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戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、全
国
各
地

で
近
世
城
郭
が
築
か
れ
ま
し
た
。
武
将
た
ち
は
、本

丸・二
之
丸・三
之
丸
な
ど
に
郭
を
区
分
し
、天
守（
閣
）

や
櫓
を
設
け
、周
囲
に
石
垣
を
め
ぐ
ら
せ
た
の
で
す
。

　
三
重
県
内
に
も
多
く
の
城
郭
が
整
備
さ
れ
ま
し
た

が
、築
城
当
時
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
の
は
、石
垣
や

櫓
な
ど
ご
く
わ
ず
か
で
す
。
そ
れ
で
も
、築
城
に
携
わ

っ
た
武
将
た
ち
の
想
い
や
歴
史
的
背
景
を
知
る
と
、感

慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
最
近
で
は
、御
城
印
を
発
行
す
る
城
が
増
え
て
き

ま
し
た
。
御
城
印
と
は
登
城
の
記
念
証
の
こ
と
で
、城

名
を
記
し
た
シ
ン
プ
ル
な
も
の
か
ら
、凝
っ
た
イ
ラ
ス

ト
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
と
連
動
し
た
も
の
ま
で
、種
類
も

多
彩
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
回
は
、三
重
県
内
で

御
城
印
を
発
行
し
て
い
る
６
か
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

特 集

御
城
印
の
あ
る
、三
重
の
城
郭
め
ぐ
り

御
城
印
の
あ
る
、三
重
の
城
郭
め
ぐ
り

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美
・
中
村 

元
美
・
堀
口 

裕
世
・
中
川 

絵
美
子

撮
影
…
…
…
梅
川 

紀
彦
・
尾
之
内 

孝
昭
・
中
村 

元
美

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

各
御
城
印
の
販
売
に
関
し
て
は
、販
売
場
所・販
売
時
間・料
金・販
売
方
法

な
ど
に
違
い
が
あ
り
、状
況
に
応
じ
て
延
期・休
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

＊

北
に
三
之
丸
を

配
置
し
た
ほ
か
、

城
下
町
も
整
備
。

こ
れ
は〝
慶
長
の

町
割
〞と
呼
ば
れ

ま
す
。
そ
の
後
、

５
代
藩
主
の
こ
ろ
に
全
体
の
整
備
が
完
成
。 〝
海

道
の
名
城
〞と
う
た
わ
れ
ま
し
た
が
、元
禄
14

（
１
７
０
１
）年
に
四
重
六
階
の
天
守
閣
が
大

火
で
焼
失
。
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
「
桑
名
に
は
お
城
が
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

御
城
印
発
行
後
は
、少
し
ず
つ
意
識
が
変
わ
っ

て
き
た
の
を
実
感

し
て
い
ま
す
」と
話

す
の
は
、桑
名
市
観

光
協
会
の
渡
辺 

さ

や
か
さ
ん
で
す
。お

話
の
御
城
印
は
、忠

　
色
鮮
や
か
な
ツ
ツ
ジ
が
咲
き
競
う
こ
ろ
、花

の
名
所
と
し
て
親
し
ま
れ
る「
九
華
公
園
」を

散
策
し
て
い
る
と
、天
守
台
跡
や
辰
巳
櫓
跡
な

ど
に
加
え
て
、築
城
に
関
わ
っ
た
関
係
者
が
家

紋
や
家
印
な
ど
を
石
に
刻
ん
だ「
刻
印
石
」を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
実
は
同
園
は
、桑

名
城
の
本
丸
跡
と
二
之
丸
跡
を
整
備
し
た
公

園
な
の
で
す
。

　
桑
名
城
を
近
世
城
郭
へ
と
整
え
た
の
は
、本

多 

忠
勝
で
す
。
忠
勝
は
、徳
川 

家
康
の
忠
臣

で〝
徳
川
四
天
王
〞と
た
た
え
ら
れ
た
武
将
。

慶
長
６（
１
６
０
１
）年
に
初
代
桑
名
藩
主
に

な
る
と
、本
丸
を
中
心
と
し
て
南
に
二
之
丸
、

勝
公
入
封
４
２
０
年
を
記
念
し

て
第
１
版
が
発
売
さ
れ
、現
在

は
第
２
版
と
第
３
版
が「
桑
名

市
物
産
観
光
案
内
所
」「
住
吉
浦

休
憩
施
設
」「
宿
場
の
茶
店
ハ
ジ

メ
」で
発
売
中
で
す
。 第
３
版
は

千
社
札
と
の
セ
ッ
ト
販
売
。
第
２
版
は
ス
マ

ホ
ア
プ
リ「
桑
名
城
探
訪
」と
連
動
し
、御
城
印

を
読
み
込
む
と
、天
守
閣
の
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
が
浮
か

ぶ
趣
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お「
桑
名
城
探

訪
」は
、指
定
の
場
所
で
ス
マ
ホ
を
か
ざ
す
と
、

在
り
し
日
の
城
や
城
下
町
の
姿
を
Ｖ
Ｒ
や
Ａ

Ｒ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
今
後
は
、「
桑
名
へ
お
城
を
見
に
行
こ
う
」と

い
う
人
が
増
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

さ
ん
ば
し

桑
名
城
跡

【
桑
名
市
吉
之
丸
】

た
だ
か
つ

本
多 

忠
勝
が
築
い
た
天
守
閣
が
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
で
浮
か
び
上
が
る

桑
名
市
物
産
観
光
案
内
所

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

２
１ ‒ 

５
４
１
６

お
問
い
合
わ
せ

＊
V
Ｒ
と
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
仮
想

的
空
間
な
ど
を
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
疑
似
体
験
で
き

る
仕
組
み
で
、〝
仮
想
現
実
〞と
称
さ
れ
ま
す
。

＊
Ａ
Ｒ
と
は
、現
実
の
風
景
に
デ
ジ
タ
ル
な
情
報
を
付
加
し
て

表
示
す
る
技
術
の
こ
と
で
、〝
拡
張
現
実
〞と
称
さ
れ
ま
す
。

＊

＊

ＡＲや３ＤＣＧと連動した
御城印 第２版

九華公園（桑名市吉之丸）九華公園（桑名市吉之丸）

３ＤＣＧで浮かび上がった
天守閣

「柿安コミュニティパーク」内
に建つ本多 忠勝像

本多 忠勝の墨絵が
描かれた御城印 第３版

き
ゅ
う
か

み

た
つこ

く

せ
き

か
い

ど
う

あ

ふ
だ

く
る
わ

じ
ゃ

せ
ん

い
ん や

ぐ
ら

け
い
ち
ょ
う



　
伊
賀
鉄
道「
上
野
市
」駅
か

ら
、伊
賀
上
野
城
め
ざ
し
て

緩
や
か
な
坂
道
を
上
っ
て
い

く
と
、
10
分
程
度
で
三
層
の

大
天
守
と
二
層
の
小
天
守
が

姿
を
現
し
ま
す
。
そ
の
流
麗

な
た
た
ず
ま
い
か
ら〝
白
鳳

城
〞と
称
さ
れ
る
両
天
守
は
、 

昭
和
10（
１
９
３
５
）年
に
完

成
し
た
模
擬
天
守
。地
元
出

身
の
代
議
士
の
川
崎 

克
氏

が
、伊
賀
の
文
化
や
産
業
を

盛
ん
に
す
る
こ
と
を
目
的
に

復
興
し
ま
し
た
。

　
同
城
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、

こ
の
模
擬
天
守
以
前
に
、２

つ
の
天
守
閣
が
存
在
し
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。 

１
つ
目
を
手
掛
け
た
の

は
、筒
井 

定
次
。
天
正
13（
１
５
８
５
）年
に

城
主
と
な
っ
た
定
次
は
、豊
臣 

秀
吉
の
命
を

受
け
、大
坂（
現
在
の
大
阪
）を
守
る
た
め
の
近

世
城
郭
を
整
え
、本
丸
の
東
側
に
三
層
の
天
守

閣
を
築
き
ま
し
た
。
そ
し
て
２
つ
目
を
築
い

た
の
が
藤
堂 

高
虎
で
す
。
慶
長
13（
１
６
０

８
）年
に
伊
賀・伊
勢
二
国
の
城
主
と
な
っ
た

時
、大
坂
に
は
ま
だ
秀
吉
の
息
子
の
秀
頼
が
い

て
、一
触
即
発
の
状
態
。そ
こ
で
徳
川 

家
康
は
、

信
任
厚
く
築
城
の
名
手
で
も
あ
る
高
虎
に
、大

坂
に
対
峙
す
る
た
め
の
城
づ
く
り
を
任
せ
た

の
で
す
。
高
虎
は
、平
和
な
時
に
は
津
城
、非

常
事
態
に
は
伊
賀
上
野
城
を
居
城
に
す
る
た

め
、同
16（
１
６
１
１
）年
に
大
改
修
に
着
手
。

定
次
が
築
い
た
本
丸
を
西
に
拡
張
し
、高
さ
約

30
メ
ー
ト
ル
の
高
石
垣
を
め
ぐ
ら
せ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、五
層
の
天
守
閣
を
築
き
ま
し
た
が
、

