
今回、お話を伺った
のは「菰野町図書
館」郷土資料コー
ナーの学芸員・西
山 祐実（ゆみ）さん
と宇佐美 正文さん
です。

を
後
に
し
て
、最
初
に
向
か
う
の
は「
鈴
木
小

舟
の
歌
碑
」で
す
。
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
乗
り
場
前

か
ら
続
く
細
い
階
段
を
足
元
に
気
を
付
け
な

が
ら
下
り
て
い
く
と
、三
滝
川
に
架
か
る
涙
橋

が
見
え
て
き
ま
し
た
。
歌
碑
は
橋
の
近
く
に

建
ち
、「
世
の
中
の 

春
に
は
あ
そ
び 

あ
き
に
け

り 

い
さ
鶯
と 

山
こ
も
り
せ
む
」と
流
麗
な
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、家
庭
の

不
幸
や
自
身
の
病
が
続
い
た
小
舟
が
、湯
の
山

で
一
人
静
か
に
過
ご
し
て
い
た
こ
ろ
の
作
品
。

明
治
29（
１
８
９
６
）年
に
伊
勢
神
宮
を
参
拝

さ
れ
た
皇
后
の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
が
縁
で
、

　
今
回
の
散
策
は
、御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
の
駐
車
場（
有
料
）に
車
を

停
め
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
な
お
、４
月
１
日

か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
期
間
は
、近
鉄「
湯
の
山

温
泉
」駅
か
ら
三
重
交
通
バ
ス
が
運
行
し
て
い

ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
利
用
の
場
合
は
、事

前
に
運
行
状
況
や
時
刻
表
な
ど
を
確
認
す
る

事
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ「
湯
の
山
温
泉
」駅

御
歌
道
御
用
皇
后
宮
職
御
雇
に
抜
擢
。つ
ま
り
、

宮
廷
歌
人
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
今
も
郷
土
の
誇
り
と
し
て
慕
わ
れ
る
小
舟

の
歌
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
涙
橋
を
渡
り
ま
す
。

西
へ
向
け
て
歩
く
と
、や
が
て
旅
館「
寿
亭
」に

到
着
。〝
小
説
の
神
様
〞と
称
さ
れ
た
志
賀 
直

哉
な
ど
、多
く
の
文
化
人
や
名
士
た
ち
が
逗
留

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
同
旅
館
に
は
、数
々

の
見
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、見
逃
せ
な
い
の

が
、玄
関
へ
と
続
く
石
段
に
嵌
め
込
ま
れ
た

　

一
方
、蒼
滝
橋

は
令
和
６
年
に
架

け
替
え
ら
れ
た
ば

か
り
で
す
が
、以

前
の
橋
は
、湯
の

山
で
は
初
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
と
し
て
昭
和

８（
１
９
３
３
）年
に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
小

さ
な
橋
で
し
た
が
、そ
こ
に
は
、あ
る
人
物
の

物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
定
五
郎

で
す
。「
寿
亭
」の
風
呂
番
と
し
て
陰
日
向
な
く

よ
く
働
い
た
た
め
、旅
館
の
主
人
や
地
域
の

人
々
か
ら
も
愛
さ
れ
、大
番
頭
は
、従
業
員
た

ち
に「
定
五
郎
を
見
習
え
」と
い
う
ほ
ど
で
し

た
。
そ
ん
な
定
五
郎
が
病
で
亡
く
な
っ
た
時

に
遺
さ
れ
て
い
た
お
金
を
元
に
し
て
架
け
ら

れ
た
の
が
、以
前
の
蒼
滝
橋
な
の
で
す
。
令
和

「
阪
正
臣
の
歌
碑
」と
、三
滝
川
に
架
か
る
蒼
滝

橋
で
す
。

　
阪 

正
臣（
１
８
５
５
〜
１
９
３
１
）は
、名

古
屋
出
身
の
宮
廷
歌
人
。
歌
碑
に
は「
こ
も
の

や
ま 

い
つ
こ
を
み
る
も 

あ
か
さ
れ
と 

す
ぐ

れ
く
る
な
は 

こ
れ
の
に
ひ
む
ろ
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
歌
は
昭
和
５（
１
９
３
０
）年

