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江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
五
街
道
の
ひ
と
つ
、中
山
道
。

69
の
宿
場
を
結
ぶ
こ
の
道
は
、岐
阜
県
を
横
断
し
、

県
内
17
の
宿
場
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
街
道
文
化
を
色
濃
く
育
ん
で
き
た
。

そ
し
て
今
、昔
か
ら
守
っ
て
き
た
文
化
を
未
来
へ
と
繋
ぐ
た
め
に
、

各
宿
場
を
あ
げ
て
、魅
力
の
発
掘
、新
た
な
魅
力
づ
く
り
に
情
熱
を
注
い
で
い
る
。

そ
ん
な
中
、2
0
1
2
年
に
中
山
道
が「
岐
阜
の
宝
も
の
」に
認
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
機
に
、地
域
ご
と
で
活
性
化
に
取
り
組
む
だ
け
で
な
く
、

宿
場
同
士
が
連
携
し
た
街
道
づ
く
り
へ
と
変
化
。

中
山
道
は
、歴
史
文
化
あ
ふ
れ
る
観
光
資
源
と
し
て
、さ
ら
に
輝
い
て
い
く
だ
ろ
う
。

琵琶峠には昔の面影を残す約730メートルも続く石畳がある（大湫宿）



3

　

2
0
0
5
年
に
長
野
県
か
ら
岐

阜
県
へ
と
越
県
合
併
後
、地
元
住
民

が
中
心
と
な
っ
て
宿
場
の
魅
力
を
再

発
見
す
る
「
馬
籠
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
実

行
委
員
会
」を
発
足
さ
せ
、観
光
客
と

住
民
が
共
に
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
を

企
画
。初
夏
に
は「
ホ
タ
ル
ま
つ
り
」、

秋
は
皇
女
和
宮
降
嫁
行
列
を
再
現
し

た
「
馬
籠
宿
場
ま
つ
り
」や
、夜
の
そ

ぞ
ろ
歩
き
を
楽
し
む
「
馬
籠
宿
夜
の

郷
愁
（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
）」、冬
に
は

「
氷
雪
の
灯
祭
り
」な
ど
、季
節
ご
と

に
イ
ベ
ン
ト
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー

ス
を
つ
く
り
、宿
場
町
の

新
た
な
楽
し
み
方
を
発
信

し
て
い
る
。

　

文
豪
・
島
崎
藤
村
の『
夜
明
け
前
』

の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
る
馬
籠
宿
。

山
の
斜
面
に
沿
う
急
な
坂
が
、旅
の

険
し
さ
を
想
像
さ
せ
る
。石
畳
の
街

道
沿
い
を
歩
け
ば
、風
情
あ
る
旅
籠

や
土
産
物
屋
に
歴
史
を
感
じ
、坂
か

ら
見
下
ろ
す
雄
大
な
山
々
の
遠
景
に

も
、ま
た
旅
情
を
感
じ
る
。

永昌寺永昌寺

馬籠脇本陣
史料館
馬籠脇本陣
史料館

高札場高札場
展望台展望台

藤村記念館藤村記念館

馬籠郵便局
ギャラリー
馬籠郵便局
ギャラリー

馬籠観光案内所馬籠観光案内所

至妻籠宿

神坂小・中

馬籠バス停

至落合宿

神坂PA

馬籠宿

是より北
木曽路の碑
是より北
木曽路の碑

中

央自
動車道

●
中
津
川
市馬ま

籠ご

め

宿

問	馬籠観光協会
	 中津川市馬籠4300-1
	 ☎ 0573-69-2336
	 http://www.kiso-magome.com/

交 	JR「中津川駅」から北恵那バス
	 「馬籠」下車すぐ
	 中央自動車道「中津川IC」から車で約30分

Magome

　

江
戸
の
日
本
橋
か
ら
京
都
三
条
大
橋
ま
で
を
結
ぶ
重
要
な

街
道
と
し
て
、
1
6
0
2
年
に
開
設
さ
れ
た
中
山
道
。
道
中
、

旅
人
が
疲
れ
を
癒
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
宿
場
町
は
69
箇
所
を

数
え
、
そ
の
う
ち
の
4
分
の
1
に
あ
た
る
17
の
宿
場
が
岐
阜
県

内
に
あ
る
。
宿
場
町
ご
と
に
息
づ
く
独
自
の
文
化
を
垣
間
見
な

が
ら
、先
人
の
歩
ん
だ
旅
路
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

2
0
1
2
年
度
に
は
県
内
の
中
山
道
1
2
6
・
5
km
と
17
の

宿
場
を
「
中
山
道
ぎ
ふ
17
宿
」
と
し
て
“
岐
阜
の
宝
も
の
”
に

認
定
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、個
々
に
文
化
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
し
て
き
た
宿
場
町
が
互
い
に
刺
激
し
合
い
な
が
ら
、
と
も
に

中
山
道
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
識
が
高
く
な
っ
た
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
学
ん
だ
り
、
お
互
い
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す

る
こ
と
で
、
宿
場
間
の
交
流
を
通
じ
て
「
他
の
地
域
の
文
化
を

知
る
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
実
感
し
た
」「
ま
ち
づ
く
り
を

見
直
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
よ
う
に
。

　

近
年
で
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
人
気
も
高
ま
り
、
各
宿
場
で
も

地
元
住
民
を
中
心
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
育
成
や
文
化

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
特
産
品
の
開
発
な
ど
、
地
域
性
を
生
か
し

た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
3
年
3
月
に
は
、
17
宿
を
つ
な
ぐ
初
の
イ
ベ
ン
ト

「
中
山
道
ぎ
ふ
17
宿
は
じ
め
の
一
歩
ウ
ォ
ー
ク
」
を
開
催
。
そ

の
中
で
、
中
山
道
周
辺
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
見
ど
こ
ろ
を
詳
し

く
記
し
た
『
歩
き
旅
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
を
発
行
し
た
。
こ
の
取

組
成
果
を
さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
、
2
0
1
3
年
10

月
〜
11
月
に
は
、「
中
山
道
ぎ
ふ
17
宿
歩
き
旅
2
0
1
3
」
を

開
催
し
た
。

　
「
点
在
す
る
宿
場
」
が
「
街
道
と
い
う
線
」
で
つ
な
が
っ
た

新
た
な
岐
阜
の
中
山
道
。
観
光
資
源
と
し
て
無
限
の
可
能
性
が

広
が
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
よ
う
に
多
く
の
人
・
モ
ノ
・
情

報
が
集
い
、
魅
力
あ
る
文
化
が
生
ま
れ
る
、
岐
阜
の
大
き
な
宝

と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

左・中央／『歩き旅ガイドブック〜島崎藤村「夜明け前」の地を歩く〜』
右／『歩き旅ガイドブック〜壬申から戦国へ 日本の歴史探訪ウォーク〜』
 2013年秋には、この他10コースのガイドブックも完成。
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十三峠

大湫宿本陣跡
大湫宿脇本陣（保々家）

大湫観音堂

高札場

琵琶峠

八瀬沢の
一里塚

至大井宿

釜戸温泉
中央自

動車道

白狐温泉

屏風山
PA

JR中
央本
線

かまど

至細久手宿

至瑞浪駅

大湫宿

落合事務所落合事務所

おちあいがわ

中央自
動車道

湯舟沢川

落合川

木曽川

善昌寺善昌寺

落合宿
本陣
落合宿
本陣

至馬籠宿

JR中
央本
線

十曲峠十曲峠

落合の石畳落合の石畳

至中津川宿

落合宿

阿木川

JR中央
本線

中央
自動
車道 明知鉄道

えな

大井宿の
町並みと町屋
大井宿の
町並みと町屋

中山道
広重美術館
中山道
広重美術館

中山道
ひし屋資料館
中山道
ひし屋資料館

恵那IC

枡形
至中津川宿大井宿本陣跡大井宿本陣跡

至大湫宿

大井宿

なかつがわ

JR中
央本
線

中津川市
中山道歴史資料館
中津川市
中山道歴史資料館

にぎわい
特産館
にぎわい
特産館

旧庄屋屋敷
（曽我邸）
旧庄屋屋敷
（曽我邸）

うだつの
街並み
うだつの
街並み

中津川
市役所

中央自動車道

中津川IC

木曽川

中津川

高札場高札場

至
落
合
宿

中津川宿
本陣跡
中津川宿
本陣跡

至大井宿

中津川宿

　

海
抜
5
1
0
メ
ー
ト
ル

の
高
地
に
設
け
ら
れ
た
大

湫
宿
は
、東
に
十
三
峠
、西

に
琵
琶
峠
を
控
え
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、当
時
は
大
変

な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

　

文
政
期
の
面
影
を
残
す

脇
本
陣
を
は
じ
め
、ほ
と
ん

ど
の
建
物
が
現
在
も
「
住

ま
い
」と
し
て
現
役
。街
道

沿
い
に
建
つ
４
軒
が
、国
登

録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。民
家
の
軒
先

に
は
、旅
籠
だ
っ
た
当
時

の
屋
号
を
掲
げ
る
粋
な
演

出
も
。さ
ら
に
あ
ち
こ
ち
に

あ
る
板
塀
や
な
ま
こ
壁
、

犬い
ぬ
や
ら
い

矢
来
や
窓
格
子
な
ど
が

往
時
を
偲
ば
せ
る
。

　

2
0
1
1
年
に
は
、大

湫
宿
町
並
み
保
全
事
業
の

一
環
と
し
て
、「
面お
も
だ
か
や

高
家
」の

塀
の
改
修
が
行
わ
れ
た
。

面
高
家
は
、部
屋
の
一
部

を
休
憩
所
と
し
て
開
放
し

て
い
る
旧
家
。地
元
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
協
力
の
も
と
、

宿
場
に
な
じ
む
趣
の
あ
る

雰
囲
気
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
。

OchiaiNakatsugawaOoiOkute

　

旅
籠
が
多
く
、大
勢
の

泊
り
客
で
賑
わ
っ
た
と
い

わ
れ
る
こ
の
宿
場
に
は
、

本
陣
門
や
当
時
の
商
家

な
ど
の
古
い
町
屋
建
築
、

６
ヵ
所
の
枡
形
が
残
っ
て

い
る
。明
治
天
皇
が
宿
泊

し
た
当
時
の
ま
ま
奥
座
敷

を
保
存
し
た
「
明
治
天
皇

行あ
ん
ざ
い
し
ょ

在
所
」は
、地
元
住
民
が

手
入
れ
を
し
、一
般
開
放

し
て
い
る
観
光
拠
点
。住

民
と
観
光
客
の
交
流
の
場

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

街
並
み
・
建
物
を
守
る

だ
け
で
な
く
、街
道
を
色

鮮
や
か
な
の
れ
ん
で
飾
る

「
中
山
道
の
れ
ん
コ
ン
テ
ス

ト
」、老
舗
旅
館
が
発
案
し

た
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク

会
席
な
ど
新
し
い
宿
場
の

魅
力
も
発
信
中
。

　

2
0
1
3
年
秋
に
は
、

皇
女
和
宮
が
降
嫁
の
際
に

通
っ
た
街
道
で
あ
る
縁
か

ら
、御
嶽
宿
名
物
「
み
た

け
華
ず
し
」を
作
る
体
験

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
。「
お
も

て
な
し
」を
合
い
言
葉
に
、

今
後
も
い
ろ
い
ろ
な
企
画

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

奈
良
・
平
安
の
時
代
に

は
東
海
道
が
通
る
交
通
の

要
衝
で
あ
っ
た
中
津
川
は
、

江
戸
時
代
に
中
山
道
の
宿

場
町
と
な
っ
た
後
も
人
と

物
が
集
ま
る
商
人
の
町
と

し
て
賑
わ
い
、現
在
は
老
舗

和
菓
子
屋
や
造
り
酒
屋
な

ど
が
並
ぶ
商
店
街
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。近
年
は
、古

く
に
開
か
れ
て
い
た
「
六

斎
市
」を
2
0
0
年
ぶ
り

に
復
活
さ
せ
、毎
月
第
１
日

曜
に
開
催
。さ
ら
に
商
店

街
の
お
か
み
さ
ん
な
ど
に

よ
る
「
中
山
道
こ
ま
ち
の

会
」も
結
成
さ
れ
、女
性
目

線
で
の
宿
場
づ
く
り
に
取

り
組
む
。

　

京
・
江
戸
の
双
方
か
ら

美
味
が
集
ま
る
中
津
川
宿

は
、美
濃
有
数
の
菓
子
の
町

で
も
あ
る
。駅
前
の
「
に
ぎ

わ
い
特
産
館
」で
は
、皇

女
和
宮
が
江
戸
へ
の
道

中
に
召
し
上
が
っ
た
と

さ
れ
る
和
菓
子
「
和
宮

道
中
御
菓
子
」を
再
現

し
、毎
年
５
月
10
日（
和

宮
誕
生
日
）と
10
月
29

日
（
和
宮
中
津
川
宿
泊

日
）だ
け
数
量
限
定
で

販
売
。市
内
の
料
理
旅

館
で
味
わ
え
る
「
和
宮

姫
御
膳
」と
と
も
に
人

気
を
集
め
て
い
る
。

　

美
濃
国
始
ま
り
の
町
・

落
合
宿
。馬
籠
宿
か
ら
木

立
の
間
を
縫
っ
て
十
曲
峠

へ
と
下
る「
落
合
の
石
畳
」

は
、昔
の
旅
を
満
喫
で
き

る
絶
好
の
ス
ポ
ッ
ト
だ
。

　

落
合
宿
は
過
去
に
二
度

の
大
火
に
見
舞
わ
れ
、多

く
が
類
焼
し
た
が
、火
事

見
舞
い
と
し
て
加
賀
藩
か

ら
寄
贈
さ
れ
た
と
言
わ
れ

る
大
門
を
は
じ
め
、落
合

宿
本
陣
が
往
時
の
姿
を
と

ど
め
て
い
る
。秋
の
中
山

道
落
合
宿
ま
つ
り
で
は
、

普
段
宿
場
町
で
展
示
し

て
い
る
容
積
約
1
0
0
0

リ
ッ
ト
ル
の
「
助
け
合
い

大
釜
」で
作
る
キ
ノ
コ
汁

が
振
る
舞
わ
れ
、お
も
て

な
し
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ

て
い
る
。

　

落
合
の
石
畳
を
は
じ

め
、落
合
宿
本
陣
や
常
夜

燈
、新
茶
屋
の
一
里
塚
が

落
合
宿
の
道
筋
と
と
も

に
、国
史
跡
「
中
山
道
」と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

●
中
津
川
市

●
瑞
浪
市

問	中津川市観光センター
	 （にぎわい特産館）
	 中津川市栄町1-1にぎわいプラザ1階
	 ☎ 0573-62-2277
	 http://n-kanko.jp

交 	JR「中津川駅」から徒歩約30分
	 中央自動車道「中津川IC」から車で
約10分

問	（一社）恵那市観光協会
	 恵那市大井町286-25
	 ☎ 0573-25-4058
	 http://www.kankou-ena.jp/

交 	JR「恵那駅」からすぐ
	 中央自動車道「恵那IC」から
	 車で約5分

問	瑞浪市商工課
瑞浪市上平町1-1

☎ 0572-68-2111
	 http://www.city.mizunami.gifu.jp/sightseeing/

交 	JR「釜戸駅」からタクシーで約10分
中央自動車道「瑞浪IC」から車で約20分

問	中津川市観光センター
	 （にぎわい特産館）
	 中津川市栄町1-1にぎわいプラザ1階
	 ☎ 0573-62-2277
	 http://n-kanko.jp

交 	JR「中津川駅」から徒歩約5分
	 中央自動車道「中津川IC」から車で
約5分

加賀・前田家寄贈と伝わる本陣の大門

上／部屋数19、畳数121、別棟4 という広さを
誇っていた脇本陣。
下／休憩所として開放されている面高家。
中ではおみやげも販売。

老舗旅館「いち川」のマクロビオティック会席

森家の資料などを展示する
脇本陣跡

落合の石畳

明治天皇行在所

名民家の軒先の様子

うだつのある旧庄屋屋敷（曽我邸）

落お
ち

合あ
い

宿

大お
お

湫く
て

宿

大お
お

井い

宿

●
中
津
川
市

●
恵
那
市

中な
か

津つ

川が
わ

宿
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天神辻の地蔵尊
弁財天の池奥之田の一里塚奥之田の一里塚

庚申堂

大黒屋

至大湫宿

至御嶽宿

細久手宿御獄宿＿MAP

ごうど

みたけぐち
みたけ

可児御蒿IC

商家竹屋商家竹屋

中山道
みたけ館
中山道
みたけ館

願興寺願興寺

御嶽宿さんさん広場御嶽宿さんさん広場

御嶽宿わいわい館御嶽宿わいわい館

御嵩町役場
愚溪寺

名鉄広見線
至細久手宿

御嶽宿

東海環状
自動車道

至伏見宿

祐泉寺

太田宿＿MAP

みのおおた

木曽川

旧小松屋旧小松屋

旧太田脇本陣
林家住宅
旧太田脇本陣
林家住宅太田宿

中山道会館
太田宿
中山道会館

至
伏
見
宿

JR太多線

本陣門本陣門

美濃加茂
バイパス

至
鵜
沼
宿

JR高山本線

太田宿

木曽川

東濃実業高

名鉄
広見
線

伏見宿＿MAP

あけち

本陣跡本陣跡中山道
ゆったり伏見宿
中山道

ゆったり伏見宿

一本松公園一本松公園

至
太
田
宿

東海環状
自動車道

可児
御蒿IC

至
御
嶽
宿

伏見宿

　

伏
見
宿
が
置
か
れ
た
の

は
、隣
の
御
嶽
宿
の
約
90

年
後
。木
曽
川
の
太
田
の
渡

し
を
控
え
た
宿
と
し
て
賑

わ
っ
た
。近
く
に
は
川
船
の

発
着
場
「
新
村
湊
」が
あ

り
、物
資
や
年
貢
米
の
運

搬
拠
点
と
し
て
も
利
用
さ

れ
て
い
た
。こ
の
あ
た
り
は

陸
運
と
水
運
が
交
わ
る
結

節
点
と
し
て
発
展
し
た
地

で
も
あ
る
の
だ
。

　

そ
ん
な
伏
見
宿
に

1
8
2
4
年
、珍
獣
「
駱ら
く

駝だ

」が
や
っ
て
き
た
。幕
府

献
上
品
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ

商
人
に
よ
って
輸
入
さ
れ
た

が
、幕
府
側
の
辞
退
に
よ
り

興
行
師
の
手
に
渡
り
、各

地
を
回
っ
て
い
た
駱
駝
が
、

伏
見
宿
に
３
日
間
ほ
ど
滞

在
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ

て
お
り
、伏
見
宿
の
シ
ン
ボ

ル
的
存
在
に
な
って
い
る
。

　

本
陣
が
置
か
れ
て
い
た

岡
田
家
や
旅
籠
な
ど
は

残
っ
て
い
な
い
が
、旧
街

道
沿
い
は
樹
齢
2
0
0
年

以
上
の
松
が
シ
ン
ボ
ル
の

「
一
本
松
公
園
」を
中
心

に
、当
時
の
道
幅
の
ま
ま

家
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。

　

東
の
大
湫
宿
、西
の
御

嶽
宿
の
間
が
４
里
半
と
長

く
、両
宿
の
人
馬
が
難
渋

し
た
た
め
、仮
宿
と
し
て

設
け
ら
れ
た
の
が
は
じ
ま

り
の
細
久
手
宿
。街
道
沿

い
に
は
、当
時
の
旅
籠
が

一
軒
残
っ
て
い
る
。国
登

録
有
形
文
化
財「
大
黒
屋
」

だ
。今
も
現
役
の
料
理
旅

館
を
営
み
な
が
ら
、１
階

を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
一

般
開
放
し
、当
時
の
暮
ら

し
を
伝
え
て
い
る
。ま
た
、

旅
人
が
道
中
の
安
全
を
祈

願
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る

三
尊
石
窟
や
、春
に
は
カ

キ
ツ
バ
タ
が
咲
き
誇
る
弁

財
天
の
池
も
見
ど
こ
ろ
。

　

2
0
1
0
年
に
「
中
山

道
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

会
」が
発
足
し
て
か
ら
は
、

こ
こ
を
訪
れ
る
人
も
年
々

増
加
。毎
年
秋
に
は
、細
久

手
宿
と
御
嶽
宿
の
間
を
歩

く
「
中
山
道
往う
ぉ
ー
く来
」と
い

う
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ
れ
て

い
る
。あ
り
の
ま
ま
の
宿

場
の
姿
と
そ
の
風
情
を
感

じ
な
が
ら
、旅
人
気
分
に

浸
り
た
い
場
所
だ
。

　

1
6
0
2
年
、徳
川
家

康
が
中
山
道
の
宿
場
と
し

て
初
め
て
「
伝
馬
掟
朱
印

状
」を
下
付
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
御
嶽
宿
。街
道

沿
い
に
は
本
陣
跡
の
野
呂

家
や
そ
の
分
家
で
あ
る
商

家
竹
屋
な
ど
、往
時
の
繁

栄
ぶ
り
を
伝
え
る
建
物
が

残
る
。

　

現
在
は
地
域
住
民
を
中

心
に
宿
場
の
保
存
や
ま
ち

づ
く
り
が
進
む
。
宿
場
内

の
観
光
交
流
施
設
で
は
定

期
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

や
、「
み
た
け
華
ず
し
」「
元

祖
み
た
け
と
ん
ち
ゃ
ん
」

な
ど
、
特
産
品
開
発
も
活

発
。2
0
1
2
年
に
は「
み

た
け
華
ず
し
の
会
」
が
、

産
業
観
光
ま
ち
づ
く
り
大

賞
特
別
賞
を
受
賞
し
た
。

　

中
山
道
三
大
難
所
と
し

て
知
ら
れ
る
太
田
の
渡
し

を
有
し
、交
通
の
要
所
と
し

て
栄
え
た
太
田
宿
。旅
籠

の
旧
小
松
屋
や
趣
の
あ
る

酒
蔵
、脇
本
陣
林
家
な
ど
、

街
道
沿
い
に
は
当
時
を
偲

ば
せ
る
建
築
物
が
並
ぶ
。ま

た
、槍
ヶ
岳
の
開
祖
・
播
隆

上
人
の
墓
や
風
刺
漫
画
の

創
始
者
・
岡
本
一
平
が
晩

年
を
過
ご
し
た
「
糸
遊
庵
」

の
復
元
な
ど
、多
彩
な
分
野

の
偉
人
・
文
化
人
の
足
跡

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
太
田
宿
中
山
道
会
館
」

は
、市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

運
営
す
る
観
光
拠
点
。さ

ま
ざ
ま
な
イ
ベン
ト
、楽
し
い

展
示
な
ど
の
ほ
か
、館
内

の
食
事
処
で
は
、地
元
の

食
材
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

が
味
わ
え
る
。

　

市
民
主
導
型
イ
ベ
ン
ト

「
お
ん
祭M

IN
OKAM

O

（
春
秋
の
２
回
）」、町
と

ア
ー
ト
の
コ
ラ
ボ
イ
ベ
ン
ト

「
き
そ
が
わ
日
和
（
不
定

期
）」な
ど
も
行

わ
れ
、地
域
や
世

代
を
越
え
た
新

た
な
交
流
を
育

ん
で
い
る
。

●
御
嵩
町

問	太田宿中山道会館
	 美濃加茂市太田本町3-3-31
	 ☎ 0574-23-2200
	 http://kaikan.ootajuku.net/

交 	JR「美濃太田駅」から徒歩約20分	
	 東海環状自動車道「美濃加茂IC」
から車で約5分

問	御嵩町まちづくり課
	 御嵩町御嵩1239番地1
	 ☎ 0574-67-2111
	 http://www.town.mitake.gifu.jp/index.cfm

交 	名鉄広見線「御嵩駅」から徒歩約10分	
	 東海環状自動車道「可児御嵩IC」から車
で約5分

HosokuteMitakeFushimiOta

問	御嵩町まちづくり課
	 御嵩町御嵩1239番地1
	 ☎ 0574-67-2111
	 http://www.town.mitake.gifu.jp/index.cfm
交 	名鉄広見線「御嵩駅」からすぐ
	 東海環状自動車道「可児御嵩IC」から車で約10分

問	瑞浪市商工課
瑞浪市上平町1-1

	 ☎ 0572-68-2111
	 http://www.city.mizunami.gifu.jp/sightseeing/

交 	JR「釜戸駅」からタクシーで約10分
中央自動車道「瑞浪IC」から車で約20分

秋葉坂の三尊石窟

一本松公園

安政6（1859）年に建てられた「尾州家
定本陣大黒屋」。今も当時の建物のまま、
料理旅館として営んでいる

明治10（1877）年建築の「商家竹屋」
（町指定重要文化財）

みたけ華ずし

さんさん広場

おん祭MINOKAMO	秋の陣

旧太田脇本陣林家住宅（国重要文化財）

太お
お

田た

宿

御み

嶽た
け

宿

伏ふ
し

見み

宿

●
美
濃
加
茂
市

●
御
嵩
町

●
瑞
浪
市

細ほ
そ

久く

て手
宿
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美江寺宿＿MAP

瑞穂市役所
巣南庁舎

美江神社

本陣跡本陣跡千手観音堂千手観音堂

よこや

みえじ

じゅう
くじょう

揖
斐
川

犀
川

JR
東海
道本
線

樽見
鉄道
線

小簾紅園小簾紅園

至
赤
坂
宿

道標

瑞穂市役所
穂積庁舎

本
巣
縦
貫
道

岐大
バイ
パス

至
河
渡
宿

ほづみ

 美江寺宿

鵜沼宿＿MAP

うぬま
はば

うぬまじゅく

しんうぬま

高札場高札場

鵜沼宿脇本陣跡鵜沼宿脇本陣跡

古民家4棟古民家4棟

木曽川

名鉄各務原線

JR高山本線

坂況バイパス

至加納宿

宇留摩庵宇留摩庵
鵜沼宿町屋館鵜沼宿町屋館

至
太
田
宿

鵜沼宿

加納宿＿MAP

加納城跡加納城跡

加納城
大手門跡
加納城
大手門跡

ぎふ

かのう

加納天満宮加納天満宮

旧加納町役場
加納宿本陣跡加納宿本陣跡

脇本陣跡脇本陣跡

JR東海道本線

至河渡宿

ちゃじょ

至
鵜
沼
宿

めいてつぎふ

加納宿

河渡宿＿MAP

小紅の渡し小紅の渡し

馬頭観音馬頭観音

一里塚跡一里塚跡

長良川

岐
阜
環
状
線

ほづみ

にしぎふ

JR東海道
本線

おべに

至美江寺宿至美江寺宿

本
巣
縦
貫
道
路

至
加
納
宿

河渡宿

　

濃
尾
大
震
災
や
近
代
の

都
市
開
発
に
よ
っ
て
歴
史

的
景
観
が
損
な
わ
れ
つ
つ

あ
っ
た
が
、2
0
0
6
年
か

ら
建
築
物
の
復
元
や
文
化

遺
産
の
保
全
な
ど
鵜
沼
宿

再
生
事
業
が
ス
タ
ー
ト
。宿

場
の
中
心
に
位
置
す
る
旧

武
藤
家
は
、か
つ
て
の
暮
ら

し
を
体
感
で
き
る
「
中
山

道
鵜
沼
宿
町
屋
館
」と
し
て

整
備
し
、一
般
公
開
さ
れ
て

い
る
。脇
本
陣
も
、現
存
す

る
資
料
を
も
と
に
忠
実
に

復
元
さ
れ
、無
料
で
見
学
が

可
能
だ
。

　

町
の
整
備
と
と
も
に
、

「
中
山
道
鵜
沼
宿
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会
」も
結

成
。観
光
案
内
や
イ
ベン
ト

参
加
な
ど
、積
極
的
に
活

動
し
て
い
る
。さ
ら
に
宿
場

で
は
、脇
本
陣
や
町
屋
館

を
一
般
イ
ベン
ト
に
貸
し
出

し
た
り
、町
屋
館
に
隣
接

す
る
建
物
を
お
し
ゃ
れ
な

飲
食
店
と
し
て
リ
フ
ォ
ー
ム

す
る
な
ど
新
し
い
ま
ち
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

長
良
川
右
岸
堤
下
に

あ
っ
た
河
渡
宿
は
、増
水
で

「
河
渡
の
渡
し
」が
休
航

し
、足
止
め
と
な
っ
た
旅
人

の
休
息
の
場
と
し
て
愛
さ

れ
た
と
い
う
。町
も
た
び

た
び
水
害
に
見
舞
わ
れ
、

参
勤
交
代
の
荷
駄
役
人
が

銭
1
0
0
文
ず
つ
出
し

合
っ
て
建
て
た
馬
頭
観
音

は
何
度
も
水
に
流
さ
れ
た

と
言
わ
れ
る
。

　

