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三重の文学碑巡り

表紙写真 野口 雨情 詩碑（度会郡南伊勢町）

県の花

ハナショウブ

三重県内の市町などが、それぞれの特徴を象徴する存在として選定している
木・花を紹介します。

三重
の

シンボル
三重県

■ お問い合わせ ■
三重県 戦略企画部 広聴広報課 企画・広聴班　ＴＥＬ ０５９‐224‐２031

＊ご愛読いただいていた「三重彩時記」を202号からリニューアルしました。
＊次回から、市・町名の50音順に紹介します。
＊シンボルを選定していない、もしくは鳥や魚などを選定している市町も一部あります。



　
緑
豊
か
な
山
々
、青
く
輝
く
海
、山
と
海
を
つ
な
ぐ
川
の
清
ら
か
な
流
れ
、

そ
し
て
各
地
域
で
懸
命
に
生
き
る
人
々
の
姿
…
。
三
重
県
内
を
旅
す
れ
ば
、

思
わ
ず
感
嘆
の
声
を
あ
げ
た
く
な
る
光
景
に
出
合
い
ま
す
。

　
時
に
は
、心
に
留
め
た
印
象
を
、詩
歌
や
俳
句
と
し
て
結
実
さ
せ
た
方
も

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
今
回
は
、三
重
県
と
ゆ
か
り
が
あ
り
、美
し
い
詩
や
手
紙
な
ど
を
残
し
た

文
化
人
を
顕
彰
し
て
建
立
さ
れ
た
文
学
碑
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

文
学
碑
を
巡
れ
ば
、意
外
な
誕
生
秘
話
や
、地
域
の
人
々
と
の
交
流
の
様
子

な
ど
も
垣
間
見
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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※
三
重
県
内
に
は
、ほ
か
に
も
数
多
く
の
文
学
碑
が
存
在
し
ま
す
。今
回
紹
介
す
る
の
は
、ほ
ん
の
一
部
で
す
。
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文
学
碑
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介
す
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の
一
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す
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

中原 中也詩碑

詩碑の下部には詩の全文が記された
プレートが設置されている。

詩碑製作者の吉村 壽夫さんのアトリエ

　
三
重
県
の
北
の
玄
関
口「
桑
名
駅
」は
、Ｊ
Ｒ

東
海
の
関
西
本
線
、近
鉄
の
名
古
屋
線
、養
老

鉄
道
の
養
老
線
が
乗
り
入
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、 

多
く
の
乗
降
客
で
賑
わ
い
ま
す
。 

日
々
、

駅
を
利
用
す
る
中
で
、
１
番
線
ホ
ー
ム
に
建

詰
め
た  

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
只
獨
り  

ラ
ン

プ
を
持
っ
て
立
っ
て
ゐ
た
」と
、
詩
の
１
連
目

と
、
作
者
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
詩
の
タ
イ
ト
ル
は「
桑
名
の
驛
」。
そ
し
て

作
者
は
、
近
代
詩
人・中
原 

中
也
で
す
。
明

治
40（
１
９
０
７
）年
に
山
口
県
で
生
ま
れ
、

京
都
で
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
後
は
、
主
に

東
京
で
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
中
也
で
す
が
、

桑
名
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？ 

そ
こ
に
は
、
あ
る
で
き
ご
と
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　
そ
の
で
き
ご
と
は
、
昭
和
10（
１
９
３
５
）

年
の
８
月
11
日
に
起
こ
り
ま
し
た
。
中
也
は
妻

と
長
男
と
の
３
人
で
、
帰
省
中
の
山
口
か
ら

つ
、
大
き
な
詩
碑
に
気
付
い
た
方
も
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
台
座
を
含
め
る
と
2.
1
メ
ー

ト
ル
に
達
す
る
碑
を
見
る
と
、「
桑
名
の
夜
は

暗
か
っ
た  

蛙
が
コ
ロ
コ
ロ
鳴
い
て
ゐ
た  
夜

更
の
驛
に
は
驛
長
が  

綺
麗
な
砂
利
を
敷
き

東
京
へ
と
列
車
で
帰
る
途
中
で
し
た
。
し
か

し
、
関
西
地
方
で
は
、
前
日
の
夜
か
ら
降
り

続
い
た
豪
雨
の
た
め
に
、
大
阪
と
京
都
間
で

列
車
の
運
行
が
不
能
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
中
也
た
ち
を
乗
せ
た
東
海
道
線

の
上
り
列
車
は
、
関
西
本
線
を
経
由
す
る
こ

と
に
。
夜
中
に
桑
名
駅
に
停
車
し
た
の
は
、

ま
っ
た
く
の
偶
然
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
桑
名
の
夜
は
暗
か
っ
た
…
と
、
何
度
も
繰

り
返
し
た
の
は
、
賑
や
か
な
様
子
を
想
像
し

て
い
た
中
也
が
、
実
際
の
駅
の
静
か
さ
と
の

落
差
に
驚
い
た
か
ら
で
し
ょ

う
」と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、

郷
土
史
家
の
西
羽 

晃
さ
ん
。

長
年
、
郷
土
の
歴
史
を
探
求

す
る
西
羽
さ
ん
は
、
中
也
に

は
東
海
道
の
宿
場
町
と
し
て

賑
わ
う
桑
名
に
つ
い
て
の
知

識
が
あ
っ
た
筈
だ
と
い
い
ま

す
。
そ
れ
は
詩
の
２
連
目
の

「
焼
蛤
貝
の
桑
名
と
は  

此
処

の
こ
と
か
と
思
っ
た
か
ら
駅

長
さ
ん
に
訊
ね
た
ら
…
」と

驛
」の
詩
碑
を
建
て
た
い
と
考
え
た
と
い
い
ま

す
。
そ
こ
で
有
志
を
募
り
、「
中
原 

中
也『
桑

名
の
驛
』詩
碑
建
設
委
員
会
」を
結
成
。
こ
う

し
て
平
成
６
年
、桑
名
駅
の
開
業
百
周
年
記
念

に
合
わ
せ
て
、
除
幕
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

式
に
は
、
中
也
の
弟
夫
人
、
当
時
の「
中
原
中

也
記
念
館
」（
山
口
県
）館
長
も
同
席
し
、
盛
大

な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
赤
御
影
石
の
形
態
で
、
詩
人
と
し
て
短
い

生
涯
を
情
熱
的
に
生
き
た
中
也
の
詩
心
を
表

現
し
ま
し
た
。
ま
た
、
曲
線
と
直
線
の
対
極

表
現
で
、
車
輪
と
開
業
百
年
と
い
う
歴
史
の

重
み
を
具
現
化
し
て
い
ま
す
」と
話
す
の
は
、

国
画
会
会
員
の
彫
刻
家
、
吉
村 

壽
夫
さ
ん
で

す
。
詩
碑
製
作
の
意
図
を
ア
ト
リ
エ
で
熱
く

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
桑
名
駅
」を
利
用
す
る
際
は
、東
京
方
面
を

向
い
て
建
つ
、
詩
碑
を
じ
っ
く
り
と
眺
め
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、

駅
は
中
心
部
か
ら
離
れ
た
郊
外
に
あ
り
、
し

か
も
、
当
時
の
出
入
り
口
は
東
口
だ
け
で
、

西
側
は
一
面
の
田
ん
ぼ
だ
っ
た
た
め
、
聞
こ

え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
西
羽
さ
ん
は
、こ
の
驚
き
が
詩
心

を
掻
き
立
て
た
の
だ
ろ
う
と
話
し
ま
す
。

　
中
也
が
、こ
の
世
を
去
っ
た
の
は
、
わ
ず
か

２
年
後
の
こ
と
で
し
た
。
桑
名
に
来
る
こ
と

は
２
度
と
な
か
っ
た
の
で
す
。
西
羽
さ
ん
は
、

一
度
き
り
の
奇
縁
か
ら
誕
生
し
た「
桑
名
の

中
原 
中
也（
１
９
０
７
〜
１
９
３
７
）詩
碑

一
度
き
り
の
奇
縁
か
ら
誕
生
し
た「
桑
名
の
驛
」

【
桑
名
市
大
字
東
方
】

え
き

え
ん

き

桑
名
市
文
化
協
会

（
桑
名
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
文
化
課
内
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

