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尾
鷲
市
は
三
重
県
南
部
、
東
紀
州
地

域
の
中
央
に
位
置
し
、
北
は
北
牟
婁
郡
紀

北
町
、
南
は
熊
野
市
、
西
は
大
台
山
系

を
境
に
奈
良
県
に
接
し
、東
は
太
平
洋（
熊

野
灘
）
に
臨
ん
で
い
ま
す
。
温
暖
多
雨
な

気
候
と
黒
潮
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
そ
の
自

然
の
恵
み
を
受
け
、
漁
業
、
林
業
が
栄
え

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
漁
師
町
な
ら
で
は

の
郷
土
食
や
伝
統
文
化
も
色
濃
く
残
り
、

地
域
の
人
々
を
結
ぶ
懸
け
橋
と
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　

昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
６
月
20
日
に

北
牟
婁
郡
尾
鷲
町
、
須
賀
利
村
、
九
鬼

村
、
南
牟
婁
郡
北
輪
内
村
、
南
輪
内
村

が
合
併
し
て
尾
鷲
市
が
誕
生
し
、
平
成
26

年
に
は
市
制
60
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
豊

か
な
自
然
、
歴
史
文
化
を
地
域
の
資
源

と
し
て
活
用
し
て
、「
共
に
創
り　

未
来

に
つ
な
ぐ　

誇
れ
る
ま
ち　
お
わ
せ
」
を

め
ざ
し
、
尾
鷲
市
の
人
々
や
尾
鷲
を
愛
す

る
人
々
と
共
に
未
来
へ
と
歩
み
続
け
ま
す
。

共
に
創
り

未
来
に
つ
な
ぐ

誇
れ
る
ま
ち

お
わ
せ



「オ」と「鷲」を図案化。大空にはば
たく大鷲は市運の上昇・飛躍・発
展を意味し、全体の円は円満和合
の相を示しています。

尾鷲市
市章

尾鷲湾内の佐波留（さばる）島で
生息。アオサギの繁殖は、尾鷲の
海の豊かさ、きれいさの象徴でも
あります。

市の鳥
アオサギ 　　

ヒノキの育成や製材技術は、尾鷲
市の伝統産業。尾鷲ヒノキは年輪
が緻密で耐朽性にも優れていると
高い評価を得ています。

市の木
ヒノキ 　　

冬から春にかけて咲き、主に沿岸
部に自生しています。濃い緑の葉と
赤い花の組み合わせが南国的で尾
鷲の温暖な気候にもよく合います。

市の花
ヤブツバキ 　　

かつて九木浦は、ブリの三大漁場
のひとつといわれました。熊野灘で
は冬から春にかけて産卵のために
南下するため、定置網漁が古くか
ら盛んです。またブリは出世魚の
代表でもあります。

市の魚
ブリ 　　

情熱伝統繁栄

発展



共に創り
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温暖な気候と黒潮によって
古くから自然の恵みを受け、栄えてきた尾鷲。

その豊かさを表す「食」と
まちを支える「おわせ人」の共創により、

まちはさらに輝き、未来へとつながっています。

自
然
の
恵
み

海
で
つ
な
ぐ

山
で
つ
な
ぐ

水
で
つ
な
ぐ

郷
土
と
文
化

郷
土
で
つ
な
ぐ

四
季
旬
宴

尾
鷲
の
道

生
き
続
け
る
祈
り  

熊
野
古
道

暮
ら
す
、旅
す
る
尾
鷲
Ｍ
Ａ
Ｐ

尾
鷲
市
の
60
年
を
辿
る

お
わ
せ
人
の
暮
ら
し

安
心
・
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

健
康
・
福
祉

子
ど
も
を
育
み
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

子
育
て・
教
育

共
に
支
え
合
い
暮
ら
せ
る
ま
ち

安
全
・
安
心
／
市
民
参
加

い
き
い
き
と
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン・
施
設

457910111517181921

2323252729

…

市
制
施
行
60
周
年
記
念

　「
四
季
の
尾
鷲
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」入
賞
作
品

た
ど

3



浦々には天然の良港があり、朝
になると港には多彩な魚介が
並び、活気づきます。

尾鷲の港

良
港
を
基
盤
と
し
た
う
み
業
、

豊
富
な
雨
に
育
ま
れ
る
や
ま
業…

豊
か
な
自
然
の
恩
恵
に
よ
り
、

尾
鷲
の
産
業
は
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
を
つ
な
ぐ

尾
鷲
の
自
然
は
、

さ
ら
に
味
わ
い
深
く
、広
が
っ
て
い
ま
す
。

良
港
を
基
盤
と
し
た
う
み
業
、

豊
富
な
雨
に
育
ま
れ
る
や
ま
業…

自
然
の
恵
み
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あ
ら
ゆ
る
生
命
を
育
て
る
海
。

ま
ち
は
そ
の
恵
み
を
一
身
に
受
け
、

潮
の
香
り
と
共
に

暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

自然の恵み

毎月第1土曜日に尾鷲魚市場
で新鮮な魚や干物、野菜など、
尾鷲でしか味わえない特産品
を販売。家族で楽しむことがで
きる催しも開催しています。

毎月第1土曜日に尾鷲魚市場
で新鮮な魚や干物、野菜など、
尾鷲でしか味わえない特産品
を販売 家族で楽しむことがで

尾鷲イタダキ市

あ
ら
ゆ
る
生
命
を
育
て
る
海
。

ま
ち
は
そ
の
恵
み
を
一
身
に
受
け
、

海
で
つ
な
ぐ

自然のの恵み
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紀
伊
半
島
の
南
部
、
熊
野
灘
沿
岸
に

位
置
す
る
尾
鷲
市
で
は
、
黒
潮
の
流
れ
る

豊
か
な
海
を
背
景
に
漁
業
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
リ
ア
ス
式
海
岸
の
沿
岸
漁

で
は
春
は
カ
ツ
オ
。
夏
な
ら
マ
ア
ジ
、
メ
イ

チ
ダ
イ
。
秋
の
ア
オ
リ
イ
カ
、
タ
チ
ウ
オ
。

冬
は
ブ
リ
、
サ
ン
マ
な
ど
四
季
を
通
じ
、

多
彩
な
魚
介
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

険
し
い
山
に
囲
ま
れ
た
こ
の
地
に
お
い
て
は

陸
路
以
上
に
海
上
交
通
が
生
活
道
と
し
て

身
近
な
存
在
で
し
た
。
他
に
も
海
水
浴
や

磯
釣
り
の
遊
行
地
と
し
て…

な
ど
海
は
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
人
々
を
支
え
、
癒
し
、
見

守
っ
て
き
ま
し
た
。
お
わ
せ
人
に
と
っ
て
、

長
い
間
寄
り
添
い
、
共
に
生
き
て
き
た
海

は
、
母
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

尾鷲では漁師町らしく、市内のあちこちで、魚屋や店
先で干している干物を見ることができます。

スキューバダイビングが楽しめる人気のスポッ
トとしても知られています。魚の種類が多く、色
とりどりのソフトコーラルも美しいと評判です。

新しい冷蔵方法や高鮮度処理により、高品質のマグロの水
揚げが増えています。尾鷲ブランドとして流通すると共に、新
たな特産品開発など産業振興につながっています。

マグロの水揚げ

「つくり育てる漁業」として安
全で安心な養殖技術やエサの
改良により、養殖が盛んです。
特にマダイは尾鷲マダイとして
広く知られています。

養殖業

次
世
代
の
う
み
業

尾
鷲
市
で
は
、担
い
手
が
減
少
し

て
い
る
漁
業
と
地
方
で
働
き
た

い
若
者
と
を
結
ぶ
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。短
期
間
で
も
、

漁
業
の
現
場
や
漁
師
町
で
の
生

活
を
体
験
し
、漁
業
へ
の
親
し
み

と
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と

で
漁
業
の
担
い
手
育
成
の
き
っ
か

け
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

漁
業
体
験
教
室

ま
ち
を
育
て
た「
う
み
」

　
豊
富
な
漁
獲
に
支
え
ら
れ
、
干
物
、

塩
辛
、
さ
ら
に
は
「
あ
ぶ
り
」
な
ど
の
加

工
技
術
や
、
漁
師
町
な
ら
で
は
の
伝
統
的

郷
土
食
も
尾
鷲
に
は
色
濃
く
残
っ
て
い
ま

す
。
尾
鷲
市
で
は
、
そ
う
し
た
食
を
軸
に

し
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
を
促
進
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
限
り
あ
る
水
産
資
源
を
守
り
な
が

