


閉伊川中流・夏屋川上流域
39°42'27.2"N 141°34'25.6"E

閉伊川下流・長沢川桜づつみ
39°37'07.7"N 141°54'23.0"E

　
た
と
え
ば
鳥
に
な
っ
て
空
を
飛
ぶ
。

眼
下
に
広
が
る
の
は
岩
手
の
県
土
を

覆
う
北
上
高
地
の
山
々
だ
。
ス
ケ
ー

ル
感
は
圧
巻
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
力
い
っ
ぱ
い
羽
ば
た
い
て
ぐ
ん
ぐ

ん
高
度
を
上
げ
、
遥
か
空
の
高
み
に

達
し
て
も
、大
地
を
覆
い
尽
く
す
山
々

の
連
な
り
は
視
界
の
外
へ
と
広
が
り

続
け
る
。
ま
さ
に
〝
無
数
の
山
々
が

ひ
し
め
く
〟
大
地
で
あ
る
。

　
冬
を
迎
え
る
と
、
こ
の
山
々
は
雪

を
抱
き
、
長
い
眠
り
に
つ
く
。
目
覚

め
は
遅
く
、
里
で
桜
が
咲
き
始
め
て

も
山
々
は
沈
黙
を
続
け
る
。
し
か
し
、

分
水
領
の
区
界
峠
を
源
と
し
て
、
山

塊
を
貫
い
て
宮
古
湾
を
目
指
す
閉
伊

川
に
春
が
訪
れ
る
と
山
は
一
変
す
る
。

春
は
下
流
か
ら
は
じ
ま
る
。
宮
古
で

芽
吹
い
た
春
は
ま
る
で
遡
上
す
る
鮭

の
よ
う
に
閉
伊
川
本
流
へ
、
支
流
へ

と
新
し
い
季
節
を
運
ん
で
い
く
。

　
そ
の
先
に
は
あ
る
の
は
躍
動
す
る

春
の
姿
だ
。
山
肌
を
深
く
刻
む
谷
筋

か
ら
尾
根
へ
一
気
に
上
っ
て
い
く
緑
。

春
は
瑞
々
し
い
ま
で
の
緑
の
息
吹
を

大
き
く
吐
き
な
が
ら
北
上
高
地
の

山
々
を
駆
け
抜
け
て
い
く
の
で
あ
る
。



　
盛
岡
と
宮
古
を
分
か
つ
区
界
峠
を

見
下
ろ
す
よ
う
に
立
つ
兜
明
神
岳
。
そ

の
頂
上
直
下
、
深
い
ブ
ナ
の
森
か
ら
湧

き
出
し
、
陸
中
海
岸
・
宮
古
湾
を
目

指
す
の
が
閉
伊
川
だ
。
全
長
に
す
る
と

約
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
北
上
高
地

を
縫
っ
て
進
む
川
沿
い
の
風
景
は
季
節

に
よ
っ
て
そ
の
印
象
が
驚
く
ほ
ど
異
な

る
。
と
く
に
錦
繍
の
秋
と
初
夏
は
別

格
だ
。
ど
ち
ら
も
ピ
ー
ク
は
わ
ず
か
一

週
間
程
度
。
い
や
、
も
し
か
し
た
ら
本

当
の
意
味
で
の
最
高
の
瞬
間
は
数
日

だ
ろ
う
か
。
山
肌
を
覆
う
木
々
が
季
節

の
色
を
深
め
、
次
の
季
節
へ
と
向
か
お

う
と
す
る
刹
那
の
表
情
。
容
易
に「
自

然
の
美
」と
い
う
言
葉
で
は
言
い
表
す

こ
と
を
躊
躇
う
ほ
ど
の
多
彩
で
繊
細

で
か
つ
大
胆
な
自
然
の
造
形
と
色
彩

が
視
界
い
っ
ぱ
い
に
展
開
さ
れ
る
。

　
な
か
で
も
中
流
域
の
大
峠
ダ
ム
付

近
の
光
景
は
見
る
者
の
心
を
深
く
揺

さ
ぶ
る
。
ダ
ム
に
集
め
ら
れ
た
閉
伊
川

の
澄
ん
だ
水
を
山
々
が
抱
擁
し
、
そ
の

上
を
青
い
空
に
浮
か
ぶ
白
い
雲
が
ゆ
っ

く
り
と
進
む
。
初
夏
で
あ
れ
ば
そ
れ

は
ま
さ
に〝
山
嗤わ
ら

う
〟と
い
う
光
景
だ
。

春
紅
葉
と
も
呼
ば
れ
る
赤
褐
色
や
黄

色
の
新
芽
が
一
斉
に
若
葉
を
広
げ
る

と
、
山
は
も
り
も
り
と
ひ
と
回
り
も

ふ
た
回
り
も
盛
り
上
が
り
、
笑
い
歌
う

よ
う
で
あ
る
。
山
々
が
「
初
夏
」
と
い

う
生
命
を
得
て
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
生

き
物
に
な
っ
た
。
確
か
に
そ
う
思
え
る

瞬
間
で
あ
る
。

大峠ダム・閉伊川中流域
39°38'00.1"N 141°32'08.8"E



　
標
高
一
千
九
百
十
七
メ
ー
ト
ル
。

早
池
峰
山
は
北
上
高
地
の
中
央
に
位

置
し
、
周
囲
の
山
々
を
見
下
ろ
す
か

の
よ
う
に
一
際
高
く
そ
び
え
る
。

　
荒
々
し
く
蛇
紋
岩
が
露
出
し
た
こ

の
山
を
生
ん
だ
の
は
、
遡
る
こ
と
四

〜
五
億
年
前
の
古
生
代
か
ら
始
ま
っ

た
プ
レ
ー
ト
運
動
と
さ
れ
て
い
る
。

地
球
規
模
で
展
開
さ
れ
た
地
殻
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
現
在
の
北
上
高
地
を

