
　
三
重
県
各
地
を
訪
ね
て
み
る
と
、
築
50
年
以
上
の
古
民
家
を

見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
的
な
建
築
技
法
で
建
て
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
古
民
家
は
、
地
域
の
景
観
に
溶
け
込
み
、
彩

り
を
添
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
に
は
、
地
域
の
歴
史

や
文
化
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
建
物
も

あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
う
し
た
古
民
家
を
宿
泊
体
験
施
設
、
地
域
づ
く

り
交
流
拠
点
、
美
術
館
、
郷
土
資
料
館
、
古
本
屋
な
ど
と
し
て

再
生
し
て
い
る
人
々
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
活
用
方
法
は
、
さ

ま
ざ
ま
で
す
が
、
郷
土
を
愛
し
、
魅
力
を
発
信
し
よ
う
と
す
る

想
い
は
同
じ
で
し
た
―
。

2 1

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美
・
中
村
元
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

三
重
の
古
民
家
で
味
わ
う
、郷
土
の
魅
力

特 集

＊
各
古
民
家
施
設
の
宿
泊
・
各
種
体
験
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
関
し
て
は
、
日
時
・
予
約
方
法
・

受
け
入
れ
人
数
・
料
金
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

1築160年の生家を建築家がリノベーションした「古道の宿 上野屋」（度会郡大紀町）



4

　
熊
野
古
道
松
本
峠
か
ら
花
の
窟
へ
と
続
く

旧
街
道
の
本
町
通
り
に
、
築
１
３
０
年
に
な

る
古
民
家
を
活
用
し
た「
熊
野
古
道
お
も
て
な

し
館
」が
あ
り
ま
す
。
風
情
あ
る
建
物
は
、
明

治
時
代
中
期
に
建
て
ら
れ
た
店
舗
兼
主
屋
で
、

令
和
元
年
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
し
て

答
申
を
受
け
ま
し
た
。
元
々
の
所
有
者
で
あ

設
と
し
て
、
熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
登
録
10

周
年
と
な
る
平
成
26（
２
０
１
４
）年
に
オ
ー

プ
ン
し
ま
し
た
。
古
道
ウ
ォ
ー
カ
ー
や
観
光

客
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
人
が
通
う
交
流
の

場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
建
物
正
面
は
黒
漆
喰
塗
り
の
切
妻
屋
根
で
、

天
井
の
低
い
２
階
部
分
を
設
け
た
、
つ
し
二

階
建
て
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代

に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
様
式
で
、
中
央
の
虫

籠
窓
を
白
漆
喰
が
縁
取
り
、
見
る
者
の
目
を

引
き
ま
す
。
東
側
に
設
け
ら
れ
た
低
い
袖
塀

も
、
街
道
の
歴
史
的
な
景
観
と
一
体
と
な
り
、

往
時
を
偲
ば
せ
て
い
ま
す
。
改
修
に
あ
た
り
、

入
口
を
広
く
と
り
、
快
適
な
空
間
を
つ
く
り

だ
し
ま
し
た
。

　
吹
き
抜
け
と
な
っ
た
土
間
跡
を
見
上
げ
る

と
太
い
梁
や
柱
が
圧
巻
。
栃
尾
家
が
熊
野
を

代
表
す
る
旧
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
奥
の
座
敷
二
間
は
、
使
わ
れ
て
い
た

姿
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
棚
に
並
ん
だ

提
灯
を
収
納
す
る
木
箱
に
は
、
栃
尾
家
の
屋

号「
佐
々
久
」の
マ
ー
ク
が
記
さ
れ
、
そ
の
暮

ら
し
ぶ
り
が
垣
間
見
え
ま
す
。

る
栃
尾
家
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
金
物
な

ど
を
扱
う
小
間
物
問
屋
。
戦
前
ま
で
営
業
し
、

そ
の
後
は
住
宅
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
25（
２
０
１
３
）年
、
栃
尾
家
か
ら

熊
野
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
街
道
沿
い
で
、

商
店
が
並
ぶ
木
本
町
は
市
街
地
の
中
心
部
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
周
遊
拠
点
と
な
る
誘
客
施

