
　
名
阪
国
道「
壬
生
野
」イ
ン
タ
ー
チ
ェン
ジ
を

降
り
、県
道　

号
線
を
阿
山
・
信
楽
方
面
へ
進

み
ま
す
。左
側
に
丸
柱
へ
の
案
内
標
識
が
見
え

て
き
来
た
ら
矢
印（
県
道　
　
　
号
線
）に
従

い
し
ば
ら
く
走
る
と
、田
園
が
広
が
る
集
落
・

丸
柱
に
着
き
ま
し
た
。右
手
に
丸
柱
郵
便
局
を

見
な
が
ら
そ
の
ま
ま
進
み
、「
丸
柱
」の
信
号
を

左
に
折
れ
て
行
く
と
、白
壁
の
伊
賀
焼
伝
統
産

業
会
館
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
で
伊
賀
焼
を
知
る

こ
と
か
ら
、今
回
の
旅
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

　
伊
賀
焼
の
歴
史
は
古
く
、奈
良
時
代
ま
で
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。桃
山
時
代
に「
侘
び
茶
」が
広

ま
る
と
、個
性
的
で
意
匠
性
の
高
い
伊
賀
焼

は
、茶
の
道
具
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。江
戸
時
代（　
世
紀
中
頃
）に
な
る

と
、土
鍋
を
中
心
に
日
常
雑
器
が
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
れ
は
、遠
い
昔
に
琵
琶
湖

だ
っ
た
こ
の
あ
た
り
の
陶
土
が
、火
に
強
い
特

性
を
も
ち
、土
鍋
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
す
。伊

賀
焼
伝
統
産
業
会
館
で
は
、現
代
や
昔
の
生
産

工
程
、歴
史
を
紹
介
す
る
展
示
の
ほ
か
、各
窯

元
の
作
品
が
展
示
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。陶
芸

教
室
も
開
か
れ
て
い
る
の
で
、旅
の
思
い
出
に

自
分
だ
け
の
器
を
つ
く
る
の
も
楽
し
み
の
一つ

で
す（
要
予
約
）。

　
江
戸
〜
昭
和
時
代
に
活
躍
し
た

　
圧
巻
の　
連
房
旧
登
り
窯

　
さ
ら
に
進
む
と
右
手
に
、水
色
の
壁
が
目
を

引
く
ジ
ャ
ン
テ
ィ 

ベ
イ
ク
が
あ
り
ま
す
。大
正

時
代
の
木
造
建
築
を
改
築
し
た
カ
フェ
＆
ギ
ャ

ラ
リ
ー
で
す
。レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
の
空
間
に
、伊

賀
焼
の
器
が
い
く
つ
も
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ジ
ャ
ン
テ
ィ 

ベ
イ
ク
が
あ
る
交
差
点
を
南
へ

行
く
と
、窯
元
の
ひ
と
つ
長
谷
園
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
も
あ
る

　
連
房
旧
登
り
窯
が
見
学
で
き
ま
す
。昭
和　

年
代
ま
で
は
、こ
の　
の
焼
却
室
を　
〜　
日

間
焚
き
上
げ
て
伊
賀
焼
を
大
量
生
産
し
て
い

ま
し
た
。こ
の
大
き
さ（　
連
房
）で
現
存
す
る

登
り
窯
は
、日
本
で
は
こ
れ
だ
け
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。窯
に
火
が
入
り
、伊
賀
焼
が
つ
く
ら

茶
陶
か
ら
受
け
継
が
れ
た

伊
賀
焼
を
知
る

伊
賀
焼
の
文
化
を
受
け
継
ぐ

時
を
経
て
も
美
し
い
山
里

れ
る
当
時
の
風
景

が
目
に
浮
か
ぶ
よ

う
で
す
。

　

道
路
を
は
さ
ん

だ
反
対
側
に
、明

治
時
代
に
建
て
ら

れ
た
長
谷
家
代
々

の
住
居
、長
谷
園

主
屋
が
あ
り
ま

す
。当
時
の
窯
元

の
住
ま
い
の
様
子

ふ
る
さ
と
再
発
見
の
第
二
十
四
回
目
は
、
伊
賀
市
丸
柱
で
す
。

伊
賀
市
の
北
西
部
に
位
置
す
る
こ
の
地
区
は
、
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
静
か
な
山
里
で
す
。

