
　
県
内
の
各
地
域
に
は
、
独
自
の
歴
史
が
あ
り
、
特
有
の
文
化
・
伝
統
が
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地
域
の
景
観
を
特
徴
付
け
、
人
々
に
愛
さ
れ
る
建
造

物
も
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
建
築
後
50
年
を
経
過
す
る
な
ど
、
一
定
の

条
件
を
満
た
し
た
も
の
が「
登
録
有
形
文
化
財
」と
な
り
ま
す
。

　
今
回
も
、
前
回
に
引
き
続
き「
登
録
有
形
文
化
財
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。
春
の
兆

し
に
誘
わ
れ
て
、
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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三
重
の
登
録
有
形
文
化
財（
後
編
）

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
。

四日市港繁栄の象徴ともいえる玄関棟外観四日市港繁栄の象徴ともいえる玄関棟外観

　
明
治
32（
１
８
９
９
）年
、
四
日
市
港
が
開

港
場（
外
国
と
の
通
商
を
許
さ
れ
た
港
）に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
７
年
後
、
港
近
く
の

一
画
で
開
業
し
た
の
が
、料
亭「
浜
松
茂
」で
す
。

以
来
、
国
際
貿
易
港
と
し
て
発
展
す
る
同
港

の
歴
史
を
見
届
け
て
き
ま
し
た
。

　
風
格
漂
う
玄
関
棟
と
、
後
に
増
築
し
た
離

れ
座
敷「
さ
つ
き
棟
」が
有
形
文
化
財
に
登
録

さ
れ
、
多
く
の
経
済
人・文
化
人
に
も
愛
さ
れ

た
料
亭
は
、
平
成
29（
２
０
１
７
）年
３
月
、

そ
の
歴
史
に
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

同
年
12
月
に「
伝
七
邸
」と
し
て
再
始
動
を
果
た

し
た
の
で
す
。
現
在
、
日
本
料
理
店
運
営
の

み
な
ら
ず
、
茶
道
体
験
な
ど
の
文
化
教
室
、

萬
古
焼
の
展
覧
会
、
講
演
会
、
ジ
ャ
ズ
な
ど

の
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
複
合

邸
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
今
後
も
、
萬
古
焼
な
ど
の
伝
統
文
化
の
情

報
を
発
信
す
る
ほ
か
、
桑
名
市
や
津
市
な
ど

北
中
勢
地
域
の
文
化
観
光
施
設
と
連
携
し
た

観
光
ツ
ア
ー
な
ど
も
計
画
し
て
い
ま
す
」と
藤

井
さ
ん
。
伝
七
か
ら
受
け
継
い
だ
志
は
、
着

実
に
実
践
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

的
な
役
割
を
担
い
ま
す
。

　
「
私
た
ち
が
め
ざ
す
の
は
、
国
際
文
化
交
流

拠
点
で
す
。
そ
れ
は
、
第
十
世
伊
藤 

伝
七
の

志
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
」と
話

す
の
は
、
藤
井 

修
二
さ
ん
。「
伝
七
邸
」の
管

理・運
営
を
担
当
す
る
株
式
会
社「
日
本
伝
統

ビ
ュ
ー
ロ
ー
」の
社
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
お
話
の
第
十
世
伊
藤 

伝
七（
１
８
５
２
〜

１
９
２
４
）と
は
、
四
日
市
出
身
の
実
業
家
で
、

日
本
最
大
の
紡
績
会
社・東
洋
紡
績（
現
東
洋

紡
）の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
政
界
で

も
活
躍
し
た
ほ
か
、
鉄
道
敷
設
の
計
画
や
、

四
郷
村
役
場（
現
在
の
四
郷
郷
土
資
料
館
）を

建
築
し
て
寄
贈
す
る
な
ど
、
地
域
の
発
展
に

も
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
ま
し
た
。
実
は
料

亭「
浜
松
茂
」（
現「
伝
七
邸
」）は
、
伝
七
の
別
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６
０
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せ
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七
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棟
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人
と
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の
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流
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伝
七
邸
」と
し
て
再
始
動
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文
化
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伝
七
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四
日
市
市
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町
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た
か
さ
ご
ち
ょ
う

た
か
さ
ご
ち
ょ
う

で
ん
し
ち
て
い

で
ん
し
ち
て
い

日本庭園を眺めながらの食事は格別

離れ座敷「さつき棟」

か
い

こ
う
じ
ょ
う

は
ま
ま
つ
も

か
い

こ
う
じ
ょ
う

は
ま

ご
う
む
ら

よ

ま
つ
も
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伊
賀
市
の
中
心
街
、
上
野
桑
町
に
あ
る「
薫

