ
の
手
前
に
石
の
道
標
が
あ
り
ま
す
。
橋
の

反
対
側
、右
手
に
上
が
っ
て
い
く
道
が「
ゆ
と

松
坂
を
つ
な
ぐ
の
が
和
歌
山
街
道
、本
城
と
や

は
り
飛
び
地
で
あ
る
田
丸
を
結
ぶ
の
が
和
歌

山
別
街
道
で
す
。
街
道
沿
い
は
民
家
が
並
び
、

民
家
が
途
切
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
山
に
向

か
っ
て
広
が
る
田
園
の
中
を
朝
柄
川
が
横
切

る
風
景
が
見
え
ま
す
。

　
旧
街
道
な
ら
で
は
の
う
ね
り
を
見
せ
る
道

に
沿
っ
て
歩
い
て
い
く
と
、こ
の
道
と
並
行
す

る
国
道
3
6
8
号
を
つ
な
ぐ
道
の
向
こ
う
に
、

昌
慶
寺
が
見
え
ま
す
。
文
明
年
間（
1
4
6
9

〜
1
4
8
７
）に
創
建
さ
れ
た
曹
洞
宗
の
寺
院

で
、桃
山
時
代
の「
雲
版
」（
多
気
町
指
定
文
化

財
）が
納
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
さ
ら
に

進
む
と
道
は
再
び
朝
柄
川
と
交
差
し
、川
に
架

り
の
丘
」の
入
り
口
で
す
。

　
坂
道
を
上
が
り
、五
箇
篠
山
城
跡
の
階
段
を

上
り
ま
す
。
こ
こ
は
、鎌
倉
時
代
に
築
か
れ
た

北
畠
氏
家
臣・野
呂
氏
の
居
城
跡
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
標
高
1
4
0
メ
ー
ト
ル
の
頂
上
ま
で

上
り
、眼
下
の
山
や
里
を
見
渡
し
ま
し
ょ
う
。

中
世
の
武
士
の
気
分
で
朝
柄
一
帯
を
眺
め
た

ら
、階
段
を
降
り
、ゴ
ー
ル
で
す
。こ
の
辺
り
は
、

初
夏
に
は
さ
さ
ゆ
り
が
咲
き
乱
れ
る
と
の
こ

と
。
桜
の
木
も
多
く
、用
水
沿
い
に
は
梅
や
ア

ジ
サ
イ
な
ど
も
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、四

季
折
々
に
花
々
が
楽
し
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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立
梅
用
水
沿
い
の
小
道
か
ら
和
歌
山
別
街
道
へ

　
ス
タ
ー
ト
は
見
晴
ら
し
の
良
い「
ゆ
と
り
の

丘
」。こ
こ
か
ら
立
梅
用
水
添
い
の
小
道
を
た

ど
り
、和
歌
山
別
街
道
を
歩
い
て
五
箇
篠
山

城
跡
へ
上
り
ま
す
。立
梅
用
水
は
、江
戸
時
代

後
期
に
造
ら
れ
た
農
業
用
の
水
路
。
こ
れ
に

沿
っ
て
細
い
道
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。朝
柄

の
ま
ち
の
中
を
通
る
和
歌
山
別
街
道
は
、紀

州
藩
の
本
城
と
田
丸
城
を
結
び
、伊
勢
参
宮

の
道
と
し
て
多
く
の
旅
人
が
通
っ
た
道
で
す
。

そ
し
て
、五
箇
篠
山
城
跡
は
中
世
の
山
城
。

江
戸
後
期
か
ら
中
世
へ
、歴
史
を
さ
か
の
ぼ

る
よ
う
に
歩
き
、ま
た「
ゆ
と
り
の
丘
」に
戻

り
ま
す
。

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。

約130m 約1.3km 約250m

約250m約1km約400m約250m
すぐ 約800m

問
　
「
立
梅
用
水
土
地
改
良
区
」
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「ゆとりの丘」 「ささゆり苑」横の出入り口 薬師堂