２
４ ‒ 

１
３
６
１

お
問
い
合
わ
せ

か
え
る

い

よ

ふ
け

に
し

あ
き
ら

は

は
ず

や
き

こ
こ

た
ず

か

あ
か
み
か
げ
い
し

ひ
さ
お

は
ま
ぐ
り

た
だ
ひ
と

除幕式に出席した皆さん※

ち
ゅ
う

や
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「
四
日
市・伊
藤 

桂
一
顕
彰
委
員
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
２
６ ‒ 

１
９
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
志
水 

雅
明
会
長
）

お
問
い
合
わ
せ

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※

伊藤 桂一詩碑

詩碑の除幕式に出席した伊藤 桂一夫妻

会報紙「水車」「小説に描かれた大日寺」

大日寺本堂

　
丹
羽 

文
雄（
１
９
０
４
〜
２
０
０
５
）、
田

村 

泰
次
郎（
１
９
１
１
〜
１
９
８
３
）、
近
藤 

啓
太
郎（
１
９
２
０
〜
２
０
０
２
）は
、
い
ず

れ
も
四
日
市
市
出
身
の
作
家
と
し
て
知
ら
れ

28
年
に
99
年
の
生
涯
を
終
え
た
伊
藤 

桂
一
で

す
。

　
「
平
成
21
年
の
満
92
歳
の
誕
生
日
に
、
生
家

の
大
日
寺
で
詩
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
時
に

は
、
桂
一
夫
妻
も
出
席
し
て
く
れ
ま
し
た
」と

教
え
て
く
れ
る
の
は
、
志
水 

雅
明
さ
ん
。
日

本
文
藝
家
協
会
会
員
の
志
水
さ
ん
は「
四
日

市・伊
藤 

桂
一
顕
彰
委
員
会
」の
会
長
も
務
め

ま
す
。
同
会
は
、
詩
碑
建
立
の
後
も
、
会
報

紙「
水
車
」を

発
行
す
る
な

ど
、多
彩
な
顕

彰
活
動
を
続

け
て
い
ま
す
。

　
あ
る
秋
の
日
、
志
水
さ
ん
の
案
内
で
大
日

寺
を
訪
ね
る
と
、
ま
ず「
高
角
山
大
日
寺
」と

彫
ら
れ
た
大
き
な
石
に
出
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

武
蔵
坊
弁
慶
が
藤
縄
で
く
く
っ
て
担
い
で
き

た
と
い
う
伝
承
が
語
り
継
が
れ
る「
弁
慶
石
」

で
す
。
門
碑
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す「
弁
慶

石
」を
後
に
し
て
参
道
を
進
む
と
、
や
が
て
本

堂
手
前
で
、
青
色
の
自
然
石
に
気
付
き
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
お
話
の
詩
碑
。
高
さ
は
台
座

ま
す
が
、
加
え
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、昭

和
37（
１
９
６
２
）年
に「
螢
の
河
」で
直
木
賞

を
受
賞
し
た
ほ
か
、
時
代
小
説
・
詩
・
短
歌

な
ど
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で
活
躍
し
、
平
成

を
含
め
る
と
１
メ
ー
ト
ル
程
度
。
少
し
丸
み

を
帯
び
た
文
字
を
見
て
い
る
と
、
自
然
と
優

し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
「
ぼ
く
は
ふ
る
さ
と
へ
帰
っ
た
と
き
に  

ま

だ
そ
の
水
ぐ
る
ま
を
お
ぼ
え
て
い
た  

け
れ

ど
も
向
う
は
ぼ
く
の
こ
と
な
ど  

と
っ
く
に

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
て  

ゆ
る
り  

ゆ
る
り 

薄
の
な
か
で  

ま
わ
っ
て
い
た
」

　
「
文
字
は
、
自
筆
を
拡
大
し
た
も
の
で
す
。

生
前〝
仏
の
桂
さ
ん
〞と
称
さ
れ
た
人
柄
を
彷

彿
さ
せ
る
で
し
ょ
う
」と
話
す
志
水
さ
ん
か
ら

は
、
謙
虚
で
温
厚
な
桂
一
を
偲
ぶ
想
い
が
伝

の
複
雑
な
心

情
を
綴
り
ま

し
た
。当
時
、

寺
の
近
く
に

あ
っ
た
水
車

に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、

「
四
日
市・伊
藤 

桂
一
顕
彰
委
員
会
」会
員
の

加
納 

俊
彦
さ
ん
が
ま
と
め
た「
小
説
に
描
か
れ

た
大
日
寺
」に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
で
も
、
桂
一
の
作
品
に

は
、
自
然
の
風
景
・
草
花
・
何
気
な
い
音
な

ど
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

少
年
の
こ
ろ
に
見
聞
き
し
た
、
三
滝
川
の
流

れ
や
、
寺
の
裏
側
に
あ
っ
た
竹
藪
、
参
道
に

咲
く
彼
岸
花
な
ど
の
豊
か
で
繊
細
な
色
彩
や

音
に
育
ま
れ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
」。
志
水

さ
ん
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
詩
碑
の
側
面
を

眺
め
て
い
る
と
、
青
く
澄
ん
だ
水
の
流
れ
が

現
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

わ
っ
て
き
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
奈
良
時
代
創
建
と
も
伝
わ
り
、

高
さ
3.
1
4
メ
ー
ト
ル
を
誇
る
大
日
如
来
坐

像（
市
指
定
有
形
文
化
財
）が
安
置
さ
れ
る
な

ど
、
由
緒
あ
る
寺
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た

桂
一
が
、
作
家
・
詩
人
と
し
て
の
道
を
歩
む

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、一
家
を
襲
っ
た
、
あ
る
不
幸
な
で
き

ご
と
が
発
端
で
し
た
。
大
日
寺
の
住
職
だ
っ

た
父
の
玄
信
が
、
不
慮
の
事
故
で
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
桂
一
が
わ
ず
か
４
歳

の
時
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
残
さ
れ
た
家
族

は
３
年
後
に
寺
を
出

る
こ
と
に
。
そ
の
後
、

戦
争
体
験
な
ど
を
経

て
、
主
に
東
京
で
長

く
生
活
し
た
桂
一
で

し
た
が
、
故
郷
へ
の

想
い
は
色
あ
せ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。「
日
帰
り
の
旅
」

「
帰
郷
」な
ど
の
作
品

に
は
、
帰
郷
し
た
際

伊
藤 
桂
一（
１
９
１
７
〜
２
０
１
６
）詩
碑

故
郷
へ
の
溢
れ
る
想
い
が
集
約
さ
れ
た「
水
車
」

【
四
日
市
市
寺
方
町
】

あ
ふ

ぐ
る
ま

み
ず

た
い

ろ
う

す
す
き

だ
い

し
み
ず

こ
う
か
く
ざ
ん

に
ち
じ

ほ
た
る

じ

ほ
う

げ
ん

や
ぶ

し
ん

ふ
つ
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※

小津 安二郎が足繁く通った映画館を模した
「小津安二郎青春館」（松阪市愛宕町）
TEL0598・22・2660（金・土・日・月曜日開館）

映写機をイメージした形の小津 安二郎記念碑

除幕式の様子

津観音

　
日
本
三
観
音
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
、
恵

日
山
観
音
寺
は
、全
国
か
ら
広
く
信
仰
を
集
め
、

〝
津
観
音
〞と
呼
び
親
し
ま
れ
ま
す
。
境
内
に

は
、
観
音
堂
・
五
重
塔
・
鐘
楼
堂
・
護
摩
堂

関
係
者
と
と
も

に
完
成
を
祝
い

ま
し
た
。

　

