
の
村
を
飛
地
と
し
た
の
で
す
。
大
矢
知
に
陣

屋
が
置
か
れ
る
と
、八
風
道
は
、朝
明
郡
各
村

の
年
貢
米
を
輸
送
す
る
幹
線
と
な
り
ま
し
た
。

　
陣
屋
跡
を
示
す
案
内
板
と
松
並
木
に
歴
史

の
重
み
を
感
じ
な
が
ら
同
校
を
後
に
す
る
と
、

長
倉
神
社
の
鳥
居
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
鳥

居
の
手
前
で
右
折
し
、少
し
進
む
と
姿
を
現
す

の
が
、照
恩
寺
の
山
門
で
す
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、

開
基
は
江
戸
時
代
。
風
情
あ
る
山
門
は
、桑
名

城
内
に
あ
っ
た
城
門
の
一
つ
を
移
築
し
た
も

の
で
、『
四
日
市
市
史
』に
は「
享
保
６（
１
７
２

１
）年
銘
の
鬼
瓦
が
あ
り
」と
記
さ
れ
て
い
ま

　
今
回
の
散
策
の
起
点
は
、三
岐
鉄
道
三
岐
線

「
大
矢
知
」駅
で
す
。
最
初
に
向
か
う
の
は
、す

ぐ
近
く
の
大
矢
知
興
譲
小
学
校
で
す
。
実
は
、

同
校
が
建
つ
場
所
に
は
、か
つ
て
武
蔵
国
忍
藩

（
現
在
の
埼
玉
県
行
田
市
）の
陣
屋（
代
官
所
）

が
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
大

矢
知
は
桑
名
藩
の
領
地
で
し
た
が
、文
政
６

（
１
８
２
３
）年
に
藩
主
の
松
平 

忠
堯
が
、忍

藩
に
国
替
え
を
命
じ
ら
れ
た
の
に
と
も
な
い
、

同
藩
の
領
地
に
な
り
ま
し
た
。当
時
の
忍
藩
は
、

桑
名
藩
の
10
万
石
に
比
べ
て
石
高
が
少
な
く
、

不
足
分
を
補
う
た
め
に
、大
矢
知
を
含
め
た
72

す
。
ま
た
、現
在
の
本
堂
は
、宝
暦
年
間（
１
７

５
１
〜
１
７
６
４
）建
立
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
照
恩
寺
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、先
ほ
ど
見

か
け
た
長
倉
神
社
へ
。
創
建
年
代
は
不
明
で

す
が
、平
安
時
代
成
立
の『
延
喜
式
』に
記
さ
れ

た
、伊
勢
国
朝
明
郡
の
二
十
四
座
の
一
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