「大谷ゲート」和歌山別街道八柱神社道標五箇篠山城跡

16

広
大
な
公
園
か
ら

立
梅
用
水
は
先
人
の
努
力
の

た
ま
も
の

薬
師
堂
と
空
石
積
築
堤

和
歌
山
別
街
道
へ

多
気
郡
多
気
町

朝
柄
付
近

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

た
ち
ば
い

ご

か
さ
さ
や
ま

う
ん
ぱ
ん

至
R
42

至
飯
南

至R166至R166

　
今
回
、案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、立
梅
用
水
土
地

改
良
区
事
務
局
長
の
稲
葉 

基
文（
も
と
ふ
み
）さ
ん
。 

苦
難
を
乗
り
越
え
て
用
水
を
造
っ
た
先
人
た
ち
の
心

に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

多気町立勢和図書館

「ゆとりの丘」には広々とした芝生や遊具が

高齢者福祉施設「ささゆり苑」

フェンスの扉を開けて出入りを

「大谷ゲート」

和歌山別街道

八柱神社

温故橋のそばの道標

五箇篠山城跡に上がる階段と石碑

城跡の上から「ゆとりの丘」を見渡す

用水には今もきれいな水が流れる

薬師堂

空石積築堤は昔の水路跡

か
ら
い
し
づ
み
ち
く
て
い

空石積築堤

多気町立
勢和図書館

道標

五箇篠山城跡
八柱神社

芝生広場

「ささゆり苑」
横の出入り口

和歌
山別
街道

「ささゆり苑」

空
石
積
築
堤

薬
師
堂

「大谷ゲート」

「ゆとりの丘」

立梅
用水

朝柄川

櫛田川

温故橋

多気町立
勢和小学校

昌慶寺

立梅用水

368

368

704

429



ど
が
入
る
の
を
防
ぐ
た
め
柵
を
取
り
付
け
ま

し
た
」と
稲
葉 

基
文
さ
ん
。
出
入
り
し
た
後
は
、

忘
れ
ず
に
扉
を
閉
め
ま
し
ょ
う
。

　
扉
の
外
に
は
、水
路
と
そ
れ
に
沿
っ
た
小
道

が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
右
へ
、水
の
流

れ
に
沿
っ
て
上
流
方
向
に
進
み
ま
す
。
進
行

方
向
に
向
か
っ
て
左
側
は
水
路
沿
い
に
め
ぐ

ら
さ
れ
た
フ
ェ
ン
ス
の
向
こ
う
に
森
が
続
い

て
お
り
、右
側
は「
ゆ
と
り
の
丘
」で
す
。

　
「
立
梅
用
水
は
文
政
６（
1
8
2
3
）年
に
完

　
ス
タ
ー
ト
地
点
の「
ゆ
と
り
の
丘
」は
、広
大

な
芝
生
広
場
や
、多
気
町
立
勢
和
図
書
館
な
ど

が
あ
る
地
域
の
交
流
拠
点
で
す
。
芝
生
エ
リ

ア
に
は
遊
具
も
設
置
さ
れ
、最
後
に
訪
れ
る
五

箇
篠
山
城
跡
も
こ
の
公
園
の
一
部
。
見
晴
ら

し
が
よ
く
、手
入
れ
の
行
き
届
い
た
心
地
よ
い

場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、こ
こ
が
出

発
点
。
こ
の
中
央
を
通
る
道
の
一
番
奥
、高
齢

者
福
祉
施
設「
さ
さ
ゆ
り
苑
」横
の
金
属
製
の

フ
ェ
ン
ス
に
続
く
出
入
り
口
を
通
り
ま
す
。

「
こ
こ
は
、出
入
り
は
自
由
な
の
で
す
が
、鹿
な

成
し
た
農
業
用
水
路
で
す
。
櫛
田
川
を
せ
き

止
め
て
水
を
引
き
、山
と
平
地
の
間
を
流
れ
て

い
ま
す
。
飯
南
町
桜
橋
下
流
の
堰
か
ら
最
終

地
点
の
多
気
町
丹
生
ま
で
、そ
の
全
長
は
28
キ

ロ
に
も
及
び
ま
す
。 

今
回
の
コ
ー
ス
の
前
半

は
、そ
の
一
部
の
1.5
キ
ロ
余
り
を
歩
き
ま
す
」。

川
よ
り
も
高
い
位
置
に
農
地
が
あ
る
た
め
、昔

こ
の
地
域
の
人
々
は
大
変
苦
し
い
思
い
を
し

た
そ
う
で
す
。
苦
労
の
末
に
用
水
が
で
き
、水

路
に
は
今
も
き
れ
い
な
水
が
流
れ
、2
0
0
年

を
経
た
現
在
で
も
農
業
用
水
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。「
元
禄
15（
1
7
0
2
）年
に
最

