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１
）年
ま
で
の
約
２
７
０
年
間
、12
代
に
わ
た
っ

て
土
方
氏
の
治
世
が
続
き
ま
し
た
。

　
現
在
、城
の
所
在
を
表
す
の
は「
薦
野
城
址
」

（
菰
野
城
跡
）と
刻
ま
れ
た
大
き
な
石
碑
な
ど

ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、今
も
残
る
地
名「
藩
内
」

と
１
本
の
柿
の
木
が
、藩
の
痕
跡
を
教
え
て
く

れ
て
い
ま
す
。「
藩
内
」は
、城
か
ら
東
に
続
く

通
り
の
両
側
に
藩
士
の
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で

い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
柿
の
木
は
、藩
の

剣
道
指
南
役
を
務
め
た
日
下
部
家
の
屋
敷
に

植
え
ら
れ
た
も
の
。
樹
齢
は
約
２
０
０
年
と

伝
わ
り
、そ
の
姿
は
風
格
十
分
で
す
。

　
「
武
士
の
家
で
は
輿
入
れ
に
花
嫁
が
柿
の
木

の
苗
木
を
持
参
す
る
風
習
も
あ
っ
た
よ
う
で

　
今
回
の
散
策
は
、近
鉄
湯
の
山
線「
中
菰
野
」

駅
か
ら
始
ま
っ
て
、同
駅
に
戻
る
コ
ー
ス
で
す
。

駅
舎
を
後
に
し
て
、し
ば
ら
く
の
間
は
東
へ
向

か
っ
て
進
み
ま
す
。 

左
手
に
智
福
寺
を
見
た

後
、さ
ら
に
歩
く
と
、や
が
て
菰
野
小
学
校
が

姿
を
現
し
ま
し
た
。
こ
こ
が
、か
つ
て
の
菰
野

城
。
菰
野
藩
の
歴
史
は
、慶
長
５（
１
６
０
０
）

年
に
初
代
藩
主
の
土
方 

雄
氏
が
徳
川 

家
康

か
ら
菰
野
一
万
二
千
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。 

城
郭
や
藩
士
の
屋
敷
を
整

え
、町
づ
く
り
を
行
っ
た
の
は
２
代
目
の
雄
高

と
３
代
目
の
雄
豊
で
、以
降
、明
治
４（
１
８
７

す
」。
木
の
脇
に
設
置
さ
れ
た
石
盤
か
ら「
日

下
部
の
柿
の
木
」に
ま
つ
わ
る〝
歴
史
こ
ば
な

し
〞を
教
わ
っ
た
後
は
、さ
ら
に
東
へ
。 

す
る

と
、家
並
み
が
住
宅
地
か
ら
商
店
街
へ
と
変
化

し
ま
し
た
。
実
は
、こ
の「
東
町
商
店
街
」も
痕

跡
の
一
つ
。
江
戸
時
代
の
町
人
町「
東
町
」が
、

商
店
街
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
各
商
店
の
た
た
ず
ま
い
に
郷
愁
を
覚
え
な

