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特  集

特別企画

2→7……伊勢志摩国立公園が70周年を迎える（レポート）
8→11 …「ぱるく博士」の知っておきたい伊勢志摩国立公園クイズ
12→13…「横山ビジターセンターでパークボランティア活躍中」
14……里の祭りを訪ねる④　神島の｢六日祭」
15……ぐるり伊勢志摩 　見よう･歩こう･楽しもう (国立公園エリアマップ）
16……開催報告　伊勢志摩国立公園記念イベント　おすすめ情報
　　　 ●70周年記念事務局だより/伊勢志摩からの便り　購読のご案内/配布先一覧

さき  しま あ　 ご

［70周年記念号］

朝熊山（555m・伊勢市）の初日の出。

和２１年１１月２０日、戦後初めての国立公園
として産声をあげた伊勢志摩。内宮御鎮座

2000年の伊勢神宮、風光明媚で海の幸に恵まれ
る志摩ーーその70年の歴史は、全国３３カ所ある国
立公園の中でも観光客数にかけてトップクラスを
誇ってきました。
　一方、70年間の歳月は自然保護と開発をめぐる
苦悩の連続でもありました。民有地率96㌫と全国
の国立公園中でダントツ。せめて今ある貴重な自然
を次世代へ伝えようと、横山ビジターセンターでは
レンジャーたちの指導のもとパークボランティアが
熱心に活動に取り組んでいます。
　自然保護も自然を享受する観光もグローバル化
の世紀となり、国立公園は新たなステージを迎えて
います。私たちは、この素晴らしい伊勢志摩を未来
の世代へしっかりと手渡すこと、同時に世界の友人
にも楽しんでもらう道を開くために、真剣に取り組む
べき時を迎えています。
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勢
文
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伊勢志摩国立公園
指定 70 周年記念式典＆
全国エコツーリズム大会 in 伊勢志摩
期間：平成28 年11月20日（日）〜22日（火）

先人たちが築き上げた70年 自然との共生を次の世代へ

終戦直後の混乱の中で神宮林を守るため国立公園指
定の実現に奔走した黎明期。リゾートの名の下で重
機が山肌を削った高度経済成長期。伊勢志摩国立公
園の歩みは自然保護と開発のせめぎ合いでもありま
した。そして迎えた 70 周年の節目、先人に感謝し
次世代への継承を誓う場所で、口々に謳われたのは

「共生」という言葉でした。

　伊勢志摩国立公園指定70周年の記念

式典と全国エコツーリズム大会が、平成

28年11月20日、志摩市の阿児アリーナ

で同時開催されました。同大会は70周年

記念事業として招致された行事で、3日

間の日程で行われました。

　初日は環境省と伊勢志摩国立公園協会、

三重県や3市1町などでつくる伊勢志摩

国立公園指定70周年事業実行委員会（以

下、「実行委員会」）を中心に約350名

が出席。2日目は一般応募者を含めて約

200名が参加して園内各地でエコツアー

のエクスカーション（体験型見学会）を

実施し、最終日にその評価を発表。専門

家らの意見を聞く分科会を開き、大会宣

言を採択しました。

　同年5月のG7伊勢志摩サミットの開催

や、7月の国立公園満喫プロジェクト（※

下欄参照）への選定を弾みに国際化の機運

が高まる中、出席者の間で伊勢志摩国立

公園の民有地率の高さを自然へのマイナ

スとせず、「共生」のモデルと捉えて世界

に発信するべきという声が目立ちました。

　山本公一環境大臣の式辞を比
ひ

嘉
が

奈津美
環境大臣政務官が代読し、「満喫プロジェ
クトをステップに、魅力溢れる国立公園の
利用に向け、地域の皆さんと協力して盛り上
げていきたい」と述べ、続いて伊勢志摩国
立公園協会会長の山本教

のり

和
かず

実行委員会会
長が、「70 年、先人たちが築いてきたこの
地域を守り、次の世代に引き継いでいかな
ければ」と挨拶しました。
　平成 28 年度自然公園関係功労者環境
大臣表彰では、全国から32の個人や団体
が選ばれ、伊勢志摩国立公園からは海の
博物館館長で漁業資源の保護などに努め
てきた石原義

よし

剛
かた

氏と、鳥羽港の清掃活動
を40 年近く続けてきた地元事業者らの団
体「鳥羽清港会」（吉川勝也会長）が表彰
されました。石原氏が登壇し、「父の石原

円吉は、国立公園を明るくするために毎年
1000 本の桜を植えた。今日、いただくのは
父の賞だと思う」とスピーチしました。
　また、「これからの伊勢志摩国立公園に
ついて」をテーマに、国立公園満喫プロジェ
クト有識者会議座長の涌井史郎氏をコー
ディネーターとして、比嘉政務官と鈴木英

えい

敬
けい

知事が対談。比嘉政務官は、「車でしか行
けない南伊勢町への交通手段や外国人へ
の分かり易さなど具体的な部分に取り組ん
で、国立公園満喫プロジェクトの成功モデ
ルとなって全国の国立公園を引っ張ってほし
い」と期待を寄せました。
　涌井氏は、「伊勢志摩には伊勢神宮があ
るが、公益性の根本は奉仕の精神。欲望
による環境悪化にはブレーキをかけなけれ
ば」と警鐘を鳴らしました

「国立公園満喫プロジェクト」とは？
　2020 年までの訪日外国人国立公園利用者数 1000 万人達成を目標とし、国立
公園を世界水準の「ナショナルパーク」にブランド化する国の事業。環境省が平成
28 年 7 月、伊勢志摩や日光など 8 カ所を先行強化の対象に選定した。地元自治体
や地元観光事業者等との協議会で具体的な取り組みを検討している。

記念式典
主催：伊勢志摩国立公園指定70周年
　　　事業実行委員会
期日：平成 28 年 11 月 20 日
会場：阿児アリーナ（志摩市）

記念式典で将来を語り合う。左から涌井氏、比嘉氏、鈴木氏。

国
や
地
元
の
三
重
県
、
３
市

１
町
の
議
員
や
首
長
ら
が

列
席
し
た
記
念
式
典
。

次
世
代
へ
の
継
承
を

呼
び
掛
け
た
山
本
実

行
委
員
会
会
長
。

父・円吉氏の遺志を継ぐ形で自然保護運動に取り組んできた石原氏。

仲
間
や
前
任
者
へ
の
感
謝
を
語
る
吉
川
鳥
羽
清
港

会
会
長
。
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先人たちが築き上げた70年 自然との共生を次の世代へ

　冒頭に愛知和男日本エコツーリズム協会
会長が、「エコツーリズムが伊勢志摩でも
地域づくりの大きな柱に位置付けられてい
る。今年の全国大会がその現地の70周年
記念事業であるのは大変意義深い」と挨拶
しました。
　続いて、ＪＴＢ会長の田川博己同協会副
会長が「世界に向けた国立公園の目指す
姿」と題して基調講演。「日本は観光地の
入場料がすごく安い。これからのエコツーリ
ズムには守るための財政の仕組みも必要で
はないか」と述べたほか、観光地の戦略を
策定し多様な関係機関を連携させる組織の
必要性も訴えていました。
　パネルディスカッションは「世界が訪れた
くなる伊勢志摩国立公園」を題に、伊勢
志摩と“姉妹公園”の西海国立公園があ
る長崎県佐世保市の朝

とも

長
なが

則男市長、北海

　伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町の
国立公園エリアの各所で、全12コースのガ
イド付き日帰りエコツアーが有料で実施され
ました。事前に申し込んだ約 200 名が参加
しました（このうち４コースの取材レポートを
４頁～７頁に掲載）。

　会場を再び阿児アリーナに戻し、2日目
のエクスカーションに同行した評価員の報
告を聞く評価会①、国や観光事業者、エ
コツーリズム関係者らがそれぞれのテーマ
で話し合う分科会、外国人プレスから助言
を聞く評価会②、大会宣言の順でプログラ
ムが進められました。
　評価会①で、鳥羽市の離島、神島で実
施されたエコツアー「神島っ子ガイド」に同
行した評価員の辻野啓一日本エコツーリズ

ム協会理事は、島の案内役となった地元
小学生たちの手作りの地図や紙芝居、お
土産などを紹介し、周到な準備だと高く評
価しました。一方で、予定の時間をオーバー
したことや、長く歩くことを事前に知らされな
かった点を指摘。別のツアーの評価でも、
料金や地域貢献度、魅力アップの方策と
いった視点から、様 な々アドバイスが出され
ました。
　最後に皇學館大学生らでつくる実行委員
会学生部会“あばばい”の14人が壇上に
整列し、現代日本社会学部 4 年木下大輔
リーダーが大会宣言を読み上げて、3日間
にわたる大会が閉幕しました。

大会宣言（一部抜粋）

私たちは、人々の営みと自然により織りなさ
れた文化や歴史が残るこの伊勢志摩地域に
住むことの意義を理解し、先人が築きあげた
地域の財産を、大切に守りながら活かしてい
くため、エコツーリズムを推進する――

道知床国立公園で
エコツアー会社を
運営する松田光輝
氏、志摩観光ホテ
ルの樋口宏江総料

理長、鳥羽市エコツーリズム推進協議会の
江崎貴久会長の4 者が意見交換。司会は
ＪＴＢの山下真輝氏で、各者の主な発言は
以下の通りです（敬称略）。
江崎　最近、漁業資源や海女の減少にひし
ひしと不安を感じている。将来の観光の魅力
がなくなることにつながる。
松田　知床では、流氷によって海が豊かなの
だとわかり、漁師が流氷を気にするようになっ
た。まずは知ることが大事。
樋口　宿泊したお客様に、食材がどう獲られ、
作られるのか、業者の話を聞いてもらい、そ
のものを夕食に並べる。そういう体験が価値
を生むのだと思う。
山下　欧米を中心に外国人旅行者の間で日
本人の生活への関心が高まっている。伊勢志
摩の人も、今後、接触が多くなるだろうが、ど
う巻き込んでいくべきか。
朝長　西海国立公園ではボランティアが遊
覧船に乗って生の声でしているガイドが人気。
地域を愛する人たちの核をつくり、仲間を広
げていくことが有効だろう。

全国
エコツーリズム大会

主催：伊勢志摩国立公園指定 70 周年事業実行
　　　委員会
期間：平成 28 年 11 月 20 日～ 22 日
会場：阿児アリーナと伊勢志摩国立公園内各地

1日目　基調講演・
パネルディスカッション

2日目　エクスカーション

3日目　評価会・分科会

パネルディスカッション。左から朝長氏、松田氏、樋口氏、江崎氏。
20 日に阿児アリーナなどで開かれ人を集めた
PRイベント「伊勢志摩満喫フェア！」。

伊
勢
志
摩
で
の
大
会
開
催
を
喜
ん

だ
愛
知
氏
。

エクスカーションの評価会。資料作成や発表を学
生らが支援した。

大会宣言を読み上げる木下氏（中央）をはじめ
“ あばばい ” のメンバーら。

世界規模の動向から国立公
園の展望を語った田川氏。
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こも伊勢市内？と驚くほど清ら

