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三重の登録有形文化財（前編）

表紙写真「昭和レトロ銭湯 一乃湯」（伊賀市上野西日南町）

市の花

ササユリ

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
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県
内
に
は
、
歴
史
的
・
景
観
的
に
貴
重
な
建
造
物
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
が
、

近
年
で
は
そ
の
建
造
物
を
単
に
保
護
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
幅
広
く
活
用
し
な
が

ら
継
承
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
国（
文
化
庁
）が
制
定
す
る

「
登
録
有
形
文
化
財
」も
こ
う
し
た
考
え
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
県
内
の「
登
録
有
形
文
化
財
」の
中
か
ら
、
６
か
所
ご
紹
介
し
ま
す
。

2 1

取
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中
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…
…
…
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紀
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尾
之
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孝
昭

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

三
重
の
登
録
有
形
文
化
財（
前
編
）

地
域
の
独
自
性
を
守
り
、 

活
用
す
る
こ
と
で
後
世
に
伝
え
る

特 集

＊
各「
登
録
有
形
文
化
財
」の
開
館
日
時
・
受
け
入
れ
方
法
・
料
金

な
ど
は
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亀山市立白川小学校（亀山市白木町）

　
緑
青
色
の
プ
レ
ー
ト

を
掲
げ
た「
登
録
有
形

文
化
財
」は
、国
が
保
存

と
活
用
を
特
に
必
要
と

す
る
も
の
と
し
て
文
化

財
登
録
原
簿
に
登
録
さ

れ
た
有
形
文
化
財
の
こ

と
で
す
。 

平
成
８（
１
９
９
６
）年
に
、制
度
が

導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
登
録
制
度
の
対
象
と
な
る
の
は
、建
築
後
50

年
を
経
過
し
た
建
造
物
。 

住
宅
・
事
務
所
・
社

寺
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、橋
・
水
門
・ト
ン
ネ
ル・

煙
突
な
ど
幅
広
く
数
多
く
の
文
化
財
を
対
象

と
し
て
い
ま
す
。 

広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
り
、

そ
こ
で
し
か
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
も
の
な
ど
が
、

そ
の
資
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
保
護
の
た
め
許
可
な
ど
の
強
い
規
制
を
受

　
「
阪
神・淡
路
大
震
災
以
降
、歴
史
あ
る
建
造

物
を
見
直
す
活
動
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。 

資

産
と
し
て
、ま
た
文
化
と
し
て
活
か
し
、ゆ
る
や

か
に
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
で
す
」と
、「
さ

ん
と
う
ぶ
ん
」の
事
務
局
長
で
あ
り
、三
重
県
文

化
財
保
護
指
導
委
員
の
岩
見 

勝
由
さ
ん
。 

歴

史
的
建
造
物
の
保
全
活
用
に
関
わ
る
専
門
家
で

あ
る
ヘ
リ
テ
ー
ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
育
成
に
も

携
わ
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
、ヘ
リ
テ
ー
ジ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
県
内
に
１
１
６
人
ほ
ど
い
ま
す
が
、地

域
の
人
々
と
連
携
し
な
が
ら
地
域
文
化
活
性
化

の
一
翼
を
担
う
人
材
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
「
登
録
有
形
文
化
財
」の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ

カ
ー
ド
も
作
成
し
ま
し
た
。 

カ
ー
ド
を
集
め
る

こ
と
で
、文
化
財
に
関
心
を
持
つ
人
も
増
え
、地

域
で
親
し
ま
れ
て
き
た
古
い
建
物
こ
そ
見
直
そ

う
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

け
る「
指
定
文
化
財
」は
、そ
の
活
用
方
法
が

も
っ
ぱ
ら
公
開
で
あ
る
の
に
対
し
、「
登
録
有
形

文
化
財
」は
届
出
と
指
導・助
言・勧
告
を
基
本

と
す
る
ゆ
る
や
か
な
制
限
の
た
め
、カ
フ
ェ
や

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
の
商
業
施
設
や
宿
泊
施
設
、

地
域
住
民
の
活
動
の
場
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
用

途
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
29（
２
０
１
７
）年
、「
み
え
登
録
有
形

文
化
財
建
造
物
友
の
会（
会
員
数
58
名
）」（
愛

称「
さ
ん
と
う
ぶ
ん
」）が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。 

歴
史
的
建
造
物
の
所
有
者
、ま
た
建
築
士
や
学

識
経
験
者
が一緒
に
な
っ
て
活
動
を
行
う
組
織

で
す
。 

こ
う
し
た
動
き
は
、全
国
の
都
道
府
県

で
８
番
目
。 

そ
の
価
値
を
見
出
し
て
保
存
し
、 

ま
ち
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
、観
光
資

源
と
し
て
活
用
し
て
い
こ
う
と
、い
ち
早
く
立

ち
上
が
り
ま
し
た
。

い
わ
み

か
つ
よ
し
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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

　
東
海
道
の
宿
場
町
で
あ
る
と
同
時
に
、
城

下
町・港
町
と
し
て
発
展
し
た
桑
名
旧
市
街
地

に
は
、「
六
華
苑
」「
九
華
公
園
」「
七
里
の
渡
し

跡
」な
ど
、
多
彩
な
歴
史・文
化
施
設
が
存
在

し
、
充
実
し
た
散
策
が
可
能
で
す
。 

こ
の
中

で
、
少
し
趣
を
異
に
す
る
の
が「
桑
名
市
石
取

会
館
」で
し
ょ
う
。
２
階
建
て
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
り
の
建
物
で
す
が
、
角
部
分
が
丸

庫
の
本
店
を
経
て
京
町
支
店
と
し
て
使
用
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
３（
１
９
９
１
）年
に
桑
名

市
に
寄
贈
さ
れ
る
と
、
翌
年
に「
桑
名
市
石
取

会
館
」（
入
館
料
無
料
）と
し
て
開
館
。
以
来
、

「
石
取
祭
」の
情
報
発
信
拠
点
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
館
内
に
入
る
と
、
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で

き
た
の
は
、
天
井
ま
で
届
き
そ
う
な
高
さ
の

祭
車
で
す
。「
石
取
祭
」は
、
各
町
か
ら
曳
き

出
さ
れ
た
約
40
台
の
祭
車
が
練
り
歩
く
祭
り

で
す
が
、
町
ご
と
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
祭
車

が
勢
揃
い
す
る
の
は
、
壮
観
な
眺
め
で
し
ょ

う
。
続
い
て
祭
車
の
後
方
に
視
線
を
移
す
と
、

大
太
鼓
と
鉦
が
吊
る
し
て
あ
る
の
に
気
付
き

ま
す
。  

太
鼓
の
大
き
さ
は
直
径
約
80
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
鉦
の
直
径
は
約
50
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
程
度
で
す
。
こ
れ
ら
が「
石
取
祭
」が〝
日

本
一
や
か
ま
し
い
祭
り
〞と
称
さ
れ
る
所
以
。

太
鼓
や
鉦
を
打
ち
鳴
ら
す
お
囃
子
の
音
が〝
ゴ

ン
ゴ
ン
、
チ
キ
チ
キ
チ
ン
、
ゴ
ン
チ
キ
チ
ン
…
〞

と
街
中
に
鳴
り
響
く
の
で
す
。

　
「
桑
名
の
子
ど
も
た
ち
は
、
お
母
さ
ん
の
お

腹
の
中
に
い
る
間
か
ら
、
お
囃
子
の
音
を
聞

く
縁
取
ら
れ
て
い
る
た
め
、
温
か
み
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。一
見
す
る
と
シ
ン
プ
ル
な
外
観
で

す
が
、
窓
の
上
部
な
ど
に
装
飾
が
施
さ
れ
、

細
部
に
ま
で
神
経
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と

が
伝
わ
り
ま
す
。

　
同
館
が
竣
工
し
た
の
は
、
大
正
14（
１
９
２

５
）年
。
当
初
の
役
割
は
、
四
日
市
銀
行
の
桑

名
支
店
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
桑
名
信
用
金

い
て
い
る
た
め
か
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
で
も

平
気
で
寝
て
い
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
」と

教
え
て
く
れ
る
の
は
、
桑
名
市
産
業
振
興
部

の
観
光
文
化
課
で
学
芸
員
を
務
め
る
久
保
田 

恵
友
さ
ん
。
久
保
田
さ
ん
の
勧
め
で
館
内
の

「
お
囃
子
体
験
コ
ー
ナ
ー
」で
実
際
に
鉦
を
た

た
い
て
み
る
と
、
想
像
以
上
に
難
し
く
、
リ

ズ
ム
を
取
る
の
が
い
か
に
大
変
か
を
実
感
し

ま
し
た
。
拍
子
は
、
主
に
五
つ
拍
子
と
七
つ

拍
子
が
あ
り
、
違
い
を
聞
き
比
べ
る
の
も
醍

醐
味
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　
春
日
神
社
に
清
ら
か
な
石
を
奉
納
す
る
行

事
か
ら
始
ま
り
、
現
在
の
荘
厳・華
麗
な
祭
車

文
化
遺
産
の
代
表
一
覧
に
記
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
桑
名
の
夏
を
彩
る「
石
取
祭
」は
、毎
年
８
月

