
７
８
）年
に
北
畠 

政
勝
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

ま
し
た
。広
大
な
伽
藍
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

永
禄
12（
１
５
６
９
）年
に
、織
田 

信
長
軍
に

攻
め
込
ま
れ
、焼
失
し
ま
し
た
。
現
在
の
お
堂

は
、宝
暦
年
間（
1
7
5
1
〜
1
7
6
4
）に
建

て
ら
れ
た
も
の
で
、三
重
県
の
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る『
無
外
逸
方（
北
畠 

政
勝
）寿
像
』

な
ど
も
あ
り
ま
す
。
単
な
る
寺
院
で
は
な
く
、

城
の
一
部
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
」。

　
登
山
の
安
全
を
祈
っ
て
、登
山
口
へ
。
山
に

入
っ
て
す
ぐ
は
、道
幅
は
広
い
の
で
す
が
か
な

り
の
急
勾
配
。
道
が
細
く
な
る
付
近
か
ら
は

少
し
な
だ
ら
か
な
道
に
な
り
ま
す
。
1
町

（
1
0
9
メ
ー
ト
ル
）ご
と
の
表
示
や
、「
頂
上

　
松
阪
市
大
阿
坂
町
に
あ
る
枡
形
山
。
こ
の

山
頂
を
め
ざ
す
に
は
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
が

あ
り
ま
す
が
、今
回
は
、浄
眼
寺
前
の
阿
坂
城

跡
登
山
口
駐
車
場
を
出
発
し
て
、袖
岡
谷
に
沿

う
道
か
ら
頂
上
の
城
跡
を
め
ざ
し
ま
す
。「
阿

坂
城
は
、南
北
朝
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
伊
勢

国
司
で
あ
っ
た
北
畠
氏
の
城
の
一
つ
で
、本
丸

が
あ
っ
た
白
米
城
と
も
呼
ば
れ
る
南
郭
を
中

心
に
、北
郭・椎
ノ
木
城
や
ふ
も
と
に
城
跡
が

残
る
枳
城
や
高
城
は
そ
の
出
城
で
す
。
こ
こ

で
は
二
度
の
実

戦
が
あ
り
ま
し

た
。
城
全
体
が

国
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま

す
」と
、山
城
に

も
詳
し
い
吉
田

さ
ん
。

 

　
「
浄
眼
寺
は
、

文
明
10（
１
４

ま
で
あ
と
何

キ
ロ
」な
ど

の
案
内
板
が

立
て
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、

進
度
を
確
か
め
な
が
ら
進
め
ま
す
。

　
登
山
口
か
ら
頂
上
ま
で
の
中
頃
に〝
大
杉
〞

と
い
う
看
板
が
あ
り
、矢
印
の
指
す
方
向
に
谷

底
か
ら
そ
び
え
る
巨
木
が
あ
り
ま
す
。
大
杉

を
見
て
、薬
王
寺
方
面
に
向
か
う
道
と
の
分
岐

点
を
過
ぎ
、さ
ら
に
進
む
と
、椎
ノ
木
城
跡（
北

郭
）の
切
岸
が
見
え
ま
す
。 

急
角
度
に
切
り

立
っ
た
大
き
な
切
岸
で
す
。

（
南
郭
）。
標
高
３
１
２
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
で
す
。

こ
こ
は
丸
い
広
場
に
整
え
ら
れ
、大
き
な
石
碑

が
あ
り
ま
す
。「
応
永
22（
１
４
１
５
）年
、足

利
幕
府
軍
に
攻
め
込
ま
れ
た
北
畠
軍
が
こ
こ
に

籠
城
し
、水
を
絶
た
れ
た
の
で
す
が
、白
米
を

馬
の
背
に
掛
け
て
水
が
足
り
て
い
る
と
見
せ
か

け
幕
府
軍
を
撤
退
さ
せ
た
、と
江
戸
時
代
初

期
の『
南
方
紀
伝
』に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

伝
説
か
ら
、こ
こ
は
白
米
城
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
す
。
石
碑
は
大
正
10（
１
９
２
１
）年
に
こ

こ
を
整
備
し
た
と
き
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
」。

　
こ
こ
か
ら
の
眺
望
は
遮
る
物
の
な
い
爽
快

さ
。
天
候
が
よ
け
れ
ば
、伊
勢
湾
や
知
多
半
島

が
見
渡
せ
ま
す
。
古
の
武
士
た
ち
も
、眼
下
に

広
が
る
パ
ノ
ラ
マ
を
見
な
が
ら
、戦
の
策
を
巡

ら
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
細
長
い
北
郭
は
上
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