かな横
よこ

輪
わ

川沿いの山道を走るバ

ス。山裾を彩る紅葉にみとれているうち

に、出発地点、矢持町菖蒲地区に到着し

ました。参加者は、東海各地から応募し

た20名です。

　始めに「竜ヶ峠を守る会」会長・中

瀬誠一さんの音頭で、「エイ、エイ、

オーッ！」と気勢をあげて、スタート！

　出発地点にある久
きゅう

昌
しょう

寺
じ

は、平家の知

将、平
たいらの

知
とも

盛
もり

の草創と伝わる古刹です。

壇ノ浦の合戦に敗れ、入水したとされ

る知盛ですが、実は平家再興を期して

落ちのびたとも…。

　この山深い集落には、屋根瓦に平家の

家紋“揚
あげ

羽
は

蝶
ちょう

”を掲げた屋敷もあり、そ

の子孫が今もご健在とか。この里にくる

と、俄然、伝説に生気が甦ってきます。

　峠への道は谷川沿い。中瀬さんは石

橋で立ち止まると、「この橋、江戸時代

に村人が出会い作業で造った自然石で

すよ」。

　そういえば、この辺り美しい石積みが

目をとらえます。段々畑もしっかりとし

た石垣で、昔は水田、今や杉林です。

　「ほら、あれは炭焼き窯ですよ」と次

に中瀬さんが指さしたのは覆
ふ

盆
ぼん

子
じ

橋の向

こう側。樫が原木の“矢持木炭”は品質

が良く、遠くは名古屋方面までも出荷さ

れたとか。のどかで活気のあった山里の

暮らしが目に浮かびます。

　“萱
かや

場
ば

茶屋”“辰ヶ茶屋”の跡を過ぎる

と、ほどなく竜ヶ峠に到着しました。

　「標高333㍍。東京タワーと同じです」

と中瀬さん。「子どものころ、ここまで来

ると内宮前の花電車の音が聞こえて、も

のすごく楽しかったなぁ」となつかしげ。

　南正面に小さく見える“竜ヶ富士”こ

と龍
りゅう

仙
せん

山402㍍をカメラにおさめてから、

お楽しみ弁当で腹ごしらえ。

　「守る会」の多田重男さん（68）によると、

竜ヶ峠越えの道は、昔はたいへん賑わっ

たとか。「紀州、四国から船で参宮する

人たちは五ヶ所に入港。速足の人ならお

伊勢さんまで３時間。もし船で志摩半島

をまわれば、もう一日、余分にかかるの

です」。

　ところが、明治になって伊勢へ通じ

る剣
つるぎ

峠や野
の

見
み

坂
ざか

峠の道が改修されると、

竜ヶ峠を越える人は激減したというの

です。

　それでも、南勢テクテク会は、毎年、

100名近くで切
きり

原
はら

峠＆竜ヶ峠を越え、新

春初詣を続けているとか。アッパレ！

　竜ヶ峠からは、緑深い神宮林の小道が

続きます。国立公園の特別保護地区もあ

り、火気厳禁。林内立ち入りは禁止です。

“馬落とし”の急斜面を横切るなど、ルー

トはなかなか変化に富んで魅力的です。

　途中、辰の日に市がたった大岩の上で

ひと休み。商いやデートの場だったとか。

　小滝を過ぎ、瀬音の中をすすむと、

ヒノキの幹に白線がくっきりと。「あれ

は遷宮用材のヒノキですよ」の説明に

伊勢から参加した皇學館大学生が「200

年後のご遷宮用材か…」と感動した様

子です。

　やがて、仙
せん

人
にん

下
した

橋に到着。内宮までは

五十鈴川沿いの県道12号で３㌔余り。

　伊勢の奥深い自然、そして、昔日のて

くてく伊勢参りを体感した１日でした。
取材と文＝乾　淳子　撮影＝阪本博文

11/21 エクスカーションレポート

「神宮の森と平家の里」コース（伊勢市）

案内人
竜ヶ峠を守る会
会長・中瀬誠一さん（77）

「竜ヶ峠を守る会」　平成 22 年発足。伊勢市矢持
地区の地域おこしとして、主に ｢竜ヶ峠」道の清
掃や整備、案内などの活動をしている。

お伊勢さんをめざす数々の伊勢古道の中で、
今も密かに愛されているのが “ 竜ヶ峠越え ” です。
平家落人伝説のある伊勢市矢

や

持
もち

に住む案内人さんたちと峠路へ――。
峠からさらに神宮林の落ち葉道へ、と歩きます。

＜ルート：所要時間７時間＞ 近鉄宇治山田駅集合・バスで出発（8:50）…矢持町
…久昌寺（10:15）…竜ヶ峠到着・昼食…仙人下橋（14:40）…内宮前着（15:30）・
バスで移動…宇治山田駅着・解散（15:45） 

峠に矢持地区の標柱。

案内チーム（守る会３名・山の会３名）。

“ 竜ケ富士 ” の見える休憩所。

落葉つもる “ 傾斜の小径 ”。昔は海山の幸も伊勢へと運ばれた道をゆく。

風輪

久昌寺

仙人下橋

宇治橋

12

169

鍛
冶
屋
ト
ン
ネ
ル

矢持町

竜ヶ峠 五十鈴川

内宮

横輪町

玉
城
I
C
へ

五ヶ所へ

サ
ニ

ー
ロ
ー
ド

伊勢市
高麗広

＜このツアーに興味がある方へ＞
今回と同様のツアーは行っていません。また、神宮林は
許可（神宮司庁）なく立ち入れません。詳しくは「竜ヶ
峠を守る会」事務局多田重男さん　℡  0596-25-3205
参考資料　冊子「伊勢古道」竜ヶ峠を守る会編、ビデオ「伊
勢古道」奥野拓也　制作　

むかしのお伊勢参りを追想しながら、てくてく
歩いて竜ヶ峠越え、いかがですか？

こ

全国エコツーリズム大会２日目の各地体験型見学会の中から、
選りすぐりのツアーに本誌ライター陣が密着！

その１
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伝説の里から“竜
た つ

ヶ
が

峠 ” を越え、
緑深い神宮林の小道を
お伊勢さんへーー

案
内
を
聞
き
つ
つ
平
家
の
里
か
ら
峠
を
め
ざ
す
。



期船で鳥羽本土を午前９時に発

ち、およそ30分。港で出迎えて

くれたのは黄色いウインドブレーカーを

おそろいにした島の「お母ちゃん」たち。

体験旅行の案内役を務める島の旅社のメ

ンバーです。

　答志島は伊勢湾で最大の離島で、島の

人口の約半分にあたる1000人余りがここ

答志地区に住んでいます。今回のツアー

の舞台となるのは、独自の生活文化が色

濃く残る路地裏。後半の市場見学や海女

小屋での昼食も楽しみです。

　散策を始める前に、参加者31人が３つ

の組に分かれました。記者が同行した組

のガイドは大阪から島に嫁いだ山本加奈

子さん。港に面した家並みの隙間に、慣

れた足取りで入っていきました。

　道は２階建てや３階建ての高い家壁を

見上げるといっそう狭く感じられ、後を行

く参加者は自ずと一列になって歩きます。

先頭の山本さんが足を止めたのは、とあ

る宅の玄関先。木片に縛られたイワシの

束を指差し、これは「臭いで魔物を追い

払う魔除け」だと教えてくれました。

　迷路のように分岐する道を右へ左へと

進むと、今度は自宅の外にまな板を置き、

ナイフで魚を小気味よくさばいていた女

性がいました。御歳80歳。板の上はキスと、

地元言葉で「きんぎょいお」と呼ぶヒメジ。

一家で漁をしていて出荷しない分を処理

しているそう。小さいけど艶があり、いか

にも新鮮です。「フライでも刺身でもおい

しいですよ」と山本さん。路地に魚屋は

見当たらなくても、「島には市場に出ない

ご馳走がたくさんあります」。

　路地裏散策はまだまだ続き、湧き水が

流れる共同洗濯場や祭りに使う舞台も経

て、ようやく開けた海岸に出ました。

　漁船の停泊場には網や蛸
たこ

壺、浮きなど

の漁具が山積みに。山本さんは、握りこ

ぶし大の石ころ

が詰まった網袋

を示し、「小
こ

女
うな

子
ご

の“すくい”で

使う石ですよ」と言いました。後日、漁

の歴史を展示する海の博物館に尋ねる

と、“すくい”は、大きめに育った小女子

を狙って、海の中で鵜の羽をつけた竹竿

を操ったり、石を投げ入れたりして群れ

を固め、たも網で捕る伝統漁法。かつて

は伊勢湾南部の各地で見られたのが、現

在は答志島の漁師しか行っていないとみ

られるそうです。

　海沿いを歩いて出発地点の路地口を通

り過ぎ、今度は答志集約地方卸売市場へ。

場内着帽のルールに従い、黄色い帽子を

借りて中に入りました。水槽には生きた

ワラサやホウボウ、アカナマコなど。「き

れい！」と感嘆の声を受けたのは、氷に

浸かって銀色に光るタチウオでした。

　市場を出るともうお昼時。海女さんが

漁の合間に暖をとる海女小屋の体験施設

で、他の組と合流しました。炭火を囲み、

磯着姿の海女さんたちが焼く貝や干物、

蛸飯、メカブ汁を味わいながら、帰りの

便の時刻までおしゃべりが止みません。

　今回はお題目の「つまみ食い」こそな

かったものの、お土産として乾燥アラメ

の小袋をもらい、船で島を離れました。

　関東の大学から同級生と参加していた

女子学生は、「家と家があんなにも近い道

を歩いたり、海女さんから子供の頃に蛸

壺のかけらを探して潜る遊びをした思い

出を聞いたり、非日常でした」と、半日

間の旅を夢のように振り返っていました。
取材と文、撮影＝鼻谷年雄
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「答志島・路地裏つまみ食い体験と海女小屋」コース（鳥羽市）

案内人
島の旅社推進協議会
山本加奈子さん（48）

「島の旅社」　島民の主婦たちが中心となって鳥羽市
の離島４島の旅を企画し、現地をガイドしている。体
験用の海女小屋や、無人島での磯観察会「浮島自然
水族館」の運営もする。事務所は鳥羽市答志町。

路地裏ですれ違う人々の暮らし。港に出ると漁具の山、石ころまで…？
市場では競

せ

り人
にん

気分で獲れたての魚介を品定めし、海女さんたちと炭火を囲んで大笑い。
「お母ちゃん」たちが案内する島の魅力を、お腹いっぱい、いただきます。

＜ルート：所要時間５時間＞ 鳥羽マリンターミナル集合（8:50）…答志行乗船（9:00）
…答志着（9:30）・路地裏散策…市場見学…海女小屋で昼食…答志発鳥羽行き乗船

（13:20）…鳥羽マリンターミナル着・解散（13:50） 

答志港

海女小屋

市営定期船
乗り場

八幡神社

祭り舞台 石ころの
あった場所

寝屋子交流の館

市場

和具・桃取へ

観音崎へ 鳥
羽
佐
田
浜
港
へ

答志島
鳥羽市

＜このツアーに興味がある方へ＞
 一般向けに随時開催（内容は一部異なります）。
島の旅社　料 1 人 4000 円（交通費別、4 人以上で
の申し込みが必要）　℡  0599-37-3339

私たち地元の島民だから案内できる、
歴史や文化、食と生活の満喫ツアーです。

定

全国エコツーリズム大会２日目の各地体験型見学会の中から、
選りすぐりのツアーに本誌ライター陣が密着！

その 2

「おはよう」「はやいなあ」と挨拶
を交わしてすれ違う。

漁港付近にはそこらじゅうに網や
蛸壺などの漁具がある。

玄関に掛けられた魔除け。「あらく
さいわし」と呼ぶ。

市場のタチウオの美しさに感激。
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鳥羽温泉郷 検 索検 索鳥羽市温泉振興会
TEL ：0599-25-3019  FAX：0599-25-6358
http://www.toba-onsen.com

