
「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」

長
野
宿

案
内
標
識

長
野
宿

案
内
標
識

「
鎮
恩
さ
ん
」

火
除
け
土
手

長野宿
西端

智
永
寺

長
野
神
社

墓地

美里郵便局

伊賀街道

バ
ス
停「
長
野
」

長
野
城
跡

長野川

163

「東の城跡」

「西の城跡」

「中の城跡」

1516

し
た
。
展
示
資
料
や
説
明
に
よ
る
と
、
長
野

氏
は
鎌
倉
時
代
に
伊
豆
を
本
拠
地
と
し
た
工

藤
氏
の
一
族
と
も
い
わ
れ
、
町
と
の
関
わ
り

は
鎌
倉
時
代
後
期
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
少
な

く
と
も
南
北
朝
時
代
に
は
桂
畑
地
区
の
標
高

約
５
２
０
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に
城
を
築
き
、

本
拠
地
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
同
時
代
の

軍
記
物
語『
太
平
記
』に
は
、
こ
の
城
が
要
害

堅
固
な
た
め
、寄
せ
手
が
な
か
な
か
近
寄
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

勢
力
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、北
長
野
地
区
の

３
つ
に
連
な
る
丘
陵
の
頂
上（
標
高
約
２
０
０

〜
２
２
０
メ
ー

ト
ル
）に
城
を

築
い
て
い
き
ま

し
た
。

　
室
町
時
代
に

な
る
と
、
か
つ

て
の
伊
勢
国
は

雲
出
川
付
近
を

境
と
し
て
、
南

側
は
北
畠
氏
、

北
側
は
伊
勢
守

　
今
回
の
散
策
の
基
点
と
な
る
の
は「
美
里
ふ

る
さ
と
資
料
館
」で
す
。
車
で
来
館
の
場
合
は
、

伊
勢
自
動
車
道「
津
」I
C
か
ら
20
分
程
度
、公

共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
場
合
は
、近
鉄「
津

新
町
」駅
前
か
ら
三
重
交
通
バ
ス
に
乗
り
、
バ

ス
停「
長
野
」か
ら
徒
歩
約
５
分
の
距
離
で
す
。

　
「
ま
ず
は
、
美
里
町
の
こ
と
を
予
習
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
」と
、
館
内
に
案
内
さ
れ
る
と
、

町
の
歴
史
が
時
系
列
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
文
化
財・民
具
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
ま

護
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。と
は
い
え
、
幕

府
か
ら
任
命
さ
れ
た
守
護
の
力
は
弱
く
、
実

際
に
は
長
野
氏
や
関
氏
な
ど
の
国
人
領
主
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
支
配
し
、均
衡
を
保
っ
て

い
ま
し
た
。
な
お
国
人
と
は
、在
地
性
の
強
い

領
主
層
の
こ
と
で
、
国
衆
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
「
で
は
、
城
跡
へ
向
か
い
ま
す
が
、
途
中
に

は
智
永
寺
が
あ
り
ま
す
」と
の
話
で
、
同
館
を

後
に
し
ま
す
。
住
宅
地
を
歩
く
と
右
手
に
見

え
て
き
た
の
が
、
お
話
の
智
永
寺
で
す
。

　
開
山
は
、
寛
正
元（
１
４
６
０
）年
。
長
野

家
10
代
当
主
の
政
藤
の
妹
が
開
い
た
と
伝
わ

り
ま
す
。
２
月
の
初
午
会
で
は
、
厄
年
に
当

た
る
人
が
祈
願
に
訪
れ
、
ミ
カ
ン・菓
子・餅

な
ど
を
撒
く
風
習
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
智
永
寺
に
別
れ
を
告
げ
て
東
へ
進
む
と
、山