て
、前
後
に
は
竪
堀
な
ど
砦
な
ら
で
は
の
造
り

が
残
って
い
ま
す
。 

堀
切
の
あ
る
道
を
通
り
、細

い
階
段
を
上
る
と
、阿
坂
城
跡（
白
米
城
跡
）

　　　
白
米
城
跡
を

出
て
西
方
へ
し

ば
ら
く
進
む
と
、

白
米
城
、小
阿

坂
方
面
、高
城

跡
・
大
阿
坂
方

面
と
書
か
れ
た

道
標
が
あ
り
ま

す
。
今
回
は
大

阿
坂
方
面
に
進

み
、桜
谷
を
通
っ

て
下
山
し
ま
す
。
す
ぐ
そ
ば
に
立
札
が
あ
る

「
銀
明
水
」は
、下
の
谷
に
あ
る
わ
き
水
を
示
し

て
い
る
そ
う
で
、「
季
節
に
よ
っ
て
少
し
水
が

湧
く
程
度
で
す
。
神
明
水
の
伝
承
も
あ
り
ま

す
が
、今
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
」と

の
こ
と
。

　
階
段
状
に
整
備
さ
れ
た
道
を
下
り
、沢
を
渡

る
小
さ
な
青
い
橋
を
三
つ
越
え
る
と
、や
が
て

道
は
少
し
広
く
な
り
二
股
に
分
か
れ
ま
す
。

こ
こ
は
右
へ
。
伊
勢
自
動
車
道
の
上
を
通
る

45
歳
の
と
き
に
こ
の
地
を
訪
ね
、こ
の
場
所
を

絵
に
描
い
て
い
ま
す
。
中
央
の
３
つ
に
分
か

れ
た
古
松
が
本
居
の
祖・延
連
の
墓
だ
そ
う
で

す
」。
絵
と
見
比
べ
て
み
る
と
、木
々
や
石
碑

の
よ
う
す
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、横
の
畑
と

通
路
を
過
ぎ
る

と
、な
だ
ら
か
な

丘
陵
地
に
畑
が

続
く
風
景
が
広

が
り
ま
す
。

　
「
鳥
岡
観
音 

六
本
松
」の
道
標

に
従
っ
て
右
へ

行
く
と
、三
体
の

観
音
像
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
鳥
岡
観
音
に

出
ま
す
。「
北
畠
家
の
重
鎮
で
、阿
坂
城
の
城

主
だ
っ
た
大
宮
入
道
含
忍
斎（
？
〜
１
５
６

９
）の
墓
所
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」。

　
左
手
前
方
に
見
え
る
、丸
く
木
の
茂
っ
た
所

が「
六
本
松
」。
近
づ
く
と
四
角
く
石
で
囲
ま

れ
た
場
所
に
小
さ
な
石
碑
が
あ
り
、数
本
の
木

が
生
え
て
い
ま
す
。「
こ
こ
は
、一
本
の
松
が

六
つ
に
枝
分
か
れ
し
、同
じ
長
さ
だ
っ
た
こ
と

か
ら
六
本
松
と
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
阿
坂

城
で
の
戦
死
者
を
葬
っ
た
な
ど
色
々
な
言
い

伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、詳
し
い
こ
と
は
謎
で
す
。

本
居 

宣
長
の
先
祖
の
墓
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と

も
い
わ
れ
、宣
長
も
安
永
3（
１
７
７
４
）年
、

の
段
差
な
ど
周
囲
の
雰
囲
気
は
変
わ
っ
て
い

な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　　
田
園
風
景
の

中
を
阿
坂
神
社

に
戻
り
ま
す
。

阿
坂
は『
古
事

記
』に
、猿
田
彦

神
が
亡
く
な
っ

た
と
記
さ
れ
て

い
る
場
所
。
こ

こ
に
は
猿
田
彦

神
が
お
祀
り
さ

れ
て
い
て
、長
い
参
道
に
繁
る
巨
木
は
、古
代

の
森
を
思
わ
せ
ま
す
。
猿
田
彦
神
に
手
を
合

わ
せ
、な
だ
ら
か
な
上
り
坂
を
、出
発
点
の
浄

眼
寺
を
め
ざ
し
て
歩
き
ま
す
。
高
城
跡
の
森

の
横
を
通
り
、高
速
道
路
の
下
を
く
ぐ
る
と
、

ゴ
ー
ル
の
浄
眼
寺
ま
で
は
も
う
す
ぐ
で
す
。
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取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