戦
争
に
よ
り
町
の
ほ
と

ん
ど
が
焼
け
、残
っ
た
の
は

半
焼
の
３
軒
の
み
。本
陣
や

渡
し
跡
な
ど
も
残
って
い
な

い
。年
々
消
え
つ
つ
あ
る
文

化
を
継
承
す
る
た
め
、「
中

山
道
河
渡
宿
の
会
」を
結

成
し
、毎
年
秋
に
祭
り
を

開
催
。神
輿
や
、旅
籠
仲
居

の
踊
り
な
ど
全
20
種
に
も

及
ぶ
江
戸
時
代
初
期
の
民

衆
行
列
が
、寸
劇
を
交
え
て

町
を
練
り
歩
く
。こ
う
し
た

新
し
い
取
組
が
川
と
と
も
に

生
き
て
き
た
宿
場
の
歴
史

を
繋
い
で
い
く
。

UnumaKanoGodoMieji

問	各務原市歴史民俗資料館
	 （中山道鵜沼宿町屋館）
	 各務原市鵜沼西町1-116-3		☎ 058-379-5055
	 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/4033

交 	名鉄「鵜沼宿駅」から徒歩約15分
	 JR「鵜沼駅」から徒歩で約20分
	 東海北陸自動車道「各務原IC」から
	 車で約15分

　

江
戸
時
代
、美
濃
国
の

最
も
重
要
な
場
所
と
し

て
、徳
川
家
康
自
ら
が
築

城
を
指
揮
し
、愛
娘
・
亀

姫
を
嫁
が
せ
た
と
伝
わ
る

加
納
城
。そ
の
城
下
町
に
つ

く
ら
れ
た
加
納
宿
は
、中

山
道
は
も
ち
ろ
ん
、名
古

屋
を
通
る
熱
田
道
に
繋
が

る
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。

　

天
災
や
戦
災
に
加
え
、

江
戸
時
代
に
は
大
火
に
見

舞
わ
れ
、当
時
の
建
物
は

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

が
、加
納
天
満
宮
を
は
じ

め
、市
の
重
要
文
化
財
を

所
蔵
す
る
寺
社
も
あ
り
、

歴
史
散
策
に
最
適
だ
。宿

場
の
散
策
に
は
、中
山
道

加
納
宿
文
化
保
存
会
が
制

作
し
た
散
策
マッ
プ
が
お
す

す
め
。事
前
に
予
約
す
れ

ば
ガ
イ
ド
も
可
能
だ
。

　

同
会
は
、月
１
回
の
情

報
交
換
や
、機
関
誌
の
発

行
も
行
っ
て
い
る
。こ
う

し
た
住
民
の
活
動
に
よ

り
、地
域
の
歴
史
・
文
化

が
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い

く
の
だ
。

　

豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
問

屋
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
発
展
し
て

い
っ
た
美
江
寺
宿
。本
陣
１

軒
と
十
数
件
の
旅
籠
か
ら

成
る
小
さ
な
宿
場
で
あ
っ

た
が
、今
も
格
子
窓
を
持

つ
古
い
家
や
道
標
な
ど
が

残
り
、宿
場
の
面
影
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。街
道

沿
い
に
は
「
枡
形
」と
呼
ば

れ
る
宿
場
独
特
の
道
が
今

も
当
時
と
ほ
ぼ
同
じ
形
で

残
って
い
る
。ク
ラ
ン
ク
状
に

曲
が
っ
た
こ
の
道
は
、見
通

し
を
悪
く
し
、攻
め
に
く
く

す
る
た
め
の
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

毎
年
５
月
に
開
催
さ
れ

る
「
美
江
寺
宿
場
ま
つ
り
」

で
は
、宿
場
に
ち
な
ん
だ

催
し
が
行
わ
れ
、賑
わ
い
を

見
せ
て
い
る
。ま
た
、街
道

沿
い
に
は
皇
女
和
宮
が
降

嫁
の
際
に
揖
斐
川
「
呂
久

の
渡
し
」で
和
歌
を
詠
ん

だ
こ
と
を
記
念
し
て
小お

ず廉

紅こ
う
え
ん園
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

瑞
穂
市
で
は
、宿
場
や

中
山
道
を
示
す
看
板
を
設

置
し
た
り
、高
札
場
を
再

現
し
た
り
と
、歴
史
資
産

を
活
か
し
た
景
観
づ
く
り

に
も
意
欲
を
見
せ
て
い
る
。

問	瑞穂市生涯学習課
瑞穂市宮田300-2

☎058-327-2117
http://www.city.mizuho.lg.jp/
交 	樽見鉄道
	 「美江寺駅」から徒歩約10分
	 名神高速道路
	 「大垣IC」から車で約30分

水路の整備や電線の地中化を行い、生活道としても利用しやすい界隈では昔から和傘づくりが盛ん

「中山道鵜沼宿町屋館」の弓形曲面天井

美江寺宿場まつり

加納天満宮

馬頭観音前にある
手作りの常夜灯

河渡より上流にある「小紅の渡し」は、
県道の一部として現在も運行

往時の面影を今に伝える
街道沿いの造り酒屋

鵜う

沼ぬ
ま

宿

●
各
務
原
市

加か

納の
う

宿

●
岐
阜
市

問	岐阜市観光コンベンション課
	 岐阜市神田町1-11
	 ☎ 058-265-4141
	 http://www.city.gifu.lg.jp/
交 	JR「岐阜駅」から徒歩約3分
	 東海北陸自動車道「岐阜各務
	 原IC」から車で約15分

河ご
う

渡ど

宿

●
岐
阜
市

問	岐阜市観光コンベンション課
	 岐阜市神田町1-11
	 ☎ 058-265-4141
	 http://www.city.gifu.lg.jp/
交 	JR「穂積駅」から徒歩約30分
	 名神高速道路「岐阜羽島IC」
	 から車で約20分

●
瑞
穂
市

美み

え

じ

江
寺
宿
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東海道新幹線

JR東海
道本線

垂井宿＿MAP

たるい

紙屋塚紙屋塚

相川

垂井小

垂井町
役場一里塚一里塚

垂井の泉垂井の泉

至赤坂宿

本龍寺本龍寺

垂井追分道標垂井追分道標
中山道ミニ
博物館
中山道ミニ
博物館 美濃路

松並木
美濃路
松並木

美濃路美濃路

タルイピアセンター
歴史民俗資料館

至関ヶ原宿

垂井宿

関ヶ原宿

不破関資料館不破関資料館

中山道松並木中山道松並木関ケ原町
歴史民族資料館
関ケ原町
歴史民族資料館

関ケ原町役場

関ケ原宿脇本陣跡関ケ原宿脇本陣跡

関ケ原宿本陣跡関ケ原宿本陣跡

せきがはら

至大垣

至名古屋

至米原

至桑名・四日市

JR東海道本線

JR東
海道
新幹
線

名神高速道路

今須宿寝物語の里寝物語の里

一里塚一里塚

今須宿問屋場今須宿問屋場名神高速道路

至
関
ケ
原
宿

JR東海道
本線

旧中山道

JR東海道新幹線

TaruiSekigaharaImasu

みのあかさか

勝山

杭
瀬
川

あらお JR東海道本線

赤坂港跡赤坂港跡

赤坂本陣跡赤坂本陣跡

五七処五七処

赤坂中

JR美濃赤坂線

赤坂宿お嫁入り普請
探訪館

お嫁入り普請
探訪館

お茶屋屋敷跡お茶屋屋敷跡

至
垂
井
宿

金生山化石館
至
美
江
寺
宿

Akasaka

　

北
は
谷
汲
街
道
、南
は

養
老
街
道
へ
の
分
岐
点
で

あ
っ
た
赤
坂
宿
。本
陣
・
脇

本
陣
を
は
じ
め
、旅
籠
17

軒
と
多
く
の
商
屋
が
軒
を

連
ね
る
大
き
な
宿
場
だ
っ

た
。さ
ら
に
揖
斐
川
の
本
流

で
あ
っ
た
杭
瀬
川
の
水
運

も
盛
ん
で
、宿
場
の
東
口
に

あ
っ
た
赤
坂
港
と
と
も
に
、

多
く
の
人
で
賑
わ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
皇
女
和
宮
降
嫁

を
機
に
街
道
沿
い
が
大
改

修
さ
れ
、現
在
も
「
お
嫁

入
普
請
」と
し
て
そ
の
一

部
が
残
っ
て
い
る
。

　

こ
の
町
の
歴
史
と
景

観
を
残
し
て
い
く
た
め
、

2
0
0
2
年
に
は
「
中
山

道
赤
坂
宿
ま
ち
づ
く
り
の

会
」が
発
足
。「
お
嫁
入
り

普
請
探
訪
館
」の
運
営
や

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
は

じ
め
、地
域
が
一
体
と
な
っ

て
積
極
的
に
町
並
み
の
保

護
や
歴
史
の
継
承
に
取
り

組
ん
で
い
る
。2
0
1
3

年
に
行
わ
れ
た
イ
ベン
ト
で

は
、皇
女
和
宮
が
本
陣
に
て

召
し
上
が
ら
れ
た
「
和
宮

御
膳
」が
再
現
さ
れ
、参
加

者
の
舌
を
楽
し
ま
せ
て
く

れ
た
。

　

垂
井
宿
は
、中
山
道
と

東
海
道
を
結
ぶ
美
濃
路
の

分
岐
点
。荷
物
の
運
送
が

盛
ん
に
行
わ
れ
、五
街
道

で
初
め
て
大
八
車
の
使
用

が
許
可
さ
れ
た
ほ
ど
。現

在
も
営
ま
れ
て
い
る
旅
籠

の
亀
丸
屋
や
、土
日
の
み

休
憩
所
と
し
て
開
放
さ
れ

る
長
浜
屋
な
ど
、江
戸
時

代
の
古
い
建
築
物
も
現
存

し
、当
時
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

垂
井
の
地
名
の
元
と
い

わ
れ
る
「
垂
井
の
泉
」や

「
マ
ン
ボ
」と
呼
ば
れ
る
用

水
な
ど
、清
水
を
散
策
す

る
の
も
楽
し
い
。

　

さ
ら
に
宿
場
の
魅
力
を

発
信
し
よ
う
と
、観
光
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
「
垂

井
町
街
角
案
内
の
会
」が

無
料
で
宿
場
の
ガ
イ
ド
を

行
っ
て
い
る
。ま
た
毎
年

５
月
に
行
わ
れ
る
「
垂
井

曳ひ
き
や
ま
ま
つ
り
」な
ど
の
伝
統

行
事
の
継
承
に
も
町
全
体

で
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

北
国
脇
往
環
と
伊
勢
街

道
へ
の
分
岐
点
に
あ
た
る

関
ケ
原
宿
。
当
時
は
33
軒

も
の
旅
籠
が
軒
を
連
ね
た
、

規
模
の
大
き
な
宿
だ
っ
た
。

今
須
峠
を
控
え
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
大
変
な
賑
わ

い
を
見
せ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
今
も
国
道
や
高

速
道
路
、
J
R
な
ど
が
交

わ
る
交
通
の
要
衝
と
し
て

多
く
の
人
が
行
き
交
い
、

往
時
を
偲
ぶ
松
並
木
が
今

も
残
って
い
る
。

　

1
6
0
0
年
９
月
15
日
、

約
十
六
万
の
兵
が
こ
の
地
に

集
結
し
、
激
闘
を
繰
り
広

げ
た
「
関
ケ
原
の
戦
い
」。

中
山
道
と
し
て
整
備
さ
れ

た
の
は
翌
年
以
降
で
は
あ

る
が
、
関
ケ
原
に
向
か
う

た
め
に
こ
の
道
を
通
っ
た
軍

も
数
多
く
い
た
と
伝
え
ら

れ
る
。

　

近
年
は
甲
冑
を
着
た
観

光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
一
般
向

け
の
甲
冑
武
者
体
験
な
ど

が
行
わ
れ
、
休
日
と
も
な
れ

ば
、
町
内
に
は
多
く
の
歴
史

フ
ァン
で
賑
わ
う
。
古
戦
場

の
ま
ち
と
し
て
の
取
り
組
み

が
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

近
江
と
美
濃
の
国
境
に

あ
た
り
、難
所
と
言
わ
れ

た
今
須
峠
を
東
に
控
え
た

今
須
宿
は
、本
陣
１
軒
、脇

本
陣
２
軒
、旅
籠
13
軒
に

加
え
、外
茶
屋
や
造
り
酒

屋
な
ど
が
軒
を
連
ね
、隣

の
関
ケ
原
宿
と
と
も
に
賑

わ
い
を
見
せ
て
い
た
。問
屋

場
も
７
軒
と
多
く
、当
時

は
商
人
が
行
き
交
う
宿
場

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

中
山
道
を
西
か
ら
東
へ

進
む
旅
人
に
と
っ
て
、今

須
宿
は
美
濃
国
へ
の
玄
関

口
。近
江
国
の
人
と
寝
な

が
ら
に
話
が
で
き
た
と
い

う
言
い
伝
え
が
残
る
県
境

に
は
「
寝
物
語
の
里
」の

碑
が
建
つ
。宿
の
す
ぐ
東

側
に
控
え
る
今
須
峠
は
、

標
高
1
6
0
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
だ
が
、急
勾
配
の
坂
道

が
続
く
う
え
、冬
は
積
雪

量
が
多
く
、旅
人
泣
か
せ

の
峠
道
と
し
て
恐
れ
ら
れ

て
い
た
。現
在
、峠
の
ふ
も

と
に
は
一
里
塚
が
再
現
さ

れ
て
い
る
。

問	大垣市観光協会	大垣市船町2-26-1
	 ☎0584-77-1535
　		http://www.ogakikanko.jp/	
交 	JR「美濃赤坂駅」から徒歩約8分
	 東海環状自動車道「大垣西IC」から約10分

街道沿いが二階建て、裏側が大屋根の一階
建てになっているお嫁入普請

江戸時代の旅籠の一つ、長浜屋

脇本陣であった相川家。至道無難
禅師の生誕地としても知られる。

右／今須宿の東端
にある一里塚跡。
左／側溝で隔たれ
た岐阜県と滋賀県
の県境。

垂井の泉

17宿で唯一現存する問屋場
樹齢300 年あまりの松並木

今い
ま

須す

宿

赤坂港会館

赤あ
か

坂さ
か

宿

垂た
る

井い

宿
●
大
垣
市

●
垂
井
町

問	垂井町観光協会
	 不破郡垂井町1532-1	垂井町役場内
	 ☎ 0584-22-1151
	 http://www.tarui-kanko.jp/

交 	JR「垂井駅」から徒歩約10分
	 名神高速道路「関ヶ原IC」から
	 車で約15分

問	関ケ原町地域振興課
	 関ケ原町関ケ原894-58
	 ☎ 0584-43-1111
	 http://www.kanko-sekigahara.jp/
交 	JR「関ケ原駅」から徒歩約5分
	 名神高速道路「関ケ原IC」
	 から約5分

問	関ケ原町地域振興課
	 関ケ原町関ケ原894-58
	 ☎ 0584-43-1111
	 http://www.kanko-sekigahara.jp/
交 	JR「関ケ原駅」からタクシーで約10分
	 名神高速道路「関ケ原IC」から
	 約10分

関せ
き

ヶが

原は
ら

宿

●
関
ヶ
原
町

●
関
ヶ
原
町

赤坂宿の古い町並み

磯野家の板塀



  

　

御
嶽
山
の
裾
野
に
位
置
し
、
噴
火
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
落
差
5
メ
ー
ト
ル
以

上
の
滝
が
、
数
多
く
点
在
す
る
下
呂
市
小

坂
町
。
1
9
8
1
年
か
ら
、
前
人
未
踏

の
地
に
至
る
ま
で
調
査
し
た
結
果
、

2
1
6
ヵ
所
も
の
滝
が
見
つ
か
っ
た
。

そ
の
姿
は
ま
さ
に
千
姿
万
態
。
落
差
63

メ
ー
ト
ル
も
あ
る
「
根
尾
の
滝
」、
天
を

舞
う
龍
の
よ
う
な
柱ち
ゅ
う
じ
ょ
う状
節せ
つ

理り

の
石
橋
が
あ

る
「
龍
門
の
滝
」、滝
壺
だ
け
が
残
る
「
滝

の
無
い
滝
壺
」
な
ど
、
他
で
は
見
ら
れ
な

い
珍
し
い
滝
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
姿
を
多
く
の
人
に
伝
え
た
い
と

N
P
O
法
人
飛
騨
小
坂
2
0
0
滝
が

コ
ー
ス
を
整
備
し
、
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
実

施
。
初
級
か
ら
上
級
ま
で
全
58
ヵ
所
の
滝

が
見
ら
れ
る
13
コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
、
滝

め
ぐ
り
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
滝
の
ほ
と
ん
ど
は
国
有
林
の

中
に
あ
り
、
中
に
は
入
山
が
困
難
な
難
所

も
多
い
。
そ
の
た
め
、「
岐
阜
の
宝
も
の
」

8

2
0
0
8
年
、下
呂
市
小
坂
町
の「
小
坂
の
滝
め
ぐ
り
」は

「
岐
阜
の
宝
も
の
」第
一
号
に
認
定
さ
れ
た
。

霊
峰
御
嶽
山
の
脈
動
が
生
み
出
し
た
千
姿
万
態
の
滝
を
訪
れ
る
滝
め
ぐ
り
。

し
か
し
、訪
れ
る
人
を
魅
了
す
る
の
は
そ
の
美
し
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

こ
の
土
地
に
息
づ
く
文
化
や
人
々
の
温
か
な
営
み
を
伝
え
た
い
と
い
う
町
民
の
思
い
が
、

こ
の
宝
も
の
を
、さ
ら
に
魅
力
と
誇
り
あ
ふ
れ
る
も
の
へ
と
ブ
ラ
ッシュア
ッ
プ
さ
せ
、

ど
ん
ど
ん
小
坂
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
る
。

［
下
呂
市
］

コバルトブルーに輝く濁河川中流にある「蒼滝」
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地
元
の
人
々
が
愛
情
を
もって
伝
え
る

こ
こ
で
し
か
味
わ
え
ない
景
色
や
暮
ら
し
。

誇
るべき
宝
も
の
か
ら
生
ま
れ
た「
小
坂
ス
タ
イ
ル
」

上から何段も続く「飛泉の滝」



に
認
定
さ
れ
た
後
、
観
光
客
を
ガ
イ
ド
す

る
N
P
O
会
員
を
増
員
し
、
今
で
は
総

勢
1
0
0
名
以
上
と
な
っ
た
。
そ
の
内

訳
は
地
元
住
民
が
7
割
を
占
め
、
コ
ー
ス

整
備
や
イ
ベ
ン
ト
運
営
な
ど
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
。
大
自
然
の
息
吹
に
心
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
感
動
は
、
滝
を
愛
し
、
こ
の
美

し
さ
を
共
有
し
た
い
と
願
う
有
志
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

 

　

四
季
に
よ
っ
て
刻
々
と
姿
を
変
え
る
風

景
を
楽
し
め
る
よ
う
、
多
彩
な
ツ
ア
ー
が

年
間
を
通
じ
て
企
画
さ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
2
年
か
ら
は
、
全
身
で
清
流

を
感
じ
な
が
ら
大
滝
を
目
指
し
て
谷
を
進

む
「
小
坂
の
沢
登
」
が
ス
タ
ー
ト
。
環
境

に
負
荷
を
か
け
な
い
日
本
古
来
の
登
山
手

法
を
小
坂
の
秘
境
で
楽
し
む
、
夏
な
ら
で

は
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
だ
。

　

冬
は
深
雪
の
山
中
を
行
く
「
冬
の
滝
め

ぐ
り
」
を
開
催
。
自
分
の
足
に
合
わ
せ
て

輪
か
ん
じ
き
を
手
作
り
し
、
そ
れ
を
履
い

て
青
く
凍
て
つ
く
滝
を
目
指
す
。
こ
の
季

節
だ
け
の
楽
し
み
方
だ
。

　

春
か
ら
秋
は
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
初

級
コ
ー
ス
を
散
策
す
る
「
覚
明
ト
レ
イ
ル

ツ
ア
ー
」が
お
す
す
め
。巌が
ん
だ
て立
の
上
を
登
り
、

自
然
の
中
で
地
元
の
銘
菓
と
と
も
に
お
抹

茶
を
味
わ
う
野
点
が
好
評
だ
。

　

ア
イ
デ
ィ
ア
に
あ
ふ
れ
た
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
は
、
初
心
者
に
は
気
軽
に
滝
め
ぐ
り

を
体
験
で
き
る
絶
好
の
機
会
で
あ
り
、
リ

ピ
ー
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
何
度
訪
れ
て
も

多
彩
な
目
線
で
新
た
な
魅
力
を
発
見
で
き

る
と
人
気
を
博
し
て
い
る
。

10

落差23m の材木滝。写真右の茶褐色の部分は温泉水。

柱状節理の間をくの字に流れる「からたに滝」



     

　

下
呂
市
小
坂
町
で
は
2
1
6
ヵ
所
の

滝
め
ぐ
り
と
と
も
に
、
古
く
か
ら
地
元
に

伝
わ
る
技
や
暮
ら
し
の
知
恵
、
郷
土
料
理

な
ど
を
広
く
情
報
発
信
し
て
い
く
活
動
を

「
小
坂
ス
タ
イ
ル
」
と
名
付
け
、
取
り
組

ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
地
元
住
民
が

“
小
坂
の
達
人
”
と
し
て
、
自
ら
の
特
技

を
通
し
て
小
坂
に
根
付
く
文
化
を
紹
介
し

て
い
る
。
達
人
が
教
え
る
の
は
、
自
然
の

恵
み
を
お
い
し
く
食
べ
る
方
法
や
代
々
伝

承
し
て
き
た
昔
話
な
ど
、
日
々
の
暮
ら
し

で
培
わ
れ
た
も
の
だ
。
活
動
を
続
け
る
う

ち
に
達
人
も
徐
々
に
増
え
、
滝
を
訪
れ
る

観
光
客
に
多
彩
な
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供
し
、
小
坂
な
ら
で
は
の
魅
力
を
伝
え
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
時
に
人
気

の
商
品
を
生
み
、
時
に
町
を
あ
げ
て
の
イ

ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

地
元
の
養
殖
漁
業
協
同
組
合
と
協
力

し
、
小
坂
の
清
流
で
育
っ
た
イ
ワ
ナ
や
ニ
ジ

マ
ス
を
飛
騨
醤
油
で
味
付
け
し
、
燻
製
に

し
た
「
小
坂
ス
モ
ー
ク
」
は
、
2
0
1
1

年
に
岐
阜
県
産
品
の
看
板
商
品
と
し
て

「
飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
」に
選
ば
れ
た
。

ま
た
2
0
1
3
年
3
月
に
は
、
飛
騨
小
坂

温
泉
郷
に
湧
く
炭
酸
泉
を
も
っ
と
知
っ
て

も
ら
お
う
と
、「
第
一
回
飛
騨
小
坂
炭
酸
泉

ま
つ
り
」
を
開
催
。
湯
め
ぐ
り
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
や
、
炭
酸
泉
で
作
る
ク
リ
ー
ミ
ー

な
湯
豆
腐
を
は
じ
め
と
し
た
炭
酸
泉
料
理

を
楽
し
ん
で
も
ら
っ
た
。
滝
め
ぐ
り
と
と

も
に
、
地
元
住
民
が
発
信
す
る
新
た
な
魅

力
が
小
坂
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
続
け
る
。

　

現
在
は
、
地
球
（
ジ
オ
）
に
親
し
み
、

学
び
、
楽
し
め
る
場
所
と
し
て
、
日
本
ジ

オ
パ
ー
ク
認
定
を
目
指
し
活
動
中
。「
岐
阜

の
宝
も
の
」
か
ら
「
日
本
の
宝
も
の
」
を

目
指
す
こ
の
挑
戦
に
も
注
目
し
た
い
。
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ひだおさか

至高山

至下呂温泉

ひだみやだ
小坂川

じょうろ

ひだはぎわら

J
R
高
山
本
線

道の駅
南飛騨小坂
はなもも

湯屋温泉

濁河温泉小坂温泉郷
濁河川

兵衛谷

椹谷

若栃谷

鹿山筋谷

下島温泉

▲
御嶽山

がんだて公園
（滝めぐり拠点）
がんだて公園
（滝めぐり拠点）

ひめしゃがの湯ひめしゃがの湯

巌立峡

「巌立公園入口」
バス停

小
お

坂
さか

の滝
たき

めぐり
問 NPO法人飛騨小坂 200 滝

下呂市小坂町小坂町769 小坂町商工会内
　☎ 0576-62-2215

http://www.osaka-taki.com/

交  JR「飛騨小坂駅」から
濃飛バス「巌立公園入口」下車、徒歩約20分

中央自動車道「中津川IC」から国道257号、
国道41号を経由して車で約1時間30分

上／「小坂の沢登」では、こんな淵を泳いでいくことも…。
左／手作りの輪かんじきを履いて楽しむ冬の滝めぐり。

右／NPO 法人飛騨小坂200 滝の理事長 桂川淳平さんは「自然の達人」。
左／地元の昔話を語る「文化の達人」。

柱状節理の橋の下を滝がくぐり抜ける「龍門の滝」

ひめしゃがの湯の飲用泉
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訪
れ
た
者
を

時
に
力
強
く
、時
に
優
し
く
、

抱
き
と
め
て
く
れ
る

自
然
の
懐

飛
騨
山
脈（
北
ア
ル
プ
ス
）の
南
部
に
位
置
し
、

日
本
百
名
山
に
選
定
さ
れ
た
乗
鞍
岳
。

そ
の
正
体
は
大
規
模
な
成
層
火
山
。

裾
野
が
広
い
こ
と
が
特
徴
で
、

五
色
ヶ
原
の
森
は
、ま
さ
に
そ
の
中
に
広
が
っ
て
い
る
。

約
3
千
ヘク
タ
ー
ル
の

広
大
な
森
の
中
に
一
歩
、足
を
踏
み
入
れ
た
時
か
ら
、

希
少
な
花
木
や
生
物
が
、

静
か
に
水
を
た
た
え
る
池
が
、

力
強
く
流
れ
落
ち
る
滝
が
、

「
純
然
た
る
自
然
と
は
、ど
ん
な
姿
な
の
か
」を
教
え
て
く
れ
る
。

澄池は秋が近づく頃に、
水が干上がり、池の中を
歩くことができる。

秋になると水がほとんどなくなり、さまざまな姿を見せる雄池

［
高
山
市
］



カモシカコースにある
「青垂の滝（雄滝）」。落差 94ｍ。



　

乗
鞍
山
麓
五
色
ヶ
原
の
森
は
、
ほ
ぼ
全

域
が
中
部
山
岳
国
立
公
園
内
に
位
置
し
て

お
り
、
針
葉
樹
と
広
葉
樹
が
混
在
す
る
雄

大
な
原
生
林
。渓
谷
林
や
湿
地
植
生
な
ど
、

ほ
か
で
は
見
ら
れ
な
い
希
少
な
生
命
の
循

環
が
営
ま
れ
て
い
る
。

　

五
色
ヶ
原
の
森
を
巡
る
コ
ー
ス
は
、「
シ

ラ
ビ
ソ
コ
ー
ス
」と「
カ
モ
シ
カ
コ
ー
ス
」。

同
じ
乗
鞍
山
麓
と
は
い
え
、
こ
の
2
つ
は

全
く
違
っ
た
表
情
を
見
せ
る
。

　

シ
ラ
ビ
ソ
コ
ー
ス
で
は
、
乗
鞍
岳
西
側

の
中
腹
を
巡
る
。
標
高
1
4
1
0
メ
ー
ト

ル
の
出
合
い
小
屋
を
出
発
し
、
1
6
4
0

メ
ー
ト
ル
の
岩
井
谷
林
道
の
シ
ラ
ベ
沢
口

ま
で
登
り
、
起
点
ま
で
戻
っ
て
く
る
コ
ー

ス
だ
。
こ
の
コ
ー
ス
は
、
比
較
的
緩
や
か

な
斜
面
に
多
数
の
池
や
滝
が
あ
り
、
老
若

男
女
を
問
わ
ず
安
心
し
て
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

が
楽
し
め
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
力

強
い
「
横
手
滝
」
と
優
美
な
「
布ぬ
の
ひ
き引
滝
」。

「
布
引
滝
」
は
糸
が
流
れ
る
よ
う
な
繊
細
さ

と
壮
大
さ
で
、
そ
の
美
し
さ
は
言
葉
を
失

う
ほ
ど
だ
。
2
0
1
0
年
か
ら
は
ツ
ア
ー

客
を
対
象
に
、
コ
ー
ス
の
一
部
を
回
る

シ
ョ
ー
ト
コ
ー
ス（
4
時
間
）が
加
わ
っ
た
。

見
所
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
開
始
当

初
か
ら
大
変
人
気
と
な
っ
て
い
る
。

　