ら
も
、
新
た
な
取
り
組
み
に
よ
り
成
長
す

る
養
殖
業
や
定
期
的
な
マ
グ
ロ
の
水
揚
げ

も
始
ま
り
、
新
た
な
尾
鷲
の
フ
ァ
ン
と
う

み
業
の
未
来
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。

う
み
業
の
未
来
づ
く
り

つ
な
ぐ

つ
な
ぐ

人

海
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全
国
有
数
の
多
雨
地
域
で
あ
る
尾
鷲
。

山
も
豊
富
な
雨
に
育
ま
れ
、

生
命
力
あ
ふ
れ
る
山
の
恵
み
を

未
来
へ
守
っ
て
い
き
ま
す
。

自然の恵み

熊野古道センターに隣接。江戸
時代の古民家を移築した「地
場特産品情報交流センター夢
古道おわせ」では、ランチバイキ
ングや体験学習などが行われ
ています。

夢古道おわせ

市制60周年記念事業として、
市内の小学生がヒノキ苗の植
樹を行い、森林にふれ、林業な
どに関する理解や知識を育み
ました。

尾鷲ヒノキ植樹
体験森林塾

全
国
有
数
の
多
雨
地
域
で
あ
る
尾
鷲
。

山
も
豊
富
な
雨
に
育
ま
れ
、

山
で
つ
な
ぐ

自然のの恵み
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日
本
の
林
業
の
始
ま
り
の
地
と
も
い
わ

れ
る
尾
鷲
市
で
す
が
、
全
国
で
の
傾
向
と

同
じ
く
、
木
材
の
需
要
の
減
少
や
担
い
手

不
足
な
ど
に
よ
り
、
林
業
は
衰
退
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。
豊
か
な
森
を
守
る
た
め
、
さ
ら

に
林
業
の
未
来
を
守
る
た
め
、
間
伐
材
な

ど
の
新
た
な
活
用
方
法
を
模
索
し
て
い
ま

す
。
香
り
や
殺
菌
作
用
を
活
か
し
た
入
浴

剤
や
た
わ
し
な
ど
の
商
品
づ
く
り
。
自
ら

木
を
削
り
、
世
界
で
ひ
と
つ
だ
け
の
マ
イ
箸

を
作
る
体
験
も
好
評
で
す
。
環
境
や
地
域

の
産
業
へ
の
関
心
を
高
め
、
よ
り
や
ま
業
が

活
性
化
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

豊
富
な
雨
に
育
ま
れ
た
「
尾
鷲
ヒ
ノ
キ
」

は
、
鮮
や
か
な
赤
み
と
強
靱
な
良
質
の
材

木
と
し
て
全
国
的
に
も
有
名
で
す
。
尾
鷲

市
の
林
業
の
歴
史
は
古
く
、
約
３
８
０
年

前
に
人
工
造
林
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
海
上
交
通
の
利
便
性
に
よ
っ
て
古
く

か
ら
関
東
圏
と
の
取
り
引
き
が
行
わ
れ
、

今
も
多
く
出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
よ
り
付
加
価
値
を
高
め
る
た
め

に
長
伐
期
大
径
化
を
図
り
内
装
材
生
産
へ

移
行
、
尾
鷲
ヒ
ノ
キ
の
魅
力
を
活
か
し
た

製
品
づ
く
り
な
ど
も
盛
ん
で
す
。
先
人
た

ち
が
育
て
て
き
た
山
を
手
入
れ
し
、
森
を

豊
か
に
す
る
こ
と
で
尾
鷲
ヒ
ノ
キ
の
伝
統
を

守
り
、
地
域
の
環
境
と
産
業
を
未
来
へ
伝

え
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

尾鷲ヒノキは、雨が多い地域で、かつ地形
が急峻であるために、年輪が緻密で耐朽
性にも優れ、つやのよい良質な木材です。

みえ尾鷲海洋深層水を利用した温浴施設。保温・保
湿に優れ、美肌効果も期待されています。露天風呂か
らは尾鷲湾と天狗倉山の絶景を見ることができます。

夢古道の湯

水産資源の増大と山林資源の有効利用、ダイバーの見どこ
ろ創出を目的に開始。藻場に産卵するアオリイカの産卵床を
ヒノキの間伐材で作っています。

尾鷲ヒノキ製アオリイカ産卵床

地元産材の活用促進と市内木材産業の振興を目的に市内に住
宅を建てる人を支援。ヒノキやスギなどの地元産材を活用した住
宅に対し、補助を行います。

尾鷲産材活用促進事業

や
ま
業
の
復
興

夢
古
道
お
わ
せ
内
で
は
、地
元

の
お
母
さ
ん
が
つ
く
る
郷
土
の

味
を
バ
イ
キ
ン
グ
形
式
で
堪
能

で
き
ま
す
。尾
鷲
産
の
旬
の
食

材
を
活
か
し
、３
つ
の
グ
ル
ー
プ

が
週
替
わ
り
で
調
理
を
担
当
。

お
母
さ
ん
の
味
と
笑
顔
と
ふ
れ

あ
い
に
、市
内
外
か
ら
多
く
の

人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

お
母
ち
ゃ
ん
の
ラ
ン
チ
バ
イ
キ
ン
グ

ス
カ
イ
フ
ー
ド

レ
ス
ト
ラ
ン

森
と
歴
史
と
共
に
強
く
育
つ

新
た
な
や
ま
業
を
つ
く
る

つ
な
ぐ

つ
な
ぐ

人

山

尾鷲わっぱ
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海洋深層水取水・分水施設としての役割だけでなく、
深層水に関するパネル展示や体験学習セミナーなど
も行い、交流の場としても活用しています。

アクアステーション

ア
ク
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
古

江
地
区
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
、

海
洋
深
層
水
の
素
晴
ら
し
さ

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う

た
め
、料
理
教
室
や
イ
ベ
ン
ト

な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
つ
な
が
り
も
強
ま
り
、

次
々
と
新
た
な
取
り
組
み
に
挑

戦
し
て
い
ま
す
。

ア
ク
ア
サ
ポ
ー
ト

古
江 つ

な
ぐ

つ
な
ぐ

人

水

　

太
陽
光
の
届
か
な
い
水
深
２
０
０ｍ
よ

り
深
く
、
表
層
の
海
水
と
も
混
ざ
ら
な
い

深
さ
に
あ
る
海
洋
深
層
水
。
尾
鷲
で
は
三

木
埼
沖
の
尾
鷲
海
底
谷
水
深
４
１
５ｍ
か

ら
海
洋
深
層
水
を
取
水
し
て
い
ま
す
。

　

低
温
安
定
性
・
富
栄
養
性
・
清
浄
性

に
優
れ
た
海
洋
深
層
水
は
食
品
分
野
を
は

じ
め
幅
広
い
分
野
で
の
研
究
・
活
用
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
海
洋
深
層
水
を
利
用