が
ら
歩
い
て
い
る
と
、瑞
龍
寺
の
門
前
で
大
き

な
石
盤
と
愛
ら
し
い
地
蔵
尊
に
気
付
き
ま
し

た
。
石
盤
に
よ
る
と
、同
寺
の
石
地
蔵
の
た
め

に
旧
暦
７
月
24
日
に
行
っ
た
供
養
が
、地
域
内

の
地
蔵
盆
の
始
ま
り
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

現
在
で
は
８
月
24
日
に
行
わ
れ
、多
く
の
人
々

で
に
ぎ
わ
う
瑞
龍

寺
地
蔵
堂
の
地
蔵

盆
は
、こ
こ
数
年

中
止
と
な
っ
て
い

て
、再
開
が
待
た

れ
て
い
ま
す
。

寄
り
添
っ
た
姫
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。

　
菰
野
の
町
を
見
守
る
よ
う
に
た
た
ず
む
八

重
姫
の
墓
碑
に
手
を
合
わ
せ
た
後
は
、方
向
を

北
へ
変
え
ま
す
。
菰
野
高
校
近
く
ま
で
歩
い

て
く
る
と
、

「
南
部
公

民
館
」駐

車
場
脇
に
、

紅
白
の
幟

が
は
た
め

　
瑞
龍
寺
の
地
蔵
堂
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、

方
向
を
南
へ
変
え
て
、２
代
藩
主・雄
高
が
正

保
元（
１
６
４
４
）年
に
創
建
し
た
見
性
寺
へ

向
か
い
ま
す
。
豪
壮
な
山
門
を
く
ぐ
っ
て
奥

へ
と
進
む
と
、初
代
の
雄
氏
を
除
く
歴
代
藩
主

の
墓
が
並
ぶ
墓
地
が
出
現
。
周
囲
は
荘
厳
な

空
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、随
所
に

〝
八
重
姫
〞と
記
し
た
案
内
板
が
立
っ
て
い
た

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
八
重
姫
と
は
、織
田 

信
長
の
孫
娘
で
、雄
氏
の
正
室
で
す
。
菰
野
藩

は
、質
実
剛
健・質
素
倹
約
の
気
風
を
保
ち
な

が
ら
約
２
７
０
年
間
続
き
ま
し
た
が
、八
重
姫

は
藩
の
草
創
期
を
さ
さ
え
た
陰
の
功
労
者
と

し
て
知
ら
れ
ま
す
。
本
年
３
月
、「
菰
野
町
偉

人
マ
ン
ガ
制
作
実
行
委
員
会
」に
よ
っ
て
、八

重
姫
の
生
涯
を
描
い
た
マ
ン
ガ「
八
重
姫
伝
」

が
完
成
。
同

町
出
身
の
服

部 

千
里
さ
ん

の
画
が
、気
高

く
も
民
衆
に
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く
小
さ
な
地
蔵
堂
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
五
郎

兵
衛
地
蔵
」で
す
。
石
盤
の
説
明
に
よ
る
と
、

息
子
の
病
気
が
治
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、隠

居
後
に
地
蔵
堂
の
そ
ば
に
小
屋
を
建
て
て
住

み
、守
り
続
け
た
と
い
う
五
郎
兵
衛
さ
ん
が
、

そ
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
地
蔵
で
心
温
ま
る
昔
話
を
知
っ
た
後
は
、

廣
幡
神
社
庄
部
旅
所
へ
。
廣
幡
神
社
は
、初
代

藩
主・雄
氏
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
土
方
家
の

鎮
守
社
。
ま
た
、旅
所（
御
旅
所
）と
は
、神
社

の
祭
礼
の
際
に
神
輿
が
本
宮
か
ら
渡
御
し
て

仮
に
と
ど
ま
る
場
所
の
こ
と
で
、秋
祭
り
で
は
、

廣
幡
神
社
か
ら
同
旅
所
ま
で
神
輿
を
運
ぶ「
神

大
橋
で
す
。
往
来
す
る
車
に
注
意
し
な
が
ら
、

同
橋
の
中
央
辺
り
に
設
置
さ
れ
た
バ
ル
コ

ニ
ー
ま
で
進
む
と
、三
滝
川
越
し
に
御
在
所
山

や
鎌
ヶ
岳
な
ど
を
望
め
ま
し
た
。

　
雄
大
な
景
観
に
心
洗
わ
れ
た
後
は
、帰
途
に

輿
渡
御
」が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、廣
幡
神
社

へ
は
近
鉄「
中
菰
野
」駅
か
ら
南
へ
歩
く
こ
と

12
分
程
度
で
到
着
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

立
ち
寄
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

地
域
の
人
か

ら〝
庄
部
神
社
〞

と
慕
わ
れ
る
同

旅
所
か
ら
さ
ら

に
北
へ
進
む
と
、

や
が
て
目
の
前

に
橋
が
現
れ
ま

し
た
。
三
滝
川

に
架
か
る
庄
部

橋
で
す
。

　
庄
部
橋
の
南
側
に
は
、川
の
流
れ
に
平
行
し

て
ジ
ョ
ギ
ン
グ
ロ
ー
ド
が
整
備
さ
れ
て
い
て
、

犬
の
散
歩
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
楽
し
む
人
々
が

行
き
交
い
ま
す
。「
春
に
は
サ
ク
ラ
が
き
れ
い

で
、お
花
見
す
る
方
も
多
い
で
す
よ
」と
の
西

山
さ
ん
の
話
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
同
ロ
ー

ド
を
歩
く
と
、や
が
て
見
え
て
く
る
の
が
菰
野

就
き
ま
す
。
そ
の

途
中
で
立
ち
寄
り

た
い
の
が
如
来
寺

と
、道
の
駅「
菰
野

ふ
る
さ
と
館
」。
前

者
は
延
宝
３（
１
６

７
５
）年
に
藩
の
郡

奉
行
・
寺
西 

小
左

衛
門
政
光
が
創
建

し
た
名
刹
で
す
。

そ
し
て
後
者
の
館

内
に
は
、朝
採
り
野

菜
や
土
産
物
な
ど

に
加
え
て
、特
産
品

の
マ
コ
モ
関
連
商

品
が
並
び
ま
す
。

　
観
光
客
だ
け
で
な
く
、地
元
の
人
々
に
も
親

し
ま
れ
る
道
の
駅
か
ら
、近
鉄「
中
菰
野
」駅
ま

で
は
徒
歩
数
分
の
距
離
。
各
ス
ポ
ッ
ト
に
多

彩
な
物
語
が
息
づ
く「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」

散
策
は
、こ
れ
で
終
了
で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

三
重
郡
菰
野
町

菰
野
界
隈

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
を
歩
く

　