由
緒
あ
る
神
社
の
本
殿

は
、階
段
を
上
っ
た
先
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

「
健
康
第
一
」「
家
内
安
全
」な
ど
の
願
い
が
綴

ら
れ
た
絵
馬
を
見
て
い
る
と
、「
こ
こ
か
ら
四

日
市
港
が
見
え
ま
す
よ
」と
の
声
が
。水
谷
さ

ん
の
お
話
通
り
、コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
群
が
望
め
ま

し
た
。

　
な
お
、同
神
社
の
裏
山
に
は
、南
北
朝
時
代

古
代
の
人
々
の
瞳
に
は
ど
ん
な
光
景
が
映
っ

て
い
た
の
か
、想
い
を
巡
ら
す
だ
け
で
胸
躍
り

ま
す
。

　
「
久
留
倍
官
衙
遺
跡
」発
掘
の
き
っ
か
け
は
、

一
般
国
道
１
号
北
勢
バ
イ
パ
ス
建
設
に
と
も

な
う
事
前
調
査
で
す
。
そ
の
結
果
、弥
生
時
代

か
ら
中
世
ま
で
の
各
時
代
の
遺
構・遺
物
が
多

数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
で
も
珍
し
い
東

向
き
の
役
所
の
跡
が
発
見
さ
れ
た
ほ
か
、規
模

の
大
き
な
建
物
や
倉
庫
群
な
ど
が
整
然
と
並

ん
で
い
る
こ
と
な
ど
も
判
明
。
古
代
の
伊
勢

国
朝
明
郡
の
郡
衙（
郡
家
）跡
の
可
能
性
が
高

い
こ
と
な
ど
か
ら
、平
成
18（
２
０
０
６
）年
に
、

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

の
文
中
元（
１
３
７
２
）年
に
築
か
れ
た「
大
矢

知
砦
」が
あ
り
ま
し
た
。
水
谷
さ
ん
か
ら
は
、

こ
の
砦
が
北
朝
方
と
南
朝
方
の
壮
絶
な
戦
い

の
舞
台
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
教
わ

り
ま
し
た
。

　
長
倉
神
社
に
お
参
り
し
た
後
、さ
ら
に
進
む

と
、目
の
前
に
広
々
と
し
た
芝
生
広
場
が
現
わ

れ
ま
し
た
。 

小
春
日
和
の
こ
の
日
は
、凧
揚
げ

や
散
歩
を
楽
し
む
人
の
姿
も
あ
り
ま
す
。
こ

こ
が「
く
る
べ
古
代
歴
史
公
園
」。
園
内
か
ら

の
眺
望
は
す
ば
ら
し
く
、四
日
市
港
や
伊
勢
湾
、

対
岸
の
知
多
半
島
ま
で
も
一
望
で
き
ま
し
た
。

　
園
内
を
散

策
す
る
と
、

小
休
憩
な
ど

に
適
し
た
建

物
や
、大
き

な
門
が
建
っ

て
い
る
の
に

気
付
き
ま
す
。

前
者
は
、役

所
の
中
心
的
な
建
物
で
あ
る「
正
殿（
庁
屋
）」

の
大
き
さ
を
、現
代
の
材
料
と
工
法
に
よ
っ
て

表
現
し
た
も
の
。
後
者
は
、古
代
の
地
方
の
役

所
の
正
面
に
採
用
さ
れ
た「
八
脚
門
」を
復
元

し
た
も
の
で
す
。
進
む
に
つ
れ
て
、長
大
な
建

物
の
跡
や
正
倉（
米
穀
の
貯
蔵
施
設
）を
取
り

囲
む
濠
の
跡
な
ど
も
示
さ
れ
て
い
て
、規
模
の

大
き
さ
を
実
感
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、一
画
に

は『
万
葉
集
』に
詠
ま
れ
た
植
物
が
植
栽
さ
れ

た
エ
リ
ア
も
あ
り
ま
し
た
。

　
同
園
を
訪
ね
た
ら
、東
側
に
併
設
さ
れ
た

「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」（
入
館
料 

無
料
）に
立

　
「
久
留
倍
官
衙
遺
跡
公
園
」で
古
代
の
風
を

感
じ
な
が
ら
、ゆ
っ
く
り
と
散
策・見
学
し
た

後
は
、南
へ
向
け
て
歩
き
ま
す
。
す
る
と
10
分

程
度
で「
壬
申
の
乱
」ゆ
か
り
の「
天
武
天
皇
迹

太
川
御
遥
拝
所
跡
」に
到
着
し
ま
し
た
。「
壬

申
の
乱
」と
は
、天
智
天
皇
の
死
後
、そ
の
皇
位

継
承
を
め
ぐ
っ
て
、天
武
元（
６
７
２
）年
に
起

こ
っ
た
乱
の
こ
と
。『
日
本
書
紀
』に
は
、大
海

人
皇
子（
後
の
天
武
天
皇
）が
朝
明
郡
の
迹
太

川
の
ほ
と
り
で
戦
勝
を
祈
願
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、御
遥
拝
所
の
候
補
地

は
複
数
存
在
す
る
の
で
す
が
、江
戸
時
代
か
ら

ち
寄
る
の
が
お
す
す
め
で
す
。
館
内
に
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
常
駐
し
て
い
て
、丁
寧

な
解
説
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
か
り

や
す
い
パ
ネ
ル
展
示
に
加
え
て
、出
土
し
た
墨

書
土
器
や
円
面
硯
な
ど
も
展
示
さ
れ
、間
近
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
古
代
衣
装