　
熊
野
古
道
や
周
辺
施
設
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

が
充
実
し
て
い
て
、
熊
野
の
土
産
を
セ
レ
ク

ト
し
、
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
ま

す
。
和
室
で
く
つ
ろ
ぐ
家
族
連
れ
や
、
散
歩

途
中
に
立
ち
寄
る
住
民
も
多
く
、
気
軽
に
立

ち
寄
れ
る
休
憩
所
と
し
て
、
絶
え
ず
人
が
行

き
交
い
ま
す
。「
熊
野
市
街
地
に
は
観
光
ス

ポ
ッ
ト
が
点
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
周
回

す
る
た
め
の
中
心
的
な
施
設
と
な
っ
て
い
ま

す
。
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
も
あ
り
ま
す
の
で
、

鬼
ヶ
城
や
花
の
窟
ま
で
足
を
延
ば
す
人
も
多

い
で
す
ね
」と
、
運
営
す
る「
熊
野
市
観
光
公

社
」代
表
取
締
役
の
小
川 

貴
弘
さ
ん
。
ま
た

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
を
求
め
る
近
所
の
リ
ピ
ー

タ
ー
さ
ん
も
い
た
り
、
ま
た
仕
事
で
熊
野
を

訪
れ
る
方
が
立
ち
寄
っ
て
く
れ
た
り
と
、
地

域
に
馴
染
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
２
、３
年
で
外

国
人
観
光
客
が
増
え
た
の
で
、
施
設
の
ガ
イ

ド
も
英
語
表
記
し
て
い
ま
す
」と
オ
ー
プ
ン
か

ら
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
く
岡
本 

祐
子
さ
ん
。

和
の
空
間
を
活
か
し
た
雰
囲
気
の
中
、
来
訪

者
と
の
出
会
い
を
楽
し
み
、
熊
野
の
今
の
魅

力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
や
お
茶
会
、
絵
手
紙
教
室

な
ど
地
元
の
人
々
に
よ
る
活
動
発
表
の
場
と

し
て
、
ま
た
旧
暦
の
ひ
な
ま
つ
り
を
楽
し
む

「
熊
野
街
道
ひ
な
め
ぐ
り
」に
は
栃
尾
家
の
雛

人
形
を
並
べ
た
り
と
、季
節
毎
の
展
示
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　
館
内
で
は
ド
リ
ン
ク
類
を
含
め
、
軽
食
や

食
事
メ
ニ
ュ
ー
が
充
実
し
て
い
る
の
も
魅
力

の
一
つ
。
熊
野
地
鶏
は
コ
ク
の
あ
る
味
で
う

ど
ん
や
カ
レ
ー
の
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
、
郷

土
料
理
の
め
は
り
寿
司
は
干
物
と
セ
ッ
ト
に

し
た
定
食
が
人
気
の
よ
う
で
す
。

　
「
古
道
歩
き
の
人
が
ひ
と
休
み
を
し
た
り
、

「
熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館
」（
月
曜
日
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
７ ‒ 

７
０ ‒ 

１
２
３
１

お
問
い
合
わ
せ

熊
野
古
道
お
も
て
な
し
館

【
熊
野
市
木
本
町
】

3

旧街道、本町通りに面した建物

格調高い和室が二間残る

熊野の味、めはり寿司定食

向かって左から岡本 祐子さん、
小川 貴弘さん、小林 真由美さん　

点
在
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
拠
点
と
し
て
、旅
人
を
い
た
わ
る
お
も
て
な
し

い
わ
や

と
ち
お

こ
ま
も
の

し
っ
く
い

き
り
つ
ま

む
し

ま
ど

こ

太い梁と屋根の明かり取りは当時のまま
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清
流
大
内
山
川
が
目
の
前
と
い
う
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
。
熊
野
古
道
沿
い
の「
古
道
の
宿 