楽
荘
」は
、
明
治
期
に
建
て
ら
れ
た
木
造
２
階

建
の
旅
館
で
す
。
開
業
当
時
は「
芳
真
楼
」と

い
う
茶
屋
で
し
た
。
か
つ
て
周
辺
は
花
街
と

が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
さ
り
げ
な
く
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
使
い
込
ま
れ
た
黒
光
り
す
る
廊
下
を
歩
き
、

宿
の
主
、
中
村 

元
彦
さ
ん
に
通
さ
れ
た
大
広

間
は
、
床
柱
に
太
い
藤
の
木
。
ど
っ
し
り
と

貫
禄
が
あ
り
、
床
の
間
の
置
物
も
趣
が
あ
り

ま
す
。「
先
々
代
が
商
売
を
始
め
ま
し
た
が
、

昭
和
33（
１
９
５
８
）年
か
ら
旅
館
に
。
二
代

目
の
あ
と
10
年
ほ
ど
休
館
し
、
わ
た
し
た
ち

夫
婦
が
再
開
し
ま
し
た
。
消
防
法
に
よ
り
ガ

ラ
ス
サ
ッ
シ
に
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
創

業
時
の
ま
ま
で
す
。
湿
度
が
高
い
日
に
戸
は

重
く
な
る
し
、
冬
は
寒
く
て
大
変
で
す
が
、

こ
の
雰
囲
気
を
求
め
て
や
っ
て
き
て
く
れ
る

お
客
さ
ま
に
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
築
構

造
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
が
知
ら
な
い
こ
と
も
、

教
え
て
く
れ
る
ん
で
す
」と
中
村
さ
ん
。
明
治

21（
１
８
８
８
）年
の
建
物
を
で
き
る
限
り
そ

の
ま
ま
使
っ
て
い
き
た
い
と
、
風
通
し
を
よ

く
し
て
手
入
れ
し
、
培
っ
て
き
た
格
式
を
維

持
し
て
い
こ
う
と
改
装
に
も
気
を
遣
い
ま
す
。

グ
レ
ー
の
畳
は
、
和
紙
を
素
材
に
し
て
い
ま

し
て
に
ぎ
わ
い
、
通
り

に
は
何
軒
か
遊
郭
も
あ

り
ま
し
た
が
、
現
在
、

宿
と
し
て
営
業
す
る
の

は「
薫
楽
荘
」の
み
。
街

路
に
面
し
た
重
厚
な
土

蔵
や
正
面
に
巡
ら
さ
れ

た
黒
壁
の
塀
が
目
を
引

き
、
往
時
を
偲
ば
せ
て

く
れ
ま
す
。

　
入
口
門
の
両
脇
に
設

け
ら
れ
た
飾
り
窓
に
は
、

中
を
く
り
ぬ
い
た
自
然

木
の
窓
枠
が
あ
し
ら
わ

れ
、
大
工
の
技
と
遊
び

心
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

黒
壁
の
隅
に
構
え
る
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
の
防
火

水
槽
は
、
戦
時
中
に
置

か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
門
か
ら
入
っ
た

通
路
と
玄
関
の
三
和
土
に
は
吸
水
性
の
あ
る

古
風
な
陶
器
質
タ
イ
ル
が
埋
め
込
ま
れ
、
庭

石
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
洒
落
た
装
飾

す
。
同
じ
町
に
あ
る
製
畳
所
が
、「
薫
楽
荘
」

の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
手
掛
け
て
く
れ
ま
し

た
。

　
２
階
に
客
間
が
５
室
あ
り
ま
す
が
、
一
つ

も
同
じ
部
屋
は
あ
り
ま
せ
ん
。
床
の
間
や
欄

間
、
天
井
な
ど
随
所
に
凝
っ
た
造
作
が
見
ら

れ
、
使
わ
れ
る
木
も
サ
ル
ス
ベ
リ
や
黒
柿
な

ど
、
貴
重
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
外
国

人
が「
侍
に
な
っ
た
気
分
だ
」と
喜
ん
だ
の
が
、

書
を
襖
４
枚
に
仕
立
て
た
部
屋
。
こ
の
部
屋

を
指
定
す
る
人
も
い
る
ほ
ど
、
評
判
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

て
、
近
く
の
町
並
み
も
楽
し
ん
で
く
れ
て
い

ま
す
」と
中
村
さ
ん
。
夕
食
に
伊
賀
牛
を
使
っ

た
メ
ニ
ュ
ー
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
忍
者
の
里
の
伊
賀
上
野
は
、
周
囲
を
伊
勢
、

