
　
１
８
６
８
年
―
―
。

　
２
６
０
年
余
り
続
い
た
江
戸
時
代
が

終
わ
り
、
新
た
な
時
代
が
幕
を
開
け
ま

し
た
。
そ
の
名
は
、「
明
治
」で
す
。

　
時
の
新
政
府
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
近
代

化
政
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
教
育
・

郵
便
・
鉄
道
な
ど
の
事
業
が
進
む
に

従
っ
て
、
西
洋
風
の
近
代
建
造
物
が
建

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
、
三
重
県
内
を
歩
く
と
、
美
し

い
洋
風
建
造
物
に
出
合
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。（
一
部
、
愛
知
県
犬
山
市
へ
移

築
）
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
一
見
す
る
と

洋
風
で
す
が
、
伝
統
的
な
日
本
古
来
の

技
を
使
っ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
見
え
な
い
部
分
に
ま
で
凝
っ
た

細
工
が
施
さ
れ
、
当
時
の
職
人
た
ち
の

気
概
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

時
は
流
れ
、
元
号
も
明
治
か
ら
大

正
・
昭
和
・
平
成
へ
と
変
遷
し
ま
し
た

が
、
近
代
建
造
物
は
、
各
時
代
の
目
撃

者
と
も
い
え
ま
す
。
本
年
５
月
1
日
か

ら
は
、
新
た
な
元
号
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
近
代
建
造
物
に
合
い
に

行
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

22 11

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

撮
影
…
…
…
梅
川
紀
彦
・
尾
之
内
孝
昭

た
だ
し
※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら

提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

明
治
邂
逅
〜
三
重
の
近
代
建
造
物

特 集

こ

き
が
い

か  

い

こ  

う

「旧三重県庁舎」外観（愛知県犬山市「博物館明治村」）「旧三重県庁舎」外観（愛知県犬山市「博物館明治村」）

＊
各
建
造
物
の
見
学
方
法
・
料
金
お
よ
び
、
関
連
す

る
イ
ベ
ン
ト
・
祭
り
な
ど
の
開
催
日
時
な
ど
は
そ

れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

＊
三
重
県
内
に
は
、
ほ
か
に
も
明
治
・
大
正
時
代
に

建
て
ら
れ
た
建
造
物
が
多
く
存
在
し
ま
す
。
こ
こ

で
紹
介
し
た
の
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
す
。
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中
部
圏
を
代
表
す
る
国
際
貿
易
港
と
し
て

発
展
し
続
け
、
近
年
は
工
場
夜
景
の
ス
ポ
ッ

ト
と
し
て
も
注
目
を
集
め
る
四
日
市
港
に
は
、

周
囲
の
景
観
と
は
趣
が
異
な
る
一
画
が
あ
り

ま
す
。
真
っ
す
ぐ
突
き
出
た
防
波
堤
と
、
湾

曲
し
た
防
波
堤
が
目
を
引
く「
四
日
市
旧
港
」

で
す
。
防
波
堤
は
い
ず
れ
も
石
積
み
で
、
長

年
の
風
雪
に
耐
え
た
風
格
が
漂
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
近
代
港
湾
施
設
の
原
型
を
整
え

た
の
は
、
地
元
の
廻
船
問
屋
、
稲
葉 

三
右
衛

門（
１
８
３
７
〜
１
９
１
４
）で
し
た
。 

三
右

衛
門
は
、
私
財
を
投
じ
て
、
明
治
６（
１
８
７

を
あ
げ
た
服
部 

長
七（
１
８
４
０
〜
１
９
１

９
）が
関
わ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

世
界
的
に
も
珍
し

い「
潮
吹
き
防
波
堤
」

の
構
造
は
、
旧
港
内

に
あ
る「
稲
葉
翁
記
念

公
園
」に
設
け
ら
れ
た

レ
プ
リ
カ
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

稲
葉 

三
右
衛
門
の
功

績
を
称
え
た「
稲
葉
三
右
衛
門
君
彰
功
碑
」や

防
波
堤
改
築
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た「
波
止

改
築
紀
念
碑
」な
ど
を
眺
め
て
い
る
と
、
四
日

市
港
発
展
の
礎
を
築
い
た
先
人
た
ち
の
熱
意

が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

３
）年
か
ら
12
年
も
の

歳
月
を
か
け
て
事
業
を

成
し
遂
げ
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
の
暴
風

雨
や
台
風
に
よ
っ
て
防

波
堤
が
破
損
し
た
た
め
、

同
26（
１
８
９
３
）年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
、
三

重
県
と
当
時
の
四
日
市

町
に
よ
っ
て
、
改
修
工

事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
湾
曲
し
た
方
の
防
波
堤
は
、
こ
の
改
修
に