カ
モ
シ
カ
コ
ー
ス
は
、
足
場
の
悪
い
路

面
や
急
斜
面
を
横
切
る
た
め
、
少
し
上
級

者
向
け
。
標
高
1
3
6
0
メ
ー
ト
ル
の

五
色
ヶ
原
ツ
ア
ー
セ
ン
タ
ー
を
起
点
に
、

途
中
標
高
1
6
2
0
メ
ー
ト
ル
の
最
高

点
を
越
え
る
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
繰
り
返
す

コ
ー
ス
だ
。
火
山
帯
ら
し
く
、
溶
岩
が
固

ま
っ
た
大
き
な
岩
塊
や
岩
壁
、
上
部
の
急

崖
か
ら
風
化
・
浸
食
に
よ
っ
て
落
ち
て
き

た
礫れ
き

が
堆
積
し
た
「
崖が
ん
す
い錐
」
と
呼
ば
れ
る

地
形
を
見
な
が
ら
歩
く
。「
久く

て手
御み
こ
し越
滝
」

「
池い
け

之の

俣ま
た

御み
こ
し輿
滝
」「
青あ
お
だ
れ垂
の
滝
」
な
ど
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
滝
が
い
く
つ
も
あ
り
、

雄
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
コ
ー
ス
だ
。

　

川
の
せ
せ
ら
ぎ
・
木
々
の
香
り
・
壮
大

な
滝
の
轟
音
と
水
し
ぶ
き
・
地
面
を
踏
む

足
音
な
ど
、
常
に
五
感
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

る
森
の
中
。「
尾
根
の
向
こ
う
に
は
ど
ん

な
景
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」。
そ
ん
な
ワ

ク
ワ
ク
が
ず
っ
と
続
く
の
だ
。
自
身
が
大

自
然
の
懐
に
抱
か
れ
る
感
覚
に
、
五
色
ヶ

原
の
森
で
出
逢
っ
て
ほ
し
い
。 

　

五
色
ヶ
原
の
森
の
自
然
を
楽
し
む
た

め
に
は
、
ツ
ア
ー
セ
ン
タ
ー
に
事
前
に

14

シラビソコースのクライ
マックスとなる「布引滝」
は落差25ｍ。横幅が広く、
実物は想像以上。

未踏の場所だからこそ、
この美しさが育まれる。

はしごを降りると「横手滝」が見られる。つり橋を渡ったあとは、いよいよクライマックスへ。



必
ず
申
請
を
出
し
、
ガ
イ
ド
の
案
内
に

従
っ
て
入
山
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
然

に
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
、
入
山
は
年

間
7
5
0
0
名
ま
で
、
1
コ
ー
ス
1
日

1
5
0
名
ま
で
に
制
限
。
ま
た
1
グ
ル
ー

プ
は
最
大
10
名
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
ガ
イ
ド

1
名
が
同
行
す
る
。
整
備
さ
れ
た
登
山
道

や
休
憩
所
以
外
へ
の
立
ち
入
り
は
禁
止
。

希
少
な
自
然
を
守
り
、
そ
し
て
育
ん
で
い

く
た
め
に
厳
格
な
ル
ー
ル
が
あ
る
の
だ
。

　

コ
ー
ス
は
、
山
を
愛
す
る
地
元
の
林
業

家
た
ち
が
「
自
然
を
壊
さ
ず
、
自
然
に
溶

け
込
む
」よ
う
に
造
っ
た
登
山
道
を
行
く
。

五
色
ヶ
原
の
森
の
登
山
道
開
発
は
、
植
物

生
態
学
の
世
界
的
権
威
で
あ
る
宮
脇
昭
先

生
の
指
導
と
現
地
調
査
に
よ
り
、
登
山

道
整
備
を
計
画
し
た
こ
と
が
始
ま
り
だ
。

2
0
0
1
年
の
調
査
開
始
か
ら
3
年
の

準
備
を
経
て
、
2
0
0
4
年
に
入
山
受

入
を
開
始
。
以
来
、
多
く
の
入
山
者
を
迎

え
て
も
、
い
つ
も
変
わ
ら
ず
美
し
い
姿
を

保
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
然
保
護
と
ツ

ア
ー
の
安
全
を
第
一
に
、
森
で
の
お
も
て

な
し
の
真
髄
を
心
得
た
案
内
人
た
ち
が
、

森
の
成
り
立
ち
や
野
生
動
物
・
植
物
な
ど

の
情
報
を
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
説
明
し
て

く
れ
る
。

　

高
山
市
で
は
、
五
色
ヶ
原
の
森
を
自
然

環
境
学
習
の
拠
点
と
す
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
2
0
1
0
年
３

月
に
は
生
物
多
様
性
や
自
然
環
境
に
対
す

る
理
解
を
深
め
、
生
物
多
様
性
の
保
全
と

持
続
可
能
な
利
用
を
目
的
と
し
た
「
生
物

多
様
性
ひ
だ
た
か
や
ま
戦
略
」
を
策
定
。

市
内
の
小
中
高
生
の
入
山
費
用
を
市
が
負

担
し
た
り
、
市
民
対
象
の
ツ
ア
ー
を
行
っ

た
り
し
な
が
ら
、
地
域
み
ん
な
で
自
然
資

産
保
護
に
努
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
が
総
合
的
に
評
価
さ

れ
、
2
0
1
2
年
、
環
境
省
と
特
定
非

営
利
活
動
法
人
日
本
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

協
会
が
主
催
す
る
「
第
8
回
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
大
賞
」
に
て
、
優
秀
賞
を
受
賞
。

2
0
1
3
年
に
は
、
開
設
10
周
年
記
念

と
し
て
「
岐
阜
の
宝
も
の
県
民
ツ
ア
ー
」

を
開
催
し
た
。
観
光
資
源
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
環
境
保
護
の
徹
底
と
自
然
生
態
系

の
質
を
高
め
る
努
力
が「
岐
阜
の
宝
も
の
」

の
未
来
を
支
え
て
い
る
。
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五色ヶ原の森

●青垂の滝
●仙人滝

▲
乗鞍岳

出合い小屋

烏帽子小屋

●久手御越滝

飛騨ほおのき平
スキー場

至
上
高
地
・
松
本

牛首●

●

●

●
●池之俣御輿滝

雄池●
濁池●
澄池●

●雌池
●

布引滝

●わさび平湿原

●

●岩魚見小屋
●シラベ沢口

シラビソ小屋

●

乗鞍スカイライン

シラビソコース

カモシカコース

横手滝

■

飛騨にゅうかわ

平湯
福地

栃尾

新平湯

新穂高

■新穂高
ロープウェイ

五色ヶ原の森
ツアーセンター
五色ヶ原の森
ツアーセンター
（飛騨大鐘乳洞内）（飛騨大鐘乳洞内）

五色ヶ原の森
ツアーセンター
五色ヶ原の森
ツアーセンター

乗
のり く ら

鞍山
さん ろ く

麓五
ご し き

色ヶ
が は ら

原の森
もり

問  五色ヶ原の森ツアーセンター
	 高山市丹生川町日面1147（飛騨大鐘乳洞内）
	 ☎ 0577-79-2344	 http://www.hida.jp/goshiki/
交 		東海北陸自動車道経由	、中部縦貫自動車道「高山IC」から車で約30分

カモシカコースの
「久手御越滝」。
落差58ｍ。

カモシカコースの
「池之俣御輿滝」。
落差52ｍ。

左／ガイドはもちろん、山開き前にはコースの点検や修理も行うスタッフ。
右／2つの登山道には、合わせて4カ所の避難小屋があり、汚水を排出しない水洗の「バイオトイレ」を設置。

カモシカコースで見られる溶岩流の岩塊「ゴスワラ（地元の方言）」（写真右）
と、「炭木岩」（写真左）。

ギンリュウソウ

アサギマダラ
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江
戸
時
代
か
ら
伝
承
し
て
き
た
地
域
の
芸
能
を

多
く
の
人
々
と
魅
力
を
分
か
ち
合
う
観
光
資
源
へ

　

東
濃
地
方
の
地
歌
舞
伎
の
起
こ
り
は
、

江
戸
時
代
・
元
禄
年
間
と
さ
れ
る
。「
西
の

藤
十
郎
、
東
の
團
十
郎
」
と
言
わ
れ
た
時

代
で
、
京
の
初
代
・
坂
田
藤
十
郎
、
江
戸

の
初
代
・
市
川
團
十
郎
と
い
う
東
西
の
二

大
名
優
が
活
躍
し
た
。
さ
ら
に
作
家
・
近

松
門
左
衛
門
の
登
場
と
と
も
に
演
目
も
充

実
し
、
都
市
部
で
は
大
歌
舞
伎
が
人
気
を

集
め
た
。そ
の
隆
盛
ぶ
り
は
旅
興
行
に
よ
っ

て
全
国
各
地
へ
波
及
し
、
農
村
の
有
力
者

ら
に
よ
っ
て
神
社
の
境
内
な
ど
に
芝
居
小

屋
が
建
て
ら
れ
た
。
や
が
て
、
観
る
だ
け

で
は
満
足
で
き
な
く
な
っ
た
人
々
が
自
ら

演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
素
人
歌

舞
伎
の
は
じ
ま
り
だ
と
い
う
。
多
く
の
素

人
歌
舞
伎
は
神
社
の
祭
礼
行
事
と
結
合
し

た
奉
納
歌
舞
伎
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た

が
、
東
濃
地
方
は
都
市
部
と
同
様
に
娯
楽

と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
と
い
う
特
色
が

あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
東
濃
地
方
一
帯
は
尾
張
藩

の
管
轄
で
、
中
山
道
や
南
北
街
道
と
い
っ

た
信
州
と
尾
張
を
結
ぶ
主
要
街
道
の
交
差

点
で
あ
っ
た
。
人
・
物
・
文
化
が
都
市
か

ら
伝
わ
り
や
す
い
地
域
の
た
め
、
宿
場
町

と
し
て
栄
え
て
い
っ
た
。
ま
た
、
尾
張
藩

プ
ロ
の
役
者
が
演
じ
る
大
歌
舞
伎
に
対
し
て
、
素
人
が
演
じ
、
地
域
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
歌
舞

伎
は
地
芝
居
、
農
村
歌
舞
伎
と
呼
ば
れ
る
が
、
岐
阜
県
で
は
地
歌
舞
伎
と
い
う
呼
び
方
で
親
し

ま
れ
て
い
る
。
全
国
各
地
に
2
0
0
ほ
ど
あ
る
保
存
会
の
う
ち
、
岐
阜
県
に
は
最
多
の
29
が

活
動
し
、
中
で
も
東
濃
地
方
は
16
団
体
が
集
中
し
て
い
る
。
新
旧
７
つ
の
芝
居
小
屋
を
拠
点
に
、

今
も
定
期
的
に
上
演
を
続
け
る
東
濃
地
方
の
地
歌
舞
伎
。
地
域
の
人
々
が
「
観
る
」
楽
し
み
と
、

「
演
じ
る
」
喜
び
を
共
有
す
る
こ
と
で
紡
い
で
き
た
そ
の
伝
統
は
、
よ
り
多
く
の
人
々
と
魅
力
を

分
か
ち
合
う
「
観
光
」
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
新
た
な
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。

［ 

中
津
川
市
・
恵
那
市
・
瑞
浪
市 

］



の
重
要
な
収
入
源
で
あ
る
東
濃
檜ひ
の
きの
産
地

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
経
済
的
に
も
文
化

的
に
も
豊
か
な
地
域
で
あ
り
、
地
歌
舞

伎
が
根
づ
く
環
境
が
整
っ
て
い
た
よ
う

だ
。
人
々
が
あ
ま
り
に
も
歌
舞
伎
に
夢
中

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
天
保
年
間
に
は

全
国
的
に
歌
舞
伎
を
弾
圧
す
る
動
き
が
強

ま
っ
た
が
、
東
濃
地
方
は
尾
張
藩
に
と
っ

て
重
要
な
地
域
だ
っ
た
た
め
、
芝
居
公
演

が
黙
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ

て
、
東
濃
地
方
の
地
歌
舞
伎
は
途
絶
え
る

こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

　

芝
居
小
屋
は
、
演
じ
る
人
、
観
る
人
、

ど
ち
ら
の
人
に
と
っ
て
も
、
ま
さ
に
夢
の

舞
台
だ
。
明
治
時
代
に
な
り
、
全
国
的
に

歌
舞
伎
が
復
興
す
る
と
、
多
く
は
仮
設
の

農
村
舞
台
か
ら
劇
場
型
の
芝
居
小
屋
に
改

修
さ
れ
た
。
東
濃
地
方
で
も
、
回
り
舞
台

や
花
道
、
す
っ
ぽ
ん
、
太
夫
座
、
下
座
な

ど
を
設
け
た
本
格
的
な
芝
居
小
屋
が
数
多

く
つ
く
ら
れ
、
地
域
の
主
要
な
娯
楽
と
し

て
さ
ら
に
人
気
を
集
め
る
。
明
治
27
年
に

建
築
さ
れ
た
中
津
川
市
の
明
治
座
は
、
今

も
創
建
当
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い

る
。
ま
た
、
旧
恵
那
郡
明
智
町
に
あ
っ
た

常
磐
座
の
舞
台
と
、
旧
益
田
郡
下
呂
町
に

あ
っ
た
相
生
座
の
建
物
を
組
み
合
わ
せ
瑞

浪
市
に
移
築
再
現
し
た
相
生
座
は
、
貴
重

な
衣
裳
や
小
道
具
な
ど
数
多
く
の
歌
舞
伎

資
料
が
保
管
さ
れ
、「
美
濃
歌
舞
伎
博
物

館
」
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

２
０
０
０
年
に
は
、
平
成
の
芝
居
小
屋

と
し
て
「
東
美
濃
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
歌

舞
伎
ホ
ー
ル
」
が
オ
ー
プ
ン
。
瑞
浪
市
、

恵
那
市
、
中
津
川
市
の
３
市
に
は
、
明
治

時
代
の
歴
史
的
に
も
貴
重
な
小
屋
か
ら
平

成
の
近
代
的
な
設
備
を
整
え
た
ホ
ー
ル
ま

で
、
新
旧
あ
わ
せ
て
7
つ
の
劇
場
が
存

在
。
地
元
保
存
会
が
定
期
的
に
地
歌
舞

伎
を
上
演
し
、人
々
を
熱
狂
さ
せ
て
い
る
。

　

東
濃
地
方
の
地
歌
舞
伎
は
、
こ
れ
ま
で

幾
度
と
な
く
存
亡
の
危
機
に
直
面
し
て
き

た
。
昭
和
時
代
に
は
戦
争
で
公
演
で
き
な



い
時
期
が
あ
り
、
戦
後
も
映
画
、
テ
レ
ビ

な
ど
娯
楽
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
高
度
成

長
期
に
は
地
域
で
も
地
歌
舞
伎
離
れ
が
進

ん
だ
。
そ
こ
で
、
地
歌
舞
伎
に
魅
せ
ら
れ

た
人
た
ち
が
集
ま
り
、
各
地
で
保
存
会
が

発
足
。
１
９
６
４
年
に
は
東
濃
地
方
の
15

団
体
が
集
ま
っ
て
東
濃
歌
舞
伎
保
存
会
が

結
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
に

は
逆
ら
え
ず
、
危
急
存
亡
の
状
態
は
続
い

た
が
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
地
歌
舞
伎
を

後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
再

び
高
ま
っ
た
。
転
機
と
な
っ
た
の
は
、「
東

美
濃
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
歌
舞
伎
ホ
ー
ル
」

の
オ
ー
プ
ン
だ
。

　

２
０
０
０
年
の
開
館
に
際
し
て
行
わ
れ

た
「
東
濃
の
地
歌
舞
伎
揃
い
踏
み
（
ウ
ェ

ル
カ
ム
21
ぎ
ふ
）」
の
成
功
を
機
に
、
３

年
に
１
度
だ
っ
た
「
東
濃
歌
舞
伎
大
会
」

が
毎
年
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、

活
気
が
戻
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
２
０
１
０

年
に
は
「
岐
阜
の
宝
も
の
」
に
認
定
さ
れ
、

「
岐
阜
自
慢
ジ
カ
ブ
キ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が

発
足
。
保
存
会
、
地
域
、
行
政
が
一
体
と

な
っ
た
取
組
が
始
ま
っ
た
。
以
前
と
大
き

く
異
な
る
の
は
、
地
歌
舞
伎
に
関
わ
る

人
々
が
「
東
濃
の
地
歌
舞
伎
と
芝
居
小
屋

＝
観
光
資
源
」
と
い
う
視
点
を
持
っ
た
こ

と
だ
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
足
と
と
も
に
、
東

濃
の
地
歌
舞
伎
は
地
域
の
枠
を
超
え
た

活
動
を
始
め
た
。
２
０
１
０
年
10
月
に

は
上
海
万
博
の
日
本
館
で
開
催
さ
れ
た

「
岐
阜
県
の
日
」
に
、
中
津
川
保
存
会

が
「
白
浪
五
人
男
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
た

「
岐
阜
自
慢
五
人
男
」
を
熱
演
。
さ
ら
に

２
０
１
１
年
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
遠
征
公

演
、２
０
１
２
年
に
は
新
宿
歌
舞
伎
町「
岐

阜
県
地
歌
舞
伎
座
」
公
演
、
旧
金
比
羅
大

芝
居
「
さ
ぬ
き
歌
舞
伎
ま
つ
り
」
参
加
な

ど
、
国
内
外
で
多
数
の
公
演
を
行
い
、
そ

の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｊ
Ｒ
中
津
川
駅
前
の
「
中
津
川

市
に
ぎ
わ
い
プ
ラ
ザ
」
に
、
活
動
の
拠
点

と
な
る
事
務
所
と
地
歌
舞
伎
の
舞
台
背
景

を
模
し
た
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
。
地
歌

舞
伎
の
公
演
予
定
な
ど
を
紹
介
す
る
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
も
立
ち
上
げ
、
独
自
の
情
報
発

信
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
さ
ら
に
、
地
域
の

旅
行
会
社
な
ど
と
連
携
し
た
芝
居
小
屋
を

巡
る
広
域
観
光
ツ
ア
ー
や
地
歌
舞
伎
役
者

体
験
ツ
ア
ー
を
企
画
し
、
２
０
１
２
年
度

18

1894年築。舞台中央にある直径 5.5メー
トルの本格的な回り舞台やスッポン､ 花
道､ 2階桟敷などの設備も残る歴史的に
も貴重な建物。休館日の月曜を除く毎日、
見学が可能。

明治座（中津川市）

1891年築、延床面積 240坪。明治期の
劇場形式を残す。瓦葺き､ 入母屋、切妻、
妻入りで、客席はコの字型に板張りの座
敷。天井に渡る梁が圧巻である。大改
装で回り舞台が復元された。

常盤座（中津川市）

1901年築、1949年に現在地に移築。江
戸末期から大正にかけての典型的な劇
場建築だったが、平成に大改装。花道
をなくし、公民館機能を強めた。親子で
楽しめる部屋も用意。

蛭子座（中津川市）

明
治
の
末
頃
に
は
東
濃
を
中
心
に
60
棟
以
上
の

劇
場
様
式
の
農
村
舞
台
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

東
濃
地
方
に

現
存
す
る
芝
居
小
屋

「地歌舞伎には、道楽の域を
超えたおもしろさがある。今
後は自主自立した活動へと
進化させ、伝統文化を後世
へつなげていきたい」と「岐
阜自慢ジカブキプロジェクト」
会長の市川尚樹さん。

役者が見
み え

得を切った瞬間、観客が足下に小銭を紙で包んだ「おひねり」を撒く、「花」とも呼ばれる演出。観る側も参加できるのが魅力のひとつ。



に
は
２
２
３
人
が
参
加
し
た
。
一
方
、
活

動
の
資
金
を
寄
付
金
に
頼
る
だ
け
で
な

く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
開
発
・
販
売
し
、

そ
の
売
り
上
げ
を
活
動
資
金
に
充
て
る
ド

ネ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
を
採
用
。
東
濃
地

方
の
特
産
品
を
使
用
し
た
弁
当
や
せ
ん
べ

い
な
ど
の
菓
子
類
か
ら
、
木
升
や
Ｔ
シ
ャ

ツ
ま
で
、商
品
は
９
品
目
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

２
０
１
３
年
に
は
、
地
元
の
保
育
園
児

を
対
象
と
し
た
地
歌
舞
伎
体
験
講
座
を
開

催
。
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
、
地
域

の
伝
統
文
化
を
繋
ぐ
活
動
に
も
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

艶
や
か
な
芝
居
衣
裳
や
小
道
具
類
な
ど

も
、
地
歌
舞
伎
の
伝
統
を
次
世
代
に
継
承

し
て
い
く
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
。美
濃

歌
舞
伎
博
物
館
で
も
あ
る
瑞
浪
市
の
相
生

座
で
は
、
瑞
浪
市
有
形
民
俗
文
化
財
指
定

の
「
黒く
ろ
び
ー
ど
ろ
ぢ
き
ん
し
ゅ
う
ぼ
た
ん
か
ら
じ
し
も
ん

天
鵞
絨
地
金
繍
牡
丹
唐
獅
子
文
」

を
は
じ
め
、江
戸
末
期
か
ら
、明
治
・
大
正
・

昭
和
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
数
々
の
衣
裳

や
か
つ
ら
、
小
道
具
な
ど
4
0
0
0
点

以
上
を
収
蔵
し
て
お
り
、
広
く
一
般
の

方
々
に
公
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
歌
舞

伎
の
魅
力
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
こ
う

と
、
衣
裳
の
着
付
け
体
験
や
舞
台
裏
の
見

学
な
ど
も
行
っ
て
い
る
（
要
予
約
）。

　

公
演
と
な
れ
ば
、
役
者
集
め
や
裏
方
の

人
材
確
保
、
衣
装
な
ど
の
資
金
調
達
な

ど
、
時
間
も
お
金
も
か
か
る
も
の
。
海

外
な
ど
の
出
張
公
演
と
な
れ
ば
な
お
さ

ら
だ
。
地
歌
舞
伎
で
は
、
保
存
会
の
人

た
ち
を
中
心
に
衣
裳
を
自
分
た
ち
で
調

達
し
、
小
道
具
も
手
作
り
を
す
る
の
が

当
た
り
前
で
、
古
い
も
の
は
修
理
し
な

が
ら
次
の
舞
台
へ
と
受
け
継
い
で
い
く
。

東
濃
の
地
歌
舞
伎
は
、「
役
者
が
自
腹
を

切
っ
て
お
客
さ
ん
に
観
て
い
た
だ
く
も

の
」
と
江
戸
時
代
に
旦
那
衆
が
資
金
を

提
供
し
、
自
ら
舞
台
に
立
っ
た
と
い
う

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、

地
域
の
娯
楽
と
し
て
、
自
ら
「
演
じ
る
」

喜
び
と
、
観
客
と
し
て
「
観
る
」
楽
し

み
を
共
有
す
る
、
地
歌
舞
伎
に
魅
せ
ら

れ
た
人
た
ち
が
共
に
支
え
合
う
精
神
が

あ
る
。
こ
れ
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
地

域
の
財
産
を
次
世
代
に
つ
な
げ
る
た
め
、

そ
し
て
地
歌
舞
伎
の
魅
力
を
よ
り
多
く

の
人
た
ち
に
広
く
発
信
す
る
た
め
、「
観

光
」
と
い
う
道
を
新
た
に
進
も
う
と
し

て
い
る
。

　

時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
頑
な
に
守
り
続

け
る
伝
統
。
時
代
と
と
も
に
柔
軟
に
変
化

し
、
挑
戦
し
て
い
く
姿
勢
。
こ
の
二
つ
の

ス
タ
イ
ル
を
両
立
さ
せ
、
東
濃
地
方
の
地

歌
舞
伎
は
新
た
な
時
代
を
迎
え
る
。

19

みずなみ

えな

木曽川

恵那峡

常盤座常盤座
蛭子座

五毛座

宮盛座
佐々良木公民館

明治座

恵那IC
中津川IC

多治見
恵那線

瑞浪IC

東美濃ふれあいセンター
歌舞伎ホール
東美濃ふれあいセンター
歌舞伎ホール

美濃歌舞伎博物館
相生座

美濃歌舞伎博物館
相生座

岐阜自慢
ジカブキ
プロジェクト

岐阜自慢
ジカブキ
プロジェクト

なかつがわなかつがわ

東濃の地歌舞伎と芝居小屋＿MAP

2000年開館。「平成の芝居小屋」をイメー
ジし、1階席前 7列分の椅子席を枡席に
電動でアレンジすることができる。能舞台
や文楽回し、音響反射板なども完備。

東美濃ふれあいセンター
歌舞伎ホール（中津川市）

1951年に建てられた。南北棟の半切妻
造桟瓦葺。花道を備えた舞台や客席の
平土間、桟敷席を設けている。文化庁
登録有形文化財。

五毛座（恵那市）

旧恵那郡明智町にあった常盤座と、旧益
田郡下呂町にあった相生座の舞台や客席
などを組み合わせ、1976年に日吉町に移
築再現。通常は博物館として一般公開。

美濃歌舞伎博物館
相生座（瑞浪市）

1953年に芝居小屋と会議室を兼ねた
佐々良木公民館として建築され、2004年
に改修。その際、戦時中まで近くの神社
にあった「宮盛座」の名が付けられた。

宮盛座／佐々良木公民館
（恵那市）

東
と う の う

濃地
ち

方
ほ う

の地
じ か ぶ き

歌舞伎と芝
し ば

居
い

小
ご や

屋
問   岐阜自慢ジカブキプロジェクト
	 ☎ 0573-65-1506	 http://www.jikabuki.com

 （一社）中津川市観光協会☎ 0573-66-5544	
 （一社）恵那市観光協会	　☎ 0573-25-4058
 （公財）瑞浪市観光協会	　☎ 0572-67-2222	

上／一般の方が2 日間で、舞台稽古から発表までを体験
できる地歌舞伎役者体験ツアー。
下／美濃地歌舞伎博物館 相生座では、貴重な衣裳の
数 を々、間近で鑑賞することができる。

上海万博で「岐阜自慢五人男」を披露する中津川保存会
のメンバー。傘の絵柄は岐阜出身のアーティスト日比野克彦
氏によるもの。

芝居小屋やイベント会場で販売されるオリジナル商品。
これら売上の一部が保存会の活動資金となり、地歌
舞伎の伝承や地域の発展につながる。



三湿原に加えて、その他にも多くの北飛騨の
森をマップ付きで紹介しているガイドブック。
下記サイトの電子ブックで見ることができます。
http://hidamoriaruki.com/map

飛
騨
市
北
部
か
ら
大
野
郡
白
川
村
、
白
山
山
麓
に
か
け
て
の
一
帯
は
、
中
部
地
方
で
も
最
も
広
い
ブ
ナ

の
原
生
林
。
何
千
年
、
何
万
年
と
い
う
時
間
の
中
で
、
独
自
の
豊
か
な
生
態
系
を
育
ん
で
き
た
。
こ
の

広
大
な
北
飛
騨
の
森
の
中
で
、
特
徴
あ
る
植
生
・
地
形
を
持
つ
３
つ
の
湿
原
・
原
生
林
を
「
天
生
県
立

自
然
公
園
と
三
湿
原
回
廊
」
と
名
付
け
、
自
然
を
守
り
な
が
ら
地
域
の
観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
取

組
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
活
動
の
特
色
は
、“
森
の
案
内
人
”
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
が
活
躍
し
て
い

る
こ
と
。
森
を
知
り
尽
く
し
た
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
た
ち
が
、
観
光
客
、
地
元
の
観
光
業
者
、
そ
し
て
森

を
愛
す
る
す
べ
て
の
人
た
ち
と
共
に
、
北
飛
騨
の
森
な
ら
で
は
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
追
究
し
て
い
る
。

そ
の
実
績
が
評
価
さ
れ
、
２
０
１
１
年
10
月
に
は
「
岐
阜
の
宝
も
の
」
に
認
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
年

10
月
、
天
生
県
立
自
然
公
園
の
入
山
者
は
初
め
て
年
間
１
万
人
を
超
え
た
。

そ
こ
は
、「
子
孫
か
ら
の
預
か
り
も
の
」

森
の
命
のつ
な
が
り
を
、

そっと
見
て
歩
き
たい
北
飛
騨
の
森

［ 

飛
騨
市
・
白
川
村 

］



  

　

回
廊
の
中
心
的
存
在
が
、
天
生
県
立
自

然
公
園
。
県
立
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
た

１
９
９
８
年
当
初
の
入
山
者
は
年
間
４
千
人

ほ
ど
だ
っ
た
が
、「
岐
阜
の
宝
も
の
」
に
認

定
さ
れ
た
２
０
１
１
年
に
は
約
８
千
人
、
そ

し
て
翌
年
に
は
１
万
人
を
超
え
た
。
そ
の
魅

力
は
、
何
と
言
って
も
豊
か
な
自
然
の
植
生
が

見
せ
る
多
彩
な
表
情
を
、
山
歩
き
初
心
者
で

も
満
喫
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。

　

飛
騨
市
河
合
町
と
大
野
郡
白
川
村
に
ま
た

が
る
総
面
積
約
１
６
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
公

園
は
、
標
高
１
２
９
０
メ
ー
ト
ル
の
天
生
峠

を
境
に
、
南
北
で
異
な
る
様
相
を
見
せ
る
。

峠
の
北
側
は
人
と
自
然
の
営
み
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
て
き
た
里
山
の
景
観
が
広
が
り
、
南