生
ん
だ
の
で
あ
る
。
以
来
、
早
池
峰

山
は
こ
の
山
塊
で
最
初
に
朝
日
を
受

け
止
め
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て

き
た
。
東
方
の
海
よ
り
昇
っ
て
き
た

朝
日
の
光
は
真
っ
先
に
、
こ
の
地
の

最
高
峰
で
あ
る
早
池
峰
山
の
頂
き
に

届
く
か
ら
で
あ
る
。

　
夜
明
け
前
、
星
空
の
下
に
黒
々
と

広
が
る
岩
の
山
を
登
っ
て
い
く
。
や

が
て
東
の
空
が
白
み
始
め
、
原
初
の

炎
を
思
わ
せ
る
金
色
の
輝
き
が
空
全

体
に
広
が
っ
て
い
く
。
朝
日
が
昇
っ

て
く
る
の
は
そ
れ
か
ら
。
空
を
ふ
た

つ
に
割
る
ほ
ど
の
鋭
い
光
線
で
早
池

峰
の
頂
き
を
照
ら
し
出
す
。
東
方
か

ら
の
神
々
し
い
ま
で
の
光
に
守
ら
れ

て
早
池
峰
山
は
そ
び
え
て
い
る
。

閉伊川中流域 · 早池峰山山頂
39°33'30.0"N 141°29'20.0"E



　
閉
伊
川
沿
い
に
は
ふ
た
つ
の
陸
路

が
走
っ
て
い
る
。
一
本
は
盛
岡
と
宮

古
を
結
ぶ
国
道
106
号
線
。
閉
伊
川

を
旅
す
る
上
で
の
大
動
脈
と
で
も
呼

ぶ
べ
き
道
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一

本
が
百
周
年
を
迎
え
る
JR
山
田
線
で

あ
る
。
明
治
期
に
構
想
が
始
ま
り
、

大
規
模
工
事
の
末
に
運
行
が
始
ま
っ

た
の
は
大
正
十
二
年
。
以
来
、
内
陸

と
沿
岸
を
結
ぶ
鉄
路
と
し
て
沿
線
の

暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
。

　
車
が
生
活
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と

で
山
田
線
に
か
つ
て
の
賑
わ
い
は
見

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
名
は
多

く
の
鉄
道
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
続
け
て

い
る
。「
日
本
最
高
の
秘
境
線
」「
東

北
随
一
の
山
岳
秘
境
線
」「
超
絶
景

の
ロ
ー
カ
ル
線
」
な
ど
と
、
フ
ァ
ン

か
ら
の
賛
美
の
声
は
止
ま
る
こ
と
が

な
い
。
盛
岡
|
宮
古
間
は
閉
伊
川

と
同
じ
約
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
そ

の
間
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
北
上

高
地
の
絶
景
が
車
窓
に
映
し
出
さ

れ
る
。
そ
れ
は
大
自
然
の
奥
懐
へ
と

入
っ
て
い
く
神
秘
的
な
体
験
だ
。

　
ゴ
ト
ゴ
ト
と
愛
ら
し
い
音
を
山
々

に
こ
だ
ま
さ
せ
、
今
日
も
山
田
線
は

走
っ
て
い
る
。

閉伊川下流域・JR 山田線
39°35'39.3"N 141°45'04.6E



　
初
夏
を
迎
え
た
宮
古
の
海
は
清

涼
な
青
を
広
げ
、
冬
の
海
と
は
異

な
る
穏
や
か
な
表
情
を
見
せ
る
。
し

か
し
、「
や
ま
せ
」
が
や
っ
て
来
る

と
そ
の
世
界
は
一
変
す
る
。
海
原
を

滑
る
よ
う
に
し
て
音
も
な
く
や
っ
て

来
た
や
ま
せ
は
あ
っ
と
い
う
間
に
宮

古
の
街
全
体
を
冷
た
く
湿
っ
た
雲
で

す
っ
ぽ
り
と
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
。

　
北
海
道
沖
で
発
達
し
た
オ
ホ
ー
ツ

ク
海
高
気
圧
が
作
り
出
す
冷
た
く

湿
っ
た
風
が
海
面
温
度
の
異
な
る
親

潮
と
黒
潮
の
境
目
を
通
り
、
三
陸
海

岸
に
吹
き
付
け
る
。
こ
れ
が
や
ま
せ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
が
、
や
ま
せ
に
包

