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て
、郷
土
市
民
グ
ル
ー
プ「
ラ
ン
プ
の
会
」と

「
柘
植
地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」が
、「
柘
植

の
ホ
ン
ト
！ 

か
る
た
」第
２
版
を
共
同
作
成
。

駅
舎
前
に
は「
県
内
で
最
初
に
出
来
た
駅
」の

絵
札
を
紹
介
し
た
パ
ネ
ル
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
こ
の
鉄
道
敷
設
工
事
の
中
で
最
も
難
工
事

だ
っ
た
の
は
、「
柘
植
」駅
と「
加
太
」駅
を
結
ぶ

加
太
ト
ン
ネ
ル
で
し
た
。
実
は
、横
光 

利
一

の
父・梅
次
郎
は
、同
工
事
に
携
わ
っ
た
土
木

技
師
で
し
た
。
工
事
期
間
中
に
柘
植
に
滞
在

し
た
こ
と
が
縁
と
な
り
、利
一
の
母・こ
ぎ
く

と
結
婚
。
そ
の
後
、利
一
は
福
島
県
で
生
ま
れ

　
今
回
の
散
策
は
、Ｊ
Ｒ「
柘
植
」駅
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
現
在
、Ｊ
Ｒ
関
西
本
線
と
草
津
線
の

接
続
駅
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
同
駅
が
開

業
し
た
の
は
、明
治
23（
１
８
９
０
）年
２
月
の

こ
と
。
同
21（
１
８
８
８
）年
に
設
立
し
た
関

西
鉄
道
会
社
が
、四
日
市
〜
草
津（
滋
賀
県
）間

の
鉄
道
敷
設
工
事
に
着
手
し
た
中
で
、県
内
で

は
最
初
に
で
き
た
鉄
道
駅
で
し
た
。
以
来
、乗

降
客
を
見
守
り
続
け
た
駅
は
、
昨
年
、
開
業

１
３
０
年
を
迎
え
ま
し
た
。 

こ
れ
を
記
念
し

ま
し
た
が
、父
の
単
身
赴
任
中
に
、母
の
実
家

が
あ
っ
た
野
村
で
、少
年
時
代
を
過
ご
す
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

　
な
お
、同
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
た
め
に
大
量
の

レ
ン
ガ
が
作
ら
れ
ま
し
た
が
、中
に
は
不
良
品

も
あ
り
ま
し
た
。
町
内
を
散
策
す
る
と
、こ
の

不
良
レ
ン
ガ
を
利
用
し
た
塀
を
複
数
個
所
で

見
か
け
ま
す
が
、
中
で
も
見
ご
た
え
が
あ
る

の
が
、
元
柘
植
病
院
の
レ
ン
ガ
塀
で
し
ょ
う
。

Ｊ
Ｒ「
柘
植
」駅
を
後
に
し
て
15
分
程
度
歩
い

た
住
宅
地
の
中
に
あ
り
ま
す
。
色
や
形
が
多

少
不
揃
い
で
す
が
、却
っ
て
風
情
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。

こ
こ
に
芭
蕉
ゆ
か
り
の
石
碑
が
揃
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
伊
賀
町
芭
蕉
翁
顕
彰
会
編
纂

の『
伊
賀
町
の
芭
蕉
さ
ん
』な
ど
に
よ
れ
ば
、芭

蕉
の
先
祖
は
福
地
氏
の一族
だ
っ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
こ
う
し
た
縁
か
ら
、地
域
の
人
々
が
城

跡
を
整
備
し
て「
芭
蕉
公
園
」と
名
付
け
た
の

で
す
。
明
治
43（
１
９
１
０
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
な
お
、芭
蕉
生
誕
３
６
０
年
を
迎
え
た
平
成

16（
２
０
０
４
）年
に
は
、城
跡
入
口
手
前
に
メ

モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
も
完
成
。
記
念
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
の
足
元
に
は
、旧
伊
賀
町
の
小・中
学
生

や
、山
出
区
の
人
々
が
詠
ん
だ
俳
句
を
刻
ん
だ

陶
板
５
８
１
枚
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
ふ
き
の
と
う　
春
が
来
た
よ
と　
し
ら
せ
た