中
へ
と
入
る
細
い
道
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
こ

か
ら
は
、
す
べ
り
や
す
い
場
所
や
倒
木
な
ど

に
気
を
付
け
な
が
ら
進
み
ま
す
。
す
る
と
、15

分
程
度
で
サ
サ
が
生
い
茂
る「
西
の
城
跡
」頂

上
に
到
着
。
こ
の「
西
の
城
跡
」頂
上
か
ら
は
、

城
跡
」ま
で
は
約
30
分
。
少
し
長
い
距
離
で
す

が
、
苔
む
し
た
丸
太
橋
な
ど
は
幻
想
的
で
、気

分
よ
く
歩
け
ま
し
た
。

　
今
回
の
城
跡
め
ぐ
り
は
、
西
か
ら
始
め
ま

し
た
が
、
実
際
に
築
か
れ
た
順
番
は
東
が
最

初
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

各
城
跡
は
、
そ
の
後
の
長
野
氏
の
盛
衰
を
見

届
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
に

一
応
は
安
定
し
て
い
た
伊
勢
国
の
勢
力
分
布

は
、
応
仁
元（
１
４
６
７
）年
に「
応
仁
の
乱
」

が
起
き
た
こ
と
で
崩
れ
始
め
、
国
人
領
主
た

ち
の
勢
力
争
い
が
激
し
く
な
っ
た
の
で
す
。

長
野
氏
も
一
時
は
桑
名
ま
で
進
出
し
た
も
の

の
、
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
永
禄
元（
１
５

尾
根
伝
い
に
東
へ
数
分
行
く
と
、
少
し
展
望

が
開
け
た
場
所
が
出
現
し
ま
し
た
。「
こ
こ
は

見
張
り
台
で
、
向
こ
う
に
見
え
る
の
が『
長
野

城
跡
』で
す
」と
指
し
示
す
方
に
目
を
向
け
る

と
、
鉄
塔
が
建
つ
山
が
望
め
ま
し
た
。「
昔
は
、

こ
こ
か
ら
狼
煙
を
あ
げ
て
合
図
を
し
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」と
話
す
伊
藤
さ
ん
か
ら
は
、

