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浮世絵でたどる東海道宿場町 ～三重の今昔物語～

表紙写真 関宿（亀山市）

町の花

ツツジ

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

シンボル
大紀町

■ お問い合わせ ■
大紀町役場　企画調整課　ＴＥＬ 0598-86-2214

＊市・町名の50音順に紹介しています。
＊シンボルを選定していない、もしくは鳥や魚などを選定している市町も一部あります。
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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

1

　
江
戸
時
代
後
半
、
東
海
道
宿
場
町
の
中
で

旅
籠
の
数
が
一
番
多
い
の
は
、
宮
宿（
現
在
の

名
古
屋
市
熱
田
区
）の
２
４
８
軒
で
し
た
。
次

い
で
多
い
の
が
桑
名
宿
で
１
２
０
軒
。
両
宿
の

間
に
は
、
約
２７・５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海
上
の
道

「
七
里
の
渡
し
」が
あ
り
、
船
で
行
き
交
う
人
々

で
賑
わって
い
た
の
で
す
。

　

保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」シ

　
「
七
里
の

渡
し
」跡
一

帯
は
防
波

堤
が
築
か
れ
、

広
重
が
描
い

た
風
景
と
は

異
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ

で
も
、
伊
勢
神
宮
遷
宮
の
た
び
に
内
宮
宇
治
橋

の
鳥
居
を
譲
り
受
け
て
建
て
替
え
ら
れ
て
き
た

「
伊
勢
国
一
の
鳥
居
」は
、今
も
威
容
を
誇
って

い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、す
ぐ
近
く
に
浮
世
絵
と
よ

く
似
た
建
物
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。
実
は
こ
の

建
物
は「
水
門
統
合
管
理
所
」な
の
で
す
が
、
城

の
隅
櫓
の
一
つ
で
あ
る
蟠
龍
櫓
跡
地
に
建
て
る

に
あ
た
り
、
外
観
を
往
時
の
姿
を
忠
実
に
再
現

し
た
の
で
す
。
蟠
龍
と
は
、
天
に
昇
る
前
の
う

ず
く
ま
っ
た
状
態
の
龍
の
こ
と
。
航
海
の
守
護

神
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
櫓
は
、
今

も
人
々
の
安
全
を
見
守
って
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

リ
ー
ズ
の「
桑
名 

七

里
渡
口
」で
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
船
着
き

場
の
情
景
。
画
面
左
側
に
は

紺
碧
の
伊
勢
湾
が
広
が
り
、

右
側
に
は
桑
名
城
の
櫓
と
石

垣
の
手
前
に
入
港
間
近
の
２

隻
の
乗
合
船
が
大
き
く
描
か

れ
て
い
ま
す
。
手
前
の
船
を

よ
く
見
る
と
、
水
主
と
思
わ

れ
る
人
物
や
乗
客
の
姿
ま
で

細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。

　

現
在
、
旧
桑
名
宿
周
辺

を
散
策
す
る
と
、〝
扇
城
〞と

称
さ
れ
た
桑
名
城
本
丸
と
二
之
丸
跡
は「
九
華

公
園
」と
な
り
、サ
ク
ラ・ツ
ツ
ジ・ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ

な
ど
が
咲
き
誇
り
ま
す
。
ま
た
、
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
石
取
祭
」で
知
ら

れ
る
桑
名
宗
社（
春
日
神
社
）な
ど
、
歴
史
あ

る
寺
社
も
多
く
た
た
ず
み
ま
す
。
か
つ
て
の
本

陣
や
脇
本
陣
跡
地
に
は
料
理
旅
館
な
ど
が
並
び
、

賑
わ
い
の
一
端
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

桑
名
宿

東
海
道
42
番
宿

【
桑
名
市
】

蟠
龍
櫓
が
蘇
る
、「
七
里
の
渡
し
」跡

外観を再現した蟠龍櫓

「伊勢国一の鳥居」

監
修：「
三
重
県
総
合
博
物
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
２
８ ‒ 

２
２
８
３

＊
各
宿
場
町
の
各
施
設
に
関
し
て
は
、
休
館
日
・

開
館
時
間
・
料
金
・
受
け
入
れ
方
法
・
人
数
な

ど
に
違
い
が
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
休
館
・
閉

館
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず

ご
確
認
く
だ
さ
い

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美
　
中
村
元
美

撮
影
…
…
…
梅
川
紀
彦
　
尾
之
内
孝
昭

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

　
江
戸
の
日
本
橋
と
京
の
三
条
大
橋
の
間
を

結
ぶ
東
海
道
は
、
江
戸
幕
府
が
最
も
重
視
し

た
街
道
で
す
。
そ
の
距
離
は
、
お
よ
そ
１
２

５
里（
５
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）。
行
程
の
途
中

に
は
、53
の
宿
駅
が
設
け
ら
れ
、
参
勤
交
代
の

大
名
一
行
や
寺
社
巡
礼
の
旅
人
な
ど
、
多
く

の
人
々
が
往
来
し
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
庶
民
に
も
旅

が
身
近
な
存
在
に
な
り
ま
し
た
。
地
誌
や
紀

行
文
が
刊
行
さ
れ
る
中
、
滑
稽
本『
東
海
道

中
膝
栗
毛
』が
大
流
行
す
る
な
ど
、
関
心
が

高
まって
い
き
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
街
道
を
題
材
に
し
た
浮
世

絵
も
登
場
し
ま
す
。
浮
世
絵
は
当
初
、
美
人

や
役
者
な
ど
の
人
物
描
写
が
主
体
で
し
た
が
、

天
保
４（
１
８
３
３
）年
か
ら
翌
年
の
初
め
ご
ろ

に
刊
行
さ
れ
た
歌
川 

広
重
の
保
永
堂
版「
東

海
道
五
十
三
次
之
内
」シ
リ
ー
ズ
は
、
風
景
を

主
体
と
し
た
の
が
特
徴
で
す
。
宿
場
ご
と
の

情
景
や
旅
人
の
様
子
に
加
え
て
、
四
季
の
移

ろ
い
や
雨・雪・風
な
ど
の
気
象
状
況
も
巧
み
に

取
り
入
れ
、
旅
情
豊
か
に
描
き
出
し
た
こ
と
で
、

爆
発
的
な
人
気
を
博
し
ま
し
た
。
名
所
絵
師

と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
広
重
は
、
そ
の
後

も〝
行
書
東
海
道
〞〝
狂
歌
入
東
海
道
〞〝
隷
書

東
海
道
〞〝
竪
絵
東
海
道
〞な
ど
と
通
称
さ
れ
る

東
海
道
シ
リ
ー
ズ
を
多
数
手
が
け
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次

之
内
」シ
リ
ー
ズ
を
中
心
的
な
手
掛
か
り
に
し

て
、
県
内
の
宿
場
町
を
め
ぐ
り
ま
す
。
江
戸

時
代
の〝
昔
〞、
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
町
は
、

〝
今
〞ど
の
よ
う
に
変
貌
し
て
い
る
の
か
、
見
比

べ
な
が
ら
歩
く
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。
違
っ

た
視
点
で
た
ど
れ
ば
、
新
た
な
魅
力
を
発
見

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

浮
世
絵
で
た
ど
る
東
海
道
宿
場
町

〜
三
重
の
今
昔
物
語
〜

特　集
り
ゅ
う
や
ぐ
ら

ば
ん

保永堂版「東海道五十三次之内　桑名」　　「三重県総合博物館」所蔵※

こ
ん

か

こ

ぺ
き

す
み
や
ぐ
ら

こ
っ
け
い
ぼ
ん

て
ん
ぽ
う

し
ょ

し
ょ

ぎ
ょ
う

れ
い

た
て
え

桑
名
市
役
所
産
業
振
興
部
観
光
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

２
４ ‒ 

１
２
３
１

お
問
い
合
わ
せ



に
追
い
か
け
る
旅
人
の
姿
は
、
実
際
の
情
景
と

い
う
よ
り
、
人
生
の
厳
し
さ
を
示
唆
し
た
心
象

風
景
の
よ
う
で
す
。と
こ
ろ
で
、
三
重
川
と
は
現

在
の
三
滝
川
の
こ
と
で
、
広
重
は
こ
の
川
に
架

か
る
三
滝
橋
か
ら
の
眺
め
を
描
い
た
と
す
る
説

が
あ
り
ま
す
が
、
もっ
と
下
流
で
は
な
い
か
と
い

う
説
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、「
東
海
道
四
日
市

宿
創
生
協
議
会
」事
務
局
長
の
北
岡 
泰
一
さ

ん
で
す
。
具
体
的
に
は
、
現
在
の「
納
屋
防
災

緑
地
公
園
」内
あ
た
り
。
し
か
し
、
周
囲
一
帯

4

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

　
室
町
時
代
に
は
毎
月
四
の
付
く
日
に
市
が
開

か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
四
日
市
は
、
宿
場
町

で
あ
る
と
同
時
に〝
湊
町
〞と
し
て
も
発
展
し
ま

し
た
。
天
保
年
間（
１
８
３
０
〜
１
８
４
４
）の

様
子
を
示
す『
東
海
道
宿
村
大
概
帳
』に
よ
れ
ば
、

本
陣
２
軒
、
脇
本
陣
１
軒
、
旅
籠
は
98
軒
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
保
永
堂
版「
東
海
道
五

十
三
次
之
内
」シ
リ
ー
ズ「
四
日
市 

三
重
川
」で

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
さ
び
し
い
情
景
で

す
。
強
風
が
吹
く
中
、飛
ば
さ
れ
た
笠
を
必
死

は
近
代
港
湾
施
設
と
し
て
の
開
発
が
進
み
、
面

影
を
探
す
の
は
困
難
で
し
た
。
一
方
、三
滝
橋

か
ら
望
め
る
の
も
臨
海
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
群
で
す
。

船
の
帆
柱
の
代
わ
り
に
煙
突
が
そ
び
え
立
つ
光

景
は
、
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
が
、
近
年
で
は

「
四
日
市
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
夜
景
ク
ル
ー
ズ
」が
人

気
と
な
る
な
ど
、
新
た
な
魅
力
と
なって
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
土
橋
だ
っ
た
三
滝
橋
の
南
に

は
、
問
屋
場
が
あ
り
ま
し
た
。
問
屋
場
と
は
、

人
足
と
馬
の
手
配
を
す
る
事
務
所
の
こ
と
で
、

本
陣
や
高
札
場
と
と
も
に
宿
場
に
は
欠
か
せ

な
い
施
設
で
し
た
。
現
在
は
、モ
ダ
ン
な
外
観

の
建
物
が
建
っ
て
い
ま
す
。「
東
海
道
四
日
市

宿
資
料
館
」で
す
。
同
館
は「
共
同
地
区
連
合

自
治
会
」や「
共
同
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
」な

ど
の
地
域
組
織
と
、
歴
史
研
究
グ
ル
ー
プ「
綱

の
会
」で
結
成
し
た「
東
海
道
四
日
市
宿
創
生

協
議
会
」（
会
長：橋
本 

勝
文「
共
同
地
区
連
合

自
治
会
」副
会
長
）が
整
備
を
進
め
、
令
和
元

年
に
開
館
し
ま
し
た
。
館
内
に
は
四
日
市
代

官
所（
陣
屋
）跡
か
ら
出
土
し
た
陶
器
類
や
駕

籠
や
甲
冑
な
ど
約
３
０
０
点
が
展
示
さ
れ
、

四
日
市
の
歴
史・民
俗・文
化
を
発
信
し
、
後

世
に
継
承
し
て
い
く
施
設
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
同
館
を
訪
ね
た
ら
、
南
へ
２
５
０