小
津 

安
二

郎
と
三
重
県
と

の
ゆ
か
り
と
い

え
ば
、
た
と
え

ば
、
10
歳
の
こ

ろ
か
ら
家
族
と

暮
ら
し
た
松
阪

市
愛
宕
町
や
、

旧
制
宇
治
山
田
中
学
校（
現
宇
治
山
田
高
校
）

で
学
生
生
活
を
謳
歌
し
た
伊
勢
市
、
同
校
卒

業
後
の
１
年
間
を
代
用
教
員
と
し
て
過
ご
し

た
松
阪
市
飯
高
町
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

津
市
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？

　
「
実
は
、
小
津
の
母
方
の
祖
母
が
津
観
音
近

く
に
住
ん
で
い
て
、度
々
訪
れ
て
い
た
の
で

す
。し
か
も
、祖
母
の
こ
と
を
書
い
た
手
紙
の

内
容
が
、映
画『
彼
岸
花
』に
深
く
関
係
し
て
い

る
の
で
す
」と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
田
川 

敏
夫
さ
ん
。
平
成
26
年
に
結
成
さ
れ
た「
小
津 

な
ど
が
並
び
建
つ
中
、
平
成
27
年
に
新
た
に

建
立
さ
れ
た
の
が
、
映
画
監
督
・
小
津 
安
二

郎
の
記
念
碑
。
３
月
に
行
わ
れ
た
除
幕
式
に

は
、
女
優
の
山
本 

富
士
子
さ
ん
も
駆
付
け
、

安
二
郎
記
念
碑
建
立
委
員
会
」（
現
在
は「
彼
岸

花
映
画
祭
実
行
委
員
会
」）会
長
の
田
川
さ
ん

の
お
話
通
り
、
祖
母・都
志
は
、
現
在
の
津
市

美
杉
町
の
出
身
で
、
津
中
心
部
で
茶
業
を
営

む
中
條
家
に
嫁
い
で
い
ま
し
た
。
少
年
時
代

の
小
津
は
、
祖
母
の
元
を
度
々
訪
れ
、
当
時
、

境
内
に
あ
っ
た
映
画
館
で
映
画
を
鑑
賞
し
た

と
い
い
ま
す
。

　
そ
し
て
手
紙
と
は
、
昭
和
２（
１
９
２
７
）

年
に
、
久
居（
現
津
市
）の
陸
軍
歩
兵
第
33
連

隊
に
短
期
入
隊
し
た
際
、
祖
母
の
家
に
寄
っ

と
、『
小
津 
安
二
郎
の
芸
術
』に
著
し
ま
し
た
。

　
多
感
な
10
代
を
三
重
県
各
地
で
過
ご
し
た

小
津
は
、
大
正
12（
１
９
２
３
）年
に
上
京
す

る
と
、
映
画
監
督
の
道
を
歩
み
続
け
、54
作
品

を
こ
の
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

昭
和
38（
１
９
６
３
）年
12
月
12
日
に
、
そ
の

人
生
に
幕
を
降
ろ
し
ま
す
。
奇
し
く
も
、
満

60
歳
の
誕
生
日
で
し
た
。

　
小
津
映
画
に
対
す
る
評
価
は
、
死
後
数
十

年
経
っ
た
今
で
も
衰
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
平
成
24
年
に
は「
東
京
物
語
」（
１
９
５
３

年
）が
、
英
国
映
画
協
会
が
10
年
に
１
度
開
催

す
る「
世
界
映
画
史
上
ト
ッ
プ
テ
ン
」で
１
位

に
輝
く
な
ど
、
世
界
中
で
高
く
評
価
さ
れ
て

い
ま
す
。
田
川
さ
ん
は
、親
子
の
情
愛・人
間

同
士
の
つ
な
が
り
な
ど
、普
遍
的
な
も
の
が
描

か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
世
界
の
O
Z
U
」の
足
跡
を
辿
る
な
ら
、

津
観
音
へ
も
足
を
運
ん
で
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

て
一
泊
し
た
時
の
こ
と
を
友
人
宛
に
書
き

送
っ
た
も
の
。
碑
文
は
、こ
の
手
紙
を
抜
粋
し

た
も
の
で「
お
ば
あ
さ
ん
が
津
の
宿
屋
町
に
住

ん
で
い
る
。
朝
早
く
僕
は
お
ば
あ
さ
ん
の
前

に
久
振
り
に
両
手
を
つ
い
て
殊
の
外
真
面
目

に
云
っ
た 

― 

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
お
ば

あ
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら 

― 

ま
た
お
い
な
さ

れ
、僕
は
な
ん
だ
か
悲
し
く
な
っ
た
。
お
い
な

さ
れ  

又
こ
の
つ
ぎ
に  

彼
岸
草
」で
す
。
津

の
方
言
で「
お
い
な
さ
れ（
来
な
さ
い
）」と
話

す
祖
母
と
小
津
と
の
様
子
は
、
ま
る
で
映
画

の
ワ
ン
シ
ー
ン
の
よ
う
で
す
。

な
お
、最
後
に
添
え
ら
れ
た
句

の
彼
岸
草
と
は
、
こ
の
時
に

電
車
か
ら
見
て
、印
象
に
残
っ

た
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
こ
と
。
日

本
映
画
大
学
学
長
で
、
日
本

を
代
表
す
る
映
画
史
家
の
佐

藤 

忠
男
氏
は
、 

31
年
後
の
昭

和
33（
１
９
５
８
）年
に
発
表

さ
れ
た
初
の
カ
ラ
ー
作
品
の

題
名『
彼
岸
花
』は
、
こ
の
時

の
記
憶
に
根
差
し
た
も
の
だ

小
津 
安
二
郎（
１
９
０
３
〜
１
９
６
３
）記
念
碑

祖
母
の
言
葉〝
お
い
な
さ
れ
〞と「
彼
岸
花
」の
印
象
を
認
め
た
手
紙

【
津
市
大
門
】

し
た
た

「
彼
岸
花
映
画
祭
実
行
委
員
会
」事
務
局

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
８
０ ‒ 

３
６
４
７ ‒ 

４
４
６
０

お
問
い
合
わ
せ

えど
う

ご

つ

じ

や
ま
ち

し
ゅ
く

あ
ら
わ

ひ
さ
し

こ
と

ほ
か

く

ふ
へ
ん
て
き

た
ど

そ
う

ひ
が
ん

ぶ

い

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
け

ま

ま
ち

あ
た
ご

ざ
ん

に
ち
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「安乗岬園地」内に建つ伊良子 清白詩碑

「安乗埼灯台」

「伊良子 清白の家」（国登録有形文化財）

鳥羽市小浜町に建つ伊良子 清白詩碑

　
「
志
摩
の
果
安
乗
の
小
村  

早
手
風
岩
を
ど

よ
も
し
…
」安
乗
の
小
さ
な
村
で
、
岩
が
ど

よ
め
く
ほ
ど
急
に
激
し
く
吹
き
起
こ
る
風
の

描
写
か
ら
始
ま
る
詩
の
タ
イ
ト
ル
は「
安
乗
の

稚
児
」。
作
者
は
、
伊
良
子 

清
白
で
す
。
明

形
文
化
財「
安
乗
埼
灯
台
」が
建
つ
、「
安
乗
岬

園
地
」内
で
す
。
志
摩
市
文
化
財
調
査
委
員
の

尾
﨑 

亥
之
生
さ
ん
に
お
話
を
伺
う
と
、
清
白

は
、
実
際
に
安
乗
を
訪
ね
て
作
詩
し
た
の
で

は
な
い
と
の
こ
と
。
そ
れ
で
も
４
連
目
の「
荒

壁
の
小
家
一
村  

反
響
す
る
心
と
心  

稚
子
ひ

と
り
恐
怖
を
し
ら
ず  

ほ
ゝ
ゑ
み
て
海
に
対

へ
り
」で
は
、安
乗
の
漁
村
の
厳
し
い
生
活
や
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
沖
に
出
て
い
る
両
親
と

心
が
通
い
合
っ
て
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
乳
飲

み
子
の
描
写
が
、
ま
る
で
実
際
の
光
景
の
よ

う
だ
と
話
し
ま
す
。
な
お
、「
稚
児
」で
は
な
く

「
稚
子
」と
あ
る
の
は
、『
孔
雀
船
』の
初
版
の
表

記
に
よ
る
も
の
と
教
わ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
裏
面
の
撰
文
は
、
清
白
の
二
男
で