体
験
」や「
木
簡
づ
く
り
」な
ど
も
可
能
。
さ
ら

に「
ま
が
玉
づ
く
り
」「
火
お
こ
し
体
験
」な
ど

が
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
も
随
時
開
催
さ
れ
て

い
て
、古
代
の
人
々
の
息
遣
い
を
身
近
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、大
矢
知
町
を
車
で
来
訪
の
場
合
は
、

同
館
横
の
駐
車
場
を
拠
点
に
す
る
の
が
便
利

で
し
ょ
う
。

地
元
で
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、こ
の
地
が
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
迹
太
川
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
り
、現
在
で

は
、海
蔵
川
や
三
滝
川
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。

ほ
か
に
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
謎
が
多
く
、想

像
力
を
掻
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
散
策
の
終
点
は
再
び
、三
岐
鉄
道
三
岐
線

「
大
矢
知
」駅
で
す
が
、東
へ
向
け
て
約
15
分
歩

け
ば
、近
鉄
名
古
屋
線「
富
田
」駅
で
す
。
都
合

に
合
わ
せ
て
利
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
歴
史
や
文
化
を
感
じ
ら

れ
る
大
矢
知
散
策
は
こ
れ
で
終
了
で
す
。
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歴
史
ロ
マ
ン
の
宝
庫
、大
矢
知
を
歩
く

　

大
宝
元（
７
０
１
）年
、大
宝
律
令
が
制
定
さ

れ
る
と
、日
本
国
内
は
国
郡
里（
後
に
郷
）の
行
政

組
織
に
編
成
さ
れ
ま
し
た
。 

現
在
の
四
日
市
市

大
矢
知
町
一
帯
は
伊
勢
国
朝
明
郡
に
属
し
、古

来
、交
通
の
要
地
で
し
た
。
町
の
北
側
を
八
風
道

（
伊
勢
と
近
江
を
結
ぶ
交
易
路
）が
通
り
、多
く

の
人
々
や
物
資
が
往
来
し
て
い
た
の
で
す
。

　

令
和
２
年
、こ
の
大
矢
知
町
字
久
留
倍
と
字

矢
内
谷
に
、古
代
の
官
衙（
役
所
）跡
を
整
備
し

た
歴
史
公
園「
久
留
倍
官
衙
遺
跡
公
園
」（「
く
る

べ
古
代
歴
史
公
園
」「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」）が

誕
生
し
ま
し
た
。
園
内
に
は
、格
式
の
高
い
門「
八

脚
門
」が
復
元
さ
れ
る
な
ど
、訪
問
者
を
古
代
へ

と
誘
い
ま
す
。

　
今
回
は
、古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、さ
ま

ざ
ま
な
時
代
の
歴
史
ロ
マ
ン
が
詰
ま
っ
た
大
矢
知

町
南
西
部
を
散
策
し
ま
す
。

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。

約400m 約400m 約200m

約800m
約2.2km 約350m

●
2
4
4
号
の
記
載
に
つ
い
て
／
2
4
4
号
の
5
ペ
ー
ジ
、本
文
下
段
20
行
目
に
掲
載
の
高
次
公
は
、高
虎
公
の
誤
り
で
し
た
。こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
　
「
四
日
市
市
大
矢
知
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
」

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
６
４ ‒ 

８
７
０
４

　
「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」（
月
曜・火
曜
日
休
館
日
）

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
６
５ ‒ 

２
２
７
７

三岐鉄道三岐線「大矢知」駅 「忍藩大矢知陣屋跡」 照恩寺

「久留倍官衙遺跡公園」（「くるべ古代歴史公園」「くるべ古代歴史館」）「天武天皇迹太川御遥拝所跡」
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「
忍
藩
大
矢
知
陣
屋
跡
」