鳥
羽
温
泉
郷
の
旅

美
味
温
泉
礼
賛

今
、浦
村
ガ
キ
が〝
旬
〞
！

島の漁師町、
答志地区を歩く
路地裏の台所で
出会うのは？

路
地
が
台
所
に
な
る
こ
と
も
。
魚
を
さ
ば
く
手
つ
き
に

参
加
者
た
ち
の
目
も
釘
付
け
。

海女小屋での昼食。現役の海女さんたちが
おもてなし。

屋根がぶつかりそうなほど迫り合った場所も。



虞湾に浮かぶ大小の島々と真珠

筏
いかだ

。その間をすり抜けるように定

期船が進みます。目指すのは、湾のほぼ中

央に位置する「間
ま

崎
さき

島
じま

」。船内からは、御
み

木
き

本
もと

幸
こう

吉
きち

が世界初の真円真珠の養殖に成

功した多
た

徳
とく

島
じま

、対岸の浜島町には「ミキ

モト真珠養殖場」や幸吉翁の晩年の住居、

迎賓館が見えます。

　賢
かしこ

島
じま

港から10分で到着。参加者は東京、

県内から応募した12名です。「間崎島は

手つかずの自然が残り、のんびりした空気

が魅力の島。真珠養殖で繁栄した時代を

思いながら歩いてみてください」と伊勢志

摩里海学舎の下川元三さん。

　磯の香り漂う海沿いを歩くと、真珠浜揚げ

後の貝殻や養殖用のカゴなど、真珠にまつわ

るものがたくさん目につきます。すると海の

方から、ギュッ、ギュッ、ギュッ…と何かを

擦る固い音がきこえてきました。「真珠筏で

アコヤ貝を1つ1つ掃除している音ですよ」

と下川さん。養殖中のアコヤ貝に海草や牡
か

蠣
き

が付着すると、海からの栄養がそちらに奪わ

れてしまうので、季節ごとに貝掃除が必要な

のだとか。同行の皇學館大学生は「手間ひま

かけてつくられる背景を知ると、価値の理由

を実感しますね」と感心していました。

　続いて、家々が密集する細い路地、小

学校の跡地、カシの大木が繁るトンネルな

ど、島の生活や自然を感じるルートへ。「大

きくて立派な家が目立ちますね」と四日

市から参加した女性。間崎島は戦後、真

珠養殖のメッカとして栄え、最盛期は600

人以上が暮らし、99％が真珠養殖に携わっ

ていました。やがて真珠不況の影響が直

撃。今では志摩市で最も過疎高齢化が進

み、人口は88人に。家々の構えからはか

つての活気や繁栄がしのばれます。

　島のほぼ中央にある岩
いわ

城
き

由起雄さん

（52）の真珠養殖場では、避
ひ

寒
かん

作業の準備

の真っ最中でした。「アコヤ貝は水温が下

がると死んでしまうので、冬の間は暖か

い水域に筏を移すんですよ」と岩城さん。

真珠ができるまでを実際にアコヤ貝を手

に取り解説してくれました。

　ご好意で真珠の取り出し体験ができる

ことになり、参加者は大喜び。貝に「貝出

し出刃」を刺し、グッと時計回りに刃を回

します。殻を開き身をめくると、丸く硬い

感触があり、中からキラリと輝く玉が現れ

ました。「真珠だ！」。嬉しそうな声が上が

ります。「運がよかったですねえ。何万個

と核入れしても、売物になるのはわずか1

割程度なんですよ」と、岩城さんの奥さん。

真珠を取り、出ている貝柱をパクリ。ほの

かな海の香りとコリコリした食感が「新鮮

でおいしい！」と好評でした。

　お弁当を食べ、定期船で賢島へ。午後は

アコヤ貝を使った螺鈿細工に挑戦します。

教えてくれるのは、志摩で唯一の貝細工職

人・境
さかい

一
かず

久
ひさ

さん（60）。「真珠は独特の輝き

を放つ真珠層の重なりが球状になったもの。

アコヤ貝の貝殻は真珠層で形成され、貝細

工の主要な素材なんですよ」と境さん。ま

ずは、アコヤ貝の外側をグラインダーで削

ります。真珠層が現れたら、丸・楕円・イチョ

ウ型など好きな形に成形し、荒
あら

砥
とぎ

ペーパー

などで研いで表面を滑らかに。最後は研磨

工具などでツヤ出しをしたら完成です。制

作時間は約2時間。「体験だけでなく、思

い出に残るものもほしくて」とこのコース

を選んだ東京の女性も満足そうでした。
取材と文＝中川絵美子　撮影＝伊勢文化舎
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「真円真珠生誕の地を旅する」コース（志摩市）

案内人
一般社団法人 伊勢志摩里海学舎
下川元三さん（41）

「伊勢志摩里海学舎」　英虞湾を中心とした国立公園
内の「里海」の自然環境を教育や産業に活かせるよ
う調査・研究し、体験プログラムやツアー等も企画
している。再来年に間崎島へ里海体験施設の設置を
目指して活動中。

リアスの海と山に囲まれた美しい英
あ

虞
ご

湾。
ここで人と自然との共生によって生まれた産業が「真珠養殖」です。
伊勢志摩が発祥の養殖真珠をテーマに
現場の見学や加工の体験を通して、その魅力を再発見します。

＜ルート：所要時間6時間半＞ 近鉄賢島駅集合（9:30）…賢島港発間崎島港行き乗
船（9:50）…間崎島港着（10:00）散策・真珠養殖場見学…昼食…間崎島港発賢島港行
き乗船（13:15）…代々木高校で貝細工体験…賢島駅解散（16:00）

英虞湾

志摩市

間崎島

多徳島

賢島

代々木高校

船のりば

ともやま公園

賢島橋

近鉄志摩線賢島大橋

間崎港

和具へ

鵜方へ 鵜方へ

かしこじま

賢島港

＜このツアーに興味がある方へ＞
今回と同様のツアーは行っていません。
一般社団法人 伊勢志摩里海学舎
℡ 0599-43-6133　HP アドレス http://scis.or.jp/

美しい真珠が生まれる背景にある
自然、歴史、人…に出会ってみませんか。

英

全国エコツーリズム大会２日目の各地体験型見学会の中から、
選りすぐりのツアーに本誌ライター陣が密着！

その 3

賢島～間崎を結ぶ定期船は 1 日 9 便、
出ている。（運賃は片道 370 円）

真珠貝独特の光沢が美しい
参加者の作品。

完成した作品を身に着け、
ハイチーズ！

周囲 7.4㌔の間崎島はゆっくり歩い
ても往復 1 時間。

仕上げは境さんが。境さんは G7 サミットで首脳らに贈られた記念品も手掛けた。
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昭和の面影残る
“ 真珠養殖の島 ” を巡り、
真珠の浜揚げと螺

ら

鈿
で ん

細工を体験する

「沖合の真珠筏の海中では、アコヤ貝を

このように吊るしているんですよ」と岩城さん。



側から迫る岬、前方は島？岬？

湾奥の阿曽浦漁港から見えるの

は、細く狭い海です。

　参加者11名はガイドの橋本純さんの

漁船に乗って出発！――と、見る間に海

の展望が開け、朱色の阿曽浦大橋をく

ぐって10分たらず、贄
にえ

湾の目的地に到

着しました。縦横10㍍ほどの生
いけ

簀
す

が数個、

つながって浮いています。その揺れる筏
いかだ

に渡って、養殖鯛の餌やり体験です。

　「これは春に入れた魚で、１年から１年

半かけて出荷します。この１つの生簀に

どのくらい入っているでしょう？」と橋

本さん。答えは、1万8千～2万尾。深

さは６㍍もあって、１日に100㌔の餌を

自動給餌器で与えているそうです。

　「隣の成魚にも餌をやってみてくださ

い」。浮いている筏の上を歩くのはスリ

ル満点。黒い遮光網のすき間から餌のペ

レットを落とすと、底の方から大きな鯛

が、次々とヒラリ、パクッ。「青い点々模

様がきれい！」「指がふれて怖かったけど

面白かった」。口々に感想がこぼれます。

　次は、岬の外側にまわって“つぼ網”

漁体験へ。タモ網ですくい上げると、

「あっ、イカだ。光っている！」「めちゃ

きれい…」と、生きている魚介の姿に感

動しきり。「カワハギもいますね。この肝

は“海のフォアグラ”といわれ、美味し

いですよ」と、橋本さんが一つひとつ、

生態や食べ方を説明してくれます。獲れ

た魚介は、昼食のご馳走になるのです。

　帰りは南島大橋をくぐって港に戻り、

バスで道
みち

方
かた

にあるキャンプ場〈浮島パー

クなんとう〉へ。ここでの体験は、まず

鯛の塩釜焼作り。丸ごと１尾の周囲を卵

白で練った塩で固め、卵黄で上に模様を

描きます。炭火で焼いている間に、獲れ

た魚さばき体験にチャレンジです。

　「安定している養殖モノと減っている

天然モノ。両方を体験してもらうことで、

ここで養殖ができるのもリアス海岸の地

形のおかげであるのを感じてほしい…」。

　橋本さんの話を心に留め、午後はバス

で〈ないぜしぜん村〉に向かいました。

　内瀬みかんは昔から評判のブランドみ

かん。村長の山出さんの案内で、あいに

く降り出した雨の中、山すその畑に行く

と、子どもや車椅子でも採れる高さにみ

かんが鈴なりです。「オレンジ色の濃いの

が美味しい。１本の樹でも味が違うので、

食べてみて」と、みかんの選び方を教え

てもらいます。

　「ここは味の良い産地。五ヶ所湾を前

に、温暖な気候と排水の良い南向き斜面

という地形が育んだのです」と山出さん。

園内にはレモン、ポンカン、デコポンな

ど多種の柑
かん

橘
きつ

が植えてあり、戦後、この

町で育成され全国に広まった“セミノー

ル”の樹も。ジューシーな高級オレンジで、

樹上で冬を越します。最後はその袋かけ

作業の体験で、「みかん農家になった気

分だなあ」との声も聞かれました。
取材と文＝福所淳子　撮影＝溝口照正（アンプレ）

案内人
有限会社友栄水産
橋本　純さん（41）

案内人
「里の駅」ないぜしぜん村
山出公一郎さん（68）

「友栄水産」　阿曽浦でマダイを養殖・販売する漁師さん。海
辺と人をつなぐ様々な体験メニューをガイドしている。おさか
なマイスター。三重県漁協青壮年部連絡協議会会長。

「里の駅」ないぜしぜん村　みかんを中心とした観光農
園のほか、内

ない

瀬
ぜ

みかん、五ヶ所小梅の梅干など地場産
品を販売。安心安全にこだわり、“ オリジナルジュース ”
作り体験も行っている。

穏やかな湾内を漁船でクルージング。本物の漁師体験を楽しんだ後には、
獲れたばかりの〈魚さばき〉に初挑戦です。
昼食後はみかん狩りへ――。味の良いブランドみかんを育む畑からも、
温暖なリアス海岸がもたらす恵みが、実感できます。

＜ルート：所要時間 7 時間半＞　近鉄志摩磯部駅集合・バスで出発（8:00）…阿曽浦着
（9:00）・漁船乗船・漁業体験…浮島パークで昼食…バスで移動…「里の駅」ないぜしぜん村
着（14:00）・みかん畑ウォーク…バスで移動…志摩磯部駅着・解散（15:30）

贄湾

五
ヶ
所
湾

7

260

22

野見坂峠

ないぜ
しぜん村

旧穂原小

浮島パーク
なんとう

友栄水産

阿曽浦大橋

阿曽浦漁港

南島大橋
東宮資料
保存館

度会町

伊勢道・玉城ICへ

東
宮
へ

近
鉄
志
摩
磯
部
駅
へ

阿曽浦
相賀浦

＜このツアーに興味がある方へ＞
南伊勢町観光協会〔南伊勢体験ワールド〕が、一般
向けに個々の体験メニューを案内しています。５日
前までに予約が必要。
南伊勢体験ワールド　℡ 0599-66-2478

南伊勢の漁業を、“ 養殖もの ” と “ 天然もの ”、
両方とも体験してもらえるメニューです。

車椅子でもみかん狩りを楽しんでいただけるよう、
バリアフリーに取り組んでいます。

両

餌をばら撒くと、大きな鯛が
水面まで寄ってくる。

昆布と大葉をのせて蒸し焼きした
鯛は、いい匂い…。

「里の駅」ないぜしぜん村は、入口
もバリアフリー仕様。　

網揚げが終り、全員で
「獲ったぞー！」とポーズ。　

園内は食べ放題。「採りたては、とてもジューシー」と、名古屋から参加のお二人。

11/21 エクスカーションレポート

「伊勢志摩国立公園の地形が育んだ
漁業とみかん畑ウォ―キング」コース（南伊勢町）

全国エコツーリズム大会２日目の各地体験型見学会の中から、
選りすぐりのツアーに本誌ライター陣が密着！

その 4
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リアス海岸の恵みを　
海に山に体感する

熊
野
灘
に
開
け
た
入
江
で
、

小
型
の
定
置
網
〝
つ
ぼ
網
〟
を
引
き
揚
げ
る
。



伊勢
志摩国立公園クイズ

ジ
ュ
ゴ
ン
の

ゴ
ン
ち
ゃ
ん

志摩半島を中心に、この伊勢志摩国立公園には伊勢市・鳥羽市・
志摩市・南伊勢町の３市１町が入っておるが、全域が国立公園な
のは次のどこか？（正解は１つではない）

第1問 伊勢志摩国立公園の範囲は？

Ａ 伊勢市　 Ｂ 鳥羽市　 Ｃ 志摩市　 Ｄ 南伊勢町

　今年、指定70周年の伊勢志摩国立公園のことも、

よく知っておるぞ。全国33の国立公園の中では、かな

りユニークでかつ典型的な日本らしい国立公園、とい

えようか。

　どういうことか、って？――さて、どんな特徴や歴史

があるのか、クイズを解きながら考えてみるかな。この

国立公園ならではの魅力や価値も、見えてくるはずじゃよ。

　さあ、わしと一緒に国立公園〈伊勢志摩〉の旅へ出か

けよう！

わしは、ぱるく博士。国立公園のことなら、
何でも知ってるつもりじゃ。

見江島は鵜
う

倉
ぐら

半島の先に浮かぶ常緑樹に覆われた小島で、イワツバメの越冬地など鳥類
の楽園となっておる。他にも南伊勢町には神

かみ
前
さき

湾の弁天島や定
さだ

ノ
の

鼻
はな

など、合計５カ所の
特別保護地区があるが、最も広い面積の特別保護地区が設定されているのは伊勢神宮神
域と宮域林の中じゃ。現状のままを残すため、自然公園法により枯れ葉１枚拾ってもい
けないほど行為が厳しく規制され、保護されておる。