伊
賀
焼
発
祥
の
里
と
も
い
わ
れ
、
今
も
3
0
の
窯
元
が
点
在
し
、

昔
と
変
わ
ら
ず
、
伊
賀
焼
は
こ
こ
丸
柱
を
中
心
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、徳
川
家
康
が
伊
賀
越
え
を
し
た
経
路
に
も
あ
た
り
、歴
史
的
に
も
興
味
深
い
地
。

今
回
は
、自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
伊
賀
焼
の
文
化
や
、歴
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、

ゆ
っ
た
り
と
時
間
が
流
れ
る
山
里
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

が
わ
か
る
貴
重
な
建
造
物
で
す
。内
部
公
開
は

年
に
数
回
で
す
が
、門
か
ら
見
え
る
玄
関
ま
で

の
立
派
な
造
り
や
、厚
み
の
あ
る
重
厚
な
茅
葺

屋
根
は
、外
か
ら
で
も
よ
く
見
え
ま
す
。

　
こ
の
地
を
見
守
り
続
け
た

　
地
蔵
さ
ま
と
由
緒
あ
る
神
社

　
伊
賀
焼
の
魅
力
に
触
れ
た
あ
と
は
、丸
柱
の

歴
史
を
た
ど
り
ま
し
ょ
う
。来
た
道
を
そ
の
ま

ま
進
み
山
へ
上
っ
て
い
く
と
、左
手
に「
み
の
い

し
じ
ぞ
う
」と
書
か
れ
た
木
の
看
板
が
あ
り
ま

し
た
。み
の
石
地
蔵
は
、杉
の
根
本
に
あ
る
石

に
直
接
彫
ら
れ
た
磨
崖
仏
で
す
。杉
の
根
が
地

蔵
の
蓑
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、そ
の
名

が
付
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。昔
、こ
こ
を

行
き
交
う
人
が
手
を
合
わ
せ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。

　
さ
ら
に
進
む
と
、丁
字
路
に
突
き
当
た
り
、

そ
の
手
前
の
右
手
に
佐
々
神
社
が
あ
り
ま
す
。

子
宝
・
授
乳
な
ど
の
ご
利
益
が
あ
り
、毎
年　

月　
日
に
は「
こ
の
し
ろ
祭
り
」が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。３
０
０
年
前
か
ら
続
く
伝
統
あ
る
祭
礼

で
、塩
漬
け
に
し
た
魚（
こ
の
し
ろ
）の
腹
に
ご

飯
を
詰
め
て
発
酵
さ
せ
た
熟
鮨
が
奉
納
さ
れ

ま
す
。参
道
で
は
陶
製
の
こ
ま
犬
が
参
拝
客
を

出
迎
え
、こ
こ
が
焼
き
も
の
の
里
で
あ
る
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。

　
歴
史
の
足
跡
が
残
る
里
で

　
現
代
作
家
の
作
品
に
触
れ
る

　
来
た
道
を
戻
り
、そ
の
ま
ま
道
な
り
に
行
く

と
、丸
柱
に
着
い
た
と
き
の
広
い
道
に
突
き
当

た
り
ま
す
。丸
柱
郵
便
局
が
正
面
に
見
え
る
の

で
、そ
の
角
を
左
に
折
れ
、「
丸
柱
」の
信
号
を

越
え
る
と
右
手
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ま
ほ
ん
が
あ

り
ま
す
。こ
こ
で
は
、 

生
活
の
中
で
愛
で
ら
れ
る

も
の 

を
テ
ー
マ
に
集
め
ら
れ
た
、器
や
絵
画
、

洋
服
、オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
に
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の

現
代
作
家
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

敷
地
内
の
カ
フ
ェ
ノ
カ
に
も
、キ
ッ
チ
ン
用
品
な

ど
の
身
近
な
暮
ら
し
の
道
具
が
並
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

最
後
の
目
的
地
は
徳
王
寺
で
す
。丸
柱
郵

便
局
ま
で
戻
る
途
中
の
、小
高
い
丘
に
建
っ
て

い
ま
す
。「
本
能
寺
の
変
」に
お
い
て
、堺
に
い
た

徳
川
家
康
が
伊
賀
越
え
を
し
て
岡
崎
に
戻
る

途
中
、こ
の
地
で
休
息
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、徳

の一字
を
拝
領
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。春
に

な
る
と
、参
道
の
石
段
に
桜
の
花
び
ら
が
舞
い

散
る
風
雅
な
趣
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
伊
賀
焼
の
ふ
る
さ
と
を
巡
る
旅
も
こ
こ
で
終