近
江
、
大
和
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
歴
史
情
緒

あ
ふ
れ
る
城
下
町
。
館
内
に
は
、
伊
賀
忍
者

や
上
野
天
神
祭
の
ポ
ス
タ
ー
を
飾
り
、
町
歩

き
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
取
り
揃
え
、
訪

れ
る
人
を
も
て
な
し
て
い
ま
す
。

　
階
段
を
上
が
っ
た
場
所
に
設
け
ら
れ
た
談

話
室
は
、
東
屋
風
の
天
井
。
居
心
地
よ
く
過

ご
せ
る
よ
う
に
と
、
照
明
な
ど
女
将
が
工
夫

し
て
い
ま
す
。
ま
た
廊
下
の
窓
か
ら
見
渡
す

裏
庭
で
は
、
稲
荷
社
や
不
動
尊
を
祀
り
、
滝

に
見
立
て
た
石
や
灯
籠
を
囲
む
木
々
が
四
季

折
々
の
豊
か
な
表
情
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
「
い
い
季
節
に
な
る
と
週
末
は
観
光
目
的

で
、平
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
利
用
に
は
リ
ピ
ー
タ
ー

の
方
が
多
い
で
す
ね
。
最
近
は
外
国
人
観
光

客
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
古
い

建
物
が
好
き
な
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
人
は
連
泊
し

3
庭園には香りを楽しむキンモクセイも

宿泊者の交流の場にもなる談話室

客間に廊下、館内全てに趣がある

大広間に藤の床柱 タイルが彩る通路

【
伊
賀
市
上
野
桑
町
】

薫
楽
荘 

本
館
・
蔵

繊
細
な
意
匠
が
い
く
つ
も
施
さ
れ
る
城
下
町
の
宿

「
薫
楽
荘
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

０
０
２
７

お
問
い
合
わ
せ

く
ん

ら
く

そ
う

黒壁に瓦屋根、門の格子戸と全てに上品さがある黒壁に瓦屋根、門の格子戸と全てに上品さがある

ほ
う

た

た

き

し
ん
ろ
う

ら
ん

ま

せ
い
じ
ょ
う
し
ょ
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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

　

松
坂
城
下
か
ら
西
へ
進
み
、
飯
南
町
の
粥

見
や
飯
高
町
の
波
瀬
な
ど
を
経
て
奈
良
県
へ

入
り
、
和
歌
山
城
下
へ
と
至
る
道
は
和
歌
山

街
道
と
呼
ば
れ
ま
す
。
街
道
沿
い
に
は
今
も

趣
あ
る
場
所
が
点
在
し
ま
す
が
、一番
色
濃

く
残
し
て
い
る
の
が
波
瀬
で
し
ょ
う
。

　
「
波
瀬
の
宿
場
が
栄
え
た
江
戸
時
代
に
は
、

酒
造
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
」と
教
え
て
く
れ

る
の
は
、
脇
本
陣
も
務
め
て
い
た
田
中
家
の

17
代
目
当
主
、
田
中 

善
彦
さ
ん
。
松
阪
木

材
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
会
長
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
傍
ら
で
は
奥
様
の
洋
子
さ
ん

が
頷
き
ま
す
。
お
二
人
に
よ
る
と
、
水
田
の

少
な
い
山
間
の
波
瀬
で
は
酒
米
の
確
保
は
で

き
な
い
た
め
、
伊
賀
の
名
張
で
栽
培
し
た
米

を
牛
に
背
負
わ
せ
て
運
び
込
ん
で
い
た
と
い
い

ま
す
。

　

明
治
時
代
初
め
に
酒
造
業
か
ら
林
業
へ
と

移
行
し
た
同
家
で
は
、
同
時
代
中
頃
か
ら
大

正
時
代
に
か
け
て
、
前
座
敷「
洗
耳
亭
」・
主

屋
・
表
納
屋
・
表
土
塀
・
東
蔵
・
東
土
塀
・
西
土

塀・南
土
塀・石
垣・新
蔵・西
納
屋
が
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
平
成
30（
２
０
１
８
）年
に
、11
件

さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
も
の
が
揃
い
ま
す
。

同
地
域
の
厳
し
い
寒
さ
と
、
部
屋
数
だ
け
で

も
30
室
以
上
と
い
う
状
況
を
表
し
て
い
る
の

で
す
。

　
一方
、
西
納
屋「
有
徳
館
」で
は
、
先
祖
伝

来
の
鎧
兜
や
嫁
入
り
の
際
の
衣
装
や
螺
鈿
の

道
具
類
な
ど
が
並
び
ま
す
。
そ
の
精
巧
な
造

り
と
艶
や
か
さ
に
、
思
わ
ず
た
め
息
が
出
ま

す
。

　
と
こ
ろ
で
、
両
館
を
見
学
し
て
い
る
う
ち
に

展
示
物
が
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
内
に
入
っ
て
お
ら

ず
、
実
際
に
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
物
も

あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
こ
れ
は「
実
際

の
建
造
物
す
べ
て
が
登
録
有
形
文
化
財
と
な

り
、
そ
れ
を
機
に
表
納
屋
と
西
納
屋
を「
田

中
家
資
料
館
」と
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

　
現
在
、
同
館
の
館
長
を
務
め
る
洋
子
さ
ん

に
内
部
を
案
内
し
て
も
ら
う
と
、
主
屋
に
対

面
し
て
建
つ
表
納
屋「
有
徳
笑
館
」で
は
、
同

家
で
使
わ
れ
て
い
た
道
具
類
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
林
業
に
は
欠
か
せ
な
い
、
丸
頭
鋸