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
先
の
、
交
差
点
角
に

立
つ
大
き
な
道
標
も
見
て
お
き
た
い
も
の
で

す
。「
す
ぐ（
真
っ
す
ぐ
）江
戸
道
」「
す
ぐ
京
い

せ
道
」の
文
字
が
太
く
刻
ま
れ
、
裏
面
に
は
指

差
し
を
し
た
手
の
絵
も
彫
ら
れ
た
珍
し
い
も

の
。
文
化
７（
１
８
１
０
）年
の
年
号
が
読
み

取
れ
ま
す
が
、
実
は
こ
の
道
標
は
3
代
目
で
、

立
っ
て
い
る
場
所
も
向
き
も
、
当
初
と
は
異

な
っ
て
い
る
と

伺
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
東
海

道
は
石
薬
師
宿

へ
と
続
き
ま
す

そ
の
た
め
、
多
く
の
浮
世

絵
に
も
描
か
れ
、弘
化
４（
１

８
４
７
）年
か
ら
嘉
永
年
間

（
１
８
４
８
〜
１
８
５
４
）に

刊
行
さ
れ
た
広
重
の
丸
清

版「
東
海
道
五
十
三
次（
隷

書
東
海
道
）」も
題
材
に
し
て
い
ま
す
。
画
面

中
央
に
伊
勢
街
道
へ
の
分
岐
を
示
す
鳥
居
、

左
右
に
名
物
の
饅
頭
を
売
る
茶
店
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
旅
人
と
と
も
に
、
主
人

の
代
わ
り
に
神
宮
参
拝
を
果
た
し
た
と
い
う

「
お
か
げ
犬
」も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
街
道
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
建
っ
て
い

た
鳥
居
周
辺
は「
日
永
の
追
分
」と
し
て
整
備

さ
れ
、
今
も
地
域
の
人
々
の
心
の
拠
り
所
と

な
っ
て
い
ま
す
。

が
、
両
宿
の
間
が
２
里
27
町（
約
10・７
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）と
距
離
が
長
か
っ
た
た
め
、
中
間

地
点
に
あ
る
日
永
が
、間
の
宿
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、こ
こ
は
東
海
道
と
伊
勢
街
道
の
追
分

（
分
岐
点
）で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
宮
参

拝
者
な
ど
多
く
の
人
々
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
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四
日
市
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育・文
化
財
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
５
４ ‒ 

８
２
３
８

「
四
日
市
市
立
博
物
館
」（
月
曜
日
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
５
５ ‒ 

２
７
０
０

「
東
海
道
四
日
市
宿
資
料
館
」（
土・日
曜
日
と
祝
日
の
み
開
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
５
４ ‒ 

８
１
７
６

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

８
３
２
３ ‒ 

１
９
９
７

　
　
　
　
　

  

（
事
務
局　
北
岡 

泰
一
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

四
日
市
宿

東
海
道
43
番
宿

【
四
日
市
市
】

近
代
的
な
港
湾
施
設
へ
と
変
貌
し
た
港
と
、「
日
永
の
追
分
」

保永堂版「東海道五十三次之内　四日市」
「四日市市立博物館」所蔵

「納屋防災緑地公園」

三滝橋からの光景

道標「東海道四日市宿資料館」

「日永の追分」（県指定史跡）「日永の追分」（県指定史跡）

※

※

お
い
わ
け

丸清版「東海道五十三次（隷書東海道）四日市」 　「四日市市立博物館」所蔵

み
な
と

し
ゅ
く
そ
ん
た
い
が
い
ち
ょ
う

た
い

あ
い

か
か

こ
う

え
い

ま
ん
じ
ゅ
う

い
ち

な

や

か
く

と
い

つ
な

や

ば せ
い



　
保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次
之
内  

石
薬

師
」で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
石
薬
師
寺
で
す
。

同
寺
の
本
尊
は
弘
法
大
師
が
霊
石
に
彫
っ
た
と

伝
わ
る
薬
師
如
来
立
像
。
古
来
か
ら
信
仰
を

集
め
、
参
勤
交
代
の
際
に
は
藩
主
自
ら
が
参
拝

し
、
道
中
の
安
全
を
祈
願
し
た
と
い
い
ま
す
。

な
お
、
浮
世
絵
で
は
刈
り
取
っ
た
稲
藁
を
積
ん

だ
藁
塚
な
ど
が
描
写
さ
れ
て
い
て
、
宿
場
町
と

り
ま
す
。と
こ
ろ
が
、

江
戸
時
代
の
人
々

に
と
っ
て
は
、〝
桜
〞

と
い
え
ば
、
義
経

の
イ
メ
ー
ジ
が
定

着
し
て
い
た
よ
う
で
す
。そ
の
た
め
、安
政
２（
１

８
５
５
）年
に
刊
行
さ
れ
た
広
重
の「
五
十
三
次

名
所
図
会（
竪
絵
東
海
道
）石
薬
師
」の
副
題
は

「
義
経
さ
く
ら 

範
頼
の
祠
」と
なって
い
ま
す
。

　
現
在
、
石
薬
師
の
町
を
歩
け
ば
、
い
た
る
と

こ
ろ
で
佐
佐
木 

信
綱
の
歌
と
絵
を
描
い
た「
歌

額
」を
目
に
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
、歌

人・佐
佐
木 

信
綱
の
生
ま
れ
故
郷
。
街
道
沿
い

に
は「
佐
佐
木
信
綱
資
料
館
」な
ど
も
あ
り
、文

学
散
歩
も
堪
能
で
き
ま
す
。

い
う
よ
り
は
晩
秋
か

ら
初
冬
の
田
園
風
景

と
い
う
風
情
で
す
。

東
海
道
を
行
く
神
宮
参
拝
者
た
ち
は
、

「
日
永
の
追
分
」で
伊
勢
街
道
へ
、
関
宿

の「
東
の
追
分
」か
ら
は
伊
勢
別
街
道
へ

と
進
む
こ
と
か
ら
、
両
追
分
の
間
に
位

置
す
る
石
薬
師
宿
と
隣
の
庄
野
宿
は
、

ほ
か
の
宿
場
町
に
比
べて
、
農
村
的
色

彩
が
強
かっ
た
よ
う
で
す
。

　
現
在
、
石
薬
師
寺
の
山
門
を
望
む
位
置
に

立
つ
と
、静
か
な
住
宅
地
が
広
が
り
ま
す
。ま
た
、

同
寺
の
背
後
に
は
国
道
１
号
が
通
り
、
間
近
に

迫
る
山
々
を
眺
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
山
門
や
薬
師
堂
は
、往
時
の

風
情
を
十
分
に
残
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
す
ぐ
近
く
に
は
蒲
冠
者
範
頼
ゆ
か
り

の
御
曹
司
社
が
た
た
ず
み
、
南
側
に
は「
蒲
桜
」

が
枝
を
広
げ
て
い
ま
す
。
蒲
冠
者
範
頼
は
源 

頼
朝
の
弟
で
、
武
道
・
学
問
に
秀
で
て
い
た
と

さ
れ
る
人
物
。「
蒲
桜
」は
、
範
頼
が
鞭
と
し
て

使
って
い
た
サ
ク
ラ
の
枝
を
地
面
に
逆
さ
に
突
き

さ
し
た
と
こ
ろ
、
芽
が
出
た
と
い
う
伝
説
が
残

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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東
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江
戸
時
代
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彷
彿
さ
せ
る
古
刹・石
薬
師
寺
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蒲
桜
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か
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ざ
く
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お
問
い
合
わ
せ

保永堂版
「東海道五十三次之内
 石薬師」
「三重県総合博物館」所蔵

「五十三次名所図会
 （竪絵東海道）
 石薬師」
「三重県総合博物館」所蔵

※

「蒲桜」
（県指定天然記念物）

か
ば
の
／
が
ま
の
か
じ
ゃ
の
り
よ
り

ほ
こ
ら

う
た

が
く

む
ち

　
庄
野
宿
は
、
保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次

之
内
」シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
傑
作
と
し
て
知
ら
れ

る「
白
雨
」の
舞
台
で
す
。
白
雨
と
は
、
昼
間
の

激
し
い
夕
立
の
こ
と
で
、
大
地
を
激
し
く
た
た

き
つ
け
る
雨
の
暗
い
描
写
と
、
慌
て
て
走
り
出

す
旅
人
た
ち
の
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
姿
が
見
事
な

対
比
と
なって
い
ま
す
。

　
広
重
が
実
際
の
風
景
を
描
い
た
の
か
ど
う
か

た
く
し
た
焼
米

が
入
っ
て
い
ま

し
た
。
同
宿
の

名
物
と
し
て
知

ら
れ
、保
存
食・

携
行
食
と
し
て

重
宝
さ
れ
ま
し

た
。
天
保
年
間（
１
８
３
０
〜
１
８
４
４
）末
期

に
刊
行
さ
れ
た
、
広
重
の「
東
海
道
五
十
三
次

（
狂
歌
入
東
海
道
）」で
も
題
材
と
な
り
、「
宿
入

に  

そ
れ
と
し
ら
せ
て  

名
物
の  

ま
づ
か
う
は

し
く（
香
ば
し
く
）  

見
ゆ
る
焼
米
」と
狂
歌
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
焼
米
を
食
べ
た
と
い
う
地

元
の
方
に
話
を
聞
く
と
、
１
粒
１
粒
に
コ
シ
が

あ
り
、
歯
ご
た
え
十
分
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
同
館
は
、
町
に
伝
わ
る
歴
史
・
風
習
・
名
物

な
ど
を
次
世
代
へ
語
り
継
ぐ
役
目
を
果
た
し
て

く
れ
て
い
る
の
で
す
。

は
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、こ
の
場
所
は
、

庄
野
宿
か
ら
約
６
０

０
メ
ー
ト
ル
北
東
に
あ
っ
た「
お
こ
ん
茶
屋
」

付
近
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
そ
の

周
辺
の
鈴
鹿
川
堤
防
沿
い
に
立
って
み
る
と
、

目
の
前
に
は
国
道
１
号
が
通
り
、
ひ
っ
き
り

な
し
に
車
が
往
来
し
て
い
ま
し
た
。

　
庄
野
の
町
で
、ぜ
ひ
訪
ね
た
い
の
が「
庄
野

宿
資
料
館
」。
か
つ
て
油
問
屋
を
営
ん
で
い

た
旧
小
林
家
の
屋
敷
を
改
修
し
た
館
内
に
入
る

と
、ま
ず
目
を
ひ
く
の
は
、天
和
２（
１
６
８
２
）

年
か
ら
慶
応
４（
１
８
６
８
）年
に
い
た
る
高
札

５
枚
で
す
。
人
馬
賃
や
禁
制
な
ど
が
示
し
て
あ

り
、
当
時
の
人
々
の
生
活
の
一
端
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
地
域
の
人
々
手
作

