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日
本
一
危
な
い
国
宝

〝
日
本
一
危
な
い
国
宝
〞
と
い
わ
れ
る
投
入

堂
。
数
年
前
に
初
め
て
写
真
で
見
た
と
き
か

ら
ず
っ
と
心
ひ
か
れ
て
い
た
。「
ど
う
や
っ

て
建
て
た
の
だ
ろ
う
」。
そ
の
思
い
は
実
際

に
登
る
に
つ
れ
て
強
ま
っ
た
。

ま
ず
は
三
佛
寺
本
堂
の
隣
で
参
拝
登
山

の
受
付
。
三
佛
寺
執
事
次
長
の
米
田
さ
ん

が
案
内
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〝
六
ろ
っ
こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

根
清
浄
〞
と
書
か
れ
た
輪わ

げ

さ
袈
裟
を
渡
さ

れ
首
か
ら
か
け
る
。
六
根
と
は
目
・
耳
・
舌
・

鼻
・
身
の
五
感
と
意
（
心
）
の
こ
と
。
こ
れ

ら
に
は
不
浄
が
芽
生
え
る
と
さ
れ
、
厳
し
い

修
行
を
す
る
こ
と
で
断
ち
清
め
る
の
が
六
根

清
浄
で
あ
る
。

山
門
を
く
ぐ
り
橋
を
渡
る
と
、
い
よ
い
よ

参
拝
登
山
の
は
じ
ま
り
だ
。
役
行
者
の
石

仏
が
お
出
迎
え
。
開
始
早
々
か

ら
険
し
い
行ぎ
ょ
う
じ
ゃ
み
ち

者
道
が
続

き
、
す
ぐ
に
息
が
上

が
る
。
前
を
行
く

米
田
さ
ん
の
足
取

り
は
軽
く
、
確

実
だ
。
滑
り
落
ち

な
い
よ
う
付
い
て

行
く
の
に
必
死
で
足

元
ば
か
り
見
て
い
た
が
、

ふ
と
視
線
を
上
げ
る
と
木
々
の

緑
が
ま
ぶ
し
い
。

し
ば
ら
く
行
く
と
木
の
根
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
た
カ
ズ
ラ
坂
に
ぶ
つ
か
る
。
起
伏
に
富