ま
れ
、
驟
雨
が
降
り
始
め
た
と
思
え

ば
、
一
瞬
に
し
て
雲
が
消
え
て
晴
れ

上
が
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
視
界
を
遮

陸中海岸 · 重茂半島
39°34'40.0"N 142°01'39.9"E

る
深
い
濃
霧
に
数
日
間
に
渡
っ
て
閉

ざ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た

現
象
が
天
気
予
報
を
無
視
し
て
発

生
す
る
の
だ
か
ら
、
体
感
と
し
て
の

や
ま
せ
は
極
め
て
神
秘
的
だ
。

　
歴
史
を
紐
解
く
と
、
東
北
地
方
の

飢
饉
の
多
く
は
や
ま
せ
が
原
因
だ
っ

た
。
や
ま
せ
が
多
く
発
生
す
る
夏
は

冷
夏
と
な
っ
て
農
作
物
か
ら
稔
り
を

奪
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
黒

潮
と
親
潮
が
ぶ
つ
か
る
三
陸
の
海
域

は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
大
量
に
生
み
出

し
、
世
界
有
数
の
漁
場
を
作
り
出
し

た
。
つ
ま
り
、
や
ま
せ
は
三
陸
の
豊

か
さ
の
象
徴
で
も
あ
る
。
今
日
も
や

ま
せ
が
吹
く
海
に
向
か
っ
て
漁
船
が

出
航
し
て
い
る
。
漁
師
た
ち
は
深
い

霧
の
先
に
豊
饒
の
海
を
見
つ
け
る
。



　
宮
古
の
八
月
は
「
松
明
か
し
」
か

ら
始
ま
る
。
夕
暮
れ
の
訪
れ
を
合

図
に
家
の
前
に
出
て
来
た
人
々
は
小

さ
な
松
の
木
片
に
火
を
つ
け
る
。
め

ら
め
ら
と
赤
い
炎
を
上
げ
て
燃
え
る

松
と
通
り
に
た
ゆ
た
う
白
い
煙
。
こ

こ
に
加
わ
る
の
が
色
と
り
ど
り
の
火

花
。
子
供
た
ち
が
手
に
し
た
花
火
が

松
の
炎
と
と
も
に
夏
の
宮
古
の
夜
空

を
照
ら
し
、
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
。

　
盆
行
事
と
し
て
迎
え
火
・
送
り

火
を
行
う
地
域
は
全
国
各
地
に
あ
る

が
、
宮
古
の
松
明
か
し
は
独
特
で
、

八
月
の
頭
か
ら
終
わ
り
ま
で
繰
り
返

し
（
合
計
に
す
る
と
八
回
ほ
ど
）
行

わ
れ
る
。
ま
た
、
花
火
が
付
き
物
な

の
も
宮
古
な
ら
で
は
で
あ
る
。
こ
の

風
習
が
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
か
ら

連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
さ
ら

に
は
盆
を
迎
え
る
と
、
青
い
実
の
つ

い
た
栗
の
枝
、
果
物
、
菓
子
、
鏡
天
、

お
茶
な
ど
で
賑
や
か
に
飾
り
付
け
た

盆
棚
を
用
意
し
、
十
三
日
の
夕
方
に

は
先
祖
を
迎
え
る
た
め
に
提
灯
を
手

に
皆
で
菩
提
寺
へ
と
向
か
う
。
そ
し

て
、
こ
の
お
盆
以
降
も
松
明
か
し
が

続
く
の
で
あ
る
。
花
火
や
盆
棚
の
色

彩
の
鮮
や
か
さ
か
ら
ど
こ
か
陽
気
に

も
見
え
る
宮
古
の
盆
行
事
だ
が
、
先

祖
や
亡
き
人
へ
の
深
い
思
慕
が
人
々

の
胸
に
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
松
明
か
し
の
最
後
は
八
月
三
十
一