長
野
氏
を
誇
ら
し
く
思
う
気
持
ち
が
伝
わ
り

ま
す
。

　
約
3.5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
に
た
た
ず
む「
長
野

城
跡
」を
想
像
し
た
後
は
、
約
５
分
で「
中
の

城
跡
」へ
。
頂
上
は
想
像
以
上
に
広
く
、
中
世

の
山
城
特
有
の
土
塁
跡
な
ど
が
確
認
で
き
ま

し
た
。
こ
の「
中
の
城
跡
」か
ら
最
後
の「
東
の

171718

５
８
）年
に
北
畠
氏
に
服
属
す
る
こ
と
に
。
さ

ら
に
約
10
年
後
の
織
田 

信
長
の
伊
勢
侵
攻
に

よ
っ
て
滅
亡
と
い
う
運
命
を
た
ど
る
の
で
す
。

〝
城
山
〞と
呼
ば
れ
る「
東
の
城
跡
」で
は
、
ヤ

ブ
ツ
バ
キ
の
赤
い
花
が
、
心
な
し
か
悲
し
げ

に
見
え
ま
し
た
。

　
「
東
の
城
跡
」を
後
に
し
て
山
道
を
下
る
と
、

突
然
視
界
が
開
け
、
国
道
１
６
３
号
線
に
合

流
し
ま
し
た
。
す
る
と「
こ
れ
よ
り
長
野
宿
」

の
案
内
標
識
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

　
「
こ
こ
か
ら
西
へ
歩
け
ば
長
野
宿
へ
と
入
り

ま
す
が
、
そ
の
前
に
寄
り
道
し
て
昔
の
処
刑

キ
ロ
）の
道
程
で
す
。
地
域
の
人
々
は
、
宿
場

町
と
し
て
賑
わ
っ
た
通
り
を
今
も〝
マ
チ
〞と
呼

ん
で
い
る
と
い
い
ま
す
。 

お
話
を
聞
き
な
が

ら
、
町
の
中
央
あ
た
り
ま
で
進
む
と
、
大
き

な
説
明
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。「
江
戸
時
代

末
期
か
ら
明
治
初
期
の
様
子
を
復
元
し
た
図

で
す
が
、
紺
屋・伊
勢
屋・油
屋
な
ど
の
屋
号

が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
」と
教
わ
り
ま
す
。
す

る
と
、
火
除
け
土
手
と
い
う
文
字
が
目
に
留

ま
り
ま
し
た
。
火
除
け
土
手
と
は
、
文
字
通

り
火
事
を
防
ぐ
た
め
に
築
か
れ
た
土
手
の
こ

と
。
同
宿
は
、
度
々
火
事
に
見
舞
わ
れ
ま
し

た
が
、
中
で
も
正
徳
４（
１
７
１
４
）年
の
大

火
事
で
大
半
を
失
っ
た
こ
と
か
ら
築
か
れ
た

場
跡
に
行
き
、『
鎮

恩
さ
ん
』を
見
て

お
き
ま
し
ょ
う
」

と
案
内
さ
れ
て
、

少
し
南
に
向
か
い

ま
す
。「
鎮
恩
さ

ん
」と
は
、
処
刑

さ
れ
た
罪
人
の
霊

を
供
養
す
る
た
め
に
地
域
住
民
が
建
て
た
小

さ
な
祠
で
、
今
も
５
月
に
は
供
養
祭
が
営
ま

れ
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

　
「
鎮
恩
さ
ん
」に
手
を
合
わ
せ
た
後
は
、
長

野
宿
へ
。
藤
堂 

高
虎
に
よ
っ
て
官
道
と
し
て

整
備
さ
れ
た
伊
賀
街
道
は
、
全
長
約
12
里（
50

と
い
い
ま
す
。
そ
の
規
模
は
、高
さ
約
４
メ
ー

ト
ル
、
幅
は
約
16
メ
ー
ト
ル
。
長
さ
は
道
を
挟

ん
で
北
側
が
約
24
メ
ー
ト
ル
、南
側
は
約
17
メ
ー

ト
ル
も
あ
り
、
周
囲
は
石
垣
で
囲
ん
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
土
手
を
挟
ん
だ
反
対
側
に
問

屋
と
庄
屋
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
も
し
火
事

が
発
生
し
て
も
、
両
方
が
同
時
に
焼
失
す
る

の
を
避
け
た
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
現
在

は
北
側
の
石
垣
の
一
部
を
残
す
の
み
と
な
り

ま
し
た
が
、
当
時
の
人
々
の
切
実
な
想
い
が

伝
わ
り
ま
す
。

　
長
野
氏
の
夢
の
跡
と
長
野
宿
を
め
ぐ
る
散

策
は
、火
除
け
土
手
か
ら
さ
ら
に
西
へ
と
進
み
、

家
並
み
が
途
切
れ
た
あ
た
り
で
終
了
で
す
。

終
点
と
な
る「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」へ
は

歩
い
て
10
分
程
度
の
距
離
。
バ
ス
を
利
用
の

場
合
は
、
再
び
バ
ス
停「
長
野
」か
ら
三
重
交

通
バ
ス
に
乗
る
の
が
便
利
で
す
が
、
本
数
が

少
な
い
た
め
、
事
前
に
時
刻
表
を
確
認
し
て

お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

津
市
美
里
町

北
長
野
界
隈

□

　
長
野
氏
は
、南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、

現
在
の
津
市
の
北
側
一
帯
を
治
め
て
い
た
武
士
で
す
。

一
族
は
各
地
に
城
を
構
え
、本
拠
地
は
美
里
町
に
あ
り
ま

し
た
。
町
内
の
桂
畑
地
区
と
北
長
野
地
区
に
は
城
跡
が

残
り
、こ
れ
ら
を「
長
野
氏
城
跡
」（
国
指
定
史
跡
）と
総
称

し
て
い
ま
す
。

　
時
代
は
下
り
、江
戸
時
代
に
入
る
と
、津
藩
の
藩
主
と

な
っ
た
藤
堂 

高
虎
は
、津
城
下
と
上
野
城
下
を
結
ぶ
伊

賀
街
道
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
街
道
で
難
所
と
さ
れ

た
の
が
、津
市
と
伊
賀
市
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る
長
野
峠
。

峠
の
麓
に
位
置
す
る
長
野
宿
で
は
、上
野
方
面
か
ら
峠
を

越
え
て
き
た
旅
人
た
ち
が
、そ
の
疲
れ
を
癒
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
今
回
は「
長
野
氏
城
跡
」の
中
で
北
長
野
地
区
に
た
た