上

野
屋
」は
、
築
１
６
０
年
の
建
物
が
上
品
な
重

厚
感
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
三
和
土
の
玄

関
か
ら
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
心
安
ら
ぐ
空

間
が
広
が
り
、
日
頃
の
慌
た
だ
し
さ
を
忘
れ

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。「
気
楽
に
ゆ
っ
く
り
と
過

ご
し
て
い
た
だ
き
、く
つ
ろ
ぎ
の
時
間
を
」と
、

穏
や
か
な
口
調
で
訪
れ
る
人
を
迎
え
る
の
は

小
倉 

均
さ
ん
、
直
子
さ
ん
夫
婦
。
隅
々
ま
で

意
匠
を
凝
ら
し
た
和
風
建
築
が
、
訪
れ
る
人

の
心
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

　
「
古
道
の
宿 

上
野
屋
」は
均
さ
ん
の
生
家

で
、
中
学
卒
業
ま
で
を
過
ご
し
た
場
所
で
、

設
計
士
で
も
あ
る
均
さ
ん
が
、
自
ら
の
手
で

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
し
た
。
家
具
や
装
飾
品

の
一
つ
ひ
と
つ
が
洗
練
さ
れ
、
切
り
取
っ
た
空

間
全
て
が
絵
に
な
る
画
廊
の
よ
う
。
そ
れ
も

そ
の
は
ず
で
、元
々
は
平
成
14（
２
０
０
２
）年

に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
改
装
さ
れ
ま
し
た
。

　
江
戸
末
期
に
は
、
旅
籠
だ
っ
た
歴
史
も
あ

り
ま
す
。「
ツ
ヅ
ラ
ト
峠
や
荷
坂
峠
を
越
え
て

紀
伊
の
国
へ
入
る
前
に
、
こ
こ
に
泊
ま
っ
た

百
年
の
大
木
で
つ
く
ら
れ
た
地
元
家
具
作
家

の
座
卓
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
薪
ス
ト
ー
ブ
の

部
屋
に
は
、
直
子
さ
ん
の
実
家
か
ら
運
び
込

ま
れ
た
、
病
院
の
診
察
机
や
薬
品
棚
、
ド
ア

が
使
わ
れ
、
和
洋
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
レ
イ

ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
階
に
上
が
る
と
昔

な
が
ら
の
和
室
が
あ
り
、一
番
奥
に
は
隠
し
部

屋
が
あ
り
ま
し
た
。
藁
や
竹
が
あ
ら
わ
に
な
っ

た
荒
壁
の
間
で
、
重
厚
な
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
い
ま
す
。
知
人
か
ら
譲
り
受
け
た
仕
込

み
の
酒
樽
の
蓋
を
座
卓
に
、
夕
食
後
、
こ
こ

で
杯
を
重
ね
る
宿
泊
者
も
多
い
よ
う
で
す
。

　
食
事
は
直
子
さ
ん
が
、
鮎
や
山
菜
な
ど
土

地
の
も
の
を
使
っ
て
調
理
し
、
海
も
山
も
川

も
あ
る
大
紀
町
な
ら
で
は
の
ご
馳
走
が
、コ
ー

ん
で
し
ょ
う
。
馬
喰
さ
ん
た
ち
に
も
利
用
さ

れ
た
よ
う
で
す
。
し
ば
ら
く
空
き
家
に
な
っ

て
い
た
の
で
設
計
事
務
所
に
し
た
の
で
す
が
、

余
っ
た
ス
ペ
ー
ス
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
。
大
紀

町
で
も
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
受
け
入
れ
に
民
泊

が
多
く
な
っ
て
き
て
、
平
成
26（
２
０
１
４
）

年
か
ら
宿
と
し
て
の
形
態
に
し
ま
し
た
」と
均

さ
ん
。
時
を
経
て
、
再
び
旅
人
の
宿
と
し
て

蘇
り
ま
し
た
。

　
当
時
の
状
態
が
存
分
に
活
か
さ
れ
、
建
材

も
適
材
適
所
で
再
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
１

階
中
央
は
床
を
外
し
た
土
間
に
ア
ン
テ
ィ
ー
ク

の
テ
ー
ブ
ル
。
隣
は
天
井
を
は
ず
し
た
吹
き

抜
け
ス
ペ
ー
ス
で
、
解
放
的
な
空
間
に
し
ま
し

た
。
ど
っ
し
り
と
し
た
杉
の
板
の
間
に
、
樹
齢

ス
仕
立
て
で
提
供
さ
れ
ま
す
。

　
宿
泊
は
一
日
一
組
限
定
と
い
う
条
件
で
、

１
人
か
ら
５
人
ま
で
貸
し
切
り
が
可
能
で
す
。

訪
れ
る
人
は
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
と
幅
広

く
、
口
コ
ミ
で
評
判
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
ま
た
宿
泊
者
に
は
裏
千
家
の
准
教
授

で
茶
名
を
持
つ
直
子
さ
ん
が
抹
茶
を
立
て
た

り
、
つ
る
細
工
や
川
遊
び
、薪
割
り
と
い
っ
た

体
験
メ
ニ
ュ
ー
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
「
宿
を
め
ざ
し
て
、
大
紀
町
に
来
て
く
れ
る

人
が
い
ま
す
。
そ
ん
な
人
た
ち
に
、
ど
う
楽

し
ん
で
も
ら
う
か
を
考
え
る
の
が
、
わ
た
し

た
ち
の
使
命
で
す
」と
、
最
上
級
の
お
も
て
な

し
で
寄
り
添
う
直
子
さ
ん
。
宿
帳
に
は
、２
人

の
心
遣
い
に
対
す
る
丁
寧
な
感
想
が
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
宿
と
し
て
使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
建