初
の
見
取
り
図
が
で
き
て
か
ら
、完
成
ま
で

垣
や
森
に
な
っ
た
り
、進
む
に
つ
れ
て
変
化
し
、

小
鳥
の
さ
え
ず
り
も
に
ぎ
や
か
で
す
。

　
手
す
り
の
つ
い
た
小
さ
な
橋
が
架
か
っ
て

い
る
と
こ
ろ
は
、薬
師
堂
。
橋
の
向
こ
う
は
き

れ
い
に
草
が
刈
ら
れ
、広
場
の
端
に
小
さ
な
お

堂
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
地
域
の
人

た
ち
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
お
堂
で
す
。
用

水
沿
い
に
は
、地
域
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
お

社
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
」。

　
さ
ら
に
進
む
と
、山
側
か
ら
流
れ
て
く
る
水

路
と
現
在
の
水
路
が
交
差
す
る
下
に
空
石
積

築
堤
が
見
え
ま
す
。
２
０
２
年
前
に
で
き
た

1
0
0
年
以
上
の
歳
月
を
要
し
た
大
工
事
で

し
た
。
重
機
も
ポ
ン
プ
も
な
い
時
代
に
、高
低

差
だ
け
を
使
っ
て
、こ
ん
な
に
長
距
離
の
水
路

を
よ
く
造
れ
た
も
の
だ
と
、昔
の
人
た
ち
の
能

力
や
努
力
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。
現
在

も
必
要
な
用
水
で
す
か
ら
整
備
は
続
け
ら
れ

て
お
り
、立
梅
用
水
に
沿
っ
て
整
備
用
の
道
が

造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
道
は
あ
ま
り
起
伏

が
な
い
の
で
歩
き
や
す
い
で
す
よ
」の
言
葉
通

り
、舗
装
さ
れ
た
木
陰
の
多
い
快
適
な
道
が
続

き
ま
す
。

　
起
伏
に
沿
っ
て
連
な
る
大
小
い
く
つ
も
の

カ
ー
ブ
を
超
え
て
行
く
と
、右
側
の
景
色
は
、

木
立
が
切
れ
て
田
園
風
景
が
広
が
っ
た
り
、石

立
梅
用
水
の
旧
水
路

跡
で
、町
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
と

の
こ
と
。
の
ぞ
き
込

む
と
、側
面
に
も
下
側

に
も
、
び
っ
し
り
と

自
然
石
が
積
ま
れ
、

先
人
た
ち
の
苦
労
が

し
の
ば
れ
ま
す
。

　
赤
茶
色
の
手
す
り
が
付
い
た「
大
谷
ゲ
ー

ト
」の
手
前
に
分
か
れ
道
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

ま
ま
水
路
沿
い
に
ず
っ
と
進
ん
で
行
く
こ
と

も
で
き
ま
す
が
、今
回
は
、右
に
行
く
坂
道
を

下
り
ま
す
。
少
し
下
る
と
、坂
道
は
朝
柄
川
を

越
え
て
田
園
風
景
の
中
に
入
っ
て
行
き
ま
す
。

人
家
の
あ
る
場
所
に
進
む
と
、和
歌
山
別
街
道

に
合
流
し
ま
す
の
で
、そ
の
ま
ま
右（
東
方
向
）

へ
進
み
ま
す
