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〝
竜
灯
松
〞と
称
さ
れ
た
と
い
う
松
は
、
現

在
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
家
康
ゆ
か
り
の
橋
は
、

東
側
に
進
ん
だ
道
沿
い
で
見
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
橋
の
た
も
と
に
建
つ「
思
案
橋
の
由

来
」に
は
、〝
本
能
寺
の
変
〞を
知
っ
た
徳
川 

家

康
が
、
伊
賀
路
を
経
て
当
地
に
来
た
際
、
陸

路
を
行
く
か
海
路
を
選
ぶ
か
、
思
案
に
く
れ

た
話
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
の
船

出
場
所
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
こ
の
伝
承
を

も
と
に
思
案
橋
と
名
付
け
ら
れ
た
橋
は
、
昭

和
61（
１
９
８
６
）年
に
再
建
さ
れ
、
地
域
の

人
々
が
今
も
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
ま
ず
は
、
四
日
市
湊
を
偲
ぶ
場
所
に
向
か

い
ま
し
ょ
う
。
入
口
近
く
に
あ
っ
た
橋
に
は
、

家
康
伝
承
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
」。

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、Ｊ
Ｒ「
四
日
市
」駅
を

後
に
し
て
最
初
に
案
内
さ
れ
た
の
は
、
駅
の

北
に
位
置
す
る
不
動
寺
で
す
。
周
囲
に
は
商

店
や
住
宅
が
建
ち
並
び
ま
す
が
、
か
つ
て
は

東
側
に
湊
が
あ
り
、
境
内
に
あ
っ
た
竜
の
形

を
し
た
松
に
灯
明
を
付
け
て
、
灯
台
代
わ
り

に
し
て
い
た
と
教
わ
り
ま
す
。

　
家
康
の
船
出
場
所
は
不
明
で
す
が
、
四
日

市
を
重
視
し
て
い
た
の
は
確
か
で
す
。
晴
れ

て
天
下
人
に
な
る
と
、
幕
府
直
轄
地
と
し
、

東
海
道
の
宿
駅
を
設
け
、
四
日
市
廻
船（
沿
岸

航
路
で
荷
物
な
ど
を
輸
送
す
る
船
の
こ
と
）を

公
認
。
四
日
市
の
発
展
に
は
、
家
康
の
存
在

が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
思
案
橋
を
後
に
し
て
東
へ
進
む
道
筋
は
、

蔵
町
通
り
で
す
。
江
戸
時
代
初
期
ま
で
は
入

り
江
で
し
た
が
、
埋
め
立
て
ら
れ
て
湊
が
さ

ら
に
東
へ
移
動
す
る
と
、
廻
船
問
屋
な
ど
の

蔵
や
納
屋
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
。
道
の
両
側

に
ず
ら
り
と
蔵
が
建
ち
並
ん
だ
様
子
は
、
壮

観
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
納
屋
運
河
に
架
か
る
開
栄
橋
を
渡
り
、
さ

ら
に
東
へ
と
歩
く
と
、
道
は
突
当
り
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
辺
り
一
帯
が
四
日
市
旧
港
で
、

基
礎
を
築
い
た
の
が
稲
葉 

三
右
衛
門（
１
８

３
７
〜
１
９
１
４
）で
す
。

〝
伊
勢
水
〞と
呼
ば
れ
た
菜
種
油
な
ど
が
江

戸
へ
と
運
ば
れ
、
多
く
の
船
で
賑
わ
っ
た
四

築
い
た
施
設
が
、
そ
の
後
の
暴
風
雨
な
ど
に

よ
っ
て
破
損
し
た
た
め
、
同
26（
１
８
９
３
）

年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
改
修
工
事

の
際
に
築
か
れ
た
も
の
で
、
潮
吹
き
防
波
堤

と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
現
在
の
潮
吹
き
防
波
堤
は
全
体
像
が
見
え

ず
、
構
造
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
同
園
内
に
展
示
さ
れ
た
模
型
を
見
る
と
、

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
案
内
板
の
始
動
ボ
タ
ン

日
市
湊
で
し
た
が
、
安
政
の
大
地
震
な
ど
に

よ
っ
て
、
干
潮
時
に
は
小
船
の
出
入
り
さ
え

困
難
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
廻

船
問
屋
だ
っ
た
三
右
衛
門
は
、
こ
の
状
況
を

憂
え
、
私
財
を
投
げ
う
っ
て
修
築
工
事
を
進

め
ま
し
た
。
工
事
に
は
、明
治
６（
１
８
７
３
）

年
か
ら
12
年
も
の
歳
月
が
か
か
っ
た
の
で
す
。

周
囲
は
、三
右
衛
門
の
名
を
冠
し
た「
稲
葉
翁

記
念
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
、
功
績
を
称
え

て
建
立
さ
れ
た「
稲
葉
三
右
衛
門
君
彰
功
碑
」

も
た
た
ず
み
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
旧
港
施
設
の
中
で
最
も
目
を