松
阪
市 
阿
坂
城
周
辺

絶
景
の
見
え
る
山
城
か
ら
歴
史
深
い
ふ
も
と
の
里
へ

　
松
阪
市
を
見
下
ろ
す
堀
坂
山
系
の
北
端
、枡
形
山
。そ

の
山
頂
に
は
中
世
に
伊
勢
国
を
治
め
た
北
畠
氏
ゆ
か
り

の
山
城
跡
が
あ
り
、比
較
的
手
軽
な
登
山
路
と
し
て
、山

歩
き
が
好
き
な
人
々
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、裾
野
に
広
が
る
田
園
地
帯
に
は
、神
話
に
関
わ
る

神
社
や
北
畠
家
の
菩
提
寺
な
ど
が
残
り
、こ
の
地
域
の
歴

史
の
深
さ
を
し
の
ば
せ
ま
す
。

　
今
回
の
案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、松
阪
市
に
あ
る

「
本
居
宣
長
記
念
館
」の
名
誉
館
長
で
、こ
の
付
近
を
よ
く

歩
く
と
い
う
吉
田 

悦
之
さ
ん
。宣
長
を
研
究
し
て
40
数

年
と
い
う
碩
学
の
第
一
人
者
で
す
。ま
ず
山
に
登
っ
て
城

跡
を
見
た
後
、ふ
も
と
の
里
を
廻
り
、本
居
宣
長
が
ス

ケ
ッ
チ
を
残
し
た
と
い
う
謎
の
塚
も
訪
れ
る
、吉
田
さ
ん

な
ら
で
は
の
コ
ー
ス
。一
部
急
峻
な
坂
道
も
あ
り
ま
す
が
、

全
体
に
よ
く
整
備
さ
れ
た
歩
き
や
す
い
道
の
り
で
す
。
広

く
伊
勢
湾
を
見
渡
す
絶
景
や
の
ど
か
な
田
園
風
景
、古

代
を
思
わ
せ
る
神
社
の
木
立
な
ど
、多
様
な
風
景
と
重
層

的
な
時
代
の
物
語
に
出
合
え
ま
す
。
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■ 行程図　所要時間／約2時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。

800ｍ 約600m

約1.5kｍ約300ｍ約600ｍ約800ｍ

あ

ざ
か

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

問
　

一
般
社
団
法
人 

松
阪
市
観
光
協
会

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

２
５ ‒ 

６
５
６
５

浄眼寺・阿坂城跡登山口駐車場（浄眼寺前） 700ｍ 300ｍ大杉 椎ノ木城跡 阿坂城跡(白米城跡)
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浄
眼
寺
門
前
の

登
山
口
か
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ス
タ
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ト

山
城
跡
か
ら
見
る
爽
快
な
パ
ノ
ラ
マ

宣
長
ゆ
か
り
の
六
本
松
へ

神
話
ゆ
か
り
の
神
社
へ
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浄眼寺

谷底から伸びている大杉

椎ノ木城跡の切岸は見上げる高さ 一町ごとに表示が

白米城跡（南郭）から地獄谷方向を見下ろす

山頂にある石碑

分かれ道の道標わき水の位置を指す立札 阿坂神社

本居 宣長が描いた「六本松」「六本松」

三体の観音像がある鳥岡観音
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自
動
車
道

「本居宣長記念館」
名誉館長 吉田 悦之さん

整備された登山路



７
８
）年
に
北
畠 

政
勝
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

ま
し
た
。広
大
な
伽
藍
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

永
禄
12（
１
５
６
９
）年
に
、織
田 

信
長
軍
に

攻
め
込
ま
れ
、焼
失
し
ま
し
た
。
現
在
の
お
堂

は
、宝
暦
年
間（
1
7
5
1
〜
1
7
6
4
）に
建

て
ら
れ
た
も
の
で
、三
重
県
の
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る『
無
外
逸
方（
北
畠 