ん
だ
自
然
の
山
に
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
て
い

な
い
行
者
道
は
、
そ

れ
ゆ
え
非
常
に
過
酷

だ
。
木
の
根
に
つ
か

ま
り
慎
重
に
一
歩
一

歩
確
か
め
な
が
ら
よ

じ
登
る
。

半
分
ぐ
ら
い
登
っ

た
と
こ
ろ
で
大
き

な
岩
の
上
に
建
つ

文も
ん
じ
ゅ
ど
う

殊
堂
が
見
え
て
き

た
。
垂
直
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
え
る
そ

の
岩
肌
を
、
鎖く
さ
りだ

け

を
頼
り
に
登
り
、
舞

台
造
り
に
な
っ
て
い

る
文
殊
堂
の
廻ま
わ

り
縁え
ん

に
座
っ
て
み
た
。
身

を
守
る
手
す
り
や
柵

な
ど
は
も
ち
ろ
ん
な

い
。
あ
ま
り
の
高
さ

と
開
放
感
に
肝
が
縮
み
、
震
え
る
足
を
こ
ら

え
な
が
ら
這
っ
て
進
む
と
、
そ
こ
に
は
見
た

こ
と
の
な
い
絶
景
が
広
が
っ
て
い
た
。
ま
る

で
空
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な

る
。
す
が
す
が
し
い
風
を
感
じ
て
い
る
う
ち

に
恐
怖
感
は
薄
ら
ぎ
、
心
が
静
ま
っ
た
。

さ
ら
に
上
を
目
指
し
、
地じ
ぞ
う
ど
う

蔵
堂
や
鐘
し
ょ
う
ろ
う
ど
う

楼
堂

を
越
え
る
。
不
安
定
な
岩
場
に
建
つ
鐘
楼
堂

に
は
、重
さ
2
ト
ン
の
鐘
が
掛
か
っ
て
い
る
。

こ
の
鐘
は
ど
う
や
っ
て
運
び
上
げ
た
の
だ
ろ

う
か
。「
大
晦
日
に
除
夜
の
鐘
を
突
く
の
は

大
変
で
す
」
と
米
田
さ
ん
は
笑
う
が
、
想
像

す
る
と
笑
え
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
納の
う
き
ょ
う
ど
う

経
堂
を
過
ぎ
観か
ん
の
ん
ど
う

音
堂
の
裏
を

通
っ
て
元も
と
ゆ
い
か
け
ど
う

結
掛
堂
を
右
へ
曲
が
る
と
…
一
気

に
視
界
が
広
が
り
、
つ
い
に
目
の
前
に
投
入

堂
が
現
れ
た
。
一
瞬
、
時
が
止
ま
り
、
音
が

消
え
る
。
し
ば
ら
く
断
崖
に
建
つ
お
堂
か
ら

目
が
離
せ
ず
、
同
時
に
頭
の
中
で
は
思
考
が

止
ま
ら
な
い
。
こ
う
し
て
登
る
だ
け
で
精
一

杯
な
の
に
、
昔
の
人
は
ど
う
や
っ
て
資
材
を

運
び
、
ど
う
や
っ
て
近
づ
く
道
す
ら
な
い
絶

壁
の
岩
窟
に
お
堂
を
建
て
た
の
だ
ろ
う
。
現

実
を
目
の
前
に
し
て
も
な
お
〝
言
い
伝
え
〞

と
し
た
方
が
し
っ
く
り
と
く
る
。

進
む
べ
き
道
を
選
び
、
手
と
足
の
動
き
だ

け
に
集
中
し
て
い
る
と
、
頭
の
中
か
ら
邪
念

が
消
え
、
荒
い
呼
吸
を
繰
り
返
し
て
い
る
う

ち
に
、
新
鮮
な
空
気
が
体
中
を
巡
り
、
清
め

ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
自
然
に
溶
け
込

む
投
入
堂
の
姿
は
美
し
く
、
奇
跡
に
さ
え
感

じ
る
。〝
六
根
清
浄
〞
は
じ
め
に
聞
い
た
言

葉
が
す
と
ん
っ
と
入
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て

伝
説
は
、
魅
了
さ
れ
た
多
く
の
人
々
に
よ
っ

て
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
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六
根
清
浄
と

六
感
治
癒
の
地

三
徳
山
の
は
じ
ま
り

〜
伝
説
が
語
り
継
が
れ
る

　
　
　
　
　
　神
と
仏
が
宿
る
山
〜

三み
と
く
さ
ん

徳
山
は
鳥
取
県
東と
う
は
く
ぐ
ん

伯
郡
三み
さ
さ
ち
ょ
う

朝
町
に
位
置

す
る
標
高
8
9
9
・
7
メ
ー
ト
ル
の
霊
山
。

そ
の
開
山
は
、
慶け
い
う
ん雲
3
（
7
0
6
）
年
に
さ

か
の
ぼ
る
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
役
え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
が
三

