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り
の
あ
る
桑
名
藩
主
の
奥
方
の
菩
提
寺
だ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、山
門
扉
や
屋

根
瓦
な
ど
に
徳
川
家
の
家
紋
で
あ
る
三
ツ
葉

葵
を
入
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

参
勤
交
代
の
大
名
が
門
前
を
通
る
際
に
は
駕

籠
か
ら
降
り
て
一
礼
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

現
在
の
本
堂
な
ど
は
明
治
時
代
以
降
の
も
の

で
す
が
、山
門
前
に
は
以
前
の
本
堂
に
据
え
ら

れ
て
い
た
大
き
な
鬼
瓦
が
あ
り
、威
風
堂
々
と

し
た
当
時
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
浄
泉
坊
を
後
に
し
て
東
海
道
を
さ
ら
に
歩

　
今
回
の
散
策
の
起
点
は
、J
R「
朝
日
」駅
で

す
。
駅
か
ら
南
東
へ
と
延
び
る
道
を
少
し
歩

い
た
と
こ
ろ
で
、目
の
前
を
道
路
が
横
切
り
ま

す
。
こ
の
道
は
、か
つ
て
の
東
海
道
で
、江
戸

時
代
に
は
焼
き
蛤
売
り
の
茶
屋
な
ど
が
軒
を

連
ね
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
は
静
か
な

住
宅
地
の
中
を
続
く
東
海
道
を
北
へ
進
む
と
、

西
光
寺
と
浄
泉
坊
で
当
時
の
賑
わ
い
を
知
る

も
の
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
ず
、

西
光
寺
の
本
堂
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

半
鐘
で
、安
永
６（
１
７
７
７
）年
と
刻
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
一
方
、浄
泉
坊
は
徳
川
家
に
ゆ
か

く
と
、整
備
さ
れ
た
一
画
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

案
内
板
に
は「
橘
守
部
誕
生
地
遺
跡
」と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
橘 
守
部（
１
７
８
１
〜
１
８

４
９
）は
、江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
。
国
学

と
は『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』な
ど

の
古
典
研
究
か
ら
日
本
固
有
の
文
化
や
精
神

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
問
の
こ
と
で
、県
内

で
は
、本
居 

宣
長（
１
７
３
０
〜
１
８
０
１
）

や
、谷
川 

士
清（
１
７
０
９
〜
１
７
７
６
）が

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
小
向
に
生
ま
れ
た
守
部
は
、17
歳
で
江
戸
に

移
り
住
み
ま
す
。
21
歳
の
時
に
学
問
を
志
し
ま

す
が
、そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
の
は
60
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
。『
稜
威
道
別
』『
稜
威
言
別
』な
ど

た
し
て
い
ま
す
。

　
同
資
料
館
の
次
は
、方
向
を
西
へ
変
え
て
萬

古
焼
ル
ー
ツ
の
地
を
め
ざ
し
ま
す
が
、そ
の
前

に
立
ち
寄
り
た
い
の
が
、小
向
神
社
で
す
。

J
R
関
西
本
線
の
踏
切
を
渡
り
、北
へ
歩
く
と
、

深
い
緑
に
覆
わ
れ
た
同
神
社
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
毎
年
８
月
に
は
、裸
の
男
た
ち
が
火
の

付
い
た
松
明
で
た
た
き
合
う
と
い
う
勇
壮
な

「
八
王
子
祭
り
」が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

の
代
表
作
を
著
し
、香
川 

景
樹・平
田 

篤
胤・

伴 

信
友
と
と
も
に
天
保
の
国
学
四
大
家
の
一

人
に
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。な
お
、

同
誕
生
地
遺
跡
は
朝
日
町
役
場
の
北
西
に
あ

り
、役
場
入
口
前
に
は
、功
績
を
讃
え
た「
橘
守

部
翁
生
誕
之
地
碑
」が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

　
役
場
の
近
く
に
は
、国
の
登
録
有
形
文
化
財

の「
朝
日
町
資
料
館
」（
水・土
曜
日
開
館
）も
あ

り
ま
す
。
大
正
５（
１
９
１
６
）年
に
旧
朝
日

村
役
場
と
し
て
建
て
ら
れ
た
後
、昭
和
53（
１

９
７
８
）年
か
ら
は
、町
内
の
民
俗
資
料
を
中

心
に
展
示
す
る
資
料
館
と
し
て
の
役
割
を
果
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厳
か
な
雰
囲
気
の
中
、小
向
神
社
に
参
拝
し