物
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
な
っ
て
い
ま
す
」と

均
さ
ん
。
古
民
家
に
新
た
な
風
が
吹
き
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

【
度
会
郡
大
紀
町
】

古
道
の
宿 

上
野
屋

見
る
も
の
全
て
に
趣
が
あ
る
一
日
一
組
の
貸
し
切
り
宿

明かりが差し込む吹き抜けの部屋洒落た空間が広がる荒壁の部屋

客室として利用される畳の部屋

リフォームの技とセンスを堪能

「
古
道
の
宿 

上
野
屋
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

７
４ ‒ 

２
３
０
１

お
問
い
合
わ
せ

小倉 均さん（右側）と直子さん

シックな黒い外壁が目に留まる

釣り人も多い大内山川のせせらぎ

5

は
た
ご

た　
た　
き

く
ろ
う

ば
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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

　
漁
師
町
の
細
い
路
地
は
、
ま
る
で
迷
路
の

よ
う
で
す
。
九
鬼
漁
港
か
ら
歩
く
こ
と
３
分
、

集
落
で
唯
一
の
本
屋「
ト
ン
ガ
坂
文
庫
」に
た

ど
り
着
き
ま
す
。
共
同
で
運
営
す
る
豊
田 

宙

也
さ
ん
と
本
澤 

結
香
さ
ん
が
集
め
た
約
２
千

冊
の
本
が
並
ん
で
い
ま
す
。

　
本
屋
に
通
じ
る
石
畳
の
坂
が
通
称「
ト
ン
ガ

坂
」。「
ト
ン
ガ
」は
地
元
で「
大
風
呂
敷
を
広

げ
る
」「
大
げ
さ
に
い
う
」と
の
意
味
合
い
で
す
。

築
80
年
の
木
造
平
屋
建
て
の
空
き
家
を
、
地
元

職
人
や
友
人
の
協
力
を
得
て
改
修
し
ま
し
た
。

新
刊
も
扱
っ
て
い

ま
す
が
、
自
分
の

た
め
に
絵
本
を
買

う
大
人
の
方
が
増

え
て
い
ま
す
よ
」

と
本
澤
さ
ん
。
本

か
ら
膨
ら
む
話
題

は
尽
き
ま
せ
ん
。

　
「
町
に
な
い
も

の
は
自
分
た
ち
で

つ
く
っ
て
、こ
ん

な
場
所
を
増
や
し

て
い
け
ば
、
面
白

く
な
り
ま
す
。
山

の
方
に
も
移
動
販

売
に
行
き
た
い
し
、本
も
作
っ
て
み
た
い
。
ト

ン
ガ
を
じ
っ
く
り
と
育
て
て
い
き
た
い
ん
で

す
」と
豊
田
さ
ん
は
大
風
呂
敷
を
広
げ
ま
す
。

交
流
の
場
に
な
り
つ
つ
あ
る
本
屋
に
、
期
待

が
高
ま
り
ま
す
。

　
豊
田
さ
ん
は
平
成
26（
２
０

１
４
）年
、
地
域
お
こ
し
協
力

隊
と
し
て
東
京
か
ら
尾
鷲
市

に
引
っ
越
し
、古
本
屋
開
業
の

構
想
を
ず
っ
と
あ
た
た
め
て

い
ま
し
た
。
本
澤
さ
ん
も
移

住
組
。「
地
域
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー

留
学
」で
九
鬼
町
を
訪
れ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
、暮
ら
し
は

じ
め
ま
し
た
。

　
古
書
の
ジ
ャ
ン
ル
は
小
説
、

ア
ー
ト
、
宗
教
や
哲
学
、
音

楽
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
全
て
豊
田
さ
ん
と
本
澤

さ
ん
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
通
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
２
人
は
ほ
か
の
地
域
で
行
わ
れ
る
マ
ル
シ
ェ

や
古
本
市
に
も
参
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

と
き
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
尾
鷲
出
身
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
展
示
会
を
し
ま
し
た
。「
ギ
ャ
ラ