と
呼
ば
れ
る
大
き
な
ノ
コ
ギ
リ
や
、
茶
業
も

営
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
茶
葉
を
ふ
る
い
に
か

け
る
竹
製
の
道
具
な
ど
が
所
狭
し
と
並
び
ま

す
。
中
で
も
目
を
引
く
の
が
大
量
の
火
鉢
で
、

に
触
れ
る
こ
と
で
、当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
歴

史
・
文
化
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
」と

の
思
い
か
ら
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
普
段
は
保
護
の
た
め
に
非
公
開
の

建
造
物
も
、
ご
厚
意
で
見
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
堂
々
た
る
構
え
の
主
屋
や
、
櫛
田
川

の
流
れ
を
眼
下
に
見
下
ろ
す
前
座
敷「
洗
耳

亭
」な
ど
、
見
る
も
の
す
べ
て
に
驚
か
さ
れ
ま

す
が
、
中
で
も
圧
巻
な
の
が
、城
郭
の
よ
う
に

積
み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
で
す
。
見
上
げ
て
い

る
と
、
今
に
も
鎧
兜
に
身
を
包
ん
だ
武
将
が

姿
を
現
し
そ
う
で
し
た
。

　
今
後
に
つ
い
て
お
二
人
に
伺
う
と
、
土
蔵
の

一
部
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
開
放
す
る
準
備
を
し
て
い
る
ほ
か
、
前
座

敷「
洗
耳
亭
」を
茶
会
や
句
会
で
利
用
し
て
も

ら
う
こ
と
な
ど
も
検
討
中
と
の
こ
と
で
し
た
。

お
二
人
の
挑
戦
は
、ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

【
松
阪
市
飯
高
町
】

田
中
家
住
宅 

主
屋
・
前
座
敷「
洗
耳
亭
」な
ど
11
件

「
田
中
家
資
料
館
」と
し
て
波
瀬
宿
の
姿
を
今
に
伝
え
る

西納屋「有徳館」内の展示風景

和歌山街道に面して建つ
田中家住宅の主屋

西納屋「有徳館」外観

形も大きさも多種多様な火鉢が揃う

表納屋「有徳笑館」内の展示風景

高さ8.1メートルの石垣と前座敷「洗耳亭」

紅葉に彩られた
前座敷「洗耳亭」と石垣

5

し
ゅ
お
く

せ
ん

て
い

じ

か
ゆ

み

よ
し
ひ
こ

な

お
も
て

や

ゆ
う

が

ん

で
ん

ら

よ
ろ
い
か
ぶ
と

ど

と
く
し
ょ
う
か
ん

「
田
中
家
資
料
館
」（
木・日
曜
日
開
館 

要
予
約
）

＊
１・２
月
中
は
冬
期
休
館
中
。

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
０ ‒ 

３
５
９
２ ‒ 

０
７
２
２

お
問
い
合
わ
せ

は

ぜ

※※
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平
成
元（
１
９
８
９
）年
、
飯
南
郵
便
局
の

局
舎
が
そ
の
役
割
を
終
え
ま
し
た
。
同
局
舎

が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
７（
１
９
３
２
）

年
の
こ
と
。
白
い
洋
風
建
築
は
、
地
域
で
も

ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在
で
、
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
一
時
期
、縫
製
工
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
後
、