た
後
、
少
し
南
へ
と
戻
る
と
「
名
谷
公
園
」と

い
う
案
内
板
に
気
が
付
き
ま
し
た
。こ
の
あ
た

り
一
帯
の
丘
陵
地
が
、名
谷（
山
）と
呼
ば
れ
た

と
こ
ろ
。
平
成
16（
２
０
０
４
）年
、公
園
周
囲

で
行
わ
れ
た
範
囲
確
認
調
査
の
結
果
、全
長
約

17
メ
ー
ト
ル
の
連
房
式
登
り
窯
と
推
定
さ
れ
る

遺
構
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
土
瓶
や
水
差
し

な
ど
の
遺
物
も
出
土
し
、「
萬
古
」「
有
節
」印
が

捺
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

「
有
節
萬
古
窯
跡
」と
し
て
県
の
史
跡
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、窯
跡
を
紹
介
す
る
案
内

あ
る
鍵
穴
状
の
小
型
丸
窯（
複
製
）は
、「
朝
日

町
歴
史
博
物
館
」で
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、朝
日
町
の
歴
史
や
文
化
財
を
一

堂
に
集
め
て
展
示
す
る
館
内
で
は
、有
節
の
優

れ
た
作
品
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
展
示

内
容
は
適
宜
変
更
さ
れ
ま
す
が
、こ
の
日
は

「
腥
臙
脂
釉
龍
文
輪
花
鉢
」と「
菊
花
文
急
須
」

を
見
学
で
き
ま
し
た
。

　
「
朝
日
町
歴
史
博
物
館
」で
、美
し
い「
有
節

萬
古
」に
魅
了
さ
れ
、朝
日
町
と
萬
古
焼
の
歴

史
を
お
さ
ら
い
し
た
後
は
、終
点
の
J
R「
朝

日
」駅
へ
と
戻
り
ま
す
が
、途
中
で
、柿
城
跡
に

板
の
傍
ら
に
は
、「
森
有
節
之
墓
」が
移
設
さ
れ
、

萬
古
焼
復
興
の
地
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

く
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、弄
山
が
築
い
た
と
い
う
窯
跡
は

ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、翌
年
に

少
し
離
れ
た
高
台
で
、全
長
約
13
メ
ー
ト
ル
の

土
壁
造
り
の
連
房
式
登
り
窯
や
鍵
穴
状
の
小

型
丸
窯
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、

弄
山
の
時
代
の「
古
萬
古
」と
同
時
期
に
該
当

す
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、住
宅
地
の
一
角
に
説
明
板
が
立
つ

だ
け
の「
古
萬
古
窯
跡
」で
す
が
、そ
の
一
部
で

寄
り
道
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
同
城
の
城

主
は
、戦
国
時
代
の
豪
族・沢
木 

宗
喜
で
し
た

が
、弘
治
３（
１
５
５
７
）年
に
近
江
の
佐
々
木

氏
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、城
跡
に
は

展
望
台
が
あ
り
、四
日
市
港
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

群
な
ど
を
眺
望
で
き
ま
し
た
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

□

三
重
郡
朝
日
町

柿
〜
小
向
周
辺

萬
古
焼
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
る

START

■ 行程図　所要時間／約1時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

　
土
鍋
や
急
須
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
萬
古
焼
は
、三
重
県
が
誇

る
ブ
ラ
ン
ド
の
一
つ
。主
な
製
造
地
は
四
日
市
市
を
中
心
と
す
る

地
域
で
、「
四
日
市
萬
古
焼
」が
国
の
伝
統
工
芸
品
、「
桑
名
萬
古

焼
」が
県
の
伝
統
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
ル
ー
ツ

と
な
る
窯
は
、現
在
の
朝
日
町
内
に
あ
り
ま
し
た
。桑
名
の
豪
商・

沼
波 

弄
山（
１
７
１
８
〜
１
７
７
７
）が
小
向
の
名
谷
に
築
き
、自

ら
の
作
品
に「
萬
古
不
易
」の
印
を
捺
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