翌
年
、当
地
を
襲
っ
た
大
暴
風
の
た
め
に
倒
壊
。

そ
の
後
、豊
臣
方
が
破
れ
た
た
め
、天
守
閣
が

再
建
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
同
城
の
御
城
印
は
、大
天
守
入
口
の
受
付
で

購
入
可
能
で
す
。
管
理
運
営
を
行
う
公
益
財

団
法
人 

伊
賀
文
化
産
業
協
会
の
福
田 

和
幸

さ
ん
に
お
話
を
伺
う
と
、「
伊
賀
上
野
城
」の

墨
字
に
藤
堂
蔦
の
家
紋
を
重
ね
た
御
城
印
の

ほ
か
に
、武
将
印（
武
将
の
名
前
や
花
押
な
ど

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
）が
あ
り
、高
虎
の
書

状
か
ら
署
名
と
黒
印（
墨
を
用
い
て
押
印
し
た

印
判
）を
写
し
と
り「
黒
漆
塗
唐
冠
形
兜
」の

写
真
を
加
え
た
と
の
こ
と
。
な
お
、「
黒
漆
塗

唐
冠
形
兜
」と
は
、高
虎
が
秀
吉
か
ら
拝
領
し

た
と
伝
わ
り
、
藤
堂
玄
蕃
家
で
所
蔵
し
て
い

た
も
の
で
、
大
天
守
１
階
で
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
城
主
ゆ
か
り
の
兜
を
含
む
数
多
く
の

武
具
や
調
度
品
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
ま

し
た
。

あ
り
ま
し
た
。

　
大
天
守
を
後
に
し
た
ら
、小
天
守
内
の「
忍

び
井
戸
」や
高
石
垣
も
必
見
で
す
。
前
者
は
籠

城
に
備
え
て
掘
っ
た
と
さ
れ
る
井
戸
で
、そ
の

深
さ
は
約
9
メ
ー
ト
ル
。
抜
け
穴
も
あ
っ
た
と

伝
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
後
者
は
、高
虎
が
め
ぐ

ら
せ
た
石
垣
で
、下
を
見
る
と
足
元
が
す
く
む

思
い
が
し
ま
し
た
。

　
伊
賀
上
野
城
跡
一
帯
は「
上
野
公
園
」と
し

て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
度
訪
れ
て
も
新

た
な
発
見
と
感
動
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
大
天
守
の
１
階
と
２
階
は
展
示
ス
ペ
ー
ス

に
な
っ
て
い
て
、ほ
か
に
も
絵
図
や
解
説
文
な

ど
で
、激
動
の
時
代
を
自
ら
の
力
と
知
恵
で
駆

け
抜
け
た
高
虎
の
姿
が
わ
か
り
や
す
く
解
説

さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、本
年
度
の
企
画
展「
ど

う
す
る
家
康・こ
う
す
る
高
虎
！
〜
家
康
を
支

え
た
高
虎
の
仕
事
〜
」（
12
月
24
日（
日
）ま
で
）

で
は
、高
虎
が
家
康
や
秀
忠
に
も
信
任
を
得
た

経
緯
が
、具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
紹

介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
見
ど
こ
ろ
の
多
い
大

天
守
は
、３
階
か
ら
の
眺
望
も
格
別
。
東
西
南

北
す
べ
て
の
窓
か
ら
、山
並
み
を
望
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、天
井
を
彩
る
横
山 

大

観
な
ど
が
描
い
た
大
色
紙
46
枚
も
見
応
え
が

4

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

3

伊
賀
上
野
城
【
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
】

公
益
財
団
法
人 

伊
賀
文
化
産
業
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

３
１
４
８

お
問
い
合
わ
せ

御城印40枚が収納
できるオリジナル
御城印帳

武将印（和泉守 
高虎）の自筆と
黒印の影印

※

は
く

も

ぎ

か
つ

ひ
も

な
り
か
ぶ
と

と
う

く
ろ
う
る
し
ぬ
り

げ
ん
ば

つ
た

か
ん

か
ん

た
い

さ
だ
つ
ぐ

た
い
じ

と

ほ
う

じ
ょ
う

か
ぶ
と

白壁が青空に映える大天守（右側）と小天守

藤堂家の家紋（藤堂蔦）
があしらわれた御城印

「黒漆塗唐冠形兜」（県指定文化財）

１メートル四方の大色紙が彩る３階の格天井

「忍び井戸」

高石垣

築
城
の
名
手
、藤
堂 

高
虎
の
署
名
と
兜
が

モ
チ
ー
フ
の
武
将
印
も
発
行



　
〝
豪
商
の
ま
ち
〞の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
松
阪
市
で
す
が
、

本
来
は
城
下
町
。
天
正
16

（
1
5
8
8
）年
、戦
国
武
将

の
蒲
生 

氏
郷
が
四
五
百
森

を
拓
き
、城
や
城
下
の
町
々

を
築
い
て
入
府
し
ま
し
た
。

古
く
は〝
松
坂
〞と
表
記
さ
れ
、

地
名
は
明
治
22（
1
8
8
9
）

年
の
町
制
施
行
の
際
に〝
松

阪
〞に
統
一
さ
れ
ま
し
た
が
、

城
の
名
は
、今
も〝
松
坂
城
〞

で
す
。

　
氏
郷
は
、織
田 
信
長
に
そ

の
資
質
を
見
い
だ
さ
れ
、千

利
休
か
ら
は「
文
武
二
道
の

御
大
将
」と
賞
さ
れ
た
人
物
。

武
者
隠
し
の
あ
る
ジ
グ
ザ
グ
の
街
路
や
、町
の

外
側
に
寺
を
並
べ
る
な
ど
、城
と
町
を
守
る
構

え
と
と
も
に
、町
の
中
央
に
伊
勢
街
道
を
通
し
、

出
身
地
で
あ
る
近
江
日
野
な
ど
か
ら
商
人
を

誘
致
し
、「
十
楽
」と
呼
ば
れ
る
自
由
な
取
引
の

制
度
を
敷
く
な
ど
商
い
の
振
興
を
図
り
ま
し

た
。
平
和
な
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
発
展
を

見
越
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
し
た
の
で
す
。

　
松
坂
開
府
の
2
年
後
に
は
会
津
黒
川
へ
移

封
と
な
り
ま
す
が
、地
元
で
は
名
君
と
し
て
愛

さ
れ
、今
も
、毎
年
11
月
3
日
の「
氏
郷
ま
つ
り
」

で
は
、氏
郷
に
扮
し
た
市
民
等
が
銀
の『
鯰
尾

兜
』を
か
ぶ
っ

て
騎
馬
で
町

を
進
む
、武

者
行
列
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
松
坂
城
は
、美
し
い
曲
線
を
描
い
て
連
な
る

石
垣
が
印
象
的
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
、二
ノ

丸
か
ら
見
下
ろ
せ
る
御
城
番
屋
敷
や
、市
民
病

院
が
あ
る
場
所
な
ど
も
広
く
三
ノ
丸
と
呼
ば

れ
、土
塁
と
堀
に
囲
ま
れ
た
城
の
域
内
で
し
た
。

天
守
閣
は
、

正
保
元（
１

６
４
４
）年

に
大
風（
台

風
）で
倒
壊

し
た
と
い

わ
れ
、城
閣

の
建
物
は

現
存
し
て

い
ま
せ
ん
。

　
松
坂
城
の
御
城
印
は
、「
松
坂
城
跡
」の
墨
文

字
に
蒲
生
家
の
紋
章・む
か
い
鶴
が
赤
く
レ
イ

ア
ウ
ト
さ
れ
た
も
の
で
、「
豪
商
の
ま
ち 

松
阪

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
」（
松
阪
市
魚
町
）や「
松

阪
駅
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
」（
松
阪
市
京
町
）、

松
阪
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館（
松
阪
公
園
内
）、

ま
つ
さ
か
交
流
物
産
館（
松
阪
市
京
町
）で
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。「
豪
商
の
ま
ち
松
阪 
観

光
交
流
セ
ン
タ
ー
」

に
は
、松
阪
商
人
で

あ
っ
た「
株
式
会
社

小
津
商
店
」の
小
津

和
紙
を
用
い
た
御

城
印
や
、
越
前
和

紙
の
も
の
も
あ
り

ま
す
。 ま
た
、武
人

画
師・こ
う
じ
ょ
う

雅
之
さ
ん
に
よ
る

「
蒲
生
氏
郷
公 

武

将
印
」も
人
気
で
す
。

　
現
在
は
、公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、「
松
阪
市

立
歴
史
民
俗
資
料
館
」（
二
階
に「
小
津
安
二
郎

松
阪
記
念
館
」を
併
設
）や「
本
居
宣
長
記
念

館
」、「
鈴
屋
」な
ど
が
あ
り
、二
ノ
丸
の
藤
棚
、

各
所
の
桜
、銀
杏
な
ど
四
季
折
々
に
美
し
く
、

人
々
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
こ
の
城
跡
は
、大
正
時
代
の
作
家・梶