り
の
本
陣
・
脇
本
陣
の
ジ

オ
ラ
マ
な
ど
を
見
学
し
て

い
る
と
、
小
さ
な
米
俵
に

気
付
く
で
し
ょ
う
。「
焼

米
俵
」で
、
俵
の
中
に
は
、

水
に
浸
し
て
か
ら
焙
烙
で

煎
り
、
は
じ
け
た
後
に
平

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

庄
野
宿

東
海
道
45
番
宿

【
鈴
鹿
市
】

「
庄
野
宿
資
料
館
」で
知
る
、江
戸
時
代
の
人
々
の
暮
ら
し

保永堂版
「東海道五十三次之内
 庄野」
「三重県総合博物館」所蔵

「五十三次名所図会
 （狂歌入東海道）庄野」
「三重県総合博物館」所蔵

※

鈴鹿川堤防沿いからの光景
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い
合
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せ

石薬師寺の山門



本 

良
勝（
宗
憲
）。
中
世
末
期
に
築
か
れ
て
い

た
亀
山
古
城
の
城
郭
を
母
体
と
し
て
、
天
正

18（
１
５
９
０
）年
に
築
城
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
広
重
の
保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次
之

内
」シ
リ
ー
ズ
の
題
材
も
、
城
の
あ
る
風
景
で

す
。
副
題
は「
雪
晴
」で
、
前
夜
ま
で
降
り
続

い
た
雪
が
止
み
、
晴
れ
わ
た
る
早
朝
の
様
子

を
巧
み
に
描
写
し
て
い
ま
す
。
画
面
右
上
に

そ
び
え
る
城
壁
や
、
左
下
に
連
な
る
家
並
み
、

急
斜
面
を
黙
々
と
上
っ
て
い
く
人
や
馬
な
ど
、

す
べ
て
が
静
寂
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
庄
野

宿
の「
白
雨
」で
描
写
さ
れ
た
動
的
な
世
界
と

は
全
く
異
な
り
、
広
重
の
画
風
の
幅
広
さ
が

う
か
が
え
ま
す
。

　
「
雪
晴
」が
描
か
れ
た
場
所
は
、
町
の
西
端

に
位
置
し
て
い
た
京
口
門
あ
た
り
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
京
方
面
か
ら
城
下
へ
入
る

人
々
の
監
視
を
し
て
い
た
と
い
う
門
は
現
在

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
梅
巌
寺
手
前
に
跡
地
を

8

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

　
庄
野
宿
か
ら
ち
ょ
う
ど
２
里
の
距
離
に
位

置
す
る
亀
山
宿
は
、
宿
場
町
で
あ
る
と
同
時

に
城
下
町
で
も
あ
り
ま
し
た
。
町
の
中
心
と

な
る
亀
山
城
の
初
代
城
主
は
、
戦
国
武
将・岡

示
す
大
き
な
案

内
板
が
立
っ
て

い
ま
す
。
そ
の

案
内
板
に
掲
載

さ
れ
た
明
治
時

代
初
め
ご
ろ
の

写
真
を
見
る
と
、

坂
道
の
先
に
櫓

が
写
っ
て
い
ま
す
。
浮
世
絵
で
は
坂
の
傾
斜

が
誇
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
情
景
が
似
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
京
口
門
跡
か
ら
は
、
か
つ
て
の
城
下
一
帯

を
散
策
す
る
の
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
鍵
の

手
状
に
複
雑
に
曲
が
る
東
海
道
を
歩
け
ば
、

黒
い
漆
喰
壁
と
格
子
戸
が
印
象
的
な
建
物
に

気
付
く
で
し
ょ
う
。「
旧
舘
家
住
宅
」で
す
。

同
家
は
江
戸
時

代
末
期
か
ら
大

正
時
代
に
か
け

て「
枡
屋
」の
屋

号
で
呉
服
商
を

営
ん
で
い
ま
し

た
。
手
入
れ
が

行
き
届
い
た
屋
敷

内
を
見
学
し
て
い

る
と
、
舘
家
の

人
々
の
息
遣
い
が

聞
こ
え
て
く
る
よ

う
で
す
。

　
亀
山
市
の
歴
史

的
風
致
形
成
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る「
旧

舘
家
住
宅
」を
後
に
し
て
北
へ
向
か
う
と
、目

に
も
鮮
や
か
な
白
壁
の
長
屋
門
と
な
ま
こ
壁

の
土
蔵
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。こ
こ
は
、「
加

藤
家
屋
敷
跡
」。
同
家
は
江
戸
時
代
後
期
の
亀

山
城
主・石
川
家
の
家
老
職
を
務
め
て
い
ま
し

た
。
長
屋
門・土
蔵
以
外
に
も
主
屋
の
一
部
な

れ
も
、
土・日
曜
日
と
祝
日
は
無
料
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
状
況
に
応
じ
て
、地
域
の
方
が
内

部
を
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
る
の
で
、
見
ご

た
え
十
分
で
す
。
な
お
、多
門
櫓
以
外
に
も
復

原
整
備
さ
れ
た
城
の
遺
構
が
あ
り
、
間
近
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。亀
山
宿
・
城
下
は
、

じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
散
策
し
た
い
町

で
す
。

ど
が
良
好
な
状
態
で
残
り
ま
す
。
天

井
の
太
い
梁
な
ど
を
見
て
い
る
と
、

文
化
９（
１
８
１
２
）年
に
藩
主
御
殿

が
焼
失
し
た
際
に
、
仮
御
殿
と
し
て

使
用
さ
れ
た
と
い
う
の
も
頷
け
ま
す
。

　
今
に
も
武
士
が
姿
を
現
し
そ
う
な

「
加
藤
家
屋
敷
跡
」か
ら
北
へ
進
み
、

坂
道
を
上
っ
た
先
に
姿
を
現
す
の
が
、

「
旧
亀
山
城
多
門
櫓
」で
す
。
堅
牢
な

石
垣
の
上
に
建
つ
現
在
の
櫓
は
、
18

世
紀
後
半
の
建
造
後
、
度
々
改
修
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
19（
２
０
０
７
）年

に
発
生
し
た
地
震
後
に
行
わ
れ
た「
平
成
の
大

修
理
」に
よ
っ
て
、
建
築
当
時
の
姿
へ
と
復
原

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
屋
根
瓦
が

本
瓦
葺
き
と
な
り
、外
壁
は
、黒

い
板
壁
か
ら
白
い
漆
喰
塗
り
に

変
わ
り
ま
し
た
。
石
垣
の
下
か

ら
美
し
い
白
壁
の
櫓
を
見
上
げ

る
と
、
浮
世
絵
の
世
界
に
近
付

い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
「
旧
舘
家
住
宅
」「
加
藤
家
屋
敷

跡
」「
旧
亀
山
城
多
門
櫓
」は
い
ず

7

亀
山
宿

東
海
道
46
番
宿

【
亀
山
市
】

白
壁
の
長
屋
門
や
復
原
さ
れ
た
多
門
櫓
に
漂
う
、城
下
町
の
面
影

「旧舘家住宅」外観「旧亀山城多門櫓」（県指定史跡）

「旧舘家住宅」内部

「加藤家屋敷跡」の長屋門と土蔵

「加藤家屋敷跡」内部

※

た

も
ん
や
ぐ
ら

保永堂版「東海道五十三次之内　亀山」 　「三重県総合博物館」所蔵
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８

お
問
い
合
わ
せ

「京口門跡」に立つ案内板



宿
場
の
中
ほ
ど
に
は
関
宿

を
代
表
す
る
古
刹
・
関
地

蔵
院
が
あ
り
ま
す
。
天
平

13（
７
４
１
）年
、
僧
・
行

基
が
全
国
に
流
行
し
た
天

然
痘
か
ら
人
々
を
救
う
た

め
、
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
て

安
置
し
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
関
宿
の
町
屋
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治

時
代
中
頃
ま
で
の
も
の
が
多
く
、
建
物
の
並

ぶ
景
観
が
見
事
。
格
子
戸
や
虫
籠
窓
、
庇
下

の
幕
板
な
ど
往
時
の
風
情
が
色
濃
く
残
り
、

昔
を
偲
び
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
関
地
蔵
院
か
ら「
東
の
追
分
」を
め
ざ
す
と
、

古
風
な
構
え
の
関
郵
便
局
が
あ
り
ま
す
。
江

戸
時
代
、こ
こ
は
高
札
場
が
あ
っ
た
場
所
で
レ

プ
リ
カ
の
高
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
隣

接
す
る
建
物
は
宝
珠
の
玉
を
象
っ
た
虫
籠
窓

が
印
象
的
な「
関
宿
旅
籠
玉
屋
歴
史
資
料
館
」。

10

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

　
時
の
流
れ
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
町
並

み
が
残
る
関
宿
。
多
く
の
旅
人
で
賑
わ
い
、

お
伊
勢
参
り
の
ブ
ー
ム
に
沸
い
た
江
戸
時
代

の
雰
囲
気
が
味
わ
え
ま
す
。
各
地
の
宿
場
町

が
姿
を
変
え
て
い
く
な
か
、
関
宿
は
昭
和
59

（
1
9
8
4
）年
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
、
大
切
に
守
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
保
存
地
区
は
伊
勢
別
街
道
に
入
る「
東
の
追

分
」か
ら
、大
和
街
道
の
始
ま
る「
西
の
追
分
」

と
の
間
、
約
1.8
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
び
、

「
関
で
泊
ま
る
な
ら

鶴
屋
か
玉
屋
、ま
だ

も
泊
ま
る
な
ら
会

津
屋
か
」と
俗
謡
に

も
謡
わ
れ
、２
０
０

人
ほ
ど
が
泊
ま
れ

た
と
い
う
大
旅
籠

で
す
。
入
口
に
は

講
札
が
掛
か
り
、

帳
場
や
土
間
、土
蔵
、

離
れ
な
ど
建
物
が

一
体
に
な
っ
て
残

さ
れ
、
食
器
や
膳

な
ど
の
道
具
類
の

展
示
か
ら
、
人
々

が
ど
の
よ
う
に
旅
籠
で
過
ご
し
た
か
を
伺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
玉
屋
」を
過
ぎ
る
と「
伊
藤
本
陣
」の
建
物

で
す
。
関
宿
で
は
伊
藤
家
と
川
北
家
が
代
々

本
陣
を
務
め
、

両
家
と
も
広

大
な
敷
地
に

千
坪
ほ
ど
の

家
屋
を
所
有
し
、
参
勤
交
代
の
大
名
も
宿
泊

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
保
永
堂
版

「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」シ
リ
ー
ズ
の「
関
」

は
、
副
題
が「
本
陣
早
立
」。
参
勤
交
代
の
一

行
が
、
慌
た
だ
し
く
出
発
の
準
備
を
す
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
駕
籠
や
笠
、
替
え

