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掲
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掲
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い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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案内板から分かる当時の町並み
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長
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津
の
市
街
地
か
ら
国
道
１
６
３
号
を
伊
賀
市
に
向

か
っ
て
進
む
と
、
長
野
峠
の
手
前
に
集
落
が
広
が
り

ま
す
。
長
野
川
の
左
岸
に
広
が
る
こ
の
集
落
は
、
美

里
町
北
長
野
の
町
並
み
で
、
か
つ
て
こ
こ
に
伊
賀
街

道
の
宿
場
の
一
つ
、
長
野
宿
が
あ
り
ま
し
た
。

　

長
野
宿
が
置
か
れ
て
い
た
伊
賀
街
道
は
、
古
く
は

京
や
大
和
と
伊
勢
を
結
ぶ
、
全
長
約
12
里(
約
50
㎞)

の
地
方
の
参
宮
道
で
し
た
。
そ
し
て
、
慶
長
13(
１

６
０
８)

年
に
、
藤
堂
高
虎
が
伊
勢
と
伊
賀
二
国
の

大
名
と
し
て

転
封
さ
れ
、

津
に
本
城
、

伊
賀
に
支
城

を
置
く
と
、

そ
れ
以
降
は
、

両
国
を
結
ぶ

重
要
な
官
道

と
し
て
整
備

さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
伊

賀
街
道
は
、

産
業
道
路
の

役
割
も
担
っ

て
い
ま
し
た
。

津
方
面
か
ら

は
海
産
物
や

塩
が
、
伊
賀

方
面
か
ら
は

種
油
や
綿
が

運
ば
れ
、
そ

の
一
部
は
船

で
江
戸
ま
で

運
ば
れ
ま
し

た
。
人
や
物

資
の
行
き
交

う
伊
賀
街
道

は
、
大
変
に

ぎ
や
か
な
街

道
だ
っ
た
こ

と
が
想
像
で

き
ま
す
。　

　

現
在
、
北

長
野
の
町
の

中
ほ
ど
に
あ

る
北
長
野
休

養
福
祉
施
設

の
駐
車
場
に
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初

期
に
か
け
て
の
長
野
宿
の
町
並
み
が
描
か
れ
た
、
大

き
な
案
内
板
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
地

籍
図
や
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
た
当
時
の

様
子
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
の
頃
も
旅
籠
を
は
じ
め
、

物
作
り
や
商
い
を
す
る
店
、
庄
屋
や
問
屋
場
な
ど
が

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
案
内
板
を
見
る
と
、
宿
場
の
中
ほ
ど
に

火
除
け
土
手
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
、
木
造

の
家
屋
が
密
集
し
て
お
り
、
火
事
が
発
生
す
る
と
燃

え
移
り
や
す
か
っ
た
た
め
、
防
火
の
役
割
を
す
る
火

除
け
土
手
が
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
火
除
け
土
手
の

あ
っ
た
場
所
は
、
現
在
は
郵
便
局
と
公
園
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、

一
部
に
火

除
け
土
手

の
名
残
が

み
ら
れ
ま

す
。

　

今
も
宿

場
の
趣
を

残
す
長
野

宿
を
訪
れ
、

当
時
の
様

子
に
思
い

を
は
せ
て

は
い
か
が

で
し
ょ
う
。
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