長
年
放
置
さ
れ
て
い
た
旧
局
舎
を
購
入
し
、

平
成
23（
２
０
１
１
）年
に「
飯
南
局
舎 

和
み
」

と
し
て
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
の
が
、
垣
本 

和
美

手
ほ
ど
き
で
、
中
国
伝
来
の
売
茶
本
流
の
煎

茶
道
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
と
伺
い
ま
し

た
。
煎
茶
を
味
わ
い
な
が
ら
、
静
か
な
ひ
と

と
き
を
過
ご
す
の
も
お
す
す
め
で
す
。

　
同
館
で
は
、
季
節
に
応
じ
た
作
品
展
な
ど

が
行
わ
れ
ま
す
が
、
毎
年
３
月（
本
年
は
13
日
・

20
日・21
日・22
日・27
日
）に
開
催
さ
れ
る
の
が

「
お
も
ひ
で
の
ひ
な
ま
つ
り
」で
す
。
地
域
の

人
々
が
持
ち
寄
っ
た
御
殿
雛
や
７
段
飾
り
の

ひ
な
人
形
が
勢
揃
い
し
ま
す
。
優
美
な
ひ
な

人
形
た
ち
に
合
い
に
行
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

さ
ん
。
同
年
に
は
、

登
録
有
形
文
化
財
と

な
り
、「
ま
ち
か
ど

博
物
館
」に
も
認
定

さ
れ
ま
し
た
。
旧
局

舎
は
、
再
び
地
域
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た

の
で
す
。

　
「
ツ
タ
が
か
ら
ま
っ

て
朽
ち
て
い
く
様
子

が
と
て
も
寂
し
く
て

…
」と
、
購
入
当
時

の
想
い
を
語
る
館
長

の
垣
本
さ
ん
に
、館
内
を
案
内
し
て
も
ら
う
と
、

建
具
や
ガ
ラ
ス
な
ど
、
当
時
の
物
を
で
き
る

限
り
再
利
用
し
た
と
い
う
内
装
は
、
モ
ダ
ン

で
あ
る
と
同
時
に
繊
細
で
、
職
人
た
ち
の
心

意
気
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
広
々
と
し
た
１
階
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て

活
用
さ
れ
、
水
彩
画
家
の
後
藤 
勝
美（
１
９

４
０
〜
２
０
０
９
）に
よ
る
松
阪
市
内
の
美
し

い
風
景
画
が
常
設
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
２
階
の
和
室
で
は
、
垣
本
さ
ん
の

旧
飯
南
局
舎

【
松
阪
市
飯
南
町
】

　
歴
史
的
な
建
造
物
が
多
く
残
る
初
瀬
街
道

か
ら
一
本
入
っ
た
小
道
を
歩
く
と
、
大
正
ロ

マ
ン
を
感
じ
る
洋
館
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き

ま
す
。
屋
根
に
三
角
形
の
妻
壁
を
立
ち
上
げ
、

パ
ラ
ペ
ッ
ト
の
隅
に
小
塔
形
の
飾
り
を
付
け

た
３
階
建
て
。
こ
れ
は
大
正
10（
１
９
２
１
）年

に
建
築
さ
れ
た「
川
地
写
真
館
」で
す
。
当
初

の
写
場
は
２
階
に
あ
り
、
屋
根
の
一
部
が
ガ

ラ
ス
張
り
。
そ
こ
か
ら
入
り
込
む
太
陽
光
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
写
真
撮
影
に
適
し
た
光

を
演
出
す
る
ス
ラ
ン
ト
ス
タ
ジ
オ
だ
っ
た
の

能
者
」（
現
代
の
名
工
）に
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
ス
タ
ジ
オ
を
充
実
さ
せ
、
最
先
端
の
技
術

に
取
り
組
む
一
方
、
明
治
期
の
名
張
の
風
景

や
人
物
、
創
成
期
の
ガ
ラ
ス
写
真
を
展
示
す

る
ス
ペ
ー
ス
も
。
そ
れ
ら
の
写
真
は
現
在
も

鮮
烈
に
蘇
り
ま
す
。
ま
た
出
張
撮
影
に
使
わ

れ
た
木
製
の
三
脚
と
革
製
の
バ
ッ
ク
、
古
い

カ
メ
ラ
も
大
切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。「
二
代

目
や
三
代
目
は
馬
に
乗
っ
て
美
杉
や
曽
爾
ま

で
撮
影
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
馬
小
屋

も
あ
り
ま
し
た
」と
川
地
さ
ん
。
カ
メ
ラ
は
湿

板
か
ら
ガ
ラ
ス
乾
板
、
フ
ィ
ル
ム
、
そ
し
て

デ
ジ
タ
ル
へ
と
変
遷
し

ま
し
た
が
、「
写
真
は
光

な
く
し
て
映
り
ま
せ
ん
。

光
で
描
く
作
品
で
す
」

と
時
代
を
越
え
て
共
通

す
る
写
真
の
力
を
語
り

ま
す
。

で
す
。
昭
和
45（
１

９
７
０
）年
の
改
修
で
、

１
・
２
階
の
外
壁
を

タ
イ
ル
貼
り
に
し
ま

し
た
。

　