し
た
温
浴
施
設
、
商
品
づ
く
り
や
イ
ベ
ン

ト
の
他
、
近
年
で
は
陸
上
養
殖
の
試
験
研

究
な
ど
新
た
な
事
業
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
魅
力
と
可

能
性
を
秘
め
た
尾
鷲
市
の
宝
と
し
て
、
地

域
振
興
の
中
核
を
担
っ
て
い
ま
す
。

大
海
の
恵
み
を
い
た
だ
く

天然のミネラルを豊富に含んだ海洋深層水は、食
品、美容、医療、農業など多くの分野で活用され、
地域振興の起爆剤となっています。

海洋深層水を使った商品

アクアステーションで魚のつかみ取りや深層水当てク
イズ、無料お試し分水などがあります。

深層水フェスタ

旧古江小学校校舎を活用し、塩づくりを行
う「モクモクしお学舎」など深層水の特性
を活かした事業が広がっています。

清
き
海
か
ら
の
宝
で
あ
る

海
洋
深
層
水
は
ま
ち
を
潤
し
、

日
々
新
た
な
可
能
性
を

広
げ
て
い
ま
す
。

自然の恵み自然のの恵み

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E

水
で
つ
な
ぐ

水深415mから12.5kmの取水管
で海水をくみ上げています。海
洋深層水取水管はポリエチレ
ン管の周りに鉄線鎧装硬質ポリ
エチレン管を採用しています。
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最大の見物である「練り」では
各町の若者衆が「チョウサ
ジャ」の掛け声と共に激しく押
し合い、まちが熱気で包まれ
ます。

最大の見物である「練り」では
各町の若者衆が「チョウサ
ジャ」の掛け声と共に激しく押
し合 まちが熱気で包まれ

ヤーヤ祭り

海
を
見
下
ろ
し
、山
を
背
に
し
た
集
落
に
は
、

漁
師
町
の
姿
が
色
濃
く
残
り
ま
す
。

昔
か
ら
愛
さ
れ
る
伝
統
食
の
他
、

地
域
特
有
の
祭
事
な
ど
、自
然
の
恵
み
と
共
に

育
ん
だ
歴
史
文
化
は
お
わ
せ
人
の
手
に
よ
っ
て
、

受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

海
を
見
下
ろ
し
、山
を
背
に
し
た
集
落
に
は
、

漁
師
町
の
姿
が
色
濃
く
残
り
ま
す
。

郷
土
と
文
化

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E
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今
も
自
然
と
共
に
暮
ら
す
ま
ち
に
は
、

人
情
と
心
意
気
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
山

林
と
廻
船
業
で
財
を
な
し
た
古
民
家
や
細

い
路
地
に
ぎ
っ
し
り
と
家
が
建
ち
並
ぶ
漁

村
の
町
並
み
を
歩
く
と
、
吊
る
さ
れ
た
干

物
や
煮
付
け
の
匂
い
。「
来
い
ま
」「
や

り
？
」「
何
し
ぃ
よ
ん
ど
」
な
ど
茶
目
っ
気

あ
ふ
れ
る
尾
鷲
弁
も
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ

え
て
き
ま
す
。

　
お
昼
を
知
ら
せ
る
チ
ャ
イ

ム
は
「
ヤ
サ
ホ
ラ
エ
ー
♪
」

と
尾
鷲
節
。
尾
鷲
節
に
は
、

朝
日
を
受
け
て
網
を
引
く

漁
や
海
山
と
生
き
る
人
々

の
様
子
が
歌
わ
れ
、
そ
の

風
景
は
今
も
変
わ
る
こ
と
な

く
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

地域の情報を発信する案
内所、人が集える寄り合い
所、トイレの利用などができ
る休憩所など県下最多24
の駅で、おもてなしの心と
共に来訪者を迎えます。

まちの駅郷
土
で

商
工
会
議
所
、観
光
物
産
協

会
、事
業
所
な
ど
30
余
り
の
生

産
者
が「
尾
鷲
の
旬
の
特
産
品

の
他
、地
域
で
が
ん
ば
る
人
や

季
節
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
紹
介

し
、尾
鷲
を
ま
る
ご
と
味
わ
い

感
じ
て
も
ら
い
た
い
！
」と
始
め

た
ま
ち
お
こ
し
通
販
。季
節
ご

と
に
届
く
特
産
品
は
好
評
で
、

尾
鷲
市
の
フ
ァ
ン
づ
く
り
に
も
一

役
買
っ
て
い
ま
す
。

尾
鷲
ま
る
ご
と

ヤ
ー
ヤ
便

漁
師
ま
ち
の
誇
り
と
人
情
を

伝
え
る
風
景

郷土と文化郷土と文化

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E

つ
な
ぐ

郷土

人
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空き家の活用をめざして、尾鷲市に定住・
移住を希望し、物件を探している方に向
け市内の空き家情報を発信しています。

空き家プロジェクト

つ
な
ぐ

　

尾
鷲
市
は
水
産
業
、
林
業
な
ど
に
よ

り
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
産
業
の
状
況

の
変
化
や
過
疎
高
齢
化
な
ど
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
地
域
を
元

気
に
す
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
学
生
に
よ
る
住

み
込
み
型
の
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
地

域
お
こ
し
協
力
隊
な
ど
、
市
外
の
方
の
力

を
借
り
た
ま
ち
お
こ
し
は
、
地
域
に
と
っ
て

当
た
り
前
だ
っ
た
郷
土
の
味
や
ま
ち
な
み
、

都
市
と
地
方
、 

人
を
つ
な
ぐ

そ
し
て
住
民
の
方
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、

ま
ち
を
活
気
づ
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
市
も
「
食
」
を
通
し
て
尾
鷲
市
を

Ｐ
Ｒ
す
る
「
食
で
攻
め
る
」
と
、
地
域
の

文
化
、
教
育
、
健
康
に
つ
い
て
取
り
組
む

「
食
で
守
る
」
と
い
う
食
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

推
進
。
将
来
の
尾
鷲
市
を
担
う
人
、
地

域
を
支
え
る
人
、
産
業
を
支
え
る
人
、

市
外
の
尾
鷲
市
の
フ
ァ
ン
も
含
め
「
お
わ
せ

人
づ
く
り
」
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
今

後
も
地
域
と
お
わ
せ
人
を
つ
な
ぎ
、
尾
鷲

市
全
体
の
活
性
化
を
め
ざ
し
ま
す
。

サンマ寿司や押し寿司などの郷土食の継承や、尾
鷲元気プロジェクトにおける三木里の郷土食レシ
ピ本及び早田での地元産材を使用した笑顔食堂
のお弁当作りの活動等が行われています。

郷土食を守り伝える

熊野灘に育まれた新鮮な魚でつくる干物はおわせ
人の郷土食。コツさえ覚えれば自宅でも干物づくり
が気軽にできます。

干物づくり体験

人
口
減
少
や
高
齢
化
等
の
進

行
が
著
し
い
地
方
に
お
い
て
、

地
域
外
の
人
材
を
積
極
的
に

誘
致
し
、そ
の
定
住
・
定
着
を

図
る
こ
と
で
、「
都
会
を
離
れ
て

地
方
で
生
活
し
た
い
」「
地
域

社
会
に
貢
献
し
た
い
」「
人
と
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
生
き

て
い
き
た
い
」「
自
然
と
共
存
し

た
い
」「
自
分
の
手
で
作
物
を

育
て
て
み
た
い
」と
い
う
よ
う
な

意
欲
あ
る
都
市
住
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
な
が
ら
、地
域
力
の
維

