
銅
釜
で
伊
勢
の
客
人
を
も
て
な
す
！ 

 

　
暑
い
夏
の
昼
下
が
り
、近
鉄
線
宇
治
山
田
駅
へ
降
り
立
つ
。天

井
の
高
い
駅
舎
は
大
正
を
思
わ
せ
、飾
り
気
の
な
い
建
物
が
か

え
っ
て
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
。 

　
駅
か
ら
車
に
乗
り
、伊
勢
神
宮
へ
向
か
う
。
神
宮
に
近
づ
く
に

つ
れ
、沿
道
に
角
柱
の
石
灯
ろ
う
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
わ

が
国
の
多
く
の
企
業
の
寄
進
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。な
る
ほ
ど
、

こ
れ
が
お
伊
勢
さ
ん
か
！
十
分
ほ
ど
で「
お
は
ら
い
町
通
り
」に

着
く
。
週
中
の
日
中
な
の
に
若
い
観
光
客
が
多
い
。お
年
寄
ば
か

り
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
意
外
だ
。
門
前
町
ら
し
く
、時
代
を
想
起

さ
せ
る
た
た
ず
ま
い
の
お
店
が
軒
を
並
べ
る
。
通
り
の
ほ
ぼ
中
程

に
め
ざ
す
「
赤
福
」が
あ
っ
た
。重
厚
な
建
物
に
入
っ
て
ま
ず
目
に

飛
び
込
ん
で
く
る
の
が
三
連
の
銅
釜
で
あ
る
。お
茶
を
立
て
る
お

湯
を
沸
か
す
釜
だ
。
朝
四
時
、こ
の
釜
に
お
女
将
が
火
を
入
れ
、

店
の
一
日
が
始
ま
る
。
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
た
長
年
の
習
わ
し
だ
。

名
菓
赤
福
餅
は
、今
で
は
年
間
一
億
個
を
製
造
し
て
い
る
と
い
う
。

三
重
県
を
代
表
す
る
、い
や
わ
が
国
を
代
表
す
る
お
菓
子
と
い
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
。
店
内
は
い
つ
で
も
赤
福
餅
を
ほ
お
ば
る
お
客

さ
ん
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。 

　
「
お
は
ら
い
町
通
り
」
は
神
宮
内
宮
の
鳥
居
か
ら
一
○
○
メ
ー

ト
ル
足
ら
ず
の
所
か
ら
始
ま
る
街
道
沿
い
の
商
店
街
で
あ
り
、お

客
を
呼
ぶ
に
は
申
し
分
の
な
い
立
地
と
い
え
た
。
と
こ
ろ
が
通
り

と
並
行
す
る
よ
う
に
国
道
が
路
線
変
更
さ
れ
る
と
、客
足
は
い
っ

ぺ
ん
に
遠
の
い
た
。
内
宮
入
口
の
宇
治
橋
ま
で
広
い
整
備
さ
れ
た

道
路
が
通
り
、大
型
駐
車
場
が
完
備
し
た
こ
と
に
よ
り
、観
光
バ

ス
や
マ
イ
カ
ー
が
内
宮
前
ま
で
乗
り
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
参

赤福店内に存在感を見せる3連の銅製釜 

お
伊
勢
さ
ん
―
。　
江
戸
時
代
、伊
勢
神
宮
に
お
参
り
す
る
人
々
が
親
し
み
を
込
め
て
神
宮
を
こ
う
呼
ん
だ
。庶
民

の
間
で
爆
発
的
な
流
行
を
み
せ
た
伊
勢
詣
。な
か
で
も
文
政
十
三
年
に
起
き
た
ブ
ー
ム
は
最
高
潮
に
達
し
、当
時
の

日
本
の
総
人
口
の
五
分
の
一
に
当
た
る
五
○
○
万
人
も
の
人
々
が
伊
勢
に
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。お
伊
勢
さ
ん
ま

で
の
高
額
な
旅
費
を
皆
で
貯
金
し
、代
表
者
を
参
宮
さ
せ
る
「
伊
勢
講
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
ま
で
生
ま
れ
た
。門
前
町

で
あ
る
「
お
は
ら
い
町
通
り
」
も
隆
盛
を
き
わ
め
、お
伊
勢
さ
ん
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

時
代
が
移
り
、昭
和
も
末
、六
十
年
代
に
は
交
通
情
況
な
ど
の
変
化
も
あ
り
、お
は
ら
い
町
通
り
を
訪
れ
る
参
詣
客

は
年
間
二
十
万
人
台
へ
と
落
ち
込
ん
だ
。こ
の
惨
状
を
救
っ
た
の
が
ひ
と
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。 