よ
って
、
高
さ
3.7
メ
ー
ト
ル
の
小
堤
と
高
さ
4.7

メ
ー
ト
ル
の
大
堤
が
並
行
す
る
二
列
構
造
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
仕
組
み
は
、 

港
外
か
ら

の
波
を
小
堤
で
受
け
止
め
、
小
堤
を
乗
り
越

え
た
波
に
つ
い
て
は
、
大
堤
に
開
け
ら
れ
た

潮
吹
き
穴
か
ら
港
内
に
吹
き
出
す
と
い
う
独

創
的
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、「
潮
吹
き

防
波
堤
」と
呼
ば
れ
ま
す
。
な
お
、
改
修
工
事

に
は
、
土
木
技
術
者
の
オ
ラ
ン
ダ
人
、 
ヨ
ハ

ネ
ス・デ・レ
ー
ケ（
１
８
４
２
〜
１
９
１
３
）

や
、
全
国
各
地
の
大
規
模
土
木
事
業
で
功
績

四
日
市
旧
港 

港
湾
施
設 

〈
国
指
定
重
要
文
化
財
〉

先
人
た
ち
の
知
恵
と
情
熱
で
築
か
れ
た
近
代
港
湾
施
設

【
四
日
市
市
稲
葉
町
地
先・高
砂
町
地
先
】

四
日
市
港
管
理
組
合
振
興
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
６
６ ‒ 

７
０
２
２

お
問
い
合
わ
せ

「波止改築紀念碑」 「潮吹き防波堤」レプリカ受刑者が制作した和紙便箋

「潮吹き防波堤」

　
津
市
の
市
街
地
を
流
れ
る
岩
田
川
に
沿
っ

て
歩
く
と
、
高
い
塀
を
巡
ら
せ
た
一
画
に
気

付
き
ま
す
。「
三
重
刑
務
所
」で
す
。
正
面
入

口
か
ら
入
る
と
、
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
大
木
が

生
い
茂
る
中
に
、
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
が
現

れ
ま
し
た
。
幅
は
約
10
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
は
５

メ
ー
ト
ル
程
度
。
中
央
の
扉
の
上
に「
安
濃
津

監
獄
」の
文
字
が
見
え
る
も
の
の
、
随
所
に
施

さ
れ
た
飾
り
模
様
な
ど
を
眺
め
て
い
る
と
、

洋
裁
・
金
属
な
ど

の
作
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。
入
口
脇

に
建
つ「
刑
務
所

作
業
製
品
」販
売

所（
土
・
日
・
祝
日

定
休
）を
覗
い
て

み
る
と
、
バ
ー
べ

キ
ュ
ー
コ
ン
ロ
や

ぬ
れ
縁
を
は
じ
め
と
し
て
、
伊
勢
型
紙
模
様

の
和
紙
便
箋
や
組
み
ひ
も
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
、

伊
勢
木
綿
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ・ブ
ッ
ク
カ
バ
ー

な
ど
、
三
重
県
の
伝
統
工
芸
品
も
並
び
ま
す
。

制
作
に
熟
練
の
技
を
要
す
る
も
の
も
多
く
、

丁
寧
に
一
つ
ひ
と
つ
手
作
り
し
て
い
る
様
子

が
う
か
が
え
ま
す
。

　
毎
年
10
月
上
旬
に
開
催
さ
れ
る「
三
重
矯
正

展
」で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
展
示
即
売
な
ど

が
行
わ
れ
ま
す
。
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

高
圧
的
な
イ
メ
ー
ジ
よ

り
も
、
温
も
り
や
親
し

み
を
感
じ
ま
す
。

　
「
旧
安
濃
津
監
獄
正

門
」が
建
て
ら
れ
た
の

は
、
大
正
５（
１
９
１

６
）年
の
こ
と
。
そ
れ

以
前
は
、
旧
久
居
藩
の

米
倉
を
改
修
し
た
施
設

を
使
用
し
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
地
に
移
築
し

た
際
に
、
庁
舎
や
舎
房

な
ど
と
一
緒
に
レ
ン
ガ