　
弄
山
亡
き
後
、萬
古
焼
は
一
度
廃
絶
し
て
し
ま
い
ま
す
。そ
れ

を
惜
し
ん
だ
の
が
、桑
名
の
森 

有
節（
１
８
０
８
〜
１
８
８
２
）で

し
た
。有
節
は
、再
び
名
谷
に
窯
を
築
き
、見
事
に
復
興
さ
せ
た
こ

と
か
ら
、「
萬
古
焼
中
興
の
祖
」と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、萬
古
焼
発
祥
と
同
時
に
復
興
の
地
で
も
あ
る
小
向

周
辺
を
歩
き
ま
す
。す
る
と
、江
戸
時
代
の
国
学
者・橘 

守
部
の

誕
生
地
や
、由
緒
あ
る
寺
社
な
ど
、多
彩
な
歴
史
・
文
化
遺
産
に

も
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

＊
森 

有
節
の
名
は
世
襲
制
で
４
代
ま
で
続
き
ま
す
が
、
本
文
中
で
は
初
代
の
み

　

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

問
　

朝
日
町
役
場　
産
業
建
設
課

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
７
７ ‒ 

５
６
５
８

　
「
朝
日
町
歴
史
博
物
館
」

　
（
月
曜
日・祝
祭
日・毎
月
末
日
休
館
）

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
７
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６
１
１
１

東
海
道
沿
い
に
建
つ
名
刹

国
学
者・橘 

守
部
誕
生
の
地

萬
古
焼
復
興
の
地
か
ら

「
朝
日
町
歴
史
博
物
館
」へ

約100ｍ 約300ｍ 約100ｍ

お

ぶ
け

約300ｍ

約６００ｍ約６００ｍ 約2００ｍ約3００ｍ約2００ｍ
約3０ｍ西光寺 浄泉坊JR「朝日」駅 「橘守部誕生地遺跡」 「橘守部翁生誕之地碑」

「朝日町資料館」「有節萬古窯跡」「森有節之墓」「朝日町歴史博物館」 小向神社柿城跡

西光寺と
半鐘（小形の釣鐘）

浄泉坊

以前の本堂に据えられていた鬼瓦

「橘守部誕生地遺跡」（三重県指定史跡）16 「橘守部誕生地遺跡」（三重県指定史跡）

「森有節之墓」

「橘守部翁生誕之地碑」

「朝日町資料館」

小向神社

「名谷公園」 17「名谷公園」

「朝日町歴史博物館」外観

柿城跡に設置された展望台18 柿城跡に設置された展望台

菊の盛絵も見事な
「菊花文急須」

腥臙脂（鮮やかな桜色）が美しい
「腥臙脂釉龍文輪花鉢」

ぬ
な
み

え
き

ゆ
う
せ
つ

た
ち
ば
な
も
り
べ

ふ

お

ろ
う
ざ
ん

め
ん
だ
に

め
い
さ
つ

さ
い

じ
ょ
う
せ
ん

こ
う

は
ん
し
ょ
う

ぼ
う

じ

か

こ
と
す
が

か

か

た

が
わ

ば
ん
の
ぶ
と
も

ひ
ら

あ
つ
た
ね

め
ん
だ
に

ぼ
う

び
ん

ど

し
き

れ
ん

も
ん

む
ね

こ
う
じ

よ
し

り
ん

ば
ち

き
っ

も
ん
き
ゅ
う

か

す

か

ゆ
う
り
ゅ
う

じ

し
ょ
う
え
ん

げ
き

い 

つ 

の

い 

つ 

の

ち
わ
き

わ
き

こ
と

ご

至JR「桑名」駅

至JR「四日市」駅

西光寺

浄泉坊

「橘守部誕生地遺跡」

「橘守部翁生誕之地碑」

「朝日町資料館」

小向神社

「有節萬古窯跡」
「森有節之墓」

「朝日町
 歴史博物館」

柿城跡

JR「朝日」駅

朝日町公民館

66

66

朝日町役場

東 海 道

JR
関西
本線

名谷公園

東芝三重工場東芝三重工場

東芝三重工場東芝三重工場
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り
の
あ
る
桑
名
藩
主
の
奥
方
の
菩
提
寺
だ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、山
門
扉
や
屋