ず
む「
西
の
城
跡
」「
中
の
城
跡
」「
東
の
城
跡
」と
、伊
賀
街

道
の
長
野
宿
を
め
ぐ
り
ま
す
。

長
野
氏
の
夢
の
跡
と
伊
賀
街
道・長
野
宿

智永寺

「西の城跡」頂上

「鎮恩さん」

長野宿の家並み

火除け土手の石垣

「長野城跡」遠望

「中の城跡」頂上

「東の城跡」頂上周辺「東の城跡」頂上周辺

「美里ふるさと資料館」展示風景

「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」

長
野
氏
の
夢
の
跡
を
た
ど
る

長
野
宿
と
火
除
け
土
手

か
い

わ
い

な
が

に
し

な
か

じ
ょ
う
あ
と

じ
ょ
う
あ
と

じ
ょ
う
あ
と

ひ
が
し

の

し
し
ろ
あ
と

問
　
「
美
里
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
会
」

　
（「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」月
曜
日
休
館
）
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約200ｍ 約450ｍ 約150ｍ 約300ｍ「美里ふるさと資料館」

長野宿 案内標識「鎮恩さん」火除け土手長野宿 西端

智永寺
約100ｍ 約300ｍ約550ｍ約200ｍ約700ｍ

「西の城跡」 「中の城跡」 「東の城跡」

く

ど
う

よ
う
が
い

け
ん

こ
く

く
に
し
ゅ
う

ち

え

じ

は
つ

ふ
じ

ま
さ

か
ん
し
ょ
う

ま

う
ま
え

じ（
に
）ん

く
も

が
わ

づ

ご し

の
ろ
し

ど
る
い

じ

し
ょ
う
と
く

お
ん

じ
ょ
う
や
ま

ひ

よ

今回の案内人は「美里ボランティアガイ
ド会」会長の山本 茂樹さんと伊藤 キヌ
子さん。山本さんの博識と、伊藤さんの
健脚には驚かされました

至伊賀市

至津市街



「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」

長
野
宿

案
内
標
識

長
野
宿

案
内
標
識

「
鎮
恩
さ
ん
」

火
除
け
土
手

長野宿
西端

智
永
寺

長
野
神
社

墓地

美里郵便局

伊賀街道

バ
ス
停「
長
野
」

長
野
城
跡

長野川

163

「東の城跡」

「西の城跡」

「中の城跡」

1516

し
た
。
展
示
資
料
や
説
明
に
よ
る
と
、
長
野

氏
は
鎌
倉
時
代
に
伊
豆
を
本
拠
地
と
し
た
工

藤
氏
の
一
族
と
も
い
わ
れ
、
町
と
の
関
わ
り

は
鎌
倉
時
代
後
期
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
少
な

く
と
も
南
北
朝
時
代
に
は
桂
畑
地
区
の
標
高

約
５
２
０
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に
城
を
築
き
、

本
拠
地
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
同
時
代
の

軍
記
物
語『
太
平
記
』に
は
、
こ
の
城
が
要
害

堅
固
な
た
め
、寄
せ
手
が
な
か
な
か
近
寄
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

勢
力
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、北
長
野
地
区
の

３
つ
に
連
な
る
丘
陵
の
頂
上（
標
高
約
２
０
０

〜
２
２
０
メ
ー

ト
ル
）に
城
を

築
い
て
い
き
ま

し
た
。

　
室
町
時
代
に

な
る
と
、
か
つ

て
の
伊
勢
国
は

雲
出
川
付
近
を

境
と
し
て
、
南

側
は
北
畠
氏
、

北
側
は
伊
勢
守

　
今
回
の
散
策
の
基
点
と
な
る
の
は「
美
里
ふ

る
さ
と
資
料
館
」で
す
。
車
で
来
館
の
場
合
は
、

伊
勢
自
動
車
道「
津
」I
C
か
ら
20
分
程
度
、公

共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
場
合
は
、近
鉄「
津

新
町
」駅
前
か
ら
三
重
交
通
バ
ス
に
乗
り
、
バ

ス
停「
長
野
」か
ら
徒
歩
約
５
分
の
距
離
で
す
。

　
「
ま
ず
は
、
美
里
町
の
こ
と
を
予
習
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
」と
、
館
内
に
案
内
さ
れ
る
と
、

