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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
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に
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お
城
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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
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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
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天然寺宝樹院
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西来寺
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市
役
所

「
お
城
公
園
」
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「フェニックス通り」

近
鉄
道
路

観音寺
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「
津
な
ぎ
さ
ま
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旅
客
タ
ー
ミ
ナ
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」

津
港

114

23

163

三
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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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騎
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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
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前
町・大
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城
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町
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護
り
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問
　
「
津
観
光
ガ
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ド･

ネ
ッ
ト
」（
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