井 

基
次
郎
が
大
正
14（
1
9
2
5
）年
に
発
表

し
た『
城
の
あ
る
町
に
て
』の
舞
台
と
さ
れ
、月

見
櫓
跡
に
記
念
碑
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

「
今
、空
は
悲
し
い
ま
で
晴
れ
て
い
た
。
そ
し

て
そ
の
下
に
町
は
甍
を
並
べ
て
い
た
…
」と
城

の
上
か
ら
見
た
風
景
の
描
写
部
分
が
彫
ら
れ
、

そ
の
言
葉
は
年
月
を
経
た
ま
ち
の
景
色
へ
の

感
慨
を
誘
い
ま
す
。
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印
の
写
真
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ら
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だ
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松
坂
城
跡

【
松
阪
市
殿
町
】

「
豪
商
の
ま
ち
松
阪  

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
」

Ｔ
Ｅ
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０
５
９
８ ‒ 

２
５ ‒ 

６
５
６
５

お
問
い
合
わ
せ

※

※

も
り

な
ま
ず
お
の

か
ぶ
と

つ
き

す
ず
の
や

み
や
ぐ
ら

い
ら
か

よ  

い  

ほ  

の

う
じ
さ
と

文
武
両
道
の
名
君・氏
郷
公
が
開
い
た〝
豪
商
の
ま
ち
〞

二ノ丸下の石垣

松坂城の御城印

二ノ丸から見た御城番屋敷武者行列の氏郷公「豪商のまち松阪  観光交流センター」

月見櫓跡付近には売店も

松阪市立歴史民俗資料館（小津安二郎松阪記念館）

銀杏が多く、秋には黄色く染まる
「本居宣長記念館」内

「蒲生氏郷公 武将印」



　
大
和
方
面
と
伊
勢
を
結
ぶ

「
初
瀬
街
道
」、伊
勢
神
宮
と

熊
野
三
山
を
結
ぶ「
熊
野
街

道
」の
分
岐
に
あ
た
る
玉
城

町
田
丸
。
古
く
か
ら
陸
上
交

通
の
要
地
と
し
て
発
達
し
て

き
ま
し
た
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル

的
な
存
在
が
田
丸
城
で
す
。

　
「
こ
こ
は
伊
勢
平
野
最
南

端
の
丘
陵（
標
高
約
50
メ
ー
ト

ル
）に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
地

形
を
活
か
し
て
、南
北
朝
時

代
の
延
元
元（
１
３
３
６
）年
、

北
畠 

親
房
が
南
勢
支
配
の

拠
点
と
し
て
山
城（
砦
）を
築

い
た
の
が
田
丸
城
の
は
じ
ま

り
で
す
」と
玉
城
町
教
育
委

員
会
の
学
芸
員・田
中 

孝
佳
吉
さ
ん
。
戦
国

時
代
に
は
織
田 

信
長
の
伊
勢
侵
攻
に
よ
り
、

天
正
３（
１
５
７
５
）年
に
信
長
の
次
男・信
雄

が
田
丸
城
に
入
城
し
ま
す
。
そ
の
際
、田
丸
城

を
石
垣
や
三
層
の
天
守
を
も
つ
城
へ
と
改
修

し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
８
年
後
に
放
火
に

よ
り
焼
失
。
信
雄
は
松
ヶ
島
城（
松
阪
市
）へ

移
り
、天
正
12（
１
５
８
４
）年
に
は
北
畠
一
族

で
あ
っ
た
田
丸 

直
昌
が
城
主
に
返
り
咲
き
ま

し
た
。
直
昌
が
東
北
へ
移
っ
て
か
ら
は
、関
ヶ

原
合
戦
で
戦
功
を
挙
げ
た
稲
葉 

道
通
が
城
主

と
な
り
、城
の
再
建・改
築
に
取
り
組
み
ま
す
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
田
丸
は
紀
州
藩
徳
川
家

領
と
な
り
、元
和
５（
１
６
１
９
）年
よ
り
徳
川

家
家
老
の
久
野
氏
が
代
々
、田
丸
城
主
を
務
め

ま
し
た
。
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
廃
城
令
に

よ
り
、城
門
を
は
じ
め
全
て
の
城
郭
建
造
物
の

解
体・処
分
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、天

守
台
や
石
垣
、外
堀
、内
堀
、堀
切
、空
堀
な
ど

の
遺
構
が
整
備
さ
れ
、他
所
へ
移
築
さ
れ
て
い

た「
富
士
見
門
」、三
の
丸
の
奥
書
院
な
ど
も
再

度
移
築
さ
れ
る
な
ど
、
往
時
の
面
影
を
偲
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
城
跡
を
歩
く
と
、自
然
の
地
形
を
活
か
し

て
土
塁
や
堀
を
築
い
た
中
世
城
郭
の
姿
と
、戦

国
時
代
よ
り
発
達
し
た
石
垣
造
の
近
世
城
郭

の
姿
の
両
方
が
見
ら
れ
、城
づ
く
り
の
変
遷
が

見
て
感
じ
取
れ
ま
す
よ
」と
田
中
さ
ん
。

　

公
益
財
団
法
人
日
本
城
郭
協
会
に
よ
っ
て

「
続
日
本
１
０
０
名
城
」に
選
定
さ
れ
て
か
ら
は

全
国
か
ら
年
間
３
０
０
０
人
以
上
の
人
が
訪

れ
、そ
の
美
し
い
石
垣
に
魅
了
さ
れ
る
人
も
多

い
と
い
い
ま
す
。「
石
垣
は
積
み
方
か
ら
造
ら

れ
た
時
代
が
判
断
で
き
ま
す
。
改
修
を
繰
り

返
し
て
い
る
の
で
、石
垣
を
よ
く
観
察
す
る
と
、

自
然
の
石
を
加
工
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
積
み
上

げ
る
最
も
歴
史
の
古
い
野
面
積
み
、江
戸
末
期

伊
勢
和
紙
を
使
用
し
た
季
節
の
御
城
印（
数
量

限
定
）の
販
売
も
行
っ
て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン

は
春
夏
秋
冬
４
種
類
あ
り
、春
は
桜
と
メ
ジ
ロ
、

夏
は
蓮
に
ト
ン
ボ
、秋
は
カ
ラ
ス
ウ
リ
、冬
は

椿
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
城
郭
内
で
み
ら
れ
る
動
植

物
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
近
く
に
は
江
戸
時
代
の
田
丸
城
主・久

野
家
の
家
老
が
建
築
し
た
茶
室
兼
別
邸「
玄
甲

舎
」も
あ
り
、築
１
７
０
年
以
上
の
数
寄
屋
造

り
が
そ
の
ま
ま
に
整
備
さ
れ
見
学
も
で
き
る

の
で
、合
わ
せ
て
訪
れ
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。

か
ら
主
流
に
な
っ
た
落
し
積
み
な
ど
、さ
ま
ざ

ま
な
時
代
の
石
垣
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
」。

　
ま
た
城
郭
内
に
あ
る「
村
山
龍
平
記
念
館
」

の
２
階
展
示
室
で
は
、城
下
町
の
ジ
オ
ラ
マ
や

田
丸
城
の
復
元
模
型
な
ど
が
あ
り
、在
り
し
日

の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
城
跡

で
は
春
は
桜
や
梅
、夏
は
大
賀
蓮
、秋
は
紅
葉

が
美
し
く
、遊
歩
道
を
歩
い
て
四
季
折
々
の
自

然
を
感
じ
た
り
、天
守
跡
か
ら
伊
勢
平
野
を
一

望
し
た
り
…
思
い
思
い
に
散
策
を
楽
し
む
の

も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
田
丸
城
跡
の
御
城
印
は
、「
村
山
龍
平
記
念

館
」で
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

通
常
バ
ー

ジ
ョン（
無
料
）は
自
分
で
押
す
こ
と
が
で
き
、
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戦
国
時
代
か
ら
多
く
の
武
将
が
居
城
し
た
名
城