作
家
の
伊
良
子 

正
が
記
し
た
も
の
。「（
前
略
）

治
39（
１
９
０
６
）年
刊
行
の
詩
集『
孔
雀
船
』

を
代
表
す
る
詩
を
刻
ん
だ
詩
碑
は
、
現
在
、

県
内
に
２
基
あ
り
ま
す
。

　
１
基
目
が
あ
る
の
は
、
詩
の
舞
台
と
な
っ

て
い
る
志
摩
市
阿
児
町
安
乗
。
国
の
登
録
有

自
然
と
人
間
の
対
立
、
融
和
の
絶
唱
は
、
未

来
永
劫
い
つ
い
つ
ま
で
も
、
人
の
心
を
と
ら

え
て
は
な
さ
な
い（
後
略
）」と
い
う
文
面
か
ら

は
、
詩
と
と
も
に
清
白
を
誇
ら
し
く
想
う
気

持
ち
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
も
う
１
基
を
訪
ね
て
、
鳥
羽
市
小

浜
町
へ
。
小
浜
漁
港
に
到
着
す
る
と
、陽
の
光

を
浴
び
て
輝
く
海
面
に
、
ぽ
っ
か
り
と
小
さ

な
島
々
が
浮
か
び
、一
幅
の
画
の
よ
う
で
す
。

め
ざ
す
詩
碑
は
、
近
く
の
城
山
に
鎮
座
す
る

八
幡
神
社
へ
と
続
く
階
段
を
登
っ
た
先
に
あ

り
、「
水
底
の
泥
を
逆
上
げ  

か
き
に
ご
す
海

の
病  

そ
ゝ
り
立
つ  

波
の
大
鋸  

過
げ
と
こ

れ
た
清
白
は
、
以
来
、
昭
和
20（
１
９
４
５
）年

に
、
現
在
の
大
紀
町
に
疎
開
す
る
ま
で
の
23
年

間
を
小
浜
の
地
で
過
ご
し
た
の
で
す
。
そ
し

て
翌
年
、
往
診
に
向
か
う
途
中
で
病
に
倒
れ
、

帰
ら
ぬ
人
に
。
生
涯
を
終
え
た
の
も
、
県
内

だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
小
浜
の
集
落
内
で
過
ご
し
た
清
白
の
住
宅

兼
診
療
所
は
、
現
在『
伊
良
子
清
白
の
家
』と

し
て
、市
内『
マ
リ
ン
パ
ー
ク
』に
あ
り
、フ
ァ

ン
の
方
な
ど
が
訪
れ
て
い
ま
す
」と
話
す
の

は
、
鳥
羽
市
教
育
委
員
会
の
文
化
財
専
門
員

で
あ
る
豊
田 

祥
三
さ
ん
。豊
田
さ
ん
か
ら
は
、

清
白
が
医
者
と
し
て
真
摯
に
患
者
と
接
し
て

い
た
と
同
時
に
、
詩
壇
の
第
一
線
か
ら
身
を

引
い
て
も
、
詩
歌
へ
の
情
熱
を
持
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
も
教
わ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
春
は
、
清
白
が
愛
し
た
県
内
各
地
を

巡
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

そ
船
を
ま
つ
ら
め
」と
、
２
連
目
が
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、小
浜
町
と
清
白
の
関
連

と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
は
、
裏
面

の「
設
立
趣
意
文
」を
読
む
と
わ
か
り
ま
す
。

生
前
の
清
白
と
交
流
が
あ
り
、『
評
伝 

伊
良
子 

清
白
』の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
楠
井 

不
二

が
記
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
明
治
10（
１

８
７
７
）年
に
鳥
取
県
で
生
ま
れ
た
清
白（
本

名 

暉
造
）が
、
故
あ
っ
て
東
京
を
去
り
、
国

内
各
地
や
台
湾
な
ど
を
経
て
、
大
正
11（
１
９

２
２
）年
に
小
浜
村
の
村
医
と
し
て
迎
え
ら
れ

た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
転
々
と

住
居
を
変
え
た
た
め
、〝
漂
泊
の
詩
人
〞と
称
さ

伊
良
子 

清
白（
１
８
７
７
〜
１
９
４
６
）詩
碑

鳥
羽
の
漁
村
で
医
者
と
し
て
過
ご
し
た
詩
人
の
代
表
的
作
品「
安
乗
の
稚
児
」

【
鳥
羽
市
小
浜
町
】

せ 

い

は 

く

あ

ち

ご

の
り

鳥
羽
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
５ ‒ 

１
２
７
１

志
摩
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

４
４ ‒ 

０
３
３
９

お
問
い
合
わ
せ

は
て

こ
む
ら

み

く
す

て
る
ぞ
う

ゆ
え

し
ょ
う
ぞ
う

し
ん
し

い

ふ

じ

ら
い
え
い
ご
う

いっ
ぷ
く

は
ち
ま
ん

み
な
ぞ
こ

さ
か

い
た
つ
き

お
お
の
こ

よ

あ

じ
ん
じ
ゃ

え は
や

か
ぜ

い

の
お

こ
い
え

む
か

せ
ん
ぶ
ん

え

ひ
と
む
ら

こ 

だ 

ま

お 

そ 

れ

く

た
だ
し

じ
ゃ
く
ぶ
ね

て
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南伊勢町役場前に建つ詩碑

内瀬（ないぜ）地区に建つ詩碑
第16節「空の月さへ内瀬の湾の　
浜の小舟の中に照る」

　
南
伊
勢
町
の
東
側
一
帯
に
広
が
る
五
ヶ
所

湾
は
、
リ
ア
ス
式
の
海
岸
線
が
複
雑
に
入
り

組
み
、
そ
の
様
子
が
ま
る
で
カ
エ
デ
の
葉
の

よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、〝
楓
江
湾
〞と
も
称

さ
れ
ま
す
。
昭
和
11（
１
９
３
６
）年
、
こ
の

数
々
の
詩
や
童
謡
、
そ
し
て
民
謡
を
世
に
送

り
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
。
中
で
も「
七

つ
の
子
」「
十
五
夜
お
月
さ
ん
」「
青
い
眼
の
人

形
」な
ど
の
童
謡
は
、
年
齢
に
関
係
な
く
口
ず

さ
め
る
歌
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。

　
大
正
時
代
を
中
心
に
数
々
の
童
謡
を
生
み

出
し
、北
原 

白
秋（
１
８
８
５
〜
１
９
４
２
）、

西
條 

八
十（
１
８
９
２
〜
１
９
７
０
）と
と
も

に
近
代
童
謡
の
基
礎
を
作
っ
た
雨
情
は
、
同

10（
１
９
２
１
）年
ご
ろ
に
な
る
と
、
全
国
各

地
を
訪
れ
、
そ
の
土
地
で
民
謡
を
作
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
五
ヶ
所
湾
を
訪
れ
た

際
に
は
、
毎
日
毎
日
、
各
地
に
出
向
い
て
、

実
際
の
風
景
を
見
聞
き
し
、
作
詩
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
移
動
に
は
主
に
自
転
車
や

舟
を
利
用
し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
時
に
は
、

土
地
の
若
者
た
ち
が
担
ぎ
手
と
な
り
、籠
で
山

道
を
駆
け
上
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
こ
う
し
て
、
17
節
で
構
成
さ
れ
た「
五
ヶ

所
湾
小
唄
」が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
時
は
流
れ
、雨
情
の
来
訪
か
ら
74
年
が
経
っ

た
平
成
22
年
、
南
伊
勢
町
役
場
前
に「
五
ヶ
所

風
光
明
媚
な
五
ヶ
所
湾
を
、
あ
る
詩
人
が
来

遊
し
ま
し
た
。
野
口 

雨
情
で
す
。

　
野
口 

雨
情（
本
名 

英
吉
）は
、
明
治
15（
１

８
８
２
）年
に
茨
城
県
で
生
ま
れ
、昭
和
20（
１

９
４
５
）年
に
64
歳
で
永
眠
す
る
ま
で
の
間
に
、

湾
小
唄
」の
第
７
節「
五
ヶ
所
蜜
柑
の
色
づ
く

頃
に
や  

雨
も
黄
金
の
色
に
降
る
」が
刻
ま
れ

た
詩
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
高
さ
約
1.
2

メ
ー
ト
ル
の
碑
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
南
伊
勢

町
の
木
で
も
あ
る
ミ
カ
ン
の
木
が
植
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
町
内
各
地
を
ド
ラ