リ
ー
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
け
ど
、
気
軽
に

使
え
る
場
所
と
し
て
解
放
し
て
い
き
た
い
。

本
屋
が
九
鬼
町
に
来
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て

く
れ
た
ら
」と
豊
田
さ
ん
。「
こ
こ
で
宿
題
を

す
る
小
学
生
も
い
ま
す
。
児
童
書
を
中
心
に

ト
ン
ガ
坂
文
庫

選
り
す
ぐ
り
の
古
書
が
並
ぶ
本
屋
が
、ま
ち
を
面
白
く
す
る
き
っ
か
け
に

【
尾
鷲
市
九
鬼
町
】

　
四
日
市
市
の
日
永
町・泊
町
一
帯
は
、
東
海

道
五
十
三
次
の
四
日
市
宿
と
石
薬
師
宿（
現
鈴

鹿
市
）の「
間
の
宿
」と
し
て
賑
わ
っ
た
と
こ
ろ
。

伊
勢
街
道
と
の
追
分
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

伊
勢
神
宮
参
拝
者
も
多
く
訪
れ
ま
し
た
。
町

に
は「
日
永
う
ち
わ
」「
日
永
足
袋
」「
追
分
饅

頭
」な
ど
を
売
る
商
店
や

旅
籠
が
軒
を
連
ね
て
い
た

と
い
い
ま
す
。

　
時
は
流
れ
、
町
並
み
は

変
貌
し
ま
し
た
が
、今
も

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
場
所

資
料
を
収
集
し
、
土
蔵
付

き
の
木
造
平
屋
建
て
の
館

内
に
展
示
。
小
学
生
の
校

外
学
習
の
場
と
し
て
活
用

さ
れ
る
ほ
か
、春
に
開
催

さ
れ
る「
四
日
市
あ
す
な

ろ
う
鉄
道
」主
催
の「
ま
ん

じ
ゅ
う
列
車
」で
は
、呈
茶
サ
ー
ビ
ス
場
所
と

な
り
、
毎
回
多
く
の
来
館
者
で
賑
わ
い
ま
す
。

　
築
１
５
０
年
以
上
の
重
み
が
伝
わ
る
内
部

に
は
、
日
永
の
古
地
図
、八
木
家
に
伝
わ
る
裃

や
紀
州
藩
御
用
札
、「
日
永
う
ち
わ
」な
ど
の
名

物・特
産
品
な
ど
に
加
え
て
、「
四
日
市
あ
す
な

ろ
う
鉄
道
」関
連
資
料
が
所
狭
し
と
並
び
ま
す
。

そ
の
数
、１
３
０
０
点
に
も
お
よ
び
ま
す
。

　
「
今
後
は
、
膨
大
な
資
料
を
取
捨
選
択
し
、

焦
点
を
絞
っ
て
展
示
す
る
予
定
で
す
」と
島
田

さ
ん
。
皆
さ
ん
の
活
動
は
、今
後
も
進
化
し
続

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

の
一
つ
が「
日
永
の
追
分
」で
す
。

国
道
１
号
線
と
県
道
が
交
差

す
る
一
画
に
鳥
居・道
標
な
ど

が
整
備
さ
れ
、
県
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

町
の
歴
史・民
俗・文
化
を
学
べ

る
上
に
、
全
国
各
地
の
旅
人

を
お
茶
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
も

て
な
し
て
く
れ
る
の
が「
東
海

道
日
永
郷
土
資
料
館
」で
す
。

　
「
こ
こ
は
、江
戸
時
代
に
紀

州
藩
の
郷
士
だ
っ
た
八
木
家
の
屋
敷
で
し
た
」。

　
あ
る
日
の
こ
と
、
同
館
を
案
内
し
て
く
れ

た
の
は「
日
永
郷
土
史
研
究
会
」会
長
の
坂
倉 

健
三
さ
ん
と
、
副
会
長
兼
館
長
の
島
田 

均
さ

ん
。
同
会
は
、
昭
和
56（
１
９
８
１
）年
の
発

足
以
来
、郷
土
の
歴
史
に
つ
い
て
調
査
研
究
を

重
ね
、
そ
の
成
果
を

ま
と
め
た
冊
子
発
行

な
ど
、
多
彩
な
活
動

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

資
料
館
開
館
以
降
は
、

地
域
に
眠
る
貴
重
な

「
間
の
宿
」日
永
の
歴
史
が
詰
ま
っ
た
交
流
拠
点

八木家に伝わる裃などが
展示された館内の様子
八木家に伝わる裃などが
展示された館内の様子

購入した本を手に
くつろげる場所もある
購入した本を手に
くつろげる場所もある

トンガ坂手前で誘導する案内
看板猫の「まだ」を抱く
豊田 宙也さん（左側）と本澤 結香さん

「日永の追分」

「まんじゅう列車」の様子

ト
ン
ガ
坂
文
庫

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
７
０ ‒ 

４
３
４