で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

大
正
11（
１
９
２
２
）年
に「
三
重
刑
務
所
」と

改
称
し
た
後
、
度
重
な
る
自
然
災
害
な
ど
に

よ
っ
て
各
建
物
が
順
次
改
築
さ
れ
、
当
時
の

面
影
を
残
す
の
は
、
こ
の
門
の
み
と
な
り
ま

し
た
。
解
体
の
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
地
域

の
人
々
の
要
望
で
、保
存
が
決
ま
っ
た
の
で
す
。

　
現
在
、
受
刑
者
た
ち
は
一
日
も
早
い
社
会

復
帰
を
め
ざ
し
て
、
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
木
工
・
印
刷
・

地
域
の
景
観
に
溶
け
込
む
レ
ン
ガ
造
り
の
門

【
津
市
修
成
町
】

か
ん
ご
く

し
ゅ
う
せ
い
ち
ょ
う

三
重
刑
務
所

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
２
８ ‒ 

２
１
６
１

お
問
い
合
わ
せ

「旧安濃津監獄正門」

三
重
刑
務
所
正
門（
旧
安
濃
津
監
獄
正
門
）

さ
ん

も
ん

き
ょ
う
せ
い

て
ん

び
ん
せ
ん

ち
ょ
う
し
ち

し
ょ
う
こ
う
ひ

は
ど
め

い
し
ず
え

え
あ

の

つ

あ

の

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

　
三
重
県
内
に
残
る
唯
一
の
藩
校
建
築「
旧
崇

広
堂
」（
国
指
定
史
跡
）や
、
現
存
す
る
小
学
校

校
舎
と
し
て
県
内
最
古
の
建
築「
旧
小
田
小
学

校
本
館
」（
県
指
定
重
要
文
化
財
）な
ど
が
揃
う

伊
賀
市
市
街
地
を
散
策
し
て
い
る
と
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
奥
に
建
つ
白
い
木
造
校
舎
が
目
に

留
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
飾
り
の
付
い
た
玄

関
ポ
ー
チ
や
規
則
的
に
並
ぶ
窓
な
ど
が
、
ひ

と
き
わ
華
や
い
で
見
え
ま
す
。「
三
重
県
立
上

野
高
等
学
校
」の
明
治
校
舎
で
す
。

　
同
校
の
歴
史
は
、 

明
治
32（
１
８
９
９
）年

に「
三
重
県
第
三
尋
常
中
学
校
」と
し
て
設
置

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
た
だ
し
、
同

年
に
尋
常
中
学
校
が
中

学
校
と
改
称
さ
れ
た
た

め
、
開
校
し
た
際
に
は

「
三
重
県
第
三
中
学
校
」

と
称
し
ま
し
た
。 な
お
、

当
時
の
中
学
校
は
、
現

在
の
中
学
校
と
区
別
す

る
た
め
に〝
旧
制
中
学

（
校
）〞と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
開
校
当
初
は
仮
校
舎

伺
い
、
お
邪
魔
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、

ま
ず
驚
い
た
の
は
、
天
井
の
高
さ
と
各
教
室

の
重
厚
な
扉
で
す
。
天
井
に
施
さ
れ
た
菱
型

模
様
の
意
匠
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
校
舎
と

い
う
よ
り
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
の
よ
う
な
雰
囲

気
で
、
優
雅
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

扉
の
上
部
は
開
閉
可
能
で
、
風
通
し
も
よ
さ

そ
う
で
す
。
職
員
に
話
を
聞
く
と
、
夏
の
涼

し
さ
は
格
別
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
真
っ
す
ぐ
延
び
る
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
、