に
行
わ
れ
た
、「
鈴
木
小
舟
の
歌
碑
」の
除
幕
式

に
参
列
し
た
阪 

正
臣
が
、「
寿
亭
」の
別
館「
水

雲
閣
」（
国
登
録
有
形
文
化
財
）か
ら
見
た
景
色

を
詠
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
お
、新
室

と
は
新
築
の
部
屋
の
こ
と
で
、前
年
に
竣
工
し

た
ば
か
り
の「
水
雲
閣
」を
指
し
て
い
ま
す
。

５
年
、菰
野
町
商
工
会
青
年
部
が

企
画
し
た「
こ
も
の
昔
ば
な
し
絵

本
製
作
贈
呈
事
業
」の
一
環
と
し
て
、絵
本『
ゆ

の
や
ま
の
さ
だ
ご
ろ
う
ば
し
』が
完
成
し
ま
し

た
。
西
山
さ
ん
に
見
せ
て
も
ら
う
と
、菰
野
中

学
校
美
術
部
の
部
員
た
ち
が
心
を
込
め
て
描

い
た
絵
が
、正
直
で
働
き
者
だ
っ
た
定
五
郎
の

姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
湯
の
山
の
人
々
が
今
も〝
定
五
郎
橋
〞と
呼

び
親
し
む
蒼
滝
橋
か
ら
、次
に
め
ざ
す
の
は

「
大
石
公
園
」と「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」で
す
。

だ
っ
た
大
石
橋
が
通
行
に
危
険
だ
と
知
り
、寄

付
を
申
し
出
た
の
で
す
。

　
湯
の
山
を
愛
し
た
文
化
人
や
実
業
家
は
小

菅 

剣
之
助
の
ほ
か
に
も
数
多
く
い
ま
す
が
、

鈴
鹿
市
出
身
の
歌
人
、佐
佐
木 

信
綱（
１
８
７

２
〜
１
９
６
３
）も
そ
の
一
人
。
三
滝
川
沿
い

を
歩
い
て
い
る
と
、誘
い
橋
近
く
の
川
床
に
大

き
な
歌
碑
が
建
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
が「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」。「
白
雲
は 

そ
ら
に
う
か
べ
り 

谷
川
の 

石
み
な
石
の 

お

の
づ
か
ら
な
る
」が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
同
歌

は
信
綱
が
昭
和
４（
１
９
２
９
）年
に
来
遊
し

た
際
に
詠
ん
だ
16
首
の
う
ち
の
１
首
で
、
歌

温
泉
街
を
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
三
滝
川
で
は
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
石
が
見
ら
れ
ま
す
が
、〝
大

石
〞と
呼
ば
れ
る
石
は
ひ
と
き
わ
大
き
く
、重

さ
は
推
定
８
０
０
ト
ン
と
い
わ
れ
ま
す
。
周

囲
は「
大
石
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
、赤
い
高

欄
の
大
石
橋
が
彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。
こ

の
橋
は
、昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
完
成
し
ま

し
た
が
、工
事
の
費
用
を
寄
付
し
た
の
が
、名

古
屋
出
身
の
小
菅 

剣
之
助（
１
８
６
７
〜
１

９
４
４
）で
す
。
四
日
市
市
の
港
湾
整
備
や
工

業
発
展
な
ど
に
も
尽
力
し
た
実
業
家
で
、晩
年

は
湯
の
山
を
度
々
訪
れ
、景
勝
保
存
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、木
造

碑
は
同
37（
１
９
６
2
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
「
大
石
公
園
」や「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」を

眺
め
た
後
は
帰
途
に
就
き
ま
す
が
、そ
の
前
に

少
し
足
を
延
ば
し
て
、
俳
聖・松
尾 

芭
蕉
の

句
碑
が
た
た
ず
む
三
嶽
寺
に
立
ち
寄
る
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。
同
寺
は
、僧
兵
た
ち
が
集
う

山
岳
宗
教
の
拠
点
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、

毎
年
10
月
に
は
壮
大
な「
僧
兵
祭
り
」が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、芭
蕉
句
碑
に
刻
ま
れ
た
句「
文

月
や 

六
日
も
常
の 

夜
に
は
似
す
」は
、「
奥
の

細
道
」の
旅
の
途
中
、直
江
津（
新
潟
県
）で
詠

ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
近
く
に
は
、代
々
織
田
家

や
徳
川
家
の
御
典
医
を
務
め
た
森
家
の
別
荘

を
利
用
し
た
カ
フ
ェ「
鎮
驚
庵 

山
荘
」も
あ
り

ま
す
。

　
涙
橋
を
経
由
し
て
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
へ
戻
る
の
が
今
回
の
散
策

の
ル
ー
ト
で
す
が
、温
泉
街
の
各
旅
館
や
ホ
テ

ル
に
投
宿
し
、ゆ
っ
く
り
過
ご
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。
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「
湯
の
山
温
泉 
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」散
策

　
御
在
所
山
の
麓
に
湧
き
出
る
湯
の
山
温
泉

の
歴
史
は
１
３
０
０
年
前
に
ま
で
遡
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
長
い
歴
史
の
間
に
は
、多
く
の
文
化

人
や
名
士
た
ち
も
来
遊
し
、紀
行
文
や
小
説
、

短
歌
な
ど
、優
れ
た
文
学
作
品
が
誕
生
し
ま

し
た
。

　
現
在
、湯
の
山
温
泉
街
を
そ
ぞ
ろ
歩
け
ば
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
文
学
碑
と
傍
ら
に
設
置
さ