草
履
の
入
っ
た
竹
籠
な
ど
が
用
意
さ
れ
た
主

て
い
ま
す
。
景

観
が
保
た
れ
た

古
い
家
並
み
を

抜
け
る
と
、
広

重
の「
五
十
三

次
名
所
図
会

（
竪
絵
東
海
道
）

関
」に
描
か
れ

た
、「
東
の
追

分
」の
大
鳥
居
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
東

海
道
と
伊
勢
別
街
道
の
分
岐
点
で
伊
勢
神
宮

を
遙
拝
す
る
た
め
の
も
の
。
20
年
に
一
度
の

神
宮
式
年
遷
宮
の
際
、 内
宮
宇
治
橋
南
詰
の

鳥
居
が
移
築
さ
れ
、
現
在
の
大
鳥
居
は
平
成

27（
２
０
１
５
）年
に
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

鳥
居
横
の
大
き
な
常
夜
灯
に
は
、
元
文
５（
１

７
４
０
）年
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

屋
板
の
間
で
は
、
出
立
の
打
ち
合
わ
せ
が
行

わ
れ
、
脇
に
は
供
奴
が
待
機
し
、
旅
装
を
整

え
た
供
侍
が
表
門
付
近
で
挨
拶
を
交
わ
し
て

い
ま
す
。
ま
た
箱
提
灯
の
模
様
は
広
重
の「
ヒ

ロ
」の
字
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
印
で
、
幔
幕
の
青

い
定
紋
は
御
所
車
に
広
重
の
父
方
の
姓「
田

中
」の
文
字
を
図
案
化
し
、
主
屋
板
の
間
に
描

か
れ
た「
白
い（
白
粉
）の
薬  

仙
女
香
」「
し
ら

が
薬  

美
玄
香
」は
化
粧
品
の
広
告
看
板
と
、

随
所
に
広
重
の
遊
び
心
が
見
ら
れ
ま
す
。現
在
、

川
北
本
陣
の
建
物
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、そ

の
門
は
延
命
寺
に
移
築
さ
れ
、
川
北
家
の
家

紋
を
象
っ
た
瓦
が
当
時
の
威
厳
を
保
っ
て
い

ま
す
。

　

伝
統
的
な
町

屋
を
公
開
し
た

「
関
ま
ち
な
み
資

料
館
」や
山
車
を

収
蔵
す
る「
関
の

山
車
会
館
」で
は
、

町
の
歴
史
や
祭

り
の
こ
と
が
詳

し
く
展
示
さ
れ

9

関
宿

東
海
道
47
番
宿

【
亀
山
市
】

保
存
さ
れ
た
町
並
み
そ
の
も
の
が
生
き
た
博
物
館

「関宿旅籠玉屋歴史資料館」の外観（右）と帳場「東の追分」の大鳥居と常夜灯

延命寺の山門

「伊藤本陣」を示す石柱

福蔵寺。向かって右側に小万の墓がある。

「鈴鹿馬子唄会館」館内

片山神社 和室を解放する「旧木村邸」 足湯の「小萬の湯」

福蔵寺境内にある「関の小万」碑（右）と墓

は
た
ご し

こ
う

ど

む
し
こ
ま
ど

ほ
う

は
や

か
ご

と
も
や
っ
こ

ま
ん

ま
や

お
し
ろ
い

ま
く

ご
し
ょ
ぐ
る
ま

と
も
さ
む
ら
い

た
ち

じ
ゅ

か
た
ど

ひ
さ
し

こ
の
寺
に
は
小
万
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
江
戸

時
代
中
期
、
九
州
久
留
米
藩
の
牧 

藤
左
衛
門

と
い
う
藩
士
が
、
遺
恨
あ
っ
て
同
輩
の
小
林 

軍
太
夫
と
い
う
者
に
殺
さ
れ
ま
し
た
。
牧 

藤 

左
衛
門
の
妻
は
身
重
で
し
た
が
、
仇
討
ち
を

志
し
、
旅
に
出
ま
す
。
鈴
鹿
峠
を
越
え
関
宿

に
着
い
た
と
こ
ろ
で
行
き
倒
れ
と
な
り
、「
山

田
屋（
現・会
津
屋
）」に
保
護
さ
れ
ま
し
た
が
、

女
の
子
を
産
ん
で
後
に
病
没
。
こ
の
娘
が
小

万
で
す
。
小
万
は
母
の
遺
志
を
継
ぎ
、
亀
山

城
下
で
３
年
程
武
術
を
修
行
。
天
明
３（
１
７

８
３
）年
に
仇
敵
、小
林 

軍
太
夫
を
討
ち
果
た

し
、
そ
の
後
も「
山
田
屋
」に
留
ま
り
ま
し
た
。

　
関
宿
の
観
光
駐
車
場
横
に
足
湯
交
流
施
設

12

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

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

　
も
う
一
つ
、
紹
介
し
た
い
浮
世
絵
が
三
代

歌
川 

豊
国
の「
東
海
道
五
十
三
次
之
内（
役
者

見
立
東
海
道
）関　
小
ま
ん
」で
す
。
父
の
仇

討
ち
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
、「
鈴

鹿
馬
子
唄
」に
も「
関
の
小
万
」が
登
場
し
ま
す
。

　
関
郵
便
局
の
近
く

で
立
派
な
堂
宇
を
構

え
る
福
蔵
寺
は
、
天

正
11（
１
５
８
３
）年

創
建
。
織
田 

信
長

の
三
男・織
田 

信
孝

の
菩
提
寺
と
し
て
開

か
れ
た
の
が
始
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

が
あ
り
ま
す
。
愛
称
は

公
募
で「
小
萬
の
湯
」と

決
ま
り
ま
し
た
。
小
万

が
今
で
も
町
の
人
た
ち

に
親
し
ま
れ
て
い
る
証

で
し
ょ
う
。
同
じ
敷
地

内
の
日
本
家
屋「
旧
木

村
邸
」は
、
亀
山
市
観

光
協
会
の
休
憩
施
設
と

し
て
、い
ず
れ
も
無
料

で
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
街
道
情
緒
に
浸
れ
る

町
並
み
を
歩
き
、
参
勤

交
代
や
お
伊
勢
参
り
の

人
々
で
賑
わ
っ
た
頃
に
想
い
を
馳
せ
、一
息
つ

か
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

11

※

「五十三次名所図会
 （竪絵東海道） 関」
「三重県総合博物館」所蔵

保永堂版「東海道五十三次之内　関」　 「三重県総合博物館」所蔵

「東海道五十三次之内
 （役者見立東海道） 関　小まん」
「三重県総合博物館」所蔵

亀
山
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課　

ま
ち
な
み
文
化
財
グ
ル
ー
プ

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
６ ‒ 

１
２
１
８

亀
山
市
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
７ ‒ 

８
８
７
７

「
関
宿
旅
籠
玉
屋
歴
史
資
料
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
６ ‒ 

０
４
６
８

お
問
い
合
わ
せ

※

※

　
大
雨
や
大
雪
の
日
に
通
行
止
め
と
な
る
鈴
鹿

峠
の
国
道
１
号
。
上
り
と
下
り
の
専
用
車
線
が

山
肌
に
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
ま
す
。

鈴
鹿
峠
の
麓
に
あ
る
の
が
坂
下
宿
。
か
つ
て
は

東
海
道
の
難
所
を
控
え
、参
勤
交
代
で
大
名
の

宿
泊
も
多
く
、江
戸
時
代
後
期
に
は「
松
屋
」

「
大
竹
屋
」「
梅
屋
」の
本
陣
が
３
軒
、脇
本
陣
１

軒
を
含
む
旅
籠
は
48
軒
を
数
え
る
東
海
道
有

　
筆
捨
山
を
眺
め
、宿
場
町
を
歩
い
て
国
道
１

号
の
側
道
へ
進
む
と
、片
山
神
社
を
示
す
石
碑

が
あ
り
ま
す
。
慶
安
３（
１
６
５
０
）年
９
月
の

大
洪
水
ま
で
、坂
下
宿
は
こ
の
場
所
に
あ
り
ま

し
た
。
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
た
片
山
神
社
は

西
国
の
諸
大
名
か
ら
も
多
額
の
寄
進
を
受
け
て

い
ま
し
た
が
、近
年
火
災
の
た
め
社
殿
が
消
失
。

そ
れ
で
も
緑
の
中
で
荘
厳
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ

て
い
ま
す
。

　
時
代
の
中
で
の
繁
栄
と
衰
退
の
移
り
変
わ
り

を
、垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
宿
場
町
で
す
。

数
の
宿
で
し
た
。
そ

ん
な
旅
籠
が
並
ん
だ

旧
街
道
も
今
は
ひ
っ

そ
り
。
坂
下
宿
周
辺
に
は
旧
小
学
校
を
活

用
し
た「
鈴
鹿
峠
自
然
の
家
」や「
鈴
鹿
馬

子
唄
」な
ど
を

展
示
す
る「
鈴

鹿
馬
子
唄
会

館
」が
あ
り
、

豊
か
な
自
然

を
楽
し
め
る
場
に

な
って
い
ま
す
。

　
坂
下
宿
の
浮
世
絵
に
は
筆
捨
山
が
登
場
し
ま

す
。
定
番
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
筆
捨
山
は
、

室
町
期
の
画
家・狩
野 

法
眼
が
こ
の
山
を
描
こ

う
と
筆
を
と
り
、翌
日
に
残
り
を
続
け
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、雲
や
霞
が
立
ち
込
め
山
の
姿
が

変
わって
し
ま
っ
た
た
め
描
き
足
せ
ず
、あ
き
ら

め
て
筆
を
投
げ
捨
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」シ
リ
ー

ズ
の
中
の「
阪
之
下
」は
、実
際
に
は
な
い
大
滝
が

流
れ
る
筆
捨
山
を
眺
め
る
旅
人
が
題
材
と
な
っ

て
い
ま
す
。

坂
下
宿

東
海
道
48
番
宿

【
亀
山
市
】

難
所
の
鈴
鹿
峠
を
前
に
旅
籠
で
栄
え
た

保永堂版
「東海道五十三次之内
 阪之下」
「三重県総合博物館」所蔵

※

「
鈴
鹿
馬
子
唄
会
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
６ ‒ 

２
０
０
１

亀
山
市
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
７ ‒ 

８
８
７
７

お
問
い
合
わ
せ

瓦屋根が美しい関宿の町並み。
中央の屋根が関地蔵院。

筆捨山を望む

ふ
で

ほ
う
げ
ん

そ
う
ご
ん

す
て
や
ま



宿
場
の
中
ほ
ど
に
は
関
宿

を
代
表
す
る
古
刹
・
関
地

蔵
院
が
あ
り
ま
す
。
天
平

13（
７
４
１
）年
、
僧
・
行

基
が
全
国
に
流
行
し
た
天

然
痘
か
ら
人
々
を
救
う
た

め
、
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
て

安
置
し
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
関
宿
の
町
屋
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治

時
代
中
頃
ま
で
の
も
の
が
多
く
、
建
物
の
並

ぶ
景
観
が
見
事
。
格
子
戸
や
虫
籠
窓
、
庇
下

の
幕
板
な
ど
往
時
の
風
情
が
色
濃
く
残
り
、

昔
を
偲
び
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
関
地
蔵
院
か
ら「
東
の
追
分
」を
め
ざ
す
と
、