「
同
窓
会 

文
庫
展
示
室 

横
光 

利
一
資
料
」の

文
字
に
気
付
き
ま
し
た
。
横
光 

利
一（
１
８

９
８
〜
１
９
４
７
）と
は
、
大
正
時
代
か
ら
昭

和
時
代
前
半
に
か
け
て
活
躍
し
た
小
説
家
で

で
し
た
が
、
翌
年
の
同
33（
１
９
０
０
）年
に
、

現
存
す
る
明
治
校
舎
を
含
む
新
校
舎
が
完
成
。

設
計・創
設
工
事
全
般
を
主
に
担
当
し
た
の
は
、

清
水 

義
八
で
し
た
。
三
重
県
内
務
部
に
所
属

し
て
い
た
義
八
は
、
現
在
、愛
知
県
の「
博
物

館
明
治
村
」に
移
築
さ
れ
て
い
る「
旧
三
重
県

庁
舎
」を
は
じ
め
と
し
た
公
共
施
設
を
数
多
く

担
当
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
見
比

べ
る
と
、玄
関
周
囲
の
デ
ザ
イ
ン
や
全
体
の
雰

囲
気
が
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。

　
現
在
、
ギ
タ
ー・マ
ン
ド
リ
ン
部
、
新
聞
部

や
演
劇
部
が
部
活
動
で
利
用
し
て
い
る
た
め

非
公
開
の
明
治
校
舎
で
す
が
、
事
前
に
予
約

す
る
と
、
外
観
や
廊
下
の
見
学
は
可
能
だ
と

す
が
、 

明
治
44（
１
９
１
１
）年
か
ら
の
５
年

間
、 同
校
に
通
っ
て
い
た
の
で
す
。そ
の
た
め
、

利
一
の
作
品『
雪
解
』な
ど
に
は
、
伊
賀
で
過

ご
し
た
日
々
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
ま
す
。

展
示
室
に
は
、
利
一
が
友
人
に
宛
て
た
手
紙

な
ど
、
貴
重
な
資
料
が
展
示
さ
れ
、
こ
ち
ら

も
予
約
し
て
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
１
２
０
年
近
く
も
の
間
、
次
代
を
担
う
生

徒
た
ち
を
見
守
り
続
け
て
き
た
明
治
校
舎
で

は
、
今
日
も
ま
た
、
夢
と
希
望
に
満
ち
た
笑

顔
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
三
重
県
立
上
野
高
等
学
校
」事
務
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

２
５
５
０

お
問
い
合
わ
せ

文
化
施
設
が
揃
う
上
野
城
下
の
象
徴
的
存
在

【
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
】

三
重
県
立
上
野
高
等
学
校・明
治
校
舎

（
旧
三
重
県
第
三
尋
常
中
学
校
校
舎
） 〈
県
指
定
重
要
文
化
財
〉

「三重県立上野高等学校・明治校舎」外観

開校当時の様子正門脇に建つ横光 利一の記念碑

真っすぐ続く美しい廊下

華やかな装飾が施された玄関ポーチ

※

す
う

こ
う

ぎ
は
ち

よ
こ
み
つ

い
ち

ゆ
き
げ

り

ど
う

お
た
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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

　
「
三
重
県
へ
の
本
格
的
な
近
代
建
築
技
術
の

導
入
は（
中
略
）灯
台
の
建
設
に
始
ま
る
。
日

本
近
海
の
航
路
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め

の
灯
台
整
備
は
、
安
政
の
開
国
以
来
、
最
も

緊
急
を
要
し
た
近
代
化
諸
政
策
の
一
つ
で
あ

る
。」

市
史
』に
よ
れ
ば
、
竣
工
式
に
は「
当
時
参
議

で
あ
っ
た
西
郷 

隆
盛
以
下
政
府
の
高
官
も
多

数
列
席
し
挙
行
さ
れ
た
」と
い
わ
れ
ま
す
。
な

お
、「
安
乗
埼
灯
台
」は
当
初
は
木
造
で
し
た

が
、
昭
和
23（
１
９
４
８
）年
に
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
り
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
小
春
日
和
の
あ
る
日
、「
菅
島
灯
台
」を
訪

ね
て
、「
鳥
羽
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
」か
ら
鳥

羽
市
営
定
期
船
に
乗
り
、
菅
島
へ
向
か
い
ま

し
た
。
島
に
上
陸
し
た
後
は
海
岸
に
沿
っ
て

東
へ
と
延
び
る
遊
歩
道「
し
ろ
ん
ご
海
道
」を

歩
き
ま
す
。
磯
の
香
り
と
時
々
聞
こ
え
る
さ

ざ
な
み
を
楽
し
み
な
が
ら
進
む
と
、
約
30
分
で

到
着
。
高
さ
11
・０
メ
ー
ト
ル
、
少
し
ず
ん
ぐ

り
し
た
姿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
城
な
ど
に

見
ら
れ
る
砦
の
よ
う
で
す
。
近
付
い
て
み
る

と
、
白
い
ペ
ン
キ
の
下
に
レ
ン
ガ
の
並
べ
方

が
確
認
で
き
ま
し
た
。
長
手
面（
側
面
の
長
い

方
）だ
け
の
列
と
小
口
面（
側
面
の
短
い
方
）だ

け
の
段
を
交
互
に
積
み
上
げ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は「
イ
ギ
リ
ス
積
」と
呼
ば
れ
る
方
式
で
、

