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津
の
市
街
地
か
ら
西
へ
進
む
と
田
園
風
景
が
広
が

り
、
そ
の
先
に
な
だ
ら
か
な
稜
線
の
長
谷
山（
標
高

３
２
１
ｍ
）が
現
れ
ま
す
。
こ
の
長
谷
山
に
は
、
東

麓
を
中
心
に
数
多
く
の
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
尾
根
ご
と
に
別
々
の
古
墳
群
に
分
か
れ
、
総
称
し

て
長
谷
山
群
集
墳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
今
か
ら

１
，５
０
０
年
程
前
の
古
墳
時
代
後
期（
６
〜
７
世

紀
）に
、
そ
れ
ま
で
ご
く
限
ら
れ
た
権
力
者
だ
け
が

造
っ
て
い
た
古
墳
を
、
小
集
落
の
有
力
者
も
造
る
よ

う
に
な
り
、
10
ｍ
程
の
小
規
模
な
古
墳
が
急
激
に
増

え
ま
し
た
。

　

長
谷
山
群
集
墳
の
古
墳
の
数
は
、
現
在
確
認
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
も
約
５
０
０
基
、
そ
の
規
模
は
県
内

で
も
最
大
で
、
こ
れ
に
未
発
見
の
古
墳
を
含
め
る
と

総
数
は
１
，０
０
０
基
を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
古
墳
を
一
つ
の
集
落
が
築
い

た
と
は
考
え
に
く
く
、
数
多
く
の
集
落
が
長
谷
山
を

共
同
の
墓
域
と
し
て
い
た
た
め
に
、
群
集
墳
が
出
来

上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
南
麓
の
片
田
長
谷
町
に
あ
る
長
谷
寺
は
、

大
和（
現
在
の
奈
良
県
）の
長
谷
寺
を
模
し
た
も
の
と

し
て
、
遠
長
谷
寺
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺

は
伊
勢
国
司
北
畠
氏
の
祈
願
所
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま

す
が
、
た
び
た
び
戦
火
に
遭
い
ほ
と
ん
ど
廃
絶
し
て

い
た
も
の
を
、
津
藩
二
代
藩
主
の
藤
堂
高
次
が
再
興

し
て
藤
堂
家
の
祈
願
所
と
し
ま
し
た
。
参
道
を
上
る

と
毘
沙
門
天
な
ど
７
体
の
石
仏
が
残
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
藤
堂
高
虎
が
文
禄
年
間（
１
５
９
２
〜
９
５
年
）

に
朝
鮮
半
島
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

長
谷
山
は
、
安
濃
川
の
中
下
流
域
の
ど
こ
か
ら
で

も
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
古
く
か
ら
古
墳
が
数
多
く

築
か
れ
た
日
常
と
は
異
な
る
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
た
め
、
神
聖
な
祈
り
の
場
所
と
な
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
長
谷
山
に
は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
整
備

さ
れ
て
い
て
、
登
り
口
か
ら
１
時
間
程
で
た
ど
り
着

け
る
山
頂
か
ら
は
、
市
街
地
を
は
じ
め
伊
勢
湾
岸
沿

い
を
一
望
で
き
、
遠
く
に
は
知
多
半
島
な
ど
も
望
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
秋
の
一
日
に
、
先
人
の
思
い
を

感
じ
な
が
ら
紅
葉
を
楽
し
む
ハ
イ
キ
ン
グ
に
出
掛
け

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

は　

せ　

で
ら

お
ん
ち
ょ
う
こ
く
じ

ち
ょ
う
こ
く
じ

長谷山の遠景

長
谷
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古
墳
と
祈
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