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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

―
―
伊
藤
さ
ん
は
和
歌
に
造
詣
が
深
く
、「
佐

佐
木
信
綱
顕
彰
会
」の
理
事
も
兼
ね
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
す
ね
。

伊
藤
…
亀
山
周
辺
で
詠
ま
れ
た
和
歌
は
無
数

に
あ
り
、「
万
葉
集
」や「
新
古
今
和
歌
集
」な
ど

に
も
鈴
鹿
川
や
鈴
鹿
山
が
登
場
し
ま
す
。
そ

―
―
点
在
す
る
文
化
的
価
値
の
あ
る
史
跡
や

風
景
を「
か
め
や
ま
万
葉
の
森
」が
つ
な
ぎ
、

「
十
二
の
道
」を
活
動
拠
点
に
し
て
い
る
の
で

す
ね
。

伊
藤
…
健
康
維
持
の
た
め
に
歩
く
道
と
し
て

整
備
し
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
人
に
歩
い
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
別
名「
ま
ほ
ろ
ば
の
道
」

と
も
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
ま
ほ
ろ
ば
と
は「
素

晴
ら
し
い
場
所
」と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
日
本

の
古
語
で
す
。
そ
う
い
っ
た
言
葉
や
和
歌
の

修
辞
で
あ
る
枕
詞
な
ど
も
、
未
来
に
伝
え
て

い
く
価
値
の
あ
る
も
の
で
す
。

　
「
か
め
や
ま
万
葉
の
森
」に
は
、
梅
や
桜
、

松
の
木
に
ミ
ツ
マ
タ
な
ど
を
植
樹
し
ま
し
た
。

四
季
折
々
の
草
花
も
出
迎
え
て
く
れ
る
森
で

は
、
多
く
の
和
歌
が
詠
ま
れ
、
こ
こ
を
歴
史

れ
ほ
ど
歴
史
が
古
く
、
文
化
が
生
ま
れ
た
場

所
な
の
で
し
ょ
う
。
今
で
も
、鈴
鹿
の
山
並
み
、

関
宿
の
ま
ち
、
そ
し
て
亀
山
城
城
跡
な
ど
、

人
々
を
魅
了
す
る
景
色
が
あ
り
ま
す
。
明
治

時
代
に
は
、
短
歌
結
社
の「
竹
柏
園
」が
で
き
、

歌
人
で
あ
り
国
文
学
者
の
佐
佐
木 

信
綱
の

父・弘
綱
の
指
導
の
も
と
、
作
歌
活
動
が
盛
ん

で
し
た
。
和
歌
は
短
い
言
葉
で
日
常
の
機
微

か
ら
季
節
の
移
ろ
い
、
将
来
の
夢
ま
で
を
表

現
で
き
ま
す
。
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広

い
世
代
に
親
し
む
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、

平
成
元（
１
９
８
９
）年
を
亀
山
文
化
元
年
と

位
置
付
け
、
市
民
有
志
と「
か
め
や
ま
万
葉
の

森
」を
設
立
し
ま
し
た
。
地
域
の
和
歌
や
歴
史

を
活
用
し
な
が
ら
、
本
物
の
文
化
の
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

あ
る
森
に
し
て
い
こ
う
と「
日
本
一
小
さ
い
文

化
祭
」を
テ
ー
マ
と
し
、
地
元
小
学
校
の
児
童

に
も
来
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
児
童
が
森
の

活
動
で
感
じ
た
こ
と
を「
こ
こ
ろ
の
花
」と
し

て
ま
と
め
、
発
表
し
ま
し
た
。
亀
山
市
の
個

性
を
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
役
立
て
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

―
―
亀
山
市
の
個
性
に
は
ど
う
い
っ
た
も
の

が
あ
り
ま
す
か
。

伊
藤
…
亀
山
は
城
下
町
で
す
が
、
城
地
は
丘

陵
地
を
切
り
開
い
て
整
備
し
、
谷
筋
を
埋
め

立
て
て
堀
を
造
り
ま
し
た
。安
藤 

広
重
の「
東

海
道
五
十
三
次
」に
描
か
れ
た
亀
山
宿
の「
雪

晴
」は
、
ま
ち
の
特
徴
を
象
徴
的
に
表
し
て
い

で
和
歌
を
教
え
た
り
し
ま
す
し
、
児
童
が
つ

く
っ
た
和
歌
を
教
育
委
員
会
を
通
し
て
展
示

会
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
地
域
の
小
学
校
に『
万
葉
集
』に
詠
ま
れ
て

