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遠
目
に
も
目
立
つ
大
き
な
瞳
が
こ
ち
ら
を
見
据

え
る
。
イ
ン
パ
ク
ト
抜
群
の
姿
で
伊
賀
上
野

駅
に
待
っ
て
い
た
の
は
、
く
ノ
一
の
顔
が
正
面
に
大

き
く
描
か
れ
た
伊
賀
鉄
道
の
緑
の
忍
者
電
車
。

伊
賀
と
い
え
ば
忍
者
、
忍
者
と
い
え
ば
伊
賀
。
伊

賀
に
来
て
忍
者
電
車
に
出
迎
え
て
も
ら
っ
た
ら
、
向

か
う
先
に
も
や
っ
ぱ
り
忍
者
に
い
て
欲
し
い
。
伊
賀

上
野
駅
か
ら
伊
賀
神
戸
駅
ま
で
、
伊
賀
鉄
道
の
車
窓

の
景
色
を
一
通
り
眺
め
て
か
ら
沿
線
散
策
を
始
め
る

つ
も
り
だ
っ
た
け
れ
ど
、
予
定
変
更
。
何
は
と
も
あ

れ
、
忍
者
に
会
え
そ
う
な
伊
賀
流
忍
者
博
物
館
へ
。

「
ど
ん
で
ん
が
え
し
」
に
心
残
り
が

伊
賀
流
忍
者
博
物
館
の
最
寄
り
駅
、
上
野
市
駅
に

は
ホ
ー
ム
の
端
や
支
柱
の
上
、
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
の

上
に
も
忍
者
が
潜
む
。
駅
か
ら
す
で
に
忍
者
尽
く
し

で
、
い
や
が
上
に
も
気
分
は
盛
り
上
が
る
。

さ
て
、
目
指
す
伊
賀
流
忍
者
博
物
館
は
、
築
城
の

名
手
で
あ
る
戦
国
武
将
、
藤
堂
高
虎
が
改
築
し
た
伊

賀
上
野
城
を
頂
く
上
野
公
園
の
広
い
敷
地
の
一
角
に

あ
る
。
セ
ミ
の
大
合
唱
が
降
り
注
ぐ
木
々
の
間
に
建

つ
古
い
日
本
家
屋
が
そ
れ
だ
。
受
付
に
い
る
ス
タ
ッ

フ
は
、
こ
ち
ら
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
忍
者
装
束
。

20
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
忍
者
屋
敷
を
案
内
し

て
も
ら
う
。

案
内
役
も
当
然
、
忍
者
。
ご
く
普
通
に
見
え
る
日

本
家
屋
に
隠
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
を
、
実
践

を
交
え
て
説
明
し
て
く
れ
る
。
壁
が
く
る
り
と
回
転

す
る
お
な
じ
み
の
仕
掛
け
、「
ど
ん
で
ん
が
え
し
」
を

実
践
し
て
見
せ
な
が
ら
、「
や
っ
て
み
た
い
方
は
？
」

と
笑
顔
で
誘
う
。
そ
の
視
線
の
先
に
は
、
こ
ち
ら
も

忍
者
装
束
に
身
を
包
ん
だ
ち
び
っ
子
忍
者
た
ち
。

や
っ
て
み
た
い
と
は
思
っ
た
け
れ
ど
、
恥
ず
か
し

が
っ
て
譲
り
合
う
ち
び
っ
子
た
ち
を
差
し
置
い
て
、

「
や
り
た
い
で
す
！
」
と
は
言
え
ず
に
我
慢
。

あ
ぁ
で
も
、
や
ら
せ
て
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
。

お
城
に
忍
者
は
良
く
似
合
う

忍
者
屋
敷
を
堪
能
し
、
今
度
は
上
野
城
の
天
守
閣

へ
。
藤
堂
高
虎
が
造
っ
た
天
守
閣
は
台
風
で
倒
壊
し
、

現
在
あ
る
の
は
昭
和
10
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
。
そ

れ
で
も
、
周
囲
に
は
高
虎
が
築
い
た
日
本
一
の
高
さ

を
誇
る
高
石
垣
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

天
守
閣
の
周
辺
に
も
、
ち
び
っ
子
忍
者
が
元
気
に

走
り
回
る
。
中
に
は
親
子
揃
っ
て
忍
者
装
束
に
身
を

包
ん
だ
外
国
人
忍
者
の
姿
も
見
え
る
。
忍
者
出
没
は

忍
者
屋
敷
の
中
だ
け
か
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
ど
う

や
ら
辺
り
を
自
由
に
闊か
っ
ぽ歩

し
て
い
る
ら
し
い
。
黒
い

忍
者
装
束
が
木
々
の
す
き
間
や
天
守
閣
の
後
ろ
に

す
っ
と
消
え
る
瞬
間
は
、
楽
し
げ
な
笑
い
声
さ
え
聞

こ
え
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
リ
ア
ル
。

天
守
閣
の
脇
を
通
り
、
案
内
表
示
に
従
っ
て
高
石

垣
の
あ
る
方
へ
歩
い
て
行
く
と
、
柵
や
ロ
ー
プ
に
止

め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
石
垣
の
突
端
ま
で
行
け
る
。

一
番
端
の
大
き
な
石
に
足
を
か
け
、
慎
重
に
覗
き
込

ん
だ
す
ぐ
先
は
、
ス
ト
ン
と
切
り
落
と
し
た
よ
う
な

約
30
ｍ
の
断
崖
。
高
所
恐
怖
症
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
の
に
、
高
さ
と
足
元
の
不
安
定
さ
が
相
ま
っ
て
、

首
筋
が
す
っ
と
な
る
。
見
晴
る
か
す
景
色
は
き
れ
い

だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
落
ち
着
か
な
い
の
で
、
早
々

に
退
散
。

上
野
城
の
城
下
町
、
伊
賀
市
の
散
策
に
繰
り
出
す
。

駅構内のあちらこちらに潜む忍者たち。地元の方は気にも留めずに電車へ急ぐ。
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眼
光
鋭
い
忍
者
電
車
が
駆
け
抜
け
る
。

忍
者
の
里
は
、

駅
に
も
城
に
も
街
中
に
も
、

至
る
所
に
忍
者
が
潜
む
。

伊賀鉄道
【いがてつどう】

伊賀上野駅から伊賀
神 戸 駅まで 全14駅
16.6kmを約35分で結

ぶ。2007年近畿日本鉄道から
運営を引き継ぎ現在に至る。
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ご
縁
が
あ
っ
た
緑
の
く
ノ
一