０ ‒ 

２
３
２
３

お
問
い
合
わ
せ

東
海
道
日
永
郷
土
資
料
館 （
ま
ち
か
ど
博
物
館
）

【
四
日
市
市
泊
町
】

と
ま
り
ち
ょ
う

ち
ゅ
う

ほ
ん

や

ざ
わ

「
東
海
道
日
永
郷
土
資
料
館
」

（
水・土・日
曜
日
開
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
４
６ ‒ 

０
４
６
７

お
問
い
合
わ
せ

あ
い

ご
う

か
み
し
も

し

は
た
ご

お
い

じ
ゅ
う

わ
け

ま
ん

※

向かって左から
島田 均さん、坂倉 健三さん

あ
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

　
「
す
て
き
な
家
や
な
ぁ
、
き
れ
い
な
サ
ク
ラ

や
な
ぁ
…
」。

　

12
年
前
の
春
爛
漫
の
こ
ろ
、
伊
勢
市
横
輪

町
を
訪
れ
た
井
爪 

貞
子
さ
ん
の
心
を
捉
え
た

の
は
、
１
軒
の
古
民
家
と
庭
に
咲
く
見
事
な

「
横
輪
桜
」で
し
た
。「
横
輪
桜
」は
江
戸
時
代

後
期
に
町
内
の
桂
林
寺
に
咲
い
て
い
た
サ
ト

ザ
ク
ラ
の
一
種
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
よ
り
も
花
が
大
き
く
、
成
長
す
る
に

つ
れ
て
花
弁
の
枚
数
が
増
え
る
と
い
う
珍
し

い
品
種
。
毎
年
３
月
下
旬
か
ら
４
月
中
旬
ご

ろ
に
は
、
町
内
全
体
に
約
２
０
０
０
本
の
花

が
咲
き
競
い
、
３
万
人
も
の
訪
問
者
を
魅
了

し
て
い
ま
す
。

　
伊
勢
市
内
外
で
絵
手
紙
教
室「
百
花
こ
こ
ろ

絵
」を
主
宰
す
る
井
爪
さ
ん
と
、
10
年
近
く
空

き
家
だ
っ
た
古
民
家
と
の
出
合
い
は
、
ま
る

で
お
と
ぎ
話
の
よ
う
で
す
。
翌
日
に
は
、
持

ち
主
と
の
偶
然
の
出
会
い
も
あ
り
、
わ
ず
か

１
週
間
程
度
で
古
民
家
を
借
り
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　
あ
る
日
の
こ
と「
木
間
々
な
美
術
館
」と
名

付
け
ら
れ
た
古
民
家
を
訪
ね
る
と
、
同
館
館

に
宮
大
工
が
建
て
た
こ
と
か
ら
、
細
部
ま
で

丁
寧
に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。

ま
た
、
各
部
屋
に
は
ミ
シ
ン
を
再
利
用
し
た

テ
ー
ブ
ル
や
、
趣
あ
る
照
明
器
具
な
ど
が
和

モ
ダ
ン
な
空
間
を
演
出
し
、
井
爪
さ
ん
の
作

品
が
来
館
者
を
も
て
な
す
よ
う
に
配
置
さ
れ

て
い
ま
す
。「
心
は
持
ち
様
で
晴
れ
た
り
曇
っ

た
り
」「
こ
こ
に
共
に
楽
し
む
仲
間
が
い
る  

喜
び
笑
い
の
か
お
が
あ
る
」な
ど
の
文
字
や
絵

を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
、
自
然
と
心
が
和
み
、

元
気
に
な
っ
て
い
く
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
「『
横
輪
桜
』を
眺
め
る
な
ら
２
階
か
ら
が
最

高
で
す
よ
」と
す
す
め
ら
れ
て
２
階
へ
。
お
話

通
り
、
庭
の
奥
を
流
れ
る
横
輪
川
の
せ
せ
ら

長
で
も
あ
る
井
爪
さ
ん
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
牧

野 

義
明
さ
ん
、
文
代
さ
ん
夫
婦
が
温
か
く
出

迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
案
内
さ
れ
て
入
口
か

ら
奥
へ
と
入
っ
て
い
く
と
、２
本
の「
横
輪
桜
」

が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
続
い
て
、

庭
の
広
さ
に
驚
き
ま
す
。
現
在
は
手
入
れ
が

行
き
届
き
、
サ
サ
ユ
リ
や
フ
ジ
バ
カ
マ
な
ど

の
花
々
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
初
は

草
刈
り
な
ど
で
大
変
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
３
人
の
苦
労
話
を
伺
い
な
が
ら
、「
今
日
も