町を一望できる天守跡。 織田 信雄が３層の天守を建てたと言われる。

田丸城の御城印

季節の御城印

田丸城の復元模型（村山龍平記念館）

城の正面入り口にあたる本丸虎口

「富士見門」（江戸時代中期）

は

か

た

よ
し

せ
ち
か

の

あ

づ
ら

り
ょ
う
へい

づ

ふ
さ

お
お

は
す

が

の
ぶ
か
つ

み
ち
と
お



　
国
替
え
に
よっ

て
九
鬼
氏
が
鳥

羽
を
離
れ
た
江

戸
時
代
初
期
の

寛
永
10（
１
６
３

３
）年
に
は
、譜

代
大
名
で
あ
っ
た

内
藤 

忠
重
に
よ

り
、二
の
丸
や
三

の
丸
が
造
成
さ

れ
、近
世
城
郭
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
ま
し
た
。

内
藤
家
が
３
代
続
い
た
後
は
、江
戸
幕
府
の
直

轄
領
を
経
て
、土
井
、松
平
、板
倉
、戸
田（
松

平
）と
短
期
間
に
目
ま
ぐ
る
し
く
城
主
が
替
わ

り
、享
保
10（
１
７
２
５
）年
以
降
は
稲
垣
家
８

代
で
定
着
。そ
の
間
に
鳥
羽
城
は
幾
度
と
な
く

災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
宝
永
４（
１
７

　
大
手
門
が
海
側
に
突
出
し
て
造
ら
れ
、三
方

を
海
で
囲
ま
れ
た
鳥
羽
城
は
、全
国
で
も
珍
し

い「
海
城
」。
戦
国
時
代
末
期
に
織
田 

信
長
や

豊
臣 

秀
吉
に
も
仕
え
た
九
鬼 

嘉
隆
が
、文
禄

年
間（
１
５
９
２
〜
１
５
９
６
）に
築
い
た
と

さ
れ
、九
鬼
水
軍
の
城
と
し
て
威
容
を
誇
り
ま

し
た
。

０
７
）年
に
は
大
地
震
に
よ
る
津
波
に
よ
っ
て

屋
敷
や
櫓
が
流
失
し
、石
垣
や
城
壁
が
大
破
し

た
と
さ
れ
、被
害
が
出
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

　
「
天
守
閣
が
あ
っ

た
場
所
に
建
物
な

ど
は
残
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、近
く
の
海

や
川
か
ら
運
び
込

ん
だ
石
で
詰
ま
れ
た
石
垣
の
一
部
が
本
丸
跡

や
家
老
屋
敷
跡
、お
堀
と
な
っ
た
相
橋
な
ど
に

残
っ
て
い
ま
す
。
城
跡
か
ら
は
九
鬼
氏
、内
藤

氏
、稲
垣
氏
の
家
紋
の
入
っ
た
瓦
も
採
集
さ
れ

て
い
ま
す
」と
鳥
羽
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

会・代
表
の
清
水 

久
行
さ
ん
。
九
鬼
氏
の
城

の
様
子
は
不
明
な
点
が
多
く
、こ
の
時
に
天
守

閣
も
建
て
ら
れ
て
い
た
の
か
な
ど
詳
し
い
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、本
丸
の
石
垣
な

ど
は
野
面
積
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、九
鬼
家
の

段
階
に
あ
る
程
度
の
城
郭
が
整
備
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
明
治
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、建
物
は〝
無
用

の
長
物
〞と
さ
れ
て
取
り
壊
さ
れ
、堀
は
埋
め

立
て
ら
れ
、跡
地
に
は
旧
鳥
羽
小
学
校
、旧
鳥

羽
幼
稚
園
、鳥
羽
市
役
所
、市
民
文
化
会
館
が

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
城
跡
の
駅
側
部
分
に
は
、

城
山
公
園
と
し
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
も
整

備
さ
れ
、鳥
羽
湾
を
一
望
で
き
る
ス
ポ
ッ
ト
と

し
て
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
城
跡
の
山
側
の
町
並
み
は
、城
が
あ
っ

た
当
時
の
地
形
が
概
ね
残
さ
れ
て
お
り
、点
在

す
る
古
刹
の
多
く
は
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し

た
も
の
で
、細
い
道
が
入
り
組
み
、城
下
町
の

面
影
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　
城
跡
に
続
き
、清
水
さ
ん
に
周
辺
の
九
鬼
ゆ

か
り
の
名
所
も
案
内
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
ず
は
日
和
山
の
ふ
も
と
の
賀
多
神
社
へ
。

寺
宝
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
城
跡
の
石
垣
を
眺
め
、城
下
町
の
名
残
を
歩

け
ば
、水
軍
武
将
と
し
て
活
躍
し
た
嘉
隆
の
像

が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
鳥
羽
城
の
御
城
印

は「
鳥
羽
歴
史
文
化
ガ
イ
ド
セ
ン
タ
ー
」、鳥
羽

市
観
光
案
内
所
、一
般
社
団
法
人 
鳥
羽
市
観

光
協
会
で
購
入
可
能
。
九
鬼
家
は
嘉
隆
の
時

代
に「
左
三
つ
巴
」、息
子
の
守
隆
は「
七
曜
」を

家
紋
と
し
た
た
め
、そ
の
２
つ
と
、両
方
の
家

紋
を
あ
し
ら
っ
た
パ
タ
ー
ン
の
３
種
類
が
用

意
さ
れ
て
い
ま
す
。

入
り
口
の
杉
は
樹
齢
４
０
０
年
以
上
の
大

樹
で
、〝
九
鬼
の
千
本
杉
〞と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
朝
鮮
出
兵
の
際
の
日
本
丸
を
、境
内
の

龍
燈
松
で
造
っ
た
と
い
わ
れ
、帰
国
凱
旋
し
た

嘉
隆
は
報
恩
の
た
め
境
内
に
杉
千
本
を
植
樹

し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
次
は
九
鬼
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
常
安
寺
へ
。

屋
根
瓦
に
は
九
鬼
家
の
家
紋
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
堂
裏
手
に
ま
わ
る
と
、歴
代
当
主
の

五
輪
塔
が
並
び
、中
央
に
嘉
隆
の
墓
碑
を
配
置

し
た
廟
所
が
あ
り
ま
す
。
延
宝
年
間（
１
６
７

３
〜
１
６
８
１
）の
こ
ろ
、丹
波
の
綾
部
城
主

と
な
っ
た
隆
季
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、嘉
隆
が

答
志
島
で
の
切
腹
に
使
っ
た
と
い
う
短
刀
も
、
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鳥
羽
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【
鳥
羽
市
鳥
羽
】

一
般
社
団
法
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観
光
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

２
５ ‒ 

３
０
１
９

お
問
い
合
わ
せ

く

き

よ
し
た
か

大
手
門
を
海
に
開
い
た
独
特
の
城
は

水
軍
武
将・九
鬼 

嘉
隆
が
築
城
  

嘉隆と守隆の家紋入りの
御城印

七曜と左三つ巴の御城印 清水 久行さん

常安寺本堂裏手に九鬼家の廟所

三の丸跡に左三つ巴の家紋

石垣が積み上がる武家屋敷跡

城山公園から答志島を望む

よ
り
や
ま

ひ

か

た

だ
い

え
ん
ぽ
う

こ
さ
つ

た
か
す
え

じ
ょ
う
あ
ん

り
ゅ
う
と
うび

ょ
う
し
ょ

ぼ

あ
い
ば
し

の
づ
ら
づ

じ

じ

が
い
せ
ん

本丸西側に残る石垣



　
小
さ
な
盆
地
に
位
置
す
る

熊
野
市
紀
和
町
赤
木
地
区
。

周
辺
は
山
地
が
連
な
る
険
し

い
地
形
で
、２
３
０
メ
ー
ト

ル
の
丘
陵
に
あ
る
城
跡
が
朝

も
や
に
浮
か
ぶ
と
、幻
想
的

な
天
空
の
城
と
し
て
話
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
赤
木
城
は
、築
城
の
名
人

と
し
て
名
を
馳
せ
る
藤
堂 

高
虎
が
築
い
た
と
さ
れ
、中

世
の
城
ら
し
い
地
形
の
使
い

方
で
あ
り
な
が
ら
、近
世
の

城
の
特
徴
で
あ
る
石
垣
や
技

巧
的
な
設
計
が
導
入
さ
れ
た

先
駆
的
な
城
で
す
。

　
城
跡
は
平
成
元（
１
９
８

９
）年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、平
成
４
年
か

ら
13
年
か
け
て
石
垣
の
積
み
直
し
や
遊
歩
道

の
設
置
な
ど
の
維
持
整
備
を
行
い
、復
元
作
業

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
城
を
象
徴
す
る
石
垣
は
、自
然
の
ま
ま
の
石

で
積
ん
だ
野
面
乱
層
積
み
で
反
り
が
な
く
、各

郭
の
四
隅
は
算
木
積
み
。 

直
方
体
の
石
の
長
辺

と
短
辺
を
交
互
に
積
ん
で
崩
れ
な
い
よ
う
に
強

度
を
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。「
城
の
生
命
線
と

も
い
え
る
の
が
主
郭
の
出
入
口
。
何
度
も
折
り

曲
げ
て
二
重
の
虎
口
を
設
け
た
複
雑
な
設
計
で

す
。
ま
た
戦
い
の
と
き
以
外
は
登
城
の
通
路
と

な
る
の
で
、上
段
の
虎
口
に
は
大
き
な
石
を
用

い
て
、入
っ
て
き
た
敵
を
威
圧
し
ま
す
。
最
上

の
階
段
横
に
は
門
柱
の
礎
石
も
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
」と
赤
木
城
に
詳
し
い
案
内
人
の
和
田 

利

信
さ
ん
。
横
矢
掛
か
り
、犬
走
り
と
いっ
た
防

御
設
備
を
備
え
て
い
て
、主
郭
の
周
囲
を
歩
き
、

そ
の
構
造
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
主
郭
に
は
建
物
跡
を
示
す
大
き
な
礎
石
が

至
る
所
に
残
さ
れ
、そ
の
北
に
は
台
形
型
の
北

郭
が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
北
郭
の
さ
ら
に

北
側
の
山
林
に
こ
の
城
の
隠
れ
た
魅
力
が
あ
る

ん
で
す
。
奥
に
は
深

い
堀
切
が
設
け
ら
れ
、

攻
撃
に
備
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」

と
和
田
さ
ん
。  

　

次
は
段
々
状
に
設
け
ら
れ
た
西
郭
を
歩
き

ま
す
。一番
上
の「
西
郭
１
」で
は
２
棟
の
建
物

跡
、食
料
品
を
入
れ
る
室
、水
溜
が
見
つ
か
り
、

天
目
茶
碗
や
砥
石
、釘
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
山
道
を
少
し
下
っ
た
山
裾
の
平
坦
地