ハマユウはヒガンバナ科の多年草で、白い花
は夜、甘い香りを発する。志摩市の南に浮か
ぶ和具大島は、自生群生地として県の天然記
念物に指定されておる。ハマナデシコの花は
赤紫色、葉は厚くて光沢があり、いかにも海
辺の植物らしいたたずまいじゃ。ハマボウは
ハイビスカスのような黄色い花を付ける落葉
低木で、五ヶ所湾の内

ない
瀬
ぜ

に本州最大といわれ
る群落がある。ハマジンチョウは早春、薄紫の花が咲く常緑低木で、環境省のレッドリ
ストにも載る希少種。五ヶ所湾奥の獅子島は本州唯一の自生地として、県の天然記念物
に指定されておる。このほかハマゴウ、ハマナツメなど海浜植物は海の公園ならではの
自然の恵み。うまく共存していきたいものじゃ。

リアス海岸は、海面上昇や地盤沈下によって、
陸地が長い間に海に沈み込んで形成された。
岬や入江の多い複雑な地形は優美で素晴らし
いが、リアス海岸の恵みは景観の美しさだけ
はないぞ。波が穏やかで水深のある湾奥には
良港が発達、山からの栄養が直に流れ込む入
江は各種の養殖に最適、外洋に面した岩礁は
魚介の宝庫…と、海を生業とする人々の暮ら
しを支えてきたのじゃよ。

鳥羽市と志摩市は、離島も含めてほぼ全域がすっぽり公園内にある。伊勢市は昭和 52 年
に公園区域の見直しが行われた時、旧伊勢市の外宮周辺など市街地が除外され、平成に
合併した小俣・御薗地区も区域外。南伊勢町にはこの見直しの時、特色ある植生や景観
を保っている旧南島町の海岸部が追加指定されたのじゃ。 （答は B とＣ）

（答は A）

面積は陸域が５万 5544㌶で、全国 15 番目じゃが、その約 96％を民有地が占めておる。
これは他に比べ圧倒的に高く、大きな特徴といえる。加えて、この公園内には約 10 万人
が住んでおり人口もトップ級。年間の来訪者数も毎年ベストテンに入るほど多い。つまり、
ここは人の暮らしと密接につながっている公園なのじゃよ。
陸地面積は中程度の広さじゃが、加えて海面域２万 900㌶がエリアに入っておることに
も注目しておこう。リアス海岸の景観はここの魅力。瀬戸内海や西海国立公園などと共に、
日本では数少ない海の国立公園というのも大事な特徴じゃ。

（答はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）

伊勢志摩国立公園には、全国の国立公園の中で「ナンバーワン」
の際立った特徴がある。それは次のどれか？

青い海と緑のリアス海岸は、この公園の代表的な景観美じゃが、
さて「リアス海岸」にはどんな特徴があるのか？（正解は１つで
はない）

第2問

第4問

「全国一」の特徴とは？

リアス海岸の特徴は？

Ａ 面積が最も広い
Ｂ  民有地の占める割合が最も高い

Ｃ エリア内の人口が最も多い
Ｄ 年間の来訪者数が最も多い

Ａ 湾の奥は波が穏やかで、いくつかの島が点在する
Ｂ 陸地は山が海岸まで迫っている
Ｃ 湾奥では、川が海に流れ込んでいる
Ｄ 外洋に面した海岸には、岩礁や海食崖がある

国立公園内は、自然の特性によって普通地域と特別地域に分けら
れ、規制の強さが決められておる。さらに特別地域の中ですぐれ
た自然景観が残っている地区は「特別保護地区」に指定されてい
るが、それは次のどこか？（正解は１つではない）

気候が温暖な海辺には、南国由来の珍しい海浜植物が見られる。
夏に白く細い花が咲き、別名をハマオモトという植物は、次のど
れか？

第3問

第5問

特別保護地区はどこ？

夏、白い花が咲く海辺の植物は？

Ａ 和具大島（志摩市）
Ｂ 神島（鳥羽市）

Ｃ 見
み

江
え

島（南伊勢町）
Ｄ 伊勢神宮宮域林（伊勢市）

Ａ ハマユウ
Ｂ ハマナデシコ　　

Ｃ ハマボウ
Ｄ ハマジンチョウ

大王崎

（答は B）

（答は C と D）
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真珠王と呼ばれた御木本幸吉は、世界で初めて鳥羽の相
お

島
じま

（現在のミキモト真珠島）で
真珠養殖に成功した。養殖場は英虞湾や五ヶ所湾など志摩地方の各地に設けられ、以来、
真珠養殖はこの地域の伝統的な産業となっておるのじゃ。
幸吉翁は、伊勢志摩国立公園の誕生にも大いに貢献しておる。「故郷を国立公園に」と
早くから熱心に運動し、終戦後、進駐軍の将校やその家族が真珠王に会いたいと志摩を
訪れると、機嫌よく真珠をプレゼントなどして歓待したという。その後も、道路やトン
ネル工事、水路の整備などに多額の寄付をして伊勢志摩の発展・開発に力を注いだのじゃ。

９月の申
さる

の日に、長さ２㍍余りの大きな「わ
らじ」を編んで祓い清め、海へ流す。「ワシ
よりもでっかい奴がいる！」と驚いて退散し
たという一つ目の大男とは、〈台風〉との説
もあるそうな。３百年以上の伝統を誇る三重
県無形民俗文化財の祭りじゃ。

リアス海岸の入江に浮かぶ真珠筏は、自然と人が共存する伊勢志摩
ならではの光景じゃが、ここの海が「真珠のふるさと」と言われる
のはなぜか？

志摩市大王町波切は、黒潮洗う白い灯台と迷路のような石坂の町。
絵描きやカメラマンも多く訪れるところじゃ。その昔、海から上
がって里を荒らす怪物を追い払ったという、伝説にもとづくこの
町の祭りは、次のどれか？

第7問

第9問

「真珠のふるさと」って、なぜ？

怪物撃退にちなむ伝統の祭りは？

Ａ 真珠の水揚げ量が日本一だから
Ｂ 真珠養殖の発祥の地だから
Ｃ 天然真珠が採れるから　
Ｄ 遺跡から真珠が出土しているから

Ａ 弓引神事
Ｂ ぞうり流し

Ｃ わらじ祭り
Ｄ オイヤレ舟

Ａ 潮かけ祭り
Ｂ しろんご祭り

Ｃ 浜まつり
Ｄ 浜清め

山の自然もリアス海岸の眺めも楽しめるのが、遊歩道がある展望
公園。ぐるり 360 度眺望できる展望台があるのは、次のどこか？

「御
み

食
け

つ国」と呼ばれた志摩は、昔から神々や朝廷に捧げられてき
た美味しい海の幸がいろいろ獲れる。中でも海女の一番の獲物と
いえば、次のどれか？

鳥羽志摩は日本一海女が多く、鳥羽市の国崎・石
いじ

鏡
か

・相
おう

差
さつ

や菅島・
答志島、志摩市の片田・布施田・和具・越賀などは海女の里じゃ。
各地に海への感謝と祈りをささげる祭りが受け継がれておるが、鳥
羽・菅島の祭りは次のどれか？

第6問

第8問

第10問

ぐるり360度、絶景の展望台は？

海女さんの漁獲物の一番は？

鳥羽・菅島の海女さんの祭りは？

Ａ 横山展望台（志摩市）
Ｂ ともやま展望台（志摩市）

Ｃ 南海展望公園（南伊勢町）
Ｄ 鵜倉園地（南伊勢町）

Ａ 伊勢エビ　 Ｂ アワビ　 Ｃ 鯛　 Ｄ ふぐ

南海展望公園は標高約 150㍍、五ヶ所湾の湾口に近い西岸崖上にある。360 度の大パノ
ラマが広がり、湾内はもちろん、志摩半島から熊野灘が一望できる。
ほかの３カ所は、複数の展望台がある公園じゃ。英虞湾の北にある横山には尾根道に沿っ
て展望台が４つ、三方を英虞湾に囲まれたともやま公園には２つの展望台（ともやま展
望台、桐垣展望台）があり、アングルを変えてリアス海岸の様々な姿が見渡せる。鵜倉
半島の標高 191㍍の山頂付近にある鵜倉園地も、４つの展望台を巡りながら、贄湾やハー
ト形のかさらぎ池などのリアス海岸美と雄大な海原が眺望できる。

アワビは二千年の昔、鳥羽国
く

崎
ざき

の海女が倭
やまとひめのみこと

姫命に差し上げて以来、海女さんの一番の漁
獲物。伊勢神宮の大事な祭りにアワビが献上され続けているのは、不老不死の霊力があ
るとされたのじゃろうな。近年、藻場の再生や稚貝の放流など、資源を守る積極的な取
り組みで漁の振興が図られ、海女の「伝統的素潜り漁技術」は三重県の無形民俗文化財
に指定された。「海女小屋」体験のできる施設も各地にできており、海女さんの話を聞き
ながら旬の魚介を味わうのは、この公園ならではの旅の楽しみといえよう。

７月 11 日前後の土曜日、普段は禁漁の「しろんご浜」で、大勢の海女たちがつがいアワ
ビの初獲りを競い、島の守護神・白

しら
髭
ひげ

神社にお供えして大漁と海上安全を祈願する。当
日は菅島灯台の内部も公開されるので、島の東側を巡る近畿自然歩道を歩くのもおすす
めじゃ。

（答はＣ）
（答はＣ）

（答は B）

（答は B）

（答は B）

三島由紀夫は昭和 28 年、春と夏に神島を
訪れ、豊かな自然や島の暮らしを取材し『潮
騒』を執筆した。八

やつ
代
しろ

神社や神島灯台、監
かん

的
てき

哨
しょう

跡（写真）など小説の舞台は、いずれも
島の高台にある絶景ポイント。自然を楽し
むなら、アサギマダラ（蝶）やサシバ（鳥）
の南への渡りが見られる 10 月頃がおすす
めじゃ。 （答は C）

風光明媚な伊勢志摩は数々の文学作品に描かれておる。鳥羽の離島・
神島が舞台となった小説は、次のどれか？

第11問 鳥羽の神島が舞台となった小説は？

Ａ 谷村志穂『いそぶえ』
Ｂ 山崎豊子『華麗なる一族』

Ｃ 三島由紀夫『潮騒』
Ｄ 三島由紀夫『禁色』

真珠の養殖風景

平成28年12月20日 発行 9



南伊勢町大江から道
みち

行
ゆく

竈
がま

・阿曽浦をへて、赤い親
子大橋（写真）を渡る 8.6㌔のコース。「日本の橋
百選」にも選ばれているアーチ型の２つの橋から
は、真珠・鯛などの養殖筏や、漁船が行き交う贄

にえ

湾の穏やかなリアス海岸が見晴らせる。
Ａは伊勢神宮御料の塩にゆかりの地と二見浦を歩
く 11.2㌔、Ｂは青峯山に登り漁師や海女の信仰
にふれる 10.2㌔、Ｃは安乗園地の眺望と阿児の松原を歩く 11.2㌔のコース。各々、そ
この祭りや行事に合わせて出かければ、楽しみ倍増じゃ。