人
生
の
旅
の
一
日　
い
い
日
で
い
た
い
」の
文

字
が
染
め
ら
れ
た
暖
簾
を
く
ぐ
り
ま
す
。
す

る
と
、
重
厚
な
廊
下
や
、
細
工
が
施
さ
れ
た

欄
間
な
ど
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
60
年
前

ぎ
を
背
に
し
て
立
つ
２
本
の
大
木
が
見
渡
せ

ま
し
た
。
す
ぐ
横
に
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
大

木
も
あ
り
、
２
種
類
の
サ
ク
ラ
を
見
比
べ
る

の
も
格
別
だ
と
教
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
染
色

作
家
で
も
あ
る
牧
野 

文
代
さ
ん
の
作
品
、繊

細
で
優
美
な
色
合
い
の
ス
ト
ー
ル
な
ど
が
展

示
・
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
同
館
が
開
館
す
る
の
は
毎
月
第
４

金・土・日
曜
日
で
す
が
、「
横
輪
桜
」開
花
期

間
中
に
加
え
て
、
６
月
中
旬
ご
ろ
に
は
恒
例

の
野
外
ジ
ャ
ズ
ラ
イ
ブ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ジ
ャ
ズ
シ
ン
ガ
ー
の
伊
藤 

リ
カ
さ
ん
の
美
し

い
歌
声
を
堪
能
し
た
後
は
、
川
辺
を
飛
び
交

う
ホ
タ
ル
の
光
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
秋
に
は「
絵
手
紙
展
」も
開
催
さ
れ
、

本
年
は
10
月
23
日
〜
26
日
の
予
定
で
す
。

　
木
々
の
合
間
に
た
た
ず
む「
木
間
々
な
美
術

館
」で
、気
ま
ま
で
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

【
伊
勢
市
横
輪
町
】

木
間
々
な
美
術
館

「
横
輪
桜
」の
里
に
た
た
ず
む
自
由
気
ま
ま
な
美
術
館

美術館内部で談笑する井爪 貞子さん（向かって右）と、牧野 文代さん
満開の「横輪桜」の下で
フォークソング演奏

「木間々な美術館」外観

向かって左から牧野 文代さん、
井爪 貞子さん、牧野 義明さん

本年開催された野外ジャズライブ
「ホタルの宵 ラテンの夜」

牧野 文代さんの作品

井爪 貞子さんの作品

※ ※

9

ま

ま

き

「
木
間
々
な
美
術
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

１
４
７
７ ‒ 

７
７
４
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
井
爪 

貞
子
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ い

の

ら
ん
ま

と
ら

つ
め
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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

　
多
気
町
丹
生
は
、
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の
丹

生
大
師
や
、
水
銀
採
掘
の
歴
史
を
物
語
る
水

銀
抗
跡
な
ど
が
あ
り
、
じ
っ
く
り
と
散
策
が

楽
し
め
る
町
で
す
。
町
の
南
側
を
歩
け
ば
、

の
ど
か
な
田
園
風
景
の
中
に
水
を
湛
え
た
用

水
路
を
見
か
け
る
で
し
ょ
う
。
地
域
の
田
畑

（
１
７
７
４
〜
１
８
３
０
）で
す
。

　
あ
る
日
の
こ
と
、
和
歌
山
別
街
道
沿
い
に

建
つ
彦
左
衛
門
の
生
家
を
訪
ね
る
と
、
白
い

暖
簾
が
目
を
引
く
玄
関
脇
に
、
大
き
な
杉
玉

が
吊
る
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
西
村
家
は
、
江

戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
ま
で
造
り
酒
屋『
古
里

屋
』を
営
ん
で
い
て
、〝
彦
左
衛
門
さ
ん
〞は
４

代
目
の
当
主
で
し
た
」と
教
え
て
く
れ
る
の

は
、一
般
社
団
法
人「
ふ
る
さ
と
屋
」理
事
長
の

中
西 

眞
喜
子
さ
ん
で
す
。
同
法
人
は
、
地
域

資
源
を
活
用
し
た
地
域
づ
く
り
事
業
を
実
践
。

そ
の
活
動
の
幅
は
広
く
、
高
齢
者
の
暮
ら
し

の
サ
ポ
ー
ト
や
防
災
対
策
、
獣
害
対
策
、
地

域
の
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
、
立
梅
用
水
を

有
効
利
用
す
る
た
め
の
調
査・管
理
、
彦
左
衛

門
生
家
を
活
用
し
た
交
流
事
業
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
彦
左
衛
門
と
立
梅
用
水
の
関

