
16 15

く
右
に
左
に
と
う
ね
り
な
が
ら
続
く
坂
道
は
、

次
第
に
な
だ
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
歩
く
と
、道
は
鋭
角
に
左
に
折
れ

曲
が
り
、再
び
急
な
下
り
坂
。
こ
の
坂
の
正
面
、

白
壁
の
蔵
が
あ
る
家
の
下
で
、ま
た
右
に
大
き

く
カ
ー
ブ
。
こ
こ
か
ら
眼
下
の
風
景
を
見
下

ろ
す
と
、小
高
い
丘
の
間
に
田
園
が
広
が
り
、

こ
れ
か
ら
歩
く
道
が
見
え
ま
す
。
田
の
間
に

ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
家
が
あ
る
、昔
な
が
ら
の
日

本
の
里
ら
し
い
景
色
で
す
。

　
坂
を
下
り
き
っ
て
県
道
6
9
3
号
を
右
へ
。

　
縦
横
に
整
備
さ
れ
た
道
に
沿
っ
て
、家
々
が

立
ち
並
ぶ「
つ
つ
じ
ヶ

丘
」。今
回
は
、「
つ
つ

じ
ヶ
丘
」の
バ
ス
停
か

ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。

　
「
つ
つ
じ
ヶ
丘
」中

央
の
通
り
を
南
へ
進

み
、南
端
の
分
岐
点
で
右
の
坂
を
下
り
ま
す
。

こ
こ
は
非
常
に
急
な
下
り
坂
。
交
差
す
る
道

の
下
を
く
ぐ
る
と
、道
の
両
側
の
風
景
が
一
変

し
、山
里
に
来
た
よ
う
で
す
。
林
の
中
を
大
き

す
ぐ
に
、左
の
細
い
道
の
脇
に
鳥
居
と
石
灯
籠

が
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、こ
の
先
に
あ
る
國
津

神
社
の
一
の
鳥
居
。
ま
ず
は
鳥
居
の
横
の
分

か
れ
道
を
妙
楽
寺
に
向
か
い
ま
す
。

　
妙
楽
寺
は
前
方
の
小
高
い
丘
の
麓
。「
不
動

明
王
を
ご
本
尊
と
す
る
真
言
宗
の
お
寺
で
、昔

は
國
津
神
社
の
神
宮
寺（
別
当
寺
）で
し
た
」と

松
本
さ
ん
。
本
堂
裏
手
の
一
段
高
く
な
っ
た

墓
所
に
は
、中
世
に
こ
の
付
近
の
土
豪
で
あ
っ

た
下
山
甲
斐
守
と
そ
の
一
族
の
墓
も
あ
り
ま

す
。「
下
山
甲
斐
守
は
北
畠
氏
に
仕
え
て
い
ま

し
た
が
、北
畠
氏
が
織
田
信
長
軍
に
敗
れ
た
後
、

第
一
次
天
正
伊
賀
の
乱
で
は
織
田
軍
侵
攻
の

磨
崖
仏
が
あ
り
ま
す
。
不
動
尊
と
は
い
え
か

わ
い
い
素
朴
な
お
姿
。「
昔
は
上
か
ら
水
を
落

と
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
に
彫
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、

平
常
眼
と
い
う
古
い
形
の
眼
を
し
て
お
ら
れ

ま
す
」。

　
続
い
て
國
津
神
社
へ
。「
國
津
神
社
は
名
張

市
内
に
8
か
所
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
社
は
、中

を
小
川
が
流
れ
て
い
て
珍
し
い
ん
で
す
よ
」と

の
言
葉
に
本
殿
の
下
を
の
ぞ
き
こ
む
と
、格
子

の
中
に
石
造
り
の
溝
が
あ
り
、水
の
流
れ
が
見

え
ま
す
。
こ
の
清
流
が
不
動
尊
の
前
の
小
川

に
続
い
て
い
る
の
で
す
。

手
引
き
を
し
て
伊
賀
の
土
豪
衆
の
恨
み
を
買
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、第
二
次
の
戦
い
で