　
柘
植
の
町
と
利一と
の
縁
を
知
っ
た
後
は
、芭

蕉
ゆ
か
り
の
場
所
２
か
所
を
め
ざ
し
て
、南
へ

と
歩
き
ま
す
。
先
に
訪
ね
た
の
は
、中
世
に
福

地
氏
が
居
城
に
し
て
い
た
と
さ
れ
る
福
地
城

跡（
県
指
定
史
跡
）で
す
。
福
地
氏
は
、柘
植

地
域
の
有
力
な
国
人（
在
地
性
の
強
い
領
主

層
）で
し
た
。
野
面
積
み
の
石
垣
や
土
を
掻
き

揚
げ
て
築
か
れ
た
土
塁
な
ど
を
眺
め
な
が
ら

奥
へ
と
進
む
と
、広
場
の
よ
う
な
空
間
が
出
現
。

芭
蕉
の
句
碑
や
記
念
碑
な
ど
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
石
碑
が
並
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、な
ぜ
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よ
」「
あ
ち
こ
ち
で　
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
だ　
せ

み
の
声
」な
ど
の
句
を
目
に
し
て
い
る
と
、思

わ
ず
頬
が
緩
み
ま
す
。

　
続
い
て
、近
く
の
萬
壽
寺
へ
立
ち
寄
り
ま
す
。

同
寺
は
松
尾
家
の
菩
提
寺
で
、芭
蕉
の
墓
碑
が

静
か
に
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。
毎
年
11
月
12

日
に
は
芭
蕉
の
遺
徳
を
偲
ん
で「
し
ぐ
れ
忌
」

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
地
域
の
人
々
の
芭
蕉
さ
ん
へ
の
想
い
に
胸

打
た
れ
た
後
は
、再
び
横
光 

利
一
ゆ
か
り
の

地
へ
向
か
い
ま
す
。
柘
植
中
学
校
の
校
舎
が

院
の
レ
ン
ガ
塀
の
一
部
レ
ン
ガ
を
譲
り
受
け

て
造
っ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
、小
説『
洋
燈
』を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

　
「
初
め
て
私
が
ラ
ン
プ
を
見
た
の
は
、六
つ

の
時
、雪
の
降
る
夜（
中
略
）母
に
つ
れ
ら
れ
て

東
京
か
ら
、伊
賀
の
山
中
の
柘
植
と
い
ふ
田
舎

町
へ
帰
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
」―
。

　
右
は
、『
洋
燈
』の
一
節
で
す
。
利
一
は
、柘

植
の
町
で
出
会
っ
た
母
の
姉
妹
た
ち
の
温
か

な
人
柄
な
ど
を
綴
っ
た『
洋
燈
』執
筆
中
に
倒

れ
、帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
22（
１

９
４
７
）年
の
こ
と
で
し
た
。
父
の
仕
事
の
関

係
で
全
国
各
地
を
転
々
と
し
た
利
一
に
と
っ

右
手
に
見
え
た
後
、さ
ら
に
西
へ
歩
く
と
、野

村
の
住
宅
地
に
入
り
ま
す
。
そ
の
一
画
に
整

備
さ
れ
た
の
が「
横
光
利
一
の
心
の
ふ
る
さ
と

公
園　
跳
ね
釣
瓶
の
庭
」で
す
。
こ
こ
は
、利

一
が
明
治
37（
１
９
０
４
）年
か
ら
の
４
年
間

を
過
ご
し
た
屋
敷
跡
。
同
園
正
面
に
は
、利
一

が
好
ん
だ
将
棋
の
駒
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
石

碑
が
建
ち
、園
内
に
は
水
を
汲
ん
だ
跳
ね
釣
瓶

も
復
元
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
園
内
に
設
置
さ
れ
た
パ
ネ
ル
の
説
明
文
を

読
み
な
が
ら
、少
年
時
代
の
姿
を
思
い
描
い
た

後
は
、「
横
光
公
園
」へ
向
か
い
ま
す
。
同
園
は
、

生
誕
１
０
０
年
を
記
念
し
て
野
村
地
域
の
人

人
が
整
備
し
た
も
の
。
園
内
で
は
、元
柘
植
病

て
、ラ
ン
プ
は「
夕
ご
こ
ろ
に
似
た
優
し
い
情

感
」（『
洋
燈
』よ
り
抜
粋
）を
覚
え
さ
せ
る
存
在

だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
横
光
公
園
」か
ら
は
、再
び
Ｊ
Ｒ「
柘
植
」駅