イ
ブ
し
て
い
て
、
所
々
で
似
た
よ
う
な
自
然

石
の
詩
碑
に
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
人
も
い

る
で
し
ょ
う
。
中
に
は
大
き
さ
や
素
材
が
違

う
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
昭
和

59（
１
９
８
４
）年
に
、
礫
浦
地
区
に
第
10
節
を

記
し
た
碑
が
建
て
ら
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、

各
地
区
に
建
て
ら
れ
、
役
場
前
の
碑
で
15
基
と

な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
詩
碑
の
傍

ら
に
建
つ
石
碑
に
も
詳
し
く
説
明
し
て
あ
り
、

う
」と
話
す
の
は
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
三
重
大

学
社
会
連
携
特
任
教
授
の
川
口 

祐
二
さ
ん
。

長
年
、
同
町
の
文
化
振
興
に
携
わ
っ
て
き
た

川
口
さ
ん
の
言
葉
か
ら
は
、
町
民
で
あ
る
こ

と
を
自
負
す
る
想
い
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
や
が
て
季
節
は
、水
温
む
こ
ろ
。
こ
の
春
は

南
伊
勢
町
を
旅
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。
野
口 

雨
情
の
心
を
動
か
し
た
風
景
と
、

人
々
の
営
み
が
刻
ま
れ
た
詩
碑
が
、
道
案
内

し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

最
後
を「
こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
野
口 

雨
情

の
詩
碑
の
い
ち
ば
ん
多
い
町
の
誕
生
と
、
南

伊
勢
町
が
誇
り
高
い
文
化
の
町
へ
発
展
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
願
わ
く
は
、
人
び
と
こ

ぞ
っ
て
雨
情
殊
玉
の
詩
碑
を
く
ち
ず
さ
ま
れ

ん
こ
と
を
」と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。な
お
、

15
基
の
内
の
第
４
節「
こ
こ
は
五
ヶ
所  

愛
洲
の

城
址  

聞
く
も
な
つ
か
し
物
語
」を
刻
ん
だ
碑

は
、
昨
年
12
月
に「
愛
洲
の
館
」敷
地
内
に
移

設
さ
れ
ま
し
た
。。

　
「
大
詩
人
で
あ
る
野
口 

雨
情
に
、
こ
れ
だ

け
の
す
ば
ら
し
い
民
謡
を
作
ら
せ
た
の
は
、

五
ヶ
所
湾
と
い
う
見
事
な
風
景
、
そ
し
て
そ

こ
に
住
む
人
々
が
営
々
と
培
っ
て
き
た
伝
統

あ
る
暮
ら
し
や
産
業
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ

野
口 
雨
情（
１
８
８
２
〜
１
９
４
５
）詩
碑

見
事
な
風
景
と
人
々
の
営
み
を
歌
っ
た
一
節
が
導
く「
五
ヶ
所
湾
小
唄
」

【
度
会
郡
南
伊
勢
町
】

う

じ
ょ
う

南
伊
勢
町
教
育
委
員
会
事
務
局

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

７
７ ‒ 

０
０
０
２

南
伊
勢
町
観
光
商
工
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

６
６ ‒ 

１
５
０
１

お
問
い
合
わ
せ

ふ
う

か
ん

さ
ざ
ら
う
ら

し
ゅ
ぎ
ょ
く

あ
い
す

ゆ
う
じ

じ

ぬ
る

ふ

じ
ょ
う

つ
ち
か

し

み

が
ね

こ

ふ
う
こ
う
め
い

さ
い
じ
ょ
う

や

か
ご

そ

は
く
し
ゅ
う

び

こ
う
わ
ん

「南海展望公園」入口近くに建つ野口 雨情詩碑。
第13節「綺縹（きりょう）のよいの（ぢや）礫の育ち  情深いは伊勢気質（かたぎ）」

切原の白滝近くに建つ詩碑
第７節「山にひびいて白瀧さへも　
水はくだけて花と咲く」
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

―
―
私
た
ち
は
今
、
恐
竜
化
石
が
発
見
さ
れ

た
砥
浜
海
岸
に
い
ま
す
が
、
当
時
の
状
況
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

山
下
…
平
成
８
年
の
７
月
、
貝
化
石
採
集
に

来
て
い
た
研
究
家
４
人
が
偶
然
見
つ
け
て
、

県
の
教
育
委
員
会
に
連
絡
し
た
の
が
始
ま
り

で
す
。
こ
の
海
岸
の
地
層
は
、
中
生
代
白
亜

紀
前
期（
１
億
３
８
０
０
万
年
前
）に
形
成
さ

石
の
発
見
は
初
め
て
だ
っ
た
た
め
、
話
題
に

な
り
ま
し
た
。
以
来
、
発
見
場
所
に
ち
な
ん

で「
鳥
羽
竜
」と
通
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
―「
鳥
羽
竜
」の
種
類
・
大
き
さ
な
ど
は
、ど

こ
ま
で
判
明
し
て
い
る
の
で
す
か
？

山
下
…
平
成
13
年
に
、
研
究
成
果
の
発
表
会

を
市
内
で
開
催
し
た
時
に
、
中
生
代
白
亜
紀

前
期
に
ア
ジ
ア
地
域
に
生
息
し
て
い
た
竜
脚

類
の
テ
ィ
タ
ノ
サ
ウ
ル
ス
の
仲
間
だ
ろ
う
と

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
大
き
さ
は
長
さ
16
〜
18

メ
ー
ト
ル
、
重
さ
31
〜
32
ト
ン
に
達
し
ま
す
。

竜
脚
類
と
は
、
首
と
尾
の
長
い
四
足
歩
行
の

巨
大
な
恐
竜
の
こ
と
で
、
植
物
を
食
べ
て
い

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
は
、ま
だ
日
本
列
島

は
な
い
時
代
で
、
ア
ジ
ア
全
体
が
暖
か
く
、

大
き
な
シ
ダ
類
な
ど
が
豊
富
に
生
え
て
い
た

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
貝
化
石
が
多
い

場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
崖
の

一
部
に
恐
竜
の
よ
う
な
骨
化
石
の
断
面
が
見

え
た
こ
と
か
ら
、
県
と
鳥
羽
市
が
大
型
化
石

発
掘
調
査
団
を
結
成
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、

市
民
も
参
加
し
よ
う
と
結
成
し
た
の
が「
鳥
羽

恐
竜
研
究
振
興
会
」で
す
。

―
―
皆
さ
ん
が
力
を
合
わ
せ
て
発
掘
調
査
し

た
結
果
、
大
発
見
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
ね
。

山
下
…
そ
う
で
す
。同
年
の
10
月
か
ら
始
ま
っ

た
調
査
の
結
果
、
特
定
で
き
た
部
位
は
、
左

右
の
上
腕
骨
・
左
右
の
大
腿
骨
や
尾
椎
な
ど

12
点
で
す
。
そ
の
中
で
一
番
大
き
な
も
の
は

右
大
腿
骨
で
、
保
存
部
位
の
全
長
は
１
２
８

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。
当
時
の
日

本
で
、
こ
れ
だ
け
大
き
く
、一
頭
分
の
恐
竜
化

と
思
わ
れ
ま
す
。

―
―
会
の
皆
さ
ん
は
、
イ
グ
ア
ノ
ド
ン
類
の

足
跡
化
石
の
保
護
活
動
に
加
え
て
、
体
験
学

習
な
ど
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
ね
。

山
下
…
イ
グ
ア
ノ
ド
ン
は
草
食
性
恐
竜
の
中

で
も
二
足
歩
行
で
す
が
、
こ
の
足
跡
化
石
は

「
鳥
羽
竜
」の
２
年
後
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

新
た
な
恐
竜
化
石
発
見
に
、
驚
き
ま
し
た
。

実
は
今
日
は
、
た
ま
た
ま
本
物
の
足
跡
化
石

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
崩
れ
や
す
い

た
め
に
、
い
つ
も
は
保
護
し
て
見
え
な
い
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
パ
ー
ル

ぜ
ひ
、
鳥
羽
の
子
ど
も
た
ち
に
発
見
し
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
山
下