わ
り
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

櫛
田
川
上
流
に
位
置
す
る
丹
生
や
周
辺
の
村

村
は
河
床
が
低
い
た
め
に
、
川
の
水
を
農
業

用
水
と
し
て
引
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

古
く
か
ら
稲
作
よ
り
も
畑
作
が
中
心
で
し
た
。

を
潤
す
一
方
で
、
水
路
に
沿
っ
て
ア
ジ
サ
イ

の
小
径
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
観
光
資
源
と

し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
立
梅
用
水
で
す
。

平
成
26（
２
０
１
４
）年
に「
世
界
か
ん
が
い
施

設
遺
産
」に
も
登
録
さ
れ
た
用
水
の
築
造
に
大

き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
が
、
西
村 

彦
左
衛
門

そ
ん
な
状
況
を
見
か
ね
た
彦
左
衛
門
が
考
え

た
の
は
、
粥
見
村
立
梅（
現
在
の
松
阪
市
飯
南

町
）辺
り
の
櫛
田
川
に
井
堰
を
設
け
て
水
を
引

き
入
れ
、
各
村
を
通
っ
て
丹
生
ま
で
送
水
す

る
と
い
う
も
の
。
延
長
約
30
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

も
お
よ
ぶ
壮
大
な
計
画
で
し
た
。
文
化
５（
１

８
０
８
）年
に
５
か
村
連
盟
の
建
設
願
書
を
差

し
出
し
、
そ
の
後
も
再
三
に
わ
た
る
請
願
活

動
を
実
施
。
そ
の
苦
労
が
よ
う
や
く
実
り
、

紀
州
藩
の
直
営
事
業
と
し
て
完
成
し
た
の
は
、

文
政
６（
１
８
２
３
）年
の
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。

　
中
西
さ
ん
の
案
内
で
生
家
の
内
部
へ
と
入

町
）の
協
力
で
販
売
中
の
、
彦
左
衛
門
と
妻
の

須
賀
の
名
前
を
冠
し
た
清
酒
の
試
飲
な
ど
が

行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

　
「
私
た
ち
が
頑
張
る
こ
と
で
、
彦
左
衛
門
さ

ん
へ
の
恩
返
し
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
中
西
さ
ん
。
今
後
は
、
土
・
日
曜
日
も
開

館
し
、
よ
り
多
く
の
人
に
立
ち
寄
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
し
た
い
と
も
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。
皆
さ
ん
の
挑
戦
に
終
わ
り
は
な
い
の
で

し
ょ
う
。

る
と
、
間
取
り
や
設
い
な
ど
は
、
西
村
家
の

人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
当
時
の
ま
ま
で
、
築

４
０
０
年
の
風
格
が
漂
い
ま
す
。
釘
隠
し
な

ど
も
凝
っ
た
作
り
に
な
っ
て
い
て
、
細
部
に

ま
で
心
配
り
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

当
家
の
人
々
の
慎
ま
し
く
、
穏
や
か
な
暮
ら

し
ぶ
り
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
、
い
つ
し
か

時
を
忘
れ
て
、
く
つ
ろ
い
だ
気
分
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
平
日
の
み
無
料
公
開
で
す
が
、

11
月
10
日
の
日
曜
日
は
、
年
に
４
回
開
催
さ

れ
る「
十
日
市
」開
催
日
の
た
め
、
公
開
予
定

で
す
。 

西
村
家
ゆ
か
り
の
元
坂
酒
造（
大
台

「
ふ
る
さ
と
屋
」（
土・日・祝
日
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

６
７ ‒ 

５
４
５
７

お
問
い
合
わ
せ

ふ
る
さ
と
屋 （
西
村 

彦
左
衛
門
生
家
）

【
多
気
郡
多
気
町
】

11

に
ゅ
う

た
た

か
ゆ

せ
き

げ
ん
さ
か
し
ゅ
ぞ
う

す

が

し
つ
ら

い

み

た
ち

ふ
る

や

さ
と

れ
ん

の

ば
い
よ
う
す
い

ゆっくりとくつろげる「ふるさと屋」内部

「ふるさと屋」入口

向かって左から、一般社団法人「ふるさと屋」
事務長の稲葉 基文さんと中西 眞喜子さん

毎年6月開催の「大師の里 彦左衛門の
あじさいまつり」では、ボートに乗って
用水路を見学できる。

「ふるさと屋」内部

ひ
こ

ざ

え

も
ん

〝
彦
左
衛
門
さ
ん
〞生
家
で
地
域
づ
く
り

※