側
は
人
の
手
が
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
高

層
湿
原
や
ブ
ナ
の
原
生
林
だ
。こ
の
森
で
は
、

日
本
海
側
多
雪
地
帯
の
生
態
系
を
象
徴
す
る

極
め
て
多
く
の
動
植
物
が
観
察
さ
れ
る
。
し

か
も
、
入
山
可
能
と
な
る
６
月
初
旬
か
ら
は

新
緑
と
と
も
に
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
、
ニ
ッ
コ
ウ

キ
ス
ゲ
な
ど
の
花
が
咲
き
乱
れ
、
10
月
中
旬

か
ら
は
赤
・
黄
・
橙
と
、
多
種
多
様
な
紅
葉

に
包
ま
れ
る
。

　

こ
う
し
た
天
生
の
森
の
自
然
を
楽
し
み
、

安
全
な
山
歩
き
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
イ
ン

タ
ー
プ
リ
タ
ー
だ
。
花
や
木
、
野
鳥
の
名
前

や
特
色
は
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ナ
林
を
わ
た
る
風

の
音
や
鳥
や
虫
の
鳴
き
声
な
ど
、
五
感
を
フ

ル
に
使
っ
て
森
の
魅
力
を
楽
し
む
方
法
を
教

え
て
く
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
よ
る

ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
は
、
３
時
間
コ
ー
ス
、
半
日

コ
ー
ス
、
１
日
コ
ー
ス
の
3
種
類
あ
り
、
山

歩
き
初
心
者
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
、
体
力
と

目
的
に
合
わ
せ
て
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
た
め
、
中
高
年
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
人
気
に

加
え
、
近
年
は
20
代
・
30
代
の
“
山
ガ
ー
ル
”

や
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
入
山
者
も
増
え
て
き
た
。

　

回
廊
の
真
ん
中
に
位
置
す
る
池
ヶ
原
湿
原

は
、
約
７
千
年
の
間
、
湿
地
と
池
を
繰
り
返

し
湿
地
性
植
物
群
落
を
形
成
し
て
い
る
湿

原
。
4
月
下
旬
か
ら
5
月
中
旬
く
ら
い
ま
で

は
、
湿
原
一
面
を
覆
い
尽
く
す
白
い
ミ
ズ
バ

シ
ョ
ウ
と
黄
色
の
リ
ュ
ウ
キ
ン
カ
の
中
を
渡

る
木
道
を
歩
き
な
が
ら
散
策
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
２
０
１
３
年
の
5
月
は
、
一
カ
月
で

３
千
人
近
く
が
入
山
し
た
人
気
ス
ポ
ッ
ト
。

ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
の
季
節
が
終
わ
る
頃
、
シ
ラ

カ
ン
バ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
新
芽
が
現
れ
、
湿
原

一
帯
は
新
緑
の
季
節
を
迎
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
数
十
年
、
周
囲
の
山
に
人
間
が
手
を
加

え
た
こ
と
で
富
栄
養
化
し
て
植
生
が
変
わ

り
、
夏
に
は
高
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ヨ
シ

が
繁
茂
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
6
月
以

降
は
訪
れ
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、岐
阜
県
か
ら
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、

ヨ
シ
の
2
度
刈
り
な
ど
、
繁
茂
を
抑
制
す
る

取
組
を
実
施
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
湿
原
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本
来
の
植
生
が
回
復
し
始
め
、
夏
の
青
々

と
し
た
景
色
や
、
湿
原
の
草
紅
葉
と
周
り

の
森
の
紅
葉
な
ど
、
春
か
ら
秋
を
通
し
て

楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

   

　

深
洞
湿
原
・
原
生
林
は
、
神
岡
か
ら
さ

ら
に
北
東
、
通
称
「
山
之
村
」
集
落
の
東

に
位
置
す
る
標
高
１
５
０
０
メ
ー
ト
ル
の

高
地
に
あ
る
。
他
の
2
カ
所
に
比
べ
湿
原

の
規
模
は
小
さ
い
も
の
の
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ

ナ
ラ
な
ど
夏
緑
広
葉
樹
林
の
下
部
に
ト
ウ

ヒ
、
ク
ロ
ベ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
な
ど
亜
高

山
帯
針
葉
樹
の
原
生
林
が
広
が
る
、
極
め

て
珍
し
い
植
生
を
形
成
し
て
い
る
。
う
っ

そ
う
と
し
た
森
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

亜
高
山
帯
針
葉
樹
林
の
「
根
上
が
り
」
と

い
う
不
思
議
な
風
景
を
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
倒
れ
た
木
の
上
に
新
た
な
樹
木

が
育
っ
て
い
く
と
い
う
樹
木
の
命
の
リ

レ
ー
は
、
数
百
年
と
い
う
年
月
の
中
で
生

ま
れ
た
風
景
で
あ
る
。
神
秘
的
な
森
の
植

生
と
、
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
と
湿
地
性
植
物
群

の
景
観
、
さ
ら
に
サ
ン
カ
ヨ
ウ
、
ニ
ッ
コ

ウ
キ
ス
ゲ
な
ど
四
季
折
々
の
高
山
植
物
を

一
度
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
深
洞
湿

原
・
原
生
林
だ
が
、
一
般
に
は
公
開
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
２
０
１
０
年
か
ら

限
定
的
に
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
同
行
の
日

帰
り
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
ツ
ア
ー
が
始
ま
り
、

２
０
１
２
年
か
ら
は
地
元
の
天
空
の
牧
場

山
之
村
も
定
期
的
に
ツ
ア
ー
を
始
め
た
こ

と
に
よ
り
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
入
山

で
き
る
機
会
が
増
え
て
き
た
。

 

　

天
生
県
立
自
然
公
園
と
三
湿
原
回
廊
が

“
岐
阜
の
宝
も
の
”
に
認
定
さ
れ
、
多
く

の
観
光
客
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

背
景
に
は
、
観
光
資
源
の
活
性
化
と
自
然

環
境
の
保
全
と
を
両
立
さ
せ
る
地
元
の
さ

ま
ざ
ま
な
取
組
が
あ
る
。
天
生
峠
を
経
由

天
あ も う

生県
け ん り つ

立自
し ぜ ん

然公
こ う え ん

園

飛騨市河合町と大野郡白川村にま
たがる天生峠は、一年の約半分
を雪に閉ざされる。この峠を中心
に、高山植物群、高層湿原、ブ
ナ原生林、急峻な渓谷とそこにか
かる滝など、変化に富んだ雄大な
自然を体感できる自然公園。雪解
け直後の 6 月から 9 月中旬までは
ミズバショウ、ニリンソウ、サンカヨウ、ニツコウキスゲ、シラヒゲソウ、
エゾリンドウなどの花を、10 月上旬からはブナ、ナナカマド、カエデ
などの紅葉を楽しめる。また、泉鏡花の小説「高野聖」、東山魁夷
の日本画「山雲」の舞台としても有名。

■	JR「飛騨古川駅」から車で約 50 分。東海北陸
自動車道「白川郷 IC」から車で約 30 分。登山
口となる天生峠に駐車場・トイレあり。天生峠は冬
期通行止め（降雪〜5月末頃）。6月から10月は、
JR高山駅〜飛騨古川〜天生峠〜白川郷を結ぶ
シャトルバスが運行される（要確認）。

深
ふ か

洞
ど

湿
し つ げ ん

原
岐阜県最北端の集落、通称「山之村」
地区の東部、桑崎山と大鼠山の中間
に位置する。標高約 1500メートルあた
りで、亜高山帯針葉樹の原生林がブ

ナ・ミズナラ林より低いところに残るという逆転現象が見られる。遊歩道の高層
湿原周辺では、トウヒなどの巨木、倒木更新による“根上がり”など、自然の
営みがもたらす造形美に出会える。入山には、国有林の入林許可が必要だが、
天空の牧場 山之村などが企画する一般向けツアーに参加すれば入山できる。

池
い け

ヶ
が

原
は ら

湿
し つ げ ん

原

「奥飛騨数河流葉県立自然公園」の北部、標高 960 〜 980 メートル
の準平原 ( ニコイ高原 ) のほぼ中央の小盆地にある湿原で、岐阜県
の天然記念物に指定。4 月下旬から 5 月上旬の雪解けの時期には、
約 6 ヘクタールの湿原一面に 30 〜 40 万株のミズバショウが咲く。湿
原のほぼ中央に木道が整備され、同じ時期に咲くリュウキンカの黄色
と白の花の競演は壮観。夏は湿原の新緑に吹き渡る風を、秋には草
紅葉やシラカバの紅葉も美しい。

■	JR「打
うつぼ
保駅」から車で国道 360号を宮川町塩屋地区、森林基幹林道「洞〜

数河線」を経て約 30分。冬期降雪期間は通行不可。駐車場あり。



23

し
て
J
R
高
山
駅
と
白
川
郷
を
結
ぶ
シ
ャ

ト
ル
バ
ス
の
運
行
（
6
～
10
月
）、
地
元

の
観
光
・
旅
行
業
者
に
よ
る
ツ
ア
ー
・
体

験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
情
報
発
信
な
ど
に
よ
り
、「
森
歩

き
」
に
訪
れ
、宿
泊
す
る
観
光
客
が
増
加
。

　
一
方
で
、
公
園
内
に
携
帯
ト
イ
レ
と
専
用

テ
ン
ト
の
配
置
、
外
来
植
物
の
除
去
、
天

生
の
自
然
の
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
「
天
生
の
森
サ

ポ
ー
タ
ー
倶
楽
部
」
の
創
設
な
ど
、
地
道

な
自
然
環
境
の
保
護
・
保
全
活
動
も
成
果

を
見
せ
始
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
地
元
の
取

組
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
が
、

イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
集
ま
り
で
あ
る
「
飛

騨
市
・
白
川
郷
自
然
案
内
人
協
会
」
だ
。

　
「
私
た
ち
の
テ
ー
マ
は
、『
大
地
は
先
祖

か
ら
の
贈
り
物
で
は
な
く
、
子
孫
か
ら
の

預
か
り
も
の
』。
次
の
世
代
に
健
全
な
森

を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
営

み
が
続
い
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
は
、
こ
の
考

え
を
観
光
客
に
伝
え
、
実
践
し
て
い
く

役
割
を
担
い
ま
す
」。
そ
う
語
る
の
は
、

2
0
0
6
年
に
協
会
を
立
ち
上
げ
た
メ

ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
岩
佐
勝
美
さ
ん
。

現
在
、
協
会
に
は
約
40
人
の
イ
ン
タ
ー
プ

リ
タ
ー
が
在
籍
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
プ

リ
タ
ー
た
ち
は
、
こ
れ
ら
三
湿
原
に
限
ら

ず
、
大
白
川
や
白
木
ヶ
峰
な
ど
も
含
め
た

北
飛
騨
の
森
全
体
を
、
滞
在
型
森
の
リ

ゾ
ー
ト
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
を
推
進
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
な
ら
で
は
の
特
産

品
開
発
に
取
り
組
み
、
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
の

際
に
食
べ
て
も
ら
お
う
と
、
地
域
の
食
材

を
使
っ
た
「
飛
騨
の
森
弁
」
や
、「
お
土

産
用
の
ピ
ン
バ
ッ
ジ
と
絵
は
が
き
セ
ッ

ト
」
な
ど
を
地
元
の
観
光
協
会
な
ど
と
連

携
し
て
開
発
し
た
。   

　

協
会
の
仕
事
は
入
山
者
の
要
望
に
応
じ

た
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
派
遣
は
も
ち
ろ

ん
、
新
た
な
人
材
の
育
成
も
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
だ
。
し
か
し
現
状
で
は
、
ほ
と
ん
ど

の
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
が
他
の
仕
事
を

持
っ
て
お
り
、
三
湿
原
で
増
え
続
け
る
ガ

イ
ド
依
頼
に
対
応
す
る
に
は
十
分
な
数
で

は
な
い
。
ま
た
高
齢
化
も
進
ん
で
い
る
た

め
、
岩
佐
さ
ん
た
ち
は
、「
今
の
課
題
は
、

若
い
質
の
高
い
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
養

成
」
と
考
え
て
い
る
。

　
“
岐
阜
の
宝
も
の
”
の
認
定
も
あ
り
、

観
光
客
は
順
調
に
増
え
続
け
て
い
る
。
し

か
し
、
岩
佐
さ
ん
は
手
放
し
で
喜
べ
な
い

と
い
う
。「
数
年
前
ま
で
は
観
光
客
の
ほ

と
ん
ど
が
シ
ニ
ア
層
で
し
た
が
、
都
会
の

女
性
グ
ル
ー
プ
、
30
代
の
夫
婦
と
子
ど
も

連
れ
な
ど
、
一
気
に
多
様
化
し
ま
し
た
。

ま
た
、
リ
ピ
ー
タ
ー
も
増
え
て
い
ま
す
か

ら
、
す
べ
て
の
方
に
き
ち
ん
と
伝
え
て
い

く
た
め
に
は
質
の
高
い
イ
ン
タ
ー
プ
リ

タ
ー
の
養
成
が
急
務
な
の
で
す
」。

　

岩
佐
さ
ん
た
ち
の
取
組
に
共
感
し
て
、

若
い
人
の
ガ
イ
ド
養
成
講
座
へ
の
応
募
も

増
え
て
き
た
。
自
然
の
仕
組
み
を
き
ち
ん

と
伝
え
、
そ
の
奥
深
さ
を
感
じ
と
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
仕

事
。
地
元
の
自
然
を
熟
知
し
、
植
物
の
生

き
方
を
知
っ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
飛

騨
の
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
森
に
接
し
て

き
た
か
を
伝
え
る
こ
と
。
そ
れ
ら
を
伝
え

る
た
め
に
は
、
地
元
在
住
の
人
材
が
理
想

だ
。「
近
い
将
来
、
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の

仕
事
を
中
心
に
、
地
域
で
生
活
し
て
い
け

る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
た
い
」。そ
れ
が
、

岩
佐
さ
ん
た
ち
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
。

四季とりどりにさまざまな様
相を見せてくれる原生林。特
に秋の彩りが美しいのだとか。

飛騨市・白川郷
自然案内人協会
岩佐勝美さん。

北飛騨の特産品として
開発された「飛騨の森
弁」（上）と「ピンバッジ・
絵はがきセット」（下）。

すぎはら

↑至富山県

さかかみ

うつぼ

白川郷IC

飛騨清見IC
高山西IC

中部縦貫
自動車道

卯の
花街
道

高山IC

ひだほそえ

すぎさき
ひだふるかわ

飛驒市役所
東海北陸
自動車道 ひだこくふ

ほずえ

白川郷
合掌造り集落

万波高原
深洞湿原

天生湿原

神岡振興
事務所

河合振興
事務所

宮川振興
事務所

つのがわ

種蔵の棚田

池ヶ原湿原池ヶ原湿原

天
あ も う

生県
け ん

立
り つ

自
し

然
ぜ ん

公
こ う

園
え ん

と
三
さ ん

湿
し つ

原
げ ん

回
か い

廊
ろ う

問	飛驒市・白川郷自然案内人協会 ☎0577-65-2211
 飛驒市観光課 ☎0577-73-2111（代）
 （一社）飛驒市観光協会 ☎0577-74-1192
 白川郷観光協会 ☎05769-6-1013
	 白川村観光振興課　　　☎05769-6-1311（代）

天生峠を経由してJR 高山駅と白川郷を結ぶ
シャトルバスが運行されており、年々利用者も
増加している。

上／地元飛騨市の子どもたちを対象とした「ひとり旅」
など、将来を見すえた取り組みも始まっている。
左／天生公園内3カ所に設置されている携帯トイレ用
のブース。野外排泄をなくすための取り組み。
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「
水
都
」大
垣
。
こ
の
地
で
多
く
の
人
の
喉
を
、そ
し
て
心
を
潤
し
続
け
て
き
た「
水
」。

水
を
活
用
し
た
文
化
や
産
業
は
、
そ
の
深
み
を
増
し
、

こ
の
名
水
を
守
り
た
い
と
い
う
人
々
の
思
い
は
、

市
民
主
体
の
“
水
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
”
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。

［
大
垣
市
］



　
「
水
の
都
」
大
垣
。
古
く
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
て
き

た
大
垣
市
。
こ
こ
は
、
長
良
川
・
木
曽
川
・
揖
斐
川

な
ど
の
伏
流
水
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
地
下
水
が
豊
富

で
、
市
内
に
点
在
す
る
自
噴
井
戸
か
ら
清
く
美
し
い

水
が
湧
き
出
て
い
る
。

　

昭
和
初
期
ま
で
は
、
多
く
の
家
庭
が
掘
り
抜
き
の

自
噴
井
戸
を
持
っ
て
い
た
。
時
代
の
変
化
と
と
も
に

ほ
と
ん
ど
は
姿
を
消
し
た
が
、
今
も
市
内
17
か
所
の

自
噴
井
戸
が
、
自
由
に
水
が
汲
め
る
よ
う
に
整
備
さ

れ
て
い
る
。

　

J
R
大
垣
駅
か
ら
北
東
へ
2
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
あ
る
「
加
賀
野
八
幡
神
社
井
戸
」。
こ
こ
は
、

環
境
省
「
平
成
の
名
水
百
選
」
に
選
ば
れ
て
か
ら
知

名
度
が
上
が
り
、
市
内
は
も
ち
ろ
ん
県
内
外
か
ら
水

を
汲
み
に
く
る
人
が
絶
え
な
い
。
そ
こ
で
大
垣
の
名

水
を
多
く
の
人
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
や
瓶
入
り
の
「
お
い
し
い
大
垣
の
水
」
や
、

大
垣
の
水
を
使
っ
た
「
大
垣
ラ
ム
ネ
」
な
ど
を
販
売
。

ガ
ラ
ス
瓶
と
ラ
ム
ネ
瓶
は
、
地
元
の
主
要
産
業
で
あ

る
ガ
ラ
ス
瓶
メ
ー
カ
ー
と
コ
ラ
ボ
し
た
も
の
。

　

2
0
1
2
年
に
は
「
奥
の
細
道
む
す
び
の
地
記

念
館
」
敷
地
内
に
、
17
か
所
目
と
な
る
自
噴
水
「
む

す
び
の
泉
」が
誕
生
。
夏
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
、

こ
の
泉
か
ら
湧
き
出
る
水
を
活
用
し
、
子
ど
も
用
の

大
き
な
特
設
プ
ー
ル
を
作
っ
て
い
る
。
ど
こ
よ
り
も

冷
た
く
、
美
し
く
澄
ん
だ
水
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
。

大
垣
な
ら
で
は
の
水
の
楽
し
み
方
と
い
え
よ
う
。

　

現
在
も
、
揖
斐
川
や
水
門
川
、
杭
瀬
川
な
ど
多
く

の
河
川
が
流
れ
る
大
垣
市
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時

代
に
か
け
て
は
、
こ
の
川
を
使
っ
た
水
運
交
易
が
盛

ん
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
美
濃
路
と
交
わ
る
水
門
川

の
川
港
「
船
町
港
」
や
、
中
山
道
赤
坂
宿
の
す
ぐ
隣

に
あ
る
「
赤
坂
港
」
は
、
水
と
陸
の
交
通
が
う
ま
く

噛
み
合
い
、
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

　

当
時
の
風
情
を
今
に
残
し
て
い
る
の
が
、
船
町
港

跡
。
1
8
4
0
年
に
建
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る
住
吉

燈
台
は
、
当
時
か
ら
港
を
行
き
交
う
船
の
目
印
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
そ
の
美
し
い
佇
ま
い
は

川
港
の
趣
を
今
に
伝
え
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
数
年
は
、
水
門
川
で
楽
し
む
舟
下
り

が
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。
舟
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
川
辺

の
絶
景
を
眺
め
る
「
水
の
都
お
お
が
き
舟
下
り
」
や
、

た
ら
い
に
乗
っ
て
水
門
川
を
下
っ
て
い
く
「
水
の
都

お
お
が
き
た
ら
い
舟
」。
川
に
目
を
や
れ
ば
、
川
底

が
見
え
る
ほ
ど
澄
ん
だ
水
に
心
洗
わ
れ
、
目
線
を
上

に
移
す
と
、
季
節
ご
と
に
美
し
い
景
色
が
広
が
る
。

い
つ
も
と
は
違
っ
た
角
度
で
、
大
垣
の
水
景
に
浸
る

こ
と
が
で
き
る
場
所
な
の
だ
。

　

ま
た
、
船
町
港
は
松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
の

む
す
び
の
地
と
し
て
も
有
名
。
2
0
1
2
年
に
オ
ー

プ
ン
し
た
「
奥
の
細
道
む
す
び
の
地
記
念
館
」
で
は
、

松
尾
芭
蕉
の
功
績
を
紹
介
し
て
い
る
。
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問	大垣市観光協会
	 ☎ 0584-77-1535
	 http://www.ogakikanko.jp/

問	大垣市観光協会
	 ☎ 0584-77-1535
	 http://www.ogakikanko.jp/

湧
き
出
る
水
に
、心
を
澄
ま
せ
て

水温は1年を通して約13℃、
濁度0.1 未満という極めて
純度の高い軟水が湧き出る
「加賀野八幡神社井戸」

2012年に誕生した17か所目となる「むすびの泉」

左／2012 年にオープンした
「奥の細道むすびの地記念館」
右／船町港のシンボル住吉燈台

下／いつもと違った景色眺めるこ
とができる「水の都おおがきたら
い舟」

川
港
の
歴
史
と
文
化
を
今
に
伝
え
る



　

豊
か
な
水
の
恩
恵
を
受
け
る
一
方
で
、
大
垣
は
時

に
猛
威
を
ふ
る
う
水
と
闘
い
続
け
て
き
た
地
で
あ
る

こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
今
、
水
と
寄
り
添
い

な
が
ら
暮
ら
し
て
い
け
る
の
は
、
過
去
の
困
難
を
乗

り
越
え
て
き
た
先
人
達
の
お
か
げ
と
も
言
え
る
の
だ
。

　

揖
斐
川
・
水
門
川
・
杭
瀬
川
を
は
じ
め
、
21
本
も

の
一
級
河
川
が
市
内
を
流
れ
る
大
垣
。
さ
ら
に
海
抜

3
～
4
メ
ー
ト
ル
の
水
郷
地
帯
も
広
く
、
大
雨
が
降

る
た
び
に
水
害
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
以
降
、

先
人
達
は
集
落
や
耕
地
の
周
り
を
堤
防
で
囲
む
「
輪

中
」
を
築
造
。
さ
ら
に
避
難
用
の
家
屋
「
水
屋
」
を

母
屋
近
く
に
作
っ
て
い
っ
た
。
水
屋
と
は
、
屋
敷
内

で
も
一
段
と
高
く
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
の
上
に
建

て
た
小
屋
で
、
そ
こ
に
寝
具
や
衣
類
、
食
料
な
ど
を

備
蓄
し
、
水
害
時
に
は
そ
こ
で
生
活
を
し
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
輪
中
特
有
の
文
化
や
歴
史
、
生
活
様
式

を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
、
大
垣
市
で
は
資
料
館

「
大
垣
市
輪
中
館
」
と
、
輪
中
民
家
を
復
元
し
た
「
大

垣
市
輪
中
生
活
館
」
を
開
館
。
観
光
客
が
訪
れ
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、
市
内
の
小
学
生
た
ち
は
、
こ
こ
で
輪
中

文
化
に
つ
い
て
学
び
、先
人
達
の
苦
悩
と
知
恵
を
知
る
。

　

水
屋
建
築
は
、
水
害
の
悲
惨
さ
と
防
災
の
重
要
性

を
今
に
伝
え
る
大
切
な
存
在
で
あ
る
が
、
老
朽
化
な

ど
が
原
因
で
、
近
年
は
取
り
壊
し
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
も
。
そ
の
景
観
を
次
代
に
残
し
て
い
く
た
め
、

輪
中
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
「
輪
中
を
語
り

継
ぐ
会
」
を
結
成
し
、
輪
中
見
学
会
や
講
座
な
ど
を

年
数
回
開
催
し
て
い
る
。
市
内
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

残
る
輪
中
の
風
景
。
大
切
な
も
の
を
守
る
た
め
に
、

命
が
け
で
水
と
闘
っ
て
き
た
先
人
の
苦
労
を
知
り
、

輪
中
文
化
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
、

こ
の
地
に
住
む
人
た
ち
に
と
っ
て
大
切

な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

大
垣
の
夏
の
風
物
詩
と
い
え
ば
、「
水
ま
ん
じ
ゅ

う
」。
葛
粉
や
わ
ら
び
粉
で
作
ら
れ
た
半
透
明
の
生

地
で
こ
し
あ
ん
を
包
ん
だ
和
菓
子
だ
。
ひ
ん
や
り
冷

た
く
て
の
ど
ご
し
の
良
い
、「
水
の
都
」
大
垣
な
ら

で
は
の
夏
の
名
菓
。
冷
た
い
氷
水
に
浮
か
べ
て
い
た

だ
く
水
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
ぜ
ひ
名
水
と
一
緒
に
つ
る

り
と
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

　

最
近
は
、
あ
ん
の
種
類
も
豊
富
に
な
り
、
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
な
小
豆
や
抹
茶
の
ほ
か
、
い
ち
ご
や
桃
、
ぶ

ど
う
と
い
っ
た
フ
ル
ー
ツ
あ
ん
、
さ
ら
に
は
コ
ー

ヒ
ー
味
の
「
オ
オ
ガ
キ
珈
琲
水
ま
ん
じ
ゅ
う
」
も
登

場
。
水
ま
ん
じ
ゅ
う
が
か
き
氷
に
隠
れ
た
「
水
ま
ん

氷
」
も
人
気
だ
。

　

市
内
に
あ
る
「
大
垣
水
ま
ん
じ
ゅ
う
製
造
組
合
」

で
は
、
伝
統
を
守
る
一
方
で
、
新
し
い
取
り
組
み
も

進
ん
で
い
る
。
各
店
舗
で
少
し
ず
つ
味
が
違
う
水
ま

ん
じ
ゅ
う
を
食
べ
比
べ
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
、
水
ま
ん

じ
ゅ
う
づ
く
り
体
験
な
ど
を
実
施
。
2
0
1
3
年

に
は
、
大
垣
市
観
光
協
会
の
「
大
垣
市
特
選
推
奨
観

光
土
産
品
」
に
も
認
定
さ
れ
た
。

　

今
ま
で
は
夏
限
定
の
販
売
だ
っ
た
水
ま
ん
じ
ゅ
う

だ
が
、
こ
こ
数
年
は
4
月
上
旬
か
ら
販
売
を
開
始
す

る
店
舗
が
増
え
、
よ
り
多
く
の
人
が
長
い
季
節
楽
し

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。大
垣
の
名
水
が
生
ん
だ
名
菓
。

歴
史
や
伝
統
の
継
承
と
と
も
に
、
新
し
い
角
度
か
ら

も
そ
の
魅
力
を
発
信
し
続
け
て
い
る
。
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問	大垣市観光協会		☎ 0584-77-1535
	 http://www.ogakikanko.jp/

問	大垣市輪中館　　　 大垣市入方2-1661-1　☎ 0573-69-2336
	 大垣市輪中生活館　大垣市入方2-1723　   ☎ 0584-89-6787	
交 	JR「大垣駅」から養老鉄道「友江駅」下車すぐ
	 名神高速道路「大垣IC」から約5分

輪中文化を伝える資料館「大垣市輪中館」

石積みの上に建つ水屋。
ここには家宝も収められ
ていたとか。

冷たい水が流れる水舟は、
和菓子店の店先に登場。
その場でおちょこをひっくり
返し食べることができる。

水まんじゅうづくり体験教室

水と氷で冷やして食べるのが「水まんじゅう」の定番

水
と
の
闘
い
で
築
か
れ
た
水
防
文
化

名
水
か
ら
生
ま
れ
た
、夏
の
名
菓



　

大
垣
の
名
水
が
不
可
能
を
可
能
に
し
た
、
そ
ん
な

名
品
が
あ
る
。
2
0
1
1
年
9
月
、
長
野
県
で
開
催

さ
れ
た
「
全
国
わ
さ
び
品
評
会
」
に
お
い
て
、
初
出

品
に
も
か
か
わ
ら
ず
優
秀
賞
に
選
ば
れ
る
と
い
う
快

挙
を
達
成
し
た
「
名
水
わ
さ
び
」。

　

わ
さ
び
と
言
え
ば
、
暑
さ
に
弱
く
比
較
的
涼
し
い

山
間
部
の
渓
流
沿
い
で
育
つ
の
が
一
般
的
だ
が
、
平

地
で
あ
る
大
垣
市
内
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
秘
密
は
自
噴
水
。
年
間
を
通
し
て
13
℃
前
後