さ
ん
か
ら
は
、
最
後
に
鳥
羽
・
志
摩
・
伊

勢
地
域
を「
ジ
オ
パ
ー
ク
」（
地
質
学
的
に
貴

重
な
地
形
な
ど
を
備
え
た
自
然
公
園
）と
し

て
整
備
す
る
構
想
に
つ
い
て
も
教
わ
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
活
動
を
通
し
て
、鳥
羽
の

子
ど
も
た
ち
に
も
っ
と
地
域
の
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
い
、
自
慢
し
て
ほ
し
い
と
の

想
い
も
伝
わ
り
ま
し
た
。

ロ
ー
ド
沿
い
に
整
備
し
た
小
公
園
に「
鳥
羽

竜
」の
大
腿
骨
化
石
と
、
こ
の
足
跡
化
石
の
レ

プ
リ
カ
を
常
設
し
て
、子
ど
も
た
ち
に
も
触
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

　
体
験
学
習
は
、
夏
休
み
期
間
中
を
中
心
に
、

「
化
石
レ
プ
リ
カ
づ
く
り
体
験
教
室
」「
夏
休
み

盛
り
だ
く
さ
ん
体
験
活
動
」「
化
石
採
集
と
海

浜
生
物
の
観
察
会
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。
実

は「
鳥
羽
竜
」に
は
ま
だ
学
名
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
も
し
、
化
石
採
集
体
験
の
最
中
に
、
歯

か
頭
骨
の
化
石
を
発
見
で
き
れ
ば
、
学
名
に

発
見
者
の
名
前
を
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

いま、グループネット

平
成
８
年
、鳥
羽
市
安
楽
島
町
の
砥
浜
海
岸
の
崖
の
中
か
ら
恐
竜
化
石
が
発
見

さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
結
成
。
以
来
、「
鳥
羽
竜
」化
石
発
見
の
地
の
研
究
、

情
報
発
信
、
体
験
活
動
の
学
習
の
場
の
提
供
な
ど
を
中
心
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

向かって左から、
事務局の大川 千恵美さん、
事務局長の山下 直樹さん、
理事の江崎 満さん。

鳥
羽
恐
竜
研
究
振
興
会

お問い合わせ
「鳥羽恐竜研究振興会」事務局
鳥羽市鳥羽一丁目10－48
（鳥羽市歴史文化ガイドセンター内）
TEL 090‐4790‐0559

三
重
県
内
で
活
動
す
る
グ
ル
ー
プ
を
紹
介

す
る「
い
ま
、
グ
ル
ー
プ
ネ
ッ
ト
」。
今
回

は「
鳥
羽
恐
竜
研
究
振
興
会
」を
ご
紹
介

し
ま
す
。
こ
の
日
は
、恐
竜
の
骨
化
石
発

見
現
場
で
、事
務
局
長
の
山
下 

直
樹
さ
ん

に
夢
と
ロ
マ
ン
溢
れ
る
話
を
伺
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

※

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

あ

と
は
ま

ら
し
ま
ち
ょ
う

イグアノドンの足跡化石

化石採集体験参加の子どもたちへの事前説明

「鳥羽竜」の右大腿骨化石（左）と
イグアノドン足跡化石のレプリカ

「化石レプリカづくり体験教室」※

あ

じ
ょ
う
わ
ん
こ
つ

こ
つ

つ
い

る
い

か
い

ひ
ん

こ
つ

ず

り
ゅ
う
き
ゃ
く

び

た
い

だ
い

は
く

き
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「
津
市
香
良
洲
歴
史
資
料
館
」

「
香
良
洲
公
園
」

香良洲漁港

「西山公園」

八大龍神社・西来寺分院
常夜燈と道標
「今村酒造」

香
良
洲
神
社

698 754

575

松
並
木

「八太正太夫酒店」

「
サ
ン
デ
ル
タ
香
良
洲
」

1516

り
ま
す
か
ら
、
寄
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」と
案

内
さ
れ
た
の
が
、
東
海
地
方
で
も
数
少
な
い

「
戦
争
と
平
和
」を
テ
ー
マ
に
し
た
資
料
館
。

こ
こ
で
は
、か
つ
て
多
く
の
若
者
が
航
空
機
搭

乗
員
と
し
て
の
基
礎
訓
練
を
受
け
た
と
い
う
、

「
旧
三
重
海
軍
航
空
隊
」関
連
の
資
料
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
同
館
で
平
和
へ
の
想
い
を
新
た
に
し
て
、

次
に
向
か
う
の
は
、
天
照
大
神
の
妹
、
稚
日

女
尊
を
祭
神
と
す
る
香
良
洲
神
社
で
す
。
大

木
に
囲
ま
れ
た
境
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

背
筋
が
伸
び
る
気
が
し
ま
す
。 

社
殿
は
、
伊

　
今
回
の
旅
の
起
点
は
、
津
市
香
良
洲
総
合

庁
舎
近
く
の「
サ
ン
デ
ル
タ
香
良
洲
」駐
車
場

で
す
。
ト
ン
ガ
リ
帽
子
の
よ
う
な
屋
根
が
目

を
引
く
施
設
に
は
、
図
書
館
や
多
目
的
ホ
ー

ル
な
ど
が
揃
い
ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
利

用
す
る
場
合
は
、
近
鉄
・
J
R「
津
」駅
前
の

バ
ス
停「
津
駅
前
」か
ら
三
重
交
通
バ
ス
に
乗

り
、「
香
良
洲
総
合
支
所
前
」か「
香
良
洲
神
社

前
」で
降
り
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
近
く
に『
津
市
香
良
洲
歴
史
資
料
館
』が
あ

勢
神
宮
の「
式
年
遷
宮
」の
翌
年
、
平
成
26
年

に
建
て
替
え
ら
れ
た
ば
か
り
。「
式
年
遷
座
」と

呼
ば
れ
ま
す
。
前
年
に
は「
お
木
曳
行
事
」も

行
わ
れ
、
境
内
の「
香
良
洲
神
社
資
料
室
」（
要

予
約
T
E
L
０
５
９
‐
２
９
２‐
３
９
０
５
）

で
、
行
事
の
際
に
身
に
ま
と
う
装
束
な
ど
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
８
月
15
日
の
夜
か
ら
16
日
の
未
明
に

か
け
て
境
内
で
行
わ
れ
る「
宮
踊
り
」（
別
名

か
ん
こ
踊
り
）は
、
氏
神
様
に
豊
作
を
感
謝
祈

願
す
る
奉
納
踊
り
で
、
香
良
洲
の
夏
の
風
物

詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
あ
そ
こ
に
松
並
木
が
あ
り
ま
す
が
、
以
前

は
あ
の
辺
り
ま
で
砂
浜
が
広
が
っ
て
い
た
の

で
す
」と
濱
村
さ
ん
が
指
さ
す
方
向
は
、
堤
防

か
ら
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
上
も
陸
地
側
で
す
。

松
並
木
の
方
へ
移
動
し
て
み
る
と
、
光
景
は

一
変
。
少
し
盛
り
上
が
っ
た
道
の
両
側
に
松

の
巨
木
が
立
ち
並
び
ま
す
。
こ
の
趣
あ
る
道

は「
浜
堤
」と
呼
ば
れ
、
海
の
砂
礫
な
ど
が
波

に
よ
っ
て
打
ち
上
げ
ら
れ
て
形
成
さ
れ
た
自

然
堤
防
だ
と
教
わ
り
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
の
間
、「
浜
堤
」で
古
の
旅
人
気

　
香
良
洲
神
社
で
神
聖
な
気
分
に
浸
っ
た
後

は
、東
へ
進
み
ま
す
。
数
分
で「
香
良
洲
公
園
」

に
到
着
。
園
内
に
は
、
見
上
げ
る
ほ
ど
の
松

の
巨
木
が
並
び
立
ち
、
独
特
の
景
観
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、古
く
は
香
良
洲
神
社
の