の
第
１
日
曜
日
と
前
日
の
土
曜
日
に
行
わ
れ

ま
す
が
、祭
り
以
外
の
日
で
あ
っ
て
も「
桑
名

市
石
取
会
館
」を
訪
ね
れ
ば
、〝
桑
名
の
町
衆
〞

の
心
意
気
と
熱
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

の
祭
り
へ
と
発
展
し
た「
石
取
祭
」で
す
が
、

明
治
７（
１
８
７
４
）年
に
は
県
の
命
令
で
禁

止
に
なっ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、桑

名
の
人
々
は
祭
典
規
約
な
ど
を
作
成
し
て
、同

14（
１
８
８
１
）年
に
復
興
を
成
し
遂
げ
た
の

で
す
。
ま
た
、
戦
災
で
祭
車
が
焼
失
す
る
と

い
う
試
練
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
度

に
力
を
合
わ
せ
て
乗
り
越
え
て
き
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
人
々
の
熱
い
想
い
が
届
き
、
平
成

19（
２
０
０
７
）年
に「
桑
名
石
取
祭
の
祭
車
行

事
」と
し
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
、同
28（
２
０
１
６
）年
に
は
、「
山・鉾・

屋
台
行
事
」の
一
つ
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形

桑
名
市
石
取
会
館（
旧
桑
名
信
用
金
庫
京
町
支
店
）

〝
日
本
一
や
か
ま
し
い
祭
り
〞石
取
祭
の
熱
気
を
伝
え
る

【
桑
名
市
京
町
】

3

江戸時代末期に製造されたと伝わる
漆仕上げの祭車

鉦のたたき方を実演する久保田 恵友さん

「石取祭」

丸く縁取られた角部分と縦長の窓が印象的な「桑名市石取会館」外観

い
し
ど
り
ま
つ
り

桑
名
市
産
業
振
興
部
観
光
文
化
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

２
４ ‒ 

１
３
６
１

「
桑
名
市
石
取
会
館
」

（
月
曜・木
曜
日
休
館　

※

７
月
か
ら
８
月
の

祭
礼
終
了
ま
で
は
、木
曜
日
開
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

２
４ ‒ 

６
０
８
５

お
問
い
合
わ
せ

※

か

け
い
す
けみ

ご

だ
い

ほ
こ

さ
い
し
ゃ

か
ね

ゆ
え
ん

は
や
し

き
ゅ
う
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明
治
32（
１
８
９
９
）年
の
創
立
以
来
、

１
２
０
年
の
歴
史
を
有
す
る
亀
山
市
立
白
川

小
学
校
に
は
、い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
、 

市
内
で
唯
一「
小
規
模
特
認

校
」に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
正

規
の
学
校
区
外
で
あ
っ
て
も
、一
定
の
条
件
を

満
た
せ
ば
、
特
別
に
同
校
へ
の
入
学
・
転
学

を
認
め
る
と
い
う
も
の
。
平
成
31（
２
０
１
９
）

年
４
月
現
在
、
14
人
の
児
童
が
利
用
し
て
い

ま
す
。

運
動
会
で
は
、
保
護
者
や
卒
業
生
・
老
人
会

な
ど
も
参
加
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
学

校
は
地
域
の〝
核
〞で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は

〝
宝
〞だ
と
い
う
共
通
の
想
い
が
あ
る
こ
と
を

伺
い
ま
し
た
。

　
「
こ
ん
に
ち
は
」「
セ
ミ
の
抜
け
殻
見
つ
け
た

よ
！
」。
子
ど
も
た
ち
の
作
品
な
ど
が
展
示
さ

れ
た
廊
下
を
見
学
し
て
い
る
と
、
次
々
と
声

を
か
け
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
元
気
な
姿
に
思

わ
ず
頬
が
緩
み
ま
す
。木
の
温
も
り
と
、
地
域

住
民
の
愛
情
に
包
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
笑

顔
は
、
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
昭

和
29（
１
９
５
４
）年
に
建
て

ら
れ
た
校
舎
が
木
造
だ
と
い

う
こ
と
。
北
棟
と
南
棟
の
２

棟
が
平
行
し
て
建
っ
て
い
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
木
造
平
屋

建
て
で
、
平
成
21（
２
０
０

９
）年
に
国
の
登
録
有
形
文

化
財
に
な
り
ま
し
た
。

　
普
段
は
非
公
開
の
校
舎
を
、

校
長
の
三
谷 

武
治
さ
ん
の

ご
厚
意
で
案
内
し
て
も
ら
う

と
、
ど
こ
か
ら
か
木
の
香
り

が
漂
い
、
懐
か
し
さ
も
加
わ
っ
て
心
が
和
む

の
を
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、 

教
室
の
窓
が
２

段
構
え
に
な
っ
て
い
て
、
想
像
以
上
に
天
井

が
高
い
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

風
通
し
を
よ
く
す
る
こ
と
と
、
採
光
の
た
め

だ
と
教
わ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
最
大
の
特
色
は
、
地
域
住
民
が

学
校
と
子
ど
も
た
ち
を
大
切
に
し
て
い
る
こ

と
。
運
動
会
や
餅
つ
き
な
ど
の
学
校
行
事
な

ど
も
合
同
で
行
う
こ
と
が
多
く
、
た
と
え
ば

亀
山
市
立
白
川
小
学
校 

南
棟
・
北
棟

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
輝
く
木
造
校
舎

【
亀
山
市
白
木
町
】

　
志
摩
市
で
初
め
て
の
登
録
有
形
文
化
財
が
、

磯
部
町
に
あ
る
う
な
ぎ
処
の「
中
六
」で
す
。

平
成
23（
２
０
１
１
）年
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

伊
勢
神
宮
内
宮
の
別
宮
で
あ
る
伊
雜
宮
の
門

前
に
店
を
構
え
、
昭
和
50
年
ご
ろ
ま
で
は
旅

館
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。「
江
戸
時
代
に
は
宿

と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
先
祖
の
墓
石
に
は

１
７
０
０
年
代
の
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、

　
伊
雑
ノ
浦
に
流
れ
込
む
川
の
上
流
で
う
な

ぎ
が
獲
れ
た
こ
と
や
、
養
鰻
場
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
鰻
料
理
が
磯
部
町
の
名
物
。
中
六

で
は
代
々
受
け
継
が
れ
る
秘
伝
の
タ
レ
で
、

う
な
ぎ
を
焼
き
上
げ
て
い
ま
す
。

　
木
造
の
建
物
を
使
っ
て
い
く
コ
ツ
を
尋
ね

る
と「
毎
日
窓
を
開
け
閉
め
す
る
の
で
風
通
し

は
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
普
段
通
り
で
す
。
今

の
と
こ
ろ
大
き
な
修
理
は
な
い
で
す
ね
」と
中

さ
ん
。
日
々
、
参
拝
者
や
地
元
客
を
迎
え
入

れ
る
こ
と
が
、
維
持
管
理
に
も
役
立
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。

そ
れ
以
前
の
詳
し
い
こ
と
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」と
中
六
の
ご
主
人
、

中 

元
弘
さ
ん
。
屋
号
は
、
参
拝
者
の

お
世
話
を
す
る
御
師
の「
中
六
太
夫
」

が
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。
御
師
は

祈
祷
を
行
う
神
職
で
、
明
治
４（
１
８

７
１
）年
に
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で

活
躍
し
ま
し
た
。

　
建
物
は
瓦
屋
根
の
存
在
感
が
引
き

立
つ
入
母
屋
造
。
角
地
に
建
つ
た
め
、

道
路
側
の
２
面
と
も
に
起
り
破
風
を

持
つ
妻
入
り
が
独
特
の
雰
囲
気
で
、

参
拝
で
に
ぎ
わ
っ
た
往
時
の
風
格
を

残
し
て
い
ま
す
。20
年
に
一
度
、
社
を

建
て
替
え
る
伊
雜
宮
の
式
年
遷
宮
に

合
わ
せ
て
、
昭
和
４（
１
９
２
９
）年
ま
で
中

六
も
店
舗
の
建
て
替
え
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
広
々
と
し
た
玄
関
は
旅
館
と
し
て
の
名
残
。

1
階
は
厨
房
や
控
室
と
し
て
使
わ
れ
、２
階
が

客
間
で
す
。
中
廊
下
を
介
し
て
８
畳
の
和
室

が
続
き
、
落
ち
着
き
の
あ
る
空
間
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

高
欄
を
取
り
付
け
た
窓
は
大
き
く
、

開
放
的
な
外
観
は
当
初
の
面
影
の
ま
ま
で
す
。

名
物
料
理
を
伊
雜
宮
門
前
の
御
師
邸
で
堪
能

入口の横に掛かる看板が老舗の貫禄入口の横に掛かる看板が老舗の貫禄

宿の名残を感じる玄関

襖を取り外して広々と利用

南棟の正面中央の玄関ポーチ南棟の正面中央の玄関ポーチ

木の温もりが伝わる廊下

亀
山
市
立
白
川
小
学
校

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

８
２ ‒ 

３
０
０
７

お
問
い
合
わ
せ

【
志
摩
市
磯
部
町
】

ち
ょ
う

き

し
ら

「
中
六
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

５
５ ‒ 

０
０
２
８

お
問
い
合
わ
せ

お
ん

ざ
わ
の
み
や

し

い

5

た
け

が
ら

じ

な
か

ろ
く

中
六

い

き
と
う

い
り

む
く

は

ふ

い

う
ら

ま
ん
じ
ょ
う

よ
う

ぞ
う
の

せ
ん
ぐ
う

ら
ん

こ
う

も

や
づ
く
り

ざ
わ
の
み
や
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明
治
13（
１
８
８
０
）年
に
四
国
で
生
ま
れ
、