政
勝
）寿
像
』

な
ど
も
あ
り
ま
す
。
単
な
る
寺
院
で
は
な
く
、

城
の
一
部
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
」。

　
登
山
の
安
全
を
祈
っ
て
、登
山
口
へ
。
山
に

入
っ
て
す
ぐ
は
、道
幅
は
広
い
の
で
す
が
か
な

り
の
急
勾
配
。
道
が
細
く
な
る
付
近
か
ら
は

少
し
な
だ
ら
か
な
道
に
な
り
ま
す
。
1
町

（
1
0
9
メ
ー
ト
ル
）ご
と
の
表
示
や
、「
頂
上

　
松
阪
市
大
阿
坂
町
に
あ
る
枡
形
山
。
こ
の

山
頂
を
め
ざ
す
に
は
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
が

あ
り
ま
す
が
、今
回
は
、浄
眼
寺
前
の
阿
坂
城

跡
登
山
口
駐
車
場
を
出
発
し
て
、袖
岡
谷
に
沿

う
道
か
ら
頂
上
の
城
跡
を
め
ざ
し
ま
す
。「
阿

坂
城
は
、南
北
朝
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
伊
勢

国
司
で
あ
っ
た
北
畠
氏
の
城
の
一
つ
で
、本
丸

が
あ
っ
た
白
米
城
と
も
呼
ば
れ
る
南
郭
を
中

心
に
、北
郭・椎
ノ
木
城
や
ふ
も
と
に
城
跡
が

残
る
枳
城
や
高
城
は
そ
の
出
城
で
す
。
こ
こ

で
は
二
度
の
実

戦
が
あ
り
ま
し

た
。
城
全
体
が

国
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま

す
」と
、山
城
に

も
詳
し
い
吉
田

さ
ん
。

 

　
「
浄
眼
寺
は
、

文
明
10（
１
４

ま
で
あ
と
何

キ
ロ
」な
ど

の
案
内
板
が

立
て
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、

進
度
を
確
か
め
な
が
ら
進
め
ま
す
。

　
登
山
口
か
ら
頂
上
ま
で
の
中
頃
に〝
大
杉
〞

と
い
う
看
板
が
あ
り
、矢
印
の
指
す
方
向
に
谷

底
か
ら
そ
び
え
る
巨
木
が
あ
り
ま
す
。
大
杉

を
見
て
、薬
王
寺
方
面
に
向
か
う
道
と
の
分
岐

点
を
過
ぎ
、さ
ら
に
進
む
と
、椎
ノ
木
城
跡（
北

郭
）の
切
岸
が
見
え
ま
す
。 

急
角
度
に
切
り

立
っ
た
大
き
な
切
岸
で
す
。

（
南
郭
）。
標
高
３
１
２
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
で
す
。

こ
こ
は
丸
い
広
場
に
整
え
ら
れ
、大
き
な
石
碑

が
あ
り
ま
す
。「
応
永
22（
１
４
１
５
）年
、足

利
幕
府
軍
に
攻
め
込
ま
れ
た
北
畠
軍
が
こ
こ
に

籠
城
し
、水
を
絶
た
れ
た
の
で
す
が
、白
米
を

馬
の
背
に
掛
け
て
水
が
足
り
て
い
る
と
見
せ
か

け
幕
府
軍
を
撤
退
さ
せ
た
、と
江
戸
時
代
初

期
の『
南
方
紀
伝
』に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

伝
説
か
ら
、こ
こ
は
白
米
城
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
す
。
石
碑
は
大
正
10（
１
９
２
１
）年
に
こ

こ
を
整
備
し
た
と
き
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
」。

　
こ
こ
か
ら
の
眺
望
は
遮
る
物
の
な
い
爽
快

さ
。
天
候
が
よ
け
れ
ば
、伊
勢
湾
や
知
多
半
島

が
見
渡
せ
ま
す
。
古
の
武
士
た
ち
も
、眼
下
に

広
が
る
パ
ノ
ラ
マ
を
見
な
が
ら
、戦
の
策
を
巡

ら
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
細
長
い
北
郭
は
上
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