に
南
郭
が
築
か
れ
、か
ま
ど
跡
な
ど
か
ら
、お
も

に
生
活
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

 　
熊
野
の
地
は
、天
正
13（
１
５
８
５
）年
、紀

伊
国
に
侵
攻
し
て
き
た
羽
柴（
豊
臣
） 

秀
吉
の

に
引
き
立
て
て
斬
首
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
赤
木
城
は
豊
臣
政
権
の
力
を
象
徴
す
る

城
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
今
、田
平
子
峠
刑
場
跡
に
は
供
養
碑
が
建
立

さ
れ
て
い
ま
す
。
新
領
主
に
対
し
て
抵
抗
を

繰
り
返
し
な
が
ら
も
鎮
圧
さ
れ
て
い
く
過
程

を
示
す
、大
切
な
遺
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
赤
木
城
の
御
城
印
は
、国
道
３
１
１
号
沿
い

の
道
の
駅「
熊
野・板
屋
九
郎
兵
衛
の
里
」に
て
、

季
節
限
定
と
築
城
の
名
手・藤
堂 

高
虎
版
を

合
わ
せ
て
３
種
類
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

傘
下
に
入
り
、当
時
、畿
内
の
城
や
寺
社
造
営

の
木
材
の
供
給
源
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

赤
木
は
吉
野
へ
の
北
山
街
道
が
通

り
、田
平
子
峠
を
越
え
て
本
宮
方
面
へ
と
通
じ

る
十
津
川
街
道
も
あ
る
拠
点
の
地
で
、高
虎
は

こ
の
北
山
地
方
の
材
木
奉
行
に
任
命
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
秀
吉
の
弟・秀
長
が
、北
山
地
方

で
の
太
閤
検
地
を
指
令
す
る
と
、耕
地
の
少
な

い
北
山
で
重
い
年
貢
を
課
せ
ら
れ
れ
ば
生
き

て
い
け
ず
、農
民
は
免
除
を
嘆
願
す
る
も
許
さ

れ
ず
、死
滅
覚
悟
で
立
ち
上
が
り
ま
す
。
こ
の

天
正
の
北
山
一
揆
を
鎮
圧
し
た
の
が
高
虎
で
、

落
成
祝
い
と
し
て
農
民
を
赤
木
城
に
呼
び
寄

せ
、一
揆
に
参
加
し
た
者
を
近
く
の
田
平
子
峠
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お
問
い
合
わ
せ

あ
か

ぎ

む
ろ

み
ず
だ
め

び
ら

た

こ

の
づ
ら

い
た

く
ろ

え

べ

や

ら
ん
そ
う
づ

づ

ぎ

さ
ん

築
城
名
手・高
虎
に
よ
る
  天
空
の
城
は

中
世
と
近
世
の
築
城
法
を
併
用
し
た
平
山
城

虎口を二重に設けた複雑な設計

赤木城の御城印

高虎版と季節限定の御城印

田平子刑場跡に立つ供養碑

段々に形成された西郭の石垣

北郭から山へ入ると堀切がある

主郭への階段。かつては取り外し式

和田 利信さん
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西
…
木
本
町
の
氏
神
さ
ん
は
木
本
神
社
で
、も

と
も
と
は
新
田
地
区
に
あ
っ
た「
若
一
王
子
権

現
」を
、現
在
の
地
に
遷
し
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
元
宮
に
つ
い
て
、地
域
の〝
生
き

字
引
〞と
呼
ば
れ
る
方
に
教
わ
り
、訪
ね
た
こ

と
が
活
動
の
き
っ
か
け
で
す
。深
い
谷
に
砂
防

や
屋
敷
、田
ん
ぼ
跡
が
残
り
、桜
の
大
木
の
そ

ば
に
元
宮
が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
誰
も
住
ま

な
い
場
所
で
、人
は
神
に
す
が
る
し
か
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
し
た
。そ
ん
な
地

元
で
あ
る
木
本
町
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
、

わ
た
し
た
ち
自
身
が
あ
ま
り
知
ら
な
い
と
感

じ
、ま
た
当
時
は
熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
機
運
も
あ
り
、お
よ
そ
10
人
ほ
ど
が

月
に
１
度
、
勉
強
会
を
し
よ
う
と
集
ま
り
ま

し
た
。

―
―
結
成
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
出
来
事

は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

―
―
ど
ん
な
テ
ー
マ
で
勉
強
会
を
行
い
ま

し
た
か
。

西
…
ま
ず
は
木
本
神
社
の
境
内
に
祀
ら
れ
て

い
る
吉
田
大
明
神
の
石
祠
に
つ
い
て
で
す
。

こ
れ
は「
安
政
の
村
替
騒
動
」と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、ほ
か
に
３
０
０
年
以
上
の
伝
統
を
誇
る

熊
野
大
花
火
の
歴
史
や
整
備
の
早
か
っ
た
木

本
町
の
水
事
情
に
つ
い
て
も
調
べ
ま
し
た
。

熊
野
古
道
松
本
峠
付
近
の
高
田
越
も
探
索
し

ま
し
た
。
松
本
峠
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、

訪
れ
る
人
も
多
い
古
道
で
す
が
、そ
こ
か
ら
外

れ
た
山
の
中
に
、田
畑
を
獣
害
か
ら
守
る
た
め

の
猪
垣
が
迷
路
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
ま
す
。
棚
田
跡
や
段
々
畑
跡
に
、城
壁
の
よ

う
に
高
い
石
垣
が
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ
、大
き

な
石
が
積
み
上
げ
ら
れ
た
様
子
か
ら
、先
人
た

教
え
て
く
だ
さ
い
。

西
…
今
ま
で
に
得
た
木
本
町
の
知
識
を
活
か

し
、平
成
24（
２
０
１
２
）年
か
ら
地
域
内
外
へ

そ
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
こ
う
と
ガ
イ
ド
の

活
動
を
始
め
ま
し
た
。 「
く
ま
の
体
験
企
画

（
尾
鷲
市
）」が
行
う
ツ
ア
ー
で「
も
う
ひ
と
つ

の
松
本
峠
」と
し
て
高
田
越
を
紹
介
し
た
り
、

ほ
か
団
体
と
の
交
流
も
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
ガ
イ
ド
の
特
徴
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。

西
…
自
分
た
ち
が
興
味
の
あ
る
こ
と
を
話
す

の
で
、偏
り
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、熱

意
を
持
っ
て
ガ
イ
ド
を
し
て
い
ま
す
。
ガ
イ

ド
を
行
う
上
で
楽
し
い
こ
と
は
、い
ろ
ん
な
人

ち
の
苦
労
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

―
―
西
さ
ん
が
一
番
興
味
深
か
っ
た
の
は
、

ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

西
…
鬼
ヶ
城
西
口
の
上
の
山
に
浅
間
神
社
が

あ
り
、そ
こ
ま
で
の
道
を
整
備
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
天
保
の
飢
饉
の
頃
の
話
と
し
て
、炊

き
出
し
を
行
っ
た〝
浅
間
粥
〞と
い
う
の
が
伝

わ
っ
て
い
て
、そ
の
炊
き
出
し
は
実
際
に
は
代

官
所
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
が
、地

域
に
は
氏
子
た
ち
が
講
の
費
用
を
捻
出
し
て

救
っ
て
く
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
て
、信
仰
の
篤

さ
が
う
か
が
え
ま
す
。
今
は
漁
業
関
係
者
の

方
た
ち
が
こ
の
社
を
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

―
―
勉
強
会
の
ほ
か
、こ
れ
ま
で
の
活
動
を

いま、グループネット

お問い合わせ
「木本探検倶楽部」
西 一夫さん（西書店）
熊野市井戸町653 -17
TEL 0597- 85 -3664

熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、熊
野
市
木
本
町
の
歴
史
や
文
化
を
勉
強
す
る
た

め
の
会「
木
本
探
検
倶
楽
部
」が
、平
成
17（
２
０
０
５
）年
に
発
足
さ
れ
ま
し
た
。
木
本
地
区
の
魅
力
を

掘
り
起
こ
し
、そ
れ
ら
を
伝
え
る
活
動
を
行
い
、メ
ン
バ
ー
が
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し
て
、ガ
イ
ド
に
も
力

を
入
れ
、他
地
域
の
団
体
と
も
交
流
を
行
う
な
ど
、町
の
魅
力
発
信
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

木
本
探
検
倶
楽
部

商
家
が
連
な
り
、風
情
あ
る
町
並
み
が
残

る
熊
野
市
木
本
町
は
、江
戸
時
代
に
紀
州

徳
川
家
の
本
藩
公
領
地
と
し
て「
奥
熊
野

代
官
所
」が
置
か
れ
、古
く
か
ら
熊
野
地

方
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
ま
た

熊
野
古
道
の
松
本
峠
や
鬼
ヶ
城
な
ど
の
観

光
地
も
あ
り
、多
く
の
旅
人
が
訪
れ
て
い

ま
す
。
木
本
町
の
町
の
魅
力
再
発
見
に

取
り
組
む「
木
本
探
検
倶
楽
部
」は
、埋
も

れ
て
い
る
文
化
や
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
、

地
域
の
宝
を
後
世
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と

活
動
し
て
い
ま
す
。
代
表
の
西 

一
夫
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

に
出
会
え
ま
す
し
、人
に
伝
え
る
こ
と
で
自
分

も
勉
強
に
な
り
ま
す
。

　
こ
こ
し
ば
ら
く
は
そ
う
い
っ
た
機
会
も
な

か
っ
た
の
で
す
が
、再
び
観
光
客
も
訪
れ
て
い

ま
す
の
で
、そ
ん
な
方
に
木
本
町
で
一
日
過
ご

せ
る
よ
う
な
プ
ラ
ン
や
、地
元
向
け
に
ま
ち
の

魅
力
を
再
確
認
で
き
る
よ
う
な
ツ
ア
ー
を
開

催
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―「
木
本
探
検
倶
楽
部
」で
は
、コ
ロ
ナ
禍