詣
が
終
わ
る
と
間
近
か
の「
お
は
ら
い
町
通
り
」の
方
へ
は
流
れ

ず
、そ
の
ま
ま
乗
っ
て
き
た
車
で
鳥
羽
や
志
摩
へ
向
か
っ
て
し
ま

う
。
状
況
を
変
え
ら
れ
な
い
ま
ま
昭
和
五
十
年
代
に
は
多
く
の

店
が
ガ
レ
ー
ジ
や
倉
庫
に
化
け
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

　
そ
ん
な
時
、な
ん
と
か
町
の
再
生
を
、と
有
志
が
立
ち
上
が
っ

た
。そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が「
赤
福
」で
あ
る
。 

 

　 　
株
式
会
社
赤
福
長
老
　
平
居
　
肇
氏
は
当
時
を
振
り
返
り

言
わ
れ
る
。 

―
町
興
し
で
有
志
が
立
ち
上
が
る
以
前
か
ら
、当
社
で
は
こ
の

あ
た
り
一
帯
の
再
生
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、こ

の
地
に
思
い
入
れ
の
深
い
建
築
家
の
清
家
　
清
先
生
に
町
並
み

診
断
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、今
の「
お
は
ら
い
町
通
り
」に
は

「
伊
勢
ら
し
さ
が
ま
っ
た
く
な
い
」
と
町
並
み
改
善
の
必
要
性
を

強
調
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
な
か
で
も
一
番
美
観
を
損
ね
て
い
る
の

が
赤
福
の
鉄
筋
四
階
建
の
ビ
ル
だ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。そ
れ
な

ら
本
社
ビ
ル
を
壊
し
て
し
ま
お
う
。そ
れ
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
。

そ
の
跡
地
の
周
辺
に
お
客
さ
ま
を
も
っ
と
引
き
付
け
る
よ
う
な

目
玉
の
ゾ
ー
ン
を
作
っ
て
は
ど
う
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。 

　
江
戸
時
代
の
伊
勢
で
は
、こ
の
地
で
満
足
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、

お
客
さ
ま
が
た
と
え
お
金
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
食
事
や
風
呂

を
提
供
す
る
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
当

時
の
伊
勢
詣
ブ
ー
ム
を
支
え
て
い
た
ん
で
す
― 

　
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が「
お
か
げ
横
丁
」
構
想
で
あ
る
。い
わ
ゆ

る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
は
異
な
り
、入
場
料
の
い
ら
な
い
開
放
的
な
町

づ
く
り
、江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
伊
勢
路
の
特
徴
的
な
町

並
の
移
築
・
再
現
。老
舗
の
味
・

名
産
品
・
歴
史
・
風
俗
・
人
情

ま
で
も
が
体
感
で
き
る
、を

コ
ン
セ
プ
ト
に
町
づ
く
り
が

進
め
ら
れ
た
。
昔
の
伊
勢
詣

を
体
感
で
き
る「
お
か
げ
座
」

を
は
じ
め
、伊
勢
を
再
現
す
る
多
彩
な
施
設
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生

ま
れ
て
い
っ
た
。平
成
五
年
、「
お
か
げ
横
丁
」は
完
成
。内
宮
へ
の

参
詣
者
は
横
ば
い
だ
が
、「
お
か
げ
横
丁
」の
噂
は
口
コ
ミ
で
伝
わ

る
こ
と
と
な
り
、昭
和
末
期
に
二
○
万
人
と
落
ち
込
ん
で
い
た
来

丁
者
が
、平
成
十
五
年
に
は
な
ん
と
三
二
○
万
人
と
ふ
く
れ
上

が
っ
た
の
で
あ
る
。お
伊
勢
さ
ん
の「
お
か
げ
」
と
い
う
町
の
人
々

の
気
持
ち
が
お
客
に
強
く
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

　
「
お
は
ら
い
町
通
り
」
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
と
銅
が
あ
ち
こ
ち
に
使

わ
れ
、時
代
を
何
気
に
主
張
し
て
い
る
。お
店
の
看
板
、屋
根
、樋
、

水
切
り
、案
内
板
、建
築
金
物
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
銅
が
何
気

に
…
。 

　
最
も
古
い
金
属
と
い
わ
れ
る
銅
が
、新
し
い
町
づ
く
り
に
息
吹

き
を
与
え
て
い
る
。
伊
勢
と
い
う
歴
史
あ
る
町
か
ら
世
界
に
日

本
の
銅
文
化
を
発
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

赤福・平居　肇長老 

神宮内建造物の柱にはすべて
保護用の銅板が巻かれている 

宇治橋から五十鈴川を望む 

賑わいをとり戻した「おはらい町通り」 

おかげ横丁 

おかげ座 

威風を放つ「赤福本店」（右）赤福本
店の銅製建材（上） 

おはらい町通りの商店
の看板には多くの銅が
使われている 

休憩所には雨が流れると
音の出る銅製樋が… 
（タニタハウジング（株）提供） 

「
お
か
げ
さ
ま
」
の
気
持
ち
が
何
よ
り
大
切