保
険
会
社
各
地
の
支
店
長
な
ど
の
要
職
を
歴

任
し
た
猪
子 

彌
平
氏
が
、
退
職
後
の
住
み
家

は
防
虫
、
防
腐
効
果
も
あ
る
日
本
古
来
の
渋

墨
塗
で
、
黒
壁
を
再
現
。
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ

ン
に
改
装
さ
れ
て
い
た
台
所
は
、
そ
れ
以
前

の
三
和
土
土
間
を
家
族
や
友
人
と
つ
く
り
出

し
、
建
物
の
価
値
や
使
い
勝
手
の
よ
さ
を
高

め
て
い
ま
す
。「
外
観
の
大
き
な
変
更
や
移
築

の
場
合
に
は
文
化
庁
へ
の
届
け
出
が
必
要
で

す
が
、
修
繕
や
改
築
の
自
由
度
が
高
く
、
何

よ
り
幅
広
い
活
用
を
考
え
ら
れ
る
の
が
、
登

録
有
形
文
化
財
の
特
徴
で
す
」と
、東
原
さ
ん
。

　
主
屋
は
木
造
平
屋
建
て
。
張
り
出
し
た
玄

関
と
台
所
部
分
そ
れ
ぞ
れ
に
、
入
母
屋
の
屋

根
が
架
か
り
、
変
化
の
あ
る
外
観
で
す
。
内

部
は
和
洋
の
意
匠
を
併
せ
持
ち
、
当
時
の
建

築
技
術
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
和

室
は
格
式
あ
る
床
の
間
、
付
書
院
、
欄
間
に

は
松
竹
梅
な
ど
の
彫
刻
が
施
さ
れ
、
洋
間
は

漆
喰
塗
壁
、
見
上
げ
れ
ば
漆
塗
り
仕
上
げ
の

格
天
井
の
洒
落
た
空
間
で
、
猪
子
氏
は
書
斎

と
し
て
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
賢
島
は
戦
後
に
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
と
な

り
、
保
養
地
と
し
て
の
利
用
が
進
み
別
荘
や

ホ
テ
ル
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
和
洋
折
衷

と
し
て
選
ん
だ
の
が
、

賢
島
の
地
で
す
。
昭
和

9（
１
９
３
４
）年
に
英

虞
湾
を
見
下
ろ
す
高
台

の
南
斜
面
に
私
邸
が
建

築
さ
れ
、
時
を
経
て
平

成
25（
２
０
１
３
）年
、

志
摩
市
在
住
の
竹
内 

和
彦
さ
ん
、
千
鶴
さ
ん

夫
妻
の
所
有
と
な
り
ま

し
た
。

　
「
何
度
か
修
理
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
設
計

図
は
な
い
ん
で
す
。
玄

関
の
屋
根
は
倒
木
で
壊

れ
、
床
も
シ
ロ
ア
リ
な

ど
で
痛
ん
で
い
た
の
で
、

古
い
写
真
を
元
に
サ
ッ

シ
も
木
製
建
具
に
戻
し

ま
し
た
。
ほ
か
も
復
元

を
め
ざ
し
て
手
を
入
れ
て
き
た
の
で
、
ほ
ぼ

当
時
の
姿
で
す
」と
文
化
財
登
録
に
も
関
わ
っ

た
東
原
建
築
工
房
の
東
原 

達
也
さ
ん
。
外
壁

の
建
物
の
先
駆
け
と
し
て
、
猪
子
家
は
地
域

の
規
範
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
猪
子
家
の
文
化
財
は
住
居
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
主
屋
の
西
側
に
は
、
2
階
建
て
で

寄
棟
屋
根
の
土
蔵
が
建
ち
、
敷
地
へ
の
入
り

口
に
建
つ
門
柱
は
、
主
柱
の
上
に
笠
石
を
載

せ
、
側
面
を
瘤
出
し
仕
上
げ
と
し
た
も
の
。派

手
さ
は
な
い
も
の
の
、
街
路
の
景
観
に
重
厚

感
を
持
た
せ
て
い
ま
す
。

　
２
８
０
０
坪
の
敷
地
は
、
起
伏
が
あ
る
緑

豊
か
な
自
然
林
。
散
策
す
る
小
径
も
竹
内
さ

ん
夫
婦
が
整
備
し
て
き
ま
し
た
。「
ツ
バ
キ
や

を
考
え
る
と
同
時
に
、
維
持
し
て
い
く
た
め

に
利
益
を
生
む
手
段
も
模
索
し
て
い
ま
す
。

　
文
化
財
は
保
存
す
る
だ
け
で
な
く
、
活
用

さ
れ
る
こ
と
が
重
要
。
活
用
は
公
開
に
よ
り

そ
の
価
値
を
共
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
建
造

物
を
使
い
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の

効
果
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
拠
点
と
し
て
の
地
域
貢
献
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。

栗
の
木
、
季
節
毎
に
花
や
実
を
付
け
る
樹
木

に
昆
虫
や
鳥
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
海
も
す

ぐ
近
く
で
、
木
が
若
か
っ
た
こ
ろ
は
当
然
英

虞
湾
が
見
え
た
ん
で
し
ょ
う
」と
そ
の
景
観
に

も
引
き
つ
け
ら
れ
た
千
鶴
さ
ん
は
、「
志
摩
ク

リ
エ
イ
タ
ー
ズ
オ
フ
ィ
ス
」の
代
表
を
務
め
、

自
身
も
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。
こ
の
一
帯
を
ア
ー

ト
の
交
流
の
場
に
し
て
い
こ
う
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
ア
イ
デ
ア
を
練
り
ま
す
。「
猪
子
家
住
宅

も
一
つ
の
芸
術
で
、
建
築
的
な
作
品
。
周
辺

の
環
境
と
も
一
体
化
し
た
、
大
人
の
秘
密
基

地
で
す
」と
夢
が
膨
ら
み
ま
す
。
楽
し
い
企
画

旧
猪
子
家
住
宅

主
屋
・
土
蔵
・
門
柱

賢
島
の
シ
ン
ボ
ル
が
再
び
息
を
吹
き
返
す

【
志
摩
市
阿
児
町
】

7

平成29（2017）年、活用プロジェクトが評価され、ウッドデザイン賞を受賞

付書院の細工にも品格が漂う

洋間に置かれた机は当時のもの

さりげなく、どっしりと構える門柱

室内装飾にアーティスト作品を活かす

竹
内 

千
鶴
さ
ん

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

１
８
２
４ ‒ 

２
７
２
４

お
問
い
合
わ
せ

い
の

こ

い
の

へい

よ
せ
む
ね

お
も
ば
し
ら

か
さ

こ
ぶ
だ

い
し

あ

つ
け
し
ょ

ぬ
り
か
べ

ご
う
て
ん
じ
ょ
う

た　
た　
き

し
っ
く
い

い
ん

ら
ん
ま

わ
ん

ご

こ

や
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す
く
っ
と
端
正
な
石
の
門
柱
に
、
屋
号
を

掲
げ
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
ネ
オ
ン
管
も
創
業

時
の
も
の
。
城
下
町
の一角
に
あ
る「
昭
和
レ

ト
ロ
銭
湯 

一
乃
湯
」は
、
近
所
の
常
連
の
み

な
ら
ず
、
遠
方
か
ら
も
フ
ァ
ン
や
観
光
客
が

訪
れ
る
ほ
ど
人
気
の
銭
湯
。
伊
賀
上
野
の
２

軒
あ
る
銭
湯
の
一
つ
で
す
が
、
か
つ
て
こ
の
町

に
は
20
軒
ほ
ど
が
営
業
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
建
物
は
大
正
15（
１
９
２
６
）年
の
建
築
で
、

当
時
は「
草
津
湯
」と
い
う
屋
号
で
し
た
。
一

乃
湯
３
代
目
、
中
森 

秀
治
さ
ん
の
祖
父
が
、

昭
和
25（
１
９
５
０
）年
に
購
入
し
、
改
装
し

な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
本
館
は
曲
線
状
の
屋
根
様
式
で
あ
る
唐
破

風
と
す
か
し
飾
り
の
設
え
で
、
気
分
を
盛
り

立
て
て
く
れ
ま
す
。

　