日
。
こ
の
火
が
静
か
に
消
え
る
と
、

宮
古
の
短
い
夏
は
終
わ
り
、
秋
を
深

め
て
い
く
。

閉伊川下流域 · 宮古市街
39°38'34.5"N 141°57'07.2"E



　
青
い
海
に
立
ち
並
ぶ
、
鋭
く
尖
っ

た
白
い
流
紋
岩
と
そ
の
頭
を
彩
る
緑

の
松
。
こ
の
世
の
浄
土
と
讃
え
ら
れ

て
き
た
景
色
が
一
番
輝
く
時
は
、
東

の
空
よ
り
届
く
朝
日
に
照
ら
さ
れ
た

と
き
だ
。
水
平
線
か
ら
陽
が
昇
る
刹

那
、眩
い
ほ
ど
の
金
色
に
海
が
輝
き
、

奇
岩
た
ち
が
徐
々
に
光
を
ま
と
い
始

め
る
姿
は
、
仏
教
の
世
界
で
薬
師
如

来
が
住
む
と
さ
れ
て
き
た
「
東
方
浄

瑠
璃
浄
土
」
の
名
を
借
り
て
も
な
お

誇
れ
る
ほ
ど
の
美
し
さ
で
あ
る
。

　
今
日
も
長
く
海
に
突
き
出
し
た
重

茂
半
島
の
先
端
か
ら
朝
日
が
昇
り
、

一
閃
の
光
が
奇
岩
に
届
け
ら
れ
た
。

気
が
つ
く
と
、
海
原
の
果
て
か
ら
黄

金
の
道
が
奇
岩
へ
と
伸
び
て
い
る
。

浄
土
の
美
、
こ
こ
に
あ
り
で
あ
る
。

浄土ヶ浜・三陸海岸
39°39'10.9"N 141°58'48.8"E





道の駅 やまびこ館
閉伊の郷かわい 大峠ダム

閉伊川沿いのビュースポット。
ダムを囲む山並みが美しく、新
緑と紅葉時期がおすすめ。ま
た山田線のビュースポット

薬師塗漆工芸館
漆工芸の展示のほか、螺鈿技
法が体験できる施設。やまび
こ館の敷地内に併設●宮古市
川内 8-8-1 ● 0193-75-2351

平片の滝
宮古街道の開削に尽力した牧
庵鞭牛が修行したと伝えられ
る滝。周囲は深い森でどこか
神聖な気配が漂う

岩泉線レールバイク
廃線となった岩泉線を自転車
駆動で走るアクティビティが楽
しめる●宮古市和井内 21-1-3 
● 080-5564-2310

早池峰山
標高 1,917m、北上高地の最高
峰にして日本百名山のひとつ。
ハヤチネウスユキソウをはじ
め、固有種が多い山でも有名

薬師川渓流の古生界
三陸ジオサイトのひとつ。4 億
年前に遡る早池峰構造帯と南
部北上帯の地層を前に大地の
躍動を感じられる場所

西塔幸子記念館
岩手を代表する歌人・西塔幸子
の貴重な遺稿などを展示●宮
古市江繋第９地割 43 ● 0193-
78-2705

北上山地民俗資料館
山に抱かれた北上高地の暮ら
しや林業をはじめとする生業を
伝える資料館●宮古市川井第
２地割 187-1 ● 0193-76-2167