町
の
歴
史
が
時
系
列
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
文
化
財・民
具
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
ま

護
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。と
は
い
え
、
幕

府
か
ら
任
命
さ
れ
た
守
護
の
力
は
弱
く
、
実

際
に
は
長
野
氏
や
関
氏
な
ど
の
国
人
領
主
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
支
配
し
、均
衡
を
保
っ
て

い
ま
し
た
。
な
お
国
人
と
は
、在
地
性
の
強
い

領
主
層
の
こ
と
で
、
国
衆
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
「
で
は
、
城
跡
へ
向
か
い
ま
す
が
、
途
中
に

は
智
永
寺
が
あ
り
ま
す
」と
の
話
で
、
同
館
を

後
に
し
ま
す
。
住
宅
地
を
歩
く
と
右
手
に
見

え
て
き
た
の
が
、
お
話
の
智
永
寺
で
す
。

　
開
山
は
、
寛
正
元（
１
４
６
０
）年
。
長
野

家
10
代
当
主
の
政
藤
の
妹
が
開
い
た
と
伝
わ

り
ま
す
。
２
月
の
初
午
会
で
は
、
厄
年
に
当

た
る
人
が
祈
願
に
訪
れ
、
ミ
カ
ン・菓
子・餅

な
ど
を
撒
く
風
習
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
智
永
寺
に
別
れ
を
告
げ
て
東
へ
進
む
と
、山

中
へ
と
入
る
細
い
道
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
こ

か
ら
は
、
す
べ
り
や
す
い
場
所
や
倒
木
な
ど

に
気
を
付
け
な
が
ら
進
み
ま
す
。
す
る
と
、15

分
程
度
で
サ
サ
が
生
い
茂
る「
西
の
城
跡
」頂

上
に
到
着
。
こ
の「
西
の
城
跡
」頂
上
か
ら
は
、

城
跡
」ま
で
は
約
30
分
。
少
し
長
い
距
離
で
す

が
、
苔
む
し
た
丸
太
橋
な
ど
は
幻
想
的
で
、気

分
よ
く
歩
け
ま
し
た
。

　
今
回
の
城
跡
め
ぐ
り
は
、
西
か
ら
始
め
ま

し
た
が
、
実
際
に
築
か
れ
た
順
番
は
東
が
最

初
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

各
城
跡
は
、
そ
の
後
の
長
野
氏
の
盛
衰
を
見

届
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
に

一
応
は
安
定
し
て
い
た
伊
勢
国
の
勢
力
分
布

は
、
応
仁
元（
１
４
６
７
）年
に「
応
仁
の
乱
」

が
起
き
た
こ
と
で
崩
れ
始
め
、
国
人
領
主
た

ち
の
勢
力
争
い
が
激
し
く
な
っ
た
の
で
す
。

長
野
氏
も
一
時
は
桑
名
ま
で
進
出
し
た
も
の

の
、
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
永
禄
元（
１
５

尾
根
伝
い
に
東
へ
数
分
行
く
と
、
少
し
展
望

が
開
け
た
場
所
が
出
現
し
ま
し
た
。「
こ
こ
は

見
張
り
台
で
、
向
こ
う
に
見
え
る
の
が『
長
野

城
跡
』で
す
」と
指
し
示
す
方
に
目
を
向
け
る

と
、
鉄
塔
が
建
つ
山
が
望
め
ま
し
た
。「
昔
は
、

こ
こ
か
ら
狼
煙
を
あ
げ
て
合
図
を
し
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」と
話
す
伊
藤
さ
ん
か
ら
は
、