創
業
は
明
治
10

（
１
８
７
７
）年
、
県
下
で
現
存
す
る
最
古
の

写
真
館
で
す
。
５
代
目
を
継
い
だ
川
地 

清
広

社
長
は
、
地
元
高
校
か
ら
大
阪
の
日
本
写
真

専
門
学
校
に
進
み
、
19
歳
で
卒
業
。
そ
の
後
、

父
親
の
か
ば
ん
持
ち
を
し
な
が
ら
撮
影
技
術

や
経
営
学
を
学
び
ま
し
た
。
商
い
を
す
る
に

は
広
い
場
所
で
と
、
桔
梗
が
丘
駅
前
に
ス
タ

ジ
オ
を
移
転
。 

従
来
の
型
に
は
ま
っ
た
卒
業

ア
ル
バ
ム
を
、
革
新
的
な
技
法
で
一
大
改
革

す
る
な
ど
、
全
国
の
写
真
館
に
変
革
を
も
た

ら
し
続
け
、
2
0
1
7
年
度
の「
卓
越
し
た
技

古
い
町
並
み
で
独
特
の
存
在
感
を
放
つ

「飯南局舎 和み」外観「飯南局舎 和み」外観窓には建設中の写真も飾っている窓には建設中の写真も飾っている

「おもひでのひなまつり」の展示風景保管する貴重なガラス乾板

「
飯
南
局
舎　
和
み
」（
毎
週
金
曜
日
開
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

５
０
０
４ ‒ 

６
９
１
６

お
問
い
合
わ
せ

【
名
張
市
新
町
】

「
川
地
写
真
館

（
フ
ォ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
写
真
の
川
地
）」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

６
５ ‒ 

１
９
３
２

お
問
い
合
わ
せ

※

な
ご

7

く

ば
い

ち
ゃ
ど
う

ご
て
ん
び
な

せ
ん

さ
ほ
ん
り
ゅ
う

か
わ

ち

川
地
写
真
館

丸い柱が印象的な1階

裏から見える特徴的な屋根

は

つ
ま
か
べ

せ

そ

に

「
飯
南
局
舎 

和
み
」と
し
て
、再
び
町
の
シ
ン
ボ
ル
に
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清
流
宮
川
と
緑
の
山
並
み
が
豊
か
な
度
会

町
で
、
初
め
て
国
の「
登
録
有
形
文
化
財
」（
建

造
物
）の
登
録
を
受
け
た
の
が
、
駒
ケ
野
地
区

に
あ
る
木
村
家
住
宅
で
す
。
こ
こ
は
江
戸
時

代
末
期
の
紀
州
藩
士
で
あ
る
木
村 

藤
十
郎
の

屋
敷
で
、
ど
っ
し
り
と
し
た
構
え
の
長
屋
門

を
く
ぐ
れ
ば
、
玄
関
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

を
さ
さ
え
、
文
化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
そ

の
支
流
で
あ
る
一
之
瀬
川
も
大
き
な
役
割
を

担
い
、鵜
飼
い
船
の
終
点
で
あ
っ
た
駒
ケ
野

は
、
薪
炭
や
用
材
を
舟
積
み
す
る
商
人
た
ち

で
に
ぎ
わ
い
、
南
島
方
面（
南
伊
勢
町
）か
ら

の
魚
荷
も
集
め
ら
れ
、
物
流
の
拠
点
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
、
紀
州
藩

は
佐
八（
伊
勢
市
）に
御
仕
入
方
役
所
を
置
き
、

駒
ケ
野
は
そ
の
枝
役
所
と
な
っ
て
、
徴
税
や

管
理
を
行
い
ま
し
た
。
山
仕
事
に
地
域
領
民

を
雇
い
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
物
産
の
専
売

を
行
い
、
藩
財
政
に
役
立
て
て
い
ま
し
た
。

こ
の
駒
ケ
野
役
所
に
派
遣
さ
れ
た
の
が
木
村 

藤
十
郎
で
し
た
。
藤
十
郎
は
文
化
７（
１
８

1
0
）年
生
ま
れ
で
、
そ
ろ
ば
ん
上
手
と
評
判

だ
っ
た
よ
う
で
、
後
に
佐
八
役
所
の
会
計
主

任
を
務
め
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
藩
の
財
政
が
困
窮
し
て
く
る
と
徴
税
の
た

め
各
地
の
要
所
に
役
所
が
置
か
れ
、
幕
末
に

若
侍
の
藤
十
郎
が
赴
任
し
て
き
た
よ
う
で
す
」

と
、
藤
十
郎
の
子
孫
で
あ
る
木
村 

昭
さ
ん
。

現
在
も
木
村
家
住
宅
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

保
管
す
る
紀
州
藩
の
記
録
に
も
筏
組
や
舟
の

置
か
れ
た
自
然
石
に
風
情
が
漂
い
ま
す
。
ま

た
敷
地
を
囲
う
垣
根
も
石
を
巧
み
に
利
用
し
、

重
厚
な
雰
囲
気
。
の
ど
か
な
里
で
圧
倒
的
な

存
在
感
を
放
つ
建
物
で
す
。

　
日
本
一
の
水
質
に
も
輝
い
た
宮
川
は
、
古

代
か
ら
近
代
ま
で
、
物
流
を
さ
さ
え
る
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
水
運
が
発
達
し
、
ま
ち
の
生
活