照
恩
寺
か
ら
長
倉
神
社
へ

「
く
る
べ
古
代
歴
史
公
園
」

「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」

「
天
武
天
皇
迹
太
川
御
遥
拝
所
跡
」

松の大木が目を引く陣屋跡

三岐鉄道三岐線「大矢知」駅

照恩寺の山門

長倉神社

長倉神社から望む四日市港

「大矢知砦」跡

「正殿」（あずま屋）

「八脚門」（復元）

植栽された万葉植物と説明板

「天武天皇迹太川御遥拝所跡」

出土品の展示風景

館内の様子

「くるべ古代歴史館」外観

四
日
市
市

大
矢
知
町
南
西
部

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

お
お

た
い
ほ
う

こ
く

はっ
ぷ
う
ど
う

く

る

べ

や
な
い
だ
に

はっ

さ
ん

こ
う
じ
ょ
う

ぎ
ょ
う
だ

む
さ
し

と
び

ほ
う

ぶ
ん
ち
ゅ
う

た
こ

ぐ
ん

え
ん
め
ん
け
ん

じ
ん
し
ん

か
い

か
ぞ
う

お
お

ま

あ

づ
か

が

ぐ
う

せ
い
で
ん
ち
ょ
う

し
ょ
う
そ
う

ほ
り

や

け

と
り
で

れ
き

え
ん
ぎ

ざ し
き

き
ょ
う
ほ
う

め
い

ち

た
だ
た
か

ぎ

き
ゃ
く
も
ん

か
ん
が

ぐ
ん
り

ご
う

り
つ
り
ょ
う

や

ち

長倉神社

「忍藩大矢知陣屋跡」

三岐鉄道三岐線「大矢知」駅

照恩寺

長倉神社

「くるべ古代歴史公園」

「くるべ古代歴史館」

「天武天皇迹太川
 御遥拝所跡」

大矢知興譲小学校

三岐鉄道三岐線

9

1

「久留倍官衙遺跡公園」

至三岐鉄道三岐線「平津」駅

至
近
鉄
名
古
屋
線「
富
田
」駅

至朝日町

至
垂
坂
町

今回、ご案内いただいたのは「大
矢知まちづくり構想推進委員
会」歴史・文化の継承プロジェク
ト部長の水谷  好伴（よしとも）さ
んです。お話からは、地域への深
い愛情が伝わりました。

お
し
は
ん

し
ょ
う
お
ん

て
ん

む

と

お

が
わ

ご

よ
う
は
い
し
ょ

じ



の
村
を
飛
地
と
し
た
の
で
す
。
大
矢
知
に
陣

屋
が
置
か
れ
る
と
、八
風
道
は
、朝
明
郡
各
村

の
年
貢
米
を
輸
送
す
る
幹
線
と
な
り
ま
し
た
。

　
陣
屋
跡
を
示
す
案
内
板
と
松
並
木
に
歴
史

の
重
み
を
感
じ
な
が
ら
同
校
を
後
に
す
る
と
、

長
倉
神
社
の
鳥
居
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
鳥

居
の
手
前
で
右
折
し
、少
し
進
む
と
姿
を
現
す

の
が
、照
恩
寺
の
山
門
で
す
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、

開
基
は
江
戸
時
代
。
風
情
あ
る
山
門
は
、桑
名

城
内
に
あ
っ
た
城
門
の
一
つ
を
移
築
し
た
も

の
で
、『
四
日
市
市
史
』に
は「
享
保
６（
１
７
２

１
）年
銘
の
鬼
瓦
が
あ
り
」と
記
さ
れ
て
い
ま

　
今
回
の
散
策
の
起
点
は
、三
岐
鉄
道
三
岐
線

「
大
矢
知
」駅
で
す
。
最
初
に
向
か
う
の
は
、す

ぐ
近
く
の
大
矢
知
興
譲
小
学
校
で
す
。
実
は
、

同
校
が
建
つ
場
所
に
は
、か
つ
て
武
蔵
国
忍
藩

（
現
在
の
埼
玉
県
行
田
市
）の
陣
屋（
代
官
所
）

が
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
大

矢
知
は
桑
名
藩
の
領
地
で
し
た
が
、文
政
６

（
１
８
２
３
）年
に
藩
主
の
松
平 

忠
堯
が
、忍

藩
に
国
替
え
を
命
じ
ら
れ
た
の
に
と
も
な
い
、

同
藩
の
領
地
に
な
り
ま
し
た
。当
時
の
忍
藩
は
、

桑
名
藩
の
10
万
石
に
比
べ
て
石
高
が
少
な
く
、

不
足
分
を
補
う
た
め
に
、大
矢
知
を
含
め
た
72

す
。
ま
た
、現
在
の
本
堂
は
、宝
暦
年
間（
１
７

５
１
〜
１
７
６
４
）建
立
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
照
恩
寺
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、先
ほ
ど
見