持
・
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と

を
目
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。尾
鷲
市
で
も
、都
会
か
ら

や
っ
て
き
た
若
者
が
地
域
に
と

け
こ
み
、地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒

に
汗
を
か
き
な
が
ら
奮
闘
し
て

い
ま
す
。

地
域
お
こ
し

協
力
隊

九鬼では、地域の「食」を活かすため、
地域の食材を使った食事の提供を行
う施設を地元の人と創りあげています。

早田では、お母さんたちと一緒に地
域を活性化するため、地元で働ける
職場を立ちあげようと奮闘中です。
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須賀利地区
平安時代には、製塩土器が出土している元須賀利で生活
していましたが、外海に面し南の風波を直接受ける位置に
あるため、住民は現在の須賀利や島勝に移りました。山に
沿う集落と真っ青な空と海の美しさはまさに日本の漁村
の原風景であり、にほんの里100選にも選ばれ、映画のロ
ケ地にもなりました。

早田地区
早田は1601（慶長6）年の当時は7軒と
いう記録があり、その後、良好な漁場
のある漁港として戸数も増えていきま
した。また、その当時は、熊野灘は海の
難所として船乗りから恐れられてお
り、台風によって船が壊れたり、漂流し
た場合、早田に入港することが多かっ
たようです。

郷
土
で
つ
な
ぐ

郷土と文化郷土と文化
C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E

九鬼地区
九鬼水軍発祥の地として名が知られ
ていますが、城跡はすでになく、水軍
関係の遺跡を見ることができません。
しかし、九木神社（樹叢が国指定天然
記念物）境内には九鬼嘉隆の孫にあ
たる丹羽綾部の隆季と摂津三田の隆
張が寄進した石灯籠があります。ま
た、江戸時代紀州藩営の捕鯨を行っ
ていたことを示す石灯籠もあります。

「
お
い
し
い
」「
あ
た
た
か
い
」「
う
つ
く
し
い
」

そ
ん
な
ま
ち
で
育
っ
た
人
、

ま
ち
を
愛
し
て
く
れ
る
人
、

た
く
さ
ん
の
お
わ
せ
人
が
地
域
を
支
え
、

そ
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
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三木浦地区
三木浦は、戦国時代４度も戦場になったことがあります。現在の三木里か
ら九鬼を治めていた三鬼新八郎が三木浦に城を構え、その本丸跡が今の
三木小学校の敷地といわれています。現在は、鯛の養殖も盛んで、また、
ダイビングスポットとしても有名です。断崖絶壁の三木埼や、その三木埼
に行く途中の三木埼灯台、ヤブツバキの景色も楽しむことができます。

梶賀地区
梶賀は古式捕鯨を伝えるハラソ祭りや、小サ
バ・アジなどをサクラやウバメガシで燻製に
焼きあげる保存食として伝えられてきた郷
土食「あぶり」等伝統が守られてきています。

古江地区
古江は、昔から漁業が盛んで漁
業のまちとして栄えてきました。
現在、漁業は衰退しましたが、海
洋深層水の取水施設「アクアス
テーション」や南海トラフの地
震・津波を常時観測監視するた
め地震・津波観測監視システム
が設置され、今も海との結びつき
は深いものとなっています。

賀田地区
賀田の名前の由来は古川河口に
できた干潟の「潟」といわれてい
ます。熊野古道の羽後峠には見
事な猪垣があり、当地方最長とい
われ、総延長は5,000ｍにもなりま
す。また、樹齢300年といわれる栃
の木がたくさん自生する栃の森が
あります。

曽根地区
曽根には郷土資料館など、歴史
を伝えるものが多くあります。縄
文式の遺跡がある曽根遺跡、飛
鳥神社と大楠、現在の城山公園
になっている浄の城（曽根城跡）、
熊野古道の曽根次郎坂・太郎坂
等があります。

三木里地区
三木里は、江戸時代にお伊勢参りから熊野詣に行く際に、西国一の
難所といわれた八鬼山を越えた人たちが宿をとるまちとして、常にに
ぎわったようです。現在は、約1.4㎞の三木里ビーチがあり、夏になる
と多くの観光客でにぎわいます。
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海と共に歩む尾鷲の四季は、
豊漁と安全を祈る祭りや
多種多様な海の幸などを
楽しむことができます。

標高180ｍにある浄の城（曽根城
跡）と城山公園で行われる祭り。
約2,000本のムラサキオンツツジ
が自生しており、開花にあわせ地
域イベントも開催されます。

浄の城つつじ祭り

花火大会はもちろん、尾鷲イタ
ダキ市や子ども向けの魚つかみ
大会、カッター競技大会に尾鷲
節や太鼓演奏など朝から夜まで
尾鷲の夏を楽しむことができる
お祭りです。

おわせ港まつり

大きなアサリが捕れると評判。浜辺
からは、湾内に浮かぶ弁財島を間近
に眺めることができます。

黒の浜の潮干狩り

郷土と文化郷土と文化
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浄の城つつじ祭り

三木里ビーチ海開き

尾鷲
おひなさままつり 

アカカマス

ケンサキイカ

3月

4月

7月

8月

浄4月

春

三7月

夏

おわせ港まつり

潮
干
狩
り
シ
ー
ズ
ン

マダイ

じ祭り祭り
スルメイカ

ケンサケンサケンサケンサンササンサケン

メイチダイ

 旬   宴

カツオ
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旬
の
味
、
お
祭
り
な
ど
を
通
じ
、
ま
ち

は
一
年
中
、
情
熱
の
色
で
染
め
上
げ
ら
れ

ま
す
。
特
に
海
と
共
に
歩
ん
で
き
た
ま
ち

な
ら
で
は
の
祭
り
が
、
今
も
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
捕
鯨
の
歴
史
を
伝
え
る
梶
賀
町

の
ハ
ラ
ソ
祭
り
、
豊
漁
を
祈
願
す
る
早
田

町
の
船
上
神
楽
や
九
鬼
町
の
鰤
祭
り
。

尾
鷲
神
社
の
例
祭
ヤ
ー
ヤ
祭
り
で
は
、
身

を
清
め
る
た
め
に
裸
で
冷
た
い
海
に
飛
び

込
む「
垢
離
か
き
」
も
行
わ
れ
、人
々
に
と
っ

て
海
が
神
聖
で
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

旬
を
彩
る
美
味
と
祭
事

八幡神社例祭

全国尾鷲節コンクール
おわせ海・山ツーデーウォーク

毎年2月1日から5日間行われる豊漁と
豊作を祈願する奇祭。300年以上前か
ら続くといわれる尾鷲神社の例祭で、
男衆が激しく押し合う「練り」や子ども
も参加する華やかな大名行列と道中手
踊りや神楽なども行われます。

全国から尾鷲節の愛好家たちが集まり、民謡
「尾鷲節」の歌い手日本一を決定します。

ヤーヤ祭り

全国尾鷲節コンクール

八幡神社で豊漁や豊作、海上安全を祈願す
る祭り。各町の子どもが中心となり、尾鷲節
や歌謡曲に合わせた振り付けで練り歩く道
中手踊りや神楽、伝統的な大名行列などが
行われます。

八幡神社例祭

ニギス

タチウオ

サンマ

アカザエビ

1月

2月

9月

11月

こ
　
り

秋

1月

冬

ヤーヤ祭り
尾鷲磯釣り大会

ハラソ祭り
にらくら祭り

カワハギ

ブリ

四   季  
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伊勢路の中で最も美しいとい
われる石畳が約2kmに渡って
続く峠。石畳は、大雨による崩
落などから道を守る目的でつく
られたといわれています。

馬越峠道

世
界
遺
産
登
録
10
周
年
の
節
目
を
迎
え
た

「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」。

道
は
豊
か
な
自
然
と
人
々
と
の
関
わ
り
、

ま
ち
の
歩
み
を
語
っ
て
い
ま
す
。

世
界

「
紀道

は
ま
ち

尾
鷲
の
道
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世界遺産「熊野古道」の魅力を模型や映像などで紹
介。建物は尾鷲ヒノキの原木約6,500本が使用され、
訪れると、木のよい香りに癒されます。