エコはエコロジーの略で、「環境にいい」という意味で使われる。エコツアーとは、地域
の自然環境や生活文化を破壊することなく、歩き、体験し、そこに住む人や自然とのふ
れあいを楽しむ旅のこと。伊勢志摩にはエコツアーを開催している団体とガイドさんが
おり、無人島散策や漁体験をはじめ、まち歩き、味わうツアーなど、季節によって様々
なプログラムやメニューが用意されておる。自然と人が密接な関係にあるこの公園には、
ふさわしい旅のスタイルじゃな。

伊勢志摩は戦後初の国立公園として単独で選ばれた。実は、「志摩を国立公園に」という
運動は昭和初期からあり、候補地に決まりながら戦争で中断されておったのじゃ。戦後、
ＧＨＱ（連合国軍総司令部）の国家神道排除により困難な状況にあった伊勢神宮は、志
摩と共に国立公園の指定を受けることによって神域が保護される道を選択した。こうし
て「伊勢神宮と志摩の海」という２本柱の公園が誕生したわけじゃ。

昭和６年に大阪・上本町―宇治山田間は直通で結ばれたが、戦後も近鉄の終着駅はお伊勢
さんの玄関口宇治山田で、志摩へのアクセスは、乗り替えの面倒と時間のロスが大きな障
害になっておった。万博の３年前、当時の近鉄の佐伯勇社長は「万博の第２会場は志摩
だ！」と、各地・各国から万博にやってくる人たちを志摩へ送り込もうと考えたといわれ
るが、この直通工事という英断によって利便性が大きく向上し、関西・中部から多くの旅
行者が訪れる道が開かれたのじゃ。

バブル崩壊後、名所旧跡や観光地をめぐる従来の旅に加えて、新し
く登場したのが「エコツアー」「エコツーリズム」という楽しみ方
じゃ。どんな旅をいうのか？

日本に初めて国立公園ができたのは昭和９年。２年後には隣県の「吉
野熊野」なども指定され、国立公園の数は 12 となった。伊勢志摩
の指定はさらに 10 年後の昭和 21 年じゃが、何番目の国立公園か？

大阪万博が開かれた昭和 45 年、近鉄の直通特急で、大阪・名古屋
と志摩の賢島は乗り換えなしで結ばれた。ではそれ以前、志摩へは
どう行ったか？（正解は１つではない）

第17問

第13問

第15問

エコツアーとは、どんな旅？

伊勢志摩は、何番目の国立公園？

大阪・名古屋から志摩への
アクセスは？

Ａ 贅沢をしない旅
Ｂ ガイドや解説員
　 おまかせの旅

Ｃ 買い物を楽しむ旅
Ｄ 自然や文化・暮らしに
　 ふれる旅

Ａ 伊勢志摩スカイライン
Ｂ 伊勢道路

Ｃ パールロード
Ｄ 伊勢・二見・鳥羽ライン

Ａ 伊勢湾台風により大被害
Ｂ「おかげ横丁」オープン

Ｃ「まつり博・三重」開催
Ｄ「せんぐう館」開館

「近畿自然歩道」は、自然や歴史・文化とふれあうことを目的に設
定された歩くルートで、伊勢志摩には 14 コースがある。リアス海
岸の入江を歩くのはどれか？

昭和 30 年代に入り、課題となったのが車社会に対応した道路網の
整備じゃ。昭和 39 年、東京オリンピック直前に開通した伊勢と鳥
羽を結ぶ道路は、次のどれか？

20 年に１度、神宮の式年遷宮を迎えると活気づく伊勢の町。戦後
初の第 59 回遷宮は、占領が解かれた昭和 28 年に４年遅れで行わ
れた。その後、第 60 回遷宮（昭和 48 年 10 月）から第 61 回遷
宮（平成５年 10 月）の間に、伊勢市であった出来事はどれか？

第12問

第14問

第16問

リアス海岸の入江を歩くコースは？

伊勢―鳥羽の観光道路は？

平成最初の遷宮の前の出来事は？

Ａ 御塩づくりにふれるみち（伊勢市）
Ｂ 舟神様「青

あおの

峯
みね

山
さん

」をたずねるみち（鳥羽市）
Ｃ 安乗埼灯台と文楽のみち（志摩市）
Ｄ 親子大橋をめぐるみち（南伊勢町）

Ａ 鳥羽駅で近鉄特急から急行に乗り換える
Ｂ 宇治山田駅で近鉄特急から急行に乗り換える
Ｃ 宇治山田駅で近鉄特急を下車し、バスに乗り換える
Ｄ 伊勢市駅で国鉄（現 JR）鳥羽行に乗り換え、
　 さらに鳥羽駅で志摩電鉄（現近鉄志摩線）に乗り換える

伊勢の内宮と伊勢志摩の最高峰・朝
あさ

熊
ま

山
やま

（555㍍）山
頂を結び、鳥羽へ下りる有料観光道路で、伊勢の海や
鳥羽湾、志摩の海などの展望が楽しめるだけでなく、
神宮林の山並みも眺められる。昭和 40 年には、伊勢
道路が伊勢から神宮林を抜けて志摩の磯部へと開通し、
公園内の道路網は充実していったのじゃ。

内宮前おはらい町の中ほどに、「おかげ横丁」がオープンしたのは平成５年７月。「まつり博」
は翌６年７月から伊勢市・朝熊山麓で開かれた。この第 61 回遷宮の前後には、二見町（現
伊勢市）に「戦国時代村」（現伊勢安土桃山文化村）、磯部町（現志摩市）に「志摩スペイ
ン村」と、観光施設が次々とオープン。高速道路の整備も進み、伊勢志摩の観光地化が進
んだ時期じゃったな。

Ａ 13 番目　 Ｂ 16 番目　 Ｃ 19 番目　 Ｄ 22 番目

（答は D）

（答は A）

（答は A）
（答は D）

（答は B）

（答はＣとＤ）

平成28年12月20日 発行10



昭和

21年 11 月  戦後初、13 番目の国立
公園として誕生

22年 8 月  伊勢志摩国立公園協会設立

23年 ７月  近鉄、大阪・上本町―宇
治山田間特急運転開始

26年 3 月「ミキモト真珠島」開島

4 月「志摩観光ホテル」開業

28年 10 月 第 59 回神宮式年遷宮

30年 5 月「鳥羽水族館」開館

34年 9 月 伊勢湾台風により大被害

39年 3 月「鳥羽国際ホテル」開業

10 月  「伊勢志摩スカイライン」
開通

　　 11 月「伊勢湾フェリー」就航

40年 5 月  西海国立公園と姉妹提携

７月  二見浦観光センター（現伊
勢シーパラダイス）開業

8 月  伊勢道路・伊勢―磯部間
完成

42年 真珠不況はじまる

44年  春 志摩水道完備

45年 3 月  近鉄、賢島まで直通特急
「志摩マリンランド」開館

46年 12 月「海の博物館」開館

48年 ４月 パールロード
鳥羽ー磯部間開通

10 月 第 60 回神宮式年遷宮

51年 ７月  パールロード・磯部―鵜
方間開通（全線開通）

52年 2 月  公園計画の見直し、旧南島
町が国立公園に編入される

63年 ７月  「三重サンベルトゾーン
構想」リゾート法の第 1
号承認を受ける

平成

2年 ７月 新「鳥羽水族館」
第 1 期オープン

3年 バブル経済崩壊、不況に

Ａは環境省の「横山ビジターセンター」、Ｂは志摩
市の「ともやまビジターセンター」、Ｃは伊勢志摩
国立公園協会の「鳥羽ビジターセンター」で、と
もに伊勢志摩の魅力を伝え、より自然に親しんで
もらうことをめざして設けられておる。国立公園
の自然・歴史・文化に関する分からないこと知り
たいことは、何でも訊ねてみるといいぞ。自然観
察会や里山ウォークなどの活動に参加するのも楽
しそうじゃ。

国立公園を訪れる利用者に、自然体験の窓口として、正確で豊富な
情報を提供する役割を持つビジターセンター。次のどこにあるか？

（正解は１つではない）

第19問 ビジターセンターはどこにある？

Ａ 横山園地（志摩市阿児町）
Ｂ  ともやま公園
　 （志摩市大王町）

Ｃ 鳥羽駅前（鳥羽市） 
Ｄ 伊勢神宮外宮前（伊勢市）

Ａ 伊勢市　 Ｂ 鳥羽市　 Ｃ 志摩市　 Ｄ 南伊勢町

Ａ ヤマモモ　 Ｂ サクラ　 Ｃネムノキ　 Ｄツバキ

「里海」とは、人の暮らしや営みと自然が共生する沿岸域のこと。自
然の恵みを守り育て持続的に利用しようと、「新しい里海づくり」を
掲げているのは次のどこか？

初代の伊勢志摩国立公園協会長を務め「国立公園の父」と呼ばれる
石原円吉翁は、「伊勢志摩を日本一美しい公園にしたい」との思い
から、ある木を十数年にわたり私財で１万本近く寄贈し続けた。そ
の木は次のどれか？

第18問

第20問

「里海」に取り組んでいるのは？

円吉翁が植え続けた木は？

志摩市は真珠養殖の英虞湾、カキやアオサ養殖の的矢湾、海女漁・伊勢エビ漁などの太
平洋と、３つの海に接しておる。「里海」の取り組みは平成 23 年度から始まり、それぞ
れの沿岸域の資源が持続的に活用できるよう、自然の恵みを保全管理し、魅力ある地域
をめざすもの。干潟や藻場が再生され、里海ツアーや市民の憩いの場など自然を楽しめ
る沿岸域の活用も図られておる。32 年度までの計画が続行中じゃ。

円吉翁は 70 年前、当時国会議員として伊勢志
摩の国立公園指定に奔走した一人じゃ。その
後 26 年間国立公園協会長を務め、ホテル誘致
や鉄道・道路整備など公園の基礎を築き、発展
に尽くした。円吉翁が昭和 33 年から小中学校
や漁協などに寄贈した桜は「円吉桜」と呼ばれ、
今でも春になると各地で花を開いておる。

5年 3 月 伊勢自動車道・勢和多気
―伊勢間が完成

７月「海の博物館」新築移転
「おかげ横丁」オープン

10 月 第 61 回神宮式年遷宮

6年 4 月「志摩スペイン村」
オープン

７月「まつり博・三重」開催

8年 11 月 国立公園指定 50 周年

11年 4 月「横山ビジターセンター」
オープン

13年 9 月「海島遊民くらぶ」設立

16年

  ～

17年

平成の大合併

17年 6 月「志摩自然学校」開校

18年 5 月「島の旅社」設立

７月 パールロード完全無料化

23年 4 月「鳥羽マリンターミナル」
オープン

24年 4 月 外宮に「せんぐう館」開館

25年 3 月 近鉄「しまかぜ」運行開始

9 月 第二伊勢道路開通

10 月 第 62 回神宮式年遷宮
この年、両宮参拝者
1420 万人

26年 1 月 鳥羽・志摩の海女が県
無形民俗文化財に指定
される

28年 5 月 Ｇ７「伊勢志摩サミット」
開催

11 月 国立公園指定７0 周年
全国エコツーリズム大会
開催

伊勢志摩国立公園の歩み
（昭和21年 11 月～平成 28 年 11 月）

G7 首脳たち（代表撮影）

鳥羽ビジターセンター

旧宿田曽小学校に咲く円吉桜（南伊勢町）（答は B）

（答は C）

（答は A と B と C）
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伊勢志摩から
自然界の “ 今 ” を発信
　横山ビジターセンター設立が決定さ