引
く
の
は
、
石
積
み
の
防
波
堤
で
し
ょ
う
。

旧
港
内
を
包
み
込
む
よ
う
に
緩
や
か
に
カ
ー

ブ
し
て
い
て
、
そ
の
側
面
に
は
五
角
形
の
穴

が
開
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
三
右
衛
門
が

れ 

い
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を
押
す
と
波
が
現
れ
、
港
外
側
の
小
堤
を
乗

り
越
え
た
波
が
、
平
行
す
る
大
堤
で
受
け
止

め
ら
れ
、
大
堤
に
開
け
ら
れ
た
潮
吹
き
穴
か

ら
港
内
側
に
流
れ
出
す
様
子
を
間
近
に
見
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
稲
葉
翁
記
念
公
園
」か
ら
は
、
平
成
３（
１

９
９
１
）年
に
整
備
さ
れ
た
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を

る
末
広
橋
梁
を
見
た
後
は
、
納
屋

防
災
緑
地
公
園
脇
を
進
み
ま
す
。

す
る
と
、
右
手
に
新
し
い
橋
が
見

え
て
き
ま
し
た
。
平
成
７（
１
９

９
５
）年
完
成
の
相
生
橋
で
、
夜

間
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
相
生
橋
か
ら
は
西
へ
向
か
い
、
本
町
通
り

商
店
街
を
歩
き
ま
す
。
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で
は
、

東
海
道
五
十
三
次
の
各
宿
場
の
浮
世
絵
が
吊

歩
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
高
潮
護
岸
の
防
壁
前

面
平
場
を
利
用
し
た
遊
歩
道
で
、
旧
港
の
様

子
な
ど
を
眺
め
な
が
ら
散
策
し
て
い
る
と
、

10
分
程
度
で
千
歳
橋
に
到
着
し
ま
し
た
。

　
千
歳
橋
か
ら
は
帰
路
に
就
き
ま
す
が
、
こ

こ
で
少
し
だ
け
足
を
延
ば
し
て
末
広
橋
梁
を

見
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。
現
役
で
は
最
古

の
鉄
道
可
動
橋
で
、
昭
和
６（
１
９
３
１
）年

に
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

　
四
日
市
港
発
展
の
歴
史
の
１
ペ
ー
ジ
を
飾

る
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
き
ま
し
た
。
レ
ト

ロ
な
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
同
商
店
街
か
ら
は
、

終
点
の
Ｊ
Ｒ「
四
日
市
」駅
は
す
ぐ
近
く
で
す

が
、
そ
の
前
に
ぜ
ひ
見
て
お
き
た
い
の
が
、

「
稲
葉
三
右
衛
門
翁
銅
像
」で
す
。
駅
前
の
中

央
通
り
に
堂
々
と
立
つ
姿
は
、
四
日
市
港
の

未
来
を
見
据
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

み
な
と か

い

わ
い

四
日
市
市 
四
日
市
旧
港
界
隈

問
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東
海
道
の
宿
場
町
と
し
て
、
陸
路
を
行
き
交
う
人
々
や
物
資
で

賑
わ
っ
た
四
日
市
は
、〝
み
な
と
〞と
と
も
に
発
展
し
た
町
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　
古
く
か
ら
天
然
の
良
港
と
し
て
知
ら
れ
た
四
日
市
湊
で
し
た
が
、

江
戸
時
代
末
期
に
大
地
震
に
襲
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
干
潮
時

に
は
小
船
の
出
入
り
も
困
難
な
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

明
治
時
代
に
近
代
港
湾
施
設
の
基
礎
を
築
く
た
め
に
尽
力
し
た
の

が
稲
葉 

三
右
衛
門
で
し
た
。

　
そ
の
後
も
、
改
修・埋
め
立
て
工
事
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
四
日