御
在
所
山
の
麓
に
位
置
す
る
菰
野
町
菰
野
界

隈
は
、江
戸
時
代
を
通
じ
て
藩
主
・
土
方
氏
が
統

治
す
る
城
下
町
で
し
た
。
藩
主
ゆ
か
り
の
寺
社
を

は
じ
め
と
し
て
名
所
・
旧
跡
が
点
在
し
、そ
れ
ぞ
れ

に
昔
話
や
伝
承
な
ど
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
平
成
10（
１
９
９
８
）年
に
菰
野
町
が

設
定
し
た「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
に

沿
っ
て
歩
き
ま
す
。
各
ポ
イ
ン
ト
に
は
、歴
史
や
謂

れ
が
記
さ
れ
た
石
盤
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、よ
り

充
実
し
た
散
策
が
楽
し
め
る
で
し
ょ
う
。

START
■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約400ｍ 約400ｍ 約200ｍ 約500ｍ 約1.1kｍ

約400ｍ
約200ｍ約600ｍ約200ｍ約700ｍ約600ｍ

ひ
じ

い
わ

せ
き
ば
ん

か
た

か
い

わ
い

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

問
　

菰
野
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
課

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
９
１ ‒ 

１
１
６
０

廣幡神社庄部旅所庄部橋菰野大橋道の駅「菰野ふるさと館」 如来寺

や

え
ひ
め

し
ょ
う

け
ん

ご

ろ

べ

え

お

た
び
し
ょ

じ

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
い
た
の
は「
菰
野
町
図

書
館 

郷
土
資
料
コ
ー
ナ
ー
」の
学
芸

員
・
西
山 

祐
実（
ゆ
み
）さ
ん
で
す
。

貴
重
な
資
料
も
用
意
し
て
い
た
だ

き
、大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

近鉄「中菰野」駅 菰野城跡 瑞龍寺 見性寺 「五郎兵衛地蔵」「日下部の柿の木」

※

藩
主・土
方
氏
が
築
い
た
城
と
城
下
町

歴
代
藩
主
と
八
重
姫
が
眠
る
見
性
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」と
御
旅
所

菰
野
大
橋
か
ら
の
絶
景
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「薦野城址」と刻まれた石碑

「日下部の柿の木」

瑞龍寺境内
（左側に建つのが地蔵堂）

地蔵堂内部地蔵堂内部

「八重姫伝」
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庄部橋

ち
ふ
く

か
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か
つ

か
つ
と
よ

た
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こ
も

く
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べ

こ
し
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ず
い
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ょ
う ち

ょ
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に
ん
ま
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し
ょ
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の
ぼ
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べ
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し

と

と
や
ま

き

に
ょ

え
ん

こ
お
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ょ
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ざ

え
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つ
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こ

ぽ
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ぎ
ょ
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ほ
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じ

の

う
じ

じ
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湯
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泉
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０
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ま
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。
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い
る
の
で
す
。