道の駅　やまびこ館
閉伊の郷かわい

閉伊川の旅の中継地。土地の
逸品が揃う●宮古市川内 8-2 
● 0193-85-5011

タイマグラキャンプ場
早池峰山麓の美しいキャンプ
場。目の前には薬師川も流れ
る●宮古市江繋第 5 地割 3 番
地 3 ● 0193-78-2031

横沢温泉「静峰苑」
大正時代に発見されて以来、
地元の人たちに愛される冷泉
●宮古市鈴久名第 4 地割 5-4　 
● 0193-74-2444

里の駅 おぐに
小学校校舎を改築した産直施
設。季節の農産物ほか土地
の味を楽しめる●宮古市小国
9-81-1 ● 0193-77-5198
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宮古遠景・閉伊川河口域
39°38'19.8"N 141°57'49.7"E

　
岩
手
県
東
部
の
大
部
分
を
占
め
る

北
上
高
地
。

　
そ
れ
は
青
森
県
八
戸
か
ら
宮
城
県

牡
鹿
半
島
に
及
ぶ
南
北
約
二
百
五
十

キ
ロ
、
東
西
最
大
八
十
キ
ロ
の
紡
錘
型

を
成
し
た
山
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

古
生
層
、
中
生
層
か
ら
な
る
標
高
約

一
千
メ
ー
ト
ル
の
山
々
が
、
無
数
に

ひ
し
め
く
。

　
こ
の
山
塊
を
押
し
分
け
、
谷
を
刻

み
な
が
ら
流
れ
る
の
が
岩
手
を
代
表

す
る
河
川
・
閉
伊
川
で
あ
る
。

　
盛
岡
の
東
、
区
界
高
原
に
源
流
を
持

ち
、
約
百
キ
ロ
の
旅
を
経
て
陸
中
宮

古
へ
と
注
ぐ
こ
の
川
は
、
長
い
歴
史

の
な
か
で
人
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
っ

て
き
た
。
そ
れ
は
二
十
一
世
紀
を
迎

え
た
今
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
と

き
に
激
し
く
飛
沫
を
あ
げ
、
と
き
に

滔
々
と
流
れ
る
水
脈
を
辿
り
、
風
土
を

感
じ
な
が
ら
東
へ
東
へ
と
向
か
う
旅
。

そ
の
先
で
待
つ
の
は
、「
さ
な
が
ら
極

楽
浄
土
の
ご
と
し
」
と
謳
わ
れ
た
現

世
の
極
楽
で
あ
る
。

　
遥
か
東
方
で
待
つ
極
楽
の
浜
へ
、
旅

立
ち
の
と
き
。
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