で
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
通
じ
て
、町
の
魅

力
を
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
常
に
地
元
を

愛
し
探
究
心
を
持
っ
て
、今
後
も
活
動
の
幅

を
広
げ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

元
美

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

代表　西 一夫さん

※

も
と

き
の

こ
う

き
き
ん

せ
ん
げ
ん

し
し
が
き

か
た
よ

に
ゃ
く
い
ち
お
う

ご
ん

げ
ん

じ

ご
え

だ

松本峠付近の清掃活動

※浅間神社で整備の仲間と

※高田越を歩いて調査する

※寺の歴史をまとめた自作の資料

※木本町本町通りの福嶋邸にて
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整
備
さ
れ
、藤
堂 

高
虎
の
騎
馬
像
が
あ
り
、そ

の
後
方
に
大
小
の
天
守
台
が
そ
び
え
て
い
ま

す
。「
戦
国
時
代
に
織
田 

信
長
の
弟・信
包
が

こ
の
地
に
城
を
築
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、富
田

知
信
・
信
高
父
子
を
経
て
、慶
長
13（
１
６
０

８
）年
に
高
虎
公
が
城
主
と
な
っ
て
城
を
改
修

し
、ま
ち
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。
高
虎
公
は
身

長
が
1
9
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。 津
に
入
府
し
た
と
き
53
歳

で
し
た
か
ら
、当
時
と
し
て
は
壮
年
を
過
ぎ
て

い
た
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
後
、大
き
な
働
き

を
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、大
し
た
人
物
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
」と
、思
い
入
れ
の
あ
る
お
話
に
、

想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
い
き
ま
す
。

　
津
市
役
所
の
正
門
前
に
立
つ
と
、道
を
隔
て

て
す
ぐ
前
に
、「
お
城
公
園
」が
豊
か
な
緑
を
茂

ら
せ
て
い
ま
す
。
立
派
な
石
垣
の「
玉
櫓
跡
」

の
脇
か
ら
城
内
の
日
本
庭
園
へ
。「
津
城
は
堀

が
大
変
大
き
く
、今
は
内
堀
の
一
部
し
か
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、昔
は
内
堀
と
外
堀
が〝
回
〞の

字
の
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
本
庭

園
は
西
の
丸
と
呼
ば
れ
た
場
所
で
、今
は
本
丸

と
続
い
て
い
ま
す
が
、本
来
は
内
堀
の
中
に
あ

り
、細
い
通
路
で
結
ば
れ
て
い
た
の
で
す
」と

高
森
さ
ん
。

　
本
丸
に
進
む
と
、こ
こ
は
西
洋
庭
園
の
形
で

　
東
多
門
櫓
台
の「
模
擬
三
重
櫓
」は
、昭
和
33

（
１
９
５
８
）年
に
造
ら
れ
、内
部
は
展
示
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
津
城

に
も
御
城
印
が
あ
り
、津
駅
観
光
案
内
所
で
販

売
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ
こ
か
ら「
お
城

公
園
」を
出
て
左
に
進
み
ま
す
。

　
大
き
な
通
り
に
出
た
ら
右
へ
。 

こ
の
角
に

は
、発
掘
さ
れ
た
内
堀
の
石
垣
が
保
存
さ
れ
て

お
り
、内
堀
の
広
さ
を
実
感
さ
せ
ま
す
。

　
国
道
23
号
を
左
に
行
く
と
、三
重
会
館
前
を

過
ぎ
た
辺
り
の
歩
道
の
左
脇
に
、小
さ
な
地
図

が
あ
り
ま
す
。「
江
戸
時
代
と
現
在
の
地
図
が

と
併
せ
て
お
参
り
す
る
人
が
多
か
っ
た
の
で

す
。
境
内
に
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
は
、高
虎
公
由

来
と
言
わ
れ
ま
す
が
、こ
の
像
の
右
肩
に
あ
る

傷
は
、第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
焼
夷
弾
を

受
け
た
も
の
で
す
。
空
襲
で
津
の
ま
ち
は
大

破
し
、一
面
焼
け
野
原
で
、津
新
町
の
駅
か
ら

こ
の
像
が
見
え
た
と
い
い
ま
す
」と
、思
い
を

こ
め
て
語
ら
れ
ま
す
。

　　
伊
勢
街
道
で
も
あ
っ
た
門
前
町・大
門
の
商

店
街
を
通
り「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り
」へ
。「
こ

の
向
か
い
側
に
は
旧
町
名
の『
宿
屋
町
』の
石

標
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
街
道
近
く
に
80
軒
ほ

重
ね
て
標
示
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、当
時
の
堀
の

位
置
や
大
き
さ
が
よ
く

わ
か
り
ま
す
」。

　
大
門
西
交
差
点
で
23
号
を
渡
り
、直
進
。「
こ

の
道
は
江
戸
時
代
に
は『
立
町
』と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
観
音
寺
の
参
道
で
あ
る
伊
勢
街
道
と

直
角
に
交
わ
る〝
縦
の
道
〞と
い
う
意
味
で
す
」。

　
〝
右
さ
ん
ぐ
う
み
ち　
左
こ
う
の
あ
ミ
だ
〞と

彫
ら
れ
た
石

標
の
あ
る
四

つ
角
を
左
に

曲
が
る
と
観

音
寺（
恵
日
山
観
音
寺
大
宝
院
）で
す
。
赤
い

仁
王
門
を
く
ぐ
り
、観
音
様
に
お
参
り
。「
こ

こ
は
日
本
三
観
音
の
一
つ
で
、ご
本
尊
は
聖
観

音
立
像
で
す
。 

国
府
阿
弥
陀
三
尊
も
有
名
で
、

天
照
大
神
の
本
地
仏
と
さ
れ
、昔
は
伊
勢
神
宮

1718

ど
の
宿
屋
が

あ
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
」。

往
時
の
賑
わ

い
を
思
い
な

が
ら
右
に
ま

が
り
、「
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
通

り
」を
歩
き

ま
す
。
大
き

な
街
路
樹
が

エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
景
観
で

す
。「
昭
和

42（
１
９
６

７
）年
に
近

鉄
道
路
と
の
交
差
点
よ
り
西
側
が
造
ら
れ
、

平
成
17（
２
０
０
５
）年
に
海
に
続
く
東
側
も

整
備
さ
れ
ま
し
た
」。

　
し
ば
ら
く
歩
い
て
交
差
点
に
出
る
と
、交
差

す
る
県
道
1
1
4
号
に
沿
っ
て
、左
手
に
は
西

来
寺
、上
宮
寺
な
ど
、右
手
に
は
天
然
寺
、宝
樹

院
な
ど
、大
小
の
寺
院
が
続
い
て
い
る
の
が
見

　
そ
の
ま
ま
進
ん
で
近
鉄
道
路
と
の
交
差
点

を
過
ぎ
る
と
、フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
葉
を
海
風
が

揺
ら
し
、リ
ゾ
ー
ト
感
が
増
し
て
き
ま
す
。
ゆ

る
や
か
な
坂
を
登
っ
た
突
き
当
た
り
の
堤
防

の
向
こ
う
は
海
。
贄
崎
浦
で
す
。
白
い
砂
浜

と
青
い
水
平
線
を
左
に
見
な
が
ら
堤
防
沿
い

に
歩
き
、「
津
な
ぎ
さ
ま
ち
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
」

に
出
ま
す
。
海
に
面
し
た
デ
ッ
キ
は
爽
快
。

中
部
国
際
空
港
に
向
か
う
白
い
船
と
、岬
の
先

の
四
角
い
小
さ
な
灯
台
が
旅
情

を
誘
う
風
景
で
す
。

　
岬
を
回
り
、灯
台
の
脇
か
ら
、

岬
の
反
対
側
に
出
る
と
、津
港
。

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
港
で
す
。

「
昔
の
港
は『
安
濃
津
』と
い
っ

て
、お
そ
ら
く
今
の
阿
漕
浦
付

近
に
あ
り
ま
し
た
。
日
本
三
津

に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
栄
え
、寺

町
の
お
寺
も
、多
く
は
そ
の
近

く
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か

え
ま
す
。「
昔
の
寺
町
で
す
。
高
虎
公
は
、岩

田
川
か
ら
堀
川
を
の
ば
し
て
、そ
の
外
側
に
お

寺
を
並
べ
て
、城
下
の
護
り
と
し
ま
し
た
。
寺

町
は
、川
に
近
い
藤
堂
家
代
々
の
墓
所
で
あ
る

寒
松
院
ま
で
続
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
少
し
上

流
方
向
に
は
、

堀
川
の
名
残
が

あ
り
ま
す
」。 

伽
藍
の
屋
根
が

連
な
っ
て
見
え

る
の
に
心
を
惹

か
れ
つ
つ
も
、

今
回
は
そ
の
ま

ま
直
進
。
ま
た

少
し
進
む
と
、

左
手
に
浄
明
院

が
あ
り
ま
す
。

「
こ
こ
に
は
、藤

堂
家
の
殿
様
の

母
た
ち
の
お
墓

や
、江
戸
川
乱

歩
一
家
の
お
墓

が
あ
り
ま
す
」。

し
、地
震
と
津
波
で
荒
廃
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。今
の
港

は
幕
末
の
安
政
6（
1
8
5
9
）年
に
藤
堂
藩

に
よ
っ
て
造
ら
れ
ま
し
た
」。

　
港
を
回
り
、奥
の
辺
り
か
ら
、「
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
通
り
」に
戻
り
、ス
タ
ー
ト
地
点
の
市
役
所