三重県立熊野古道センター

「曽根の自領と他領」がなまってそう呼ばれるよう
になったといわれています。古道では美しい石畳
や猪垣などに出会えます。

曽根次郎坂・太郎坂

海と山が織りなす景色や参加者
同士の交流、地元の人のおもて
なしなどを楽しみ、心と体が癒さ
れるウォーキング大会です。

おわせ海・山
ツーデーウォーク

階段状の石畳が残っており、苔むした岩石の転
がる涸れ川と共に、古道気分が満喫できます。猪
垣の長さは、当地方で最長。

三木峠羽後峠道
西国一の難所といわれ、つづら折の険しい道で
す。史跡も多く、絶景も望めますが、かつての巡礼
者の苦労も感じさせられます。

八鬼山道

　
古
く
は
山
岳
仏
教
や
熊
野
信
仰
が
栄

え
、
流
れ
る
よ
う
に
山
肌
に
延
び
る
石
畳

の
参
詣
道
は
、
貴
重
な
文
化
の
足
跡
と
し

て
世
界
遺
産
（
文
化
遺
産
）
に
登
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
自
然
だ
け
で
な
く
、
人
と
の

関
わ
り
が
生
み
出
す
景
観
を
文
化
的
景
観

と
い
い
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
歴
史
や
文

化
、
暮
ら
し
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
伊
勢
を
起
点
と
し
て
熊
野
へ
向
か
う
熊

野
古
道
の
う
ち
、
市
内
で
世
界
遺
産
に
あ

た
る
馬
越
峠
道
、
八
鬼
山
道
、
三
木
峠

羽
後
峠
道
、曽
根
次
郎
坂
・
太
郎
坂―

―

。

こ
れ
ら
は
伊
勢
路
と
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代

の
読
み
物
「
方
言
修
行 

金
草
鞋
」
に
も

登
場
。
伊
勢
神
宮
か
ら
熊
野
三
山
を
め
ざ

す
道
と
し
て
多
く
の
人
が
行
き

交
っ
た
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
苔
む
す
石
畳
道
、
ヒ
ノ
キ
の

美
林
な
ど
巡
礼
道
の
風
情
を
醸

し
出
す
熊
野
古
道
の
姿
は
、
保

全
の
取
り
組
み
の
他
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
日
常
的
に
見
守

ら
れ
、
維
持
管
理
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
巡
礼
者
を
も
て
な
し

た
先
人
た
ち
の
思
い
を
こ
れ
か
ら

も
受
け
継
ぎ
、
貴
重
な
尾
鷲
の

道
を
守
っ
て
い
き
ま
す
。

歴
史
と
文
化
を
結
ぶ
参
詣
道

いにしえから神々が宿る紀伊の山への信仰と
文化の足跡が道には残っています。

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E

尾鷲の道

生き続ける祈り
熊野古道

天狗倉山
馬越峠

馬越不動 馬越公園

八鬼山
健康と
ゆとりの森

三宝荒神堂

三木峠

羽後峠

甫母峠

八鬼山道

馬越峠道

三木峠
羽後峠道

曽根次郎坂・
太郎坂

て ん ぐ ら さ ん

や き や ま

は ご

む
だ
し
ゅ
ぎ
ょ
う

か
ね
の
わ
ら
じ
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明
治
道

江
戸
道

馬
越
峠

三
木
峠

羽後峠

曽根次郎坂・太郎坂

尾鷲市役所

尾
鷲
ト
ン
ネ
ル

猪
鼻
水
平
道

あいが

おおそねうら

くき

みきさと

かた

J
R
紀
勢
本
線

熊
野
尾
鷲
道
路（
無
料
）

近畿
自動
車道
紀勢
線

（尾
鷲北
IC～
紀伊
長島
IC間
無料
）

第
一
行
野
ト
ン
ネ
ル

白
浜
ト
ン
ネ
ル

九
鬼
ト
ン
ネ
ル

八鬼山トンネル
新
八
鬼
山
ト
ン
ネ
ル（
道
路
ト
ン
ネ
ル
県
下
最
長
）

名柄ト
ンネル

亥
ヶ
谷
ト
ン
ネ
ル

梶
賀
ト
ン
ネ
ル

曽根トンネル

曽
根
ト
ン
ネ
ル

425 42

42 311

311

311

42

尾鷲南IC

尾鷲北IC

賀田IC

黒の浜

大曽根公園
世界の椿園

桃頭島

佐波留島

三重県立熊野古道センター
夢古道おわせ

八鬼山

クチスボダム 天狗倉山

野鳥の小径
海洋深層水工業団地

三木里ビーチ
三木里の松原

三木浦マリンパーク

健康と
ゆとりの森

九鬼町

三木浦町

須賀利町

三木里町

古江町

賀田町

曽根町

梶賀町

早田町

城山公園

飛鳥神社

光明寺
アクアステーション

地蔵寺

あなじゃ公園

茜の森

木名峠狼煙場跡

九木神社

馬越公園

三木埼灯台

普済寺 高宮神社

元須賀利大池

三木里IC

熊
野
尾
鷲
道
路（
建
設
中
）

役所役所役所役所役所

おわせ
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矢
ノ
川
トンネル

トチの森

熊
野
古
道

尾鷲市役所

尾鷲神社宮之上小学校
金剛寺

光圓寺

小川東町

中村町

倉ノ谷町

北浦町

宮ノ上町

坂場町

末広町

野地町
栄町

中井町

朝日町

林町中央町

南陽町

古戸町

上野町

港町

小川西町

瀬木山町

祐専寺

土井子供
くらし館

商工会議所
念仏寺

常声寺

まちかどHOTセンター（尾鷲観光物産協会）

尾鷲魚市場
尾
　
鷲
　
港

市民文化会館

中
井
町
通
り

黒
潮
通
り

紀望大通り

尾鷲小学校

福祉保健センター

三重県尾鷲庁舎

中村山
公園

尾鷲市立天文科学館

中央公民館

尾鷲警察署

体育文化会館

尾鷲高等学校

土井竹林

尾鷲
総合病院

クリンクルセンター

おわせ

妙長寺
八幡神社

中部電力尾鷲三田
火力発電所

42

J
R
紀
勢
本
線

銀
杏
通
り

北川

中川

中川橋

中川大橋

北川橋
八幡大橋

大阪

和歌山

御坊

南紀田辺

奈良

吉野 伊勢
鳥羽
賢島

五条

京都 東京名古屋
近畿道
阪和道

阪和道・西名阪

R24

R370

R169

R425

R169

R24

R24
名阪国道

R42R42

R42

R42

R311
R311

R42

海南湯浅
湯浅御坊道路

阪和道

名神高速

東海道新幹線 名古屋空港大阪国際空港

関西国際
空港

南紀白浜
空港

中部国際空港
東名阪新名神

高速

伊勢道

紀勢道

熊野尾鷲道路

伊勢道

東名高速

那智勝浦

近鉄線
自動車専用道路
国道
高速船

JR線

多気

紀伊長島

尾鷲北

新宮

尾鷲南

熊野
白浜

尾 鷲

尾鷲の道尾鷲の道

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E

常滑

松阪
津

草津

亀山

市街地図

暮
ら
す
、旅
す
る

尾
鷲
Ｍ
Ａ
Ｐ

海
に
向
か
え
ば
朝
日
が
輝
き
、

山
に
向
か
え
ば
熊
野
古
道
。

人
の
あ
た
た
か
さ
と
活
気
に
満
ち
、

暮
ら
す
も
旅
す
る
も
心
地
い
い
。
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昭和29年、県下で9番目の市として誕生した尾鷲市。
海山と共に生きるまちの中で
おわせ人たちは、さらに輝く未来へ歩みます。