往
来
が
記
さ
れ
、
立
派
な
建
物
が
そ
の
頃
の

に
ぎ
わ
い
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
藤
十
郎
の
家
は
、
幕
末
に
紀
州
藩
主
の
脱

出
経
路
の
宿
所
と
し
て
建
て
替
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
安
政
の
時
代
、
紀
州

藩
も
江
戸
派
と
紀
州
派
に
分
か
れ
、
争
い
の

絶
え
な
い
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
藩
主
が
そ

ん
な
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、

紀
州
路
を
通
っ
て
脱
出
で
き
る
よ
う
、
中
継

点
と
し
て
駒
ケ
野
が
選
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
」

と
木
村
さ
ん
。
一
之
瀬
川
で
下
っ
て
伊
勢
大

湊
か
ら
船
に
乗
り
、
三
河
そ
し
て
江
戸
へ
と

ル
ー
ト
は
整
っ
て
い
ま
し
た
。

る
と
、
舟
運
に
頼
る
も
の
は
激
減
し
ま
す
。

　
「
藤
十
郎
は
次
男
だ
っ
た
の
で
、
土
地
の
娘

と
結
婚
し
養
子
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
木

村
姓
を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
退
官
の
時
に

は
、
太
刀
一
振
り
、一
代
に
限
り
源
姓
を
名
乗

る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
ま
す
」と
木
村
さ
ん
。

文
化
財
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、見
学
者
も
多

い
よ
う
で
す
。
訪
れ
る
人
々
に
先
祖
の
歴
史

を
紐
解
き
、
駒
ケ
野
地
区
の
こ
と
を
案
内
し

て
い
ま
す
。

　
藩
主
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
主

屋
に
は
駕
籠
寄
せ
が
設
け
ら
れ
、
玄
関
を
通

ら
ず
に
そ
の
ま
ま
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
室
内
は
段
差
を
設
け
た
上
段
の
間
は
、

当
時
で
は
珍
し
い
天
井
張
り
。
そ
し
て
い
ざ

と
い
う
と
き
に
身
を
隠
す
裏
座
敷
な
ど
、
格

式
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
武
家
の
屋

敷
構
え
を
知
る
う
え
で
、
貴
重
な
建
物
で
す
。

ま
た
そ
の
頃
の
建
物
は
ほ
と
ん
ど
が
板
葺
き

で
す
が
、
寺
を
除
き
、
こ
の
辺
り
で
一
番
の

瓦
屋
根
は
木
村
家
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治

に
な
っ
て
御
仕
入
方
役
所
も
廃
止
さ
れ
、
道

路
も
改
修
さ
れ
て
車
馬
の
交
通
が
便
利
に
な

9

印象的な敷石。主屋の玄関横が駕籠寄せ

蔵には藤十郎が使った道具を保管する

藩主を迎えるための気品ある客間

石積塀がぐるりと敷地を囲う

台風被害を受け修理した長屋門

【
度
会
郡
度
会
町
】

木
村
家
住
宅 

主
屋
・
蔵
・
石
積
塀

一
之
瀬
川
の
水
運
で
栄
え
た
駒
ケ
野
を
物
語
る

度
会
町
教
育
委
員
会
事
務
局

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

６
２ ‒ 

２
４
２
２

お
問
い
合
わ
せ

お

し
い
れ

う
ち

そ

か
た

い
か
だ
ぐ
み

か

お
お

み
な
と

ご

た
ち

み
な
も
と

こ
ま

が

の
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海
岸
段
丘
の
景
勝
地
に
佇
む
志
摩
市
の
大

王
埼
灯
台
。
ら
せ
ん
階
段
を
上
っ
た
見
張
り

台
か
ら
は
、地
平
線
が
弧
を
描
き
、
爽
快
な
パ

ノ
ラ
マ
の
景
色
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
眼
下

に
は
石
坂
が
美
し
い
波
切
の
町
、
そ
し
て
リ

ア
ス
海
岸
の
志
摩
半
島
、
大
海
原
の
向
こ
う

に
神
島
や
渥
美
半
島
も
見
渡
せ
ま
す
。

　
灯
台
の
立
つ
高
台
は
、
城
山
と
呼
ば
れ
、

戦
国
時
代
、
九
鬼
一
族
が
波
切
城
を
築
い
た

と
こ
ろ
。
周
辺
は
古
く
か
ら
沿
岸
航
路
の
要

衝
で
あ
り
、
ま
た
遠
州
灘
と
熊
野
灘
の
境
目

に
あ
た
る
海
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
海
域
に
は
険
礁
、暗
岩
が
散
在
し
、「
伊