と
安
定
し
て
い
る
水
温
が
、
わ
さ
び
栽
培
に
適
し
て
い

る
の
だ
。
と
は
言
え
、
大
垣
は
気
温
も
湿
度
も
高
く
、

栽
培
に
不
向
き
な
条
件
も
多
い
。
そ
こ
で
、
生
産
者
で

あ
る
坂
野
さ
ん
は
、
気
候
や
水
質
、
土
壌
、
傾
斜
や

水
の
流
れ
方
な
ど
、
長
い
年
月
を
か
け
て
細
か
な
研
究

を
重
ね
た
。
そ
れ
が
実
を
結
び
、
大
垣
の
地
で
し
か
で

き
な
い
、
奇
跡
の
わ
さ
び
が
誕
生
し
た
の
だ
。

　
「
わ
さ
び
漬
け
」
や
「
わ
さ
び
味
噌
」
な
ど
の
加
工

品
は
も
ち
ろ
ん
、
希
少
な
「
わ
さ
び
の
花
」
を
食
用

と
し
て
限
定
販
売
す
る
な
ど
、
可
能
性
を
ど
ん
ど
ん

広
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
数
年
は
、
地
元
の
洋
菓

子
店
や
製
麺
会
社
と
の
コ
ラ
ボ
商
品
を
開
発
し
た
り
、

わ
さ
び
園
の
見
学
者
を
受
け
入
れ
た
り
、
意
欲
的
な

取
組
み
を
行
い
、
わ
さ
び
は
大
垣
の
新
た
な
観
光
資

源
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
大
垣
で
し
か
で
き
な
い
栽
培

方
法
を
こ
の
地
に
根
づ
か
せ
、
生
産
者
を
増
や
し
て

い
く
こ
と
が
夢
だ
と
語
る
坂
野
さ
ん
。「
飛
騨
・
美
濃

す
ぐ
れ
も
の
」
に
も
認
定
さ
れ
た
「
名
水
わ
さ
び
」。

水
都
大
垣
が
誇
る
新
た
な
魅
力
と
し
て
、
今
後
さ
ら

に
注
目
で
あ
る
。

　

大
垣
を
語
る
の
に
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が「
木
枡
」

の
存
在
で
あ
る
。
明
治
時
代
、
木
曽
の
檜
の
一
大
集

積
地
で
あ
っ
た
名
古
屋
か
ら
、
1
人
の
枡
職
人
が
大

垣
へ
移
り
住
ん
だ
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
以
来
、木
枡
づ
く
り
は
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
、

現
在
、
市
内
に
あ
る
5
つ
の
工
場
で
生
産
し
て
い
る
木

枡
が
、
全
国
シ
ェ
ア
の
8
割
を
占
め
て
い
る
。

　

も
と
も
と
は
、
お
米
な
ど
を
計
る
道
具
だ
っ
た
木

枡
。
そ
の
ほ
か
、
日
本
酒
を
飲
ん
だ
り
、
節
分
の
豆

を
入
れ
る
容
器
な
ど
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
た
。「
木

枡
の
魅
力
を
、も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
た
い
」

と
、（
有
）
大
橋
量
器
の
社
長
、
大
橋
博
行
さ
ん
は
、

木
枡
を
使
っ
た
照
明
器
具
や
、
バ
ス
ソ
ル
ト
を
中
に

入
れ
た
「
枡
ソ
ル
ト
」
な
ど
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
商

品
を
数
々
生
み
出
し
て
き
た
。

　

ま
た
、
大
橋
量
器
で
は
、
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

海
外
へ
も
目
を
向
け
た
情
報
発
信
に
も
意
欲
的
だ
。

2
0
1
0
年
の
「
上
海
国
際
博
覧
会
」
の
ほ
か
、

2
0
1
2
年
に
は
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
際
ギ
フ
ト

フ
ェ
ア
」
に
出
展
。
こ
こ
で
は
世
界
的
に
有
名
な

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
「
ポ
ー
ル
・
ス
ミ
ス
」
の
目

に
留
ま
り
、
赤
・
黄
・
緑
な
ど
に
塗
っ
た
斬
新
な
な

デ
ザ
イ
ン
の
木
枡
の
発
注
を
受
け
た
。
大
垣
の
木
枡

は
、
今
や
世
界
へ
と
そ
の
名
を
響
か
せ
て
い
る
の
だ
。

　

狂
い
の
な
い
木
組
み
の
技
に
、
慣
れ
親
し
ん
だ

フ
ォ
ル
ム
。
そ
の
美
し
さ
は
、
こ
の
地
で
育
ま
れ
て

き
た
伝
統
の
証
で
も
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
い
ろ
い
ろ

な
形
で
、
こ
の
伝
統
を
紡
い
で
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

水
が
豊
か
な
大
垣
で
は
、
そ
れ
を
生
か
し
た
産
業
や
文
化
が
、
ご
く
自
然

な
形
で
守
ら
れ
な
が
ら
、
日
々
進
化
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
裏
に
は
、
こ
の

地
を
、
そ
し
て
こ
の
水
を
愛
す
る
人
々
の
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
あ
る
。
歴
史

を
守
り
、
伝
え
な
が
ら
、
水
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
や
観
光
振
興
が
今
後

さ
ら
に
広
が
る
こ
と
だ
ろ
う
。
大
垣
の
美
し
い
水
景
を
眺
め
な
が
ら
、
水
と

生
き
る
人
々
の
物
語
を
感
じ
て
ほ
し
い
。
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問	大垣「ます」生産者実行委員会（有限会社大橋量器内）
	 大垣市西外側町2-8☎ 0584-78-5468

問	名水わさび
 大垣市曽根町3-151
 ☎ 090-5116-2903　	
	 � 0584-81-9170

「
水
の
都
」と
誉
れ
高
い
大
垣
で

上／無農薬栽培のわさび。
栽培期間が長いため、うま味
が凝縮し、身が締まった上質
なわさびに育つ。
下／試行錯誤の末、夏は涼
しく冬は暖かいわさび田が
完成。水温は13℃前後に安
定している。

木枡をさまざまなデザインにアレンジした商品。

名
水
が
叶
え
た
、奇
跡
の
わ
さ
び

世
界
に
そ
の
名
を
響
か
せ
る
木
枡



養
老
鉄
道
、明
知
鉄
道
、長
良
川
鉄
道
、樽
見
鉄
道
。

個
性
豊
か
な
岐
阜
の
４
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
は
、

車
窓
か
ら
眺
め
る
風
景
も
四
季
折
々
に
美
し
く
、

の
ん
び
り
と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
旅
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
グ
ル
メ
列
車
や
イ
ベ
ン
ト
列
車
の
運
行
、

ご
当
地
き
っ
ぷ
の
販
売
、ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
、

各
鉄
道
で
工
夫
を
凝
ら
し
た
取
り
組
み
を
展
開
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
人
気
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョン
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
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名神高速道路

JR東
海道
本線

東海道新幹線

くわな

はりま

しもふかや

しものしろしものしろ

たど
みのまつやまみのまつやま

いしづ

みのやまざきみのやまざき

からすえからすえ

おおとばおおとば

いびいび

みのほんごうみのほんごう

きたいけのきたいけの

いけの
きたごうどきたごうど

ひろごうど

むろ おおがきおおがき

きたおおがききたおおがき

ひがしあかさかひがしあかさか

にしおおがきにしおおがき

みのやなぎみのやなぎ
ともえ

こまの

大垣IC
養老JCT

おおがきおおがき

養老鉄道養老鉄道

ようろう

みのつや

みのたかだ

　
養
老
鉄
道
で
は
、
桑
名
駅
を
除
く
全
駅
に

お
い
て
、
電
車
内
に
無
料
で
自
転
車
を
持
ち

込
め
る
「
サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ
ン
」
を
実
施
し

て
い
る
。
自
転
車
を
持
ち
込
め
る
時
間
帯
は

土
・
日
・
祝
日
は
終
日
、
平
日
は
9
～
15
時

頃
ま
で
で
、
列
車
の
先
頭
車
両
に
は
目
印
と

し
て
円
形
の
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
電
車
を
使
っ
た
優
雅
で
贅
沢
な
旅

の
企
画
も
人
気
だ
。
毎
週
木
・
土
曜
日
の
昼

に
は
、
地
元
の
食
材
を
取
り
入
れ
た
薬
膳
料

理
が
楽
し
め
る
「
薬
膳
列
車
」
が
運
行
さ
れ

て
い
る
。
料
金
は
1
日
フ
リ
ー
切
符
付
き
で

5,
0
0
0
円
。
四
季
折
々
、
旬
の
食
材
を

使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
い
る
。

 

　
沿
線
の
企
業
や
市
町
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
商
品

も
発
売
。
大
垣
市
に
本
社
を
置
く
音
響
機
器

メ
ー
カ
ー
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
オ
ー
デ
ィ
オ

ア
ン
プ
や
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
電
車
の
イ
ラ
ス

ト
を
あ
し
ら
っ
た
日
本
酒
（
純
米
酒
）、
沿
線

市
町
の
特
産
品
（
大
垣
の
木
枡
、養
老
の
ヒ
ョ

ウ
タ
ン
・
バ
ッ
ト
、
桑
名
の
ハ
マ
グ
リ
な
ど
）

を
使
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
形
態
の
切
符
も
発
売

し
て
き
た
。
以
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
企

画
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
さ
ら
に
積
極
的
に
展
開

し
、
新
し
い
魅
力
を
送
出
し
続
け
て
い
る
。

【
養よ

う

ろ

う老
鉄
道
】

●
海
津
市 

　
　
揖
斐
川
町

左／手軽にサイクリングを楽しむファミリー、カップルから本格的な
ツーリストまで。サイクルトレインの利用者は幅広い。
上／これまでに発売されたユニークな記念切符の数 。々
右／オリジナルグッズ

問	養老鉄道株式会社
	 大垣市木戸町910（西大垣駅内）
	 ☎ 0584-78-3400
 http://www.yororailway.co.jp
交 	名神高速道路「大垣IC」から車で約15分

　

2
0
1
3
年
２
月
に
、養
老
鉄
道
、明
知
鉄
道
、長
良

川
鉄
道
、樽
見
鉄
道
が
“
岐
阜
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
の
旅
”と

し
て
明
日
の
宝
も
の
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、

同
年
７
月
に
４
鉄
道
に
よ
る
「
岐
阜
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
連

絡
会
議
」が
発
足
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
明
知
鉄
道
、長
良
川
鉄
道
、樽
見
鉄
道
の

３
社
に
よ
る「
岐
阜
県
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
連
絡
会
議
」

が
存
在
し
た
が
、こ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
、マ
ナ
ー
、安
全
講

習
会
の
共
同
開
催
や
車
両
ト
ラ
ブ
ル
の
際
の
部
品
の
貸

し
借
り
な
ど
が
中
心
で
、あ
く
ま
で
も
自
社
の
利
用
者

増
加
と
安
全
で
効
率
的
な
鉄
道
運
営
の
促
進
を
目
的
と

し
て
活
動
し
て
き
た
。

　

今
回
発
足
し
た
連
絡
会
議
は
、４
社
が
連
携
す
る
こ

と
に
よ
り
鉄
道
全
体
の
利
用
促
進
を
強
化
す
る
狙
い
が

あ
る
。そ
の
動
き
は
早
く
、９
月
に
は
明
日
の
宝
も
の

に
認
定
さ
れ
て
い
る
大
垣
市
の
「
木
枡
」と
コ
ラ
ボ
し

た
「
枡
酒
列
車
」を
４
社
で
運
行
。各
社
の
沿
線
地
域
に

は
、そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
あ
る
地
酒
が
あ
り
、日
本
酒
好
き

に
は
う
れ
し
い
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
た
。ま
た
、合
同
ポ
ス

タ
ー
も
製
作
さ
れ
、４
鉄
道
の
連
携
に
よ
る
県
内
観
光

利
用
の
増
加
が
期
待
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、４
つ
の
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
を
活
用
し
た
新

た
な
イ
ベ
ン
ト
（
ぎ
ふ
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
博
覧
会
）も
企

画
さ
れ
、今
後
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
の
旅
が
楽

し
め
そ
う
だ
。

左／「おいしく食べて元気になる」をキャッチフレーズに、地元産野菜を豊富に
使った健康的なメニューを提供。スタッフの軽快なトークも魅力だ。
右／パッケージもユニークな純米酒「養老鉄景」

オーディオアンプはマルーン色の
車体をイメージ。
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ガ
タ
ン
ゴ
ト
ン
と
清
流
・
長
良
川

を
沿
う
よ
う
に
走
る
1
両
の
電
車
。
正

確
に
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
で
走

る
「
汽
車
」
で
あ
る
長
良
川
鉄
道
は
、

電
気
を
使
わ
な
い
の
で
当
然
電
線
も

な
い
。「
景
色
に
余
計
な
も
の
が
な

く
、
走
っ
て
い
る
姿
も
美
し
い
で
し
ょ

う
？
」
と
長
良
川
鉄
道
（
株
）
総
務
部

の
中
井
啓
介
さ
ん
。

　
沿
線
に
は
、
美
濃
加
茂
市
の
「
中
山

道
太
田
宿
」、
関
市
の
「
刃
物
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
回
廊
」、
美
濃
市
の
「
う
だ
つ

の
上
が
る
町
並
み
」、
郡
上
市
の
「
郡

上
八
幡
城
」
な
ど
、数
々
の
観
光
ス
ポ
ッ

ト
が
点
在
す
る
。

　
長
良
川
鉄
道
の
見
ど
こ
ろ
は
、
な
ん

と
い
っ
て
も
車
窓
か
ら
眺
め
る
清
流
・

長
良
川
の
景
色
。
そ
の
美
し
い
風
景
を

じ
っ
く
り
と
楽
し
め
る
の
が
「
ゆ
ら
～

り
眺
め
て
清
流
列
車
」
だ
。
湯
の
洞
温

泉
口
駅
か
ら
郡
上
八
幡
駅
ま
で
の
区
間

に
は
、
長
良
川
と
支
流
に
か
か
る
大
き

な
橋
梁
が
7
カ
所
あ
り
、
絶
景
ポ
イ
ン

ト
で
は
速
度
を
30
キ
ロ
以
下
に
落
と
し

て
ゆ
っ
く
り
走
っ
て
く
れ
る
と
い
う
、

う
れ
し
い
心
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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問	明知鉄道株式会社	恵那市明智町469-4
	 ☎ 0573-54-4101  http://www.aketetsu.co.jp
交 	中央自動車道「恵那IC」から車で約40分

問	長良川鉄道株式会社
	 関市元重町74-1

☎ 0575-23-3921
 http://www.nagatetsu.co.jp

交 	東海北陸自動車道「関IC」
から車で約10分　　　　

【
明あ

け

ち知
鉄
道
】

●
恵
那
市 

　
　
中
津
川
市

【
長な

が

ら良
川が

わ

鉄
道
】

●
郡
上
市 

　
　
美
濃
加
茂
市

人気の
「極楽ゆき」切符

美しい車両は鉄道ファンの間でも
人気が高く、全国各地から訪れる。

左 ／ つり革 広 告 は
5,000 円で1 年間メッ
セージが発信できる。
右 ／ 愛 称 命 名 権 に
よってネーミングされ
た列車。プレート部分
は記念に持ち帰ること
ができる。



たるみ

みどり

ひなた

たかお

なべら

たかしな
こうみ

おりべ

もとす

いとぬき

きたがたまくわ
モレラぎふ

たにぐみくち

みえじ

じゅうくじょう

よこや

ひがしおおがき

こちぼら
樽見鉄道

おおがき

JR東海
道本線

おおがき

    

　
長
良
川
鉄
道
で
も
、
趣
向
を
凝
ら
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
列
車
を
展
開

中
。
新
た
に
誕
生
し
た
冬
の
「
こ
た
つ

列
車
」
は
、
列
車
内
に“
こ
た
つ
”
と
い

う
何
と
も
不
思
議
な
組
み
合
わ
せ
が
話

題
と
な
り
、
連
日
満
席
の
人
気
企
画
と

な
っ
た
。
他
に
も
ホ
タ
ル
列
車
、
ど
ぶ

ろ
く
列
車
、
ユ
リ
園
列
車
、
お
花
見
列

車
な
ど
、
沿
線
の
観
光
資
源
と
連
携
し

た
新
し
い
企
画
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

 
3
0
0
m
の
直
線
距
離
を
運
転

で
き
る
運
転
体
験
講
習
会
が
人
気

　
大
垣
駅
か
ら
本
巣
駅
ま
で
は
通
勤

や
通
学
、
買
い
物
の
利
用
者
が
多
い

が
、
本
巣
駅
か
ら
樽
見
駅
に
か
け
て

の
区
間
は
観
光
利
用
が
多
く
、
根
尾

川
の
渓
流
に
沿
う
よ
う
に
列
車
が
走

り
、
9
つ
の
ト
ン
ネ
ル
と
10
の
橋
を
経

て
、
春
の
桜
、
秋
の
紅
葉
な
ど
四
季

折
々
の
美
し
い
景
色
が
堪
能
で
き
る
。

　
樽
見
鉄
道
で
人
気
を
集
め
て
い
る

の
が
「
運
転
体
験
講
習
会
」
だ
。
本

物
の
列
車
を
3
0
0
m
に
わ
た
り
直

線
で
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
全
国
に
も
ほ
と
ん
ど
例
が
な
く
、

日
本
中
か
ら
参
加
者
が
集
ま
っ
て
く

る
。
同
体
験
で
は
、
運
転
士
名
札
や

白
手
袋
、
運
転
体
験
証
明
書
が
も
ら

え
る
ほ
か
、
体
験
運
転
士
の
辞
令
も

発
行
さ
れ
る
な
ど
本
格
的
。
す
で
に

15
回
も
参
加
し
て
い
る
熱
烈
な
フ
ァ

ン
も
い
る
ほ
ど
だ
。

 
 

　
地
域
と
と
も
に
あ
る
鉄
道
と
し
て
、

企
画
の
持
ち
込
み
依
頼
に
も
積
極
的

に
応
じ
て
い
る
。
珍
し
い
企
画
と
し
て

は
「
婚
活
列
車
」
の
運
行
。
男
女
18

名
ず
つ
が
参
加
し
、
な
ん
と
10
組
も

の
カ
ッ
プ
ル
が
成
立
。

そ
の
う
ち
2
組
が
結

婚
し
た
と
い
う
。

　
自
ら
企
画
・
体
験

で
き
る
身
近
な
ロ
ー
カ

ル
鉄
道
と
し
て
、
1
人

で
も
多
く
の
フ
ァ
ン
を

増
や
す
取
り
組
み
が

続
け
ら
れ
て
い
る
。
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問	樽見鉄道株式会社
	 本巣市曽井中島680-11（本巣駅内）
	 ☎ 0581-34-8039
 http://tarumi-railway.com
交 	名神高速道路「岐阜羽島IC」
から車で約50分

【
樽た

る

み見
鉄
道
】

●
大
垣
市 

　
　
本
巣
市

車窓に流れるのどかな風景を楽しみながら、地元料理屋に
よる山里ならではの料理が味わえる。

上／車窓から眺める清流長良川の美しい風景は格別。
下／貸切お座敷列車も人気。季節にあわせていろいろな
企画列車が走る。

運転体験講習会には全国から
ファンが押し寄せる。

しし鍋列車の車内。
イベント列車は利用者から
持ち込まれた企画も多い。



　

江
戸
時
代
、中
山
道
46
番
目
の
宿
場
町
と

し
て
栄
え
た
中
津
川
は
街
道
を
通
じ
て
東

西
の
文
化
が
入
り
交
じ
り
、
独
自
の
文
化

が
発
達
。
山
々
に
囲
ま
れ
た
地
で
は
あ
る

も
の
の
、
も
と
も
と
文
化
、伝
統
に
秀
で
た

地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
粋
人
も
多
く
、
江

戸
時
代
に
は
遠
く
江
戸
や
京
よ
り
文
人
墨

客
を
招
き
、
茶
会
や
詩
歌
の
会
を
催
し
て

い
た
。
風
流
文
化
を
愛
で
る
茶
会
の
席
で
、

お
菓
子
は
重
要
な
脇
役
。舌
の
肥
え
た
客
人

を
も
て
な
す
た
め
、中
津
川
の
菓
子
職
人
た

ち
は
切
磋
琢
磨
し
腕
を
磨
き
、
東
濃
地
域

を
代
表
す
る
銘
菓
を
作
り
上
げ
て
き
た
。

　

全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
「
栗
き
ん

と
ん
」
と
い
え
ば
、
栗
を
煮
つ
ぶ
し
た
り
、

サ
ツ
マ
イ
モ
を
裏
漉ご

し
し
て
つ
く
る
餡
に

甘
く
煮
た
栗
を
混
ぜ
た
も
の
。
一
方
、

中
津
川
を
は
じ
め
岐
阜
県
近
隣
で
「
栗
き

ん
と
ん
」
と
い
え
ば
、栗
の
実
を
か
た
ど
っ

た
高
級
和
菓
子
。
栗
の
収
穫
が
始
ま
る
9

月
か
ら
店
頭
に
並
び
、
秋
か
ら
冬
に
か
け

て
こ
の
地
域
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

　

炊
い
た
栗
の
実
を
取
り
出
し
て
裏
漉

し
し
、
そ
れ
に
砂
糖
を
少
し
混
ぜ
た
も
の

を
茶
巾
で
キ
ュ
ッ
と
絞
れ
ば
で
き
あ
が
り
。

シ
ン
プ
ル
な
製
法
だ
け
に
、
素
材
と
な
る

栗
の
風
味
を
何
よ
り
も
楽
し
め
る
和
菓
子

だ
。
菓
子
職
人
に
と
っ
て
は
、
素
材
を
見

極
め
る
目
と
菓
子
づ
く
り
の
腕
を
試
さ
れ

る
商
品
で
も
あ
る
。
中
津
川
で
は
、
お
い

し
い
「
栗
き
ん
と
ん
」
を
食
べ
て
も
ら
う

た
め
に
、
秋
に
収
穫
さ
れ
た
新
栗
だ
け
を

使
う
。
新
栗
が
無
く
な
っ
た
時
点
で
、
そ

の
年
の
発
売
も
終
了
。
ま
さ
に
「
今
年

の
栗
で
つ
く
る
、
今
年
だ
け
の
栗
き
ん
と

［ 中 津 川 市 ］
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ん
」
で
あ
る
。
ま
た
、
味
と
品
質
、
そ
し

て
伝
統
を
守
る
た
め
に
、
素
材
に
こ
だ
わ

り
、
基
本
に
忠
実
な
製
法
の
和
菓
子
店
を

地
元
の
菓
子
組
合
が
“
お
墨
付
き
”
と
し

て
認
定
し
て
い
る
。
認
定
さ
れ
た
店
の
商

品
は
『
中
津
川
の
栗
き
ん
と
ん
』
と
い
う

名
称
が
与
え
ら
れ
る
。
発
祥
の
地
と
し
て

の
プ
ラ
イ
ド
と
菓
子
職
人
の
こ
だ
わ
り
が
、

『
栗
き
ん
と
ん
＝
中
津
川
』
と
い
う
ブ
ラ
ン

ド
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
。

　
“
菓
子
処
”
中
津
川
に
は
50
軒
ほ
ど
の

和
菓
子
店
が
あ
る
が
、『
中
津
川
の
栗
き

ん
と
ん
』
と
し
て
菓
子
組
合
が
認
定
し
て

い
る
店
は
限
ら
れ
て
い
る
。
素
材
も
製
法

も
同
じ
な
ら
味
も
同
じ
、
と
思
っ
た
ら
そ

れ
は
大
き
な
間
違
い
。
和
菓
子
店
そ
れ
ぞ

れ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
食
べ
比
べ
れ
ば

容
易
に
違
い
が
わ
か
る
。
地
元
の
人
た
ち

に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
贔
屓
の
味
、
贔
屓
の

店
が
あ
る
。

　

和
菓
子
店
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
だ
わ
り
の

栗
き
ん
と
ん
を
、
手
軽
に
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
発
祥
地
な
ら
で
は
の
場
所
が
あ
る
。

そ
れ
が
「
中
津
川
市
観
光
セ
ン
タ
ー
に
ぎ

わ
い
特
産
館
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
菓
子

組
合
に
認
定
さ
れ
て
い
る
和
菓
子
店
の
う

ち
、14
軒
の
栗
き
ん
と
ん
を
販
売
し
て
い

る
。
中
で
も
7
種
類
の
栗
き
ん
と
ん
を
詰

め
合
わ
せ
た
「
栗
き
ん
と
ん
め
ぐ
り
」
は
、

7
軒
分
の
味
を
試
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

お
土
産
用
に
大
人
気
。「
栗
き
ん
と
ん
め
ぐ

り
」
は
「
風
流
」
と
「
さ
さ
ゆ
り
」
の
2

種
類
が
あ
り
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
も
楽
し

み
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
に
ぎ
わ
い
特

産
館
で
は
各
和
菓
子
店
の
商
品
を
1
個
か

ら
買
え
る
バ
ラ
売
り
コ
ー
ナ
ー
や
、
お
茶

を
飲
め
る
休
憩
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、
買
っ

た
そ
の
場
で
気
軽
に
栗
き
ん
と
ん
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。
場
所
も
J
R
中
津

川
駅
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
週
末
と
も
な

れ
ば
『
中
津
川
の
栗
き
ん
と
ん
』
目
当
て

の
観
光
客
で
賑
わ
う
。
同
館
は
2
0
1
1

年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
、
そ
れ

ま
で
年
間
約
6
万
人
だ
っ
た
来
場
者
が
、

1
年
で
約
15
万
人
が
訪
れ
る
観
光
拠
点
に

な
っ
た
。

　

こ
の
に
ぎ
わ
い
特
産
館
で
も
配
布
さ
れ

て
い
る
の
が
「
栗
き
ん
と
ん
め
ぐ
り
」
公

式
マ
ッ
プ
。
訪
れ
た
人
た
ち
に
マ
ッ
プ
片

手
に
中
津
川
の
町
歩
き
を
楽
し
み
な
が
ら

和
菓
子
店
を
巡
っ
て
も
ら
い
、
贔
屓
の
店
、

贔
屓
の
味
を
探
す
楽
し
み
を
提
案
し
て
い

る
。

　

中
津
川
の
和
菓
子
の
象
徴
的
な
存
在
が

「
栗
き
ん
と
ん
」
で
あ
り
、
菓
子
職
人
た

ち
の
切
磋
琢
磨
に
よ
り
、
中
津
川
は
『
栗

菓
子
・
和
菓
子
の
里
』
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
2
0
1
2
年
に
日
本
経

済
新
聞
社
が
行
っ
た
「
栗
の
お
取
り
寄
せ

ス
イ
ー
ツ
」
ラ
ン
キ
ン
グ
で
も
、
中
津
川

の
栗
き
ん
と
ん
が
1
位
、
2
位
を
独
占
。

味
・
品
質
と
も
に
折
り
紙
つ
き
だ
。
ま
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
やFacebook

な
ど
積
極

的
な
情
報
発
信
に
よ
り
、
各
種
メ
デ
ィ
ア

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
回
数
が
増
え
、『
中

津
川
の
栗
き
ん
と
ん
』
は
全
国
的
な
ブ
ラ

ン
ド
へ
と
進
化
し
つ
つ
あ
る
。
栗
き
ん
と

ん
を
求
め
、
は
る
ば
る
関
東
や
関
西
か
ら

訪
れ
る
観
光
客
も
年
々
増
え
て
い
る
。

　

栗
き
ん
と
ん
は
季
節
限
定
だ
が
、
一
年

を
通
し
て
栗
き
ん
と
ん
の
美
味
し
さ
を
堪

能
で
き
る
人
気
商
品
も
あ
る
。
そ
の
名
も

「
栗
き
ん
と
ん
ソ
フ
ト
」。 

中
津
川
で
し
か

味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
隠
れ
た
人
気
ス

イ
ー
ツ
で
あ
る
。
ま
た
和
菓
子
の
里
に
ふ
さ

わ
し
く
、
中
津
川
の
和
菓
子
店
で
は
四
季

折
々
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
菓
子
を
開
発
し
、

訪
れ
る
た
び
に
そ
の
季
節
な
ら
で
は
の
美

味
し
さ
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
栗
き

ん
と
ん
を
き
っ
か
け
に
季
節
の
ス
イ
ー
ツ
を

探
し
に
通
い
た
く
な
る
。
中
津
川
に
は
そ

ん
な
仕
掛
け
が
い
っ
ぱ
い
だ
。

中津川市観光センター
にぎわい特産館

中
な か

津
つ

川
が わ

の栗
く り

きんとん巡
め ぐ

り
問	中津川市観光センター 
　 にぎわい特産館	 　	
　	中津川市栄町1-1
　☎ 0573-62-2277
交 	JR「中津川」駅からすぐ
　	中央自動車道「中津川IC」から車で約10分

9 月9 日は“ 栗節句”
とも呼ばれ、栗餅や栗
飯を食べてこの日を祝
うという風習がある。
毎年9月9日中津川で
は、JR 中津川駅前の
「栗きんとん発祥の
地」と彫られた石碑の
前で「栗きんとん」に
感謝を捧げる神事を
行い、栗きんとん数百
個を通行人らにプレ
ゼントしている。

「栗きんとん」の文字を染め抜いたのぼりを見か
けたら、美味しい栗きんとんに出会うチャンス。
観光センターでもある「にぎわい特産館」はJR
中津川駅の駅前広場に面したところにある。