れたのは20年前、伊勢志摩国立公園50

周年を祝ったときのことです。

　そのセンターを拠点とするパークボラ

ンティアの活動は、センター開館（平成

11年４月）と同時に始動しました。

　当時、全国にある国立公園ビジターセ

ンターの多くはパネル展示や模型が中心

で、生きた自然情報をビジターに伝える

パークボランティア制度のあるところは

わずかだったのです。

　環境省の募集要項によるパークボラ

ンティアの役割とは、「国立公園におい

て自然観察会などの解説活動を行い、公

園内の美化、施設の清掃、簡単な維持

修理などを自発的に協力して行うこと」。

　自然観察会での解説はインタープリ

テーションとよばれ、その地域ならでは

の自然・文化・歴史（遺産）の価値をわ

ビデオ映像やパンフレットは
早くも多言語対応に

　伊勢志摩は、海外からの観光客へ対応

が想定される全国８カ所の国立公園の１

つに選ばれています。すでに館内のパン

フレットも、英・仏・独・伊・西・ポル

トガル・韓・中・台・日と10カ国語を常備。

また、美しい映像で伊勢志摩を紹介する

ビデオも英・中・韓・日の４カ国語で見

ることができます。これから、さらに強

化した取り組みが期待されます。

館内展示に
パークボランティアの研究成果
「アカガエル」や「昆虫標本」も
　ビジターセンターの展示でユニーク

なのは、近くの創造の森の谷間に住む

アカガエルの観察記録です（壁面展示）。

環境省の重要生態系監視地域モニタリ

ング推進事業の一環として平成17年度

からボランティアたちが着手。毎冬、ア

カガエルの生んだ卵塊をすべて数える

ことでメスの親カエルの個体数を把握

するなど、熱意と根気を必要とする研

究観察です。

　一方、館内中央、「ムシ博士」こと、中

山惇さんが収集から分類・展示までを手

掛けた昆虫標本は、質量とも圧巻です。

「横山展望台ガイド」が好評！
　伊勢志摩の中でも眺望随一の横山展望

台は、Ｇ７サミット後、以前にもまして

観光客の訪れが増えています。お目当て

は、会場となった賢島のホテルを眺める

ことですが…。実は、リアス海岸地形を

観察するのに絶好の位置なのです。

　この展望台へパークボランティアが出

向いて、風景や自然を出前ガイドをする

のが「横山展望台ガイド」です。

英
あ

虞
ご

湾を見晴らす横山展望台の伊勢志摩国立公園 横山ビジターセンター。
オープン以来、活気の源になっているのがパークボランティアたちです。
総勢 35 名。四季折々に催される離島や自然歩道のウォーク、野草・キノコ・星空などの
自然観察会はビジターに人気の高い定番プログラム。公園の美化や整備にも知恵と手腕を
発揮する頼りになる存在です。

参加者に、笑顔で名前を聞く中村さん（上）。
快晴なら、ここから富士山も、と半田さん（下）。

横山ビジターセンターの看板はすでに多言語対応！リニューアル後、太陽光発電などエコに徹した設計に
（左）。毎月、観察会など行事を話し合うパークボランティア定例会（右上）。木造りのセンター内部（右下）。

眺望バツグンの横山展望台で、観光客の珍問奇問にも動ぜず、パークボランティアの小山さん、奥村さん。

展示やビデオで伊勢志摩の自然をいきいきと紹介。
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伊勢志摩国立公園横
山ビジターセンター

で

“人と自然の橋渡し役
”

パークボランティア
、活躍中！

特 別 企 画

春・夏・秋・冬、自然と遊び学ぶ観察会やウォーク。
その立案・発信の基地、横山ビジターセンターも、必見です！

横山ビジターセンター＆
パークボランティア 365日



　ります。

　今年の予定をみると、「渡
わた

鹿
か

野
の

ウォー

ク」「賢島を巡る」「答
とう

志
し

島を巡る」「鵜
う

倉
くら

半島を一周しよう」「坂の町・波
な

切
きり

を

巡る」など、一度は歩いてみたい伊勢志

摩ならではの海景抜群のルートです。

　初秋に行われた「渡鹿野ウォーク」は

上天気の一日、家族連れ６組を含む40

人が的
まと

矢
や

湾に浮かぶ島へ出かけました。

　スタートの前に、事務局長の伊藤さん

がニコニコ顔で、ひと言。

　「まだ、マムシやスズメバチのいる季

節ですが、無理に払いのけたりしないで、

かれらが＜去る＞のを待ちましょう」。

　えっ、ヘビにハチ！と一瞬、参加者の

顔が固まったかに見えましたが、じっと

＜去るのを待つ＞は、万一出会ってもパ

ニックにならない秘訣なのでしょう。

　入念に下見してくれた当番ボランティ

　アたちのお陰で、島渡しの船便もスムー

ズに。依頼してあった地元区長さんによ

る「渡鹿野島の今昔」も風待ち港時代の

艶っぽい話を思い浮かべつつ興味深く拝

聴。いよいよ島ウォークの始まりです。

　先頭を歩くのは、海浜植物にも詳しい

アクティブ・レンジャーの半田俊彦さん。

列の中ほどに植物研究者・中馬千鶴さん。

後尾近くには古田会長や担当ボランティ

アたち。浜辺から山道へ、潮風の中でも

したたかに生きている生物を観察し、説

明を聞きながら進みます。

　急に子どもたちが海辺に駆け出すと、

さり気なく後を追うパークボランティ

ア。救急担当の奥村ハルミさんは、常に

医薬品類を携えて用意周到です。

　やがて、島の最高標高29㍍地点に到

着。二つの岬の間に真っ青な外海がの

ぞく的矢湾ならではの景色に見とれなが

ら、弁当タイムです。

　帰路は別ルートで、船着場へ――。

ゆったり時間の流れる島で、ボランティ

アたちのサポートのもと、心行くまで自

然に親しんだ一日でした。

　今では、全国33カ所ある国立公園で

パークボランティア活動のあるところは

25カ所、８割近くに増えました。

　他に先駆けてスタートして以来、活

動の質を高めながら継続してきた横山ビ

ジターセンターのパークボランティアた

ち。伊勢志摩国立公園にとって大きな誇

りであり、地球環境にとっては確かな役

割を担う存在でもあるでしょう。

　ボランティアは黄色の腕章、緑の制帽

姿で横山展望台へ。旅行者たちからのさ

まざまな質問に応えながらガイドします

（毎月第２日曜午前10～12時。雨天の

時はビジターセンター内で）。

パークボランティア「定例会」
　月はじめのビジターセンターでは、伊

藤事務局長、半田アクティブ・レンジャー

を囲み、各イベントの担当ボランティア

が出席して定例会を開催。この日は「渡

鹿野ウォーク」について、参加者のアン

ケート結果やそれへの反省や意見が交わ

されました。続いて、次回「キノコ観察会」

について現地下見の日取り、ボランティ

ア自身のキノコ学習会など、安全で実り

あるイベントをめざして、きめ細かに準

備します。

秋いちばんの人気は
「キノコ観察会」

　木々が色づき始めた野山で、むっくり

と頭をもたげるキノコ。毎年人気が高く

満員札止めになるキノコ観察会が登
と

茂
も

山
やま

園地のキャンプ場で行われました。参加

者は籠を持った子ども連れが多く、アッ

トホームな雰囲気です。指導には、津市

から岩出菌学研究所の専門家３名が支援

に来てくれ、まず、キノコとは何者か？の

座学も行われました。

　さて、勇んで木立の中へ入ったものの

ここ数日は晴天つづきで、思うほどキノ

コは見つかりません（担当ボランティア

の長谷川美千代さんたちが下見にきたと

きはたくさんあったとか）。それでも、採

集後に部屋へもどってみると、参加者そ

れぞれの籠に大きさ、形もさまざまなキ

ノコがかなり採れていました。

　専門家３人が、参加者の採ったキノコ

を調べてくれる同
どう

定
てい

会
かい

では、「毒ですか？

えっ、食べられる！」と一喜一憂。成長

するほどに変容するスッポンダケ（食用）

が一番の人気者でした。

取材と文＝乾　淳子　撮影＝溝口照正（アンプレ）、本紙

横山展望台

パノラマ展望台あご湾
展望台

みはらし
展望台

横山石神神社

大王へ

御木本幸吉
記念碑

長原の
浮石

鵜方・賢島へ

伊勢・磯部へ

遊歩道

横山ビジターセンター

WC

WC

WC

近
鉄志摩
横
山
駅 10 カ国語のパンフレット

アクセス＆横山マップ

かりやすく伝えることです。ボランティ

ア研修でも重きを置かれますが、さらに、

野外の観察会や調査で経験を積むほど

に身に着いてくる技能といえます。

ビジターセンターにつどう
ムシ博士・トリ博士・
野草博士…たち
　横山ビジターセンターは、地元、志摩

市出身の伊藤芳正事務局長（57）と３名

の伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協

議会の職員たち、それに環境省アクティ

ブ・レンジャー半田俊彦さん（40）とパー

クボランテイア35名の大家族です。

　そのビッグ・ファミリーは、どこか自

然界に似ているような。「ムシ博士」「ト

リ博士」「カエル博士」「植物博士」等々

…それぞれ個性派ながら自然体のなごや

かさ漂うファミリーです。

　会長の古田儀之さん（72）は、「物知

り博士」プラス「カメラ博士」。ボランティ

ア会報「おとしぶみ」に　カメラ一口メ

モ”を連載中で、会員たちの記録撮影に

貢献しているようすです。

　先ごろ、ボランティア勤続15年の８

名に環境省から感謝状が届きました。そ

の一人、小山　充さん（81）は、「山登

りが好きで自然界に関心を持ち、応募

しました。伊勢志摩の自然を大切に思う

仲間にたくさん出会えたのがなによりで

す」と活動を振り返ります。

海へ山へ、野原や川へ
自然ふれあいウォーク
　ビジターセンター主催で、ほぼ毎月行

われる人気プログラムにウォークがあ　

”

①白い船で渡鹿野島に全員上陸！ ②「マムシやスズメバチは…」と対処法を伝授する伊藤さん ③野外活
動の七つ道具を身に付けた半田さんの話に聞き入る。④昼食後、中馬さんを囲んで島の植物講座あれこれ。

坂の町・波切を巡る
時  1/14（土） 10:00 ～ 14:00
所  志摩市大王町、波切
冬の星空観察会
時  1/28（土） 18:30 ～ 20:30
所  志摩市志摩町、ふれあい公園
オシドリの観察会
時  2/4（土） 13:00 ～ 15:00
所  志摩市磯部町、神路ダム湖周辺
志摩の海水から塩を作ろう
時  2/18（土） 10:00 ～ 12:00
所  志摩市大王町、ともやま公園チムニーホール
竹でつくろう
時  2/25（土） 13:00 ～ 15:00
所  志摩市阿児町、創造の森横山山小屋
アオサノリの収穫体験
時  3/11（土） 10:00 ～ 12:00
所   志摩市大王町、ホテル近鉄アクアヴィラ
　 伊勢志摩
※ 申し込みは、横山ビジターセンターまで電話に

て。開催日の１カ月前から先着順に受け付けま
す。小学生以上。各 20 名まで。各イベント参
加費は大人 200 円、小人 100 円。

①「これ、食べられますかぁ」と採集しながらもキノコ研究所の原田栄津子さんらはひっぱりだこ。 ②キノ
コは地上に 3000 万種もあるとか。見分けられなくても、ま、いいか。  ③図鑑を開いて、真剣に同定中。

→ →

→ →

機関紙
「おとしぶみ」

2017 年 1 ～ 3 月の自然観察会
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横山ビジターセンター
時 9 時～ 16 時 30 分
休  火曜（祝日の場合は翌日）、
　 12/29 ～ 1/3
料  入場無料
所  志摩市阿児町鵜方 875-24
℡  0599-44-0567

1

2

3

1

3

2

4



　神島のお正月は、奇祭としても知られる

ゲーター祭で始まります。

　大小含め数多くの祭事が毎日のように続

きます。その最後の締めとも言える祭りに

「六
むい

日
か

祭
さい

」というのがあります。“八幡祭”