うみ やま

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E

尾鷲の道

平
成
２
年

平
成
４
年

平
成
５
年

平
成
６
年

平
成
８
年

平
成
９
年

平
成
10
年

平
成
11
年

平
成
12
年

平
成
13
年

平
成
14
年

平
成
16
年

平
成
17
年

平
成
18
年

10
月
１
日

10
月
24
日

 

４
月
20
日 

10
月
25
日

４
月
24
日

 

５
月
30
日

５
月
18
日

 

４
月
20
日

11
月
６
日

 

７
月
26
日

12
月
25
日

 

３
月
27
日

４
月
18
日

10
月
１
日 

３
月
１
日

３
月
26
日

８
月
28
日 

４
月
６
日

 

11
月
22
日

９
月
18
日

６
月
20
日

７
月
７
日

１
月
16
日

３
月
31
日

市
の
魚
：
ブ
リ
（
準
指
定
魚
：
ガ
シ
）
を
公
示

尾
鷲
市
民
憲
章
制
定

ふ
る
さ
と
創
生
１
億
円
事
業
で
、「
尾
鷲
市

立
天
文
科
学
館
」
完
成

三
木
里
野
鳥
の
小
径
と
マ
リ
ン
ロ
ー
ド
完
成

八
鬼
山
ト
ン
ネ
ル
開
通

尾
鷲
市
民
文
化
会
館
（
せ
ぎ
や
ま
ホ
ー
ル
）

竣
工

大
曽
根
公
園
竣
工

東
紀
州
活
性
化
協
議
会
が
県
と
８
市
町
村

で
発
足

尾
鷲
総
合
病
院
新
棟
竣
工

八
鬼
山
と
馬
越
峠
が
歴
史
の
道
１
０
０
選

に
選
ば
れ
る

尾
鷲
ひ
の
き
プ
レ
カ
ッ
ト
工
場
竣
工

近
畿
自
動
車
道
紀
勢
線
尾
鷲
市
〜
紀
勢
町

間
に
施
工
命
令

輪
内
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
竣
工

東
紀
州
体
験
フ
ェ
ス
タ
開
幕

尾
鷲
ヒ
ノ
キ
内
装
材
加
工
協
同
組
合
竣
工

紀
北
広
域
連
合
介
護
保
険
セ
ン
タ
ー
竣
工

市
長
に
伊
藤
允
久
氏
が
当
選

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
竣
工

熊
野
古
道
が
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣

道
」
と
し
て
世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
に
登
載

国
道
３
１
１
号
曽
根
・
梶
賀
バ
イ
パ
ス
開
通

国
道
３
１
１
号
早
田
・
三
木
浦
バ
イ
パ
ス

開
通

市
制
施
行
50
周
年
式
典
開
催

熊
野
古
道
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」

が
世
界
遺
産
に
登
録

市
制
施
行
50
周
年
を
記
念
し
て
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
ど
自
慢
」
開
催

海
洋
深
層
水
取
水
・
分
水
施
設
「
ア
ク
ア

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
完
成

昭
和
29
年

昭
和
30
年

昭
和
31
年

昭
和
32
年

昭
和
33
年

昭
和
34
年

６
月
20
日 

７
月
23
日

８
月
４
日 

４
月
１
日 

８
月
25
日

２
月
10
日 

７
月
１
日

１
月
12
日

４
月
23
日

４
月
１
日

北
牟
婁
郡
尾
鷲
町
・
須
賀
利
村
・
九
鬼
村
・

南
牟
婁
郡
北
輪
内
村
・
南
輪
内
村
が
合
併

し
「
尾
鷲
市
」
誕
生 

初
代
市
長
に
畦
地
衷
市
氏
当
選

市
章
制
定

市
消
防
本
部
設
置
、
常
備
消
防
体
制
整
う

国
民
健
康
保
険
を
実
施

尾
鷲
港
が
遠
洋
漁
業
基
地
に
指
定
さ
れ
る

三
重
県
遠
洋
漁
業
基
地
と
し
て
、
尾
鷲
港

が
鰹
水
揚
港
に
指
定
さ
れ
る

紀
勢
本
線
大
曽
根
浦
〜
九
鬼
間
開
通

紀
勢
本
線
九
鬼
〜
三
木
里
間
開
通

国
道
42
号
が
１
級
国
道
に
昇
格

昭和
36年

昭和
29年

建設当時の現市役所本庁舎（土井基夫氏撮影）

尾鷲市誕生時に役所として
使われた尾鷲町役場
（土井基夫氏撮影）

「尾鷲市立天文科学館」完成

平成
2年

尾鷲市の
60年を辿る

た  ど
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平
成
19
年

平
成
20
年

平
成
21
年

平
成
24
年

平
成
25
年

平
成
26
年

１
月
24
日

２
月
９
日

４
月
27
日

 

７
月
６
日

３
月
10
日 

３
月
23
日

４
月
11
日

 

４
月
20
日

７
月
26
日

１
月
24
日

３
月
20
日

４
月
１
日

３
月
21
日

５
月
17
日

５
月
19
日

９
月
29
日

３
月
30
日

５
月
13
日

６
月
22
日

７
月
７
日

し
尿
処
理
施
設
「
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
」
完
成

「
三
重
県
立
熊
野
古
道
セ
ン
タ
ー
」
完
成

夢
古
道
お
わ
せ
に
「
地
場
特
産
品
情
報
交

流
セ
ン
タ
ー
」
完
成

中
国
大
連
市
金
州
区
と
友
好
協
力
都
市
提
携

矢
ノ
浜
浄
水
場
新
施
設
完
成

市
長
に
奥
田
尚
佳
氏
が
当
選

海
洋
深
層
水
活
用
型
温
浴
施
設
「
夢
古
道

の
湯
」
完
成

熊
野
尾
鷲
道
路
尾
鷲
南
〜
三
木
里
間
開
通

市
長
に
岩
田
昭
人
氏
が
当
選

「
須
賀
利
大
池
及
び
小
池
」
が
国
の
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
る

近
畿
自
動
車
道
紀
勢
線
（
海
山
Ｉ
Ｃ
〜
尾

鷲
北
Ｉ
Ｃ
）
開
通

「
第
６
次
尾
鷲
市
総
合
計
画
」
開
始

早
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
完
成

皇
太
子
殿
下
が
地
方
事
情
視
察
に
よ
り
、

三
重
県
立
熊
野
古
道
セ
ン
タ
ー
を
視
察

皇
太
子
殿
下
が
地
方
事
情
視
察
に
よ
り
、

馬
越
峠
を
視
察

熊
野
尾
鷲
道
路
（
三
木
里
Ｉ
Ｃ
〜
熊
野
大

泊
Ｉ
Ｃ
）
開
通

近
畿
自
動
車
道
紀
勢
線
（
海
山
Ｉ
Ｃ
〜
紀

伊
長
島
Ｉ
Ｃ
）
開
通
に
よ
り
、
尾
鷲
北
Ｉ

Ｃ
ま
で
つ
な
が
る

新
桂
山
配
水
池
が
完
成
し
、
供
用
を
開
始

す
る

市
制
60
周
年
を
記
念
し
て
、
せ
ぎ
や
ま
ホ
ー

ル
で
記
念
式
典
開
催

熊
野
古
道
が
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣

道
」
と
し
て
世
界
遺
産
登
録
10
周
年
を
迎

え
る

昭
和
35
年

昭
和
36
年

昭
和
37
年

昭
和
38
年

昭
和
39
年 

昭
和
41
年

昭
和
42
年

昭
和
43
年

昭
和
44
年

昭
和
46
年

昭
和
47
年

昭
和
50
年

昭
和
51
年

昭
和
54
年

昭
和
55
年

昭
和
57
年

昭
和
60
年

昭
和
62
年

昭
和
63
年

平
成
元
年

７
月
15
日

２
月　
　

５
月
24
日

２
月
14
日

８
月
31
日

11
月
16
日

４
月
１
日 

２
月　
　

12
月
４
日

４
月
１
日

４
月
27
日

６
月
１
日 

７
月
15
日 

９
月
26
日

６
月
17
日

４
月
１
日

９
月
10
日

10
月
１
日 

10
月
２
日 

６
月
10
日 

３
月
31
日 

６
月
20
日

６
月
19
日 

４
月
１
日

６
月
20
日

６
月
８
日

６
月
19
日

４
月
17
日 

６
月
６
日

 