忍
者
の
里
で
あ
る
伊
賀
市
は
、
今
年
生
誕
３
７
０

年
を
迎
え
る
松
尾
芭
蕉
の
生
誕
地
で
も
あ
る
。
街
灯

に
く
っ
つ
い
た
忍
者
に
惹
か
れ
、
歩
き
始
め
た
商
店

街
を
抜
け
た
先
に
現
れ
た
上
野
天
神
宮
は
、
芭
蕉
が

句
集
「
貝
お
ほ
ひ
」
を
奉
納
し
た
神
宮
だ
と
か
。
城

下
町
に
は
、
他
に
も
生
家
や
門
弟
の
庵
な
ど
、
芭
蕉

縁ゆ
か
りの

場
所
が
点
在
し
て
い
る
。

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
城
下
町
を
歩
い
て
い
く
と
、

両
側
を
目
に
映
え
る
よ
う
な
白
壁
に
挟
ま
れ
た
通
り

に
入
り
込
む
。
城
下
町
を
守
る
た
め
に
置
か
れ
た
七

つ
の
寺
院
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
「
寺
町
通
り
」
だ
。
人

通
り
の
絶
え
た
道
に
、
ど
こ
か
か
ら
読
経
の
声
と
お

香
の
香
り
が
流
れ
て
く
る
。

盆
地
で
あ
る
伊
賀
市
は
、
三
重
県
内
で
最
も
暑
い

場
所
の
一
つ
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
か
な
り
の
暑

さ
を
覚
悟
し
て
き
た
け
れ
ど
、
写
真
を
撮
る
に
は

少
々
残
念
な
薄
曇
り
の
空
模
様
が
幸
い
し
て
、
散
策

は
案
外
快
適
。
城
下
町
ら
し
い
静
か
な
風
情
を
楽
し

み
な
が
ら
、
調
子
に
乗
っ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
歩
き

回
っ
て
い
る
と
、
曇
り
と
は
い
え
、
そ
こ
は
夏
、
次

第
に
暑
さ
が
堪こ
た

え
て
疲
れ
て
く
る
。
そ
ろ
そ
ろ
電
車

に
乗
っ
て
、
車
窓
の
景
色
を
楽
し
も
う
。

さ
っ
そ
く
近
く
の
茅
町
駅
へ
向
か
う
と
、
ち
ょ
う

ど
建
物
の
間
を
す
り
抜
け
る
よ
う
に
、
緑
の
く
ノ
一

が
瞳
を
光
ら
せ
走
り
去
っ
て
行
く
と
こ
ろ
。
ひ
と
ま

ず
近
く
の
カ
フ
ェ
で
一
休
み
し
て
戻
っ
て
み
る
と
、

や
っ
て
来
た
電
車
は
、
ま
た
ま
た
同
じ
緑
の
く
ノ
一
。

忍
者
電
車
に
は
他
に
も
青
と
ピ
ン
ク
の
く
ノ
一
が
い

る
は
ず
だ
け
れ
ど
、
今
日
は
ど
う
や
ら
、
緑
の
く
ノ

一
に
ご
縁
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

夏
は
無
理
せ
ず
、
電
車
で
行
こ
う

伊
賀
鉄
道
は
上
野
市
駅
か
ら
桑
町
駅
ま
で
が
住
宅

地
。
桑
町