神
領
地
だ
っ
た
と
教
わ
り
ま
す
。

　
根
元
が
ぐ
っ
と
持
ち
上
が
っ
た
松
な
ど
に

圧
倒
さ
れ
な
が
ら
歩
く
と
、
堤
防
の
先
に
広

が
る
海
が
望
め
ま
し
た
。
香
良
洲
海
岸
で
す
。

潮
干
狩
り
時
期
に
は
家
族
連
れ
な
ど
で
賑
わ

う
海
岸
に
沿
っ
て
、
約
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

堤
防
が
続
き
、
こ
の
日
は
、
さ
ざ
波
の
音
を

聞
き
な
が
ら
の
散
策
が
で
き
ま
し
た
。

れ 

い
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

分
を
味
わ
っ
た
後
は
、
再
び
、
潮
の
香
り
に

誘
わ
れ
て
堤
防
を
歩
き
ま
す
。
突
き
当
た
り

の
香
良
洲
漁
港
で
方
向
を
西
へ
変
え
る
と
、

今
度
は
川
が
現
れ
ま
し
た
。
町
の
北
端
を
流

れ
る
雲
出
古
川
で
す
。「
西
山
公
園
」や
、ヘ
リ

ポ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
た「
香
良
洲
町
防
災
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
」な
ど
を
通
り
な
が
ら
川
沿
い
を

歩
く
と
、
や
が
て
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
小
さ

な
社
が
見
え
ま
し
た
。
八
大
龍
神
社
で
す
。

同
社
に
は
延
徳
２（
１
４
９
０
）年
草
創
で
、

現
在
は
津
市
乙
部
に
あ
る
西
来
寺
に
ま
つ
わ

る「
龍
神
物
語
」が
語
り
継
が
れ
、地
域
の
人
々

が
守
り
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
隣
接
し
て

前
後
に
、
香
良
洲
神
社
を
詣
で
る
た
め
に
、

多
く
の
人
々
が
め
ざ
し
た
道
な
の
で
す
。

　
「
香
良
洲
は
小
さ
な
町
で
す
が
、
か
つ
て
は

２
軒
も
造
り
酒
屋
が
あ
り
ま
し
た
。『
今
村
酒

造
』は
、
昔
な
が
ら
の
味
を
今
も
守
り
続
け
て

い
ま
す
よ
」と
の
お
話
で
、
ま
ず「
今
村
酒
造
」

を
訪
ね
ま
す
。
万
延
元（
１
８
６
０
）年
創
業

の
同
店
で
は
、
歴
史
の
重
み
を
感
じ
る
看
板

を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

も
う
１
軒
は「
八
太
正
太
夫
酒
店
」。
現
在
は

醸
造
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
建
物
の
多
く

は
明
治
時
代
に
建
て
ら
れ
、
平
成
25
年
に
主

屋
な
ど
４
棟
が
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と

な
り
ま
し
た
。

西
来
寺
分
院
も
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

　
八
大
龍
神
社
に
手
を
合
わ
せ
、
住
宅
地
の

中
へ
と
入
っ
て
い
く
と
、
す
ぐ
に
大
き
な
常

夜
燈
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
周
囲
に
は
道
標

も
建
ち
、「
か
ら
す
道
」の
文
字
な
ど
が
読
み
取

れ
ま
す
。
香
良
洲
道
は
、
伊
勢
参
宮
街
道
の

脇
道
の
一
つ
。
か
つ
て
は〝
お
伊
勢
詣
ら
ば
可

良
須（
香
良
洲
）に
詣
れ
、
可
良
須
詣
ら
な
片

参
宮
〞と
も
い
わ
れ
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
の

　
黒
と
白
の
壁
が
印
象
的
な
蔵
な
ど
を
堪
能

し
、
途
中
で
、
香
良
洲
梨
の
畑
な
ど
を
眺
め

な
が
ら
、「
サ
ン
デ
ル
タ
香
良
洲
」へ
と
戻
り

ま
す
。
自
然
と
歴
史
が
凝
縮
し
た
香
良
洲
一

周
の
旅
は
、
こ
れ
で
終
了
で
す
。
な
お
、
バ

ス
を
利
用
の
場
合
は
、
本
数
が
少
な
い
た
め
、

事
前
に
確
認
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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良
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神
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神
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香
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道
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、

伊
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古
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雲
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に
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形
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れ
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三
角
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の
町
。
地
図
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す
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と
、扇
を
広
げ
た
よ
う
に
見
事
な

三
角
形
を
描
い
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
面
積
は
、
わ
ず
か
3.9
キ
ロ
平
方
メ
ー
ト
ル
で

す
が
、
老
松
が
生
い
茂
る
公
園
、
伊
勢
湾
沿

い
に
続
く
白
砂
青
松
の
海
岸
な
ど
、
変
化
に

富
ん
だ
景
観
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
照

大
神
の
妹
神
を
祀
る
香
良
洲
神
社
や
国
登
録

有
形
文
化
財
の
酒
店
な
ど
、
歴
史
あ
る
名
所

も
あ
り
、
見
ご
た
え
十
分
で
す
。

　
今
回
は
、
香
良
洲
町
内
を
ぐ
る
っ
と
一
周

し
ま
す
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

美
し
い
三
角
州
の
町
を
一
周

わ
か

め
の
み
こ
と

ひ
ん
て
い

い
に
し
え

さ
れ
き

し
ゃ

べ

お
と

え
ん
と
く

か

ら

す

ま
ん

はっ
た

だ
ゆ
う

し
ゅ

お
く

し
ょ
う

え
ん

せ
い
ら
い
じ

だ
い
り
ゅ
う
じ
ん

は
ち

ひ
る

津
市香良

洲
町

か

ら

す

問
　

 「
香
良
洲
ガ
イ
ド
〜
矢
野
路
」

　

 （
津
市
香
良
洲
総
合
支
所
地
域
振
興
課
）
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「サンデルタ香良洲」

「津市香良洲歴史資料館」（月曜日休館）
TEL059‒292‒2118

香良洲神社本殿

「香良洲公園」

松並木が続く「浜堤」

道標 常夜燈（右）と道標

「今村酒造」店内に掲げられた看板

八大龍神社趣のある蔵などが並ぶ「八太正太夫酒店」

※「宮踊り」※「宮踊り」

今回の案内人は、
「香良洲ガイド～
矢野路」の濱村 隆
通（たかみち）会
長と、会員の奥田 
菊子さん。同会では、ボランティアガイドに
加えて、町内の歴史を掘り起こし、次世代へ
と語り継ぐ活動を積極的に行っています。

香
良
洲
海
岸

梨畑

※

至鈴鹿市

香良洲道
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常夜燈と道標
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良
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神
社

698 754
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木

「八太正太夫酒店」
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良
洲
」
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り
ま
す
か
ら
、
寄
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」と
案

内
さ
れ
た
の
が
、
東
海
地
方
で
も
数
少
な
い

「
戦
争
と
平
和
」を
テ
ー
マ
に
し
た
資
料
館
。

こ
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で
は
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つ
て
多
く
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若
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が
航
空
機
搭

乗
員
と
し
て
の
基
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訓
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を
受
け
た
と
い
う
、

「
旧
三
重
海
軍
航
空
隊
」関
連
の
資
料
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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館
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平
和
へ
の
想
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を
新
た
に
し
て
、

次
に
向
か
う
の
は
、
天
照
大
神
の
妹
、
稚
日

女
尊
を
祭
神
と
す
る
香
良
洲
神
社
で
す
。
大

木
に
囲
ま
れ
た
境
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

背
筋
が
伸
び
る
気
が
し
ま
す
。 

社
殿
は
、
伊

　
今
回
の
旅
の
起
点
は
、
津
市
香
良
洲
総
合

庁
舎
近
く
の「
サ
ン
デ
ル
タ
香
良
洲
」駐
車
場

で
す
。
ト
ン
ガ
リ
帽
子
の
よ
う
な
屋
根
が
目

を
引
く
施
設
に
は
、
図
書
館
や
多
目
的
ホ
ー

ル
な
ど
が
揃
い
ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
利

用
す
る
場
合
は
、
近
鉄
・
J
R「
津
」駅
前
の

バ
ス
停「
津
駅
前
」か
ら
三
重
交
通
バ
ス
に
乗

り
、「
香
良
洲
総
合
支
所
前
」か「
香
良
洲
神
社

前
」で
降
り
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
近
く
に『
津
市
香
良
洲
歴
史
資
料
館
』が
あ