て
、前
後
に
は
竪
堀
な
ど
砦
な
ら
で
は
の
造
り

が
残
って
い
ま
す
。 

堀
切
の
あ
る
道
を
通
り
、細

い
階
段
を
上
る
と
、阿
坂
城
跡（
白
米
城
跡
）

　　　
白
米
城
跡
を

出
て
西
方
へ
し

ば
ら
く
進
む
と
、

白
米
城
、小
阿

坂
方
面
、高
城

跡
・
大
阿
坂
方

面
と
書
か
れ
た

道
標
が
あ
り
ま

す
。
今
回
は
大

阿
坂
方
面
に
進

み
、桜
谷
を
通
っ

て
下
山
し
ま
す
。
す
ぐ
そ
ば
に
立
札
が
あ
る

「
銀
明
水
」は
、下
の
谷
に
あ
る
わ
き
水
を
示
し

て
い
る
そ
う
で
、「
季
節
に
よ
っ
て
少
し
水
が

湧
く
程
度
で
す
。
神
明
水
の
伝
承
も
あ
り
ま

す
が
、今
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
」と

の
こ
と
。

　
階
段
状
に
整
備
さ
れ
た
道
を
下
り
、沢
を
渡

る
小
さ
な
青
い
橋
を
三
つ
越
え
る
と
、や
が
て

道
は
少
し
広
く
な
り
二
股
に
分
か
れ
ま
す
。

こ
こ
は
右
へ
。
伊
勢
自
動
車
道
の
上
を
通
る

45
歳
の
と
き
に
こ
の
地
を
訪
ね
、こ
の
場
所
を

絵
に
描
い
て
い
ま
す
。
中
央
の
３
つ
に
分
か

れ
た
古
松
が
本
居
の
祖・延
連
の
墓
だ
そ
う
で

す
」。
絵
と
見
比
べ
て
み
る
と
、木
々
や
石
碑

の
よ
う
す
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、横
の
畑
と

通
路
を
過
ぎ
る

と
、な
だ
ら
か
な

丘
陵
地
に
畑
が

続
く
風
景
が
広

が
り
ま
す
。

　
「
鳥
岡
観
音 

六
本
松
」の
道
標

に
従
っ
て
右
へ

行
く
と
、三
体
の

観
音
像
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
鳥
岡
観
音
に

出
ま
す
。「
北
畠
家
の
重
鎮
で
、阿
坂
城
の
城

主
だ
っ
た
大
宮
入
道
含
忍
斎（
？
〜
１
５
６

９
）の
墓
所
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」。

　
左
手
前
方
に
見
え
る
、丸
く
木
の
茂
っ
た
所

が「
六
本
松
」。
近
づ
く
と
四
角
く
石
で
囲
ま

れ
た
場
所
に
小
さ
な
石
碑
が
あ
り
、数
本
の
木

が
生
え
て
い
ま
す
。「
こ
こ
は
、一
本
の
松
が

六
つ
に
枝
分
か
れ
し
、同
じ
長
さ
だ
っ
た
こ
と

か
ら
六
本
松
と
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
阿
坂

城
で
の
戦
死
者
を
葬
っ
た
な
ど
色
々
な
言
い

伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、詳
し
い
こ
と
は
謎
で
す
。

本
居 

宣
長
の
先
祖
の
墓
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と

も
い
わ
れ
、宣
長
も
安
永
3（
１
７
７
４
）年
、

の
段
差
な
ど
周
囲
の
雰
囲
気
は
変
わ
っ
て
い

な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　　
田
園
風
景
の

中
を
阿
坂
神
社

に
戻
り
ま
す
。

阿
坂
は『
古
事

記
』に
、猿
田
彦

神
が
亡
く
な
っ

た
と
記
さ
れ
て

い
る
場
所
。
こ

こ
に
は
猿
田
彦

神
が
お
祀
り
さ

れ
て
い
て
、長
い
参
道
に
繁
る
巨
木
は
、古
代

の
森
を
思
わ
せ
ま
す
。
猿
田
彦
神
に
手
を
合

わ
せ
、な
だ
ら
か
な
上
り
坂
を
、出
発
点
の
浄

眼
寺
を
め
ざ
し
て
歩
き
ま
す
。
高
城
跡
の
森

の
横
を
通
り
、高
速
道
路
の
下
を
く
ぐ
る
と
、

ゴ
ー
ル
の
浄
眼
寺
ま
で
は
も
う
す
ぐ
で
す
。
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取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

松
阪
市 

阿
坂
城
周
辺

絶
景
の
見
え
る
山
城
か
ら
歴
史
深
い
ふ
も
と
の
里
へ

　
松
阪
市
を
見
下
ろ
す
堀
坂
山
系
の
北
端
、枡
形
山
。そ

の
山
頂
に
は
中
世
に
伊
勢
国
を
治
め
た
北
畠
氏
ゆ
か
り

の
山
城
跡
が
あ
り
、比
較
的
手
軽
な
登
山
路
と
し
て
、山

歩
き
が
好
き
な
人
々
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、裾
野
に
広
が
る
田
園
地
帯
に
は
、神
話
に
関
わ
る