了
。毎
年
５
月
２
日
か
ら
４
日
に
は「
新
緑
伊

賀
焼
陶
器
市
・
窯
だ
し
市
」、秋
に
は「
い
が
や

き
ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。窯
元
の
作
品

が一同
に
集
ま
る
こ
の
機
会
に
、美
し
い
原
風
景

が
残
る
山
里
を
訪
ね
て
み
る
の
も
い
い
で
し
ょ

う
。
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丸
柱
に
着
き
ま
し
た
。右
手
に
丸
柱
郵
便
局
を

見
な
が
ら
そ
の
ま
ま
進
み
、「
丸
柱
」の
信
号
を

左
に
折
れ
て
行
く
と
、白
壁
の
伊
賀
焼
伝
統
産

業
会
館
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
で
伊
賀
焼
を
知
る

こ
と
か
ら
、今
回
の
旅
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

　
伊
賀
焼
の
歴
史
は
古
く
、奈
良
時
代
ま
で
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。桃
山
時
代
に「
侘
び
茶
」が
広

ま
る
と
、個
性
的
で
意
匠
性
の
高
い
伊
賀
焼

工
程
、歴
史
を
紹
介
す
る
展
示
の
ほ
か
、各
窯

元
の
作
品
が
展
示
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。陶
芸

教
室
も
開
か
れ
て
い
る
の
で
、旅
の
思
い
出
に

自
分
だ
け
の
器
を
つ
く
る
の
も
楽
し
み
の
一つ

で
す（
要
予
約
）。

　
江
戸
〜
昭
和
時
代
に
活
躍
し
た

　
圧
巻
の　
連
房
旧
登
り
窯

　
さ
ら
に
進
む
と
右
手
に
、水
色
の
壁
が
目
を

引
く
ジ
ャ
ン
テ
ィ 

ベ
イ
ク
が
あ
り
ま
す
。大
正

時
代
の
木
造
建
築
を
改
築
し
た
カ
フェ
＆
ギ
ャ

ラ
リ
ー
で
す
。レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
の
空
間
に
、伊

賀
焼
の
器
が
い
く
つ
も
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ジ
ャ
ン
テ
ィ 

ベ
イ
ク
が
あ
る
交
差
点
を
南
へ

行
く
と
、窯
元
の
ひ
と
つ
長
谷
園
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
も
あ
る

　
連
房
旧
登
り
窯
が
見
学
で
き
ま
す
。昭
和　

年
代
ま
で
は
、こ
の　
の
焼
却
室
を　
〜　
日

間
焚
き
上
げ
て
伊
賀
焼
を
大
量
生
産
し
て
い

ま
し
た
。こ
の
大
き
さ（　
連
房
）で
現
存
す
る

登
り
窯
は
、日
本
で
は
こ
れ
だ
け
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。窯
に
火
が
入
り
、伊
賀
焼
が
つ
く
ら

れ
る
当
時
の
風
景

が
目
に
浮
か
ぶ
よ

う
で
す
。

　