い
る
花
木
を
植
え
て
い
き
た
い
と
い
う
想
い

が
あ
り
ま
す
。「
か
め
や
ま
万
葉
の
森
」で
学

び
合
っ
て
自
然
か
ら
知
識
を
得
て
も
ら
っ
た

り
、
文
学
に
親
し
む
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く

の
が
、
活
動
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
和
歌
を
通
し
た
文
学
の
振
興
と
充
実
を

図
り
、そ
れ
を
未
来
へ
継
承
す
る
こ
と
で
、魅

力
あ
る
亀
山
の
ま
ち
の
発
信
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
関
宿
の
西
の
入
口
に
あ
た
る
西
追

分
に
松
の
木
を
植
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
は
東
海
道
と
大
和
街
道
の
分
岐
点
。
坂

下
宿
や
鈴
鹿
峠
を
越
え
て
い
く
古
の
旅
人
は
、

西
追
分
か
ら
峠
を
見
上
げ
、
こ
の
先
の
道
の

険
し
さ
に
想
い
を
馳
せ
、一
息
つ
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
鈴
鹿
山
や
鈴
鹿
嶺
は
、
和
歌
に
よ

く
出
て
き
ま
す
が
、
過
去
の
文
献
を
調
べ
て
、

地
域
に
関
す
る
事
柄
を
残
し
て
い
ま
す
。

―
―
子
ど
も
た
ち
に
和
歌
を
発
表
す
る
場
を

提
供
し
た
り
と
、継
承
の
活
動
も
積
極
的
で

す
ね
。

伊
藤
…
鈴
鹿
市
の
小
学
校
に
出
向
い
て
授
業

いま、グループネット

お問い合わせ
「かめやま万葉の森」
亀山市椿世町152番地
TEL0595-82-0796
 （代表　伊藤 宣之さん）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

元
美

東
海
道
の
宿
場
町
が
あ
る
亀
山
で
は
、人
の
往
来
盛
ん
な
な
か
、文
学
が
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
能

煩
野
で
望
郷
歌
を
残
し
た
と
さ
れ
る
倭
建
命
や
鈴
鹿
山
を
詠
ん
だ
西
行
法
師
、室
町
時
代
に「
正
法

寺
山
荘
」に
招
か
れ
た
連
歌
師・柴
屋
軒
宗
長
な
ど
、和
歌
の
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。「
か
め
や
ま
万

葉
の
森
」で
は
、こ
れ
ら
を
活
か
し
て
、ま
ち
づ
く
り
や
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

伊藤 宣之さん

か
め
や
ま
万
葉
の
森

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

し
ょ
う
ぼ
う の

さ
い
お
く

じ

け
ん
そ
う
ち
ょ
う

の

ぼ

の
り
ゆ
き

の
ぶ
つ
な

そ
の

な

ぎ

「
か
め
や
ま
万
葉
の
森
」と
は
、
亀
山
市
の
歴

史
的
文
化
価
値
の
あ
る
ス
ポ
ッ
ト
を
ま
と
め

た
呼
び
名
で
あ
り
、活
動
す
る
グ
ル
ー
プ
名
。

代
表
の
伊
藤 

宣
之
さ
ん
は
、和
歌
や
歴
史
を

活
用
し
な
が
ら
、ま
ち
づ
く
り
や
環
境
保
全
、

子
ど
も
の
健
全
育
成
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。「
佐
佐
木
信
綱
顕
彰
会
」に
も
所
属
し
、

文
学
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
伊
藤
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「かめやま万葉の森」の「うぐいすの森」

「かめやま万葉の森」と「十二の道」の図※

「東海道五十三次」に描かれた亀山宿の
「雪晴」のことも紹介している案内板

関宿の西追分に茂る松の木