は
土
豪
衆
と
と
も
に
戦
っ
た
と
も
い
わ
れ
、そ

の
行
動
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
北
畠
家
の
再

興
の
た
め
、織
田
軍
に
協
力
す
る
姿
勢
を
見
せ

る
と
い
う
両
面
作
戦
が
、戦
国
時
代
を
生
き
抜

く
た
め
の
常
道
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

　　
妙
楽
寺
を
出
て
鳥
居
ま
で
戻
り
、左
の
坂
道

を
上
っ
て
行
く
と
國
津
神
社
が
あ
り
ま
す
。

神
社
の
手
前
、小
川
に
架
か
っ
た
小
さ
な
橋
を

渡
る
と
、大
き
な
岩
が
並
ぶ
一
つ
に
不
動
立
像

1718

＊
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
。

　
松
本
さ
ん
の
後
を
本
殿
の
右
脇
に
進
む
と
、

石
の
小
さ
な
祠
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
蘭
神
社
と
い
っ
て
、天
明
年
間（
１
７
８
１
〜

８
９
）に
疫
病
封
じ
の
た
め
に
お
祀
り
さ
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
奥
に
は
山
の
神
さ
ま
も
祀
ら

れ
て
い
ま
す
」。
先
ほ
ど
訪
れ
た
妙
楽
寺
や
こ

の
國
津
神
社
付
近
も
、手
入
れ
が
行
き
届
き
、

昔
の
素
朴
な
信
仰
が
今
も
地
元
の
方
た
ち
に

大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。

　
さ
ら
に
坂
を
上
が
り
、数
軒
の
民
家
を
越
え

　
し
ば
ら
く
木
々
の
間
の
道
を
歩
く
と
、左
か

ら
ゆ
る
や
か
に
上
っ
て
来
る
道
と
、急
角
度
で

下
り
て
く
る
右
か
ら
の
道
が
鋭
角
に
交
差
し

て
い
ま
す
。
ま
ず
は
右
の
坂
へ
。
カ
ー
ブ
を

描
い
て
上
が
っ
た
先
に
あ
る
の
は
蓮
福
寺
で

す
。「
こ
こ
は
、一
つ
の
石
に
二
体
の
仏
像
が

彫
ら
れ
た〝
双
仏
石
〞が
あ
り
、古
い
も
の
は
延

元
４（
１
３
３
９
）年
の
銘
が
あ
り
ま
す
」。

　
蓮
福
寺
か
ら
交
差
点
に
戻
り
、右
の
道
を
下

り
ま
す
。
道
に
沿
っ
て
流
れ
る
小
川
の
水
音

を
聞
き
な
が
ら
進
む
と
、一
軒
目
の
民
家
が
あ

り
ま
す
の
で
、そ
の
前
で
細
い
道
を
左
の
川
の

方
に
下
り
ま
す
。
分
か
り
に
く
い
道
で
す
の

る
と
、今
度
は
下
り
坂
。
道
が
U
の
字
に
曲

が
っ
た
あ
と
、二
又
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
の
分

か
れ
目
に
苔
む
し
た
岩
が
あ
り
ま
す
。「
こ
れ

は
見
張
り
台
で
す
。
右
手
に
広
が
っ
て
い
る

の
は
下
山
甲
斐
守
の
城
跡
で
、こ
の
石
の
上
に

立
っ
て
、見
張
り
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
付
近
に
は
、北
畠
具
親
や
そ
の
臣
下
の
屋