根
瓦
な
ど
に
徳
川
家
の
家
紋
で
あ
る
三
ツ
葉

葵
を
入
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

参
勤
交
代
の
大
名
が
門
前
を
通
る
際
に
は
駕

籠
か
ら
降
り
て
一
礼
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

現
在
の
本
堂
な
ど
は
明
治
時
代
以
降
の
も
の

で
す
が
、山
門
前
に
は
以
前
の
本
堂
に
据
え
ら

れ
て
い
た
大
き
な
鬼
瓦
が
あ
り
、威
風
堂
々
と

し
た
当
時
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
浄
泉
坊
を
後
に
し
て
東
海
道
を
さ
ら
に
歩

　
今
回
の
散
策
の
起
点
は
、J
R「
朝
日
」駅
で

す
。
駅
か
ら
南
東
へ
と
延
び
る
道
を
少
し
歩

い
た
と
こ
ろ
で
、目
の
前
を
道
路
が
横
切
り
ま

す
。
こ
の
道
は
、か
つ
て
の
東
海
道
で
、江
戸

時
代
に
は
焼
き
蛤
売
り
の
茶
屋
な
ど
が
軒
を

連
ね
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
は
静
か
な

住
宅
地
の
中
を
続
く
東
海
道
を
北
へ
進
む
と
、

西
光
寺
と
浄
泉
坊
で
当
時
の
賑
わ
い
を
知
る

も
の
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
ず
、

西
光
寺
の
本
堂
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

半
鐘
で
、安
永
６（
１
７
７
７
）年
と
刻
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
一
方
、浄
泉
坊
は
徳
川
家
に
ゆ
か

く
と
、整
備
さ
れ
た
一
画
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

案
内
板
に
は「
橘
守
部
誕
生
地
遺
跡
」と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
橘 

守
部（
１
７
８
１
〜
１
８

４
９
）は
、江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
。
国
学

と
は『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』な
ど

の
古
典
研
究
か
ら
日
本
固
有
の
文
化
や
精
神

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
問
の
こ
と
で
、県
内

で
は
、本
居 

宣
長（
１
７
３
０
〜
１
８
０
１
）

や
、谷
川 

士
清（
１
７
０
９
〜
１
７
７
６
）が

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
小
向
に
生
ま
れ
た
守
部
は
、17
歳
で
江
戸
に

移
り
住
み
ま
す
。
21
歳
の
時
に
学
問
を
志
し
ま

す
が
、そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
の
は
60
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
。『
稜
威
道
別
』『
稜
威
言
別
』な
ど

た
し
て
い
ま
す
。

　
同
資
料
館
の
次
は
、方
向
を
西
へ
変
え
て
萬

古
焼
ル
ー
ツ
の
地
を
め
ざ
し
ま
す
が
、そ
の
前

に
立
ち
寄
り
た
い
の
が
、小
向
神
社
で
す
。

J
R
関
西
本
線
の
踏
切
を
渡
り
、北
へ
歩
く
と
、

深
い
緑
に
覆
わ
れ
た
同
神
社
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
毎
年
８
月
に
は
、裸
の
男
た
ち
が
火
の

付
い
た
松
明
で
た
た
き
合
う
と
い
う
勇
壮
な

「
八
王
子
祭
り
」が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

の
代
表
作
を
著
し
、香
川 

景
樹・平
田 

篤
胤・

伴 

信
友
と
と
も
に
天
保
の
国
学
四
大
家
の
一

人
に
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。な
お
、

同
誕
生
地
遺
跡
は
朝
日
町
役
場
の
北
西
に
あ

り
、役
場
入
口
前
に
は
、功
績
を
讃
え
た「
橘
守

部
翁
生
誕
之
地
碑
」が
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

　
役
場
の
近
く
に
は
、国
の
登
録
有
形
文
化
財

の「
朝
日
町
資
料
館
」（
水・土
曜
日
開
館
）も
あ

り
ま
す
。
大
正
５（
１
９
１
６
）年
に
旧
朝
日

村
役
場
と
し
て
建
て
ら
れ
た
後
、昭
和
53（
１

９
７
８
）年
か
ら
は
、町
内
の
民
俗
資
料
を
中

心
に
展
示
す
る
資
料
館
と
し
て
の
役
割
を
果
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厳
か
な
雰
囲
気
の
中
、小
向
神
社
に
参
拝
し