枚
の
蓮
の
花
び
ら
を
散
ら
し
「
神
仏
に
縁
の

あ
る
と
こ
ろ
に
落
ち
る
よ
う
に
」
と
祈
っ
た

と
こ
ろ
、
そ
の
一
枚
が
三
徳
山
に
落
ち
、
こ

の
地
を
修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
の
行ぎ
ょ
う
ば場

と
し
て
開
い
た
の
が

は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
嘉か
し
ょ
う祥
2

（
8
4
9
）
年
、
慈じ
か
く覚
大だ
い
し師
が
釈し
ゃ
か迦
如に
ょ
ら
い来
・

阿あ

み

だ
弥
陀
如に
ょ
ら
い来・
大だ
い
に
ち日
如に
ょ
ら
い来
の
三
仏
を
安
置
し
、

浄
土
院
三
徳
山
三さ
ん
ぶ
つ
じ

佛
寺
と
称
さ
れ
た
。

標
高
5
2
0
メ
ー
ト
ル
の
崖
に
張
り
付

く
三
佛
寺
奥
院
投な
げ
い
れ
ど
う

入
堂
（
国
宝
）
は
、
役
行

者
が
麓ふ
も
とで
造
っ
た
お
堂
を
、
手
の
ひ
ら
に
乗

る
ほ
ど
小
さ
く
し
、
法ほ
う
り
き力

に
よ
っ
て
断
崖
絶

壁
の
岩が
ん
く
つ窟
に
投
げ
入
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

投入堂

鐘楼堂

納経堂
観音堂
元結掛堂

地蔵堂
文殊堂

役行者石仏

カ
ズ
ラ
坂

三佛寺本堂

三徳山参道入口
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日
本
一
危
な
い
国
宝

〝
日
本
一
危
な
い
国
宝
〞
と
い
わ
れ
る
投
入

堂
。
数
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に
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写
真
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見
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と
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か

ら
ず
っ
と
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ひ
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て
い
た
。「
ど
う
や
っ
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た
の
だ
ろ
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は
実
際

に
登
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に
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て
強
ま
っ
た
。
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は
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寺
本
堂
の
隣
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拝
登
山
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付
。
三
佛
寺
執
事
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の
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さ
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が
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内
し
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く
だ
さ
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こ
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に
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っ
た
。
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六
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ょ
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根
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と
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か
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た
輪わ

げ

さ
袈
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を
渡
さ

れ
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か
ら
か
け
る
。
六
根
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目
・
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・
舌
・

鼻
・
身
の
五
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と
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（
心
）
の
こ
と
。
こ
れ

ら
に
は
不
浄
が
芽
生
え
る
と
さ
れ
、
厳
し
い

修
行
を
す
る
こ
と
で
断
ち
清
め
る
の
が
六
根

清
浄
で
あ
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。

山
門
を
く
ぐ
り
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を
渡
る
と
、
い
よ
い
よ

参
拝
登
山
の
は
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ま
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だ
。
役
行
者
の
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仏
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お
出
迎
え
。
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早
々
か
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険
し
い
行ぎ
ょ
う
じ
ゃ
み
ち

者
道
が
続

き
、
す
ぐ
に
息
が
上

が
る
。
前
を
行
く

米
田
さ
ん
の
足
取

り
は
軽
く
、
確

実
だ
。
滑
り
落
ち

な
い
よ
う
付
い
て

行
く
の
に
必
死
で
足

元
ば
か
り
見
て
い
た
が
、

ふ
と
視
線
を
上
げ
る
と
木
々
の

緑
が
ま
ぶ
し
い
。

し
ば
ら
く
行
く
と
木
の
根
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
た
カ
ズ
ラ
坂
に
ぶ
つ
か
る
。
起
伏
に
富