れ
た
自
然
石
の
石
盤
を
見
か
け
る
で
し
ょ
う
。

石
盤
は
菰
野
町
が
設
置
し
た
も
の
で
、こ
れ
ら

を
た
ど
る「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」も
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」を
軸
と
し
て
数
か
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

時
に
は
温
泉
街
に
秘
め
ら
れ
た
物
語
に
耳
を

傾
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

START
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た
。
そ
ん
な
定
五
郎
が
病
で
亡
く
な
っ
た
時

に
遺
さ
れ
て
い
た
お
金
を
元
に
し
て
架
け
ら

れ
た
の
が
、以
前
の
蒼
滝
橋
な
の
で
す
。
令
和

「
阪
正
臣
の
歌
碑
」と
、三
滝
川
に
架
か
る
蒼
滝

橋
で
す
。

　
阪 

正
臣（
１
８
５
５
〜
１
９
３
１
）は
、名

古
屋
出
身
の
宮
廷
歌
人
。
歌
碑
に
は「
こ
も
の

や
ま 

い
つ
こ
を
み
る
も 

あ
か
さ
れ
と 

す
ぐ

れ
く
る
な
は 

こ
れ
の
に
ひ
む
ろ
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
歌
は
昭
和
５（
１
９
３
０
）年

に
行
わ
れ
た
、「
鈴
木
小
舟
の
歌
碑
」の
除
幕
式

に
参
列
し
た
阪 

正
臣
が
、「
寿
亭
」の
別
館「
水

雲
閣
」（
国
登
録
有
形
文
化
財
）か
ら
見
た
景
色

を
詠
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
お
、新
室

と
は
新
築
の
部
屋
の
こ
と
で
、前
年
に
竣
工
し

た
ば
か
り
の「
水
雲
閣
」を
指
し
て
い
ま
す
。

５
年
、菰
野
町
商
工
会
青
年
部
が

企
画
し
た「
こ
も
の
昔
ば
な
し
絵

本
製
作
贈
呈
事
業
」の
一
環
と
し
て
、絵
本『
ゆ

の
や
ま
の
さ
だ
ご
ろ
う
ば
し
』が
完
成
し
ま
し

た
。
西
山
さ
ん
に
見
せ
て
も
ら
う
と
、菰
野
中

学
校
美
術
部
の
部
員
た
ち
が
心
を
込
め
て
描

い
た
絵
が
、正
直
で
働
き
者
だ
っ
た
定
五
郎
の

姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
湯
の
山
の
人
々
が
今
も〝
定
五
郎
橋
〞と
呼

び
親
し
む
蒼
滝
橋
か
ら
、次
に
め
ざ
す
の
は

「
大
石
公
園
」と「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」で
す
。

だ
っ
た
大
石
橋
が
通
行
に
危
険
だ
と
知
り
、寄

付
を
申
し
出
た
の
で
す
。

　
湯
の
山
を
愛
し
た
文
化
人
や
実
業
家
は
小

菅 

剣
之
助
の
ほ
か
に
も
数
多
く
い
ま
す
が
、

鈴
鹿
市
出
身
の
歌
人
、佐
佐
木 

信
綱（
１
８
７

２
〜
１
９
６
３
）も
そ
の
一
人
。
三
滝
川
沿
い

を
歩
い
て
い
る
と
、誘
い
橋
近
く
の
川
床
に
大

き
な
歌
碑
が
建
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
が「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」。「
白
雲
は 

そ
ら
に
う
か
べ
り 

谷
川
の 

石
み
な
石
の 

お

の
づ
か
ら
な
る
」が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
同
歌

は
信
綱
が
昭
和
４（
１
９
２
９
）年
に
来
遊
し

た
際
に
詠
ん
だ
16
首
の
う
ち
の
１
首
で
、
歌

温
泉
街
を
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
三
滝
川
で
は
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
石
が
見
ら
れ
ま
す
が
、〝
大

石
〞と
呼
ば
れ
る
石
は
ひ
と
き
わ
大
き
く
、重

さ
は
推
定
８
０
０
ト
ン
と
い
わ
れ
ま
す
。
周

囲
は「
大
石
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
、赤
い
高

欄
の
大
石
橋
が
彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。
こ

の
橋
は
、昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
完
成
し
ま

し
た
が
、工
事
の
費
用
を
寄
付
し
た
の
が
、名

古
屋
出
身
の
小
菅 

剣
之
助（
１
８
６
７
〜
１

９
４
４
）で
す
。
四
日
市
市
の
港
湾
整
備
や
工

業
発
展
な
ど
に
も
尽
力
し
た
実
業
家
で
、晩
年

は
湯
の
山
を
度
々
訪
れ
、景
勝
保
存
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、木
造