「にぎわい特産館」の店内をぐるっと囲むように
「中津川の栗きんとん」を提供するお店のコー
ナーが並び、特に秋から初冬の週末は多くの観
光客が訪れる。新製品や季節のおすすめの和
菓子をはじめ、特産品など中津川市の味覚が盛
りだくさん。

1人前の栗きんとん約1個分
を練り込んだ「栗きんとんソ
フト」。冷たいソフトクリームな
のに、驚くほど鮮やかに栗の
風味が広がってくる。にぎわ
い特産館でしか食べられな
い人気商品。

「栗きんとんめぐり」
公式マップ

「栗きんとんめぐり」は「風流」と「ささゆり」の2
種類。どちらも7つの栗きんとんと銘茶をセットで
楽しむことができる。
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2
0
0
8
年
の
「
大
分
国
体
」
で
競
技

種
目
に
採
用
さ
れ
、
2
0
1
2
年
の
「
ぎ

ふ
清
流
国
体
」
で
も
正
式
競
技
と
し
て
エ

ン
ト
リ
ー
さ
れ
た
注
目
の
ス
ポ
ー
ツ
“
フ

リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
”。
競
技
人
口
は
日

本
国
内
で
約
15
万
人
、
人
工
壁
体
験
者
は

60
万
人
以
上
に
達
し
て
い
る
。

　

2
0
0
9
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
日
本

屈
指
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
エ
リ
ア
が
あ
る
笠

置
山
は
、
恵
那
市
北
部
に
位
置
す
る
標
高

1,
1
2
8
メ
ー
ト
ル
の
独
立
峰
で
、
文
字

通
り
笠
を
置
い
た
よ
う
に
広
が
る
山
裾
が

特
徴
だ
。
日
本
を
代
表
す
る
プ
ロ
ク
ラ
イ

マ
ー
の
小
山
田
大
氏
が
、「
山
中
に
は
巨
岩

が
多
く
、
ロ
ー
プ
な
ど
の
道
具
を
使
わ
ず

に
2
～
5
メ
ー
ト
ル
の
岩
を
登
る
最
も

シ
ン
プ
ル
な
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
（
フ
リ
ー
ク

「クラッシュパッド」
レンタル料
1枚1,000円／日

手の滑り止めチョーク、落下時
の衝撃吸収用クラッシュパッド、
専用シューズがあればクライミン
グが体験できる。

［ 恵 那 市 ］
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ラ
イ
ミ
ン
グ
の
一
種
）
に
も
適
し
た
素
晴

ら
し
い
エ
リ
ア
で
あ
る
」
と
認
め
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
2
0
0
8
年
か
ら
1

年
か
け
て
開
発
が
行
わ
れ
た
。

　

林
道
以
外
に
何
も
な
か
っ
た
所
に
、
約

60
台
の
駐
車
場
と
看
板
・
ト
イ
レ
を
造
り
、

2
0
1
1
年
に
は
シ
ャ
ワ
ー
室
も
設
置
。

「
一
か
ら
つ
く
り
上
げ
た
ん
で
す
よ
」
と
、

感
慨
深
げ
に
話
し
て
く
れ
た
の
は
、
笠
置

山
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会
会
長
の
石
原
甲
喜

さ
ん
。
地
元
の
人
に
も
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
と

の
接
点
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
1
キ
ロ

の
散
歩
道
「
森
林
浴
散
策
・
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
見
学
コ
ー
ス
」
も
拓
い
た
。
そ
の
後
も

初
心
者
向
け
講
習
会
の
開
催
、
地
元
特
産

品
を
活
用
し
た
お
土
産
や
弁
当
の
開
発
な

ど
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
と
も
に
充
実
を
図

る
取
組
を
展
開
し
て
い
る
。

　

1
5
0
個
も
の
自
然
の
岩
場
で
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
体
験
で
き
る
の
が
笠
置
山
な
ら

で
は
の
魅
力
。
国
体
選
手
、
カ
ナ
ダ
や
ア

メ
リ
カ
の
有
名
プ
ロ
選
手
、
全
国
の
ク
ラ

イ
マ
ー
な
ど
も
訪
れ
る
。
入
山
者
数
は
、

オ
ー
プ
ン
か
ら
4
年
半
で
約
1
万
5
千

名
に
上
っ
た
。
岩
の
名
前
、
グ
レ
ー
ド
、

G
P
S
ナ
ン
バ
ー
な
ど
が
記
さ
れ
た
プ
ロ

ク
ラ
イ
マ
ー
監
修
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
出
版

さ
れ
る
な
ど
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
よ
り
楽

し
ん
で
も
ら
う
た
め
の
試
み
も
増
加
中
。

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
自
分
の
身
体
が
支
え
ら

れ
れ
ば
ト
ラ
イ
で
き
る
ス
ポ
ー
ツ
。
子
ど

も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
楽
し
め
、

ダ
イ
エ
ッ
ト
目
的
に
楽
し
む
人
も
い
る
の

だ
そ
う
。
笠
置
山
の
知
名
度
を
上
げ
、
ク

ラ
イ
マ
ー
人
口
を
広
げ
る
た
め
に
、
全
国

の
ジ
ム
に
ポ
ス
タ
ー
を
配
布
。笠
置
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
は
人
工
壁
を
作
り
、

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
基
礎
知
識
や
テ
ク
ニ
ッ

ク
が
学
べ
る
教
室
も
開
催
し
て
い
る
。

　

2
0
1
3
年
8
月
に
は“
親
子
で
岩
登

り
を
楽
し
も
う
”
を
テ
ー
マ
に
し
た
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
人
工

壁
で
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
体
験
に
加
え
、
冷

た
い
ス
イ
カ
や
ト
マ
ト
の
ふ
る
ま
い
や
、

笠
置
山
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
風
船
を
飛
ば
す

な
ど
、家
族
連
れ
で
参
加
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー

を
用
意
し
て
、
気
軽
に
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に

親
し
ん
で
も
ら
う
取
組
を
進
め
て
い
る
。

11
月
に
も
初
心
者
向
け
体
験
イ
ベ
ン
ト
が

開
催
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
フ
ァ
ン
獲
得

に
向
け
た
動
き
は
加
速
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
ク
ラ

イ
マ
ー
の
た
め
の
魅
力
的
な
ル
ー
ト
を
設

定
し
よ
う
と
、
新
エ
リ
ア
の
オ
ー
プ
ン
に

向
け
た
岩
場
の
調
査
も
ス
タ
ー
ト
。
ま
た
、

新
エ
リ
ア
用
の
駐
車
場
の
整
備
な
ど
受
け

入
れ
体
制
も
進
化
し
続
け
て
い
る
。

大岩展望台からの眺望も良好。

駐車場、トイレ、案内看板の整備で、
快適な環境が整った。

どんな岩も身一つでアプローチする。

親子で楽しむクライミング
体験イベント。

笠置山クライミング協会の
石原会長。

クライマーは全国各地からやってくる。

笠
かさ

置
ぎ

山
やま

クライミングエリア
問	笠置山クライミング協会
	 恵那市笠置町姫栗1344-4
	 ☎ 0573-27-3155
問	（一社）恵那市観光協会笠置支部
	 恵那市笠置町姫栗10-2
	 ☎ 0573-27-3110
交 	「恵那IC」から車で県道68号で約40分

笠置山

笠置
コミュニティセンター
笠置局
〒

恵那峡
博石館

恵那峡
グランドホテル

恵那
市役所武並

恵那

恵那IC
恵那峡SA

19JR中央
本線

418

68

68

入山記帳所に隣
接した農産物直
売所「ふれあい
はぁもにぃの店」
では、笠置町名産
のユズの加工品
や、五目飯やおこ
わなどの弁当類を
販売。クライマー
からの人気も高ま
りつつある。



　

飛
騨
市
宮
川
町
・
種
蔵
地
区
。
山
の
中

腹
に
開
け
た
こ
の
農
村
に
は
、
今
も
12
世

帯
22
人
が
暮
ら
す
。
集
落
の
始
ま
り
は
平

家
の
落
人
の
隠
里
と
言
わ
れ
、
人
々
は
農

業
と
養
蚕
、
炭
焼
き
を
生
活
の
糧
と
し
て
、

こ
の
地
で
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
続
け
て

き
た
。
そ
の
営
み
を
象
徴
す
る
の
が
、
集

落
に
20
棟
現
存
す
る
木
造
の
小
屋
「
板
倉
」

だ
。
多
く
は
内
部
が
2
階
建
て
で
、
１
階

部
分
に
穀
物
や
そ
れ
ら
の
種
、
農
機
具
が
、

2
階
部
分
に
家
財
や
冠
婚
葬
祭
で
使
う
調

度
品
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
山
間
の

農
村
に
と
っ
て
、
穀
物
や
そ
の
種
は
命
を

つ
な
ぐ
貴
重
な
も
の
。
そ
の
た
め
、
板
倉

は
火
災
の
延
焼
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
母
屋

か
ら
離
れ
た
場
所
に
建
て
ら
れ
、
現
在
も

万
一
の
漏
電
に
備
え
て
電
気
は
通
っ
て
い

［ 飛 騨 市 ］
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な
い
。
板
倉
の
数
が
世
帯
数
よ
り
も
多
い

の
は
、
集
落
を
出
て
行
っ
た
人
た
ち
も
板

倉
だ
け
は
残
し
、
地
域
の
人
た
ち
が
受
け

継
い
で
大
切
に
保
存
し
て
い
る
か
ら
。
集

落
に
伝
わ
る
、「
住
む
家
は
壊
し
て
も
、
蔵

だ
け
は
守
れ
」
と
い
う
先
祖
の
教
え
が
今

も
息
づ
い
て
い
る
。

　

ま
た
種
蔵
に
は
、
飢
饉
や
不
作
に
備
え

「
常
に
１
年
分
の
穀
物
を
板
倉
で
備
蓄
せ

よ
」
と
い
う
厳
し
い
習
わ
し
が
あ
る
。
元

禄
時
代
、
飛
騨
地
方
全
域
が
未
曾
有
の
飢

饉
に
見
舞
わ
れ
、
近
隣
の
集
落
が
種
と
し

て
残
し
て
い
た
穀
物
ま
で
食
べ
尽
く
し
て

し
ま
っ
た
時
で
も
、
こ
の
地
域
の
人
々
は
板

倉
に
備
蓄
し
て
い
た
種
を
惜
し
み
な
く
分

け
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

種
蔵
集
落
の
板
倉
は
、
何
百
年
続
く
人
々

の
営
み
を
今
に
伝
え
、
厳
し
い
環
境
の
中

で
育
ま
れ
た
知
恵
と
工
夫
、
そ
し
て
こ
の

地
に
住
み
続
け
る
誇
り
を
後
世
に
伝
え
る

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
な
の
だ
。

　

焼
畑
農
法
で
粟
や
稗
な
ど
の
雑
穀
し
か

収
穫
で
き
な
か
っ
た
種
蔵
の
人
々
の
「
米

を
自
給
し
た
い
」
と
い
う
願
い
が
か
な
っ

た
の
は
約
70
年
前
の
こ
と
。
昭
和
15
～
27

年
に
か
け
て
灌
漑
用
水
の
水
路
と
開
田
工

事
が
行
わ
れ
、
急
斜
面
で
も
収
穫
量
を
増

や
す
た
め
に
土
手
を
石
積
み
に
し
た
棚
田

が
造
ら
れ
た
。
し
か
し
、
戦
時
下
で
多
く

の
男
性
は
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
た
た
め
棚

田
造
り
は
高
齢
者
と
女
性
に
託
さ
れ
た
。

大
き
な
石
は
秋
ま
で
に
山
か
ら
下
ろ
し
、

雪
が
降
り
積
も
っ
て
か
ら
ソ
リ
で
運
び
、

10
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
て
造
ら
れ
た
棚

田
に
は
、
今
も
豊
か
な
水
が
サ
イ
ホ
ン
式

用
水
で
送
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

棚
田
は
小
ま
め
な
水
量
調
節
が
必
要
で
、

大
規
模
な
農
業
機
械
が
使
え
な
い
た
め
田

植
え
や
刈
り
取
り
は
人
手
に
頼
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
集
落
は
過
疎
化
・

高
齢
化
が
進
み
、
昭
和
40
年
代
か
ら
稲
作

の
規
模
は
縮
小
を
続
け
、
現
在
で
は
農
家

が
自
分
た
ち
で
食
べ
る
程
度
収
穫
し
て
い

る
。

　

ま
さ
に
限
界
集
落
の
典
型
と
も
言
え
る

種
蔵
集
落
だ
が
、「
種
蔵
棚
田
の
雨
上
が

り
の
石
積
み
」
が
、
２
０
０
１
年
に
環
境

省
の
「
か
お
り
風
景
１
０
０
選
」
に
選
ば

れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
集
落
を
元
気
に

し
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
盛
り
上
が
り
、

２
０
０
６
年
に
「
種
蔵
を
守
り
育
む
会
」
が

発
足
。
景
観
保
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
草

刈
り
や
石
積
み
の
修
繕
、
地
区
の
行
事
の
支

援
を
行
い
、
棚
田
保
全
や
景
観
維
持
を
通

し
て
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
の
活
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
飛

騨
市
が
生
活
文
化
体
験
を
目
的
に
設
け
た

交
流
宿
泊
施
設
「
板
倉
の
宿　

種
蔵
」
だ
。

古
民
家
を
移
築
し
、
地
域
の
伝
統
的
な
白

壁
三
階
建
て
住
居
の
佇
ま
い
を
再
現
し
て

２
０
０
８
年
に
完
成
し
た
。

　

稲
作
の
代
わ
り
に
、
地
域
で
は
新
た
な

特
産
品
と
し
て
ミ
ョ
ウ
ガ
や
エ
ゴ
マ
づ
く
り

に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
押
し
を
す

る
の
が
同
会
の
役
割
で
も
あ
る
。「
ミ
ョ
ウ

ガ
摘
み
や
山
菜
採
り
、
魚
釣
り
な
ど
種
蔵

の
季
節
を
感
じ
て
も
ら
え
る
体
験
を
企
画
・

実
施
し
て
い
ま
す
。
３
年
前
か
ら
は
休
耕

田
を
起
こ
し
て
水
を
張
り
、
平
家
ホ
タ
ル

を
育
て
、
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、年
配
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、

家
族
連
れ
や
外
国
人
の
方
の
宿
泊
客
も
増

え
て
き
ま
し
た
」
と
支
配
人
の
荒
谷
さ
ん

は
成
果
を
語
る
。
そ
し
て
、
近
年
は
新
た

な
名
物
と
し
て
「
そ
ば
」
を
育
て
て
い
る
。

　

数
年
前
、
一
軒
の
板
倉
の
中
か
ら

1
9
5
5
年
頃
の
そ
ば
の
袋
が
見
つ
か
っ

た
。
そ
の
そ
ば
を
種
と
し
て
使
い
、
会
が
中

心
と
な
っ
て
集
落
の
新
し
い
名
物
づ
く
り
が

始
ま
っ
た
。「
種
蔵
は“
日
本
の
原
風
景
”と

も
言
わ
れ
る
の
で
、
写
真
撮
影
に
訪
れ
る
人

が
多
い
。
そ
こ
で
、
よ
り
印
象
的
な
景
観
を

つ
く
る
た
め
に
、
８
月
に
満
開
に
な
る
よ
う

５
月
に
休
耕
田
に
種
を
蒔
き
ま
す
。
夏
の
青

い
空
、
緑
の
山
々
、
そ
し
て
白
い
そ
ば
の
花

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
ま
さ
に
絵
に
な
る
風

景
で
す
」。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
ば
の
魅
力
は
花
だ
け
で
は

な
い
。
夏
の
花
の
季
節
が
終
わ
っ
た
ら
一
旦
、

そ
ば
を
刈
り
取
り
、
改
め
て
収
穫
用
の
種
を

蒔
く
と
11
月
に
は
実
を
つ
け
る
。「
飛
騨
市

で
活
動
す
る“
万
波
そ
ば
の
会
”
の
皆
さ
ん

に
も
協
力
し
て
い
た
だ
き
、
毎
年
11
月
の
第

一
日
曜
日
に
新
そ
ば
を
味
わ
う
『
そ
ば
ま
つ

り
』
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
県
内
は
も
ち
ろ

ん
、
富
山
方
面
か
ら
も
多
く
の
方
が
訪
れ
、

集
落
は
と
て
も
賑
わ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な

機
会
で
交
流
が
増
え
る
こ
と
で
、
高
齢
者
の

方
々
も
元
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
荒
谷

さ
ん
。
集
落
を
熟
知
す
る
会
員
の
ア
イ
デ
ア

と
取
組
は
、
少
し
ず
つ
新
た
な
活
気
を
生
み

出
し
て
い
る
。
そ
の
昔
、
追
っ
手
か
ら
逃
れ

る
よ
う
に
こ
の
地
に
住
み
着
い
た
人
た
ち
の

末
裔
は
、
新
し
い
人
た
ち
と
広
く
交
流
し
て

い
く
こ
と
で
集
落
の
未
来
を
描
く
。そ
し
て
、

集
落
の
仲
間
と
し
て
、
と
も
に
暮
ら
し
て
く

れ
る
新
し
い
家
族
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
。

種
たね

蔵
くら

「棚
たな

田
だ

と板
いた く ら

倉の風
ふう け い

景」と山
やま

里
ざと

文
ぶん

化
か

問	飛騨市観光課☎ 0577-73-7463
　飛騨市企画課☎ 0577-73-7463
交 	飛騨清見ICから卯の花街道で飛騨市へ車で20分
　	飛騨市役所から車で約35分

都市住民との交流拠点としてつくられた宿泊施設「板倉の宿 種蔵」。
古民家を利用して建てられている。板倉を模した離れもある。

「太陽に照らされて焼けた石に夕立があたり、湯気がたちこめるかおりが
感じられる」として環境省の「かおり風景１００選」に選ばれた種蔵棚田。
ぎふの棚田21 選にも選定されている。

「種蔵を守り育む会」の
中心的なメンバーでもあ
る「板倉の宿 種蔵」支
配人の荒谷 勇さん。

柱と貫の格子に板を落とし込む、
“ かけづくり” という独特の工法と、
腐りにくく堅い栗の木を使うことで
長い間、風雪に耐えてきた。
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羽
島
市
竹
鼻
町
で
4
0
0
年
以
上
の
歴

史
を
も
つ
八は
っ

剱け
ん

神
社
。
そ
の
祭
礼
で
あ
る

美
濃
竹
鼻
ま
つ
り
は
、
毎
年
５
月
２
日
・
３

日
に
開
催
さ
れ
、３
日
に
行
わ
れ
る
山
車
の

曵
行
は
羽
島
市
の
春
の
風
物
詩
と
も
い
え

る
存
在
だ
。
新
緑
溢
れ
る
八
剱
神
社
で
の

豪
華
な
山
車
の
奉
納
や
、
街
並
み
を
練
り
歩

く
様
子
は
、
ま
さ
に
絵
巻
の
よ
う
な
光
景
。

豪
傑
で
鮮
や
か
な
山
車
は
、
全
13
輌
。
全

て
が
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
、
毎
年
半
輌
ず
つ
交
互
に
そ
の
勇

壮
な
姿
を
見
せ
る
。
山
車
の
側
面
を
覆
う

大
幕
と
水
引
、
背
面
を
飾
る
見
送
り
な
ど
、

羅ら

紗し
ゃ

地じ

に
金
や
銀
の
色
糸
で
刺
繍
が
施
さ

れ
た
幕
類
の
芸
術
性
の
高
さ
に
舌
を
巻
く
。

繊
維
の
街
・
羽
島
の
確
か
な
技
術
を
持
っ
た

職
人
た
ち
の
技
が
、
長
い
年
月
を
経
た
現
代

も
、歴
史
を
刻
み
な
が
ら
残
っ
て
い
る
の
だ
。

　

山
車
を
曳
く
た
く
ま
し
い
男
性
の
姿
、

提
灯
を
持
っ
て
華
を
添
え
る
女
性
た
ち
、

そ
し
て
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
お
囃
子
。
地

元
の
人
た
ち
が
守
り
継
い
で
き
た
伝
統
文

化
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
今
な
お
祭
り
を
盛

り
上
げ
て
い
る
。

　

美
濃
竹
鼻
ま
つ
り
が
近
づ
き
、
お
囃

子
や
カ
ラ
ク
リ
の
練
習
が
行
わ
れ
る
４
月

下
旬
か
ら
５
月
上
旬
に
か
け
て
、
竹
鼻

別
院
で
は
「
ふ
じ
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ

る
。
境
内
に
咲
き
誇
る
「
別
院
の
藤
」
は
、

樹
齢
3
0
0
年
以
上
と
い
わ
れ
、
県
指

定
天
然
記
念
物
に
な
っ
て
い
る
。
太
さ
３

メ
ー
ト
ル
と
い
う
１
本
幹
か
ら
、
東
西
に

33
メ
ー
ト
ル
、
南
北
に
15
メ
ー
ト
ル
に
も

広
が
っ
た
枝
。
た
わ
わ
に
咲
い
た
薄
紫
色

2012 年には、ぎふ清流国体・清
流大会の開催を記念し、11年ぶ
りに13 輌全輌の曳揃えが実現。
雅やかな圧巻の光景に多くの
人 が々魅了された。

［ 羽 島 市 ］
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の
花
穂
が
、
藤
棚
を
埋
め
尽
く
す
光
景
は
、

思
わ
ず
感
嘆
の
声
が
あ
が
る
ほ
ど
の
美
し

さ
だ
。

　

ふ
じ
ま
つ
り
期
間
中
は
、
県
外
か
ら
も
多

く
の
人
が
足
を
運
び
、
藤
棚
周
辺
で
は
お
茶

の
振
る
舞
い
や
露
店
で
に
ぎ
わ
う
。
５
月
３

日
に
は
「
美
濃
竹
鼻
ま
つ
り
・
ふ
じ
ま
つ
り
」

と
し
て
「
山
車
」
と
「
藤
」
の
二
大
ス
タ
ー

の
共
演
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

江
戸
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た

美
濃
竹
鼻
ま
つ
り
だ
が
、
少
子
高
齢
化

に
よ
る
曳
き
手
不
足
と
い
う
課
題
が
浮
き

彫
り
と
な
る
。
ま
た
別
院
の
藤
も
、
花
を

咲
か
す
た
め
に
欠
か
せ
な
い
定
期
的
な
剪

定
や
シ
ロ
ア
リ
被
害
対
策
を
担
う
人
が
高

齢
化
の
た
め
減
少
し
、
危
機
に
立
た
さ
れ

て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
立
ち
上
が
っ
た
の

が
「
N
P
O
法
人
羽
島
の
未
来
を
築
く
会

（
代
表
・
森
充
広
さ
ん
）」
だ
。
2
0
0
9

年
、
羽
島
市
を
明
る
く
魅
力
あ
る
ま
ち

に
し
た
い
と
有
志
が
集
っ
て
会
を
設
立
し
、

2
0
1
2
年
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
化

し
た
。
若
い
世
代
に
故
郷
の
祭
り
を
誇
り

に
思
っ
て
ほ
し
い
、
祭
り
を
行
う
地
元
が

も
っ
と
活
気
づ
い
て
ほ
し
い
、
そ
う
い
っ
た

気
持
ち
か
ら
、
曳
き
手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

募
集
や
、
食
事
を
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
祭

り
を
楽
し
め
る
場
所
の
提
供
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
側
面
か
ら
祭
り
の
活
性
化
を
働
き

か
け
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で
二
大

祭
り
を
支
え
て
き
た
「
竹
鼻
祭
山
車
保
存

会
」
や
「
竹
鼻
別
院
の
藤
を
守
る
会
」
な

ど
と
連
携
し
、
伝
統
の
伝
承
に
努
め
、
市

民
の
祭
り
に
対
す
る
気
持
ち
を
再
燃
さ
せ

る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
伝

統
行
事
を
風
化
さ
せ
な
い
取
組
や
、
美
濃

竹
鼻
ま
つ
り
の
伝
統
と
、
歴
史
的
価
値
の

高
い
ま
つ
り
の
山
車
13
輌
が
大
切
に
守
ら

れ
て
い
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
平
成
24
年
度

に
は
、「
明
日
の
宝
も
の
」
に
認
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
羽
島
市
が
誇
る
伝
統
文
化
は
、

こ
れ
か
ら
も
未
来
へ
と
大
切
に
受
け
継
が

れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

羽島市歴史民俗資料館
・映画資料館

剱

練習を積んで披露される手踊り（左）やカラクリ（中央・右）など見所はたくさんだ。 上から見る藤は、眼下に広がる雲海のような圧倒的な美しさ。

夜山車曳行。提灯の灯りが山車を照らし、昼間と
は全く別の幽玄な世界へといざなう。

美濃竹鼻まつりへの士気を再燃させるきっかけ
をつくった山車曳きボランティア。

2013 年には、地元の老舗酒蔵・千代菊の2階を
開放。予約制で、お囃子を観覧しながら山車弁当
が楽しめ、窓から山車の曳行も眺めることができ
好評を博した。

各町の大幕をモチーフにし
た包み紙、地元の食材を神
楽に見立てた色とりどりの料
理など、見ても食べても楽し
めるおもてなし弁当となった。

各山車を飾る豪華な幕
は、ぜひ間近で見てほし
い。遠目からの豪華さと
は違った、繊細な美しさ
に気づくことができる。

美
み の

濃竹
たけ は な

鼻まつり・ふじまつり
問	羽島市観光協会（羽島市商工観光課内）
	 羽島市竹鼻町55
	 商工観光課ダイヤルイン
　☎ 058-392-9943（内線 2615）
交 	八剱神社（羽島市竹鼻町3298-1）
　	　名鉄「竹鼻駅」から徒歩で約6分
　	　名神高速道路「岐阜羽島IC」から車で約10分
　	竹鼻別院（羽島市竹鼻町2802）
　	　名鉄「羽島市役所前駅」から徒歩で約5分
　	　名神高速道路「岐阜羽島IC」から車で約10分
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岐
阜
を
代
表
す
る
清
流
・
長
良
川
河

畔
に
佇
む
川
原
町
。
古
の
趣
を
伝
え
る
日

本
家
屋
が
並
ぶ
中
に
、
古
民
家
を
活
用

し
た
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
雑
貨
店
な

ど
が
点
在
し
、
懐
か
し
く
も
新
し
さ
を
感

じ
さ
せ
る
町
並
み
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
。
そ
ん
な
町
並
み
の
保
存
を
目
指
し
て
、

2
0
0
1
年
に
地
元
住
民
の
間
で
「
川
原

町
ま
ち
づ
く
り
会
」
が
発
足
。
2
0
0
4

年
に
は
住
民
8
割
以
上
の
賛
同
を
得
て
、

建
物
の
高
さ
や
景
観
デ
ザ
イ
ン
を
規
定
し

た
「
川
原
町
ま
ち
づ
く
り
協
定
」
が
締
結

さ
れ
た
。
町
内
約
40
世
帯
の
軒
下
に
は
丸

い
門
灯
が
灯
り
、
ま
た
お
正
月
に
は
手
作

り
の
門
松
が
、
鵜
飼
シ
ー
ズ
ン
中
に
は
揃

い
の
提
灯
が
町
を
彩
り
、
訪
れ
る
人
を
迎

え
て
く
れ
る
。

左上／季節の移ろいをさまざまに映し出す長良川
と金華山。
下／川原町界隈を見守るように金華山山頂に
そびえたつ岐阜城。

「岐阜市まちを美しくする条例」に基づき、路上禁煙区域に指定されている川原町。いつ訪れても、気持ちよく散策できる町並みが続く。

岐阜市

［ 岐 阜 市 ］
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長
良
川
と
金
華
山
の
双
方
を
楽
し
め
、

岐
阜
市
観
光
の
中
心
地
で
も
あ
る
川
原

町
界
隈
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト

が
催
さ
れ
、
多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
う
。

2
0
1
1
年
か
ら
開
催
し
て
い
る
「
高
橋

尚
子
杯
ぎ
ふ
清
流
マ
ラ
ソ
ン
」
で
は
、
ハ
ー

フ
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
の
一
部
と
な
っ
た
。
そ

れ
を
受
け
て
、
ま
ち
づ
く
り
会
か
ら
7
店

舗
が
銘
菓
や
水
な
ど
を
提
供
し
、
参
加
者

を
お
も
て
な
し
す
る
。
同
年
秋
に
は
、
地

元
事
業
主
や
ま
ち
づ
く
り
団
体
、
学
生
な

ど
が
中
心
と
な
っ
て
岐
阜
な
ら
で
は
の
文

化
を
伝
え
る
「
長
良
川
温
泉
泊
覧
会
」
を

開
催
。
ま
ち
づ
く
り
会
も
実
行
委
員
会
に

参
加
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
た
。
さ
ら
に
2
0
1
2
年
に
行
わ
れ
た