古
風
な
構
え
の
関
郵
便
局
が
あ
り
ま
す
。
江

戸
時
代
、こ
こ
は
高
札
場
が
あ
っ
た
場
所
で
レ

プ
リ
カ
の
高
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
隣

接
す
る
建
物
は
宝
珠
の
玉
を
象
っ
た
虫
籠
窓

が
印
象
的
な「
関
宿
旅
籠
玉
屋
歴
史
資
料
館
」。

10

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

　
時
の
流
れ
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
町
並

み
が
残
る
関
宿
。
多
く
の
旅
人
で
賑
わ
い
、

お
伊
勢
参
り
の
ブ
ー
ム
に
沸
い
た
江
戸
時
代

の
雰
囲
気
が
味
わ
え
ま
す
。
各
地
の
宿
場
町

が
姿
を
変
え
て
い
く
な
か
、
関
宿
は
昭
和
59

（
1
9
8
4
）年
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
、
大
切
に
守
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
保
存
地
区
は
伊
勢
別
街
道
に
入
る「
東
の
追

分
」か
ら
、大
和
街
道
の
始
ま
る「
西
の
追
分
」

と
の
間
、
約
1.8
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
び
、

「
関
で
泊
ま
る
な
ら

鶴
屋
か
玉
屋
、ま
だ

も
泊
ま
る
な
ら
会

津
屋
か
」と
俗
謡
に

も
謡
わ
れ
、２
０
０

人
ほ
ど
が
泊
ま
れ

た
と
い
う
大
旅
籠

で
す
。
入
口
に
は

講
札
が
掛
か
り
、

帳
場
や
土
間
、土
蔵
、

離
れ
な
ど
建
物
が

一
体
に
な
っ
て
残

さ
れ
、
食
器
や
膳

な
ど
の
道
具
類
の

展
示
か
ら
、
人
々

が
ど
の
よ
う
に
旅
籠
で
過
ご
し
た
か
を
伺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
玉
屋
」を
過
ぎ
る
と「
伊
藤
本
陣
」の
建
物

で
す
。
関
宿
で
は
伊
藤
家
と
川
北
家
が
代
々

本
陣
を
務
め
、

両
家
と
も
広

大
な
敷
地
に

千
坪
ほ
ど
の

家
屋
を
所
有
し
、
参
勤
交
代
の
大
名
も
宿
泊

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
保
永
堂
版

「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」シ
リ
ー
ズ
の「
関
」

は
、
副
題
が「
本
陣
早
立
」。
参
勤
交
代
の
一

行
が
、
慌
た
だ
し
く
出
発
の
準
備
を
す
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
駕
籠
や
笠
、
替
え

草
履
の
入
っ
た
竹
籠
な
ど
が
用
意
さ
れ
た
主

て
い
ま
す
。
景

観
が
保
た
れ
た

古
い
家
並
み
を

抜
け
る
と
、
広

重
の「
五
十
三

次
名
所
図
会

（
竪
絵
東
海
道
）

関
」に
描
か
れ

た
、「
東
の
追

分
」の
大
鳥
居
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
東

海
道
と
伊
勢
別
街
道
の
分
岐
点
で
伊
勢
神
宮

を
遙
拝
す
る
た
め
の
も
の
。
20
年
に
一
度
の

神
宮
式
年
遷
宮
の
際
、 内
宮
宇
治
橋
南
詰
の

鳥
居
が
移
築
さ
れ
、
現
在
の
大
鳥
居
は
平
成

27（
２
０
１
５
）年
に
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

鳥
居
横
の
大
き
な
常
夜
灯
に
は
、
元
文
５（
１

７
４
０
）年
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

屋
板
の
間
で
は
、
出
立
の
打
ち
合
わ
せ
が
行

わ
れ
、
脇
に
は
供
奴
が
待
機
し
、
旅
装
を
整

え
た
供
侍
が
表
門
付
近
で
挨
拶
を
交
わ
し
て

い
ま
す
。
ま
た
箱
提
灯
の
模
様
は
広
重
の「
ヒ

ロ
」の
字
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
印
で
、
幔
幕
の
青

い
定
紋
は
御
所
車
に
広
重
の
父
方
の
姓「
田

中
」の
文
字
を
図
案
化
し
、
主
屋
板
の
間
に
描

か
れ
た「
白
い（
白
粉
）の
薬  

仙
女
香
」「
し
ら

が
薬  

美
玄
香
」は
化
粧
品
の
広
告
看
板
と
、

随
所
に
広
重
の
遊
び
心
が
見
ら
れ
ま
す
。現
在
、

川
北
本
陣
の
建
物
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、そ

の
門
は
延
命
寺
に
移
築
さ
れ
、
川
北
家
の
家

紋
を
象
っ
た
瓦
が
当
時
の
威
厳
を
保
っ
て
い

ま
す
。

　

伝
統
的
な
町

屋
を
公
開
し
た

「
関
ま
ち
な
み
資

料
館
」や
山
車
を

収
蔵
す
る「
関
の

山
車
会
館
」で
は
、

町
の
歴
史
や
祭

り
の
こ
と
が
詳

し
く
展
示
さ
れ

9

関
宿

東
海
道
47
番
宿

【
亀
山
市
】

保
存
さ
れ
た
町
並
み
そ
の
も
の
が
生
き
た
博
物
館

「関宿旅籠玉屋歴史資料館」の外観（右）と帳場「東の追分」の大鳥居と常夜灯

延命寺の山門

「伊藤本陣」を示す石柱

福蔵寺。向かって右側に小万の墓がある。

「鈴鹿馬子唄会館」館内

片山神社 和室を解放する「旧木村邸」 足湯の「小萬の湯」

福蔵寺境内にある「関の小万」碑（右）と墓

は
た
ご し

こ
う

ど

む
し
こ
ま
ど

ほ
う

は
や

か
ご

と
も
や
っ
こ

ま
ん

ま
や

お
し
ろ
い

ま
く

ご
し
ょ
ぐ
る
ま

と
も
さ
む
ら
い

た
ち

じ
ゅ

か
た
ど

ひ
さ
し

こ
の
寺
に
は
小
万
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
江
戸

時
代
中
期
、
九
州
久
留
米
藩
の
牧 

藤
左
衛
門

と
い
う
藩
士
が
、
遺
恨
あ
っ
て
同
輩
の
小
林 

軍
太
夫
と
い
う
者
に
殺
さ
れ
ま
し
た
。
牧 

藤 
左
衛
門
の
妻
は
身
重
で
し
た
が
、
仇
討
ち
を

志
し
、
旅
に
出
ま
す
。
鈴
鹿
峠
を
越
え
関
宿

に
着
い
た
と
こ
ろ
で
行
き
倒
れ
と
な
り
、「
山

田
屋（
現・会
津
屋
）」に
保
護
さ
れ
ま
し
た
が
、

女
の
子
を
産
ん
で
後
に
病
没
。
こ
の
娘
が
小

万
で
す
。
小
万
は
母
の
遺
志
を
継
ぎ
、
亀
山

城
下
で
３
年
程
武
術
を
修
行
。
天
明
３（
１
７

８
３
）年
に
仇
敵
、小
林 

軍
太
夫
を
討
ち
果
た

し
、
そ
の
後
も「
山
田
屋
」に
留
ま
り
ま
し
た
。

　
関
宿
の
観
光
駐
車
場
横
に
足
湯
交
流
施
設
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も
う
一
つ
、
紹
介
し
た
い
浮
世
絵
が
三
代

歌
川 

豊
国
の「
東
海
道
五
十
三
次
之
内（
役
者

見
立
東
海
道
）関　
小
ま
ん
」で
す
。
父
の
仇

討
ち
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
、「
鈴

鹿
馬
子
唄
」に
も「
関
の
小
万
」が
登
場
し
ま
す
。

　
関
郵
便
局
の
近
く

で
立
派
な
堂
宇
を
構

え
る
福
蔵
寺
は
、
天

正
11（
１
５
８
３
）年

創
建
。
織
田 

信
長

の
三
男・織
田 

信
孝

の
菩
提
寺
と
し
て
開

か
れ
た
の
が
始
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

が
あ
り
ま
す
。
愛
称
は

公
募
で「
小
萬
の
湯
」と

決
ま
り
ま
し
た
。
小
万

が
今
で
も
町
の
人
た
ち

に
親
し
ま
れ
て
い
る
証

で
し
ょ
う
。
同
じ
敷
地

内
の
日
本
家
屋「
旧
木

村
邸
」は
、
亀
山
市
観

光
協
会
の
休
憩
施
設
と

し
て
、い
ず
れ
も
無
料

で
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
街
道
情
緒
に
浸
れ
る

町
並
み
を
歩
き
、
参
勤

交
代
や
お
伊
勢
参
り
の

人
々
で
賑
わ
っ
た
頃
に
想
い
を
馳
せ
、一
息
つ

か
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

11

※

「五十三次名所図会
 （竪絵東海道） 関」
「三重県総合博物館」所蔵

保永堂版「東海道五十三次之内　関」　 「三重県総合博物館」所蔵

「東海道五十三次之内
 （役者見立東海道） 関　小まん」
「三重県総合博物館」所蔵

亀
山
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課　

ま
ち
な
み
文
化
財
グ
ル
ー
プ

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
６ ‒ 

１
２
１
８

亀
山
市
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
７ ‒ 

８
８
７
７

「
関
宿
旅
籠
玉
屋
歴
史
資
料
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
６ ‒ 

０
４
６
８

お
問
い
合
わ
せ

※

※

　
大
雨
や
大
雪
の
日
に
通
行
止
め
と
な
る
鈴
鹿

峠
の
国
道
１
号
。
上
り
と
下
り
の
専
用
車
線
が

山
肌
に
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
ま
す
。

鈴
鹿
峠
の
麓
に
あ
る
の
が
坂
下
宿
。
か
つ
て
は

東
海
道
の
難
所
を
控
え
、参
勤
交
代
で
大
名
の

宿
泊
も
多
く
、江
戸
時
代
後
期
に
は「
松
屋
」

「
大
竹
屋
」「
梅
屋
」の
本
陣
が
３
軒
、脇
本
陣
１

軒
を
含
む
旅
籠
は
48
軒
を
数
え
る
東
海
道
有

　
筆
捨
山
を
眺
め
、宿
場
町
を
歩
い
て
国
道
１

号
の
側
道
へ
進
む
と
、片
山
神
社
を
示
す
石
碑

が
あ
り
ま
す
。
慶
安
３（
１
６
５
０
）年
９
月
の

大
洪
水
ま
で
、坂
下
宿
は
こ
の
場
所
に
あ
り
ま

し
た
。
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
た
片
山
神
社
は

西
国
の
諸
大
名
か
ら
も
多
額
の
寄
進
を
受
け
て

い
ま
し
た
が
、近
年
火
災
の
た
め
社
殿
が
消
失
。

そ
れ
で
も
緑
の
中
で
荘
厳
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ

て
い
ま
す
。

　
時
代
の
中
で
の
繁
栄
と
衰
退
の
移
り
変
わ
り

を
、垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
宿
場
町
で
す
。

数
の
宿
で
し
た
。
そ

ん
な
旅
籠
が
並
ん
だ

旧
街
道
も
今
は
ひ
っ

そ
り
。
坂
下
宿
周
辺
に
は
旧
小
学
校
を
活

用
し
た「
鈴
鹿
峠
自
然
の
家
」や「
鈴
鹿
馬

子
唄
」な
ど
を

展
示
す
る「
鈴

鹿
馬
子
唄
会

館
」が
あ
り
、

豊
か
な
自
然

を
楽
し
め
る
場
に

な
って
い
ま
す
。

　
坂
下
宿
の
浮
世
絵
に
は
筆
捨
山
が
登
場
し
ま

す
。
定
番
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
筆
捨
山
は
、

室
町
期
の
画
家・狩
野 

法
眼
が
こ
の
山
を
描
こ

う
と
筆
を
と
り
、翌
日
に
残
り
を
続
け
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、雲
や
霞
が
立
ち
込
め
山
の
姿
が