館
内
は
懐
か
し
い
光
景
そ
の
も
の
。
昭
和

歌
謡
の
B
G
M
が
流
れ
、
更
衣
室
に
は
マ
ッ

サ
ー
ジ
チ
ェア
や
琺
瑯
看
板
、
ブ
リ
キ
の
お
も

ち
ゃ
に
昭
和
ス
タ
ー
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
が
飾

ら
れ
て
い
て
、
見
ど
こ
ろ
満
載
。
入
浴
す
る

だ
け
で
な
く
、
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
昭
和
の

雰
囲
気
を
味
わ
え
ま
す
。
ま
た
テ
レ
ビ
は
取

　
浴
場
ド
ア
に
ア
ー
チ
状
の
色
ガ
ラ
ス
が
は

め
こ
ま
れ
、
和
洋
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
が
レ
ト

ロ
な
ム
ー
ド
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
壁
に

は
お
馴
染
み
の
富
士
山
の
絵
、
中
央
に
浴
槽

が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
腰
掛
け
ら
れ
る
よ
う

段
が
設
け
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
座
っ
て

掛
け
湯
を
す
れ
ば
、
見
ず
知
ら
ず
の
客
同
士

に
も
会
話
が
生
ま
れ
る
よ
う
で
す
。

　
湯
加
減
は
地
元
客
の
好
み
に
合
わ
せ
て
温

度
設
定
を
し
て
い
ま
す
。
決
ま
っ
た
時
間
帯

に
銭
湯
に
出
掛
け
、
同
じ
面
々
と
い
つ
も
の

会
話
を
す
る
こ
と
が
、
常
連
の
楽
し
み
。
お

風
呂
は
暮
ら
し
の
一
部
で
す
が
、「
一
日
の
中

で
ホ
ッ
と
す
る
時
間
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
。

り
外
し
、
館
内
は
禁
煙
、
禁
止
事
項
の
貼
り

紙
は
極
力
抑
え
ら
れ
、
う
ち
わ
は
竹
細
工
の

も
の
、
蛍
光
灯
も
オ
レ
ン
ジ
色
に
こ
だ
わ
る
と

い
う
空
間
づ
く
り
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

清
潔
感
あ
ふ
れ
る
館
内
は
、
至
る
と
こ
ろ

に
細
か
な
気
配
り
が
感
じ
ら
れ
、
シ
ョ
ッ
プ

カ
ー
ド
や
イ
ベ
ン
ト
チ
ラ
シ
が
ま
る
で
ギ
ャ
ラ

リ
ー
の
よ
う
。
中
森
さ
ん
が
セ
レ
ク
ト
し
た

書
籍
も
並
び
、
湯
上
り
に
読
書
に
ふ
け
る
人

も
い
ま
す
。
そ
し
て
番
台
前
は
風
呂
敷
や
下

駄
、
ア
ル
マ
イ
ト
の
風
呂
桶
な
ど
銭
湯
グ
ッ
ズ

の
売
店
コ
ー
ナ
ー
。「
手
ぶ
ら
セ
ッ
ト
」に
は

一
回
で
使
い
切
れ
る
量
に
調
整
し
た
オ
ー
ガ

ニッ
ク
シ
ャ
ン
プ
ー
と
石
鹸
が
付
い
て
い
ま
す
。

土
地
の
雰
囲
気
に
一
番
触
れ
合
え
る
の
は
、

銭
湯
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
旅
気
分
も
味

わ
え
ま
す
。
ほ
か
の
地
域
に
出
掛
け
た
と
き

に
銭
湯
を
見
つ
け
た
ら
、
ぜ
ひ
入
っ
て
み
て

く
だ
さ
い
」と
中
森
さ
ん
。

　
銭
湯
は
、
戦
後
か
ら
昭
和
40
年
代
に
か
け
て

繁
盛
し
、
最
盛
期
に
は
全
国
に
２
万
軒
近
く

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
後
継
者
不
足
や
経
営
難

で
今
で
は
10
分
の
１
ほ
ど
に
減
少
し
て
い
ま
す

が
、
独
特
の
生
活
文
化
を
築
い
て
き
ま
し
た
。

昔
な
が
ら
の
趣
の
あ
る
一
乃
湯
は
、
今
も
昔

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拠
点
。
ま
ち
な

か
の
社
交
の
場
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
思
い
は
銭
湯
の
中
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
隣
接
す
る
建
物
を
交
流
の
場
に
な
れ

ば
と「
イ
チ
ノ
ユ
プ
ラ
ス
」と
し
て
オ
ー
プ
ン

さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
銭
湯
前
の
通
り
を「
コ
ト

コ
ト
こ
み
ち
」と
名
付
け
、
移
住
者
や
店
舗
の

呼
び
込
み
に
も
つ
な
げ
、
新
た
な
に
ぎ
わ
い

を
見
せ
て
い
ま
す
。

【
伊
賀
市
上
野
西
日
南
町
】

昭
和
レ
ト
ロ
銭
湯 

一
乃
湯

本
館
・
門

ネ
オ
ン
管
の
看
板
と
唐
破
風
屋
根
が
出
迎
え
る

腰掛ける段差があるのは関西風

イベントも行う「イチノユプラス」

風呂用品と和の小物が並ぶ

折上格天井と透かし彫りの細工

レトロな昭和グッズが並ぶ 古き良き時代へタイムスリップ

下駄箱には木札の鍵が付く

9

い
ち

の

ゆ

ほ
う
ろ
う

「
昭
和
レ
ト
ロ
銭
湯 

一
乃
湯
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

１
１
２
６

お
問
い
合
わ
せ

か
ら
は

ふ
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奈
良
か
ら
伊
勢
へ
と
向
か
う
初
瀬
街
道
沿

い
で
、大
き
な
杉
玉
が
目
印
と
な
って
い
る「
木

屋
正
酒
造
」。
漆
喰
塗
り
の
つ
し
部
分
に
虫

籠
窓
を
穿
つ
、
老
舗
の
造
り
酒
屋
ら
し
い
風

格
で
、古
い
町
家
が
建
つ
本
町
筋
の
象
徴
的
な

存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。
杉
玉
の
看
板
屋
根

夏
は
暑
く
冬
は
冷
え
る
気
候
と
あ
っ
て
、
酒

造
り
に
最
適
の
環
境
で
す
。
近
く
を
流
れ
る

名
張
川
の
伏
流
水
で
、
酒
を
仕
込
ん
で
い
ま

す
」と
、
代
々
続
く
蔵
元
の
歴
史
を
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
木
屋
正
酒
造
は
文
政
元（
１
８
１

８
）年
の
創
業
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
栄
え
た

造
り
酒
屋
、
木
平
家
の「
ほ
て
い
や
」を
、
材

木
商
で
あ
っ
た
大
西 

庄
八
が
譲
り
受
け
、
屋

号
を「
木
屋
正
」と
改
め
ま
し
た
。
店
舗
兼
主

屋
の
軒
瓦
に
は
、
大
西
家
の
家
紋
で
あ
る「
違

い
鷹
の
羽
根
一
つ
引
」が
施
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
倉
庫
や
酒
蔵
に
は
木
平
家
の「
三
つ
桜
」

の
家
紋
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
２
つ
の
蔵
元

の
変
遷
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
広
い
間
口
か
ら
入
る
と
、
飴
色
に
輝
く
柱

や
壁
。
そ
し
て
大
き
な
框
が
座
敷
へ
と
つ
な

が
り
、
床
の
間
や
欄
間
に
施
さ
れ
た
細
工
か

ら
は
、
客
人
を
迎
え
る
た
め
の
高
貴
な
落
ち

着
い
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
き
ま
す
。
飾
ら
れ

て
い
る「
群
鶴
図
屏
風
」か
ら
、
建
築
当
時
の

華
や
か
さ
も
想
像
で
き
ま
す
。
客
間
か
ら
見

え
る
中
庭
は
、
名
張
藤
堂
家
邸
の
庭
を
模
し

た
も
の
だ
と
い
わ
れ
、
池
の
横
に
建
つ
灯
籠

の
梁
に
記
さ
れ
た
墨
書
き
か
ら
、
店
舗
兼
主

屋
は
、
明
治
22（
１
８
８
９
）年
の
建
物
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
瓦
な
ど
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
を
繰
り
返
し
、使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

木
屋
正
酒
造
５
代
目
の
大
西 

武
夫
さ
ん

は
、「
伊
賀
盆
地
は
朝
夕
の
寒
暖
差
が
大
き
く
、

が
目
を
引
き
ま
す
。

　
創
業
時
か
ら
造
り
続
け
る
銘
柄
の「
高
砂
」

で
、
伊
賀
地
方
を
中
心
に
商
い
を
し
て
き
た

木
屋
正
酒
造
で
す
が
、
現
在
は
蔵
元
で
あ
り

杜
氏
の
６
代
目
、
大
西 

唯
克
さ
ん
が
平
成
17

（
２
０
０
５
）年
に「
而
今
」を
立
ち
上
げ
、
幅

広
く
展
開
。
平
成
28（
２
０
１
６
）年
に
開
催

さ
れ
た
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
三
重
の

地
酒
と
し
て
首
脳
陣
の
食
事
や
乾
杯
に
使
わ

れ
、
全
国
的
に
も
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。 

「
酒
造
り
の
一
切
を
取
り
仕
切
る
の
が
杜
氏
。

日
本
酒
は
複
雑
な
工
程
で
造
ら
れ
る
た
め
、

か
つ
て
は
技
術
者
で
あ
る
杜
氏
が
契
約
し
た

上
で
も
貴
重
な
存
在
で
す
」と
そ
の
価
値
を
語

り
ま
す
。
岩
見
さ
ん
は
初
瀬
街
道
に
多
く
残

さ
れ
て
い
る
町
屋
の
調
査
に
入
り
、
こ
れ
ま

で
に
12
件
24
棟
の
有
形
文
化
財
の
登
録
に
尽
力

し
て
き
ま
し
た
。
点
と
し
て
存
在
す
る
文
化

財
を
、
線
で
つ
な
い
で
面
に
し
て
い
く
の
が
、

今
後
の
課
題
だ
と
い
い
ま
す
。

　
若
手
杜
氏
の
意
気
込
み
が
に
じ
み
出
る
酒

蔵
に
は
、
酒
造
業
の
こ
れ
か
ら
の
期
待
が
満

ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

蔵
に
住
み
、
１
シ
ー
ズ
ン
の
酒
造
り
を
請
け

負
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
や
次
世
代
を
背
負

う
若
手
が
先
端
技
術
と
伝
統
を
コ
ラ
ボ
し
、

ト
レ
ン
デ
ィ
な
お
酒
を
創
造
し
て
い
ま
す
」と

武
夫
さ
ん
。
日
本
各
地
の
歴
史
の
古
い
酒
蔵

が
減
少
し
つ
つ
あ
る
今
、
時
代
に
合
わ
せ
、

品
質
重
視
の
酒
造
り
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
酒
造
り
に
欠
か
せ
な
い
土
蔵
は
築
２
０
０