長
野
氏
を
誇
ら
し
く
思
う
気
持
ち
が
伝
わ
り

ま
す
。

　
約
3.5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
に
た
た
ず
む「
長
野

城
跡
」を
想
像
し
た
後
は
、
約
５
分
で「
中
の

城
跡
」へ
。
頂
上
は
想
像
以
上
に
広
く
、
中
世

の
山
城
特
有
の
土
塁
跡
な
ど
が
確
認
で
き
ま

し
た
。
こ
の「
中
の
城
跡
」か
ら
最
後
の「
東
の

171718

５
８
）年
に
北
畠
氏
に
服
属
す
る
こ
と
に
。
さ

ら
に
約
10
年
後
の
織
田 

信
長
の
伊
勢
侵
攻
に

よ
っ
て
滅
亡
と
い
う
運
命
を
た
ど
る
の
で
す
。

〝
城
山
〞と
呼
ば
れ
る「
東
の
城
跡
」で
は
、
ヤ

ブ
ツ
バ
キ
の
赤
い
花
が
、
心
な
し
か
悲
し
げ

に
見
え
ま
し
た
。

　
「
東
の
城
跡
」を
後
に
し
て
山
道
を
下
る
と
、

突
然
視
界
が
開
け
、
国
道
１
６
３
号
線
に
合

流
し
ま
し
た
。
す
る
と「
こ
れ
よ
り
長
野
宿
」

の
案
内
標
識
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

　
「
こ
こ
か
ら
西
へ
歩
け
ば
長
野
宿
へ
と
入
り

ま
す
が
、
そ
の
前
に
寄
り
道
し
て
昔
の
処
刑

キ
ロ
）の
道
程
で
す
。
地
域
の
人
々
は
、
宿
場

町
と
し
て
賑
わ
っ
た
通
り
を
今
も〝
マ
チ
〞と
呼

ん
で
い
る
と
い
い
ま
す
。 

お
話
を
聞
き
な
が

ら
、
町
の
中
央
あ
た
り
ま
で
進
む
と
、
大
き

な
説
明
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。「
江
戸
時
代

末
期
か
ら
明
治
初
期
の
様
子
を
復
元
し
た
図

で
す
が
、
紺
屋・伊
勢
屋・油
屋
な
ど
の
屋
号

が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
」と
教
わ
り
ま
す
。
す

る
と
、
火
除
け
土
手
と
い
う
文
字
が
目
に
留

ま
り
ま
し
た
。
火
除
け
土
手
と
は
、
文
字
通

り
火
事
を
防
ぐ
た
め
に
築
か
れ
た
土
手
の
こ

と
。
同
宿
は
、
度
々
火
事
に
見
舞
わ
れ
ま
し

た
が
、
中
で
も
正
徳
４（
１
７
１
４
）年
の
大

火
事
で
大
半
を
失
っ
た
こ
と
か
ら
築
か
れ
た

場
跡
に
行
き
、『
鎮

恩
さ
ん
』を
見
て

お
き
ま
し
ょ
う
」

と
案
内
さ
れ
て
、

少
し
南
に
向
か
い

ま
す
。「
鎮
恩
さ

ん
」と
は
、
処
刑

さ
れ
た
罪
人
の
霊

を
供
養
す
る
た
め
に
地
域
住
民
が
建
て
た
小

さ
な
祠
で
、
今
も
５
月
に
は
供
養
祭
が
営
ま

れ
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

　
「
鎮
恩
さ
ん
」に
手
を
合
わ
せ
た
後
は
、
長

野
宿
へ
。
藤
堂 

高
虎
に
よ
っ
て
官
道
と
し
て

整
備
さ
れ
た
伊
賀
街
道
は
、
全
長
約
12
里（
50

と
い
い
ま
す
。
そ
の
規
模
は
、高
さ
約
４
メ
ー

ト
ル
、
幅
は
約
16
メ
ー
ト
ル
。
長
さ
は
道
を
挟

ん
で
北
側
が
約
24
メ
ー
ト
ル
、南
側
は
約
17
メ
ー

ト
ル
も
あ
り
、
周
囲
は
石
垣
で
囲
ん
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
土
手
を
挟
ん
だ
反
対
側
に
問