とも“サバの日”ともよばれ歩
ぶ

射
しゃ

（弓行事）

も行われます。行事に使用される松
たい

明
まつ

は前

年 12月に島民たちが集まって、松の木を

小割りし乾燥させて準備しておきます。祭

りの当日、朝からそれらを何本もあわせて

縛り、大きな松明にします。

　神島には「宮
みや

持
もち

」という制度があり、こ

れは年間のほとんどの祭行事を司る重要な

役をします。午後４時頃にこの宮持たちを

先頭に列をなして八
やつ

代
しろ

神社下の広場まで

向かいます。ここで松明に火がつけられ、

神社への石段を進みます。神事の後、また

広場に戻り弓打ちが行われます。一応これ

で祭りは終了となり、翌７日には里帰りし

ていた人たちも島を離れます。

　港には「漁はじめ」の船も出て、これか

ら一年の活気がまた始まります。

神
島
の

六
日
祭

清
浄
な
火
で
焚
か
れ
た
松
明
を
持
っ
て
、

宮
持
た
ち
は
神
社
の
階
段
を
上
っ
て
行
き
ま
す
。

や
が
て
、
宮
持
の
「
大
漁
！
大
漁
！｣

の
声
が
あ
が
る
と
、

神
島
の
お
正
月
は
終
わ
り
ま
す
。

シリーズ
4

神島の六日祭　１月６日（金）16:00～
鳥羽市神島町　八代神社
鳥羽マリンターミナル（佐田浜）から
市営定期船神島行き 40 分
問 島の旅社　℡ 0599-37-3339

祭りのメモ

八
代
神
社
の
神
前
で
の
行
事
が
終
わ
る
と
、宮
持
は
顔
に
松
明
の
消
し
炭
を
塗
ら
れ「
大
漁
！
大
漁
！
」の
声
を
あ
げ
る
。

６日は「サバの日」ともいわれ、白飯で
鯖の型を作り家の神前に供え、翌７日ホ
ウロクで炒り、きな粉をつけていただく。

松
明
は
12
本
（
閏
年
13
本
）
で
、
火ひ

錐き
り

板
と
火
錐
棒
で

起
こ
し
た
火
を
移
す
。

口
に
白
い
含
み
紙
を
し
た
烏
帽
子
姿
の
宮
持
の
後
に
、
松

明
、
弓
、
矢
、
的
な
ど
を
持
っ
た
人
が
続
く
。

＊ 祭りは日程等変更となる場合もありますので、
お出かけの際は事前にご確認ください。

profile
さかもと・はくぶん
1952 年（昭和 27）伊勢市生まれ。フ
リーカメラマンとして 87 年独立。89
年から雑誌「伊勢志摩」に参画。県内
各地の祭りをライフワークとして撮る。
式年遷宮をはじめ伊勢神宮の祭祀の記
録も担う。作品集『祭国視集　晴れや
かな持続へ』（月兎舎刊）などがある。

海の祭り、山の祭り…。
伊勢志摩の祭りは素朴で、底抜けに明るい。
祭りをライフワークとする阪本氏が
隠れた里の祭りを写真と文で語りかけます。
写真と文／阪本博文
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神宮美術館
所 伊勢市神田久志本町1754-1
℡ 0596-22-5533
特別展「野―歌会始御題によせて―」
期 2/24（金）～3/21（火）
○新春に皇居で開かれる歌会始の御題をテー

マに展示。

式年遷宮記念　せんぐう館
所 伊勢市豊川町外宮域内
℡ 0596-22-6263
御装束神宝の調製―御鞍―
期 開催中
○外宮御料「御鞍」の調製工程を公開中。
企画展示　参宮 伊勢参宮と鉄道
期 12/28（水）～3/27（月）
○伊勢参宮の盛況を写真パネルや資料で紹介。

賓日館
所 伊勢市二見町茶屋 566-2
℡ 0596-43-2003
南部美智代作品展
期 12/18（日）～ 1/15（日）
桂文我新春落語会
期 1/10（火）13:00 ～（開場 12:30 ～）

鳥羽水族館
所 鳥羽市鳥羽3丁目3-6  ℡ 0599-25-2555
にこにこ福笑い展
期 12/30（金）～1/9（祝・月）
○ 縁起よく、笑っているように見える水族館な

らではの生きものが大集合。

鳥羽大庄屋かどや
所 鳥羽市鳥羽4丁目3-24
℡ 0599-25-8686
かどや昼下がりコンサート「新春 琴弾き初め」
期 1/22（日）13:30～15:00
かどやのひな祭り
期 2/4（土）～3/5（日）

伊勢現代美術館
所 度会郡南伊勢町五ヶ所浦102-8
℡ 0599-66-1138
吉本直子展
期 開催中～3/20（祝・月）

年末海族市
期 12/23（祝・金）～25（日）
時 9:00～14:30
所 志摩市大王町、波切漁港
問 志摩市観光協会
℡ 0599-46-0570
○新鮮な魚介や農作物、真珠など伊勢志摩の

幸が大集合。

歳末物産市＆サニー市 in 南伊勢
期 12/25（日）　時10:00～15:00
所 南伊勢町、五ヶ所郵便局前から
　 役場にかけての道路上
問 南伊勢町観光商工課
℡ 0599-66-1501
○ 歳末物産市とサニーロード周囲3町で行う

サニー市が今年は合同開催される。

五ヶ所湾 Sun！ 3！サンデー！
ふれあい市
期 12/18（日）、1/15（日） 、2/19（日）
時 9:00～14:00
所 南伊勢町、町民文化会館駐車場
問 ふれあい市の会（南伊勢町観光協会内）
℡ 0599-66-1717
○新鮮で安心安全な地場産品を販売する青

空市。

五十鈴蔵
所 伊勢市宇治中之切町26
　  赤福本店・五十鈴茶屋本店横
℡ 0596-22-2154（株式会社赤福）
餅街道ものがたり展
期 開催中～平成29年3月末頃（予定）

神宮徴古館
所 伊勢市神田久志本町1754-1
℡ 0596-22-1700
本館特集展示

「伊勢神宮の神宝 紡織具の美―紡ぐ・織る―」
期 開催中～平成29年9月30日（土）
○神宝の中で「紡織具」をテーマに展示。

五十鈴塾
所 伊勢市宇治浦田1丁目5-3
℡ 0596-20-8251
酒文化フォーラム～お酒が結ぶ神と人～
時 2/23（木）18:30～20:30
所 伊勢市、おかげ横丁 すし久
料 会員3800円／一般4300円
〇 酒と日本文化、日本酒の原点を求めて歴史、

文化、酒器に至るまでさまざまな角度から
探る。（試飲・肴・軽食付き）

横山ビジターセンター
所 志摩市阿児町鵜方875-24
℡ 0599-44-0567
※イベント情報はP13を参照

志摩自然学校
所 志摩市大王町波切2199 ともやま公園内
℡ 0599-72-1733
ウォーターボール体験　期間限定セットプラン
時 開催中～3月中旬
所 志摩市大王町、ともやま公園内志摩自然学校
○ ウォーターボール体験と「温泉」「食」な

ど 5 つのプランから好きなものを組み合
せることができる。（料金はプランによっ
て異なる、詳細は要問合せ）

ヨットハーバーイルミネーション 
期 ～12/31（土）　時 17:00 ～ 22:00
所 南伊勢町、志摩ヨットハーバー
問 志摩ヨットハーバー
℡ 0599-66-0933
○ 約80艇のヨットがライトアップされる。

大
おお

祓
はらい

時 15:00 ～　所 伊勢市、伊勢神宮
問 神宮司庁　℡ 0596-24-1111
○ 新年を迎えるにあたり、大宮司以

下の神職・楽師を祓い清める。

おかげ横丁行く年来る年
期 ～１/１（祝・日）　時 23:30 ～
所 伊勢市、おかげ横丁内「太鼓櫓」一帯
問 おかげ横丁総合案内
℡ 0596-23-8838
〇毎年恒例のカウントダウン。

朝
あさ

熊
ま

山
やま

山頂展望台からの
初日の出遥拝
期 ～1/1（祝・日）　時 7:00 ～翌 19:00
所 伊勢市、朝熊山山頂展望台
問 伊勢志摩スカイライン
℡ 059-226-6752
〇年越しの終夜営業。1/1 朝 7:00 ～

「朝熊山初日の出汁」を振る舞う（先着
1000 名）。伊勢志摩スカイラインの
通行料が必要。

ゲーター祭
時 未明　所  鳥羽市神島町、八代神社
問 鳥羽市観光課　℡ 0599-25-1157
○ 太陽をかたどった直径２ｍのアワ
（輪）を島中の男たちが竹で突き上
げ大漁満足、家内安全などを祈る。

ひっぽろ神事
時 16:00 ～ 22:00
所 志摩市阿児町、宇

う
気
け

比
ひ

神社
問 志摩市観光協会　 ℡ 0599-46-0570
○ 立神・宇気比神社の獅子舞行事。夕方か

ら 21 時頃にかけてがクライマックス。

弓立神事
時 13:00～15:30
所  鳥羽市安楽島町、満留山神社
　 安楽島舞台裏
問 鳥羽市観光課　℡ 0599-25-1157
○ 大漁祈願と無病息災を祈り、弓を射る神事。

竈
かま

方
がた

祭
まつり

期 ～ 5（木）
時 4（水）10:00 ～弓引き、14:00 ～
　 御証文受け渡し式、17:00 ～祝宴
所  南伊勢町、大方竈・栃木竈・ふれあ

いセンターなんとう
問 竈方文化保存振興協議会事務局
℡ 0599-66-1366

相
おう

差
さつ

獅子舞
時 7:00～20:00頃　所  鳥羽市相差町
問 相差町内会　℡ 0599-21-6660
○ 昼の漁協前、夜の神明神社で行われ

る「練り込み」が見どころ。

山の神祭
時 9:00 ～
所 南伊勢町古和浦、八幡山境内
問  古和浦区事務所
℡ 0596-78-0030

新春郷土芸能披露
時 催しにより異なる
所  伊勢市、おかげ横丁内「太鼓櫓」一帯
問 おかげ横丁総合案内
℡ 0596-23-8838
○ 新春にふさわしい縁起の良い郷土芸

能を披露。土日祝を中心に行われる。

一月十一日御
み

饌
け

時 10:00 ～
所 伊勢市、伊勢神宮内宮　四丈殿
問 神宮司庁　℡ 0596-24-1111
○ 13:00より内宮五丈殿で「東

あずま
遊
あそび

」が
奏行される

弓取り
時 7:00 ～15:30　14:00 ～弓引き
所 鳥羽市菅島町、菅島神社
問 鳥羽市観光課　℡ 0599-25-1157
○ 大漁祈願の祭り。「ゆみこ」と呼ば

れる6人の射手が弓を射る。

里
さと

神
か ぐ ら

楽萬
まん

歳
ざい

楽
らく

時 10:00 ～神事、
　 11:00 ～ 12:00 萬歳楽
所 伊勢市楠部町、櫲

く
樟
す

尾
お

神社
問 楠部町萬歳楽保存会
℡ 0596-24-3311

体験・エコツアー
※ 要事前申し込み。詳細は各施設へお問い合わ

せください。

御獅子祭典
時 15:00 ～ 17:00
所 南伊勢町斎田、斎田多目的集会所
問 南伊勢町観光商工課
℡ 0599-66-1501

御
お

船
ふな

祭
まつり

時 6:00 ～ 15:00
所 鳥羽市松尾町、青峯山正福寺
問 青峯山正福寺
℡ 0599-55-0061
○ 海上の安全を祈願しに全国の漁業・

海事関係者が集まり、境内は大漁旗
であふれる。

祈年祭
期 ～23（木）
時 17（金）外宮
　 大御饌4:00～ 奉幣7:00～
　 17（金）内宮
　 大御饌11:00～ 奉幣14:00～
所 伊勢市、伊勢神宮
問 神宮司庁　℡ 0596-24-1111

おかげ横丁ひなまつり
期 ～ 3/3（金）
時 10:00～17:00（催しにより異なる）
所 伊勢市、おかげ横丁一帯
問 おかげ横丁総合案内
℡ 0596-23-8838