た
後
、
少
し
南
へ
と
戻
る
と
「
名
谷
公
園
」と

い
う
案
内
板
に
気
が
付
き
ま
し
た
。こ
の
あ
た

り
一
帯
の
丘
陵
地
が
、名
谷（
山
）と
呼
ば
れ
た

と
こ
ろ
。
平
成
16（
２
０
０
４
）年
、公
園
周
囲

で
行
わ
れ
た
範
囲
確
認
調
査
の
結
果
、全
長
約

17
メ
ー
ト
ル
の
連
房
式
登
り
窯
と
推
定
さ
れ
る

遺
構
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
土
瓶
や
水
差
し

な
ど
の
遺
物
も
出
土
し
、「
萬
古
」「
有
節
」印
が

捺
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

「
有
節
萬
古
窯
跡
」と
し
て
県
の
史
跡
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、窯
跡
を
紹
介
す
る
案
内

あ
る
鍵
穴
状
の
小
型
丸
窯（
複
製
）は
、「
朝
日

町
歴
史
博
物
館
」で
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、朝
日
町
の
歴
史
や
文
化
財
を
一

堂
に
集
め
て
展
示
す
る
館
内
で
は
、有
節
の
優

れ
た
作
品
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
展
示

内
容
は
適
宜
変
更
さ
れ
ま
す
が
、こ
の
日
は

「
腥
臙
脂
釉
龍
文
輪
花
鉢
」と「
菊
花
文
急
須
」

を
見
学
で
き
ま
し
た
。

　
「
朝
日
町
歴
史
博
物
館
」で
、美
し
い「
有
節

萬
古
」に
魅
了
さ
れ
、朝
日
町
と
萬
古
焼
の
歴

史
を
お
さ
ら
い
し
た
後
は
、終
点
の
J
R「
朝

日
」駅
へ
と
戻
り
ま
す
が
、途
中
で
、柿
城
跡
に

板
の
傍
ら
に
は
、「
森
有
節
之
墓
」が
移
設
さ
れ
、

萬
古
焼
復
興
の
地
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

く
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、弄
山
が
築
い
た
と
い
う
窯
跡
は

ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、翌
年
に

少
し
離
れ
た
高
台
で
、全
長
約
13
メ
ー
ト
ル
の

土
壁
造
り
の
連
房
式
登
り
窯
や
鍵
穴
状
の
小

型
丸
窯
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、

弄
山
の
時
代
の「
古
萬
古
」と
同
時
期
に
該
当

す
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、住
宅
地
の
一
角
に
説
明
板
が
立
つ

だ
け
の「
古
萬
古
窯
跡
」で
す
が
、そ
の
一
部
で

寄
り
道
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
同
城
の
城

主
は
、戦
国
時
代
の
豪
族・沢
木 

宗
喜
で
し
た

が
、弘
治
３（
１
５
５
７
）年
に
近
江
の
佐
々
木

氏
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、城
跡
に
は

展
望
台
が
あ
り
、四
日
市
港
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

群
な
ど
を
眺
望
で
き
ま
し
た
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

□

三
重
郡
朝
日
町

柿
〜
小
向
周
辺

萬
古
焼
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
る

START

■ 行程図　所要時間／約1時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

　
土
鍋
や
急
須
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
萬
古
焼
は
、三
重
県
が
誇

る
ブ
ラ
ン
ド
の
一
つ
。主
な
製
造
地
は
四
日
市
市
を
中
心
と
す
る

地
域
で
、「
四
日
市
萬
古
焼
」が
国
の
伝
統
工
芸
品
、「
桑
名
萬
古

焼
」が
県
の
伝
統
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
ル
ー
ツ

と
な
る
窯
は
、現
在
の
朝
日
町
内
に
あ
り
ま
し
た
。桑
名
の
豪
商・

沼
波 

弄
山（
１
７
１
８
〜
１
７
７
７
）が
小
向
の
名
谷
に
築
き
、自

ら
の
作
品
に「
萬
古
不
易
」の
印
を
捺
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