年
と
な
り
、
当
時
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。 

「
名
張・ま
ち
づ
く
り
の
会
」で
文
化
財
登
録
に

関
わ
っ
た
岩
見 

勝
由
さ
ん
は「
蔵
は
酒
造
り

に
集
中
す
る
た
め
、
登
録
物
件
か
ら
は
は
ず

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
酒
造
業
や
歴
史
を
知
る

11

200年になる酒造を6代で受け継ぐ

土蔵の一角を試飲室に改装

客間から眺める池に鯉が泳ぐ

普段から応接間として使われる

軒瓦に「違い鷹の羽根一つ引」

【
名
張
市
本
町
】

木
屋
正
酒
造 

店
舗
兼
主
屋

街
道
筋
に
堂
々
と
佇
む
老
舗
の
造
り
酒
屋

し
ょ
う

き

や

「
木
屋
正
酒
造
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
３ ‒ 

０
０
６
１

お
問
い
合
わ
せ

は

し
っ
く
い

ぐ
ん
か
く

か
ま
ち

と
う

た
だ
よ
し

じ

じ
こ
ん

む
し

ま
ど

う
が

こ

せ
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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

―
―Arts  Planet  Plan  from

  IG
A

の

誕
生
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

森
田
…
も
と
も
と
私
は
大
阪
の
高
校
で
20
年

間
美
術
教
諭
を
し
て
い
ま
し
た
。
退
職
後
も

制
作
活
動
が
で
き
る
ア
ト
リ
エ
を
捜
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
伊
賀
の
知
人
か
ら
声
が
か
か
り
、

こ
の
場
所
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
大

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
？

森
田
…
初
心
者
で
も
わ
か
り
や
す
く
本
格
的

な〝
も
の
づ
く
り
〞が
楽
し
め
る
よ
う
、
年
4
回

ペ
ー
ス
で
各
分
野
の
専
門
家
を
講
師
に
招
き
、

一
般
か
ら
も
参
加
者
を
募
っ
て
開
催
し
て
い

ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
馴
染
み
の
あ
る
染
色

は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
に「
表
装
体
験
」や「
本
格

ケ
イ
ム
技
法
に
よ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」「
に

ぎ
り
墨
体
験
」な
ど
、
か
な
り
専
門
的
な
も
の

づ
く
り
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、

地
元
で
採
れ
た
イ
ガ
グ
リ
や
ビ
ワ
の
葉
な
ど

を
使
っ
た
草
木
染
め
と
地
元
の
料
理
上
手
な

お
母
さ
ん
手
作
り
の
野
菜
た
っ
ぷ
り
ラ
ン
チ

と
伊
賀
米
を
味
わ
っ
て
も
ら
え
る
共
働
企
画

も
提
案
し
ま
し
た
。

阪
、
奈
良
、
滋
賀
、

三
重
の
仲
間
を
誘
い
、

と
も
に
平
成
14（
２
０

０
２
）年
5
月
に
N
P
O

法
人
と
し
て
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
伊
賀
は
自
然

が
豊
富
で
大
阪
か
ら

も
そ
う
遠
く
な
い
と

こ
ろ
で
す
。
私
は
も

と
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト・

イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス（
滞
在
型
公
開
制
作
と

い
っ
て
作
家
が
地
域
に
滞
在
し
て
作
品
制
作

の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
公
開
す
る
こ
と
）

を
開
催
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
な
ら
そ
れ
も
で

き
る
と
背
中
を
押
さ
れ
ま
し
た
。

―
―〝
も
の
づ
く
り
〞で
あ
る
実
技
講
習
会
で

―
―〝
ま
ち
づ
く
り
〞〝
ひ
と
づ
く
り
〞の
点
で

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

森
田
…〝
ま
ち
づ
く
り
〞〝
ひ
と
づ
く
り
〞と
し
て

は
平
成
14（
2
0
0
2
）年
度
よ
り「
風
と
土
の

ふ
れ
あ
い
芸
術
祭
in 

伊
賀
」の
事
務
局
と
し

て
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
伊
賀
だ

け
で
な
く
、
広
く
大
阪
、京
都
、
奈
良
、
兵
庫
、

愛
知
か
ら
も
多
く
の
作
家
が
参
加
す
る
展
覧

会
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト・イ
ン・レ
ジ
デ
ン
ス
を

中
心
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ア
ー
ト
フ
ェ

ア
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
音
楽
ラ
イ
ブ
な

ど
を
行
う
盛
り
だ
く
さ
ん
の
芸
術
祭
で
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
森
田
さ

ん
に
今
後
の
夢
や
展
望
を
お
伺
い
す
る
と
、

こ
の
よ
う
な
活
動
は
無
理
に
続
け
る
も
の
で

は
な
く
、誰
か
や
り
た
い
人
が
い
て
自
然
に

残
っ
て
い
け
ば
い
い
、
と
あ
く
ま
で
も
緩
や

か
な
ス
タ
ン
ス
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
一

方
で
、〝
風
は
よ
そ
か
ら
、土
は
も
と
か
ら
〞外

の
人
と
地
元
の
人
が
交
流
す
る
こ
と
で
新
た

な
風
土
が
生
ま
れ
る
。
人
の
交
流
を
使
命
と

感
じ
、そ
れ
を
め
ざ
し
た
活
動
を
つ
づ
け
て

い
き
た
い
と
い
う
熱
い
想
い
も
強
く
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

　
三
重
県
内
外
の
多
く
の
作
家
が
交
流
し
な

が
ら
刺
激
し
合
え
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
で
き
る

の
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

　
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
と
お
し
て
担
い

手
の
育
成
な
ど
も
行
って
い
ま
す
。

　
交
流
活
動
に
関
し
て
は
研
修
旅
行
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
主
に
県
外
の
工
房
見
学
や
実
習
、

そ
し
て
そ
の
土
地
の
温
泉
や
郷
土
料
理
を
堪
能

し
な
が
ら
参
加
者
同
士
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

訪
れ
た
先
の
作
家
や
職
人
と
の
交
流
も
深
め
ら

れ
ま
す
。
最
近
で
は「
熱
海
・
小
田
原  

温
泉
と

ア
ー
ト
の
旅
」を
開
催
し
ま
し
た
。

いま、グループネットA
rts Planet Plan from

 IG
A

お問い合わせ
NPO法人　
Arts Planet Plan from IGA
事務局
伊賀市伊勢路字青山1381-77
TEL （186 -）0595 -53 -1077

e-mail　
contact@appfi.org　

三
重
県
内
で
活
躍
す
る
グ
ル
ー
プ
を
紹
介

す
る「
い
ま
、グ
ル
ー
プ
ネ
ッ
ト
」。
今
回
は
、

伊
賀
を
中
心
に
ア
ー
ト
の
公
開
実
技
講
習

会
や
展
覧
会
、ま
た
芸
術
祭
な
ど
、広
く
活

躍
す
るArts Planet Plan from

 IG
A

の
活
動
や
地
域
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
グ

ル
ー
プ
の
代
表
理
事
で
あ
る
森
田 

耕
太
郎

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
末
永 

薫

〝
も
の
づ
く
り
〞〝
ま
ち
づ
く
り
〞〝
ひ
と
づ
く
り
〞を
テ
ー
マ
に
、芸
術
文
化
の
普
及
と
振
興・

発
展
を
め
ざ
し
て
伊
賀
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
芸
術
系
N
P
O
法
人
で
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
人
々
が
、創
造
的
な
芸
術
活
動
に
楽
し
み
な
が
ら
参
加
す
る
こ
と
で
、人
や
地
域
が

元
気
に
な
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
伊
賀
か
ら
発
信
し
て
い
ま
す
。

※

※

※

森田さん（左）と事務局員の皆さん

憩いの場でもあるアトリエ２階

実技講習会の様子と作品

「風と土のふれあい芸術祭 in 伊賀」

研修旅行（多治見にて）

ア
ー
ツ

プ
ラ
ネ
ッ
ト

プ
ラ
ン

フ
ロ
ム

イ
ガ

※

手作り感満載のアトリエ

＊非通知不可です
＊
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田
川
の
流
れ
が
垣
間
見
え
、
北
側
に
は
見
事