。

　
和
歌
山
街
道・和
歌
山
別
街
道
は
、江
戸
時

代
に
紀
州
和
歌
山
藩
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た

道
で
、和
歌
山
に
あ
る
本
城
と
飛
び
地
で
あ
る

か
る
橋
の
向
こ
う
に
見
え
る
の
は
八
柱
神
社

（
五
箇
谷
神
）。
そ
の
後
ろ
側
は
桜
の
名
所
と

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
時
間
が
あ
れ
ば
国

道
を
渡
っ
て
、昌
慶
寺
や
八
柱
神
社
に
寄
っ
て

み
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
ま
ま
行
く
と
や
が
て
温
故
橋
が
見
え
、

そ
の
手
前
に
石
の
道
標
が
あ
り
ま
す
。
橋
の

反
対
側
、右
手
に
上
が
っ
て
い
く
道
が「
ゆ
と

松
坂
を
つ
な
ぐ
の
が
和
歌
山
街
道
、本
城
と
や

は
り
飛
び
地
で
あ
る
田
丸
を
結
ぶ
の
が
和
歌

山
別
街
道
で
す
。
街
道
沿
い
は
民
家
が
並
び
、

民
家
が
途
切
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
山
に
向

か
っ
て
広
が
る
田
園
の
中
を
朝
柄
川
が
横
切

る
風
景
が
見
え
ま
す
。

　
旧
街
道
な
ら
で
は
の
う
ね
り
を
見
せ
る
道

に
沿
っ
て
歩
い
て
い
く
と
、こ
の
道
と
並
行
す

る
国
道
3
6
8
号
を
つ
な
ぐ
道
の
向
こ
う
に
、

昌
慶
寺
が
見
え
ま
す
。
文
明
年
間（
1
4
6
9

〜
1
4
8
７
）に
創
建
さ
れ
た
曹
洞
宗
の
寺
院

で
、桃
山
時
代
の「
雲
版
」（
多
気
町
指
定
文
化

財
）が
納
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
さ
ら
に

進
む
と
道
は
再
び
朝
柄
川
と
交
差
し
、川
に
架

り
の
丘
」の
入
り
口
で
す
。

　
坂
道
を
上
が
り
、五
箇
篠
山
城
跡
の
階
段
を

上
り
ま
す
。
こ
こ
は
、鎌
倉
時
代
に
築
か
れ
た

北
畠
氏
家
臣・野
呂
氏
の
居
城
跡
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
標
高
1
4
0
メ
ー
ト
ル
の
頂
上
ま
で

上
り
、眼
下
の
山
や
里
を
見
渡
し
ま
し
ょ
う
。

中
世
の
武
士
の
気
分
で
朝
柄
一
帯
を
眺
め
た

ら
、階
段
を
降
り
、ゴ
ー
ル
で
す
。こ
の
辺
り
は
、

初
夏
に
は
さ
さ
ゆ
り
が
咲
き
乱
れ
る
と
の
こ

と
。
桜
の
木
も
多
く
、用
水
沿
い
に
は
梅
や
ア

ジ
サ
イ
な
ど
も
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、四

季
折
々
に
花
々
が
楽
し
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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立
梅
用
水
沿
い
の
小
道
か
ら
和
歌
山
別
街
道
へ