神
社
や
北
畠
家
の
菩
提
寺
な
ど
が
残
り
、こ
の
地
域
の
歴

史
の
深
さ
を
し
の
ば
せ
ま
す
。

　
今
回
の
案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、松
阪
市
に
あ
る

「
本
居
宣
長
記
念
館
」の
名
誉
館
長
で
、こ
の
付
近
を
よ
く

歩
く
と
い
う
吉
田 

悦
之
さ
ん
。宣
長
を
研
究
し
て
40
数

年
と
い
う
碩
学
の
第
一
人
者
で
す
。ま
ず
山
に
登
っ
て
城

跡
を
見
た
後
、ふ
も
と
の
里
を
廻
り
、本
居
宣
長
が
ス

ケ
ッ
チ
を
残
し
た
と
い
う
謎
の
塚
も
訪
れ
る
、吉
田
さ
ん

な
ら
で
は
の
コ
ー
ス
。一
部
急
峻
な
坂
道
も
あ
り
ま
す
が
、

全
体
に
よ
く
整
備
さ
れ
た
歩
き
や
す
い
道
の
り
で
す
。
広

く
伊
勢
湾
を
見
渡
す
絶
景
や
の
ど
か
な
田
園
風
景
、古

代
を
思
わ
せ
る
神
社
の
木
立
な
ど
、多
様
な
風
景
と
重
層

的
な
時
代
の
物
語
に
出
合
え
ま
す
。
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■ 行程図　所要時間／約2時間30分 ※所要時間は、おおよその目安です。
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浄眼寺・阿坂城跡登山口駐車場（浄眼寺前） 700ｍ 300ｍ大杉 椎ノ木城跡 阿坂城跡(白米城跡)

白米城、小阿坂方面、高城跡・大阿坂方面の分岐点の道標鳥岡観音「六本松」阿坂神社（大阿坂）

※

浄
眼
寺
門
前
の

登
山
口
か
ら
ス
タ
ー
ト

山
城
跡
か
ら
見
る
爽
快
な
パ
ノ
ラ
マ

宣
長
ゆ
か
り
の
六
本
松
へ

神
話
ゆ
か
り
の
神
社
へ

16

浄眼寺

谷底から伸びている大杉

椎ノ木城跡の切岸は見上げる高さ 一町ごとに表示が

白米城跡（南郭）から地獄谷方向を見下ろす

山頂にある石碑

分かれ道の道標わき水の位置を指す立札 阿坂神社

本居 宣長が描いた「六本松」「六本松」

三体の観音像がある鳥岡観音

至一志嬉野IC

至松阪IC

ほっ

ま
す
が
た

さ
か

よ
し

せ
き
が
く

ゆ
き

＊
バ
ス
の
本
数
の
少
な
い
時
間
帯
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

じ
ょ
う
げ
ん

じ
は
く

な
ん
か
く

ほっ
か
く

し
い

ま
い
じ
ょ
う

か
ら
た
ち

た
か

ま
さ

が
ら
ん

え
い
ろ
くほ

う

む
が
い

ぽ
う

じ
ゅ
ぞ
う

いっ

れ
き

ぎ
し

あ
ん
え
い

の
ぶ
つ
ら

お
う
え
い

い
に
し
え

ぽ
う

で
ん

き

な
ん

き
り

か
つ

枡形山

浄眼寺

大杉

椎ノ木城跡

阿坂城跡(白米城跡)

白米城、
小阿坂方面、
高城跡・大阿坂方面の
分岐点の道標 阿坂神社（小阿坂）

枳城跡

至薬王寺

至堀坂山

銀
明
水

高城跡

参道
袖岡
谷

地獄
谷

桜谷（
井戸谷

）
鳥岡観音

「六本松」

バス停「岩倉口」

阿坂神社
（大阿坂）

バス停「大阿坂」宮池

菰池

真池

黒野池

坊
谷
池

阿坂城跡登山口駐車場

53

伊
勢
自
動
車
道

「本居宣長記念館」
名誉館長 吉田 悦之さん

整備された登山路