碑
は
同
37（
１
９
６
2
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
「
大
石
公
園
」や「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」を

眺
め
た
後
は
帰
途
に
就
き
ま
す
が
、そ
の
前
に

少
し
足
を
延
ば
し
て
、
俳
聖・松
尾 

芭
蕉
の

句
碑
が
た
た
ず
む
三
嶽
寺
に
立
ち
寄
る
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。
同
寺
は
、僧
兵
た
ち
が
集
う

山
岳
宗
教
の
拠
点
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、

毎
年
10
月
に
は
壮
大
な「
僧
兵
祭
り
」が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、芭
蕉
句
碑
に
刻
ま
れ
た
句「
文

月
や 

六
日
も
常
の 

夜
に
は
似
す
」は
、「
奥
の

細
道
」の
旅
の
途
中
、直
江
津（
新
潟
県
）で
詠

ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
近
く
に
は
、代
々
織
田
家

や
徳
川
家
の
御
典
医
を
務
め
た
森
家
の
別
荘

を
利
用
し
た
カ
フ
ェ「
鎮
驚
庵 

山
荘
」も
あ
り

ま
す
。

　
涙
橋
を
経
由
し
て
御
在
所
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ

「
湯
の
山
温
泉
」駅
へ
戻
る
の
が
今
回
の
散
策

の
ル
ー
ト
で
す
が
、温
泉
街
の
各
旅
館
や
ホ
テ

ル
に
投
宿
し
、ゆ
っ
く
り
過
ご
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。
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「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」散
策

　
御
在
所
山
の
麓
に
湧
き
出
る
湯
の
山
温
泉

の
歴
史
は
１
３
０
０
年
前
に
ま
で
遡
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
長
い
歴
史
の
間
に
は
、多
く
の
文
化

人
や
名
士
た
ち
も
来
遊
し
、紀
行
文
や
小
説
、

短
歌
な
ど
、優
れ
た
文
学
作
品
が
誕
生
し
ま

し
た
。

　
現
在
、湯
の
山
温
泉
街
を
そ
ぞ
ろ
歩
け
ば
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
文
学
碑
と
傍
ら
に
設
置
さ

れ
た
自
然
石
の
石
盤
を
見
か
け
る
で
し
ょ
う
。

石
盤
は
菰
野
町
が
設
置
し
た
も
の
で
、こ
れ
ら

を
た
ど
る「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」も
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は「
湯
の
山
温
泉 

歴
史
こ
ば
な
し
の

道
」を
軸
と
し
て
数
か
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

時
に
は
温
泉
街
に
秘
め
ら
れ
た
物
語
に
耳
を

傾
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。
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御在所ロープウエイ「湯の山温泉」駅 「鈴木小舟の歌碑」

「阪正臣の歌碑」・蒼滝橋「大石公園」「佐佐木信綱の歌碑」

16

宮
廷
歌
人
、

鈴
木 

小
舟（
１
８
５
７
〜
１
９
２
３
）

蒼
滝
橋
と
定
五
郎

湯
の
山
を
愛
し
た
人
々

御在所ロープウエイ「湯の山温泉」駅

「鈴木小舟の歌碑」

「阪正臣の歌碑」

令和6年に架け替えられた蒼滝橋

「佐佐木信綱の歌碑」

芭蕉句碑

カフェ「鎮驚庵 山荘」外観

『ゆのやまのさだごろうばし』

「大石公園」

菰
野
町

湯
の
山
温
泉
街
界
隈

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

さ
か
の
ぼ

せ
き
ば
ん

り
ゅ
う
れ
い

ご

ど
う

よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
ょ
く
お
ん
や
と
い

こ
と
ぶ
き
て
い

と
う
り
ゅ
う

は

ば
ん
ま
さ
お
み

に
い

こ
う

ら
ん

こ
す
げ
け
ん

す
け

い
ざ
な

さ
ん

な
お

ふ
み

づ
き

ち
ん
き
ょ
う
あ
ん

て
ん

ご

い

え

つ

が
く
じ

の

む
ろ

か
げ

の
こ

ひ
な
た

ご

か

か
い

わ
い

お

ふ
ね

あ
お
た
き
ば
し

さ
だ

ろ
う

ご

三
嶽
寺

カ
フェ

「
鎮
驚
庵 

山
荘
」

「
寿
亭
」

「
鈴
木
小
舟
の
歌
碑
」

「
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
」

「
大
石
公
園
」

御在所ロープウエイ
「湯の山温泉」駅 立体駐車場
蒼
滝
橋

「阪正臣の歌碑」577

577

涙
橋

大
石
橋

誘
い
橋

翠
明
橋

三
滝
川