変
わって
し
ま
っ
た
た
め
描
き
足
せ
ず
、あ
き
ら

め
て
筆
を
投
げ
捨
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
永
堂
版「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」シ
リ
ー

ズ
の
中
の「
阪
之
下
」は
、実
際
に
は
な
い
大
滝
が

流
れ
る
筆
捨
山
を
眺
め
る
旅
人
が
題
材
と
な
っ

て
い
ま
す
。

坂
下
宿

東
海
道
48
番
宿

【
亀
山
市
】

難
所
の
鈴
鹿
峠
を
前
に
旅
籠
で
栄
え
た

保永堂版
「東海道五十三次之内
 阪之下」
「三重県総合博物館」所蔵

※

「
鈴
鹿
馬
子
唄
会
館
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
６ ‒ 

２
０
０
１

亀
山
市
観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

９
７ ‒ 

８
８
７
７

お
問
い
合
わ
せ

瓦屋根が美しい関宿の町並み。
中央の屋根が関地蔵院。

筆捨山を望む

ふ
で

ほ
う
げ
ん

そ
う
ご
ん

す
て
や
ま
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―
―
活
動
の
き
っ
か
け
と
構
成
メ
ン
バ
ー
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

梅
谷
…
平
成
28（
２
０
１
６
）年
に
尾
鷲
商
工

会
議
所
女
性
部
が
発
行
し
た『
魅
せ
ま
す
尾

鷲
』の
中
で
、「
岩
屋
堂
」が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

梅
谷
…
巨
岩
の
影
に
並
ぶ
石
仏
を
囲
う
壁
や

引
戸
が
、時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
朽
ち
た
り
凹

ん
だ
り
し
て
い
た
た
め
最
初
は
修
復
を
考
え

て
い
ま
し
た
が
、何
年
か
経
て
ば
ま
た
同
じ
悩

み
が
出
て
く
る
と
い
う
専
門
家
の
意
見
も
あ

り
、自
然
の
姿
に
戻
そ
う
と
い
う
方
向
性
が
定

ま
り
ま
し
た
。
多
く
の
方
の
協
力
を
得
て
、自

然
物
以
外
を
撤
去
し
、今
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
毎
月
18
日
を「
岩
屋
堂
」の
日
と
定
め
、

常
聲
寺
の
北
澤
副
住
職
に
読
経
を
お
願
い
し
、

お
参
り
し
て
い
ま
す
が
、そ
の
日
は
メ
ン
バ
ー

同
志
の
情
報
交
換
の
場
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
ほ
か
に
ど
ん
な
動
き
が
あ
り
ま
し
た
か
。

補
助
金
の
年
度
が
終
了
し
て
も
、
活
動
が
続

い
て
い
る
の
で
す
ね
。

梅
谷
…
初
年
度
は
点
在
す
る
ス
ポ
ッ
ト
を
つ

協
会
に
問
い
合
わ
せ
も
増
え
、荘
厳
な
雰
囲
気

に
感
動
し
て
く
れ
る
声
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、お

堂
の
一
部
が
傷
み
、ブ
ル
ー
シ
ー
ト
に
覆
わ
れ

て
い
た
の
が
残
念
で
。
補
修
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
な
と
思
って
い
た
と
こ
ろ
、「
岩
屋
堂
」を
含

む
天
狗
倉
山
一
帯
で
の
保
全
活
動
に
つ
い
て
、

補
助
金
申
請
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
保
全
だ

け
で
な
く
、魅
力
ア
ッ
プ
の
た
め
に
力
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
、商
工
会
議
所
女
性
部
、ま
ち
お
こ
し

の
N
P
O
、製
材
所
や
大
工
さ
ん
と
、い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
に
声
を
掛
け
、メ
ン
バ
ー
を
募
り
、三

重
大
学
地
域
拠
点
サ
テ
ラ
イ
ト・東
紀
州
サ
テ

ラ
イ
ト
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
、現
地

勉
強
会
や
意
見
交
換
会
を
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。

―
―「
岩
屋
堂
」を
ど
う
に
か
せ
ね
ば
と
、た
く

さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
た
の
で
す
ね
。

な
げ
て
コ
ー
ス
を
設
定
し
、ま
た
ヨ
ガ
や
気
功

な
ど
も
取
り
入
れ
て
、モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
を
実

施
し
ま
し
た
。
２
年
目
に
は
そ
ん
な
活
動
報

告
を
市
内
で
展
示
し
、そ
う
い
っ
た
活
動
費
の

た
め
に
バ
ザ
ー
出
店
も
し
ま
し
た
。
ま
た
、天

狗
倉
山
頂
上
に
あ
る
方
位
盤
は
、約
45
年
前
に

地
元
山
岳
愛
好
会
が
設
置
し
た
も
の
で
す
が
、

長
年
の
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
劣
化
し
て
い
た
の

で
、多
方
面
か
ら
協
力
を
得
て
、一
年
掛
け
て

修
復
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
サ
ビ
を
落
と
し
、熊

野
古
道
や
尾
鷲
ト
レ
イ
ル
な
ど
の
ル
ー
ト
を

測
量
し
、三
重
大
学
の
学
生
が
運
営
す
る
デ
ザ

イ
ン
事
務
所「
カ
ゲ
ム
シ
ャ
」に
山
頂
か
ら
見

え
る
山
並
み
や
尾
鷲
湾
の
島
々
の
名
称
を
描

性
が
あ
る
と
の
話
を
聞
き
、地
域
の
人
が
心
を

合
わ
せ
る
祈
り
の
場
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
思
い

を
共
有
す
る
地
域
団
体
と
一
緒
に
な
っ
て
、

「
未
来
の
お
わ
せ
向
上
計
画
実
行
委
員
会
」を

立
ち
上
げ
、歴
史
や
文
化
な
ど
尾
鷲
に
関
す
る

知
識
を
問
う
、ご
当
地
ぷ
ち
検
定（
2
0
2
1

年
３
月
）を
企
画
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
講

座
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
、本
番
に
向
け
て

理
解
を
深
め
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

―
―
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
信
仰
の
場
に

人
々
が
関
心
を
寄
せ
、
修
復
・
保
全
の
カ
タ

チ
を
探
り
、
郷
土
愛
と
祈
り
の
心
が
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
設
置
当
日
は
、重
さ
12

キ
ロ
の
方
位
盤
を
21
人
が
交
代
で
背
負
っ
て

山
を
登
っ
た
ん
で
す
。 

今
年
に
入
っ
て
か
ら

は
、朝
日
百
選
の
長
楽
院
と
世
界
遺
産
馬
越
峠

を
整
備
し
、景
観
美
化
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

―
―
昨
年
、尾
鷲
市
で
磐
座
信
仰
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
あ
り
、「
岩
屋
堂
」に
関
心
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
ね
。

梅
谷
…「
岩
屋
堂
」を
整
備
し
た
後
で
、何
よ
り

タ
イ
ミ
ン
グ
が
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、天
狗
倉

山
の
反
対
側
の
八
鬼
山
で
も
別
の
チ
ー
ム
の

動
き
が
あ
り
、老
朽
化
し
て
い
た
荒
神
堂
が
改

修
さ
れ
ま
し
た
。
天
狗
倉
山
と
八
鬼
山
一
帯

に
古
く
か
ら
霊
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能

いま、グループネット

お問い合わせ

「天狗倉山まるごとプロジェクト」
（協同組合尾鷲観光物産協会内）
尾鷲市中井町12-14
TEL0597-23-8261
（事務局　梅谷 陽子さん）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

元
美

世
界
遺
産
の
熊
野
古
道
馬
越
峠
か
ら
一
足
伸
ば
し
て
辿
り
着
く
天
狗
倉
山
は
、標
高
５
２
２
メ
ー
ト
ル

の
展
望
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。
南
に
青
い
尾
鷲
湾
と
尾
鷲
市
街
地
、
ま
た
北
側
に
は
大
台
ヶ
原
と
眺
め
は
抜

群
で
、全
長
37
キ
ロ
の
尾
鷲
ト
レ
イ
ル
の
ル
ー
ト
の
一
部
。
そ
の
天
狗
倉
山
一
帯
に
あ
る「
岩
屋
堂
」

や
麓
の
魅
力
に
つ
い
て
、「
天
狗
倉
山
ま
る
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
保
全
と
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。

馬越峠整備に集まる

天
狗
倉
山
ま
る
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ま
ご
せ
と
う
げ

や

い
わ
く
ら

き

う
め
た
に

や
ま

じ

じ
ょ
う
せ
い

江
戸
時
代
の『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』に

も
登
場
す
る
天
狗
倉
山
に
、
33
体
の
観
音
石

仏
を
祀
る「
岩
屋
堂
」が
あ
り
ま
す
。
昭
和
初

期
に
は
毎
月
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
が
、次
第
に
訪
れ
る
人
も
少
な
く
な
り
、建

物
が
老
朽
化
し
て
い
ま
し
た
。そ
の「
岩
屋
堂
」

を
整
備
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
の
が「
天
狗

倉
山
ま
る
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
す
。
事
務

局
で
協
同
組
合
尾
鷲
観
光
物
産
協
会
に
勤
め

る
梅
谷 

陽
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

※

意見交換の場を何度も開く※

毎月１８日は「岩屋堂」の日※

※

モニターツアーを実施※

山頂の方位盤をリニューアル

前列中央が梅谷 陽子さん※

て
ん

ぐ

ら

さ
ん
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案
内
板
に
気
付
き
ま
し
た
。「
今
日
は
こ
の

コ
ー
ス
を
中
心
に
歩
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内

で
、ま
ず
は
東
へ
進
み
ま
す
。し
ば
ら
く
す
る
と
、

再
び
池
が
出
現
。
栃
ヶ
池
で
す
。
周
辺
に
は

ク
チ
ナ
シ
を
は
じ
め
と
し
て
、ウ
キ
シ
バ・ミ
ズ

ト
ラ
ノ
オ
な
ど
の
湿
地
性
植
物
が
自
生
し
、

「
栃
ヶ
池
湿
地
植
物
群
落
」と
し
て
、県
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
こ
は
春
の
山
桜
、秋
の
紅
葉
も
見
事
で