な
石
垣
が
続
き
ま
す
。
石
垣
は
延
命
寺
と
、

隣
接
す
る
伊
馥
寺
の
も
の
で
す
が
、
城
跡
に

迷
い
込
ん
だ
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

　
三
千
風
の
句
碑
は
、
延
命
寺
の
山
門
を
く

ぐ
っ
た
先
に
あ
り
ま
し
た
。
白
い
四
角
柱
の

表
面
に「
白
粉
や 

土
朱
う
ば
ふ 

雪
女
」の
句

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
白
粉
と
は
伊
勢
白
粉

の
こ
と
で
、
土
朱
と
は
、
そ
の
原
料
で
射
和

の
朱
中
山
か
ら
産
出
す
る
赤
土
だ
と
教
わ
り

ま
す
。
伊
勢
白
粉
と
は
、
水
銀
に
赤
土
な
ど

を
混
ぜ
た
も
の
を
加
熱
し
て
で
き
る
昇
華
物

の
こ
と
。
文
字
通
り
高
級
化
粧
品
と
し
て
人

気
を
博
し
た
後
、
薬
品
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
、

　
今
回
の
散
策
は
、Ｊ
Ｒ・近
鉄「
松
阪
」駅
前

か
ら
三
重
交
通
バ
ス
に
揺
ら
れ
る
こ
と
約
20

分
、
バ
ス
停「
射
和
」で
下
車
し
て
始
ま
り
ま

す
。
本
数
が
少
な
い
た
め
、
事
前
に
時
刻
表

を
確
認
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、

車
の
場
合
は「
射
和
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
」駐

車
場
を
利
用
す
る
と
便
利
で
す
。

　
「
で
は
、
延
命
寺
か
ら
句
碑
巡
り
し
ま
し
ょ

う
」と
案
内
さ
れ
て
、
西
へ
進
み
ま
す
。
射
和

小
学
校
を
右
手
に
見
た
後
、
南
へ
と
方
向
を

変
え
て
住
宅
地
を
歩
く
と
、
突
然
景
色
が
一

変
し
ま
し
た
。
南
側
は
木
立
の
合
間
か
ら
櫛

射
和
発
展
の
元
と
な
り
ま
し
た
。

　
最
盛
期
の
室
町
時
代
に
は
伊
勢
白
粉
の
製

造
釡
元
が
80
以
上
あ
り
、
江
戸
時
代
に
か
け

て
活
況
を
呈
し
た
こ
の
町
に
三
千
風
が
生
ま

れ
た
の
は
、
寛
永
16（
１
６
３
９
）年
の
こ
と
。

商
家
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、
早
く
か
ら
俳
諧

に
興
味
を
持
ち
、
31
歳
の
時
に
許
さ
れ
て
宮

城
県
の
松
島
へ
と
赴
き
ま
す
。
そ
の
後
、
仙

台
に
移
り
住
み
、
多
く
の
門
人
を
抱
え
て
い

た
と
伝
わ
り
ま
す
。
な
お
、
三
千
風
を
名
乗

る
き
っ
か
け
は
、
延
宝
７（
１
６
７
９
）年
に

挑
ん
だ
矢
数
俳
諧
で
し
た
。
こ
の
場
合
の
俳

諧
と
は
、
五
七
五
の
長
句
と
七
七
の
短
句
を

交
互
に
詠
み
あ
げ
、
ま
と
ま
っ
た
句
数
に
す

る
文
芸
の
こ
と
で
す
が
、
矢
数
俳
諧
は
、
こ

れ
を
一
昼
夜
な
ど
と
い
う
時
間
的
制
限
の
中

で
行
い
ま
す
。
こ
の
時
、一
人
で
三
千
句
に
挑

戦
し
て
以
降
、
三
千
風
を
号
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
俳
諧
で
最
初
に
詠

む
五
七
五
の
句
の
こ
と
を
発
句
と
い
い
、
後

に
俳
句
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

広
義
の
意
味
で
は
、
こ
の
発
句（
俳
句
）や
俳

文
な
ど
も
含
め
て
俳
諧
と
総
称
し
ま
す
。

あ
っ
た〝
富
の
松
〞と
呼
ば
れ
た
松
の
木
を
題

材
に
し
て
詠
ん
だ「
富
松
は 

常
盤
蓬
萊
の 

飾

か
な
」の
句
が
記
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　
道
標
と
句
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
東
へ
進
む

と
、
道
の
両
側
に
重
厚
な
建
物
が
現
れ
ま
し

た
。
い
ず
れ
も
射
和
商
人
と
し
て
名
を
馳
せ

た
国
分
家
と
竹
川
家
の
屋
敷
で
す
。
な
お
、

竹
川
家
の
竹
川 

竹
斎（
１
８
０
９
〜
１
８
８

２
）は
、 

幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
政

治・経
済・文
化
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
射
和
繁
栄
の
面
影
が
残
る
家
並
み
を
眺
め

な
が
ら
町
は
ず
れ
ま
で
歩
く
と
、
蓮
生
寺
に

到
着
し
ま
し
た
。
同
寺
に
は
三
千
風
の
幼
少

時
の
師
匠・祐
順
法
師
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
三

千
風
は
、
仙
台
に
約
15
年
間
滞
在
し
た
後
、

全
国
行
脚
の
旅
に
出
ま
す
が
、
そ
の
途
中
で

　