へ
と
帰
り
ま
す
が
、途
中
で
ぜ
ひ
立
ち
寄
り
た

い
の
が
、都
美
恵
神
社
で
す
。
同
社
の
歴
史
は

古
く
２
、３
世
紀
以
前
に
ま
で
遡
る
と
も
伝
わ

り
ま
す
。
少
し
長
い
階
段
の
先
に
構
え
る
拝

殿
が
、歴
史
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。

芭
蕉
さ
ん
と
利
一
、２
人
を
敬
愛
す
る
柘
植
の

人
々
の
想
い
を
た
ど
る
散
策
は
こ
れ
で
終
了

で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

□

伊
賀
市

柘
植
町
〜
野
村
界
隈

芭
蕉
さ
ん
と
利
一
に
想
い
を
馳
せ
て

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。

　
伊
賀
市
北
東
部
に
位
置
す
る
柘
植
町
周
辺
は
、日
本

文
学
史
に
名
を
刻
む
２
人
の
偉
人
ゆ
か
り
の
地
で
す
。

一
人
は
、俳
聖・松
尾 

芭
蕉（
１
６
４
４
〜
１
６
９
４
）で

す
。
現
在
の
伊
賀
市
内
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
か
ら
、ゆ

か
り
の
地
は
市
内
に
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、柘
植
の
町

に
も
深
い
つ
な
が
り
を
物
語
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
人
が
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活

躍
し
た
小
説
家
、横
光 

利
一（
１
８
９
８
〜
１
９
４
７
）

で
す
。 

明
治
44（
１
９
１
１
）年
か
ら
の
５
年
間
、
県
立

第
三
中
学
校（
現
在
の
県
立
上
野
高
等
学
校
）に
通
っ
た

利
一
は
、
同
37（
１
９
０
４
）年
か
ら
の
４
年
間
を
東
柘

植
村（
現
在
の
野
村
）で
過
ご
し
ま
し
た
。地
域
に
は
、当

時
の
様
子
を
偲
ば
せ
る
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、芭
蕉
さ
ん
と
利
一
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
、

柘
植
町
か
ら
野
村
界
隈
を
歩
き
ま
す
。

問
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て
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の
こ
と
で
し
た
。

　
な
お
、芭
蕉
生
誕
３
６
０
年
を
迎
え
た
平
成

16（
２
０
０
４
）年
に
は
、城
跡
入
口
手
前
に
メ

モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
も
完
成
。
記
念
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
の
足
元
に
は
、旧
伊
賀
町
の
小・中
学
生

や
、山
出
区
の
人
々
が
詠
ん
だ
俳
句
を
刻
ん
だ

陶
板
５
８
１
枚
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
ふ
き
の
と
う　
春
が
来
た
よ
と　
し
ら
せ
た

　
柘
植
の
町
と
利一と
の
縁
を
知
っ
た
後
は
、芭

蕉
ゆ
か
り
の
場
所
２
か
所
を
め
ざ
し
て
、南
へ

と
歩
き
ま
す
。
先
に
訪
ね
た
の
は
、中
世
に
福

地
氏
が
居
城
に
し
て
い
た
と
さ
れ
る
福
地
城

跡（
県
指
定
史
跡
）で
す
。
福
地
氏
は
、柘
植

地
域
の
有
力
な
国
人（
在
地
性
の
強
い
領
主

層
）で
し
た
。
野
面
積
み
の
石
垣
や
土
を
掻
き

揚
げ
て
築
か
れ
た
土
塁
な
ど
を
眺
め
な
が
ら

奥
へ
と
進
む
と
、広
場
の
よ
う
な
空
間
が
出
現
。

芭
蕉
の
句
碑
や
記
念
碑
な
ど
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
石
碑
が
並
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、な
ぜ

1718

よ
」「
あ
ち
こ
ち
で　
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
だ　
せ

み
の
声
」な
ど
の
句
を
目
に
し
て
い
る
と
、思

わ
ず
頬
が
緩
み
ま
す
。

　
続
い
て
、近
く
の
萬
壽
寺
へ
立
ち
寄
り
ま
す
。

同
寺
は
松
尾
家
の
菩
提
寺
で
、芭
蕉
の
墓
碑
が

静
か
に
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
。
毎
年
11
月
12

日
に
は
芭
蕉
の
遺
徳
を
偲
ん
で「
し
ぐ
れ
忌
」

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
地
域
の
人
々
の
芭
蕉
さ
ん
へ
の
想
い
に
胸

打
た
れ
た
後
は
、再
び
横
光 

利
一
ゆ
か
り
の

地
へ
向
か
い
ま
す
。
柘
植
中
学
校
の
校
舎
が

院
の
レ
ン
ガ
塀
の
一
部
レ
ン
ガ
を
譲
り
受
け

て
造
っ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
、小
説『
洋
燈
』を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