　
各
商
店
の
た
た
ず
ま
い
に
郷
愁
を
覚
え
な

が
ら
歩
い
て
い
る
と
、瑞
龍
寺
の
門
前
で
大
き

な
石
盤
と
愛
ら
し
い
地
蔵
尊
に
気
付
き
ま
し

た
。
石
盤
に
よ
る
と
、同
寺
の
石
地
蔵
の
た
め

に
旧
暦
７
月
24
日
に
行
っ
た
供
養
が
、地
域
内

の
地
蔵
盆
の
始
ま
り
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

現
在
で
は
８
月
24
日
に
行
わ
れ
、多
く
の
人
々

で
に
ぎ
わ
う
瑞
龍

寺
地
蔵
堂
の
地
蔵

盆
は
、こ
こ
数
年

中
止
と
な
っ
て
い

て
、再
開
が
待
た

れ
て
い
ま
す
。

寄
り
添
っ
た
姫
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。

　
菰
野
の
町
を
見
守
る
よ
う
に
た
た
ず
む
八

重
姫
の
墓
碑
に
手
を
合
わ
せ
た
後
は
、方
向
を

北
へ
変
え
ま
す
。
菰
野
高
校
近
く
ま
で
歩
い

て
く
る
と
、

「
南
部
公

民
館
」駐

車
場
脇
に
、

紅
白
の
幟

が
は
た
め

　
瑞
龍
寺
の
地
蔵
堂
に
別
れ
を
告
げ
た
後
は
、

方
向
を
南
へ
変
え
て
、２
代
藩
主・雄
高
が
正

保
元（
１
６
４
４
）年
に
創
建
し
た
見
性
寺
へ

向
か
い
ま
す
。
豪
壮
な
山
門
を
く
ぐ
っ
て
奥

へ
と
進
む
と
、初
代
の
雄
氏
を
除
く
歴
代
藩
主

の
墓
が
並
ぶ
墓
地
が
出
現
。
周
囲
は
荘
厳
な

空
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、随
所
に

〝
八
重
姫
〞と
記
し
た
案
内
板
が
立
っ
て
い
た

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
八
重
姫
と
は
、織
田 

信
長
の
孫
娘
で
、雄
氏
の
正
室
で
す
。
菰
野
藩

は
、質
実
剛
健・質
素
倹
約
の
気
風
を
保
ち
な

が
ら
約
２
７
０
年
間
続
き
ま
し
た
が
、八
重
姫

は
藩
の
草
創
期
を
さ
さ
え
た
陰
の
功
労
者
と

し
て
知
ら
れ
ま
す
。
本
年
３
月
、「
菰
野
町
偉

人
マ
ン
ガ
制
作
実
行
委
員
会
」に
よ
っ
て
、八

重
姫
の
生
涯
を
描
い
た
マ
ン
ガ「
八
重
姫
伝
」

が
完
成
。
同

町
出
身
の
服

部 

千
里
さ
ん

の
画
が
、気
高

く
も
民
衆
に
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く
小
さ
な
地
蔵
堂
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
五
郎

兵
衛
地
蔵
」で
す
。
石
盤
の
説
明
に
よ
る
と
、

息
子
の
病
気
が
治
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、隠

居
後
に
地
蔵
堂
の
そ
ば
に
小
屋
を
建
て
て
住

み
、守
り
続
け
た
と
い
う
五
郎
兵
衛
さ
ん
が
、

そ
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
地
蔵
で
心
温
ま
る
昔
話
を
知
っ
た
後
は
、

