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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
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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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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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こ
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ゆ
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じ
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じ
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や
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ゅ
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お
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が
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ひ
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ゅ
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ぶ
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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※