汗かき地蔵祭
時  9:00 ～ 16:00 頃
所 志摩市大王町、堂の山薬師堂
問 志摩市観光協会
℡ 0599-46-0570

14
土

31
土

7
土

1 月

4
水

5
木

3
金

17
金

24
金

11
水

20
金

アート ※ 開館時間、休館日、入場料等は各
施設へお問い合わせください。

地元の市

15
日

1
日祝

2
月振

国立公園エリアマップ

※データは、10／31現在。まつり・イベントは主催者側の都合により、変更になる場合があります。お出かけの際は、あらかじめ電話でご確認ください。

○ 楠部町に古くから伝わる豊年舞、鬼
打ち神事。

初えびす
時 13:00 ～ 14:00
所 志摩市浜島町、恵比寿神社
問 志摩市観光協会　℡ 0599-46-0570
○ 漁業従事者らが神事の後、恵比寿の

神を中心に初笑い行事を行う。

節分祭
時 14:00 ～
所 伊勢市二見町、二見興玉神社
問 二見興玉神社
℡ 0596-43-2020

おひなさまめぐり in 二見
期 ～ 3 月上旬予定
所 伊勢市二見町、夫婦岩表参道を
　 中心にした付近一帯
問 二見浦観光案内所
℡ 0596-43-2331
問 二見総合支所生活福祉課
℡ 0596-42-1111
○夫婦岩表参道を中心にした付近一

帯に沢山の雛人形が並ぶ。

神
じん

祭
さい

・八幡祭
期 ～ 13（月）
時 11（祝・土）13:00～、
　 12（日）10:00～、13（月）13:00～
所 鳥羽市答志町、八幡神社
問 鳥羽市観光課　℡ 0599-25-1157
○消炭とフノリで練った墨を塗った
「お的」を担いで坂を駆け上がると、
町民が次々と墨を奪い合う。

12 月

18
土

開催中

上旬

上旬

11
土祝

2 月

14
火

3
火

12
日
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に関する
お問い合せは…伊勢志摩の観光

伊勢志摩観光コンベンション機構

℡ 0596-44-0800▶に関する
お問い合せは…

伊勢志摩国立公園協会

℡ 0599-25-2358▶伊勢志摩国立公園

こ
ん
に
ち
は！

滋
野
で
す。

７０周年の
クライマックス
全国エコ
ツーリズム大会

70周年記念
事務局だより

堪能していただけたものと思います。そして、翌日
の評価会では、「どのコースも地域の特性を活かし
た素晴らしいツアー」と絶賛していただきました。
　最終日、“大会宣言”のくだりに「伊勢志摩地域に
住むことの意義を理解し、先人が築きあげた地域
の財産を、大切に守りながら活かしていくため、
エコツーリズムを推進していく」とあります。加え
て大切なことは、「いかに発信していくか」というこ
とではないでしょうか。

　伊勢志摩国立公園指定70周年記念式典と全国
エコツーリズム大会in伊勢志摩が開催されました。
　さる11月20日から3日間、志摩市の阿児アリー
ナをメイン会場に、式典や物産展、エクスカー
ション、評価会・分科会などを行い、延べ1,600人
の方々が参加され大盛況でした。
　中でも、2日目に開かれた満喫エコツアー・12
コースは、いずれも本大会のために特別に設定され
たスペシャル企画。参加者には、国立公園の魅力を

伊
勢
志
摩
国
立
公
園
協
会
事
務
局
長  

滋
野 

峻

　し 

げ  

の   

た
か
し

　し 

げ  

の   

た
か
し

【　　　　 】

本紙を購読ご希望の方は、お近くの郵便
局に設置されています払込取扱票（青
字）に、ご住所・お名前・電話番号・号数・
部数を明記の上、伊勢文化舎まで発送
料をお振込みください。
●口座番号  00820-2-4239
●口座名義  伊勢文化舎
●料金 ・1～2部    200円
　　　 ・3～5部   300円
注：６部以上は、料金が異なりますので、
　 お問い合せください。
＜お問い合せ・送付先＞
〒516-0008 伊勢市船江2-22-25 伊勢
文化舎「ぱるく伊勢志摩」係
●ＴＥＬ 0596・23・5166
●ＦＡＸ 0596・23・5241　
＜お願い＞
定期購読ご希望の方は、恐れ入りますが
10号（最終号の予定）までをまとめて
お申込みいただけると助かります。

　前日の天気予報では曇りのち雨。祈
るような気持ちで臨んだ全国エコツーリ
ズム大会・エクスカーションですが、何
とか４コースとも無事取材を終えられま
した。今回の一連の行事は伊勢神宮の
式年遷宮以来、小社にとって総力取材と
なりましたが、スタッフも楽しみながら
体験取材させてもらったようです。
　そこで感じたのは案内人はツアーの
キーマンである、ということです。彼ら
によってツアーの満足度が良くも悪くも
左右されます。エコツアーのガイドは
個々の場所をガイドする以上に、ツアー
全体をリードし、参加者のモチベーショ
ンを高めるプロデューサーであってほし
いものです。エクスカーションの評価会
では、リーダー型、もてなし型などと分
ける評価員もおりましたが、エコツアー
を成功に結びつけるのは、地域資源に劣
らず案内人のプロデュース力にかかっ
ているといえます。この点でいえば伊勢
志摩はまだ、緒に就いたばかりの感を深
くしました。
発行人／伊勢文化舎代表　中村 賢一

次号は最終号です
「春の号｣平成29年３月上旬発行予定

購読のご案内

伊勢志摩からの便り

配置場所のご案内
〈県内〉
伊勢志摩（３市１町）の主な観光案内所、
観光施設、ホテル・旅館、飲食・土産物店、
鳥羽ビジターセンター、志摩ビジターセン
ター、3市1町の観光担当窓口、伊勢志摩
観光コンベンション機構、頭之宮四方神
社、二見興玉神社、近鉄四日市駅・白子
駅・津駅・宇治山田駅・鳥羽駅、安濃SA、
伊勢・鳥羽・志摩・南伊勢・度会・玉城地域
の全64の郵便局、百五銀行県内各支店
他

〈県外〉
三重テラス（日本橋）、近鉄東京支社（丸
の内）、東京大神宮（飯田橋）、東京コン
ファレンスセンター（品川・有明）、三重県
関西事務所（梅田）、名古屋三交ビル1階
桜通りカフェ（中村区）、近鉄大阪・奈良・
京都・名古屋の主要駅、近畿日本ツーリス
ト中部の直営店（64店）・関西の直営店
（33店）、百五銀行愛知各支店　他

特集

石原円吉翁の夢を繋ぐ
―伊勢志摩の桜―

　伊勢市の県営サンアリーナ周辺で
平成 29 年 4 月 21日～ 5 月14 日に
開かれる「第 27 回全国菓子大博覧会・
三重」の前売入場券を、コンビニな
どで販売しています。全国の菓子店や
メーカーが一堂に集まり、約 1,800
点の和洋菓子を即売します。
　入場券を対象施設で見せると、特
典が受けられます（同 9 月 30 日まで）。
対象施設は公式 HP に掲載していま
す。「菓子博」で検索して確認できます。
時 10:00 ～ 18:00（最終日は 17:00 まで）
料  前売券大人 1,800 円、シニア 1,400 円、
　 中学・高校生 1,200 円、小学生 700 円
℡  0596-63-8161（入場券販売管理センター）

　昔懐かしいかりんとう専門のお店
「伊勢志摩かりんとー」が平成 28 年
8 月、鳥羽市の中心街、ミキモト真珠
島近くにオープンしました。
　三重県産小麦とおから、米油を使っ
た軽い食感が特徴で、伊勢茶、あおさ、
ちりめんじゃこなど県内食材の味付け
にこだわっています。鳥羽産のやまと
たちばな味や熊野みかん味もお薦め。
　店頭で贈答品の宅配を受け付けて
いて、ネット販売も行う予定です。
料 1 袋 70 グラム 432 円
時 10:00 ～ 16:00
休 水曜　所 鳥羽市鳥羽 1-6-19
℡ 0599-25-9666

　伊勢志摩サミットで各国首脳らに
贈呈され話題となった書籍『志摩とい
う国』が手頃な小冊子となりました。
　民俗学者の故宮本常一が、海を中
心とした志摩半島の人々の生業や、暮
らしぶりについて綴った名文「志摩は
古来海の国であった」など 3 編を英
訳とともに収録。オリジナル版は手漉
き紙に油彩を施した「アーティストブッ
ク」でしたが、今回、手に取りやす
いシンプルな装丁となりました。
　志摩クリエイターズオフィス（竹内
千鶴代表）発行。140×250 ミリ変
形判、46 ページで定価 1,080 円。
℡  090-1824-2724（竹内代表）

　今夏、おかげ横丁に、日本各地の
革職人の作品を集めた革製品のセレ
クトショップ「革工藝かみなりや」が
オープンしました。財布、かばん、小
物などが揃います。江戸時代、参宮
土産の定番だった「擬革紙」（和紙を
革に似せて加工した素材）の小物も
販売。途絶えていた製造技術を、地
元有志が復活させ、県指定伝統工芸
品に指定されたもので、新たな伊勢
土産として人気が高まっています。
料 擬革紙小銭入　3,780 円ほか
時 9:30 ～ 17:00（季節により異なる）
休 年中無休  所 伊勢市宇治浦田 1-5-2
℡ 0596-26-1333

“お伊勢さん菓子博2017”近づく

お得な前売入場券を販売中
かりんとうで味わう三重の食

“伊勢志摩かりんとー”が開店
伊勢志摩サミット贈呈で話題の一冊

『志摩という国』が手頃な小冊子に
伊勢参りのお土産に

古くて新しい「擬
ぎ

革
かく

紙
し

」はいかが

開催報告 海と歴史を満喫し、港町でアートに出会う…

伊勢志摩国立公園指定70周年記念イベント実施！

南伊勢で愛
あ い

洲
す

影
か げ

流
りゅう

の歴史見学と
五ヶ所湾漁船体験日帰りツアー

鳥羽美術展が初開催
恒例のクラフト展も

　南伊勢町五ヶ所地区で平成28
年８月21日、剣術の源流とされ
る愛洲影流の歴史を訪ね、漁船
に乗って湾内を巡る日帰り観光
ツアーが実施され、参加者30人
が歴史と自然を満喫しました。
　この日は毎年恒例の剣

けん

祖
そ

祭
さい

の
日にあたり、参加者らは竹林に
囲まれた愛洲一族の本拠地五ヶ
所城址に集まって、全国から参
列した剣術の達人たちの演舞を
固唾を呑んで見守りました。続
いて資料館「愛洲の館」で刀な
どゆかりの品々を確かめました。
　ツアー後半は、漁船４隻に分
乗して五ヶ所湾へ。ガイドを務

　恒例の「鳥羽クラフト展」と
初開催の「鳥羽美術展」が、平
成 28 年 10月８、9日の 2日間、
鳥羽市で開かれ、雨にも関わら
ず約 4000 人が訪れました。
　クラフト展の会場となった市
民の森公園の広場には、陶器や
手芸品などを陳列したテントが

並び、実演販
売する職人の
姿もありまし
た。美術展で
は女子美術大
学（東京・神
奈川）が、同
公園の森や鳥

めた地元の
著作家川口
祐二氏が、
湾内の島の
由来や珍し
い植物につ
いて説明し、町の産業である鯛
養殖の筏も案内しました。同氏
は、「観光を通じて海の環境を
大事にする意識を持ってほしい」
と呼び掛けていました。

羽マリンターミナルの海を背景
に、漁網を組み合わせた作品や、
帆のように長く吊したテキスタ
イル、舟形の金属造形などを配
置して注目を集めました。
　同大准教授のリンダ・デニス
さんは展示を総括し、「鳥羽の海
辺の船や大漁旗、牡蠣筏などの
印象が直接的でなくとも表れた
と思います。海の暮らしを別の
視点から経験してもらえたので
は」と語ってくれました。

公園内に展示した自身の作品を説明
するリンダさん。

漁
船
に
乗
っ
て
五
ヶ
所

湾
に
く
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出
し
た
参
加

者
た
ち
。

剣祖祭で披露された
剣術の実演を眺める
参加者ら。

マリンターミナルの
２階に展示されたテ
キスタイル。

全
国
菓
子
大
博
覧
会
・
三

重
の
イ
メ
ー
ジ
図
。

素
材
の
色
や
風
味
を
生
か

し
た
人
気
の
か
り
ん
と
う
。

新
た
に
発
行
さ
れ
た
『
志

摩
と
い
う
国
』
の
小
冊
子

（
右
）
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
。

伝
統
技
法
に
よ
る
藍
染
め

や
柿
渋
染
め
の
革
や
珍
し

い
サ
メ
革
も
そ
ろ
い
ま
す
。

おすすめ情報
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