　
弄
山
亡
き
後
、萬
古
焼
は
一
度
廃
絶
し
て
し
ま
い
ま
す
。そ
れ

を
惜
し
ん
だ
の
が
、桑
名
の
森 

有
節（
１
８
０
８
〜
１
８
８
２
）で

し
た
。有
節
は
、再
び
名
谷
に
窯
を
築
き
、見
事
に
復
興
さ
せ
た
こ

と
か
ら
、「
萬
古
焼
中
興
の
祖
」と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、萬
古
焼
発
祥
と
同
時
に
復
興
の
地
で
も
あ
る
小
向

周
辺
を
歩
き
ま
す
。す
る
と
、江
戸
時
代
の
国
学
者・橘 

守
部
の

誕
生
地
や
、由
緒
あ
る
寺
社
な
ど
、多
彩
な
歴
史
・
文
化
遺
産
に

も
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

＊
森 

有
節
の
名
は
世
襲
制
で
４
代
ま
で
続
き
ま
す
が
、
本
文
中
で
は
初
代
の
み

　

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
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朝
日
町
役
場　
産
業
建
設
課
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「
朝
日
町
歴
史
博
物
館
」

　
（
月
曜
日・祝
祭
日・毎
月
末
日
休
館
）
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Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
７
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６
１
１
１

東
海
道
沿
い
に
建
つ
名
刹

国
学
者・橘 

守
部
誕
生
の
地

萬
古
焼
復
興
の
地
か
ら

「
朝
日
町
歴
史
博
物
館
」へ

約100ｍ 約300ｍ 約100ｍ

お

ぶ
け

約300ｍ

約６００ｍ約６００ｍ 約2００ｍ約3００ｍ約2００ｍ
約3０ｍ西光寺 浄泉坊JR「朝日」駅 「橘守部誕生地遺跡」 「橘守部翁生誕之地碑」

「朝日町資料館」「有節萬古窯跡」「森有節之墓」「朝日町歴史博物館」 小向神社柿城跡

西光寺と
半鐘（小形の釣鐘）

浄泉坊

以前の本堂に据えられていた鬼瓦

「橘守部誕生地遺跡」（三重県指定史跡）16 「橘守部誕生地遺跡」（三重県指定史跡）

「森有節之墓」

「橘守部翁生誕之地碑」

「朝日町資料館」

小向神社

「名谷公園」 17「名谷公園」

「朝日町歴史博物館」外観

柿城跡に設置された展望台18 柿城跡に設置された展望台

菊の盛絵も見事な
「菊花文急須」

腥臙脂（鮮やかな桜色）が美しい
「腥臙脂釉龍文輪花鉢」

ぬ
な
み

え
き

ゆ
う
せ
つ

た
ち
ば
な
も
り
べ

ふ

お

ろ
う
ざ
ん

め
ん
だ
に

め
い
さ
つ

さ
い

じ
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せ
ん

こ
う

は
ん
し
ょ
う

ぼ
う

じ

か

こ
と
す
が

か

か

た

が
わ

ば
ん
の
ぶ
と
も

ひ
ら

あ
つ
た
ね

め
ん
だ
に

ぼ
う

び
ん

ど

し
き

れ
ん

も
ん

む
ね

こ
う
じ

よ
し

り
ん

ば
ち

き
っ

も
ん
き
ゅ
う

か

す

か

ゆ
う
り
ゅ
う

じ

し
ょ
う
え
ん

げ
き

い 

つ 

の

い 

つ 

の

ち
わ
き

わ
き

こ
と

ご

至JR「桑名」駅

至JR「四日市」駅

西光寺

浄泉坊

「橘守部誕生地遺跡」

「橘守部翁生誕之地碑」

「朝日町資料館」

小向神社

「有節萬古窯跡」
「森有節之墓」

「朝日町
 歴史博物館」

柿城跡

JR「朝日」駅

朝日町公民館
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朝日町役場

東 海 道

JR
関西
本線

名谷公園

東芝三重工場東芝三重工場

東芝三重工場東芝三重工場