駅
を
過
ぎ
る
と
景
色
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ

て
田
園
地
帯
に
な
る
と
い
う
。
車
窓
を
見
て
い
る
と
、

住
宅
が
減
っ
て
き
た
と
思
っ
た
ら
、
さ
っ
と
緑
の
稲

穂
が
広
が
る
。
住
宅
を
す
り
抜
け
て
い
た
電
車
が
、

林
を
す
り
抜
け
、
田
ん
ぼ
を
突
っ
切
る
。
た
っ
た
１

駅
、
２
駅
で
、
確
か
に
ガ
ラ
ッ
と
景
色
が
変
わ
る
。

線
路
に
沿
っ
て
１
駅
間
、
ど
こ
か
を
歩
い
て
み
る

つ
も
り
が
、
線
路
際
ま
で
稲
穂
の
波
が
押
し
寄
せ
て
、

線
路
沿
い
の
歩
道
は
途
切
れ
が
ち
。
も
ち
ろ
ん
、
田

ん
ぼ
の
向
こ
う
に
は
道
が
あ
る
。
少
々
線
路
を
離
れ

て
も
迷
う
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ
け
れ
ど
、
車
内
の
快

適
な
冷
房
に
途
中
下
車
を
た
め
ら
う
う
ち
に
、
終
点
、

伊
賀
神
戸
駅
に
到
着
し
て
し
ま
う
。
そ
の
ま
ま
電
車

で
折
り
返
し
て
帰
る
の
で
は
不
甲
斐
な
い
。
気
合
を

入
れ
て
、
１
駅
前
の
比
土
駅
に
向
け
歩
き
始
め
て
み

た
も
の
の
、
何
だ
か
す
ぐ
に
疲
れ
て
く
る
。

１
駅
歩
く
か
駅
に
戻
っ
て
電
車
に
乗
る
か
、
悩
む

頭
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
、
松

尾
芭
蕉
は
忍
者
だ
っ
た
と
い
う
都
市
伝
説
。
曰
く
、

芭
蕉
が
『
奥
の
細
道
』
で
、
当
時
の
彼
の
年
齢
で
は

考
え
ら
れ
な
い
長
距
離
を
移
動
で
き
た
の
は
、
特
殊

な
訓
練
を
受
け
た
忍
者
だ
っ
た
か
ら
だ
と
か
。

真
偽
は
と
も
か
く
、
健
脚
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
伊
賀
神
戸
駅
か
ら
比
土
駅
ま
で
は
ほ
ん
の
数

㎞
。
芭
蕉
な
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
歩
き
切
る
距
離
。

現
代
人
と
し
て
も
、
本
来
な
ら
悩
む
ほ
ど
の
距
離
で

は
な
い
は
ず
だ
け
れ
ど
、
現
代
の
夏
に
無
理
は
禁
物

と
、
足
が
勝
手
に
踵
き
び
す
を
返
す
。

や
っ
ぱ
り
電
車
で
、
の
ん
び
り
帰
ろ
う
。

高石垣の下はお堀。周辺には注意を促す看板がそこかしこに。 忍者屋敷は平屋に見えて、実は３階建て。ちびっ子忍者が出没中。

田んぼを突っ切る緑の「忍者電車」。ミラーに映る眼光も鋭い。 かすかに読経の声が聞こえる、寺社の並ぶ「寺町通り」。