紀
勢
本
線
が
全
線
開
通

北
山
道
路
尾
鷲
〜
池
原
間
が
開
通

チ
リ
地
震
津
波
が
来
襲

市
長
に
岩
城
梯
氏
が
当
選

市
庁
舎
完
成

尾
鷲
第
１
・
第
２
水
力
発
電
所
竣
工
式

県
立
尾
鷲
工
業
高
等
学
校
創
立

尾
鷲
港
が
出
入
国
管
理
港
に
指
定
さ
れ
る

尾
鷲
三
田
火
力
発
電
所
、
東
邦
石
油
の
合

同
完
成
式

尾
鷲
港
が
開
港
指
定
を
受
け
る

国
道
42
号
矢
ノ
川
ト
ン
ネ
ル
貫
通

尾
鷲
港
が
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
る

体
育
文
化
会
館
・
市
立
運
動
場
竣
工

カ
ナ
ダ
の
プ
リ
ン
ス
・
ル
パ
ー
ト
市
と
姉
妹

都
市
提
携 

尾
鷲
総
合
病
院
竣
工

三
重
紀
北
消
防
組
合
設
立

三
重
県
南
部
集
中
豪
雨
で
１
０
９
２
ミ
リ

の
降
水
が
あ
り
、
賀
田
町
３
カ
所
、
古
江

町
１
カ
所
で
山
崩
れ
、
死
者
26
人

尾
鷲
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
設
立

市
長
に
長
野
勝
明
氏
当
選

尾
鷲
消
防
署
庁
舎
竣
工

尾
鷲
市
塵
芥
焼
却
場
完
成

長
野
泰
一
博
士
を
名
誉
市
民
に
推
挙

尾
鷲
市
立
中
央
公
民
館
竣
工

通
所
授
産
施
設
「
紀
北
作
業
所
」
竣
工

県
道
須
賀
利
港
相
賀
停
車
場
線
開
通

第
１
回
尾
鷲
総
合
物
産
展
と
全
国
尾
鷲
節

コ
ン
ク
ー
ル
開
催

尾
鷲
三
田
火
力
発
電
所
３
号
機
運
転
開
始

市
長
に
杉
田
晴
良
氏
当
選

市
制
35
周
年
を
記
念
し
、
市
の
花
：
ヤ
ブ
ツ
バ

キ
、
市
の
木
：
ヒ
ノ
キ
、
市
の
鳥
：
ア
オ
サ
ギ
、

近畿自動車道紀勢線（海山ＩＣ～尾鷲北ＩＣ）開通市制60周年記念式典開催
熊野古道「紀伊山地の霊場と
参詣道」が世界遺産に登録

平成
16年

平成
24年

平成
26年
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尾
鷲
市
で
は
「
地
域
力
を
活
か
す
」

こ
と
を
核
と
し
て
市
民
を
中
心
に
関
係
機

関
・
団
体
、
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能

を
十
分
に
発
揮
し
、
独
自
の
風
土
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
強
さ
な
ど
、
地
域
の
特
性
を

活
か
し
た
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
取
り
組

み
を
展
開
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
支
援
を
効
果
的
に
実
施
す
る

こ
と
で
市
全
体
の
健
康
寿
命
を
延
ば
し
て

い
ま
す
。

　
ま
ず
は
健
康
づ
く
り
の
基
盤
と
な
る

組
織
と
し
て
、
尾
鷲
健
康
増
進
の
会

（O
w
ase H

ealth Prom
otion Party

／
通
称 O

w
ase H

A
PPY

）
を
創
設
。

生
活
習
慣
病
な
ど
へ
の
取
り
組
み
を
目
的

に
、
コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
の
健
康
増
進
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
推
進
事
業
や
健

康
教
室
へ
の
参
加
に
よ
る

「
健
康
づ
く
り
」、
ま
た

教
育
、
文
化
、
食
な
ど

の
分
野
が
連
動
し
た
取
り

組
み
な
ど
、
市
民
、
各

組
織
団
体
と
共
に
健
康

づ
く
り
を
実
践
す
る
こ
と

で
「
健
康
の
ま
ち
尾
鷲
」

を
め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。

おわせ人の
暮らし

東紀州地域の中核病院としての役割を担い、
医師・看護師の確保や地域ニーズに合った病
院機能の充実を図っています。

尾鷲総合病院

地
域
資
源
を
活
用
し
な
が
ら

健
康
づ
く
り

健康寿命を延ばすために各地
区で健康体操・健康教室等を
実施。さらに、災害時に避難す
るための体力づくりにもつな
がっています。

健康事業

グラウンドゴルフ大会

おわせ人の

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E
健
康
・
福
祉

安
心
・

健
や
か
に

暮
ら
せ
る

ま
ち
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高齢者が住み慣れた地域
で安心して暮らすことがで
きるよう、包括的かつ継続
的な支援について、家族、関
係機関、地域の連携・協働
をめざします。

地域包括ケア
ネットワーク

まち歩きのコースを中心に、季節を感じながら尾鷲のよさを楽しむことができ
ます。仲間や地域の人 と々のふれあいを通じて、心も体も健康になれます。

ココカラ健康ウォーキングデー

尾鷲健康増進の会開催の健康イベ
ント。健康測定や医師による相談
会、健康食の提案など盛りだくさん。
健康について楽しく学び、考えるこ
とができます。

健康ハッピーデー

市内20コースのウォーキングマップ
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尾
鷲
市
で
は
人
口
減

少
対
策
と
し
て
「
子
育

て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く

り
」に
取
り
組
ん
で
お
り
、

市
民
と
共
に
子
育
て
し
や

す
い
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
、
少
子
化
対
策
、
定

住
移
住
施
策
に
つ
な
げ
て

い
け
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
は
地
域
社
会
全
体
で
育

ま
れ
て
い
く
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

の
も
と
、
世
代
間
の
交
流
や
つ
な
が
り
の

再
生
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る

子
ど
も
の
「
学
び
場
づ
く
り
」
を
推
進

し
て
い
ま
す
。
特
に
尾
鷲
の
豊
か
な
自
然
、

歴
史
、
伝
統
文
化
な
ど
地
域
資
源
を
最

大
限
に
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
ぐ
る
み
で

子
ど
も
た
ち
の
学
び
と
育
ち
を
支
え
る
体

制
を
つ
く
り
ま
す
。「
地
域
の
魅
力
」「
人

の
魅
力
」
と
「
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
」
を
連
動
さ
せ
、
市
民
と
の
共
創

の
も
と
、
尾
鷲
で
育
ち
、
尾
鷲
で
学
び
、

尾
鷲
を
愛
す
「
お
わ
せ
人
づ
く
り
」
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