市
港
は
、
商
工
業
都
市・四
日
市
市
を
支
え
る
存
在
で
あ
り
続
け
、

近
年
で
は
工
場
夜
景
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

歴
史
と
未
来
が
交
差
す
る
四
日
市〝
み
な
と
〞め
ぐ
り

不動寺

思案橋

「稲葉三右衛門君彰功碑」

り
ゅ
う
と
う
ま
つ

か
い
せ
ん

な

や

ひ

と
せ

ひ
ろ
き
ょ
う
り
ょ
う

す
え

ち

し
ょ
う
こ
う

＊
四
日
市〝
み
な
と
〞を
漢
字
表
記
す
る
場
合
、明
確
な
区
別
は
な
い
も
の
の
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
河
岸
か
ら
荷
物
を
積
み
下
ろ
し
す
る
際（
き
わ
）

の
と
こ
ろ
を〝
湊
〞と
い
い
、明
治
時
代
に
稲
葉 

三
右
衛
門
が
船
着
き
場
な

ど
を
整
備
し
て
近
代
港
湾
と
な
っ
て
か
ら
を〝
港
〞と
表
記
す
る
こ
と
が
多

い
た
め
、本
文
中
の
表
記
も
こ
れ
に
従
い
ま
し
た
。

家
康
伝
承
が
息
づ
く
思
案
橋

稲
葉 

三
右
衛
門
の
功
績

現
役
最
古
の
鉄
道
可
動
橋

START
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今回の案内人
は、「ＮＰＯ四日
市案内人協会」
代表の光用（み
つもぢ）敬一さ

ん（写真右）と、相談役の田中 明郎（あきお）
さん。同会のモットー“四日市を愛し、四日
市を知り、四日市を語ります”そのままに、深
い愛情と知識が満ち溢れていました。

至
鈴
鹿
市

三滝川

さ
ん

え

も
ん

J
R
関
西
本
線

至桑名市 至桑名市



1516

〝
竜
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と
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う
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現

在
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ま
せ
ん
が
、
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投
げ
う
っ
て
修
築
工
事
を
進

め
ま
し
た
。
工
事
に
は
、明
治
６（
１
８
７
３
）

年
か
ら
12
年
も
の
歳
月
が
か
か
っ
た
の
で
す
。

周
囲
は
、三
右
衛
門
の
名
を
冠
し
た「
稲
葉
翁

記
念
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
、
功
績
を
称
え

て
建
立
さ
れ
た「
稲
葉
三
右
衛
門
君
彰
功
碑
」

も
た
た
ず
み
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
旧
港
施
設
の
中
で
最
も
目
を

引
く
の
は
、
石
積
み
の
防
波
堤
で
し
ょ
う
。

旧
港
内
を
包
み
込
む
よ
う
に
緩
や
か
に
カ
ー

ブ
し
て
い
て
、
そ
の
側
面
に
は
五
角
形
の
穴

が
開
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
三
右
衛
門
が

れ 

い
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を
押
す
と
波
が
現
れ
、
港
外
側
の
小
堤
を
乗

り
越
え
た
波
が
、
平
行
す
る
大
堤
で
受
け
止

め
ら
れ
、
大
堤
に
開
け
ら
れ
た
潮
吹
き
穴
か

ら
港
内
側
に
流
れ
出
す
様
子
を
間
近
に
見
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
稲
葉
翁
記
念
公
園
」か
ら
は
、
平
成
３（
１

９
９
１
）年
に
整
備
さ
れ
た
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を

る
末
広
橋
梁
を
見
た
後
は
、
納
屋

防
災
緑
地
公
園
脇
を
進
み
ま
す
。

す
る
と
、
右
手
に
新
し
い
橋
が
見

え
て
き
ま
し
た
。
平
成
７（
１
９

９
５
）年
完
成
の
相
生
橋
で
、
夜

間
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
相
生
橋
か
ら
は
西
へ
向
か
い
、
本
町
通
り