に
向
か
い
ま
す
。
余
裕
が
あ
れ
ば
、寺
町
や
宿

屋
町
な
ど
を
じ
っ
く
り
見
た
り
、三
重
会
館
前

交
差
点
の
手
前
に
あ
る「
ま
ん
な
か
広
場
」で

一
休
み
す
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

津
市 
津
市
中
心
部

城
下
町・港
町・宿
場
町
の
情
趣
を
追
っ
て

　
三
重
県
津
市
は
、そ
の
名
の
通
り
、昔
は
港
町

と
し
て
知
ら
れ
た
ま
ち
で
す
。
戦
国
時
代
に
城

が
築
か
れ
、江
戸
時
代
に
は
藤
堂
藩
の
城
下
町
と

し
て
、ま
た
、伊
勢
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え

ま
し
た
。
長
い
歴
史
の
中
で
多
彩
な
物
語
が
紡

が
れ
、今
も
ま
ち
の
あ
ち
こ
ち
に
そ
の
面
影
が
宿

り
ま
す
。

　
今
回
は
、津
市
役
所
を
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
、

「
お
城
公
園
」か
ら
津
観
音
寺
、「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

通
り
」「
津
な
ぎ
さ
ま
ち
」「
津
港
」と
回
っ
て
市
役

所
に
戻
る
、津
の
中
心
部
を
歩
く
コ
ー
ス
で
す
。

　
帰
り
道
も
含
め
る
と
比
較
的
長
距
離
で
す
が
、

広
い
歩
道
の
あ
る
道
が
多
く
、歩
き
や
す
い
道
の

り
。
進
む
に
連
れ
て
、官
庁
街
か
ら
商
店
街
、門

前
町
、港
町
へ
と
趣
が
変
わ
り
ま
す
。
津
の
ま
ち

が
持
つ
い
ろ
い
ろ
な
顔
を
楽
し
み
な
が
ら
歩
き

ま
し
ょ
う
。

START
■ 行程図　所要時間／約3時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

津市役所

爽
快
な
海
風
に

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
が
揺
れ
る

「
お
城
公
園
」の
高
虎
像
に

観
音
様
と
門
前
町・大
門

寺
町
は
城
下
町
の
護
り

約50ｍ 約200ｍ 約180ｍ

約800ｍ約980ｍ約400ｍ

約370ｍ

約1.7kｍ

た
ま
や
ぐ
ら

の
ぶ
か
ね

問
　
「
津
観
光
ガ
イ
ド･

ネ
ッ
ト
」（
津
市
観
光
協
会
内
）

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
４
６ ‒ 

９
０
２
０

観音寺津港 浄明院「津なぎさまち旅客ターミナル」

「お城公園」の内堀

藤堂 高虎像

津城 模擬三重櫓

保存されている内堀の石垣

観音寺の前の道標

「立町」の石標

観音寺境内にある地蔵像

「宿屋町」の石標「フェニックス通り」津港

「津なぎさまち旅客ターミナル」に続くデッキ

江戸川乱歩の墓 浄明院

至
近
鉄「
津
新
町
」駅

至鈴鹿市

え

う

や
ま
ち

し
ゅ
く

か
ん
し
ょ
う
い
ん

ら
ん

に
え
ざ
き
う
らさ

ん
し
ん

が

こ

に
ち
ざ
ん

「お城公園」 三重会館前交差点 大門西交差点

贄
崎
浦

岩田川

寒松院堀川跡

天然寺宝樹院

上宮寺
西来寺

津
市
役
所

「
お
城
公
園
」

大門西交差点

大門東交差点

「フェニックス通り」

近
鉄
道
路

観音寺

浄明院

「
津
な
ぎ
さ
ま
ち
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
」

津
港

114

23

163

三
重
会
館
前
交
差
点

昔の寺町

昔の寺町

ご案内いただいたのは「安濃津ガ
イド会」の高森 孝一さん。港町・城
下町・宿場町などさまざまな側面
から、津の歴史の面白さやまちの
魅力を語っていただきました。

観音寺

ま
も
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整
備
さ
れ
、藤
堂 

高
虎
の
騎
馬
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が
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り
、そ

の
後
方
に
大
小
の
天
守
台
が
そ
び
え
て
い
ま

す
。「
戦
国
時
代
に
織
田 

信
長
の
弟・信
包
が

こ
の
地
に
城
を
築
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、富
田

知
信
・
信
高
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子
を
経
て
、慶
長
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１
６
０

８
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に
高
虎
公
が
城
主
と
な
っ
て
城
を
改
修

し
、ま
ち
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く
り
を
し
ま
し
た
。
高
虎
公
は
身

長
が
1
9
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。 津
に
入
府
し
た
と
き
53
歳

で
し
た
か
ら
、当
時
と
し
て
は
壮
年
を
過
ぎ
て

い
た
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
後
、大
き
な
働
き

を
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、大
し
た
人
物
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
」と
、思
い
入
れ
の
あ
る
お
話
に
、

想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
い
き
ま
す
。

　
津
市
役
所
の
正
門
前
に
立
つ
と
、道
を
隔
て

て
す
ぐ
前
に
、「
お
城
公
園
」が
豊
か
な
緑
を
茂

ら
せ
て
い
ま
す
。
立
派
な
石
垣
の「
玉
櫓
跡
」

の
脇
か
ら
城
内
の
日
本
庭
園
へ
。「
津
城
は
堀

が
大
変
大
き
く
、今
は
内
堀
の
一
部
し
か
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、昔
は
内
堀
と
外
堀
が〝
回
〞の

字
の
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
本
庭

園
は
西
の
丸
と
呼
ば
れ
た
場
所
で
、今
は
本
丸

と
続
い
て
い
ま
す
が
、本
来
は
内
堀
の
中
に
あ

り
、細
い
通
路
で
結
ば
れ
て
い
た
の
で
す
」と

高
森
さ
ん
。

　
本
丸
に
進
む
と
、こ
こ
は
西
洋
庭
園
の
形
で

　
東
多
門
櫓
台
の「
模
擬
三
重
櫓
」は
、昭
和
33

（
１
９
５
８
）年
に
造
ら
れ
、内
部
は
展
示
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
津
城

に
も
御
城
印
が
あ
り
、津
駅
観
光
案
内
所
で
販

売
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ
こ
か
ら「
お
城

公
園
」を
出
て
左
に
進
み
ま
す
。

　
大
き
な
通
り
に
出
た
ら
右
へ
。 

こ
の
角
に

は
、発
掘
さ
れ
た
内
堀
の
石
垣
が
保
存
さ
れ
て

お
り
、内
堀
の
広
さ
を
実
感
さ
せ
ま
す
。

　
国
道
23
号
を
左
に
行
く
と
、三
重
会
館
前
を

過
ぎ
た
辺
り
の
歩
道
の
左
脇
に
、小
さ
な
地
図

が
あ
り
ま
す
。「
江
戸
時
代
と
現
在
の
地
図
が

と
併
せ
て
お
参
り
す
る
人
が
多
か
っ
た
の
で

す
。
境
内
に
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
は
、高
虎
公
由

来
と
言
わ
れ
ま
す
が
、こ
の
像
の
右
肩
に
あ
る

傷
は
、第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
焼
夷
弾
を

受
け
た
も
の
で
す
。
空
襲
で
津
の
ま
ち
は
大

破
し
、一
面
焼
け
野
原
で
、津
新
町
の
駅
か
ら

こ
の
像
が
見
え
た
と
い
い
ま
す
」と
、思
い
を

こ
め
て
語
ら
れ
ま
す
。

　　
伊
勢
街
道
で
も
あ
っ
た
門
前
町・大
門
の
商

店
街
を
通
り「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り
」へ
。「
こ

の
向
か
い
側
に
は
旧
町
名
の『
宿
屋
町
』の
石

標
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
街
道
近
く
に
80
軒
ほ

重
ね
て
標
示
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、当
時
の
堀
の

位
置
や
大
き
さ
が
よ
く

わ
か
り
ま
す
」。

　
大
門
西
交
差
点
で
23
号
を
渡
り
、直
進
。「
こ

の
道
は
江
戸
時
代
に
は『
立
町
』と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
観
音
寺
の
参
道
で
あ
る
伊
勢
街
道
と