延
命
寺
と
句
碑

を
後
に
し
て
、
三

千
風
の
生
家・三
井

家
の
菩
提
寺・本
宗

寺
に
た
た
ず
む
三

井
家
の
墓
に
手
を

合
わ
せ
ま
す
。
そ

の
後
、
さ
ら
に
東

へ
と
歩
く
と
、
四

つ
角
に
建
つ
道
標
に
気
付
き
ま
し
た
。「
久
ま

野
ミ
ち
」な
ど
の
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。
こ

こ
は
、
旧
熊
野
街
道
。
か
つ
て
は
多
く
の
巡

礼
者
が
往
来
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に

こ
の
場
所
に
は
、
射
和
を
代
表
す
る
豪
商・富

山
家
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
道
標
の
近
く

に
立
つ
句
碑
に
は
、
三
千
風
が
屋
敷
の
脇
に

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

度
々
、
射
和
に
帰
郷
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

際
に
は
、
必
ず
同
寺
に
も
立
ち
寄
り
、
師
匠

の
墓
前
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

門
前
に
は
、
師
匠
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
句「
お
も

か
げ
の 

桜
モ
ノ
云
フ 

碑
銘
か
な
」が
た
た
ず

ん
で
い
ま
し
た
。

　
「
次
は
大
日
堂
で
す
」と
の
案
内
で
、
来
た

道
を
少
し
戻
り

ま
す
。
お
話
の

大
日
堂
が
あ
る

場
所
は
、
伊
勢

国
司
・
北
畠
氏

の
祈
願
所
だ
っ

た
射
和
寺（
福

願
寺・福
龍
寺
）

の
歴
史
を
有
す
る「
射
和
祇
園
祭
り
」（
県
指
定

無
形
民
俗
文
化
財
）が
執
り
行
わ
れ
、
賑
わ
い

ま
す
。神
社
内
に
は
三
千
風
が
元
旦
に
初
詣
を

終
え
、
朝
日
を
拝
ん
だ
際
に
詠
ん
だ
句「
元
朝

や 

麟
鳳
遊
ぶ 

神
乃
松
」を
記
し
た
句
碑
が

立
っ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
麟
と
は
麒
麟
の

こ
と
、
鳳
と
は
鳳
凰
の
こ
と
だ
と
教
わ
り
ま

し
た
。

　
伊
佐
和
神
社

に
お
参
り
し
た

後
は
、
西
へ
進

み
、三
千
風
の

句「
栁
櫻 

鐘
木
や
か
ざ
す 

宮
古
山
」を
記
し

た
句
碑
が
立
つ
宮
古
山
十
王
院
跡
へ
向
か
い

の
跡
地
。
地
域
の
人
々
は〝
射
和
寺
さ
ん
〞と
呼

び
親
し
み
ま
す
。
三
千
風
も
同
寺
の
た
め
に

句
を
詠
み
、
そ
の
中
の
一
句「
は
ね
か
へ
る 

一
葉
お
と
し
や 

獅
子
楓
」を
記
し
た
句
碑
が

立
っ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
堂
内
の
収
蔵
庫

に
は
、
南
北
朝
時
代
の
作
と
い
わ
れ
る
木
造

地
蔵
菩
薩
坐
像（
国
指
定
重
要
文
化
財
）が
安

置
さ
れ
、
毎
年
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
に
行

わ
れ
る
彼
岸
会
で
公
開
さ
れ
ま
す
。

　
大
日
堂
か
ら
は
北
へ
と
進

路
を
変
え
、
伊
佐
和
神
社
を

め
ざ
し
ま
す
。
少
し
高
台
に

位
置
し
、
普
段
は
ひ
っ
そ
り

と
し
て
い
ま
す
が
、毎
年
7
月

中
旬
に
は
、
３
０
０
年
以
上

ま
す
。こ
こ
に
は
、射
和
の
豪
商・竹
川
家
代
々

の
墓
石
が
並
び
、
中
央
が
竹
斎
の
墓
だ
と
教

わ
り
ま
し
た
。

　
三
千
風
の
句
碑
巡
り
は
、宮
古
山
十
王
院
跡

で
最
後
と
な
り
、
後
は
再
び
バ
ス
停「
射
和
」

に
戻
っ
て
終
了
で
す
が
、
少
し
足
を
延
ば
し

て
共
同
墓
地
を
訪
ね
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

実
は
入
口
近
く
に
三
千
風
の
墓
が

あ
る
の
で
す
。
北
海
道
を
除
く
諸

国
を
ほ
と
ん
ど
踏
破
し
た
三
千
風

で
し
た
が
、
69
年
の
波
乱
の
生
涯

を
終
え
た
の
は
、
射
和
に
滞
在
中

の
こ
と
で
し
た
。
友
翰
法
師
と
刻
ま
れ
た
墓

石
を
眺
め
て
い
る
と
、
自
由
奔
放
に
生
き
な

が
ら
も
、

故
郷
を
愛

し
た
三
千

風
の
想
い

が
伝
わ
っ

て
く
る
よ

う
で
し
た
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

ゆ
う

あ
ん
ぎ
ゃ

か
ん

松
阪
市 
射
和
町

問
　

 「
射
和
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

２
９ ‒ 

２
０
０
２

□

　
江
戸
時
代
中
期
の
俳
人
で
現
在
の
三
重
県

出
身
者
と
聞
く
と
、ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、

松
尾 

芭
蕉（
１
６
４
４
〜
１
６
９
４
）で
し
ょ

う
。
そ
し
て
も
う
一
人
、
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
が
大
淀 

三
千
風（
１
６
３
９
〜
１
７
０
７
）

で
す
。
三
千
風（
本
名 

三
井 

友
翰
）は
、
江

戸
店
持
ち
の
有
力
商
人
を
輩
出
し
た
松
阪
市

射
和
町
の
出
身
。
全
国
を
行
脚
し
な
が
ら
数

多
く
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
、〝
漂
泊
の
俳

人
〞と
称
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
29（
２
０
１
７
）年
、「
射
和
地
区
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
」が
中
心
と
な
り
、
三
千
風
ゆ

か
り
の
地
6
か
所
に
句
碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
三
千
風
の
句
碑
を
巡
り
な
が
ら
、

豪
商
の
町・射
和
の
散
策
を
楽
し
み
ま
す
。

豪
商
の
町・射
和
で
大
淀 

三
千
風
句
碑
巡
り

見事な石垣が続く延命寺周辺

延命寺の山門（県指定重要文化財）

延命寺内に立つ句碑

道標 本宗寺大日堂内に立つ句碑

道標の近くに立つ句碑

蓮生寺門前に立つ句碑大日堂共同墓地にたたずむ三千風の墓

宮古山十王院跡に
立つ句碑

伊佐和神社境内に立つ句碑

射
和
発
展
を
さ
さ
え
た
伊
勢
白
粉

射
和
繁
栄
の
面
影

故
郷
に
眠
る

〝
漂
泊
の
俳
人
〞

い
ざ
わ

お
お
よ
ど

か
ぜ

み

ち

START

■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約550ｍ

約３００ｍ 約2００ｍ

約100ｍ 約600ｍ

約３00ｍ約200ｍ

すぐバス停「射和」 延命寺 本宗寺 蓮生寺道標

射和寺（大日堂）伊佐和神社宮古山十王院跡

お
し
ろ
い

か
い

い
ふ
く

か
ん
え
い

は
い

か
ず

ほ
ん
し
ゅ
う

じ

く

の

と
み

や
ま

と 

こ

ほ
う

こ
く
ぶ

け

け

が
わ

た
け

ち
く
さ
い

れ
ん
し
ょ
う

ゆ
う
じ
ゅ
ん
ほ
う
し

じ

ひ

い

め
い

ふ
く

ふ
く
り
ゅ
う

が
ん
じ

じ

は

ひ
と

し

お
ん

が
ん
ち
ょ
う

り
ん

の

ほ
う

き
り
ん

ほ
う

や
な
ぎ
さ
く
ら
し
ゅ
も
く

み
や

じ
ゅ
う
お
う
い
ん

や
ま

こ

お
う

ぎ

が
ん

わ

ざ

い

じ
ん
じ
ゃ

ひ

え

し
か
え
で

ら
い

ほっ
く

や

か
い

ひ
じ
あ
け

う

し
ゅ
な
か
や
ま

か
ぶ
つ

し
ょ
う

じ

ま

射
和
小
学
校

共
同
墓
地

伊
馥
寺

「
射
和
地
区

  

市
民
セ
ン
タ
ー
」

延
命
寺

本
宗
寺

蓮
生
寺

伊
佐
和
神
社

宮
古
山
十
王
院
跡

射
和
寺

（
大
日
堂
）

道
標

バ
ス
停「
射
和
」

42

160

701

櫛田川

今回の案内人は、射和「昔
を語る会」会長の濱 博之さ
ん。「松阪偉人顕彰団体協
議会」理事なども務め、松
阪が誇る偉人の情報発信
に日々、尽力しています。

至松阪市街

至
大
石
町

射和小学校に設置された
案内板※
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田
川
の
流
れ
が
垣
間
見
え
、
北
側
に
は
見
事

な
石
垣
が
続
き
ま
す
。
石
垣
は
延
命
寺
と
、

隣
接
す
る
伊
馥
寺
の
も
の
で
す
が
、
城
跡
に

迷
い
込
ん
だ
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

　
三
千
風
の
句
碑
は
、
延
命
寺
の
山
門
を
く

ぐ
っ
た
先
に
あ
り
ま
し
た
。
白
い
四
角
柱
の

表
面
に「
白
粉
や 

土
朱
う
ば
ふ 

雪
女
」の
句

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
白
粉
と
は
伊
勢
白
粉

の
こ
と
で
、
土
朱
と
は
、
そ
の
原
料
で
射
和

の
朱
中
山
か
ら
産
出
す
る
赤
土
だ
と
教
わ
り

ま
す
。
伊
勢
白
粉
と
は
、
水
銀
に
赤
土
な
ど

を
混
ぜ
た
も
の
を
加
熱
し
て
で
き
る
昇
華
物

の
こ
と
。
文
字
通
り
高
級
化
粧
品
と
し
て
人

気
を
博
し
た
後
、
薬
品
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
、

　
今
回
の
散
策
は
、Ｊ
Ｒ・近
鉄「
松
阪
」駅
前

か
ら
三
重
交
通
バ
ス
に
揺
ら
れ
る
こ
と
約
20

分
、
バ
ス
停「
射
和
」で
下
車
し
て
始
ま
り
ま

す
。
本
数
が
少
な
い
た
め
、
事
前
に
時
刻
表

を
確
認
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、

車
の
場
合
は「
射
和
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
」駐

車
場
を
利
用
す
る
と
便
利
で
す
。

　
「
で
は
、
延
命
寺
か
ら
句
碑
巡
り
し
ま
し
ょ

う
」と
案
内
さ
れ
て
、
西
へ
進
み
ま
す
。
射
和

小
学
校
を
右
手
に
見
た
後
、
南
へ
と
方
向
を

変
え
て
住
宅
地
を
歩
く
と
、
突
然
景
色
が
一

変
し
ま
し
た
。
南
側
は
木
立
の
合
間
か
ら
櫛

射
和
発
展
の
元
と
な
り
ま
し
た
。

　
最
盛
期
の
室
町
時
代
に
は
伊
勢
白
粉
の
製

造
釡
元
が
80
以
上
あ
り
、
江
戸
時
代
に
か
け

て
活
況
を
呈
し
た
こ
の
町
に
三
千
風
が
生
ま

れ
た
の
は
、
寛
永
16（
１
６
３
９
）年
の
こ
と
。

商
家
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、
早
く
か
ら
俳
諧

に
興
味
を
持
ち
、
31
歳
の
時
に
許
さ
れ
て
宮

城
県
の
松
島
へ
と
赴
き
ま
す
。
そ
の
後
、
仙

台
に
移
り
住
み
、
多
く
の
門
人
を
抱
え
て
い

た
と
伝
わ
り
ま
す
。
な
お
、
三
千
風
を
名
乗

る
き
っ
か
け
は
、
延
宝
７（
１
６
７
９
）年
に

挑
ん
だ
矢
数
俳
諧
で
し
た
。
こ
の
場
合
の
俳

諧
と
は
、
五
七
五
の
長
句
と
七
七
の
短
句
を

交
互
に
詠
み
あ
げ
、
ま
と
ま
っ
た
句
数
に
す

る
文
芸
の
こ
と
で
す
が
、
矢
数
俳
諧
は
、
こ

れ
を
一
昼
夜
な
ど
と
い
う
時
間
的
制
限
の
中

で
行
い
ま
す
。
こ
の
時
、一
人
で
三
千
句
に
挑

戦
し
て
以
降
、
三
千
風
を
号
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
俳
諧
で
最
初
に
詠