建
築
に
携
わ
っ
た
灯
台
建
築
技
術
者
、
リ

チ
ャ
ー
ド・ヘ
ン
リ
ー・ブ
ラ
ン
ト
ン
が
イ
ギ

　
『
三
重
県
史 

別
編 
建
築
』に
記
さ
れ
た
と

お
り
、
県
内
で
い
ち
早
く
誕
生
し
た
近
代
建

造
物
は
、灯
台
で
し
た
。明
治
５（
１
８
７
２
）

年
に
現
在
の
志
摩
市
阿
児
町
に「
安
乗
埼
灯

台
」、
翌
年
に
は
鳥
羽
市
の
菅
島
に
レ
ン
ガ
造

り
の「
菅
島
灯
台
」が
点
灯
し
ま
し
た
。『
鳥
羽

リ
ス
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
用
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
レ
ン
ガ
は
志
摩
市
内
の

土
を
使
用
し
、
現
地
の
瓦
製
造
職
人
が
造
っ

た
と
伝
わ
り
ま
す
。
灯
台
を
管
理
す
る
鳥
羽

海
上
保
安
部
で
は
、
当
時
の
レ
ン
ガ
２
枚
を

保
存
し
て
お
り
、
交
通
課
長
の
下
畑 

伸
介
さ

ん
の
ご
厚
意
で
見
せ
て
も
ら
う
と
、
漢
字
や

数
字
に
加
え
て
記
号
の
よ
う
な
も
の
が
刻
印

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
製
造
者
を

特
定
す
る
た
め
の
目
印
な
の
で
し
ょ
う
。
職

人
た
ち
が
自
分
の
仕
事
に
責
任
と
誇
り
を

持
っ
て
取
り
組
ん

だ
こ
と
が
想
像
で

き
ま
す
。

　
灯
台
の
基
本
構

造
は
当
時
の
ま
ま

で
す
が
、
当
初
の

落
花
生
油
を
使
用

し
た
二
重
芯
ラ
ン

プ
が
、
現
在
は

L
E
D
に
な
る
な

ど
、
光
源
な
ど
は

時
代
に
応
じ
て
進

「
し
ろ
ん
ご
祭
り
」と
は
、
同
島
に
伝
わ
る
海

女
の
伝
統
神
事
で
、
白
髭
神
社
に
奉
納
す
る

「
ま
ね
き
鮑
」を
求
め
て
海
女
た
ち
が
競
い
合

い
ま
す
。
白
い
磯
着
に
身
を
包
み
、
伝
統
を

守
り
伝
え
る
海
女
た
ち
と
、
１
４
６
年
も
の

長
い
間
、
行
き
交
う
船
の
安
全
を
見
守
り
続

け
る
白
い
灯
台
。
ど
ち
ら
も
後
世
に
残
し
た

い
、
貴
重
な
遺
産
で
す
。

化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
灯
台
手
前
に
は
同

じ
く
レ
ン
ガ
造
り
の
附
属
官
舎
が
あ
り
、
係

員
が
常
駐
し
て
灯
火
管
理
を
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、
昭
和
34（
１
９
５
９
）年
に
自
動
化
さ

れ
た
こ
と
で
、
無
人
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

官
舎（
国
指
定
重
要
文
化
財
）は
、
現
在
は
愛

知
県
犬
山
市
の「
博
物
館
明
治
村
」に
移
さ
れ
、

内
部
を
見
学
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
一
方
、
灯
台
内
部
は
、
普
段
は
非
公
開
で

す
が
、「
し
ろ
ん
ご
祭
り
」が
行
わ
れ
る
７
月

11
日
直
近
の
土
曜
日
に
一
般
公
開
さ
れ
ま
す
。

鳥
羽
海
上
保
安
部
交
通
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

２
５ ‒ 

２
３
０
３

お
問
い
合
わ
せ

【
鳥
羽
市
菅
島
町
】

菅
島
灯
台 

〈
近
代
化
産
業
遺
産
・
国
登
録
有
形
文
化
財
〉

か
ん
は
く

あ

航
路
の
安
全
を
守
る
白
亜
の
レ
ン
ガ
造
り
灯
台

と
り
で

な
が

こ
ぐ
ち

ら
っ
か
せ
い

し
ろ
ひ
げ

い
そ
ぎ

じ
ん
じ
ゃ

あ
わ
び

て

「菅島灯台」外観

「イギリス積」で積み上げ
られたレンガ

鳥羽海上保安部が保存する
レンガ

かつての「菅島灯台」と附属官舎の様子

「しろんご祭り」

※

※

現在の「旧菅島燈台附属官舎」外観（「博物館明治村」）
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江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
か
ら
、
中
央
集
権