敷
や
城
跡
が
い
く
つ
も
あ
る
ん
で
す
よ
」。
城

は
山
の
上
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、跡
に
は
建

物
な
ど
は
も
う
な
い
と
の
こ
と
。
今
回
は
山

に
は
上
ら
ず
、城
跡
の
山
を
見
上
げ
、古
の
つ

わ
も
の
た
ち
の
夢
の
跡
を
偲
ん
で
さ
ら
に
進

み
ま
す
。

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
小
川
に
架
か
る
橋
の

手
前
ま
で
下
り
る
と
左
に
岩
が
あ
り
、川
に
向

か
う
面
に
小
さ
な
お
地
蔵
様
が
彫
ら
れ
て
い

ま
す
。 

地
蔵
尊
を
拝
ん
だ
ら
、蓮
福
寺
下
の
交

差
点
ま
で
戻
り
ま
す
。
右
の
林
の
中
の
道
を

道
な
り
に
進
み
、県
道
6
9
3
号
に
出
た
ら
右

へ
。「
名
張
市
内・青
蓮
寺
湖
」の
道
標
の
あ
る

交
差
点
を
左
に
曲
が
る
と「
つ
つ
じ
ヶ
丘
」に

至
る
道
で
す
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

名
張
市 
奈
垣
周
辺

せ
せ
ら
ぎ
の
聞
こ
え
る
道
に
中
世
の
お
も
か
げ
を
辿
る

　
近
鉄「
名
張
」駅
か
ら
南
東
へ
3
キ
ロ
余
り
離
れ
た

「
つ
つ
じ
が
丘
」は
、郊
外
に
広
が
る
住
宅
街
。
今
回
は

こ
こ
を
起
結
点
と
し
て
、奈
垣
と
呼
ば
れ
る
地
域
を

中
心
に
歩
き
ま
す
。　

　
住
宅
街
か
ら
少
し
歩
く
だ
け
で
、雰
囲
気
が
大
き

く
変
化
し
、山
中
に
入
り
時
代
を
遡
っ
た
よ
う
な
趣

き
の
あ
る
風
景
が
続
き
ま
す
。
付
近
に
は
中
世
の
北

畠
氏
の
武
士
た
ち
の
居
城
跡
な
ど
が
点
在
し
、コ
ー
ス

沿
い
に
あ
る
社
寺
も
、中
世
の
武
士
に
ゆ
か
り
の
あ
る

場
所
。所
々
に
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、つ
つ

ま
し
く
も
力
強
い
、昔
の
人
々
の
祈
り
の
場
所
を
訪
ね

て
の
散
策
で
す
。

　
案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド 

お
き
つ
も
」の
松
本 

直
美
さ
ん
。
伊
賀
の
名
所
を
知

り
尽
く
し
た
ガ
イ
ド
さ
ん
お
勧
め
の
、穴
場
的
な
コ
ー

ス
で
す
。
起
伏
の
多
い
道
の
り
で
す
の
で
、古
の
物
語

に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、自
然
を
楽
し
み
、ゆ
っ
た
り

歩
く
の
が
お
勧
め
で
す
。

START
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住
宅
街
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ら
一
気
に
山
中
へ

田
園
の
道
を
武
将
の
眠
る
寺
へ

せ
せ
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が
流
れ
る
お
社
へ

双
石
仏
と

小
さ
な
お
地
蔵
様
に
会
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に
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と
い
っ
て
、天
明
年
間（
１
７
８
１
〜

８
９
）に
疫
病
封
じ
の
た
め
に
お
祀
り
さ
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
奥
に
は
山
の
神
さ
ま
も
祀
ら

れ
て
い
ま
す
」。
先
ほ
ど
訪
れ
た
妙
楽
寺
や
こ

の
國
津
神
社
付
近
も
、手
入
れ
が
行
き
届
き
、

昔
の
素
朴
な
信
仰
が
今
も
地
元
の
方
た
ち
に

大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。

　
さ
ら
に
坂
を
上
が
り
、数
軒
の
民
家
を
越
え

　
し
ば
ら
く
木
々
の
間
の
道
を
歩
く
と
、左
か

ら
ゆ
る
や
か
に
上
っ
て
来
る
道
と
、急
角
度
で

下
り
て
く
る
右
か
ら
の
道
が
鋭
角
に
交
差
し

て
い
ま
す
。
ま
ず
は
右
の
坂
へ
。
カ
ー
ブ
を

描
い
て
上
が
っ
た
先
に
あ
る
の
は
蓮
福
寺
で

す
。「
こ
こ
は
、一
つ
の
石
に
二
体
の
仏
像
が

彫
ら
れ
た〝
双
仏
石
〞が
あ
り
、古
い
も
の
は
延

元
４（
１
３
３
９
）年
の
銘
が
あ
り
ま
す
」。

　
蓮
福
寺
か
ら
交
差
点
に
戻
り
、右
の
道
を
下

り
ま
す
。
道
に
沿
っ
て
流
れ
る
小
川
の
水
音

を
聞
き
な
が
ら
進
む
と
、一
軒
目
の
民
家
が
あ

り
ま
す
の
で
、そ
の
前
で
細
い
道
を
左
の
川
の

方
に
下
り
ま
す
。
分
か
り
に
く
い
道
で
す
の

る
と
、今
度
は
下
り
坂
。
道
が
U
の
字
に
曲

が
っ
た
あ
と
、二
又
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
の
分

か
れ
目
に
苔
む
し
た
岩
が
あ
り
ま
す
。「
こ
れ

は
見
張
り
台
で
す
。
右
手
に
広
が
っ
て
い
る

の
は
下
山
甲
斐
守
の
城
跡
で
、こ
の
石
の
上
に

立
っ
て
、見
張
り
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
付
近
に
は
、北
畠
具
親
や
そ
の
臣
下
の
屋