む
五
七
五
の
句
の
こ
と
を
発
句
と
い
い
、
後

に
俳
句
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

広
義
の
意
味
で
は
、
こ
の
発
句（
俳
句
）や
俳

文
な
ど
も
含
め
て
俳
諧
と
総
称
し
ま
す
。

あ
っ
た〝
富
の
松
〞と
呼
ば
れ
た
松
の
木
を
題

材
に
し
て
詠
ん
だ「
富
松
は 

常
盤
蓬
萊
の 

飾

か
な
」の
句
が
記
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　
道
標
と
句
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
東
へ
進
む

と
、
道
の
両
側
に
重
厚
な
建
物
が
現
れ
ま
し

た
。
い
ず
れ
も
射
和
商
人
と
し
て
名
を
馳
せ

た
国
分
家
と
竹
川
家
の
屋
敷
で
す
。
な
お
、

竹
川
家
の
竹
川 

竹
斎（
１
８
０
９
〜
１
８
８

２
）は
、 
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
政

治・経
済・文
化
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
射
和
繁
栄
の
面
影
が
残
る
家
並
み
を
眺
め

な
が
ら
町
は
ず
れ
ま
で
歩
く
と
、
蓮
生
寺
に

到
着
し
ま
し
た
。
同
寺
に
は
三
千
風
の
幼
少

時
の
師
匠・祐
順
法
師
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
三

千
風
は
、
仙
台
に
約
15
年
間
滞
在
し
た
後
、

全
国
行
脚
の
旅
に
出
ま
す
が
、
そ
の
途
中
で

　

延
命
寺
と
句
碑

を
後
に
し
て
、
三

千
風
の
生
家・三
井

家
の
菩
提
寺・本
宗

寺
に
た
た
ず
む
三

井
家
の
墓
に
手
を

合
わ
せ
ま
す
。
そ

の
後
、
さ
ら
に
東

へ
と
歩
く
と
、
四

つ
角
に
建
つ
道
標
に
気
付
き
ま
し
た
。「
久
ま

野
ミ
ち
」な
ど
の
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。
こ

こ
は
、
旧
熊
野
街
道
。
か
つ
て
は
多
く
の
巡

礼
者
が
往
来
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に

こ
の
場
所
に
は
、
射
和
を
代
表
す
る
豪
商・富

山
家
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
道
標
の
近
く

に
立
つ
句
碑
に
は
、
三
千
風
が
屋
敷
の
脇
に

れ 

い

1718

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

度
々
、
射
和
に
帰
郷
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

際
に
は
、
必
ず
同
寺
に
も
立
ち
寄
り
、
師
匠

の
墓
前
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

門
前
に
は
、
師
匠
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
句「
お
も

か
げ
の 

桜
モ
ノ
云
フ 

碑
銘
か
な
」が
た
た
ず

ん
で
い
ま
し
た
。

　
「
次
は
大
日
堂
で
す
」と
の
案
内
で
、
来
た

道
を
少
し
戻
り

ま
す
。
お
話
の

大
日
堂
が
あ
る

場
所
は
、
伊
勢

国
司
・
北
畠
氏

の
祈
願
所
だ
っ

た
射
和
寺（
福

願
寺・福
龍
寺
）

の
歴
史
を
有
す
る「
射
和
祇
園
祭
り
」（
県
指
定

無
形
民
俗
文
化
財
）が
執
り
行
わ
れ
、
賑
わ
い

ま
す
。神
社
内
に
は
三
千
風
が
元
旦
に
初
詣
を

終
え
、
朝
日
を
拝
ん
だ
際
に
詠
ん
だ
句「
元
朝

や 

麟
鳳
遊
ぶ 

神
乃
松
」を
記
し
た
句
碑
が

立
っ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
麟
と
は
麒
麟
の

こ
と
、
鳳
と
は
鳳
凰
の
こ
と
だ
と
教
わ
り
ま

し
た
。

　
伊
佐
和
神
社

に
お
参
り
し
た

後
は
、
西
へ
進

み
、三
千
風
の

句「
栁
櫻 

鐘
木
や
か
ざ
す 

宮
古
山
」を
記
し

た
句
碑
が
立
つ
宮
古
山
十
王
院
跡
へ
向
か
い

の
跡
地
。
地
域
の
人
々
は〝
射
和
寺
さ
ん
〞と
呼

び
親
し
み
ま
す
。
三
千
風
も
同
寺
の
た
め
に

句
を
詠
み
、
そ
の
中
の
一
句「
は
ね
か
へ
る 

一
葉
お
と
し
や 

獅
子
楓
」を
記
し
た
句
碑
が

立
っ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
堂
内
の
収
蔵
庫

に
は
、
南
北
朝
時
代
の
作
と
い
わ
れ
る
木
造

地
蔵
菩
薩
坐
像（
国
指
定
重
要
文
化
財
）が
安

置
さ
れ
、
毎
年
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
に
行

わ
れ
る
彼
岸
会
で
公
開
さ
れ
ま
す
。

　
大
日
堂
か
ら
は
北
へ
と
進

路
を
変
え
、
伊
佐
和
神
社
を

め
ざ
し
ま
す
。
少
し
高
台
に

位
置
し
、
普
段
は
ひ
っ
そ
り

と
し
て
い
ま
す
が
、毎
年
7
月

中
旬
に
は
、
３
０
０
年
以
上

ま
す
。こ
こ
に
は
、射
和
の
豪
商・竹
川
家
代
々

の
墓
石
が
並
び
、
中
央
が
竹
斎
の
墓
だ
と
教

わ
り
ま
し
た
。

　
三
千
風
の
句
碑
巡
り
は
、宮
古
山
十
王
院
跡

で
最
後
と
な
り
、
後
は
再
び
バ
ス
停「
射
和
」

に
戻
っ
て
終
了
で
す
が
、
少
し
足
を
延
ば
し

て
共
同
墓
地
を
訪
ね
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

実
は
入
口
近
く
に
三
千
風
の
墓
が

あ
る
の
で
す
。
北
海
道
を
除
く
諸

国
を
ほ
と
ん
ど
踏
破
し
た
三
千
風

で
し
た
が
、
69
年
の
波
乱
の
生
涯

を
終
え
た
の
は
、
射
和
に
滞
在
中

の
こ
と
で
し
た
。
友
翰
法
師
と
刻
ま
れ
た
墓

石
を
眺
め
て
い
る
と
、
自
由
奔
放
に
生
き
な

が
ら
も
、

故
郷
を
愛

し
た
三
千

風
の
想
い

が
伝
わ
っ

て
く
る
よ

う
で
し
た
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

ゆ
う

あ
ん
ぎ
ゃ

か
ん

松
阪
市 

射
和
町

問
　

 「
射
和
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
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Ｌ 

０
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江
戸
時
代
中
期
の
俳
人
で
現
在
の
三
重
県

出
身
者
と
聞
く
と
、ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、

松
尾 

芭
蕉（
１
６
４
４
〜
１
６
９
４
）で
し
ょ

う
。
そ
し
て
も
う
一
人
、
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
が
大
淀 

三
千
風（
１
６
３
９
〜
１
７
０
７
）

で
す
。
三
千
風（
本
名 

三
井 

友
翰
）は
、
江

戸
店
持
ち
の
有
力
商
人
を
輩
出
し
た
松
阪
市

射
和
町
の
出
身
。
全
国
を
行
脚
し
な
が
ら
数

多
く
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
、〝
漂
泊
の
俳

人
〞と
称
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
29（
２
０
１
７
）年
、「
射
和
地
区
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
」が
中
心
と
な
り
、
三
千
風
ゆ

か
り
の
地
6
か
所
に
句
碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
三
千
風
の
句
碑
を
巡
り
な
が
ら
、

豪
商
の
町・射
和
の
散
策
を
楽
し
み
ま
す
。

豪
商
の
町・射
和
で
大
淀 

三
千
風
句
碑
巡
り

見事な石垣が続く延命寺周辺

延命寺の山門（県指定重要文化財）

延命寺内に立つ句碑

道標 本宗寺大日堂内に立つ句碑

道標の近くに立つ句碑

蓮生寺門前に立つ句碑大日堂共同墓地にたたずむ三千風の墓

宮古山十王院跡に
立つ句碑

伊佐和神社境内に立つ句碑

射
和
発
展
を
さ
さ
え
た
伊
勢
白
粉

射
和
繁
栄
の
面
影

故
郷
に
眠
る

〝
漂
泊
の
俳
人
〞

い
ざ
わ

お
お
よ
ど

か
ぜ

み

ち

START

■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。
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ほ
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や
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み
や

じ
ゅ
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お
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が
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ひ
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し
ゅ
な
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ま

か
ぶ
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し
ょ
う

じ

ま

射
和
小
学
校

共
同
墓
地

伊
馥
寺

「
射
和
地
区

  

市
民
セ
ン
タ
ー
」

延
命
寺

本
宗
寺

蓮
生
寺

伊
佐
和
神
社

宮
古
山
十
王
院
跡

射
和
寺

（
大
日
堂
）

道
標

バ
ス
停「
射
和
」

42

160

701

櫛田川

今回の案内人は、射和「昔
を語る会」会長の濱 博之さ
ん。「松阪偉人顕彰団体協
議会」理事なども務め、松
阪が誇る偉人の情報発信
に日々、尽力しています。

至松阪市街

至
大
石
町

射和小学校に設置された
案内板※
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