か
け
た
長
倉
神
社
へ
。
創
建
年
代
は
不
明
で

す
が
、平
安
時
代
成
立
の『
延
喜
式
』に
記
さ
れ

た
、伊
勢
国
朝
明
郡
の
二
十
四
座
の
一
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

由
緒
あ
る
神
社
の
本
殿

は
、階
段
を
上
っ
た
先
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

「
健
康
第
一
」「
家
内
安
全
」な
ど
の
願
い
が
綴

ら
れ
た
絵
馬
を
見
て
い
る
と
、「
こ
こ
か
ら
四

日
市
港
が
見
え
ま
す
よ
」と
の
声
が
。水
谷
さ

ん
の
お
話
通
り
、コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
群
が
望
め
ま

し
た
。

　
な
お
、同
神
社
の
裏
山
に
は
、南
北
朝
時
代

古
代
の
人
々
の
瞳
に
は
ど
ん
な
光
景
が
映
っ

て
い
た
の
か
、想
い
を
巡
ら
す
だ
け
で
胸
躍
り

ま
す
。

　
「
久
留
倍
官
衙
遺
跡
」発
掘
の
き
っ
か
け
は
、

一
般
国
道
１
号
北
勢
バ
イ
パ
ス
建
設
に
と
も

な
う
事
前
調
査
で
す
。
そ
の
結
果
、弥
生
時
代

か
ら
中
世
ま
で
の
各
時
代
の
遺
構・遺
物
が
多

数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
で
も
珍
し
い
東

向
き
の
役
所
の
跡
が
発
見
さ
れ
た
ほ
か
、規
模

の
大
き
な
建
物
や
倉
庫
群
な
ど
が
整
然
と
並

ん
で
い
る
こ
と
な
ど
も
判
明
。
古
代
の
伊
勢

国
朝
明
郡
の
郡
衙（
郡
家
）跡
の
可
能
性
が
高

い
こ
と
な
ど
か
ら
、平
成
18（
２
０
０
６
）年
に
、

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

の
文
中
元（
１
３
７
２
）年
に
築
か
れ
た「
大
矢

知
砦
」が
あ
り
ま
し
た
。
水
谷
さ
ん
か
ら
は
、

こ
の
砦
が
北
朝
方
と
南
朝
方
の
壮
絶
な
戦
い

の
舞
台
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
教
わ

り
ま
し
た
。

　
長
倉
神
社
に
お
参
り
し
た
後
、さ
ら
に
進
む

と
、目
の
前
に
広
々
と
し
た
芝
生
広
場
が
現
わ

れ
ま
し
た
。 

小
春
日
和
の
こ
の
日
は
、凧
揚
げ

や
散
歩
を
楽
し
む
人
の
姿
も
あ
り
ま
す
。
こ

こ
が「
く
る
べ
古
代
歴
史
公
園
」。
園
内
か
ら

の
眺
望
は
す
ば
ら
し
く
、四
日
市
港
や
伊
勢
湾
、

対
岸
の
知
多
半
島
ま
で
も
一
望
で
き
ま
し
た
。

　
園
内
を
散

策
す
る
と
、

小
休
憩
な
ど

に
適
し
た
建

物
や
、大
き

な
門
が
建
っ

て
い
る
の
に

気
付
き
ま
す
。

前
者
は
、役

所
の
中
心
的
な
建
物
で
あ
る「
正
殿（
庁
屋
）」

の
大
き
さ
を
、現
代
の
材
料
と
工
法
に
よ
っ
て

表
現
し
た
も
の
。
後
者
は
、古
代
の
地
方
の
役

所
の
正
面
に
採
用
さ
れ
た「
八
脚
門
」を
復
元

し
た
も
の
で
す
。
進
む
に
つ
れ
て
、長
大
な
建

物
の
跡
や
正
倉（
米
穀
の
貯
蔵
施
設
）を
取
り

囲
む
濠
の
跡
な
ど
も
示
さ
れ
て
い
て
、規
模
の

大
き
さ
を
実
感
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、一
画
に

は『
万
葉
集
』に
詠
ま
れ
た
植
物
が
植
栽
さ
れ

た
エ
リ
ア
も
あ
り
ま
し
た
。

　
同
園
を
訪
ね
た
ら
、東
側
に
併
設
さ
れ
た

「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」（
入
館
料 

無
料
）に