商
店
街
を
歩
き
ま
す
。
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で
は
、

東
海
道
五
十
三
次
の
各
宿
場
の
浮
世
絵
が
吊

歩
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
高
潮
護
岸
の
防
壁
前

面
平
場
を
利
用
し
た
遊
歩
道
で
、
旧
港
の
様

子
な
ど
を
眺
め
な
が
ら
散
策
し
て
い
る
と
、

10
分
程
度
で
千
歳
橋
に
到
着
し
ま
し
た
。

　
千
歳
橋
か
ら
は
帰
路
に
就
き
ま
す
が
、
こ

こ
で
少
し
だ
け
足
を
延
ば
し
て
末
広
橋
梁
を

見
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。
現
役
で
は
最
古

の
鉄
道
可
動
橋
で
、
昭
和
６（
１
９
３
１
）年

に
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

　
四
日
市
港
発
展
の
歴
史
の
１
ペ
ー
ジ
を
飾

る
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
き
ま
し
た
。
レ
ト

ロ
な
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
同
商
店
街
か
ら
は
、

終
点
の
Ｊ
Ｒ「
四
日
市
」駅
は
す
ぐ
近
く
で
す

が
、
そ
の
前
に
ぜ
ひ
見
て
お
き
た
い
の
が
、

「
稲
葉
三
右
衛
門
翁
銅
像
」で
す
。
駅
前
の
中

央
通
り
に
堂
々
と
立
つ
姿
は
、
四
日
市
港
の

未
来
を
見
据
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

み
な
と か

い

わ
い

四
日
市
市 

四
日
市
旧
港
界
隈

問
　

 「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
四
日
市
案
内
人
協
会
」

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
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東
海
道
の
宿
場
町
と
し
て
、
陸
路
を
行
き
交
う
人
々
や
物
資
で

賑
わ
っ
た
四
日
市
は
、〝
み
な
と
〞と
と
も
に
発
展
し
た
町
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　
古
く
か
ら
天
然
の
良
港
と
し
て
知
ら
れ
た
四
日
市
湊
で
し
た
が
、

江
戸
時
代
末
期
に
大
地
震
に
襲
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
干
潮
時

に
は
小
船
の
出
入
り
も
困
難
な
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

明
治
時
代
に
近
代
港
湾
施
設
の
基
礎
を
築
く
た
め
に
尽
力
し
た
の

が
稲
葉 

三
右
衛
門
で
し
た
。

　
そ
の
後
も
、
改
修・埋
め
立
て
工
事
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
四
日

市
港
は
、
商
工
業
都
市・四
日
市
市
を
支
え
る
存
在
で
あ
り
続
け
、

近
年
で
は
工
場
夜
景
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

歴
史
と
未
来
が
交
差
す
る
四
日
市〝
み
な
と
〞め
ぐ
り

不動寺

思案橋

「稲葉三右衛門君彰功碑」

り
ゅ
う
と
う
ま
つ

か
い
せ
ん

な

や

ひ

と
せ

ひ
ろ
き
ょ
う
り
ょ
う

す
え

ち

し
ょ
う
こ
う

＊
四
日
市〝
み
な
と
〞を
漢
字
表
記
す
る
場
合
、明
確
な
区
別
は
な
い
も
の
の
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
河
岸
か
ら
荷
物
を
積
み
下
ろ
し
す
る
際（
き
わ
）

の
と
こ
ろ
を〝
湊
〞と
い
い
、明
治
時
代
に
稲
葉 

三
右
衛
門
が
船
着
き
場
な

ど
を
整
備
し
て
近
代
港
湾
と
な
っ
て
か
ら
を〝
港
〞と
表
記
す
る
こ
と
が
多

い
た
め
、本
文
中
の
表
記
も
こ
れ
に
従
い
ま
し
た
。

家
康
伝
承
が
息
づ
く
思
案
橋

稲
葉 

三
右
衛
門
の
功
績

現
役
最
古
の
鉄
道
可
動
橋

START

■ 行程図　所要時間／約1時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

約400ｍ 約400ｍ 約300ｍ 約400ｍJR「四日市」駅 不動寺 思案橋 開栄橋

相生橋 千歳橋 約400ｍ約700ｍ約900ｍすぐ 「稲葉三右衛門翁銅像」
「稲葉翁記念公園」
潮吹き防波堤

「稲葉三右衛門翁銅像」

潮吹き防波堤遠景

潮吹き防波堤の模型

潮吹き防波堤近景プロムナード

末広橋梁

相生橋

本町通り商店街

四日市旧港

不動寺

「稲葉三右衛門翁銅像」

思案橋

開栄橋

四日ＪＲ「四日市」駅
相生相生橋

千歳橋

「稲葉翁記念公園」
潮吹き防波堤

末広橋梁

　町通り
本町通り商店街

蔵町通り中央通り

納
屋
防
災
緑
地
公
園

プロムナ
ー
ド
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今回の案内人
は、「ＮＰＯ四日
市案内人協会」
代表の光用（み
つもぢ）敬一さ

ん（写真右）と、相談役の田中 明郎（あきお）
さん。同会のモットー“四日市を愛し、四日
市を知り、四日市を語ります”そのままに、深
い愛情と知識が満ち溢れていました。

至
鈴
鹿
市

三滝川

さ
ん

え

も
ん

J
R
関
西
本
線

至桑名市 至桑名市