す
よ
」と
教
わ
り
な
が
ら
、池
の
東
端
ま
で
歩

く
と
、「
よ
う
こ
そ
！
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
へ
！
」

の
幟
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
は
た
め
く
幟

に
導
か
れ
て
細
道
へ
と
入
り
ま
す
。
途
中
で
、

日
本
の
野
生
ナ
シ
の
一
種
で
あ
る
マ
メ
ナ
シ
の

　

今
回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
起
点
・
終
点
は「
五

桂
池
ふ
る
さ
と
村
」で
す
。
同
村
は
、た
め
池

で
は
県
下
一
の
貯
水
量
を
誇
る
五
桂
池
周
囲

に
整
備
さ
れ
た
複
合
レ
ジ
ャ
ー
施
設
。
宿
泊

可
能
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロッ
ジ
が
あ
る
ほ
か
、バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
や
イ
チ
ゴ・
柿
・み
か
ん
狩
り
が
楽
し

め
る
な
ど
、家
族
や
友
人
と
楽
し
い
時
間
を
過

ご
せ
ま
す
。

　
こ
の
日
は「
花
と
動
物
ふ
れ
あ
い
広
場
」近

く
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
て
出
発
。
す
る
と
、

「
女
鬼
峠
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
」と
記
さ
れ
た

木
を
見
て
、伊
勢
自
動
車
道
の
下
を
通
っ
た
後
、

少
し
歩
く
と
、女
鬼
峠
の
成
川
側
入
口
を
示

す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
、峠

道
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。

　
女
鬼
峠
の
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、江
戸
時
代
の
文
献
に
は〝
子
ギ
峠
〞と
書

か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
伊
勢
神
宮
や
瀧

原
宮
の
禰
宜（
神
職
）が
往
来
し
た
こ
と
か
ら

名
前
が
付
い
て
、そ
の
後
変
わ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」と
教
わ
り
な
が
ら
、荷
車
の
轍
の

跡
な
ど
を
進
み
ま
す
。
20
分
程
度
歩
く
と
茶
屋

皆
さ
ん
が
、来
訪
者
を
も
て
な
す
た
め
に
整
備

し
た
も
の
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　

展
望
台
か
ら
は
階
段
を
下
り
、先
に
進
む

と
、小
堂
と「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
刻
ま
れ
た

六
字
名
号
碑
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
小
堂

の
中
と
隣
に
は
如
意
輪
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
巡
礼
者
た
ち
は
、こ
こ
で
一
休
み
し
て
、

旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。現
在

は
、同
保
存
会
が
設
置
し
た
箱
の
中
に「
来
訪

者
記
帳
簿
」が
あ
り
、〝
静
か
で
気
持
ち
い
い
〞

〝
整
備
さ
れ
て
い
て
歩
き
や
す
い
〞な
ど
の
感

想
が
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

跡
に
到
着
。
こ
こ
か
ら
右
側
へ
進
む
と
、姿
を

現
す
の
が
切
り
通
し
で
す
。
千
枚
岩
の
岩
盤

を
掘
り
割
っ
て
道
を
通
し
た
た
め
、岩
肌
が
ギ

ザ
ギ
ザ
と
し
た
状
態
。
先
人
た
ち
の
苦
労
が

偲
ば
れ
ま
す
。

　
切
り
通
し
か
ら
一
旦
、茶
屋
跡
ま
で
戻
り
、

今
度
は
展
望
台
め
ざ
し
て
左
へ
進
み
ま
す
。

道
は
急
な
上
り
に
な
り
、少
し
の
間
、登
山
気

分
を
味
わ
え
ま
す
。
す
る
と
、木
々
の
間
か
ら

家
並
み
や
宮
川
の
流
れ
を
望
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
気
分
は
爽
快
で
す
。
こ
の
展
望
台

ル
ー
ト
は
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
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２
体
の
如
意
輪
観
音
像
と
名
号
碑
に
手
を

合
わ
せ
た
後
、歩
く
こ
と
約
15
分
で
、視
界
が
開

け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
一
帯
に
は
、奈

良
時
代
に
伊
勢
神
宮
に
よ
り
、唯
一
創
建
さ
れ

た
太
神
宮
寺
逢
鹿
瀬
寺
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
、

古
代
の
瓦
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
、

茶
畑
な
ど
が
広
が
る
中
を
進
む
と
、峠
の
相
鹿

瀬
側
の
入
口
を
示
す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
隣
に
は
大
き
な
道
標
も
立
って
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、浄
保
法
師
と
は
相
鹿
瀬
出
身

の
修
行
僧
で
、災
害
や
疫
病
に
苦
し
む
故
郷
の

人
々
を
救
う
た
め
、自
ら
掘
っ
た
穴
の
中
で
、命

尽
き
る
ま
で
念
仏
を
唱
え
続
け
た
と
い
い
ま

す
。
人
々
は
、法
師
の
遺
徳
を
た
た
え
る
た
め

に
五
輪
塔
を
建
て
、今
も
大
切
に
守
り
続
け
て

い
る
の
で
す
。

　

宮
川
の
流
れ
を
見
下
ろ
す
高
台
に
あ
る
五

輪
塔
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、北
へ
と

向
き
を
変
え
、終
点
の「
五
桂
池
ふ
る

さ
と
村
」へ
と
帰
り
ま
す
が
、こ
こ
で

案
内
さ
れ
た
の
は
、中
女
鬼
峠
を
越

え
る
ル
ー
ト
で
す
。こ
の
峠
道
は
、女

鬼
峠
よ
り
西
側
に
位
置
し
、か
つ
て
は
、

多
気
町
の
佐
奈
周
辺
地
域
と
、相
鹿

　

案
内
板
か
ら
南
へ
向
か
え
ば
、清
流
・
宮
川

の
流
れ
を
一
望
す
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
南
西
へ
と
進
み
ま
す
。「
相
鹿
瀬
公
民

館
」で
ト
イ
レ
休
憩
し
た
後
、集
落
内
を
歩
く

と
、姿
を
現
す
の
が
多
気
町
で
最
も
大
き
な

地
蔵
尊
で
す
。
貞
享
５（
１
６
８
８
）年
と
刻

ま
れ
た
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。
３
３
０
年

以
上
も
の
間
、こ
こ
で
道
行
く
人
々
を
見
守
り

続
け
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

地
蔵
尊
か
ら
数
分
歩
き
、県

道
７
０
９
号
と
合
流
し
た
地
点

の
す
ぐ
先
、階
段
の
上
に
た
た
ず

む
の
が
、浄
保
法
師
の
五
輪
塔
で

す
。
こ
こ
で
、森
田
さ
ん
が
紙
芝

居
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。

瀬
周
辺
や
大
台
町
の
人
々

を
結
ぶ
生
活
道
路
で
し
た
。

地
域
の
観
音
参
詣
道
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、今
も
頂
上
付
近
に
は
名
号

碑
が
ひっ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

　
中
女
鬼
峠
入
口
か
ら
は
、
お
よ
そ
30
分
で

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」に
到
着
。「
ふ
る
さ
と

食
堂
」（
毎
週
火
曜
日
定
休
）で
食
事
休
憩
し

た
り
、「
マ
ル
シ
ェ
グ
ラ
ン
マ
」（
毎
月
第
２
火
曜

日
定
休
）で
地
域
の
農
産
物
な
ど
を
購
入
す

れ
ば
、旅
の
思
い
出
が
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

多
気
郡
多
気
町

五
桂
〜
相
鹿
瀬

□

　
伊
勢
神
宮
で
参
拝
を
終
え
た
人
々
が
、現
在
の
和
歌
山
県
に

鎮
座
す
る
熊
野
三
山（
熊
野
本
宮
大
社・熊
野
速
玉
大
社・熊

野
那
智
大
社
）を
め
ざ
し
て
歩
い
た
巡
礼
の
道
は
、熊
野
古
道

伊
勢
路
と
呼
ば
れ
ま
す
。参
拝
者
は
、田
丸（
度
会
郡
玉
城
町
）

周
辺
で
装
束
を
変
え
て
、旅
立
って
いっ
た
の
で
す
。

　
こ
の
伊
勢
路
に
は
、幾
多
の
峠
道
が
あ
り
ま
す
が
、田
丸
を

出
発
し
て
最
初
に
越
え
る
の
が
女
鬼
峠
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
険

し
い
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、80
数
年
前
に「
女
鬼
ト
ン
ネ
ル
」

が
開
通
し
た
た
め
、い
つ
し
か
利
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
荒
廃
し
た
峠
道
を
保
全
整
備
し
た
の
が
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
皆
さ
ん
。
定
期
的
な
草
刈
り
や
倒
木
の

除
去
な
ど
に
汗
を
流
す
ほ
か
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
、峠
周

辺
の
歴
史・文
化
を
語
り
継
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、女
鬼
峠
を
中
心
に
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
数
多
の
巡

礼
者
が
踏
み
し
め
た
祈
り
の
道
は
、快
適
な
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

スへ
と
変
わ
り
、温
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

熊
野
古
道
伊
勢
路・女
鬼
峠
を
歩
く

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」か
ら

栃
ヶ
池
へ

先
人
た
ち
の
汗
と
祈
り
が

刻
ま
れ
た
峠
道

地
域
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た

浄
保
法
師

ご

か
つ
ら

お
う

か

せ

め

き
と
う
げ

さ
ん

あ
ま
た

な
ち

ざ
ん

ほ
ん
ぐ
う

は
や
た
ま

問
　

多
気
町
農
林
商
工
課

　
（
熊
野
古
道
女
鬼
峠
保
存
会
事
務
局
）
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■ 行程図　所要時間／約4時間 ※所要時間は、おおよその目安です。
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「五桂池ふるさと村」

栃ヶ池（東端） 女鬼峠（成川側入口）看板

浄保法師の五輪塔 中女鬼峠入口

約200ｍ約1.3kｍ 約400ｍ

約500ｍ

如意輪観音像・六字名号碑女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板・道標 展望台

「相鹿瀬公民館」 地蔵尊

至
勢
和
多
気
IC

至
玉
城
IC

荷車の轍跡

茶屋跡・切り通し

江戸時代に造成された五桂池

栃ヶ池

女鬼峠（成川側入口）看板

荷車の轍跡

峠の頂にある切り通し

高さ約1.5メートルの地蔵尊

浄保法師の五輪塔

中女鬼峠と名号碑

紙芝居を披露する森田さん

展望台からの眺望

２体の如意輪観音像と六字名号碑

女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板と道標女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板と道標

今回の案
内人は「熊
野古道女
鬼峠保存
会」会長の
森田 篤さ

ん。穏やかで的確な話から
は、地域への深い愛情と誇
りが伝わりました。

五桂池

栃ヶ池

宮川

「五桂池ふるさと村」

女鬼峠（成川側入口）看板
荷車の轍跡

女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板
道標
女鬼峠（相鹿瀬側入口）看板
道標

「相鹿「相鹿瀬公民館」
地蔵尊

茶屋跡・切り通し

展望台

如意輪観音像
六字名号碑

中女鬼峠入口

浄
保
法
師
の
五
輪
塔

マメナシの木

太神宮寺
逢鹿瀬寺跡
太神宮寺
逢鹿瀬寺跡

新女鬼トンネル
伊勢自動車道

150
119

119

709

相鹿瀬地区から
清流・宮川を望む
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案
内
板
に
気
付
き
ま
し
た
。「
今
日
は
こ
の