立

　
「
久
留
倍
官
衙
遺
跡
公
園
」で
古
代
の
風
を

感
じ
な
が
ら
、ゆ
っ
く
り
と
散
策・見
学
し
た

後
は
、南
へ
向
け
て
歩
き
ま
す
。
す
る
と
10
分

程
度
で「
壬
申
の
乱
」ゆ
か
り
の「
天
武
天
皇
迹

太
川
御
遥
拝
所
跡
」に
到
着
し
ま
し
た
。「
壬

申
の
乱
」と
は
、天
智
天
皇
の
死
後
、そ
の
皇
位

継
承
を
め
ぐ
っ
て
、天
武
元（
６
７
２
）年
に
起

こ
っ
た
乱
の
こ
と
。『
日
本
書
紀
』に
は
、大
海

人
皇
子（
後
の
天
武
天
皇
）が
朝
明
郡
の
迹
太

川
の
ほ
と
り
で
戦
勝
を
祈
願
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、御
遥
拝
所
の
候
補
地

は
複
数
存
在
す
る
の
で
す
が
、江
戸
時
代
か
ら

ち
寄
る
の
が
お
す
す
め
で
す
。
館
内
に
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
常
駐
し
て
い
て
、丁
寧

な
解
説
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
か
り

や
す
い
パ
ネ
ル
展
示
に
加
え
て
、出
土
し
た
墨

書
土
器
や
円
面
硯
な
ど
も
展
示
さ
れ
、間
近
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
古
代
衣
装

体
験
」や「
木
簡
づ
く
り
」な
ど
も
可
能
。
さ
ら

に「
ま
が
玉
づ
く
り
」「
火
お
こ
し
体
験
」な
ど

が
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
も
随
時
開
催
さ
れ
て

い
て
、古
代
の
人
々
の
息
遣
い
を
身
近
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、大
矢
知
町
を
車
で
来
訪
の
場
合
は
、

同
館
横
の
駐
車
場
を
拠
点
に
す
る
の
が
便
利

で
し
ょ
う
。

地
元
で
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、こ
の
地
が
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
迹
太
川
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
り
、現
在
で

は
、海
蔵
川
や
三
滝
川
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。

ほ
か
に
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
謎
が
多
く
、想

像
力
を
掻
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
散
策
の
終
点
は
再
び
、三
岐
鉄
道
三
岐
線

「
大
矢
知
」駅
で
す
が
、東
へ
向
け
て
約
15
分
歩

け
ば
、近
鉄
名
古
屋
線「
富
田
」駅
で
す
。
都
合

に
合
わ
せ
て
利
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
歴
史
や
文
化
を
感
じ
ら

れ
る
大
矢
知
散
策
は
こ
れ
で
終
了
で
す
。
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歴
史
ロ
マ
ン
の
宝
庫
、大
矢
知
を
歩
く

　

大
宝
元（
７
０
１
）年
、大
宝
律
令
が
制
定
さ

れ
る
と
、日
本
国
内
は
国
郡
里（
後
に
郷
）の
行
政

組
織
に
編
成
さ
れ
ま
し
た
。 

現
在
の
四
日
市
市

大
矢
知
町
一
帯
は
伊
勢
国
朝
明
郡
に
属
し
、古

来
、交
通
の
要
地
で
し
た
。
町
の
北
側
を
八
風
道

（
伊
勢
と
近
江
を
結
ぶ
交
易
路
）が
通
り
、多
く

の
人
々
や
物
資
が
往
来
し
て
い
た
の
で
す
。

　