ん
だ
自
然
の
山
に
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
て
い

な
い
行
者
道
は
、
そ

れ
ゆ
え
非
常
に
過
酷

だ
。
木
の
根
に
つ
か

ま
り
慎
重
に
一
歩
一

歩
確
か
め
な
が
ら
よ

じ
登
る
。

半
分
ぐ
ら
い
登
っ

た
と
こ
ろ
で
大
き

な
岩
の
上
に
建
つ

文も
ん
じ
ゅ
ど
う

殊
堂
が
見
え
て
き

た
。
垂
直
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
え
る
そ

の
岩
肌
を
、
鎖く
さ
りだ

け

を
頼
り
に
登
り
、
舞

台
造
り
に
な
っ
て
い

る
文
殊
堂
の
廻ま
わ

り
縁え
ん

に
座
っ
て
み
た
。
身

を
守
る
手
す
り
や
柵

な
ど
は
も
ち
ろ
ん
な

い
。
あ
ま
り
の
高
さ

と
開
放
感
に
肝
が
縮
み
、
震
え
る
足
を
こ
ら

え
な
が
ら
這
っ
て
進
む
と
、
そ
こ
に
は
見
た

こ
と
の
な
い
絶
景
が
広
が
っ
て
い
た
。
ま
る

で
空
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な

る
。
す
が
す
が
し
い
風
を
感
じ
て
い
る
う
ち

に
恐
怖
感
は
薄
ら
ぎ
、
心
が
静
ま
っ
た
。

さ
ら
に
上
を
目
指
し
、
地じ
ぞ
う
ど
う

蔵
堂
や
鐘
し
ょ
う
ろ
う
ど
う

楼
堂

を
越
え
る
。
不
安
定
な
岩
場
に
建
つ
鐘
楼
堂

に
は
、重
さ
2
ト
ン
の
鐘
が
掛
か
っ
て
い
る
。

こ
の
鐘
は
ど
う
や
っ
て
運
び
上
げ
た
の
だ
ろ

う
か
。「
大
晦
日
に
除
夜
の
鐘
を
突
く
の
は

大
変
で
す
」
と
米
田
さ
ん
は
笑
う
が
、
想
像

す
る
と
笑
え
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
納の
う
き
ょ
う
ど
う

経
堂
を
過
ぎ
観か
ん
の
ん
ど
う

音
堂
の
裏
を

通
っ
て
元も
と
ゆ
い
か
け
ど
う

結
掛
堂
を
右
へ
曲
が
る
と
…
一
気

に
視
界
が
広
が
り
、
つ
い
に
目
の
前
に
投
入

堂
が
現
れ
た
。
一
瞬
、
時
が
止
ま
り
、
音
が

消
え
る
。
し
ば
ら
く
断
崖
に
建
つ
お
堂
か
ら

目
が
離
せ
ず
、
同
時
に
頭
の
中
で
は
思
考
が

止
ま
ら
な
い
。
こ
う
し
て
登
る
だ
け
で
精
一

杯
な
の
に
、
昔
の
人
は
ど
う
や
っ
て
資
材
を

運
び
、
ど
う
や
っ
て
近
づ
く
道
す
ら
な
い
絶

壁
の
岩
窟
に
お
堂
を
建
て
た
の
だ
ろ
う
。
現

実
を
目
の
前
に
し
て
も
な
お
〝
言
い
伝
え
〞

と
し
た
方
が
し
っ
く
り
と
く
る
。

進
む
べ
き
道
を
選
び
、
手
と
足
の
動
き
だ

け
に
集
中
し
て
い
る
と
、
頭
の
中
か
ら
邪
念

が
消
え
、
荒
い
呼
吸
を
繰
り
返
し
て
い
る
う

ち
に
、
新
鮮
な
空
気
が
体
中
を
巡
り
、
清
め

ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
自
然
に
溶
け
込

む
投
入
堂
の
姿
は
美
し
く
、
奇
跡
に
さ
え
感

じ
る
。〝
六
根
清
浄
〞
は
じ
め
に
聞
い
た
言

葉
が
す
と
ん
っ
と
入
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て

伝
説
は
、
魅
了
さ
れ
た
多
く
の
人
々
に
よ
っ

て
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
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1
千
葉
県
大
多
喜
町
の
養
老
渓
谷
一
帯
は
、