勢
神
宮
の「
式
年
遷
宮
」の
翌
年
、
平
成
26
年

に
建
て
替
え
ら
れ
た
ば
か
り
。「
式
年
遷
座
」と

呼
ば
れ
ま
す
。
前
年
に
は「
お
木
曳
行
事
」も

行
わ
れ
、
境
内
の「
香
良
洲
神
社
資
料
室
」（
要

予
約
T
E
L
０
５
９
‐
２
９
２‐
３
９
０
５
）

で
、
行
事
の
際
に
身
に
ま
と
う
装
束
な
ど
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
８
月
15
日
の
夜
か
ら
16
日
の
未
明
に

か
け
て
境
内
で
行
わ
れ
る「
宮
踊
り
」（
別
名

か
ん
こ
踊
り
）は
、
氏
神
様
に
豊
作
を
感
謝
祈

願
す
る
奉
納
踊
り
で
、
香
良
洲
の
夏
の
風
物

詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
あ
そ
こ
に
松
並
木
が
あ
り
ま
す
が
、
以
前

は
あ
の
辺
り
ま
で
砂
浜
が
広
が
っ
て
い
た
の

で
す
」と
濱
村
さ
ん
が
指
さ
す
方
向
は
、
堤
防

か
ら
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
上
も
陸
地
側
で
す
。

松
並
木
の
方
へ
移
動
し
て
み
る
と
、
光
景
は

一
変
。
少
し
盛
り
上
が
っ
た
道
の
両
側
に
松

の
巨
木
が
立
ち
並
び
ま
す
。
こ
の
趣
あ
る
道

は「
浜
堤
」と
呼
ば
れ
、
海
の
砂
礫
な
ど
が
波

に
よ
っ
て
打
ち
上
げ
ら
れ
て
形
成
さ
れ
た
自

然
堤
防
だ
と
教
わ
り
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
の
間
、「
浜
堤
」で
古
の
旅
人
気

　
香
良
洲
神
社
で
神
聖
な
気
分
に
浸
っ
た
後

は
、東
へ
進
み
ま
す
。
数
分
で「
香
良
洲
公
園
」

に
到
着
。
園
内
に
は
、
見
上
げ
る
ほ
ど
の
松

の
巨
木
が
並
び
立
ち
、
独
特
の
景
観
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、古
く
は
香
良
洲
神
社
の

神
領
地
だ
っ
た
と
教
わ
り
ま
す
。

　
根
元
が
ぐ
っ
と
持
ち
上
が
っ
た
松
な
ど
に

圧
倒
さ
れ
な
が
ら
歩
く
と
、
堤
防
の
先
に
広

が
る
海
が
望
め
ま
し
た
。
香
良
洲
海
岸
で
す
。

潮
干
狩
り
時
期
に
は
家
族
連
れ
な
ど
で
賑
わ

う
海
岸
に
沿
っ
て
、
約
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

堤
防
が
続
き
、
こ
の
日
は
、
さ
ざ
波
の
音
を

聞
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な
が
ら
の
散
策
が
で
き
ま
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。
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の
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漁
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西
へ
変
え
る
と
、

今
度
は
川
が
現
れ
ま
し
た
。
町
の
北
端
を
流

れ
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西
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、
木
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。
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物
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の
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る
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に
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看
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こ
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ら
れ
、
平
成
25
年
に
主

屋
な
ど
４
棟
が
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と

な
り
ま
し
た
。

西
来
寺
分
院
も
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

　
八
大
龍
神
社
に
手
を
合
わ
せ
、
住
宅
地
の

中
へ
と
入
っ
て
い
く
と
、
す
ぐ
に
大
き
な
常

夜
燈
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
周
囲
に
は
道
標

も
建
ち
、「
か
ら
す
道
」の
文
字
な
ど
が
読
み
取

れ
ま
す
。
香
良
洲
道
は
、
伊
勢
参
宮
街
道
の

脇
道
の
一
つ
。
か
つ
て
は〝
お
伊
勢
詣
ら
ば
可

良
須（
香
良
洲
）に
詣
れ
、
可
良
須
詣
ら
な
片

参
宮
〞と
も
い
わ
れ
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
の

　
黒
と
白
の
壁
が
印
象
的
な
蔵
な
ど
を
堪
能

し
、
途
中
で
、
香
良
洲
梨
の
畑
な
ど
を
眺
め

な
が
ら
、「
サ
ン
デ
ル
タ
香
良
洲
」へ
と
戻
り

ま
す
。
自
然
と
歴
史
が
凝
縮
し
た
香
良
洲
一

周
の
旅
は
、
こ
れ
で
終
了
で
す
。
な
お
、
バ

ス
を
利
用
の
場
合
は
、
本
数
が
少
な
い
た
め
、

事
前
に
確
認
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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香
良
洲
神
社
か
ら
香
良
洲
海
岸
へ

香
良
洲
神
社
へ
と
続
く
香
良
洲
道

START

■ 行程図　所要時間／約3時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

約200ｍ約200ｍ約200ｍ約300ｍ

約200ｍ 約200ｍ 約2.4km約500ｍ 約2.1km

約1.7kｍ

「サンデルタ香良洲」 「津市香良洲歴史資料館」 香良洲神社 「香良洲公園」 香良洲漁港

「西山公園」八大龍神社・西来寺分院常夜燈と道標「今村酒造」「八太正太夫酒店」

　
津
市
の
東
南
に
位
置
す
る
香
良
洲
町
は
、

伊
勢
湾
へ
と
注
ぐ
雲
出
古
川
と
雲
出
川
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
三
角
州
の
町
。
地
図
で

確
認
す
る
と
、扇
を
広
げ
た
よ
う
に
見
事
な

三
角
形
を
描
い
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
面
積
は
、
わ
ず
か
3.9
キ
ロ
平
方
メ
ー
ト
ル
で

す
が
、
老
松
が
生
い
茂
る
公
園
、
伊
勢
湾
沿

い
に
続
く
白
砂
青
松
の
海
岸
な
ど
、
変
化
に

富
ん
だ
景
観
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
照

大
神
の
妹
神
を
祀
る
香
良
洲
神
社
や
国
登
録

有
形
文
化
財
の
酒
店
な
ど
、
歴
史
あ
る
名
所

も
あ
り
、
見
ご
た
え
十
分
で
す
。

　
今
回
は
、
香
良
洲
町
内
を
ぐ
る
っ
と
一
周

し
ま
す
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

美
し
い
三
角
州
の
町
を
一
周

わ
か

め
の
み
こ
と

ひ
ん
て
い

い
に
し
え

さ
れ
き

し
ゃ

べ

お
と

え
ん
と
く

か

ら

す

ま
ん

はっ
た

だ
ゆ
う

し
ゅ

お
く

し
ょ
う

え
ん

せ
い
ら
い
じ

だ
い
り
ゅ
う
じ
ん

は
ち

ひ
る

津
市香良

洲
町

か

ら

す

問
　

 「
香
良
洲
ガ
イ
ド
〜
矢
野
路
」

　

 （
津
市
香
良
洲
総
合
支
所
地
域
振
興
課
）

　

 

Ｔ
Ｅ
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０
５
９ ‒ 

２
９
２ ‒ 

４
３
０
８

「サンデルタ香良洲」

「津市香良洲歴史資料館」（月曜日休館）
TEL059‒292‒2118

香良洲神社本殿

「香良洲公園」

松並木が続く「浜堤」

道標 常夜燈（右）と道標

「今村酒造」店内に掲げられた看板

八大龍神社趣のある蔵などが並ぶ「八太正太夫酒店」

※「宮踊り」※「宮踊り」

今回の案内人は、
「香良洲ガイド～
矢野路」の濱村 隆
通（たかみち）会
長と、会員の奥田 
菊子さん。同会では、ボランティアガイドに
加えて、町内の歴史を掘り起こし、次世代へ
と語り継ぐ活動を積極的に行っています。

香
良
洲
海
岸

梨畑

※

至鈴鹿市

香良洲道
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三重の文学碑巡り

表紙写真 野口 雨情 詩碑（度会郡南伊勢町）
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ハナショウブ
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三重県 戦略企画部 広聴広報課 企画・広聴班　ＴＥＬ ０５９‐224‐２031

＊ご愛読いただいていた「三重彩時記」を202号からリニューアルしました。
＊次回から、市・町名の50音順に紹介します。
＊シンボルを選定していない、もしくは鳥や魚などを選定している市町も一部あります。