コ
ー
ス
を
中
心
に
歩
き
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内

で
、ま
ず
は
東
へ
進
み
ま
す
。し
ば
ら
く
す
る
と
、

再
び
池
が
出
現
。
栃
ヶ
池
で
す
。
周
辺
に
は

ク
チ
ナ
シ
を
は
じ
め
と
し
て
、ウ
キ
シ
バ・ミ
ズ

ト
ラ
ノ
オ
な
ど
の
湿
地
性
植
物
が
自
生
し
、

「
栃
ヶ
池
湿
地
植
物
群
落
」と
し
て
、県
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
こ
は
春
の
山
桜
、秋
の
紅
葉
も
見
事
で

す
よ
」と
教
わ
り
な
が
ら
、池
の
東
端
ま
で
歩

く
と
、「
よ
う
こ
そ
！
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
へ
！
」

の
幟
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
は
た
め
く
幟

に
導
か
れ
て
細
道
へ
と
入
り
ま
す
。
途
中
で
、

日
本
の
野
生
ナ
シ
の
一
種
で
あ
る
マ
メ
ナ
シ
の

　

今
回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
起
点
・
終
点
は「
五

桂
池
ふ
る
さ
と
村
」で
す
。
同
村
は
、た
め
池

で
は
県
下
一
の
貯
水
量
を
誇
る
五
桂
池
周
囲

に
整
備
さ
れ
た
複
合
レ
ジ
ャ
ー
施
設
。
宿
泊

可
能
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロッ
ジ
が
あ
る
ほ
か
、バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
や
イ
チ
ゴ・
柿
・み
か
ん
狩
り
が
楽
し

め
る
な
ど
、家
族
や
友
人
と
楽
し
い
時
間
を
過

ご
せ
ま
す
。

　
こ
の
日
は「
花
と
動
物
ふ
れ
あ
い
広
場
」近

く
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
て
出
発
。
す
る
と
、

「
女
鬼
峠
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
」と
記
さ
れ
た

木
を
見
て
、伊
勢
自
動
車
道
の
下
を
通
っ
た
後
、

少
し
歩
く
と
、女
鬼
峠
の
成
川
側
入
口
を
示

す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
、峠

道
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。

　
女
鬼
峠
の
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、江
戸
時
代
の
文
献
に
は〝
子
ギ
峠
〞と
書

か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
伊
勢
神
宮
や
瀧

原
宮
の
禰
宜（
神
職
）が
往
来
し
た
こ
と
か
ら

名
前
が
付
い
て
、そ
の
後
変
わ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」と
教
わ
り
な
が
ら
、荷
車
の
轍
の

跡
な
ど
を
進
み
ま
す
。
20
分
程
度
歩
く
と
茶
屋

皆
さ
ん
が
、来
訪
者
を
も
て
な
す
た
め
に
整
備

し
た
も
の
だ
と
伺
い
ま
し
た
。

　

展
望
台
か
ら
は
階
段
を
下
り
、先
に
進
む

と
、小
堂
と「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
刻
ま
れ
た

六
字
名
号
碑
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
小
堂

の
中
と
隣
に
は
如
意
輪
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
巡
礼
者
た
ち
は
、こ
こ
で
一
休
み
し
て
、

旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。現
在

は
、同
保
存
会
が
設
置
し
た
箱
の
中
に「
来
訪

者
記
帳
簿
」が
あ
り
、〝
静
か
で
気
持
ち
い
い
〞

〝
整
備
さ
れ
て
い
て
歩
き
や
す
い
〞な
ど
の
感

想
が
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

跡
に
到
着
。
こ
こ
か
ら
右
側
へ
進
む
と
、姿
を

現
す
の
が
切
り
通
し
で
す
。
千
枚
岩
の
岩
盤

を
掘
り
割
っ
て
道
を
通
し
た
た
め
、岩
肌
が
ギ

ザ
ギ
ザ
と
し
た
状
態
。
先
人
た
ち
の
苦
労
が

偲
ば
れ
ま
す
。

　
切
り
通
し
か
ら
一
旦
、茶
屋
跡
ま
で
戻
り
、

今
度
は
展
望
台
め
ざ
し
て
左
へ
進
み
ま
す
。

道
は
急
な
上
り
に
な
り
、少
し
の
間
、登
山
気

分
を
味
わ
え
ま
す
。
す
る
と
、木
々
の
間
か
ら

家
並
み
や
宮
川
の
流
れ
を
望
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
気
分
は
爽
快
で
す
。
こ
の
展
望
台

ル
ー
ト
は
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
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２
体
の
如
意
輪
観
音
像
と
名
号
碑
に
手
を

合
わ
せ
た
後
、歩
く
こ
と
約
15
分
で
、視
界
が
開

け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
一
帯
に
は
、奈

良
時
代
に
伊
勢
神
宮
に
よ
り
、唯
一
創
建
さ
れ

た
太
神
宮
寺
逢
鹿
瀬
寺
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
、

古
代
の
瓦
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
、

茶
畑
な
ど
が
広
が
る
中
を
進
む
と
、峠
の
相
鹿

瀬
側
の
入
口
を
示
す
看
板
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
隣
に
は
大
き
な
道
標
も
立
って
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、浄
保
法
師
と
は
相
鹿
瀬
出
身

の
修
行
僧
で
、災
害
や
疫
病
に
苦
し
む
故
郷
の

人
々
を
救
う
た
め
、自
ら
掘
っ
た
穴
の
中
で
、命

尽
き
る
ま
で
念
仏
を
唱
え
続
け
た
と
い
い
ま

す
。
人
々
は
、法
師
の
遺
徳
を
た
た
え
る
た
め

に
五
輪
塔
を
建
て
、今
も
大
切
に
守
り
続
け
て

い
る
の
で
す
。

　

宮
川
の
流
れ
を
見
下
ろ
す
高
台
に
あ
る
五

輪
塔
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、北
へ
と

向
き
を
変
え
、終
点
の「
五
桂
池
ふ
る

さ
と
村
」へ
と
帰
り
ま
す
が
、こ
こ
で

案
内
さ
れ
た
の
は
、中
女
鬼
峠
を
越

え
る
ル
ー
ト
で
す
。こ
の
峠
道
は
、女

鬼
峠
よ
り
西
側
に
位
置
し
、か
つ
て
は
、

多
気
町
の
佐
奈
周
辺
地
域
と
、相
鹿

　

案
内
板
か
ら
南
へ
向
か
え
ば
、清
流
・
宮
川

の
流
れ
を
一
望
す
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
南
西
へ
と
進
み
ま
す
。「
相
鹿
瀬
公
民

館
」で
ト
イ
レ
休
憩
し
た
後
、集
落
内
を
歩
く

と
、姿
を
現
す
の
が
多
気
町
で
最
も
大
き
な

地
蔵
尊
で
す
。
貞
享
５（
１
６
８
８
）年
と
刻

ま
れ
た
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。
３
３
０
年

以
上
も
の
間
、こ
こ
で
道
行
く
人
々
を
見
守
り

続
け
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

地
蔵
尊
か
ら
数
分
歩
き
、県

道
７
０
９
号
と
合
流
し
た
地
点

の
す
ぐ
先
、階
段
の
上
に
た
た
ず

む
の
が
、浄
保
法
師
の
五
輪
塔
で

す
。
こ
こ
で
、森
田
さ
ん
が
紙
芝

居
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。

瀬
周
辺
や
大
台
町
の
人
々

を
結
ぶ
生
活
道
路
で
し
た
。

地
域
の
観
音
参
詣
道
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、今
も
頂
上
付
近
に
は
名
号

碑
が
ひっ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

　
中
女
鬼
峠
入
口
か
ら
は
、
お
よ
そ
30
分
で

「
五
桂
池
ふ
る
さ
と
村
」に
到
着
。「
ふ
る
さ
と

食
堂
」（
毎
週
火
曜
日
定
休
）で
食
事
休
憩
し

た
り
、「
マ
ル
シ
ェ
グ
ラ
ン
マ
」（
毎
月
第
２
火
曜

日
定
休
）で
地
域
の
農
産
物
な
ど
を
購
入
す

れ
ば
、旅
の
思
い
出
が
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

多
気
郡
多
気
町

五
桂
〜
相
鹿
瀬

□

　
伊
勢
神
宮
で
参
拝
を
終
え
た
人
々
が
、現
在
の
和
歌
山
県
に

鎮
座
す
る
熊
野
三
山（
熊
野
本
宮
大
社・熊
野
速
玉
大
社・熊

野
那
智
大
社
）を
め
ざ
し
て
歩
い
た
巡
礼
の
道
は
、熊
野
古
道

伊
勢
路
と
呼
ば
れ
ま
す
。参
拝
者
は
、田
丸（
度
会
郡
玉
城
町
）

周
辺
で
装
束
を
変
え
て
、旅
立
って
いっ
た
の
で
す
。

　
こ
の
伊
勢
路
に
は
、幾
多
の
峠
道
が
あ
り
ま
す
が
、田
丸
を

出
発
し
て
最
初
に
越
え
る
の
が
女
鬼
峠
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
険

し
い
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、80
数
年
前
に「
女
鬼
ト
ン
ネ
ル
」

が
開
通
し
た
た
め
、い
つ
し
か
利
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
荒
廃
し
た
峠
道
を
保
全
整
備
し
た
の
が
、「
熊
野
古
道 

女
鬼
峠
保
存
会
」の
皆
さ
ん
。
定
期
的
な
草
刈
り
や
倒
木
の

除
去
な
ど
に
汗
を
流
す
ほ
か
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
、峠
周

辺
の
歴
史・文
化
を
語
り
継
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、女
鬼
峠
を
中
心
に
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
数
多
の
巡

礼
者
が
踏
み
し
め
た
祈
り
の
道
は
、快
適
な
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

スへ
と
変
わ
り
、温
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
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「相鹿「相鹿瀬公民館」
地蔵尊

茶屋跡・切り通し

展望台

如意輪観音像
六字名号碑

中女鬼峠入口

浄
保
法
師
の
五
輪
塔

マメナシの木

太神宮寺
逢鹿瀬寺跡
太神宮寺
逢鹿瀬寺跡

新女鬼トンネル
伊勢自動車道

150
119

119

709

相鹿瀬地区から
清流・宮川を望む
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町の木

ウバメガシ

浮世絵でたどる東海道宿場町 ～三重の今昔物語～

表紙写真 関宿（亀山市）

町の花

ツツジ

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

シンボル
大紀町

■ お問い合わせ ■
大紀町役場　企画調整課　ＴＥＬ 0598-86-2214

＊市・町名の50音順に紹介しています。
＊シンボルを選定していない、もしくは鳥や魚などを選定している市町も一部あります。