　
ス
タ
ー
ト
は
見
晴
ら
し
の
良
い「
ゆ
と
り
の

丘
」。こ
こ
か
ら
立
梅
用
水
添
い
の
小
道
を
た

ど
り
、和
歌
山
別
街
道
を
歩
い
て
五
箇
篠
山

城
跡
へ
上
り
ま
す
。立
梅
用
水
は
、江
戸
時
代

後
期
に
造
ら
れ
た
農
業
用
の
水
路
。
こ
れ
に

沿
っ
て
細
い
道
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。朝
柄

の
ま
ち
の
中
を
通
る
和
歌
山
別
街
道
は
、紀

州
藩
の
本
城
と
田
丸
城
を
結
び
、伊
勢
参
宮

の
道
と
し
て
多
く
の
旅
人
が
通
っ
た
道
で
す
。

そ
し
て
、五
箇
篠
山
城
跡
は
中
世
の
山
城
。

江
戸
後
期
か
ら
中
世
へ
、歴
史
を
さ
か
の
ぼ

る
よ
う
に
歩
き
、ま
た「
ゆ
と
り
の
丘
」に
戻

り
ま
す
。

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。

約130m 約1.3km 約250m

約250m約1km約400m約250m
すぐ 約800m

問
　
「
立
梅
用
水
土
地
改
良
区
」
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Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

４
９ ‒ 

４
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「ゆとりの丘」 「ささゆり苑」横の出入り口 薬師堂

「大谷ゲート」和歌山別街道八柱神社道標五箇篠山城跡

16

広
大
な
公
園
か
ら

立
梅
用
水
は
先
人
の
努
力
の

た
ま
も
の

薬
師
堂
と
空
石
積
築
堤

和
歌
山
別
街
道
へ

多
気
郡
多
気
町

朝
柄
付
近

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

た
ち
ば
い

ご

か
さ
さ
や
ま

う
ん
ぱ
ん

至
R
42

至
飯
南

至R166至R166

　
今
回
、案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、立
梅
用
水
土
地

改
良
区
事
務
局
長
の
稲
葉 

基
文（
も
と
ふ
み
）さ
ん
。 

苦
難
を
乗
り
越
え
て
用
水
を
造
っ
た
先
人
た
ち
の
心

に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

多気町立勢和図書館

「ゆとりの丘」には広々とした芝生や遊具が

高齢者福祉施設「ささゆり苑」

フェンスの扉を開けて出入りを

「大谷ゲート」

和歌山別街道

八柱神社

温故橋のそばの道標

五箇篠山城跡に上がる階段と石碑

城跡の上から「ゆとりの丘」を見渡す

用水には今もきれいな水が流れる

薬師堂

空石積築堤は昔の水路跡

か
ら
い
し
づ
み
ち
く
て
い

空石積築堤

多気町立
勢和図書館

道標

五箇篠山城跡
八柱神社

芝生広場

「ささゆり苑」
横の出入り口

和歌
山別
街道

「ささゆり苑」

空
石
積
築
堤

薬
師
堂

「大谷ゲート」

「ゆとりの丘」

立梅
用水

朝柄川

櫛田川

温故橋

多気町立
勢和小学校

昌慶寺

立梅用水

368

368

704

429



■特集／三重の地で生まれた逸品を食す 三重の地産地消2025.6

号
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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

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。

　国内では三重、岐阜、愛知の3県にまたがる地域の固有種。落葉性の
亜高木で、高さ3～8（15）m、花は3月下旬～4月上旬、白色または淡紅
色。国内では東海三県の地域固有種。丘陵地の侵食の及んでいない小
谷の底部に生育し、生育地は湧水に涵養（かんよう）された特異な立地に
みられる。東海丘陵要素植物。

■ 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

●いま、グループネット／NPO法人 みんなDeうきうき歌謡団 ●みえを歩こう／多気郡多気町朝柄付近246
シデコブシ

被子植物双子葉類モクレン科

表紙写真 アマゴ「坂本小屋」（津市美杉町）