令
和
２
年
、こ
の
大
矢
知
町
字
久
留
倍
と
字

矢
内
谷
に
、古
代
の
官
衙（
役
所
）跡
を
整
備
し

た
歴
史
公
園「
久
留
倍
官
衙
遺
跡
公
園
」（「
く
る

べ
古
代
歴
史
公
園
」「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」）が

誕
生
し
ま
し
た
。
園
内
に
は
、格
式
の
高
い
門「
八

脚
門
」が
復
元
さ
れ
る
な
ど
、訪
問
者
を
古
代
へ

と
誘
い
ま
す
。

　
今
回
は
、古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、さ
ま

ざ
ま
な
時
代
の
歴
史
ロ
マ
ン
が
詰
ま
っ
た
大
矢
知

町
南
西
部
を
散
策
し
ま
す
。

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。

約400m 約400m 約200m

約800m
約2.2km 約350m

●
2
4
4
号
の
記
載
に
つ
い
て
／
2
4
4
号
の
5
ペ
ー
ジ
、本
文
下
段
20
行
目
に
掲
載
の
高
次
公
は
、高
虎
公
の
誤
り
で
し
た
。こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
　
「
四
日
市
市
大
矢
知
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
」

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
６
４ ‒ 

８
７
０
４

　
「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」（
月
曜・火
曜
日
休
館
日
）

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
６
５ ‒ 

２
２
７
７

三岐鉄道三岐線「大矢知」駅 「忍藩大矢知陣屋跡」 照恩寺

「久留倍官衙遺跡公園」（「くるべ古代歴史公園」「くるべ古代歴史館」）「天武天皇迹太川御遥拝所跡」
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「
忍
藩
大
矢
知
陣
屋
跡
」

照
恩
寺
か
ら
長
倉
神
社
へ

「
く
る
べ
古
代
歴
史
公
園
」

「
く
る
べ
古
代
歴
史
館
」

「
天
武
天
皇
迹
太
川
御
遥
拝
所
跡
」

松の大木が目を引く陣屋跡

三岐鉄道三岐線「大矢知」駅

照恩寺の山門

長倉神社

長倉神社から望む四日市港

「大矢知砦」跡

「正殿」（あずま屋）

「八脚門」（復元）

植栽された万葉植物と説明板

「天武天皇迹太川御遥拝所跡」

出土品の展示風景

館内の様子

「くるべ古代歴史館」外観

四
日
市
市

大
矢
知
町
南
西
部

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

お
お

た
い
ほ
う

こ
く

はっ
ぷ
う
ど
う

く

る

べ

や
な
い
だ
に

はっ

さ
ん

こ
う
じ
ょ
う

ぎ
ょ
う
だ

む
さ
し

と
び

ほ
う

ぶ
ん
ち
ゅ
う

た
こ

ぐ
ん

え
ん
め
ん
け
ん

じ
ん
し
ん

か
い

か
ぞ
う

お
お

ま

あ

づ
か

が

ぐ
う

せ
い
で
ん
ち
ょ
う

し
ょ
う
そ
う

ほ
り

や

け

と
り
で

れ
き

え
ん
ぎ

ざ し
き

き
ょ
う
ほ
う

め
い

ち

た
だ
た
か

ぎ

き
ゃ
く
も
ん

か
ん
が

ぐ
ん
り

ご
う

り
つ
り
ょ
う

や

ち

長倉神社

「忍藩大矢知陣屋跡」

三岐鉄道三岐線「大矢知」駅

照恩寺

長倉神社

「くるべ古代歴史公園」

「くるべ古代歴史館」

「天武天皇迹太川
 御遥拝所跡」

大矢知興譲小学校

三岐鉄道三岐線

9

1

「久留倍官衙遺跡公園」

至三岐鉄道三岐線「平津」駅

至
近
鉄
名
古
屋
線「
富
田
」駅

至朝日町

至
垂
坂
町

今回、ご案内いただいたのは「大
矢知まちづくり構想推進委員
会」歴史・文化の継承プロジェク
ト部長の水谷  好伴（よしとも）さ
んです。お話からは、地域への深
い愛情が伝わりました。

お
し
は
ん

し
ょ
う
お
ん

て
ん

む

と

お

が
わ

ご

よ
う
は
い
し
ょ

じ