国
家
づ
く
り
へ
と
大
き
く
舵
を
切
っ
た
明
治

政
府
は
、
明
治
２（
１
８
６
９
）年
に「
版
籍
奉

還
」、
同
４（
１
８
７
１
）年
に
は「
廃
藩
置
県
」

を
行
い
ま
し
た
。
前
者
は
、
各
藩
が
治
め
る

土
地
と
人
民
を
天
皇
に
返
還
さ
せ
る
政
策
の

こ
と
。
後
者
は
、
全
国
の
藩
を
廃
止
し
て
中

央
が
管
理
す
る
府
と
県
に
置
き
換
え
る
と
い

う
も
の
で
、
政
府
が
任
命
し
た
府
知
事
・
県

令
が
各
府
県
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時

代
の
終
り
、
三
重
県
域
に
は
津
藩
な
ど
12
の

藩
領
と
、
天
領（
江
戸
幕
府
直
轄
の
領
地
）・

旗
本
領
・
伊
勢
神
宮
領
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、安
濃
津
県
と
度
会
県
と
な
り
、安
濃
津

県
の
県
庁
所
在
地
移
転
に
伴
う
県
名
の
変
更

な
ど
を
経
て
、 

現
在
の
三
重
県
に
統
一
さ
れ

た
の
は
、同
９（
１
８
７
６
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の
時
の
三
重
県
庁
舎
は
、
旧
津
藩
の
藩

校「
有
造
館
」を
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
手

狭
な
た
め
に
新
庁
舎
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

場
所
は
、
現
在
の「
県
庁
前
公
園
」一
帯
で
、

完
成
し
た
の
は
、同
12（
１
８
７
９
）年
で
し
た
。

『
津
市
史
』に
よ
れ
ば「
当
時
と
し
て
は
、
ハ
イ

リ
し
た
印
象
で
す
。
ま
た
、
屋
根
の
形
な
ど

を
見
て
い
る
と
、
和
風
建
築
の
要
素
も
感
じ

ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
様
式
は
、
幕
末
か
ら

明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
公
共

建
築
に
多
く
見
ら
れ
、「
擬
洋
風
建
築
」と
呼

ば
れ
ま
す
。

　
内
部
で
は
、
明
治
20（
１
８
８
７
）年
に
改

築
さ
れ
た
知
事
室
な
ど
が
再
現
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
明
治
時
代
の
三
重
県
の
風
景
を
撮
影