　
「
初
め
て
私
が
ラ
ン
プ
を
見
た
の
は
、六
つ

の
時
、雪
の
降
る
夜（
中
略
）母
に
つ
れ
ら
れ
て

東
京
か
ら
、伊
賀
の
山
中
の
柘
植
と
い
ふ
田
舎

町
へ
帰
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
」―
。

　
右
は
、『
洋
燈
』の
一
節
で
す
。
利
一
は
、柘

植
の
町
で
出
会
っ
た
母
の
姉
妹
た
ち
の
温
か

な
人
柄
な
ど
を
綴
っ
た『
洋
燈
』執
筆
中
に
倒

れ
、帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
22（
１

９
４
７
）年
の
こ
と
で
し
た
。
父
の
仕
事
の
関

係
で
全
国
各
地
を
転
々
と
し
た
利
一
に
と
っ

右
手
に
見
え
た
後
、さ
ら
に
西
へ
歩
く
と
、野

村
の
住
宅
地
に
入
り
ま
す
。
そ
の
一
画
に
整

備
さ
れ
た
の
が「
横
光
利
一
の
心
の
ふ
る
さ
と

公
園　
跳
ね
釣
瓶
の
庭
」で
す
。
こ
こ
は
、利

一
が
明
治
37（
１
９
０
４
）年
か
ら
の
４
年
間

を
過
ご
し
た
屋
敷
跡
。
同
園
正
面
に
は
、利
一

が
好
ん
だ
将
棋
の
駒
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
石

碑
が
建
ち
、園
内
に
は
水
を
汲
ん
だ
跳
ね
釣
瓶

も
復
元
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
園
内
に
設
置
さ
れ
た
パ
ネ
ル
の
説
明
文
を

読
み
な
が
ら
、少
年
時
代
の
姿
を
思
い
描
い
た

後
は
、「
横
光
公
園
」へ
向
か
い
ま
す
。
同
園
は
、

生
誕
１
０
０
年
を
記
念
し
て
野
村
地
域
の
人

人
が
整
備
し
た
も
の
。
園
内
で
は
、元
柘
植
病

て
、ラ
ン
プ
は「
夕
ご
こ
ろ
に
似
た
優
し
い
情

感
」（『
洋
燈
』よ
り
抜
粋
）を
覚
え
さ
せ
る
存
在

だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
横
光
公
園
」か
ら
は
、再
び
Ｊ
Ｒ「
柘
植
」駅

へ
と
帰
り
ま
す
が
、途
中
で
ぜ
ひ
立
ち
寄
り
た

い
の
が
、都
美
恵
神
社
で
す
。
同
社
の
歴
史
は

古
く
２
、３
世
紀
以
前
に
ま
で
遡
る
と
も
伝
わ

り
ま
す
。
少
し
長
い
階
段
の
先
に
構
え
る
拝

殿
が
、歴
史
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。

芭
蕉
さ
ん
と
利
一
、２
人
を
敬
愛
す
る
柘
植
の

人
々
の
想
い
を
た
ど
る
散
策
は
こ
れ
で
終
了

で
す
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

□

伊
賀
市

柘
植
町
〜
野
村
界
隈

芭
蕉
さ
ん
と
利
一
に
想
い
を
馳
せ
て

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。

　
伊
賀
市
北
東
部
に
位
置
す
る
柘
植
町
周
辺
は
、日
本

文
学
史
に
名
を
刻
む
２
人
の
偉
人
ゆ
か
り
の
地
で
す
。

一
人
は
、俳
聖・松
尾 

芭
蕉（
１
６
４
４
〜
１
６
９
４
）で

す
。
現
在
の
伊
賀
市
内
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
か
ら
、ゆ

か
り
の
地
は
市
内
に
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、柘
植
の
町

に
も
深
い
つ
な
が
り
を
物
語
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
人
が
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活

躍
し
た
小
説
家
、横
光 

利
一（
１
８
９
８
〜
１
９
４
７
）

で
す
。 

明
治
44（
１
９
１
１
）年
か
ら
の
５
年
間
、
県
立

第
三
中
学
校（
現
在
の
県
立
上
野
高
等
学
校
）に
通
っ
た

利
一
は
、
同
37（
１
９
０
４
）年
か
ら
の
４
年
間
を
東
柘

植
村（
現
在
の
野
村
）で
過
ご
し
ま
し
た
。地
域
に
は
、当

時
の
様
子
を
偲
ば
せ
る
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、芭
蕉
さ
ん
と
利
一
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
、

柘
植
町
か
ら
野
村
界
隈
を
歩
き
ま
す
。

問
　

伊
賀
市
柘
植
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
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元柘植病院のレンガ塀

福地城跡・「芭蕉公園」
萬壽寺

都
美
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社

「
横
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公
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横
光
利
一
の
心
の
ふ
る
さ
と
公
園
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