おわせ人の
暮らし

子育てをしている方やまちづくりをされている方、結
婚や仕事などで本市へ移住・定住している方などで
意見交換をし、尾鷲の子育てについて考えます。

子育てまちづくり座談会

未
来
の
お
わ
せ
人
を

守
り
育
て
る

尾鷲第二保育園内に開設。育児相談
や親子教室、園庭開放など、親子や地
域とのコミュニケーションの場としても
気軽に利用できます。

子育て支援センター 
「ちびっこひろば」

おわせ人の

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E子

ど
も
を

育
み

心
豊
か
に

暮
ら
せ
る

ま
ち

子
育
て
・
教
育

子
ど
も
た
ち
の
学

制
を
つ
く
り
ま
す

の
魅
力
」
と
「
子

く
り
」
を
連
動
さ

の
も
と
、
尾
鷲
で

尾
鷲
を
愛
す
「
お

推
進
し
て
い
き
ま
す

育

魚のおろし方も体験できる尾鷲魚まつり

25



次代を担う子供たちを地震・津波から守
るために保育園、幼稚園、小・中学校の改
築・移転を行っています。

学校教育施設等の耐震整備

巨大津波の襲来に備えて、児童・
生徒に「自分の命は自分で守るこ
とのできる知恵」をつけることを目
的とした津波防災教育を実践して
います。

防災教育

子どもたち一人ひとりの確かな学びと豊
かな育ちを保障していくために、学習面や
生活面での支援を行います。

学びのサポーター

自然と伝統文化、歴史が育んだ郷土食の調理
実習や地場産業の現場の見学など、地域資源
を活かした教育で郷土愛を育てます。

ふるさと教育

宮之上小学校
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尾
鷲
市
は
災
害
の
際
、

陸
路
が
遮
断
さ
れ
、
孤

立
す
る
可
能
性
が
高
く
、

行
政
機
関
の
初
動
対
策

が
重
要
と
な
り
ま
す
。
い

ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
も
、

市
民
参
加
に
よ
る
防
災
対

策
や
地
域
に
お
け
る
消
防

団
員
の
確
保
な
ど
、
安
全
で
安
心
な
対

応
が
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
ま
た
市
民
生
活
に
お
い
て
も
市
民
と
行

政
が
共
に
地
域
課
題
に
つ
い
て
考
え
、
支

え
合
い
や
助
け
合
い
な
ど
地
域
の
絆
を
深

め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
市
民
参
画
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
広
報
や

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
な
ど
し

て
、
情
報
の
共
有
化
を
図
り
、
地
域
に
お

け
る
「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。
多
様
化
す

る
地
域
社
会
の
な
か
で
性
別
や
年
齢
な
ど

を
超
え
て
、
市
民
が
快
適
に
暮
ら
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
、
交
流
を
通
じ
て
、
人

が
人
と
し
て
相
互
に
尊
重
し
合
う
よ
う
取

り
組
み
ま
す
。

おわせ人の
暮らし

新小学生に防犯用のホイッスルを配布
し、家族と共に防犯への啓発を図り、地
域ぐるみの防犯活動を強化しています。

防犯用ホイッスルの配布

安
全
・
安
心
／
市
民
参
加

共
に

支
え
合
い

暮
ら
せ
る

ま
ち

助
け
合
い
か
ら

ま
ち
づ
く
り

災害についての知識を得て、協力
していくことの大切さを知っても
らうために、夜間の訓練やリア
カーを使用するなど、各地域に合
わせた避難訓練を行っています。

自主防災

暮

防災フェア

おわせ人の

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E
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庁内の連携を促進し、総合窓口でのワンストップ化を図
ることで、サービスの効率的・効果的な提供を行います。

市民の窓口
議員は選挙によって選ばれ、市民の代表として議決権、調査権、監査請
求権などの権限が与えられ、これらの権限に基づいて活動しています。

議会

市民参加型の市民総ぐるみの防災訓練や
関係機関が一体となり合同で開催する防
災訓練を実施。連携の強化や実働訓練を
通じて、防災に関する意識・知識・行動力
を高め、総合防災力の向上を図ります。

防災訓練

犯罪や非行のない明るい
社会を築くため、市民一人
ひとりが犯罪や非行、人権
問題について啓発し、明る
い地域社会づくりを進め
ています。

社会を
明るくする運動

広報おわせ広報おわせ
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自
然
豊
か
で
き
れ
い
な
海
、
山
、
川

を
残
し
、
市
民
の
皆
さ
ま
が
い
つ
ま
で
も

い
き
い
き
と
自
分
ら
し
く
過
ご
す
こ
と
が

で
き
る
ま
ち
を
め
ざ
し
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
自
然
環
境
へ
の
保
全
意
識
の
高
ま

り
の
も
と
、
多
様
な
主
体
の
連
携
と
ご
み

減
量
や
資
源
回
収
な
ど
の
廃
棄
物
対
策

や
生
活
排
水
な
ど
環
境
対
策
に
、
一
人
ひ

と
り
の
取
り
組
み
も
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
大
規
模
地
震
・
津
波
や
豪
雨

な
ど
の
災
害
に
強
く
快
適
に
暮
せ
る
ま
ち

を
つ
く
る
た
め
、
耐
震
対
策
と
し
て
学
校
・

保
育
園
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等
の
施

設
整
備
、
老
朽
化
し
た
橋
等
の
耐
震
化

整
備
、
市
民
の
移
動
手
段
の
確
保
な
ど
、

適
切
に
対
応
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
地
域
資
源
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
む

こ
と
が
必
要
で
す
。

市
民
生
活
の
向
上
、

産
業
活
動
及
び
商

業
の
振
興
の
た
め
、

地
域
の
実
情
に
沿
っ

た
整
備
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

おわせ人の
暮らし

住
む
人・訪
れ
る
人
の

目
線
に
立
っ
た
ま
ち
づ
く
り

市民のバスとして、生活に
重要な移動手段となってい
ます。手すりとステップも設
置され、より多くの方が利
用しやすくなりました。

ふれあいバス

おわせ人の

C
O
N
N
E
C
T
̶
FU

TU
RE̶PEOPLE

̶
O
W
A
S
E
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン・
施
設

い
き
い
き
と

快
適
に

暮
ら
せ
る

ま
ち

設

防災、医療、産業を支える命の道と
もいえる道路が開通しました。現在
は尾鷲北ICと尾鷲南ICをつなげる
工事が行われています。

近畿自動車道紀勢線と
熊野尾鷲道路

角型ステンレス鋼板製配水池として、厚生労
働省の施設指針に基づく配水池基準容量を
確保しています。これにより、安全・安心な水
の安定供給と、地震対策の強化で災害時の
給水拠点となっています。

新桂山配水池
クリーンセンターは、尾鷲市のし
尿・浄化槽汚泥の処理・再資源
化を図ることで、美しい自然環境
を守り、快適で衛生的な暮らし
を維持しています。

クリーンセンター
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四
季
を
彩
る
魚
た
ち
や
山
々
の
美
し
さ
、

集
落
で
親
し
み
伝
え
ら
れ
て
き
た
郷
土
食…

尾
鷲
と
お
わ
せ
人
の
生
活
に
は
い
つ
も
、

自
然
の
豊
か
さ
と
人
々
の
あ
た
た
か
さ
が
あ
り
ま
す
。

ま
ち
に
あ
ふ
れ
る
笑
顔
と
共
に

郷
土
の
よ
さ
を
未
来
へ
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

あ
ふ
れ
る
笑
顔
と
活
力
で

共
に
創
る 

食
の
ま
ち 
お
わ
せ
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三重県

尾鷲市

■ 車でのアクセス

名古屋 亀山
JCT

東名阪
約40分

大阪
西名阪
約30分

天理IC

草津
JCT

名阪国道
約70分

伊勢関
JCT

伊勢道
約35分

伊勢道
約40分

新名神
約30分

紀勢道
約45分

勢
和
多
気
Ｊ
Ｃ
Ｔ

尾
鷲
北
Ｉ
Ｃ

■ 電車でのアクセス
JR特急ワイドビュー南紀

約2時間30分
近鉄特急
約1時間30分

JR特急ワイドビュー南紀
約1時間20分

名古屋

大阪 松阪駅

尾
鷲
駅

■ バスでのアクセス
三重交通名古屋南紀高速線

約2時間45分（特急）／約3時間（急行）
尾
鷲名古屋 名鉄バスセンター

尾 鷲
共に創り  未来につなぐ
誇れるまち  おわせ
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