日
本
一
遅
い
紅
葉
が
有
名
で
す
。
見
頃
は
11

月
下
旬
か
ら
12
月
上
旬
。
周
辺
に
は
い
く
つ

も
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
、
散

策
し
な
が
ら
見
事
に
彩
ら
れ
た
紅
葉
を
楽
し

め
る
の
が
魅
力
で
す
。

大
多
喜
町
は
竹
と
た
け
の
こ
が
名
産
で
、

道
の
駅
「
た
け
ゆ
ら
の
里
お
お
た
き
」
の
「
た

け
ゆ
ら
」
と
は
、
当
て
字
で
「
竹
遊
楽
」
と

書
く
ほ
ど
。
普
通
の
ス
ー
パ
ー
で
は
な
か
な

か
手
に
入
ら
な
い
朝
採
れ
新
鮮
野
菜
や
里
山

の
産
物
が
そ
ろ
い
、搾
り
た
て
の
牛
乳
で
作
っ

た
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
は
大
人
気
。〝
紅
葉
納
め
〞

へ
お
出
か
け
の
際
に
立
ち
寄
っ
て
み
て
は
。

箱
根
の
紅
葉
は
標
高
の
高
い
芦
ノ
湖
か
ら

始
ま
り
、
仙
石
原
、
強
羅
、
箱
根
湯
本
へ
と

絵
筆
を
動
か
す
よ
う
に
移
っ
て
い
き
、
12
月

上
旬
ま
で
訪
れ
る
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
ま
す
。

国
道
1
号
沿
い
、
芦
ノ
湖
を
望
む
絶
好
の

場
所
に
あ
る
道
の
駅
「
箱
根
峠
」
で
は
、
展

望
台
か
ら
富
士
山
や
箱
根
の
山
々
な
ど
の
ぜ

い
た
く
な
眺
め
を
堪
能
で
き
、
真
っ
赤
な
紅

葉
の
後
は
真
っ
白
な
雪
景
色
と
、
四
季
折
々

に
色
彩
豊
か
な
自
然
が
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

店
内
で
は
地
元
ブ
ラ
ン
ド
の
箱
根
西
麓
三

島
野
菜
も
販
売
し
て
い
ま
す
。
ミ
ネ
ラ
ル
豊

富
な
土
で
育
ち
、
甘
み
・
う
ま
み
が
濃
い
の

が
特
徴
。
野
菜
そ
の
も
の
の
味
を
ぜ
ひ
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

千葉県
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ばを食べながら望む芦ノ湖と箱根の
山々は絶景です。箱根観光の拠点と
してご利用ください。

古川公貴さん

神奈川県

■箱根峠

vol.22

スタッフに聞きました！

住所 千葉県夷隅郡大多喜町石神855
電話 0470-82-5566
HP http://www.takeyura.net/

住所 神奈川県足柄下郡箱根町箱根381番地22
電話 0460-83-7310
HP http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/road/Michi-no-Eki/station/kana_hakone/index.html

神奈川県内第1号の道の駅

■

■

軽食コーナーでは
「山菜そば」が人気

日本の伝統模様を木で寄せ
た寄木細工は200年の歴
史を持つ箱根の伝統工芸品

芦ノ湖と箱根の山々を
美しく染める木々。遊覧
船からの眺めもおすすめ

風見鶏が目印です

2

1 房総一を誇る粟又の滝と渓谷
を紅く染める紅葉の見事なコラボ
レーションは訪れる人々を魅了し
ます
2 名物の猪肉のメンチがのったカ
レー
3 ウリ坊まんは猪の肉まん、ウリ姫
まんはクルミのあんまん。食べる
のがもったいないくらいかわいら
しい。10月から3月の期間限定
販売

3

20

三朝温泉かじか蛙
保存研究会

　温泉街のあちこちで蛙
かえる
の置物を目に

する。これは三朝町を流れる三
みとくがわ
徳川に

すむかじか蛙。清流にしか生息してお
らず、鹿

しか
のような軽やかな声で鳴くこと

からその名が付いた。
　その美しい鳴き声を聞く「かじか蛙の声を聞く
会（現三朝温泉かじか蛙保存研究会）」を昭和54年
に発足して以来、かじか蛙を守るため、森に木を植え、
清流を次世代に引き継ぐさまざまな活動に取り組ん
できた。「かじか蛙の声が聞こえる範囲が広がってき
ている」とうれしそうに笑う門