「
ぎ
ふ
清
流
国
体
」
で
は
、
炬
火
リ
レ
ー
の

最
終
地
点
に
選
ば
れ
、
セ
レ
モ
ニ
ー
を
開

催
。
大
会
中
、
分
火
し
た
火
を
鵜
飼
乗
船

待
合
所
に
灯
し
て
遠
来
の
観
光
客
へ
P
R

し
た
。
た
だ
町
を
見
て
も
ら
う
だ
け
で
な

く
、
訪
れ
る
人
を
も
て
な
し
、
ふ
れ
あ
う

こ
と
で
、
川
原
町
は
岐
阜
の
魅
力
を
発
信

す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

川
原
町
界
隈
で
は
、
河
畔
を
ゆ
っ
た
り

と
散
策
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
整
備

が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
2
0
0
9
年
に
は

鵜
飼
観
覧
船
事
務
所
と
待
合
所
に
加
え
、

川
原
町
と
岐
阜
公
園
を
結
ぶ
川
原
町
広
場

が
完
成
。
岐
阜
公
園
に
も
新
し
い
正
門
と

武
家
屋
敷
風
の
総
合
案
内
所
が
で
き
、
川

原
町
と
岐
阜
公
園
を
人
が
行
き
来
し
や
す

く
な
っ
た
。
さ
ら
に
川
を
眺
め
な
が
ら
長
良

橋
を
渡
れ
ば
、
2
0
1
2
年
に
オ
ー
プ
ン

し
た
「
長
良
川
う
か
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
が

あ
り
、
鵜
飼
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
お
土
産
に
ピ
ッ
タ
リ
な

「
長
良
川
湊
ブ
ラ
ン
ド
」
の
サ
イ
ダ
ー
や
懐

紙
な
ど
も
発
売
し
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

多
彩
な
試
み
で
訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
長
良
川
周
辺
エ
リ
ア
は
、
岐
阜
の

新
た
な
ま
ち
歩
き
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
今

後
も
注
目
を
集
め
そ
う
だ
。

　

長良川サイダー（250ml）
鏡岩水源地から汲み上げた長良川の水
を使ったサイダー。売上の一部は、長良
川の源流を守る活動に役立てられる。
問合せ先／伊奈波商會　
☎058-262-2250　
http://www.inabashoukai.com/

長良川うかいミュージアム
岐阜市長良51-2　　
☎058-210-1555　　
http://www.ukaimuseum.jp/
料金 大人500 円、
　　 小人（4 ～15 歳）250 円
営業時間
9：00 ～19：00（5/1 ～10/15）
9：00 ～17：00（その他の期間）
休館日 5/1 ～10/15 は無休、
　　　その他は火曜日

岐阜城

金華山

川原町界隈

鵜飼の里
長良川うかいミュージアム

長良川プロムナード

長良川
国際会議場

長良川

岐阜公園

川原町広場

信長公居館跡
岐阜市歴史博物館
岐阜大仏
（正法寺）

岐阜市鵜飼
観覧船事務所

金華山ロープウェー

川灯台
長
良
橋

格子のある町屋や材木や和紙などの老舗問屋が並び、川湊
の面影を偲ばせる川原町。助成制度による景観整備など、こ
の風景を守ろうという取組が行われている。

長良川河畔に続く川原町の家並み。レンタサイクルや岐阜市ま
ちなか案内人のガイドなどを活用して、思い思いに河畔の散策
を楽しみたい。

長良川懐紙　其の壱　
～舞妓ごのみ～（１帖30枚入）

「舞妓が手にして似合うものを」と、作られ
た懐紙。金華山と長良川をモチーフにした
模様がすかしに入っている。
問合せ先／鳳川伎連　
☎058-265-5887　
http://housen-giren.com/

岐阜が誇る文化資産・長良川鵜飼の魅力を分かりやすく紹介。
鵜匠による鵜飼実演やワークショップなども行われている。

2012 年のぎふ清流国体では、川原町が炬火リレー
の最終地点となりセレモニーを開催。高円宮妃や文
部科学大臣など要人も出席し、まちづくり会が町を
案内するなど、町をあげての
おもてなしイベントとなった。

川
か わ ら ま ち

原町界
か い わ い

隈
問	岐阜市 観光コンベンション課
　 岐阜市神田町 1-11 
　 岐阜市役所南庁舎 2 階  
　 ☎ 058-265-4141（内線 6231〜6234）
　（一財）岐阜市にぎわいまち公社
　 岐阜市神田町 1-11 
　 岐阜市役所南庁舎 1 階	
　 ☎ 058-266-1377
交  JR「岐阜駅」または「名鉄岐阜駅」から
　 バスで約15分「長良橋」から徒歩で約3分
　 東海北陸自動車道「岐阜各務原IC」から車で約25分



　

大
日
岳
に
源
を
発
し
、
日
本
を
代
表
す

る
清
流
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
長
良
川
。

こ
の
長
良
川
上
流
で
捕
れ
、
そ
の
お
い
し

さ
か
ら
全
国
の
食
通
を
う
な
ら
せ
て
い
る

の
が
「
郡
上
鮎
」
だ
。
鮎
の
成
魚
は
川
底

の
石
に
生
え
た
藻
を
食
べ
る
た
め
、
鮎
の

味
は
川
の
味
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ス
イ

カ
の
よ
う
な
爽
や
か
な
香
り
と
、
ふ
わ
り

と
上
品
な
身
の
甘
み
、
ほ
ん
の
り
苦
い
は

ら
わ
た
…
。
そ
の
全
て
が
一
体
と
な
っ
て

醸
し
出
す
美
味
し
さ
は
、
長
良
川
が
育
ん

だ
郡
上
鮎
な
ら
で
は
。

　

ブ
ラ
ン
ド
鮎
と
し
て
認
知
度
が
高
ま
り

つ
つ
あ
る
理
由
は
、
徹
底
し
た
定
義
づ
け

に
あ
る
。
郡
上
鮎
の
定
義
は
、
郡
上
市
内

の
長
良
川
水
系
の
河
川
に
お
い
て
漁
獲
さ

れ
た
天
然
鮎
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
中
で
も

出
荷
の
対
象
と
な
る
の
は
、
オ
ト
リ
鮎
を

使
っ
て
釣
る
“
友
釣
り
”
に
よ
り
、
釣
り

人
に
よ
っ
て
一
匹
ず
つ
釣
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
だ
け
な
の
だ
。

「
８
月
中
旬
に
は
網
漁
も
解
禁
と
な
り
ま

す
が
、
網
に
か
か
っ
た
鮎
は
傷
が
つ
い
て

弱
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
郡
上
鮎
と
し
て
出

荷
す
る
に
は
、
味
だ
け
で
な
く
鮮
度
や

見
た
目
も
一
級
品
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
」
と
郡
上
漁
業
協
同
組
合
参
事
の
白
滝

治
郎
さ
ん
。
こ
う
い
っ
た
生
産
者
の
誇
り

と
品
質
へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
郡
上
鮎
と
い

う
ブ
ラ
ン
ド
を
支
え
て
い
る
。

　

夏
に
入
る
と
、
郡
上
市
内
の
長
良
川
に

は
多
く
の
釣
り
人
の
姿
を
目
に
す
る
。
夕

方
に
な
る
と
、
釣
り
人
た
ち
は
郡
上
漁
協

［ 郡 上 市 ］

釣り人が釣った鮎は、漁協に届いてすぐに
檜のセイロに並べられて出荷。鮮度と品質
へのこだわりが伺える。

豊かな自然に育まれた郡上鮎は味の良
さだけでなく、姿かたちも美しい、まさに
「鮎の中の一級品」を物語る。

塩焼き、甘露煮、お造りなど、さまざまな料理
で天然郡上鮎ならではの格別な美味しさを
満喫。中でも尾びれがピンと伸びた塩焼きは、
素材の味を堪能できる最高の料理だ。
（写真は吉田屋の「鮎づくし」）
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の
事
務
所
に
一
日
の
釣
果
を
手
渡
し
に
集

ま
っ
て
く
る
。
生
き
た
ま
ま
の
鮎
を
、「
特

大
」「
大
」「
中
」
と
サ
イ
ズ
ご
と
に
仕
分

け
、
そ
れ
を
記
し
た
伝
票
を
受
け
取
り

帰
路
に
つ
く
。
集
ま
っ
た
鮎
は
す
ぐ
に
氷

と
と
も
に
セ
イ
ロ
に
入
れ
、
高
い
鮮
度
を

保
っ
た
ま
ま
全
国
へ
発
送
。
翌
朝
の
市
場

で
競
り
に
か
け
ら
れ
、
つ
い
た
値
段
が
後

日
釣
り
人
に
支
給
さ
れ
る
仕
組
み
だ
。
こ

の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
高
価
な
釣
り
具

を
必
要
と
す
る
釣
り
人
に
も
少
な
か
ら
ず

収
入
が
あ
り
、
釣
り
に
対
す
る
意
欲
を
さ

ら
に
高
め
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
郡
上
漁

協
は
、
郡
上
鮎
の
集
荷
・
発
送
業
務
を
通

じ
て
、
品
質
管
理
と
安
定
供
給
と
い
う
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
。

　

豊
富
な
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
み
、流
れ
が
速

い
長
良
川
上
流
で
育
っ
た
鮎
は
、
身
が
引

き
締
ま
り
、
味
も
香
り
も
上
質
。そ
の
美

味
し
さ
は
、２
０
０
８
年
に
開
か
れ
た
「
第

11
回
清
流
め
ぐ
り
利
き
鮎
会
」
で
、
全

国
52
河
川
・
３
１
８
３
匹
の
中
か
ら
、
栄

え
あ
る
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
し
、
名
実
と

も
に
日
本
一
の
鮎
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

た
。
全
国
的
に
郡
上
鮎
の
知
名
度
が
上
が

り
、「
郡
上
で
鮎
を
釣
る
楽
し
み
と
、
食

べ
る
楽
し
み
。
そ
の
両
方
を
満
喫
で
き
る

鮎
の
里
に
し
た
い
」
と
、
郡
上
漁
協
で
は
、

メ
ー
カ
ー
と
協
力
し
て
釣
り
具
を
持
っ
て

い
な
い
人
や
子
ど
も
も
参
加
で
き
る
「
初

心
者
鮎
釣
り
教
室
」
や
、
豪
華
賞
品
を
か

け
た
「
郡
上
鮎
杯
鮎
釣
り
大
会
」
な
ど
を

開
催
し
、
毎
年
人
気
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
郡
上
鮎
が
食
べ
ら
れ

る
お
店
を
P
R
す
べ
く
、「
郡
上
鮎
取
扱

認
定
店
」
制
度
を
開
始
。
郡
上
市
内
を
中

心
と
し
た
50
余
り
の
店
舗
を
登
録
し
、
新

鮮
な
郡
上
鮎
料
理
が
楽
し
め
る
お
店
を
観

光
客
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
り

組
み
に
よ
っ
て
、
郡
上
鮎
を
よ
り
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
郡
上

の
夏
を
よ
り
一
層
盛
り
上
げ
る
こ
と
へ
と

つ
な
が
り
、
郡
上
鮎
は
も
は
や
郡
上
を
語

る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と

な
っ
た
。

　
「
郡
上
鮎
」
の
名
が
全
国
に
広
が
り
、

需
要
は
高
ま
る
ば
か
り
。
し
か
し
、
釣
り

人
が
釣
り
上
げ
る
か
ら
こ
そ
郡
上
鮎
。
需

要
に
応
え
る
た
め
の
安
定
供
給
が
課
題

と
な
る
。
釣
り
人
は
数
多
く
い
る
が
、
重

要
な
の
は
長
良
川
が
い
い
鮎
を
育
ん
で
く

れ
る
川
で
あ
り
続
け
る
こ
と
。
郡
上
漁

協
で
は
、
河
川
の
美
化
清
掃
に
加
え
て
、

2
0
1
0
年
か
ら
岐
阜
県
や
郡
上
市
、
森

林
組
合
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
長
良
川
源

流
部
の
森
林
に
植
樹
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
環
境
保
護
活
動
や
天
然
遡
上

鮎
に
関
わ
る
活
動
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。「
川
に
い
い
鮎

が
た
く
さ
ん
棲
み
、
捕
れ
る
こ
と
。
そ
れ

が
何
よ
り
も
大
切
。
そ
の
た
め
の
努
力
は

惜
し
み
た
く
な
い
ん
で
す
」
と
白
滝
さ
ん
。

こ
の
確
固
た
る
信
念
が
あ
れ
ば
こ
そ
「
郡

上
鮎
の
歴
史
」
は
こ
れ
か
ら
の
世
代
へ
と

引
き
継
が
れ
、
郡
上
が
誇
る
大
自
然
と
そ

の
宝
は
守
ら
れ
続
け
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　

白
滝
さ
ん
は
こ
う
語
る
。「
郡
上
鮎
に

は
3
つ
の
味
が
あ
る
。
初
夏
に
は
若
鮎
の

香
り
を
楽
し
み
、
夏
の
盛
り
に
は
成
長
し

た
鮎
の
豊
か
な
味
わ
い
を
。
そ
し
て
初
秋

に
は
、
卵
の
詰
ま
っ
た
落
ち
鮎
の
香
ば
し

さ
を
」
―
―
季
節
の
変
化
で
鮎
も
変
わ
る
。

清
流
・
長
良
川
に
踊
る
郡
上
鮎
は
、
岐
阜

の
自
然
を
映
し
て
い
る
。

「子どもたちに、今よりも
いい長良川を残したい」
と郡上漁業協同組合参
事の白滝治郎さん。

郡
ぐ

上
じょう

鮎
あ ゆ

問	郡上漁業協同組合 
　 郡上市八幡町有坂1238 ☎0575-65-2562 
　  http://www.gujo-fc.or.jp/
交  東海北陸自動車道「郡上八幡IC」から車で約5分

郡上市内を流れる長良川には、多くの釣り人が長
い竿を垂らす姿が見られる。友釣りは、自分の縄張
りに侵入した鮎に体当たりをするという、縄張り意
識の強い鮎の習性を生かした釣り方だ。

郡上鮎取扱認定店
（郡上市内）

「清流めぐり利き鮎会」の
グランプリ証明書。
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木
曽
川
最
上
流
の
川
湊
と
し
て
栄
え
た

八
百
津
町
は
、
昔
か
ら
酒
や
酢
、
醤
油
な

ど
の
醸
造
業
や
食
品
加
工
業
が
根
付
い
て

い
た
。
中
で
も
、
小
麦
粉
・
卵
・
砂
糖
を

主
原
料
と
し
た
素
朴
な
味
わ
い
の
「
八
百

津
せ
ん
べ
い
」
は
、甘
い
も
の
が
少
な
か
っ

た
戦
後
か
ら
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
代
表
的

な
お
菓
子
。
今
も
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業
で

作
ら
れ
、
小
麦
粉
原
料
の
お
菓
子
と
し
て

は
全
国
一
の
出
荷
量
を
誇
る
。
こ
う
し
た

八
百
津
発
の
お
菓
子
を
P
R
し
、
歴
史

あ
る
味
わ
い
で
ま
ち
を
元
気
に
し
よ
う
と
、

町
内
の
製
菓
会
社
2
社
と
和
菓
子
屋
5
店

舗
が
一
致
団
結
。
せ
ん
べ
い
グ
ル
ー
プ
・

和
菓
子
グ
ル
ー
プ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
和
菓
子

離
れ
が
進
む
若
い
世
代
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、

新
商
品
開
発
に
乗
り
出
し
た
。

　

せ
ん
べ
い
で
作
っ
た
皿
に
プ
チ
せ
ん
べ

い
を
の
せ
た
「
サ
ラ
せ
ん
」
は
、
見
た
目

の
可
愛
さ
と
手
軽
さ
で
、
今
や
せ
ん
べ
い

グ
ル
ー
プ
の
大
ヒ
ッ
ト
商
品
。
コ
コ
ア
・

玄
米
・
抹
茶
な
ど
に
加
え
、
ゆ
ず
・
ご
ぼ

う
な
ど
新
た
な
味
も
次
々
に
商
品
化
さ
れ
、

現
在
約
20
種
類
が
揃
う
。
さ
ら
に
、
焼
印

で
Q
R
コ
ー
ド
を
入
れ
た
せ
ん
べ
い
も
登

場
。
ユ
ニ
ー
ク
な
自
社
P
R
に
と
、
企
業

か
ら
の
問
合
せ
も
多
い
。
ま
た
、
せ
ん
べ

い
グ
ル
ー
プ
は
、
新
た
な
商
品
開
発
は
も

ち
ろ
ん
、
伝
統
産
業
を
も
っ
と
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
で
の

「
ジ
ャ
ン
ボ
せ
ん
べ
い
」
の
実
演
や
、
地
元

小
学
校
の
職
業
体
験
、
工
場
見
学
に
も
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

一
方
、
和
菓
子
グ
ル
ー
プ
は
、
バ
タ
ー
ク

リ
ー
ム
や
生
ク
リ
ー
ム
を
加
え
た
滑
ら
か

な
栗
ク
リ
ー
ム
を
餅
で
包
ん
だ
「
栗
ぃ
む
大

福
」
を
開
発
。「
栗
き
ん
と
ん
」
に
並
ぶ
新

た
な
看
板
商
品
と
な
っ
た
。
あ
ま
り
の
人
気

に
、
一
部
店
舗
で
は
通
年
販
売
も
ス
タ
ー
ト
。

5
店
舗
が
そ
れ
ぞ
れ
配
合
や
材
料
に
工
夫

を
凝
ら
し
、
独
自
の
味
を
出
し
て
お
り
、
食

べ
比
べ
る
楽
し
さ
も
好
評
だ
。

企業のノベルティとしても人気のQR
コードせんべい。裏面に会社ロゴなども
入れることができる。

和菓子グループ5 店舗の
「栗ぃむ大福」が1つずつ入っ
た詰合せセット。
※イベント限定販売 ［ 八 百 津 町 ］
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さ
ら
に
は
、
せ
ん
べ
い
グ
ル
ー
プ
・
和

菓
子
グ
ル
ー
プ
が
連
携
し
た
商
品
開
発
も

進
ん
で
い
る
。
せ
ん
べ
い
製
の
皿
で
い
た

だ
く
「
栗
き
ん
ア
イ
ス
」
は
、
卵
と
生
ク

リ
ー
ム
を
ふ
ん
わ
り
と
泡
立
て
た
口
溶
け

の
良
い
ア
イ
ス
と
パ
リ
ッ
と
し
た
せ
ん
べ

い
が
絶
妙
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
。
栗
の
ア

イ
ス
と
八
百
津
せ
ん
べ
い
の
組
み
合
わ
せ

は
、
正
真
正
銘
こ
こ
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
。

“
こ
こ
で
し
か
味
わ
え
な
い
お
や
つ
”
が
、

ま
ち
の
新
た
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

職
人
た
ち
の
挑
戦
に
よ
っ
て
、
日
々
進

化
し
て
い
る
八
百
津
の
お
や
つ
。
こ
の
動

き
は
町
民
を
巻
き
込
み
、
新
た
な
展
開
が

始
ま
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
で
き
る
限
り

地
元
の
食
材
を
使
っ
た
お
菓
子
を
作
る
た

め
、
八
百
津
産
の
栗
を
増
や
そ
う
と
い
う

取
り
組
み
だ
。
11
月
に
行
わ
れ
る
産
業
祭

で
は
町
民
へ
栗
の
苗
木
を
無
料
配
布
。
ま

た
、
町
内
で
栽
培
し
た
栗
を
和
菓
子
店
に

販
売
す
る
と
、1
キ
ロ
あ
た
り
1
0
0
円

の
補
助
金
を
出
す
制
度
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。

定
期
的
に
栗
の
木
の
剪
定
や
接
ぎ
木
の
講

習
会
も
開
き
、
農
家
は
も
ち
ろ
ん
地
元
住

民
も
栗
の
生
産
に
気
軽
に
参
入
で
き
る
よ

う
サ
ポ
ー
ト
。
講
習
会
は
毎
回
定
員
オ
ー

バ
ー
に
な
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
だ
。
和
菓

子
店
側
も
「
お
菓
子
づ
く
り
に
適
し
た
栗

を
一
緒
に
考
え
な
が
ら
、
八
百
津
の
栗
を

増
や
し
て
い
け
ば
、
本
当
の
意
味
で
八
百

津
産
の
お
や
つ
が
で
き
る
」
と
、
受
け
入

れ
態
勢
は
万
全
。
お
や
つ
づ
く
り
は
、
ま

ち
を
盛
り
上
げ
る
新
し
い
産
業
の
発
展
に

も
つ
な
が
り
そ
う
だ
。

○八百津せんべい本舗
○VANT SOLEIL

418
杉原千畝
記念館

人道の丘公園
蘇水公園

商工
会館

八百津
せんべい会館

木曽川

至
美
濃
加
茂

至
可
児

八百津大橋

八百津橋83 丸山ダム

亀喜
総本家

伊藤製菓

日の丸製菓

とらや製菓舗

緑屋老舗

梅屋

八百津町役場

藤乃屋

町の駅「天晴」

日の丸製菓では、平日9～15 時
の間で工場見学が可能（前日
までに要予約・無料）。

町内で行われる産業祭をはじめ、県内
外のイベントで直径1メートルほどの
ジャンボせんべいを焼いて振る舞う。

皿ごとせんべいの
「サラせん」。
プチせんべいは約20種類と
豊富な品揃え。

せんべいの皿に
のった「栗きんアイ
ス」は亀喜総本家
で販売中。

八百津せんべいをはじめ、八百津の
特産品が揃う町の駅「天晴」。

剪定や害虫の駆除法を学ぶ研修会。他にも
栗の木の育て方など、年間を通して講習会が
行われている。

［新商品開発グループ］八百津せんべい職人
○有限会社 伊藤製菓　　八百津町野上1303　　☎ 0574-43-0540  http://www.itoseika.jp/
○株式会社 日の丸製菓　八百津町八百津8342-2 ☎ 0574-43-1017  http://www.e-oyatsu.com/
　 ［町の駅 天晴 八百津せんべい本舗］八百津町野上1041-8  ☎ 0574-43-1117

［新商品開発グループ］八百津生菓子若手職人
○有限会社 亀喜総本家  八百津町八百津3921-1  ☎ 0574-43-0147  http://www.nande.com/kameki/
○とらや製菓舗　　　　  八百津町八百津2924-2  ☎ 0574-43-0258  http://www.yaotsu-toraya.com/
○有限会社 緑屋老舗　　八百津町八百津4096-1  ☎ 0574-43-0144  http://www.midoriyarouho.com/
○梅屋　　　　　　　　　 八百津町八百津4067-5  ☎ 0574-43-0156
○有限会社 藤乃屋　　   八百津町久田見2839 　☎ 0574-45-1892  http://www.fujinoya.net/
　 ［町の駅 天晴 VANT SOLEIL］八百津町野上1041-8  ☎ 0574-43-8108

八
や お つ

百津のおやつ
問	八百津町商工会
	 八百津町八百津3800-4
　 http://www.yaotsu-net.com/
 ☎ 0574-43-0266
交 	名鉄広見線「明智駅」から
　	YAOバスで約25分
　	東海環状自動車道
	 「可児御嵩IC」から車で約20分
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飛
騨
川
の
清
流
と
雄
大
な
山
々
の
自
然

に
囲
ま
れ
て
、そ
の
名
の
と
お
り
四
季
折
々

の
彩
り
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
「
美
濃

白
川
四
季
彩
街
道
」。
し
か
し
こ
の
道
が
、

以
前
は
生
い
茂
る
木
々
に
視
界
を
遮
ら
れ
、

ゴ
ミ
の
投
棄
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
状
況
を
改

善
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
街
道

沿
い
の
住
民
や
企
業
の
人
々
。
2
0
0
6

年
頃
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
「
美
濃
白

川
の
景
観
を
守
る
会
」
を
発
足
し
、
定
期

的
に
枝
の
伐
採
や
清
掃
活
動
を
開
始
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
、
飛
水
峡
周
辺
に
さ
し
か

か
る
と
視
界
が
開
け
、
飛
騨
川
の
絶
景
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
元
の
人
々

に
よ
る
取
り
組
み
が
続
け
ら
れ
る
に
つ
れ
、

ド
ラ
イ
バ
ー
の
意
識
も
徐
々
に
向
上
。
現

在
も
美
し
い
街
道
が
保
た
れ
て
い
る
。
ま

た
2
0
1
3
年
5
月
に
は
、
白
川
橋
が
見

ら
れ
る
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
有
名
な

J
R
白
川
口
駅
に
、
新
た
な
観
光
案
内
所

と
売
店
が
オ
ー
プ
ン
。
列
車
を
利
用
す
る

人
は
も
ち
ろ
ん
、
街
道
ド
ラ
イ
ブ
の
合
間

に
立
ち
寄
れ
る
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、

注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

四
季
彩
街
道
の
コ
ン
セ
プ
ト
は「
ス
ロ
ー

ド
ラ
イ
ブ
・
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
・
ス
ロ
ー
ラ

イ
フ
」。
そ
の
中
で
も
街
道
近
く
に
あ
る

道の駅「美濃白川」ピアチェーレでは、館
内の工房で手作りされた白川ハムをはじ
め、白川町ならではの美食や土産品が並
ぶ。2012 年には温泉施設もオープン。

お茶栽培の北限ともいわれ、
上質で美味しいと評される美
濃白川茶。2008年には地域
団体商標に登録され、翌年
には川沿いの茶畑での茶摘
み風景をイメージしたロゴが
完成。さらに、美濃白川茶を
10 倍程度に濃縮した「なん
茶こりゃ」、お茶に炭酸を合わ
せた「白川茶イダー」、美濃
白川茶お茶うけコンテストで
入賞し商品化された「ティッ
キー」など、白川茶を使った商
品が次 と々開発されている。

［ 白 川 町 ］
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2
つ
の
道
の
駅
「『
美
濃
白
川
』
ピ
ア
チ
ェ
ー

レ
」「
清
流
白
川
ク
オ
ー
レ
の
里
」
で
は
、

白
川
町
の
食
を
味
わ
え
る
イ
ベ
ン
ト
が
数
多

く
催
さ
れ
て
い
る
。2
0
1
3
年
5
月
に
は
、

「
清
流
白
川
ク
オ
ー
レ
の
里
」
で
可
茂
地
域

の
ご
当
地
グ
ル
メ
を
発
掘
す
る
「
第
4
回

か
も
1
グ
ラ
ン
プ
リ
」
を
開
催
。
白
川
町

か
ら
も
観
光
協
会
を
は
じ
め
多
く
の
店
や
団

体
が
出
店
し
た
。
出
品
料
理
は
町
内
の
「
か

も
椀
認
定
店
」
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
「『
美
濃
白
川
』
ピ
ア
チ
ェ
ー
レ
」

で
は
、「
ほ
お
葉
寿
司
フ
ェ
ス
タ
」
や
「
新

茶
ま
つ
り
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
手

揉
み
茶
や
、
繭
で
花
を
つ
く
る
ま
ゆ
花
、
羊

毛
を
糸
に
す
る
手
つ
む
ぎ
な
ど
の
実
演
を
開

催
。
白
川
の
食
や
文
化
を
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
イ
ベ
ン
ト
や
地
元
グ
ル
メ
を
目
当
て
に
、

車
を
走
ら
せ
る
の
も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
だ
。

　

街
道
を
走
り
、
食
や
景
色
を
楽
し
む
だ

け
な
く
、
町
に
滞
在
し
て
そ
こ
に
息
づ
く

暮
ら
し
や
魅
力
を
体
感
し
て
も
ら
い
た
い
。

そ
ん
な
思
い
か
ら
、
町
で
は
街
道
か
ら
街

中
へ
と
観
光
客
を
導
く
新
た
な
企
画
に
挑

み
始
め
た
。
2
0
1
1
年
に
ス
タ
ー
ト
し

た
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
で
は
、
特
産
の
白
川

茶
の
茶
摘
み
・
手
揉
み
体
験
や
、
黒
川
地

区
の
ト
マ
ト
狩
り
、
隠い
ん

居き
ょ

山や
ま

観
音
33
ヵ
所

巡
り
な
ど
を
開
催
。参
加
者
に
は
ア
ン
ケ
ー

ト
に
協
力
し
て
も
ら
い
、
次
の
企
画
へ
と

つ
な
げ
て
き
た
。
2
0
1
2
年
秋
に
は
、

笹
平
高
原
で
の
ピ
ザ
作
り
と
チ
ー
ズ
の
燻

製
体
験
や
、
佐
見
川
峡
の
紅
葉
と
囲
炉
裏

料
理
を
堪
能
す
る
ツ
ア
ー
が
大
好
評
。
こ

う
し
た
ツ
ア
ー
は
観
光
客
が
白
川
町
の
歴

史
・
文
化
に
触
れ
る
だ
け
で
な
く
、
地
元

住
民
と
の
ふ
れ
あ
い
を
生
み
、
町
の
人
々

に
と
っ
て
も
観
光
へ
の
意
識
を
高
め
る
良

い
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
四
季
彩
街
道
と

同
様
、
地
元
の
人
々
が
磨
き
あ
げ
る
新
た

な
お
も
て
な
し
に
よ
っ
て
、
町
は
こ
れ
か

ら
も
輝
き
を
増
し
続
け
て
い
く
こ
と
だ
ろ

う
。

2012 年10 月にイタ
リア直輸入の釜で
焼くピザ づくり、11
月には佐見川沿い
の渓谷での紅葉見
学と、2 回のツアー
を開催。

62

70

70

68

72

256

41

佐見文化財
保存記念館

佐見のしだれ桜
津島神社

美濃白川
ふるさと体験村

大山白山神社

水戸野のしだれ桜
み   ど   の

さ なが た

野原城址

広島安産神社

道の駅
「清流白川
クオーレの里」

漫俳句碑

白川町
役場

やすらぎの里公園
隠居山観音

黒川

佐見川

白川

赤川

飛
騨
川

佐長田神社

佐久良太
神社

佐見川峡

天心
白菊の塔
飛水峡

道の駅「美濃白川」
ピアチェーレ
○新白川温泉
　「美濃白川 道の駅温泉」
○美濃白川 お母さんの味
　てまひまの店
○白川野菜村
　チャオ

四季彩街道

芸能の里
東座

しもゆい

至高山

至岐阜・名古屋

至中津川

至恵那

Ｊ
Ｒ
高
山
本
線

しらかわぐち

土木遺産
「白川橋」

JR 白川口駅にできた観光案内所。白川町の
特産品を購入できる売店は、駅で列車を待
つ間に本が読める「立ち読みコーナー」な
ども併設。

上／第 4 回かも 1 グランプリで出品
された「とろ～っとみそメンチ」。黒
川地区で飼育される「奥美濃古地
鶏」と薬を一切使わず育てた「あん
しん豚」を使用し、食べると中か
ら地元三川産の味噌を使った甘い
味噌だれが出てくる。
下／ピアチェーレ出店の「豆腐ハン
バーグ 豆の力でお味噌れ丼」。白川
産大豆の豆腐を使用し、甘めの味
噌ダレとわさびで
いただく。