勢
の
神
前
、国
崎
の
鎧
、波
切
大
王
な
け
り
ゃ

よ
い
」と
詠
わ
れ
、
難
破
す
る
船
は
後
を
絶
た

な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。大
正
２（
１
９
１
３
）

年
、
さ
ん
ま
漁
船
が
遭
難
、
死
者
51
人
が
出

る
事
故
が
あ
り
、
ま
た
大
正
６（
１
９
１
７
）

年
に
は
、
３
０
０
０
ト
ン
の
巡
洋
艦「
音
羽
」

が
大
王
岩
で
座
礁
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
海

難
が
き
っ
か
け
と
な
り
、昭
和
２（
１
９
２
７
）

年
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
灯
台
が
完

成
し
ま
し
た
。
工
事
は
５
月
に
着
工
し
、
約

て
い
ま
す
。
ど
こ
か
ら
で
も
目
立
つ
存
在
の

灯
台
は
、戦
時
中
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
展
示
室
２
階
は
灯
台
の
歴
史
や
役
割
、そ

の
仕
組
み
を
わ
か
り
や
す
く
パ
ネ
ル
な
ど
で

紹
介
し
、
見
応
え
の
あ
る
内
容
で
す
。
ま
た

麦
埼
灯
台
や
御
座
埼
灯
台
な
ど
を
示
し
た
周

辺
の
地
図
も
案
内
し
、
海
に
面
し
た
志
摩
市

に
多
く
灯
台
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。「
灯
台
に
登
っ
て
三
百
六
十
度
の

景
色
を
見
る
の
も
い
い
け
ど
、
離
れ
て
眺
め

る
の
も
良
い
で
す
よ
。
大
王
埼
灯
台
な
ら
八

幡
さ
ん
公
園
が
お
す
す
め
で
す
」と
受
付
の
女

性
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
志
摩
市
大
王
町
は
、
灯
台
や
石
畳
の
坂
道

半
年
で
完
成
、
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
技

術
を
駆
使
し
、
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
地
上
か

ら
灯
塔
の
頂
部
ま
で
の
高
さ
は
お
よ
そ
20

メ
ー
ト
ル
。
そ
の
姿
は
凛
と
し
て
美
し
く
、

白
亜
の
灯
台
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大

王
埼
灯
台
は
赤
と
白
の
光
が
交
互
に
出
る「
単

閃
白
赤
互
光
」で
、
30
キ
ロ
先
ま
で
そ
の
明
か

り
を
届
け
、
海
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

　
灯
台
の
隣
に
は
、
日
本
財
団
と
志
摩
市
の

協
力
に
よ
り
、
平
成
22（
２
０
１
０
）年
、
資

料
展
示
室
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
模
型
や
実

物
レ
ン
ズ
な
ど
に
よ
り
、
灯
台
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。
１
階
に
展
示
さ
れ
た
建
設
当
時
の

レ
ン
ズ
に
は
、
機
銃
掃
射
の
痕
跡
が
残
さ
れ

な
ど
の
景
色
を
モ
チ
ー
フ
に
、
多
く
の
画
家

た
ち
に
も
親
し
ま
れ「
絵
か
き
の
町
」と
し
て

有
名
で
す
。
漁
村
の
懐
か
し
い
集
落
の
先
に

続
く
土
産
物
屋
の
通
り
は
郷
愁
を
そ
そ
り
、ま

た
須
場
の
浜
か
ら
歩
け
ば
、
古
い
石
段
と
石

積
み
に
石
工
の
高
い
技
術
を
目
の
当
た
り
に

し
ま
す
。
小
津 

安
二
郎
監
督
の「
浮
草
」や
大

庭 

秀
雄
監
督
の「
君
の
名
は
」な
ど
、
映
画
の

ロ
ケ
地
と
な
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
で
、
灯
台
の

数
は
３
０
０
０
を
超
え
ま
す
。
点
灯
が
自
動

化
さ
れ
、
L
E
D
も
発
達
し
、
地
球
環
境
に

優
し
い
取
り
組
み
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
登
っ
て
見
学
で
き
る
参
観
灯
台
は
全

国
に
16
か
所
で
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
大
王

埼
灯
台
。「
日
本
の
灯
台
50
選
」に
も
選
ば
れ
、

灯
台
が
つ
な
い
で
き
た
歴
史
と
と
も
に
、
自

然
に
溶
け
合
っ
て
海
辺
の
風
景
を
演
出
し
、

地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。

【
志
摩
市
大
王
町
】

大
王
埼
灯
台 

灯
台
・
門
柱
・
塀

岬
の
先
端
で
海
の
安
全
を
見
守
る

建設時のレンズを間近に見られる

絵描きの銅像が佇む八幡さん公園

パネルや模型を使って灯台を解説

眼下に広がる波切の町並み

青空に映える白亜の灯台

太平洋の荒波寄せる岸壁の先端に立つ

11

公
益
社
団
法
人
燈
光
会
大
王
埼
支
所（
大
王
埼
灯
台
）
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