し
た
写
真
や
、「
桑

名
萬
古
焼
」や「
伊
勢

根
付
」な
ど
の
伝
統

産
業
製
品
が
常
設
展

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た「
明
治
時
代
の

時
計
」を
展
示
す
る

部
屋
で
は
、
日
時
計

が
目
に
留
ま
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
か
つ

て
鳥
羽
市
の
菅
島
に

カ
ラ
な
二
階
建
洋
風
の
堂
々
た
る
庁
舎
」で
、

地
方
か
ら
弁
当
持
参
で
参
観
す
る
人
が
絶
え

な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
の
近
代
建

築
の
定
着
に
大
き
く
影
響
し
、
県
民
に
も
長

く
親
し
ま
れ
た
庁
舎
で
し
た
が
、
昭
和
41（
１

９
６
６
）年
に「
博
物
館
明
治
村
」へ
移
築
さ
れ

ま
し
た
。

　
菊
の
花
が
咲
き
誇
る
こ
ろ
、「
旧
三
重
県
庁

舎
」に
合
う
た
め
に「
博
物
館
明
治
村
」を
訪
ね

る
と
、
全
国
各
地（
一
部
は
海
外
）か
ら
移
築

さ
れ
た
明
治
時
代（
一
部
大
正
時
代
を
含
む
）

の
建
造
物
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

数
は
60
余
り
で
、
見
ご
た
え
が
あ
る
も
の
ば

か
り
。
一
歩
、
足
を
踏
み
入
れ
た
だ
け
で
、明

治
の
空
気
に
包
ま
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な
り

ま
す
。

　
「
旧
三
重
県
庁
舎
」は
、
正
門
か
ら
入
っ
て

す
ぐ
に
あ
り
ま
し
た
。
中
央
の
玄
関
を
挟
ん

で
廊
下
が
Ｅ
字
型
に
広
が
る
様
子
は
、
想
像

以
上
の
規
模
で
す
が
、
全
体
的
に
は
ス
ッ
キ

あ
っ
た「
旧
菅
島
燈
台
附
属
官
舎
」前
に
設
置

さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
同
官
舎
が「
博
物
館
明

治
村
」に
移
築
さ
れ
た
際
に
一
緒
に
移
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
村
内
の
同
官
舎
前
に
は
、
複

製
の
日
時
計
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
時
代
の
三
重
県
の
姿
を
多
面
的
に
知

る
こ
と
が
で
き
る「
旧
三
重
県
庁
舎
」は
、

じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
見
学
し
た
い
場

所
で
す
。

「
博
物
館
明
治
村
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
６
８ ‒ 

６
７ ‒ 

０
３
１
４

お
問
い
合
わ
せ

現
存
す
る
唯
一
の
明
治
期
県
庁
舎

【
愛
知
県
犬
山
市
】

旧
三
重
県
庁
舎 

〈
国
指
定
重
要
文
化
財
〉

日時計

再現された知事室

「旧三重県庁舎」外観

ば
く
は
ん

か
じ

は
ん

か
ん

あ
の

わ
た
ら
い

ゆ
う

ぎ
よ
う
ふ
う

ぞ
う
か
ん

つ

は
い
は
ん

け
ん

ち せ
き
ほ
う
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「
博
物
館
明
治
村
」で
は
、 「
旧
三
重
県
庁

舎
」や
前
述
の「
旧
菅
島
燈
台
附
属
官
舎
」以
外

に
も「
宇
治
山
田
郵
便
局
舎
」「
旧
三
重
県
尋
常

師
範
学
校・旧
蔵
持
小
学
校
」と
出
合
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
「
宇
治
山
田
郵
便
局
舎
」は
、
伊
勢
神
宮
外

師
の
養
成
を
目
的

と
し
て
設
置
さ
れ

た
尋
常
師
範
学
校

の
本
館
で
し
た
。

『
津
市
史
』は「
当

時
と
し
て
は
、
県

庁
舎
と
と
も
に
、

県
下
の
偉
観
で
あ

っ
た
」と
評
し
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
昭
和
３（
１
９
２
８
）年
に
現
在

の
名
張
市
に
移
築
。「
蔵
持
小
学
校
」と
し
て
、

子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守
り
続
け
ま
し
た

が
、 

同
48（
１
９
７
３
）年
に「
博
物
館
明
治

村
」に
中
央
玄
関
部
分
と
右
側
の
２
教
室
部
分

が
移
さ
れ
ま
し
た
。

　
春
の
兆
し
に
誘
わ
れ
て「
博
物
館
明
治
村
」

を
訪
ね
れ
ば
、
か
つ
て
三
重
県
内
に
存
在
し

た
建
造
物
た
ち
が
、思
い
出
話
を
語
っ
て
く
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

宮
前
の
角
地
に
明
治
42（
１

９
０
９
）年
に「
山
田
郵
便
局

（
後
に『
伊
勢
郵
便
局
』に
改

称
）」の
局
舎
と
し
て
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
外
観
は
独

特
で
、
入
口
を
中
心
と
し
て

Ⅴ
字
型
に
な
っ
て
い
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。
内
部
の
構
造

は
さ
ら
に
ユ
ニ
ー
ク
で
、
入
口
か
ら
入
っ
て

す
ぐ
の
空
間
が「
公
衆
溜
」と
呼
ば
れ
る
円
形

ホ
ー
ル
と
な
っ
て
い
て
、
高
窓
か
ら
柔
ら
か

な
日
の
光
が
降
り
注
ぐ
様
子
は
、
絵
画
の
よ

う
な
美
し
さ
で
す
。
な
お
、
本
年
１
月
か
ら

２
０
２
２
年
10
月（
予
定
）ま
で
は
改
修
工
事

の
た
め
、
見
学
は
不
可
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、「
旧
三
重
県
尋
常
師
範
学
校
・
旧
蔵