も ん ぎ
木さん。

　それら功績が認められ、平成27年4月に緑化推進
運動功労者内閣総理大臣表彰（国土交通省関係）を
受賞。しかし、森・川・海を未来につなぐ壮大な活動
はまだまだスタートしたばかりだ。門木さんは「この活
動をこれからも続けていき、自然の大切さを子どもた
ちに伝え、次の世代に引き継いでいきたい」と力強く
語ってくれた。

世
界
屈
指
の
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉

三
徳
山
と
共
に
日
本
遺
産
第
一
号
と
し
て

平
成
27
年
に
認
定
さ
れ
た
三み
さ
さ
お
ん
せ
ん

朝
温
泉
。「
三
た

び
朝
を
迎
え
る
と
元
気
に
な
る
」
と
い
わ
れ

る
世
界
屈
指
の
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
。〝
浸
か
る
・

吸
う
・
飲
む
〞
の
三
つ
の
方
法
で
体
に
取
り
込

む
と
、
新
陳
代
謝
が
活
発
に
な
り
、
免
疫
力

や
自
然
治
癒
力
が
高
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
観
・

聴・味・香・触・心
が
喜
ぶ
〝
六ろ
っ
か
ん
ち
ゆ

感
治
癒
〞
だ
。

三
朝
温
泉
の
は
じ
ま
り
は
今
か
ら
8
5
0

年
も
昔
。
源
み
な
も
と
の
よ
し
と
も

義
朝
の
家
来
で
あ
る
大お
お
く
ぼ
久
保

左さ

ま

の
馬
之
祐す
け

が
、
三
徳
山
参さ
ん
け
い詣
の

途
中
に
大
き
な
楠
く
す
の
きの
根
元
で
白

い
狼
お
お
か
みを
見
つ
け
弓
で
射
よ
う
と

し
た
が
、「
神
仏
に
お
参
り
し
た

後
に
殺せ
っ
し
ょ
う生は
な
ら
ん
」
と
思
い

直
し
見
逃
し
て
や
っ
た
。
す
る

と
そ
の
夜
、
夢
に
妙み
ょ
う
け
ん
ぼ
さ
つ

見
菩
薩
が

現
れ
、
使
い
で
あ
る
白は
く
ろ
う狼
を
助

け
て
く
れ
た
御
礼
と
し
て
「
あ

の
楠
の
根
元
か
ら
湯
が
湧
き
出

て
い
る
」
と
告
げ
た
。
あ
く
る

日
、
左
馬
之
祐
が
楠
の
根
元
を

掘
っ
て
み
る
と
、
熱
い
湯
が
み
る
み
る
う
ち

に
湧
き
出
て
き
た
の
が
起
源
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
三

徳
山
参
拝
登
山
後
の

三
朝
温
泉
は
格
別

だ
っ
た
。
鉄
板
の
組

み
合
わ
せ
で
あ
る
。

▲三徳川にかかる三朝橋のたもとにある河原風呂は公共の露天風呂。三朝温泉のシンボル
ともいえ、解放感は何よりだ。

▲“ラヂムリエ”でもある木屋旅館
の御舩（みふね）さんが温泉の効
能や入浴方法をアドバイスしてくれ
る。さらさらっと描く絵もとっても
すてき！

▲会長の門木光明さん（左）と事務局長の塩谷俊樹さん（右）

▲

三朝の町の木でもある
栃の実で作った三朝名物
の“とちもち”は独特な風
味がとても美味。

▲

温泉街の神様「お薬師さ
ん」を祀る広場にある薬師
の湯では足湯・飲泉ができ
る。他にも温泉街には気軽
に楽しめる足湯があちこち
にある。

▲

レトロなインテリアが並ぶ
モダンな梶川理髪館。梶川
さんが世界中から集めた
数々のバーバーグッズには
すっかり夢中になる。

▲

藤井酒造の藤井さんこ
だわりの古酒は国際ワイン
コンテストで2年連続金メ
ダル受賞。無料で試飲もで
きる。