直
角
に
交
わ
る〝
縦
の
道
〞と
い
う
意
味
で
す
」。

　
〝
右
さ
ん
ぐ
う
み
ち　
左
こ
う
の
あ
ミ
だ
〞と

彫
ら
れ
た
石

標
の
あ
る
四

つ
角
を
左
に

曲
が
る
と
観

音
寺（
恵
日
山
観
音
寺
大
宝
院
）で
す
。
赤
い

仁
王
門
を
く
ぐ
り
、観
音
様
に
お
参
り
。「
こ

こ
は
日
本
三
観
音
の
一
つ
で
、ご
本
尊
は
聖
観

音
立
像
で
す
。 

国
府
阿
弥
陀
三
尊
も
有
名
で
、

天
照
大
神
の
本
地
仏
と
さ
れ
、昔
は
伊
勢
神
宮

1718

ど
の
宿
屋
が

あ
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
」。

往
時
の
賑
わ

い
を
思
い
な

が
ら
右
に
ま

が
り
、「
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
通

り
」を
歩
き

ま
す
。
大
き

な
街
路
樹
が

エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
景
観
で

す
。「
昭
和

42（
１
９
６

７
）年
に
近

鉄
道
路
と
の
交
差
点
よ
り
西
側
が
造
ら
れ
、

平
成
17（
２
０
０
５
）年
に
海
に
続
く
東
側
も

整
備
さ
れ
ま
し
た
」。

　
し
ば
ら
く
歩
い
て
交
差
点
に
出
る
と
、交
差

す
る
県
道
1
1
4
号
に
沿
っ
て
、左
手
に
は
西

来
寺
、上
宮
寺
な
ど
、右
手
に
は
天
然
寺
、宝
樹

院
な
ど
、大
小
の
寺
院
が
続
い
て
い
る
の
が
見

　
そ
の
ま
ま
進
ん
で
近
鉄
道
路
と
の
交
差
点

を
過
ぎ
る
と
、フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
葉
を
海
風
が

揺
ら
し
、リ
ゾ
ー
ト
感
が
増
し
て
き
ま
す
。
ゆ

る
や
か
な
坂
を
登
っ
た
突
き
当
た
り
の
堤
防

の
向
こ
う
は
海
。
贄
崎
浦
で
す
。
白
い
砂
浜

と
青
い
水
平
線
を
左
に
見
な
が
ら
堤
防
沿
い

に
歩
き
、「
津
な
ぎ
さ
ま
ち
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
」

に
出
ま
す
。
海
に
面
し
た
デ
ッ
キ
は
爽
快
。

中
部
国
際
空
港
に
向
か
う
白
い
船
と
、岬
の
先

の
四
角
い
小
さ
な
灯
台
が
旅
情

を
誘
う
風
景
で
す
。

　
岬
を
回
り
、灯
台
の
脇
か
ら
、

岬
の
反
対
側
に
出
る
と
、津
港
。

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
港
で
す
。

「
昔
の
港
は『
安
濃
津
』と
い
っ

て
、お
そ
ら
く
今
の
阿
漕
浦
付

近
に
あ
り
ま
し
た
。
日
本
三
津

に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
栄
え
、寺

町
の
お
寺
も
、多
く
は
そ
の
近

く
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か

え
ま
す
。「
昔
の
寺
町
で
す
。
高
虎
公
は
、岩

田
川
か
ら
堀
川
を
の
ば
し
て
、そ
の
外
側
に
お

寺
を
並
べ
て
、城
下
の
護
り
と
し
ま
し
た
。
寺

町
は
、川
に
近
い
藤
堂
家
代
々
の
墓
所
で
あ
る

寒
松
院
ま
で
続
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
少
し
上

流
方
向
に
は
、

堀
川
の
名
残
が

あ
り
ま
す
」。 

伽
藍
の
屋
根
が

連
な
っ
て
見
え

る
の
に
心
を
惹

か
れ
つ
つ
も
、

今
回
は
そ
の
ま

ま
直
進
。
ま
た

少
し
進
む
と
、

左
手
に
浄
明
院

が
あ
り
ま
す
。

「
こ
こ
に
は
、藤

堂
家
の
殿
様
の

母
た
ち
の
お
墓

や
、江
戸
川
乱

歩
一
家
の
お
墓

が
あ
り
ま
す
」。

し
、地
震
と
津
波
で
荒
廃
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。今
の
港

は
幕
末
の
安
政
6（
1
8
5
9
）年
に
藤
堂
藩

に
よ
っ
て
造
ら
れ
ま
し
た
」。

　
港
を
回
り
、奥
の
辺
り
か
ら
、「
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
通
り
」に
戻
り
、ス
タ
ー
ト
地
点
の
市
役
所

に
向
か
い
ま
す
。
余
裕
が
あ
れ
ば
、寺
町
や
宿

屋
町
な
ど
を
じ
っ
く
り
見
た
り
、三
重
会
館
前

交
差
点
の
手
前
に
あ
る「
ま
ん
な
か
広
場
」で

一
休
み
す
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

津
市 

津
市
中
心
部

城
下
町・港
町・宿
場
町
の
情
趣
を
追
っ
て

　
三
重
県
津
市
は
、そ
の
名
の
通
り
、昔
は
港
町

と
し
て
知
ら
れ
た
ま
ち
で
す
。
戦
国
時
代
に
城

が
築
か
れ
、江
戸
時
代
に
は
藤
堂
藩
の
城
下
町
と

し
て
、ま
た
、伊
勢
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え

ま
し
た
。
長
い
歴
史
の
中
で
多
彩
な
物
語
が
紡

が
れ
、今
も
ま
ち
の
あ
ち
こ
ち
に
そ
の
面
影
が
宿

り
ま
す
。

　
今
回
は
、津
市
役
所
を
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
、

「
お
城
公
園
」か
ら
津
観
音
寺
、「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

通
り
」「
津
な
ぎ
さ
ま
ち
」「
津
港
」と
回
っ
て
市
役

所
に
戻
る
、津
の
中
心
部
を
歩
く
コ
ー
ス
で
す
。

　
帰
り
道
も
含
め
る
と
比
較
的
長
距
離
で
す
が
、

広
い
歩
道
の
あ
る
道
が
多
く
、歩
き
や
す
い
道
の

り
。
進
む
に
連
れ
て
、官
庁
街
か
ら
商
店
街
、門

前
町
、港
町
へ
と
趣
が
変
わ
り
ま
す
。
津
の
ま
ち

が
持
つ
い
ろ
い
ろ
な
顔
を
楽
し
み
な
が
ら
歩
き

ま
し
ょ
う
。

START
■ 行程図　所要時間／約3時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

津市役所

爽
快
な
海
風
に

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
が
揺
れ
る

「
お
城
公
園
」の
高
虎
像
に

観
音
様
と
門
前
町・大
門

寺
町
は
城
下
町
の
護
り
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問
　
「
津
観
光
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ド･

ネ
ッ
ト
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津
市
観
光
協
会
内
）
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観音寺津港 浄明院「津なぎさまち旅客ターミナル」

「お城公園」の内堀

藤堂 高虎像

津城 模擬三重櫓

保存されている内堀の石垣

観音寺の前の道標

「立町」の石標

観音寺境内にある地蔵像

「宿屋町」の石標「フェニックス通り」津港

「津なぎさまち旅客ターミナル」に続くデッキ

江戸川乱歩の墓 浄明院

至
近
鉄「
津
新
町
」駅

至鈴鹿市

え

う

や
ま
ち

し
ゅ
く

か
ん
し
ょ
う
い
ん

ら
ん

に
え
ざ
き
う
らさ

ん
し
ん

が

こ

に
ち
ざ
ん

「お城公園」 三重会館前交差点 大門西交差点

贄
崎
浦

岩田川

寒松院堀川跡

天然寺宝樹院

上宮寺
西来寺

津
市
役
所

「
お
城
公
園
」

大門西交差点

大門東交差点

「フェニックス通り」

近
鉄
道
路

観音寺

浄明院

「
津
な
ぎ
さ
ま
ち
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
」

津
港

114

23

163

三
重
会
館
前
交
差
点

昔の寺町

昔の寺町

ご案内いただいたのは「安濃津ガ
イド会」の高森 孝一さん。港町・城
下町・宿場町などさまざまな側面
から、津の歴史の面白さやまちの
魅力を語っていただきました。

観音寺

ま
も
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三重
県指定

希少野生動植物種

守りたい、いのち

◆ 分布 ◆
中勢、南勢

絶滅のおそれのある動植物種のうち、特に保護する必要がある種で、 
三重県指定希少野生動植物種として指定している野生動植物を紹介します。

　北海道、本州、四国、九州に分布する大型のハンミョウである。河原や
海岸の乾燥した砂地に生息する。砂浜の衰退、河川や海岸の改修、生息
地への車等の乗り入れなどにより、激減している。

■ お問い合わせ
三重県　農林水産部　みどり共生推進課　野生生物班
ＴＥＬ：059-224-2578　　メールアドレス：midori@pref.mie.lg.jp

＊三重県指定希少野生動植物種を県ホームページに準じて紹介しています。
＊県ホームページで他の野生動植物種をご覧になれます。

資料・写真提供 : 三重県  農林水産部  みどり共生推進課  野生生物班
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