1926 年に架けられた鋼製の吊橋「白
川橋」は全国土木遺産にも認定され
た町のシンボル。

問

交
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明
治
の
廃
城
令
で
取
り
壊
さ
れ
る
ま

で
、
1
1
8
5
年
の
創
築
か
ら
約
7
0
0

年
間
に
及
ぶ
長
い
歴
史
を
誇
っ
た
岩
村
城
。

備
中
松
山
城
、
大
和
高
取
城
と
と
も
に
日

本
三
大
山
城
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ほ
か
、

日
本
百
名
城
に
も
選
定
さ
れ
て
い
る
。
現

在
は
当
時
の
建
造
物
は
な
い
が
、
残
さ
れ

た
石
垣
は
大
規
模
な
も
の
で
保
存
状
態
も

よ
く
、
一
見
の
価
値
が
あ
る
。
日
本
一
標

高
の
高
い
場
所
（
7
1
7
メ
ー
ト
ル
）
に

築
城
さ
れ
た
城
で
、
霧
の
多
い
気
象
ま
で

も
城
造
り
に
生
か
し
、
別
名
「
霧
ヶ
城
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
岩
村
城
は
、
天
正
年
間
に
城
主

遠
山
景
任
を
亡
く
し
た
後
、
そ
の
妻
（
織

田
信
長
の
叔
母
）
が
城
主
と
し
て
采
配
を

ふ
る
っ
た
「
女
城
主
の
城
」
と
し
て
も
有

名
で
あ
る
。
武
田
家
と
織
田
家
の
争
い
に

板
挟
み
と
な
り
な
が
ら
も
、
心
や
さ
し
く

家
臣
や
領
民
を
守
ろ
う
と
し
た
未
亡
人
の

話
は
、
今
な
お
地
元
の
人
々
の
間
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
。

　

岩
村
城
跡
ま
で
は
、
本
丸
の
す
ぐ
近
く

ま
で
車
で
上
る
ル
ー
ト
も
あ
る
が
、
山
城
の

雰
囲
気
を
満
喫
す
る
な
ら
、
麓
の
岩
村
歴

史
資
料
館
か
ら
徒
歩
で
登
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
た
い
。「
藤
坂
」
は
約
3
0
0
m
続

き
、
山
城
な
ら
で
は
の
急
峻
な
地
形
を
生
か

し
て
敵
方
が
容
易
に
行
軍
す
る
こ
と
を
許

さ
な
い
。
途
中
、
大
き
く
左
折
し
た
地
点
に

は
「
初
門
」
を
構
え
、
防
衛
陣
地
と
し
て
い

た
。
さ
ら
に
山
道
を
登
る
と
、「
本
丸
ま
で

毎年夏になると「岩村城再建構想実
行委員会」によって、岩村城跡の八幡
曲輪に、縦約12メートル幅約9メート
ルの「幻の霧ヶ城」が建てられる。ベ
ニヤ板で作られたものだが、城下町か
ら眺めると城がよみがえったかのよう
な風景を望むことができる。

［ 恵 那 市 ］

城址公園にある下田歌
子勉学所。岩村は下田
歌子や佐藤一斎など、
幕末から明治にかけて
活躍した偉人を多く輩
出した。 本丸の六段積みの石垣

携帯電話で案内板の二次元コードを読み取るだけで、
観光ガイド動画を見ることができる。

本丸の六段積みの石垣本丸の六段積みの石垣本丸の六段積みの石垣本丸の六段積みの石垣本丸の六段積みの石垣本丸の六段積みの石垣本丸の六段積みの石垣
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四
〇
〇
米
」
の
看
板
が
あ
り
、
こ
の
辺
り
か

ら
は
石
垣
が
見
え
て
く
る
。

　

さ
ら
に
進
み
、「
本
丸
ま
で
二
〇
〇
米
」

の
看
板
を
通
り
過
ぎ
る
と
、「
竜
神
の
井
」、

「
霧
ヶ
井
」
な
ど
の
井
戸
が
現
れ
る
。
か

つ
て
城
内
に
は
17
に
も
及
ぶ
井
戸
が
あ
っ

た
と
の
こ
と
。
現
在
も
10
数
個
の
井
戸
が

水
を
た
た
え
て
い
る
。
や
が
て
到
着
す
る

本
丸
で
は
、
見
事
な
六
段
積
み
の
石
垣
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

2
0
1
3
年
、
二
次
元
コ
ー
ド
付
き
の

観
光
案
内
板
が
完
成
。
携
帯
電
話
で
二
次

元
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
と
、
地
元
中
学
生

に
よ
る
ガ
イ
ド
動
画
が
流
れ
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
二
次
元
コ
ー
ド
付
き
案
内

板
は
、
本
丸
や
土
岐
門
、
追
手
門
、
休
憩

所
な
ど
10
カ
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の

で
、
ぜ
ひ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
。

　

国
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指

定
さ
れ
る
岩
村
城
下
の
町
並
み
は
、
往
時

の
面
影
を
と
ど
め
た
味
わ
い
深
い
旧
家
が

軒
を
連
ね
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
続
く

武
家
屋
敷
や
商
家
な
ど
が
並
び
、
特
に
本

通
り
の
家
屋
は
、
間
口
が
狭
い
も
の
の
奥

に
広
く
、
京
都
の
古
い
商
家
な
ど
と
共
通

し
た
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
京
都
な
ど
に

見
ら
れ
た
「
間
口
税
」
同
様
に
、
岩
村
の

城
下
町
で
も
間
口
が
広
い
と
課
税
率
が
高

く
な
っ
た
た
め
、
節
税
対
策
と
し
て
な
さ

れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
現
在
に
そ

の
姿
を
伝
え
て
い
る
。

　
「
天
正
疏
水
」
も
、
江
戸
時
代
の
名
残

を
と
ど
め
る
興
味
深
い
風
景
。
今
の
よ
う

に
不
燃
材
や
防
火
材
な
ど
が
開
発
さ
れ
て

い
な
い
時
代
、
最
も
恐
れ
た
の
は
火
事
で

あ
る
。
防
火
、
生
活
用
水
と
し
て
、
街
中

に
計
画
的
に
水
路
を
め
ぐ
ら
せ
て
利
用
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
木
村
邸
の
裏
側
の

路
地
で
は
、「
な
ま
こ
壁
」
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
壁
の
保
全
や
火
災
の
延
焼
を

防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、
表
面
に
平
ら
な
瓦

を
斜
め
に
並
べ
貼
り
付
け
た
も
の
で
、
継

ぎ
目
を
漆
喰
で
固
め
た
風
情
の
あ
る
景
観

を
残
し
て
い
る
。

　

2
0
1
3
年
に
は
本
通
り
の
電
線
の
地

中
埋
設
化
が
完
了
し
た
。
す
っ
き
り
し
た
雰

囲
気
に
な
っ
た
町
並
み
は
、
観
光
客
か
ら
も

｢

城
山
が
近
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た｣

と

い
う
声
も
聞
か
れ
て
い
る
。
城
へ
と
続
く
一

本
の
坂
道
の
両
側
に
は
懐
か
し
い
雰
囲
気

を
伝
え
る
店
が
並
び
、
の
ど
か
な
空
気
が
流

れ
る
。
商
店
の
多
く
は
地
元
の
人
た
ち
も
日

常
的
に
利
用
す
る
の
で
、
飲
食
、
衣
料
品
、

生
活
雑
貨
、
貴
金
属
、
漬
物
、
酒
、
カ
ス
テ

ラ
な
ど
を
扱
う
お
店
が
昔
な
が
ら
の
雰
囲

気
の
ま
ま
商
い
を
し
て
い
る
。
景
観
の
質
が

向
上
し
た
城
下
町
で
、
ゆ
っ
た
り
と
買
い
物

や
休
息
を
楽
し
み
た
い
。

257

257

363

363

岩村振興事務所

県立恵那特別
支援学校

いわむら

至恵那

至明智町

明
知
鉄
道

岩村城下町

岩村駅

岩村歴史資料館
城址公園

岩村城跡

登城坂
石畳

城下町では写真の造
り酒屋やカステラ店が
人気だ。

電線がなくなったことで、城山も見やすくなった。

岩
いわ

村
むら

城
じょう

跡
せ き

と岩
いわ

村
むら

城
じょう

下
か

町
まち

問	恵那市観光協会岩村支部
	 恵那市岩村町263-2
	 ☎ 0573-43-3231
交 	明知鉄道「岩村駅」下車すぐ
	 中央自動車道「恵那IC」から車で約20分

上／造り酒屋の中庭を今も流れる「天正疎水」。
下／城下町の裏通りにある「なまこ壁」も、昔の
風情を伝えてくれる。

「工芸の館・土佐屋」では、
江戸時代から続く紺屋の
建物を一般公開している。
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157

156

156
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156

256

472
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306
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祭

祭

祭

祭

祭

祭

PA併設

瓢ヶ岳PA

古城山PA

高針JCT
日進JCT

PA併設

虎
渓
山
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津
峠
PA

伊
吹
PA

羽島
PA

一宮
JCT

清
洲
JCT

楠
JCT

小
牧
JCT

守山PA

五斗蒔PA

尾
張
一
宮
PA

川島PA

長良川SA

本
郷
IC

上社JCT

名古屋西JCT

土岐JCT

美濃関JCT

S
A
併
設

関SA

養
老
SA

高鷲

関
ケ
原

多治見
小
牧
東

可
児
御
嵩

白鳥

養老
JCT

油坂峠道路

伊
吹
山

ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ

名
古
屋
高
速

東
海
北
陸
自
動
車
道

名神高速道路

東海環状
自動車道

岐 阜 県

福 井 県

三 重 県

伊
吹
山
地

揖斐関ケ原養老国定公園

伊吹山県立公園

五斗蒔スマートIC

せと赤津

名古屋

春日井

名
古
屋
西

蟹
江

小
牧

一
宮

尾西

一宮西

一宮木曽川

岐
阜
羽
島

岐阜各務原

大垣西

大
垣

関広見

美濃

富
加
関

関

美並

郡上八幡

ぎふ大和

美
濃
加
茂

道の駅 夜叉ヶ池の里さかうち

道の駅 星のふる里ふじはし

道の駅 夢さんさん谷汲

道の駅 クレール平田

道の駅 月見の里 南濃

道の駅 富有柿の里いとぬき

道の駅 柳津

道の駅 織部の里もとす

道の駅 うすずみ桜の里･ねお

道の駅 ラステンほらど

道の駅 美並

道の駅 ロック・ガーデンひちそう

道の駅 日本昭和村

道の駅 美濃にわか茶屋

道の駅 平成

道の駅 むげ川

道の駅 
可児ッテ

道の駅 和良

道の駅 明宝

道の駅 パスカル清見

道の駅 古今伝授の里やまと

道の駅 白尾ふれあいパーク

道の駅 白鳥
（ラベンダー園） 

道の駅 馬瀬美輝の里

道の駅 飛騨金山ぬく森の里温泉

道の駅 池田温泉

木曽川

揖
斐
川

白
川

九頭竜湖 九頭竜川

弓
掛
川

麻那姫湖

揖
斐
川

木
曽
川

庄
内
川

根
尾
川

板取川

木
曽
川

飛
騨
川

長
谷
川

馬瀬川

和良
川

鹿
倉
川

神
淵
川

津
保
川

小
那
比
川

横山貯水池
坂内川

長
良

川

石 徹 白 川

徳 山 湖

扇
谷

西谷

入
谷

浅
又
川

藪
谷

幾
里
谷

国見岳スキー場

揖斐高原スキー場

アウトドアイン母袋スキー場

めいほうスキー場

しらおスキー場

鷲ヶ岳スキー場

ホワイトピア
たかす

スノーウェーブパーク白鳥高原

1386
1523

1672

1672

1625

795

716

1286

1257

1175

1246

1240

1227

687

664

599

924

1377

1247

1145

1084

894

1234

966

1149

1297

1086

525

633

毘沙門岳
荒島岳

鷲ヶ岳

母袋烏帽子岳

烏帽子岳

黒岳

和良岳

若丸山
冠山

千回沢山

貝月山

鎗ヶ先

天狗山

蕎麦粒山

鏡山

権現山

納古山

水晶山

御前ヶ岳

岳山

伊吹山

御池岳

藤原岳

霊仙山

三国岳

金華山

横山ダム

油坂峠

高鷲トンネル
坂本峠

九頭竜ダム

真名川ダム 下
山
ト
ン
ネ
ル

中里ダム

鞍掛峠
鞍掛トンネル

福
岡
大
橋

東
海
大
橋

山中峠

（磨墨の里公園）

相
谷
ト
ン
ネ
ル

愛
岐
ト
ン
ネ
ル

岩手峠

間
見
峠

北
条
峠

袋坂峠

荒
島
ト
ン
ネ
ル

和良大月の森公園キャンプ場

長者の里

揖斐高原貝月リゾート

グリーン・ウッド関ヶ原

かみいしづ緑の村公園バンガロー

時山バンガロ－村

御殿山キャンプ場

（有）七宗遊園キャンプ場

和良川公園オートキャンプ場

郡上八幡せせらぎリバーウッドオートキャンプ場

大谷森林キャンプ村

コテージ「ストロープンハウス」

コテージ小川きの里アウトドアイン母袋

めいほうベルクコテージ

Ｎ．Ａ．Ｏ．明野高原キャンプ場

Ｎ．Ａ．Ｏ．奥長良キャンプ場
＆WANKO

鷲ヶ岳立石キャンプ場

馬瀬川の里すずし野

飛騨金山の森キャンプ場

三の倉市民の里「地球村」

お
う
み
な
が
お
か

か
し
わ
ば
ら

せ
き
が
は
ら

岐
阜

名
鉄
岐
阜

鵜
沼

みのおおた
MINOOTA

大垣

岐阜羽島

きよす

は
っ
た

びわじま

なごや
NAGOYA

つるまい

ちくさ

おおぞね

しんもりやま

かちがわ

じょうこうじ

ここけい

たじみ
TAJIMI

じ
ん
り
ょ
う

こ
う
ぞ
う
じ

なかかわべ

しもあそう

かみあそう

く
ず
り
ゅ
う
こ

ねもと

ひめ

しもぎり

あけち
みたけ

ほくのう

はくさんながたき
しろとりこうげん

みのしろとり

おおしま

おおなか

本巣

樽見

いしづ

みのまつやま

みのやまざき

こまの

ひがしびわじま
さこう

しもおたい

おくだ
おおさと

しんきよす

まるのうち

す
か
ぐ
ち

かみおたい
なかおたい

やくさ

やまぐちせとぐち

せとし

なかみずの

あじよし

あ
じ
よ
し

お
た
い あじま

かみいいだ

にしふじわら

あ
げ
き

ひがしふじわら

にしのじり

かみまるぶち

まるぶち

ふちだか

ろくわ

まちかた

つしま

ひびの

さや

ふ
じ
な
み し

ょ
ば
た

あ
お
つ
か

き
だ

し
っ
ぽ
う

じ
も
く
じ

こ
め
の

か
す
も
り

おわりせとせ
と
し
や
く
し
ょ
ま
え

し
ん
せ
と

み
ず
の

さ
ん
ご
う

お
わ
り
あ
さ
ひ

き
た
や
ま

お
ば
た

ひ
ょ
う
た
ん
や
ま

さかえまち ふ
じ
が
お
か

ささばら

めいてつなごや

さんのう

名
鉄
広
見
線

養
老
鉄
道

名
鉄
小
牧
線

名
鉄
竹
鼻
線 名

鉄
犬
山
線

三
岐
鉄
道

長
良
川
鉄
道

J
R
越
美
北
線

J
R
太
多
線

　リニ
モ

（東部
丘陵線

）

名鉄
津島線

名鉄各務原線

養
老
鉄
道

名鉄
瀬戸

線

池田町

池田町

坂
祝
町

川辺町

富
加
町

北方町

七宗町

大野町

揖斐川町
本巣市

池田町

垂井町

神戸町

甚
目
寺
町
大
治
町

七
宝
町

美和町

長久手町

笠
松
町

岐
南
町

扶
桑
町

大口町

養老町

輪之内町

安
八
町関

ヶ
原
町

尾張旭市

岩
倉
市

津島市

小
牧
市

一宮市

羽
島
市

大垣市 大
垣
市

桑名市

いなべ市

大垣市

海津市

春日井市

岐阜市

江南市

各務原市

犬山市

瑞
穂
市

瀬戸市

多
治
見
市

可児市

可児市

清
須
市

関市

美濃加茂市

山県市

美濃市

大野市

郡上市

こいずみ

かに

稲沢市

観光果樹園
平成記念公園（日本昭和村）

岩屋堂

さざれ石公園

歴史民俗資料館
関ヶ原古戦場（決戦地）

エコミュージアム関ヶ原

不破関資料館

妙応寺宝物館

上石津郷土資料館

時山文化伝承館

さぼう遊学館

アクアワールド水郷パークセンター

世界淡水魚園水族館
河川環境楽園

かかみがはら航空宇宙
科学博物館

ぎふ長良川鵜飼

鳥屋市不動堂

平成記念公園（日本昭和村）
観光果樹園

太田宿中山道会館

日本ライン下り

兼山湊跡

中山道みたけ館

花フェスタ記念公園

旧八百津発電所資料館

飛水峡

日本最古の石博物館

大原カタクリ群生地

白山文化博物館

ディノアドベンチャーライド

阿弥陀ヶ滝

美濃焼伝統産業会館

市之倉さかづき美術館

こども陶器博物館

定光寺

岩屋堂

あいち
海上の森センター

愛･地球博記念公園

ト
ヨ
タ
博
物
館

東谷山フルーツパーク
小幡緑地公園

東山動植物園
鶴舞公園

大須観音

名古屋城
ナ
ゴ
ヤ
ド
ー
ム

豊国神社
津島神社

横井也有菩提寺（西音寺）

冠山

海津市歴史民俗資料館

長滝白山神社

御嶽宿

御嶽宿わいわい館

多治見修道院

多
治
見
市
美
濃
焼
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

太田宿
伏見宿

花フェスタ記念公園

長良川

国営木曽三川公園

藤路の桜

中山七里

虎渓山永保寺

羽根谷だんだん公園

川浦渓谷

虎渓公園

いび川温泉藤橋の湯

久瀬温泉

海津温泉

明宝温泉湯星館

天然鷲ヶ岳温泉

天然温泉三峰

天光の湯

南濃温泉「水晶の湯」

美人の湯「しろとり」 母袋温泉

うすずみ

湯の平温泉
ふたこえ温泉

養老

岐阜ローカル鉄道の旅
樽見鉄道

伊自良連柿

おふくろ柿（袋柿）

池田山
中山道ぎふ17宿
美江寺宿

富有柿

川原町界隈（岐阜公園周辺地域）

岐阜城パノラマ夜景 中山道ぎふ17宿
鵜沼宿

各務原キムチで都市おこし

中山道ぎふ17宿
加納宿

中山道ぎふ17宿
河渡宿

美濃竹鼻まつり・ふじまつり

羽島市歴史民俗資料館・羽島市映画資料館

木曽川凧揚げ大会と木曽川エリア

ま ち

0 20km15105

N

岐阜エリア

中山道

私鉄線ＪＲ線新幹線

道の駅じまんの原石明日の宝もの岐阜の宝もの

県道等主要地方道国道有料道路高速道路 8721

温泉

中山道

私鉄線ＪＲ線新幹線

道の駅じまんの原石明日の宝もの岐阜の宝もの

県道等主要地方道国道有料道路高速道路 8721

温泉
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祭
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賤ケ岳SA

神田PA

米
原
JCT
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瓢ヶ岳PA

伊
吹
PA

羽島
PA

一宮
JCT

清
洲
JCT

楠
JCT

尾
張
一
宮
PA

川島PA

長良川SA

名古屋西
JCT

美濃関JCT

関SA

養
老
SA

木之本

ぎふ大和

郡上八幡

美濃

関広見

関

小
牧

養老
JCT

油坂峠道路

伊
吹
山

ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ

名
古
屋
高
速

北
陸
自
動
車
道

東
海
北
陸
自
動
車
道

東名阪
自動車道

東
海
北陸

自
動
車道

名神高速道路

福井県

滋賀県

三重県

1

名
神
高
速
道
路

道の駅 夜叉ヶ池の里さかうち

道の駅 星のふる里ふじはし

道の駅 夢さんさん谷汲

道の駅 
クレール平田

道の駅 月見の里 南濃

道の駅 富有柿の里いとぬき

道の駅 柳津

道の駅 織部の里もとす

道の駅 うすずみ桜の里･ねお

道の駅 美並

道の駅 むげ川

道の駅 池田温泉

琵
琶
湖

木曽川

余
呉
湖

高
時
川

揖
斐
川

日野川

笹生川

愛
知
川

宇曽川

長
良
川

板取川

津保川

長
良

川

亀尾島川

片
知
川

649

1224

1163

873

966

419

田畑山

瓢ヶ岳

矢坪ヶ岳
片知山

伊吹山

長浜城

県
営
名
古
屋
空
港

笹生川ダム

伊
勢
峠

各
務
原
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美濃加茂市

郡上市

下呂市

恵那市
中津川市

可児

土
岐
市

いぬやま

JR中央本線

日本モンキーパーク

いこいの広場伊木の森

岐阜現代美術館

フェザーミュージアム
ナイフ博物館

関鍛冶伝承館
（日本刀鍛錬場）

旧今井家住宅・美濃史料館
うだつの上がる町並み

日本ライン
ロマンチック街道

大滝鍾乳洞

日本まん真ん中センターラフティングとカヌー

古今伝授の里フィールドミュージアム

郡上八幡城

宗祇水
郡上八幡博覧館

市之倉さかづき美術館
岐阜県現代陶芸美術館

セラミックパークMINO

小幡緑地公園

東山動植物園
鶴舞公園

名古屋市博物館熱田神宮

大須観音

名古屋城 ナ
ゴ
ヤ
ド
ー
ム

小牧山（小牧城）

日本モンキーパーク犬山城

鵜沼宿

お菓子の城 明治村

パークアリーナ小牧

小坂の滝めぐり拠点

下呂温泉

高澤観音

太田宿

愛宕公園

恵那峡遊覧船

吉田川の堤
岐
阜
県
刃
物
会
館

小倉公園

 

愛宕公園

国道１５６号線沿いの桜並木

明建神社

恵那峡

巌立峡

鬼岩

上之保温泉
ほほえみの湯

郡上八幡温泉

やまと温泉やすらぎ館

美人の湯「しろとり」 母袋温泉

恵那峡

東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
明治座

清流付知峡で自然浴

東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
常盤座

東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
蛭子座

笠置山クライミングエリア
東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋

五毛座

中山道ぎふ17宿
中津川宿

中山道ぎふ17宿
落合宿

中山道ぎふ17宿
馬籠宿

中津川の栗きんとん巡り

東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール

中山道ぎふ17宿
大井宿

東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
美濃歌舞伎博物館相生座

中山道ぎふ17宿
細久手宿

中山道ぎふ17宿
大湫宿

東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
宮盛座／佐々良木公民館

岐阜ローカル鉄道の旅
明知鉄道

櫻堂薬師

岩村城跡と岩村城下町

山岡細寒天と恵那山麓寒天豚

美濃焼と日本酒の融合「美濃陶酔」

こころのふるさと
「虎渓山地区」

土岐市の窯元めぐり

笠原のタイル

美濃焼窯場めぐり

温故知新
大正100年への誘い

串原の布ぞうり

中山道

私鉄線ＪＲ線新幹線

道の駅じまんの原石明日の宝もの岐阜の宝もの

県道等主要地方道国道有料道路高速道路 8721

温泉

東濃エリア
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祭
祭
祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

飛騨河合PA

ひるがの高原SA

PA併設

瓢ヶ岳PA

古城山PA

長良川SA

美濃関JCT

関SA

五箇山

白川郷

飛騨清見

松之本峠

荘川

高鷲

ひるがの高原スマートIC

ぎふ大和

郡上八幡

美並

美濃

関広見

富
加
関

美
濃
加
茂

関 恵
那

高
山
西

高
山

白鳥

中津川

安房峠
道路

白山スーパー林道

油坂峠道路

長野県

富山県

石
川
県

福
井
県

乗鞍スカイライン
（一般車通行止）

中部縦貫自動車道

東
海
北
陸
自
動
車
道

SA併設

東海環状
自動車道

道の駅 宙（スカイ）ドーム･神岡

道の駅 飛騨古川いぶし
道の駅 アルプ飛騨古川

道の駅 白川郷

道の駅 飛騨白山

道の駅 桜の郷荘川

道の駅 奥飛騨温泉郷上宝

道の駅 
飛騨たかね工房

道の駅 
ななもり清見

道の駅 
モンデウス飛騨位山

道の駅 ラステンほらど 道の駅 美並

道の駅 ロック・ガーデンひちそう

道の駅 日本昭和村

道の駅 美濃にわか茶屋

道の駅 平成

道の駅 むげ川

道の駅 美濃白川（ピアチェーレ）

道の駅 清流白川クオーレの里

道の駅 茶の里東白川

道の駅 加子母

道の駅 花街道 付知

道の駅 和良

道の駅 明宝

道の駅 パスカル清見

道の駅 大日岳

道の駅 古今伝授の里やまと

道の駅 白尾ふれあいパーク

道の駅 白鳥 （ラベンダー園） 

道の駅 ひだ朝日村

道の駅 
飛騨街道なぎさ

道の駅 
南飛騨小坂はなもも

道の駅 馬瀬美輝の里

道の駅 
飛騨金山ぬく森の里温泉

道の駅 五木のやかた･かわうえ 道の駅 賤母

道の駅 きりら坂下

道の駅 半布里の郷とみか 木曽
川

九頭竜湖

馬
瀬
川

高
瀬
川

黒
川

付
知
川

神崎川

板取川
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川

涸沢
宮川

長
良
川

1709

1352

1504

2897

2670

3033

3106

684

鳴谷山

笠ケ岳

赤沢山
槍ヶ岳

南岳

奥穂高岳
北穂高岳

西穂高岳

焼岳

乗鞍岳

御嶽山

白山

穂高岳

大日ヶ岳

清内路峠

大
平
峠

安房峠

中津川

白川口

飛騨金山

下呂

飛騨小坂

高山

飛騨古川

長
良
川
鉄
道

J
R
高
山
本
線

J
R高山本線

川辺町

八百津町

富
加
町

七宗町
白川町

白川村

東白川村

可児市

関市

美濃加茂市

山県市

美濃市

郡上市
下呂市

飛騨市

高山市

恵那市 中津川市
JR中央本線

新平湯

平湯

福地

世界遺産
白川郷合掌造り集落

新穂高
ロープウェイ

南ひだ健康道場

瀬戸川と白壁土蔵街

下呂温泉

栃尾

 

白山一里野温泉

恵那峡

飛騨高山の古い町並

新
穂
高

濁河
明宝

天生県立自然公園と三湿原回廊
池ヶ原湿原

天生県立自然公園と三湿原回廊
深洞湿原天生県立自然公園と三湿原回廊

天生県立自然公園

乗鞍山麓五色ヶ原の森

種蔵「棚田と板倉の風景」と山里文化

東山寺町と文化財めぐり

ふるさと体験飛騨高山

飛騨美濃せせらぎ街道

小坂の滝めぐり
龍の瞳

鶏ちゃん

中山道

私鉄線ＪＲ線新幹線

道の駅じまんの原石明日の宝もの岐阜の宝もの

県道等主要地方道国道有料道路高速道路 8721

温泉

飛騨エリア
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