廣
幡
神
社
庄
部
旅
所
へ
。
廣
幡
神
社
は
、初
代

藩
主・雄
氏
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
土
方
家
の

鎮
守
社
。
ま
た
、旅
所（
御
旅
所
）と
は
、神
社

の
祭
礼
の
際
に
神
輿
が
本
宮
か
ら
渡
御
し
て

仮
に
と
ど
ま
る
場
所
の
こ
と
で
、秋
祭
り
で
は
、

廣
幡
神
社
か
ら
同
旅
所
ま
で
神
輿
を
運
ぶ「
神

大
橋
で
す
。
往
来
す
る
車
に
注
意
し
な
が
ら
、

同
橋
の
中
央
辺
り
に
設
置
さ
れ
た
バ
ル
コ

ニ
ー
ま
で
進
む
と
、三
滝
川
越
し
に
御
在
所
山

や
鎌
ヶ
岳
な
ど
を
望
め
ま
し
た
。

　
雄
大
な
景
観
に
心
洗
わ
れ
た
後
は
、帰
途
に

輿
渡
御
」が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、廣
幡
神
社

へ
は
近
鉄「
中
菰
野
」駅
か
ら
南
へ
歩
く
こ
と

12
分
程
度
で
到
着
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

立
ち
寄
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

地
域
の
人
か

ら〝
庄
部
神
社
〞

と
慕
わ
れ
る
同

旅
所
か
ら
さ
ら

に
北
へ
進
む
と
、

や
が
て
目
の
前

に
橋
が
現
れ
ま

し
た
。
三
滝
川

に
架
か
る
庄
部

橋
で
す
。

　
庄
部
橋
の
南
側
に
は
、川
の
流
れ
に
平
行
し

て
ジ
ョ
ギ
ン
グ
ロ
ー
ド
が
整
備
さ
れ
て
い
て
、

犬
の
散
歩
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
楽
し
む
人
々
が

行
き
交
い
ま
す
。「
春
に
は
サ
ク
ラ
が
き
れ
い

で
、お
花
見
す
る
方
も
多
い
で
す
よ
」と
の
西

山
さ
ん
の
話
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
同
ロ
ー

ド
を
歩
く
と
、や
が
て
見
え
て
く
る
の
が
菰
野

就
き
ま
す
。
そ
の

途
中
で
立
ち
寄
り

た
い
の
が
如
来
寺

と
、道
の
駅「
菰
野

ふ
る
さ
と
館
」。
前

者
は
延
宝
３（
１
６

７
５
）年
に
藩
の
郡

奉
行
・
寺
西 

小
左

衛
門
政
光
が
創
建

し
た
名
刹
で
す
。

そ
し
て
後
者
の
館

内
に
は
、朝
採
り
野

菜
や
土
産
物
な
ど

に
加
え
て
、特
産
品

の
マ
コ
モ
関
連
商

品
が
並
び
ま
す
。

　
観
光
客
だ
け
で
な
く
、地
元
の
人
々
に
も
親

し
ま
れ
る
道
の
駅
か
ら
、近
鉄「
中
菰
野
」駅
ま

で
は
徒
歩
数
分
の
距
離
。
各
ス
ポ
ッ
ト
に
多

彩
な
物
語
が
息
づ
く「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」

散
策
は
、こ
れ
で
終
了
で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

三
重
郡
菰
野
町

菰
野
界
隈

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
を
歩
く

　

御
在
所
山
の
麓
に
位
置
す
る
菰
野
町
菰
野
界

隈
は
、江
戸
時
代
を
通
じ
て
藩
主
・
土
方
氏
が
統

治
す
る
城
下
町
で
し
た
。
藩
主
ゆ
か
り
の
寺
社
を

は
じ
め
と
し
て
名
所
・
旧
跡
が
点
在
し
、そ
れ
ぞ
れ

に
昔
話
や
伝
承
な
ど
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
平
成
10（
１
９
９
８
）年
に
菰
野
町
が

設
定
し
た「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」菰
野
コ
ー
ス
に

沿
っ
て
歩
き
ま
す
。
各
ポ
イ
ン
ト
に
は
、歴
史
や
謂

れ
が
記
さ
れ
た
石
盤
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、よ
り

充
実
し
た
散
策
が
楽
し
め
る
で
し
ょ
う
。

START
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廣幡神社庄部旅所庄部橋菰野大橋道の駅「菰野ふるさと館」 如来寺

や

え
ひ
め

し
ょ
う

け
ん

ご

ろ

べ

え

お

た
び
し
ょ

じ

「
歴
史
こ
ば
な
し
の
道
」に
つ
い
て
教

え
て
い
た
だ
い
た
の
は「
菰
野
町
図

書
館 

郷
土
資
料
コ
ー
ナ
ー
」の
学
芸

員
・
西
山 

祐
実（
ゆ
み
）さ
ん
で
す
。

貴
重
な
資
料
も
用
意
し
て
い
た
だ

き
、大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

近鉄「中菰野」駅 菰野城跡 瑞龍寺 見性寺 「五郎兵衛地蔵」「日下部の柿の木」

※

藩
主・土
方
氏
が
築
い
た
城
と
城
下
町

歴
代
藩
主
と
八
重
姫
が
眠
る
見
性
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」と
御
旅
所

菰
野
大
橋
か
ら
の
絶
景
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「薦野城址」と刻まれた石碑

「日下部の柿の木」

瑞龍寺境内
（左側に建つのが地蔵堂）

地蔵堂内部地蔵堂内部

「八重姫伝」

「五郎兵衛地蔵」 見性寺の山門

歴代藩主の墓が並ぶ墓地

廣幡神社庄部旅所如来寺道の駅「菰野ふるさと館」

菰野大橋からの雄大な眺め

庄部橋

ち
ふ
く

か
つ

か
つ

か
つ
と
よ

た
か

こ
も

く
さ
か

べ

こ
し
い

ず
い
り
ょ
う ち

ょ
う
に
ん
ま
ち

し
ょ
う

の
ぼ
り

ひ
ろ
は
た
じ
ん

べ

み
こ
し

と

と
や
ま

き

に
ょ

え
ん

こ
お
り

ぎ
ょ
う

ぶ

ざ

え
も
ん
ま
さ
み
つ

め
い
さ
つ

こ

ぽ
う

ら
い
じ

ぎ
ょ

じ
ゃ
し
ょ
う

ほ
う

ち
さ
と

じ

の

う
じ

じ

三滝川

金渓川
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道
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菰
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る
さ
と
館
」

瑞
龍
寺

「
五
郎
兵
衛
地
蔵
」

如来寺

見
性
寺

「
日
下
部
の
柿
の
木
」

庄部橋

菰野大橋

旅所廣幡神社庄部旅所

菰野城跡
近鉄「中菰野」駅
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温
泉




