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今
年
３
月
、
伊
良
湖
と
鳥
羽
を
結
ぶ

フ
ェ
リ
ー
が
廃
止
に
な
る
と
い
う
、
渥
美

半
島
に
住
む
私
た
ち
に
と
っ
て
シ
ョ
ッ
キ

ン
グ
な
ニ
ュ
ー
ス
が
入
り
ま
し
た
。

　

そ
の
折
に
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
探
訪
ク

ラ
ブ
を
読
み
返
し
、
伊
勢
と
渥
美
半
島
と

の
関
係
を
書
い
た
も
の
を
探
し
て
み
ま
し

た
。
お
さ
ら
い
し
て
み
る
と
、
次
の
点
な

ど
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。

①
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
は
じ
め
の

遺
跡
の
多
さ

②
縄
文
時
代
終
わ
り
の
貝
塚
文
化

③
弥
生
時
代
の
銅
鐸
を
は
じ
め
と
す
る
青

銅
器
文
化

④
古
墳
時
代
の
近
畿
地
方
と
の
共
通
性

⑤
古
墳
時
代
か
ら
の
古
代
の
塩
づ
く
り

⑥
中
世
の
渥
美
窯
の
発
展

⑦
伊
勢
神
宮
の
領
地

⑧
古
代
か
ら
の
歌
枕
の
地

　

こ
れ
ら
か
ら
、
渥
美
半
島
の
歴
史
は
、

愛
知
県
内
で
も
際
立
っ
た
独
特
の
文
化
で

あ
っ
た
こ
と
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

　

①
、
②
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
古
い

時
代
に
お
い
て
も
渥
美
半
島
を
通
じ
て
東

の
文
化
と
西
の
文
化
の
交
流
が
行
わ
れ
、

石
器
を
作
る
石
が
奈
良
か
ら
、
縄
文
時
代

の
終
わ
り
に
は
赤
色
の
水
銀
朱
が
伊
勢
か

ら
渥
美
半
島
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
に
つ

い
て
は
、

大
陸
か

ら
の
文

化
が
東
へ
伝
わ
る
際
に
、
海
沿
い
に
渥
美

半
島
を
経
由
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

④
に
つ
い
て
も
、
近
畿
だ
け
で
な
く
九
州

と
の
交
流
を
思
わ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、

大
和
朝
廷
の
東
へ
の
進
出
拠
点
と
し
て
、

伊
勢
湾
が
大
事
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
ま
す
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
海
人

と
し
て
の
渥
美
半
島
の
人
た
ち
の
存
在
や

海
洋
資
源
が
、
奈
良
の
都
に
も
送
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
⑥
、
⑦
は
伊

勢
神
宮
の
力
を
背
景
に
、
そ
の
技
術
、
流

通
が
全
国
規
模
で
発
展
し
た
証
で
す
。
ま

た
、
伊
勢
湾
を
中
心
に
発
展
し
た
海
上
交

通
は
、
日
本
の
経
済
に
及
ぼ
し
た
影
響
は

大
き
く
、
渥
美
窯
の
製
品
を
全
国
的
に
流

通
さ
せ
た
原
動
力
と
も
な
り
ま
し
た
。
⑧

は
万
葉
集
に
は
「
伊
勢
国
伊
良
虞
嶋
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
の
都
の
人
に
と
っ

て
、
伊
勢
も
渥
美
半
島
も
同
じ
範
囲
内
と

捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
渥
美
半
島
の
文
化
・
経

済
は
、
伊
勢
地
方
と
密
接
な
関
係
が
あ
り

ま
し
た
。
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
以
上

に
、
こ
の
二
つ
の
地
域
を
含
む
伊

勢
湾
周
辺
は
日
本
の
歴
史
的
に

見
て
も
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た

の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
象
徴
が
伊
勢
神
宮
の

存
在
で
す
。
同
時
に
、
私

た
ち
の
住
む
渥
美
半
島
が
、

伊
勢
湾
と
い
う
海
に
影
響

を
受
け
、
東
西
の
文
化
を

巧
み
に
受
容
し
、
そ
れ
ら

を
発
信
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
独
自
の

文
化
を
育
ん
だ
の
は
伊
勢
湾

伊
勢
湾
と
の
関
係
を
考
え
る

の
存
在
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
本
来
、
海

は
交
通
を
遮
断
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
陸
地
と
接
し
て
い
る
と
い
う
無

限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
現
在
の

よ
う
な
車
社
会
で
は
、
車
両
を
載
せ
る
航

路
が
絶
た
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
海
が
陸

路
と
遮
断
さ
れ
た
空
間
と
な
る
の
で
す
。

　

今
回
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
１
万
年
あ
ま
り

も
続
い
た
伊
勢
地
方
と
の
関
係
が
途
切
れ

て
し
ま
う
と
と
も
に
、
日
本
文
化
の
大
動

脈
が
途
切
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
昭
和
39
年
11
月
か
ら
、
慣
れ

親
し
ん
だ
フ
ェ
リ
ー
が
な
く
な
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
、
今
一
度
そ
の
関
係
を

見
直
し
、
そ
の
存
在
の
意
義
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
（
増
山
）

▼▼
ア
ジ
サ
イ
の
花
び
ら
に
見

え
る
部
分
は
、
実
は
ガ
ク
だ

と
い
う
こ
と
を
ご
存
じ
で
す

か
？
こ
れ
は
装
飾
花
と
呼
ば
れ
、
本

来
の
花
は
中
心
部
に
あ
り
ま
す
。
ア

ジ
サ
イ
の
花
言
葉
「
移
り
気
」
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か

に
も
「
元
気
な
女
性
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
私
も
あ
や
か
っ
て
、
変
化
を

楽
し
め
る
く
ら
い
に
な
ら
ね
ば
。（
Ｏ
）

【
表
紙
の
写
真
】ア
ジ
サ
イ
の
出
荷
風
景（
小
塩
津
町
）

▲伊良湖岬から鳥羽方面を望む

※
４
月
15
号
の
１
行
目
の「
元
和
」は「
天
和
」、45

行
目
の
藩
主
の「
名
」は「
命
」の
誤
り
で
し
た
。お
詫

び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
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