敷
や
城
跡
が
い
く
つ
も
あ
る
ん
で
す
よ
」。
城

は
山
の
上
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、跡
に
は
建

物
な
ど
は
も
う
な
い
と
の
こ
と
。
今
回
は
山

に
は
上
ら
ず
、城
跡
の
山
を
見
上
げ
、古
の
つ

わ
も
の
た
ち
の
夢
の
跡
を
偲
ん
で
さ
ら
に
進

み
ま
す
。

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
小
川
に
架
か
る
橋
の

手
前
ま
で
下
り
る
と
左
に
岩
が
あ
り
、川
に
向

か
う
面
に
小
さ
な
お
地
蔵
様
が
彫
ら
れ
て
い

ま
す
。 

地
蔵
尊
を
拝
ん
だ
ら
、蓮
福
寺
下
の
交

差
点
ま
で
戻
り
ま
す
。
右
の
林
の
中
の
道
を

道
な
り
に
進
み
、県
道
6
9
3
号
に
出
た
ら
右

へ
。「
名
張
市
内・青
蓮
寺
湖
」の
道
標
の
あ
る

交
差
点
を
左
に
曲
が
る
と「
つ
つ
じ
ヶ
丘
」に

至
る
道
で
す
。

取
材
・
文
…
堀
口 

裕
世

名
張
市 

奈
垣
周
辺

せ
せ
ら
ぎ
の
聞
こ
え
る
道
に
中
世
の
お
も
か
げ
を
辿
る

　
近
鉄「
名
張
」駅
か
ら
南
東
へ
3
キ
ロ
余
り
離
れ
た

「
つ
つ
じ
が
丘
」は
、郊
外
に
広
が
る
住
宅
街
。
今
回
は

こ
こ
を
起
結
点
と
し
て
、奈
垣
と
呼
ば
れ
る
地
域
を

中
心
に
歩
き
ま
す
。　

　
住
宅
街
か
ら
少
し
歩
く
だ
け
で
、雰
囲
気
が
大
き

く
変
化
し
、山
中
に
入
り
時
代
を
遡
っ
た
よ
う
な
趣

き
の
あ
る
風
景
が
続
き
ま
す
。
付
近
に
は
中
世
の
北

畠
氏
の
武
士
た
ち
の
居
城
跡
な
ど
が
点
在
し
、コ
ー
ス

沿
い
に
あ
る
社
寺
も
、中
世
の
武
士
に
ゆ
か
り
の
あ
る

場
所
。所
々
に
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、つ
つ

ま
し
く
も
力
強
い
、昔
の
人
々
の
祈
り
の
場
所
を
訪
ね

て
の
散
策
で
す
。

　
案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド 

お
き
つ
も
」の
松
本 

直
美
さ
ん
。
伊
賀
の
名
所
を
知

り
尽
く
し
た
ガ
イ
ド
さ
ん
お
勧
め
の
、穴
場
的
な
コ
ー

ス
で
す
。
起
伏
の
多
い
道
の
り
で
す
の
で
、古
の
物
語

に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、自
然
を
楽
し
み
、ゆ
っ
た
り

歩
く
の
が
お
勧
め
で
す
。

START
■ 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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「つつじヶ丘」バス停 一の鳥居

見張り台蓮福寺地蔵磨崖仏「名張市内・青蓮寺湖」の道標

妙楽寺 國津神社

住
宅
街
か
ら
一
気
に
山
中
へ

田
園
の
道
を
武
将
の
眠
る
寺
へ

せ
せ
ら
ぎ
が
流
れ
る
お
社
へ

双
石
仏
と

小
さ
な
お
地
蔵
様
に
会
い
に
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見張り台

蓮福寺

双仏石

川辺の地蔵尊磨崖仏

急坂のカーブ地点

「つつじヶ丘」のバス停

國津神社の一の鳥居

妙楽寺の本堂

下山氏の一族の墓もある裏山

素朴なお不動様の磨崖仏

國津神社

蘭神社の小さな祠

山の神

し
も
や
ま
か
い
の
か
み

し
の

と
も
ち
か

あ
ら
ら
ぎ

「ボランティアガ
イド おきつも」の
松本 直美さん

至下比奈知

至長瀬

城屋敷城跡

北畠具親城跡

喜屋敷宅跡

吉村氏宅跡

「つつじヶ丘」バス停

一の鳥居

國津神社

蓮福寺

見張り台

地蔵磨崖仏

妙楽寺

下山甲斐守城跡下山甲斐守城跡

つつ
じ
が
丘
運
動
公
園

奈垣

つつじヶ丘

693

「名張市内・青蓮寺湖」の道標

松島氏宅跡

下山甲斐守堡