道
路
を
は
さ
ん

だ
反
対
側
に
、明

治
時
代
に
建
て
ら

れ
た
長
谷
家
代
々

の
住
居
、長
谷
園

主
屋
が
あ
り
ま

す
。当
時
の
窯
元

の
住
ま
い
の
様
子

が
わ
か
る
貴
重
な
建
造
物
で
す
。内
部
公
開
は

年
に
数
回
で
す
が
、門
か
ら
見
え
る
玄
関
ま
で

の
立
派
な
造
り
や
、厚
み
の
あ
る
重
厚
な
茅
葺

屋
根
は
、外
か
ら
で
も
よ
く
見
え
ま
す
。

　
こ
の
地
を
見
守
り
続
け
た

　
地
蔵
さ
ま
と
由
緒
あ
る
神
社

　
伊
賀
焼
の
魅
力
に
触
れ
た
あ
と
は
、丸
柱
の

歴
史
を
た
ど
り
ま
し
ょ
う
。来
た
道
を
そ
の
ま

ま
進
み
山
へ
上
っ
て
い
く
と
、左
手
に「
み
の
い

し
じ
ぞ
う
」と
書
か
れ
た
木
の
看
板
が
あ
り
ま

し
た
。み
の
石
地
蔵
は
、杉
の
根
本
に
あ
る
石

に
直
接
彫
ら
れ
た
磨
崖
仏
で
す
。杉
の
根
が
地

蔵
の
蓑
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、そ
の
名

が
付
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。昔
、こ
こ
を

行
き
交
う
人
が
手
を
合
わ
せ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。

　
さ
ら
に
進
む
と
、丁
字
路
に
突
き
当
た
り
、

そ
の
手
前
の
右
手
に
佐
々
神
社
が
あ
り
ま
す
。

子
宝
・
授
乳
な
ど
の
ご
利
益
が
あ
り
、毎
年　

月　
日
に
は「
こ
の
し
ろ
祭
り
」が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。３
０
０
年
前
か
ら
続
く
伝
統
あ
る
祭
礼

で
、塩
漬
け
に
し
た
魚（
こ
の
し
ろ
）の
腹
に
ご

飯
を
詰
め
て
発
酵
さ
せ
た
熟
鮨
が
奉
納
さ
れ

ま
す
。参
道
で
は
陶
製
の
こ
ま
犬
が
参
拝
客
を

出
迎
え
、こ
こ
が
焼
き
も
の
の
里
で
あ
る
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。

　
歴
史
の
足
跡
が
残
る
里
で

　
現
代
作
家
の
作
品
に
触
れ
る

　
来
た
道
を
戻
り
、そ
の
ま
ま
道
な
り
に
行
く

と
、丸
柱
に
着
い
た
と
き
の
広
い
道
に
突
き
当

た
り
ま
す
。丸
柱
郵
便
局
が
正
面
に
見
え
る
の

で
、そ
の
角
を
左
に
折
れ
、「
丸
柱
」の
信
号
を

越
え
る
と
右
手
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ま
ほ
ん
が
あ

り
ま
す
。こ
こ
で
は
、 

生
活
の
中
で
愛
で
ら
れ
る

も
の 

を
テ
ー
マ
に
集
め
ら
れ
た
、器
や
絵
画
、

洋
服
、オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
に
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の

現
代
作
家
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

敷
地
内
の
カ
フ
ェ
ノ
カ
に
も
、キ
ッ
チ
ン
用
品
な

ど
の
身
近
な
暮
ら
し
の
道
具
が
並
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

最
後
の
目
的
地
は
徳
王
寺
で
す
。丸
柱
郵

便
局
ま
で
戻
る
途
中
の
、小
高
い
丘
に
建
っ
て

い
ま
す
。「
本
能
寺
の
変
」に
お
い
て
、堺
に
い
た

徳
川
家
康
が
伊
賀
越
え
を
し
て
岡
崎
に
戻
る

途
中
、こ
の
地
で
休
息
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、徳

の一字
を
拝
領
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。春
に

な
る
と
、参
道
の
石
段
に
桜
の
花
び
ら
が
舞
い

散
る
風
雅
な
趣
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
伊
賀
焼
の
ふ
る
さ
と
を
巡
る
旅
も
こ
こ
で
終

了
。毎
年
５
月
２
日
か
ら
４
日
に
は「
新
緑
伊

賀
焼
陶
器
市
・
窯
だ
し
市
」、秋
に
は「
い
が
や

き
ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。窯
元
の
作
品

が一同
に
集
ま
る
こ
の
機
会
に
、美
し
い
原
風
景

が
残
る
山
里
を
訪
ね
て
み
る
の
も
い
い
で
し
ょ

う
。
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ちょっと足を延ばして

音 羽 氏 城 跡

石垣が残る音羽氏城跡

佐々神社近くの丁字路を東へ少し進むと、音羽氏城跡へ
の登り口があります。ここから徒歩で山を上ると、音羽氏
城跡があります。自然
の地形を巧みに利用
した城造りの様子が
残る貴重な城跡で、
戦国時代の城の姿を
今に伝えています。

山の傾斜に沿って建てられた佐々神社
春は野点茶会が開かれる徳王寺

ギャラリーやまほんには、現代作家による
暮らしの道具が並ぶ

道路から少し下の場所に佇む、
みの石地蔵 長谷園主屋は、風格ある木造建築

伊賀焼の文化を受け継ぐ時を経ても美しい山里

て 

い 

じ 

ろ

12

10

“

”

ま
が
い
ぶ
つ

さ  

さ  

じ
ん
じ
ゃ

と
く
お
う
じ

（おとばしじょうせき）

天保三年（１８３２年）創業時からある、迫力のある長谷園の16連房旧登り窯