持
小
学
校
」が
最
初
に
建
て
ら
れ
た
の
は
、
現

在
の
津
市
内
で
、
明
治
21（
１
８
８
８
）年
の

こ
と
で
し
た
。
当
時
の
役
割
は
、
小
学
校
教

宇
治
山
田
郵
便
局
舎（
旧
伊
勢
郵
便
局
舎
）〈
国
指
定
重
要
文
化
財
〉

旧
三
重
県
尋
常
師
範
学
校・旧
蔵
持
小
学
校

「
博
物
館
明
治
村
」で
明
治
時
代
の
三
重
県
に
出
合
う

【
愛
知
県
犬
山
市
】

ヤシの大木などが並び立つ庭

土井本家住宅外観

「土井子供くらし館」外観

　
Ｊ
Ｒ「
尾
鷲
」駅
か
ら
東
へ
15
分
程
度
歩
く

と
、
ひ
と
き
わ
背
の
高
い
ヤ
シ
の
木
が
目
を

引
く
一
画
が
現
れ
ま
す
。
こ
こ
は
、
土
井
本

家
で
す
。
土
井
家
と
尾
鷲
市
の
関
わ
り
は
、

寛
永
年
間（
１
６
２
４
〜
１
６
４
４
）の
末
頃

に
始
ま
る
と
い
わ
れ
ま
す
。代
々
山
林
経
営
を

家
業
と
し
、
宝
暦
４（
１
７
５
４
）年
に
は
大

庄
屋
と
な
り
ま
し
た
。『
尾
鷲
市
史
』は
、「
経

済
的
に
も
社
会
的
に
も
尾
鷲
地
域
に
お
け
る

最
も
早
期
に
属
し
」、「
上

層
住
宅
建
築
の
代
表
的
な

例
」だ
と
記
し
ま
す
。

　

現
在
、
内
部
は
非
公
開

で
す
が
、
敷
地
内
の
蔵
の

一
部
を「
土
井
子
供
く
ら
し

館
」と
し
て
公
開（
予
約
制
）

し
て
お
り
、
そ
の
際
に
外

観
を
見
学
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
同
館
内

に
は
、
明
治・大
正
時
代
の
子
ど
も
た
ち
が
遊

ん
だ
玩
具
や
文
具
、
衣
類
な
ど
が
展
示
さ
れ
、

当
時
の
子
ど
も
た

ち
の
息
遣
い
が
聞

こ
え
て
く
る
よ
う

で
す
。

　
貴
重
な
玩
具
の

数
々
や
白
い
洋
館

を
間
近
に
す
れ
ば
、

心
と
き
め
く
こ
と

で
し
ょ
う
。

第
一
人
者
と
な
っ

た
」と
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　
同
家
敷
地
内
へ

入
る
と
、
美
し
く

手
入
れ
さ
れ
た
庭

の
奥
に
、
２
階
建
て
の
白
い
洋
館
が
姿
を
現

し
ま
し
た
。
玄
関
ポ
ー
チ
に
施
さ
れ
た
飾
り

模
様
は
優
美
そ
の
も
の
で
、
思
わ
ず
た
め
息

が
出
ま
す
。 

２
階
部
分
の
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら

は
、
今
に
も
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
婦
人
が

姿
を
現
し
そ
う
で
す
。
こ
の
洋
館
が
完
成
し

た
の
は
、 

明
治
21（
１
８
８
８
）年
ご
ろ
の
こ

と
。『
三
重
県
史  

別
編  

建
築
』は
、「
和
洋

館
を
併
設
し
た
住
宅
と
し
て
は
三
重
県
内
で

尾
鷲
の
街
並
み
に
花
を
添
え
る
瀟
洒
な
洋
館

【
尾
鷲
市
朝
日
町
】

し
ょ
う
し
ゃ

（
有
）土
井
林
業

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

２
２ ‒ 

０
０
０
６

お
問
い
合
わ
せ

土
井
本
家
住
宅

「
博
物
館
明
治
村
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
６
８ ‒ 

６
７ ‒ 

０
３
１
４

お
問
い
合
わ
せ

「宇治山田郵便局舎」
外観

「公衆溜」上部

11「旧三重県尋常師範学校・旧蔵持小学校」外観 11「旧三重県尋常師範学校・旧蔵持小学校」外観

く
ら

も
ち

だ
ま
り

い
か
ん

か
ん
え
い

れ
き

お
お

ほ
う

し
ょ
う
や