屋
と
庄
屋
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
も
し
火
事

が
発
生
し
て
も
、
両
方
が
同
時
に
焼
失
す
る

の
を
避
け
た
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
現
在

は
北
側
の
石
垣
の
一
部
を
残
す
の
み
と
な
り

ま
し
た
が
、
当
時
の
人
々
の
切
実
な
想
い
が

伝
わ
り
ま
す
。

　
長
野
氏
の
夢
の
跡
と
長
野
宿
を
め
ぐ
る
散

策
は
、火
除
け
土
手
か
ら
さ
ら
に
西
へ
と
進
み
、

家
並
み
が
途
切
れ
た
あ
た
り
で
終
了
で
す
。

終
点
と
な
る「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」へ
は

歩
い
て
10
分
程
度
の
距
離
。
バ
ス
を
利
用
の

場
合
は
、
再
び
バ
ス
停「
長
野
」か
ら
三
重
交

通
バ
ス
に
乗
る
の
が
便
利
で
す
が
、
本
数
が

少
な
い
た
め
、
事
前
に
時
刻
表
を
確
認
し
て

お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

津
市
美
里
町

北
長
野
界
隈

□

　
長
野
氏
は
、南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、

現
在
の
津
市
の
北
側
一
帯
を
治
め
て
い
た
武
士
で
す
。

一
族
は
各
地
に
城
を
構
え
、本
拠
地
は
美
里
町
に
あ
り
ま

し
た
。
町
内
の
桂
畑
地
区
と
北
長
野
地
区
に
は
城
跡
が

残
り
、こ
れ
ら
を「
長
野
氏
城
跡
」（
国
指
定
史
跡
）と
総
称

し
て
い
ま
す
。

　
時
代
は
下
り
、江
戸
時
代
に
入
る
と
、津
藩
の
藩
主
と

な
っ
た
藤
堂 

高
虎
は
、津
城
下
と
上
野
城
下
を
結
ぶ
伊

賀
街
道
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
街
道
で
難
所
と
さ
れ

た
の
が
、津
市
と
伊
賀
市
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る
長
野
峠
。

峠
の
麓
に
位
置
す
る
長
野
宿
で
は
、上
野
方
面
か
ら
峠
を

越
え
て
き
た
旅
人
た
ち
が
、そ
の
疲
れ
を
癒
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
今
回
は「
長
野
氏
城
跡
」の
中
で
北
長
野
地
区
に
た
た

ず
む「
西
の
城
跡
」「
中
の
城
跡
」「
東
の
城
跡
」と
、伊
賀
街

道
の
長
野
宿
を
め
ぐ
り
ま
す
。

長
野
氏
の
夢
の
跡
と
伊
賀
街
道・長
野
宿

智永寺

「西の城跡」頂上

「鎮恩さん」

長野宿の家並み

火除け土手の石垣

「長野城跡」遠望

「中の城跡」頂上

「東の城跡」頂上周辺「東の城跡」頂上周辺

「美里ふるさと資料館」展示風景

「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」

長
野
氏
の
夢
の
跡
を
た
ど
る

長
野
宿
と
火
除
け
土
手

か
い

わ
い

な
が

に
し

な
か

じ
ょ
う
あ
と

じ
ょ
う
あ
と

じ
ょ
う
あ
と

ひ
が
し

の

し
し
ろ
あ
と

問
　
「
美
里
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
会
」

　
（「
美
里
ふ
る
さ
と
資
料
館
」月
曜
日
休
館
）
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■ 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200ｍ 約450ｍ 約150ｍ 約300ｍ「美里ふるさと資料館」

長野宿 案内標識「鎮恩さん」火除け土手長野宿 西端

智永寺
約100ｍ 約300ｍ約550ｍ約200ｍ約700ｍ

「西の城跡」 「中の城跡」 「東の城跡」

く

ど
う

よ
う
が
い

け
ん

こ
く

く
に
し
ゅ
う

ち

え

じ

は
つ

ふ
じ

ま
さ

か
ん
し
ょ
う

ま

う
ま
え

じ（
に
）ん

く
も

が
わ

づ

ご し

の
ろ
し

ど
る
い

じ

し
ょ
う
と
く

お
ん

じ
ょ
う
や
ま

ひ

よ

今回の案内人は「美里ボランティアガイ
ド会」会長の山本 茂樹さんと伊藤 キヌ
子さん。山本さんの博識と、伊藤さんの
健脚には驚かされました

至伊賀市

至津市街




