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『伊
勢
市
史

第
二
巻

中
世
編
﹄

伊

藤

裕

偉

は

じ

め

に

～
﹁
伊
勢
﹂
の
自
治
体
史
編
纂
と
新
﹃
伊
勢
市
史
﹄
～

『
伊
勢
市
史
﹄
第
二
巻
中
世
編
︵
以
下
︑﹁
本
書
﹂
あ
る
い
は
新
﹃
伊
勢

市
史
﹄
と
す
る
︶
が
刊
行
さ
れ
た
︒
こ
の
市
史
編
纂
事
業
は
︑
一
自
治
体

史
の
編
纂
と
い
う
枠
に
止
ま
ら
な
い
大
き
な
意
味
を
持
つ
︒
言
う
ま
で
も

な
く
︑
伊
勢
市
に
は
中
世
の
一
大
権
門
で
あ
る
神
宮
︵
皇
大
神
宮
＝
内
宮
︑

豊
受
大
神
宮
＝
外
宮
︶
が
あ
る
︒
神
宮
に
関
す
る
史
料
は
︑
京
都
・
奈
良

近
郊
に
所
在
す
る
寺
社
と
比
較
し
て
も
質
量
と
も
に
豊
か
で
あ
り
︑
こ
れ

を
正
面
か
ら
扱
う
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
れ
を
︑
平
成
一
七

年
か
ら
の
わ
ず
か
六
年
間
で
精
緻
な
検
証
・
整
理
が
な
さ
れ
た
︒
そ
し

て
︑
本
文
六
八
七
ペ
ー
ジ
︑
付
属
Ｃ
Ｄ
一
枚
に
及
ぶ
大
部
の
刊
行
物
と
し

て
世
に
出
さ
れ
た
︒
神
宮
周
辺
地
域
＝
伊
勢
市
の
︑
し
か
も
中
世
の
み
を

扱
っ
た
著
作
物
と
し
て
は
前
例
の
無
い
︑
重
厚
な
内
容
で
あ
る
︒

伊
勢
市
域
を
対
象
と
し
た
自
治
体
史
編
纂
は
︑
今
回
の
事
業
も
含
め
三

回
あ
っ
た
︒
一
回
目
は
昭
和
四
︵
一
九
二
九
︶
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
宇
治

山
田
市
史
﹄
で
︑
上
下
二
巻
に
わ
た
り
︑
本
文
一
六
九
〇
ペ
ー
ジ
に
付
録
・

索
引
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
宇
治
山
田
市
史
﹄
は
宇
治
︵
内
宮
︶
と

山
田
︵
外
宮
︶
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
で
知
ら
れ
︑
現
在
も
な
お
当
地
の

辞
書
的
な
機
能
を
充
分
に
発
揮
し
て
い
る
秀
作
で
あ
る
︒

二
回
目
は
昭
和
四
三
︵
一
九
六
八
︶
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
伊
勢
市
史
﹄

で
あ
る
︵
以
下
︑
今
回
の
﹃
伊
勢
市
史
﹄
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
︑
旧

﹃
伊
勢
市
史
﹄
と
す
る
︶
︒
旧
﹃
伊
勢
市
史
﹄
は
︑﹃
宇
治
山
田
市
史
﹄
編

纂
後
の
続
編
と
し
て
︑
明
治
三
九
年
の
市
制
施
行
以
後
の
歴
史
に
特
化
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
中
世
に
関
す
る
記
載
は
一
部
を
除
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き
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
し
て
三
回
目
の
編
纂
事
業
と
し
て
︑
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
︒
本
書
の

編
纂
事
業
が
︑
﹃
宇
治
山
田
市
史
﹄
編
纂
以
来
の
資
料
整
備
・
増
加
と
相

俟
っ
て
︑
大
い
な
る
展
望
の
も
と
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
︑
こ
の
経
緯
を

見
て
も
推
察
さ
れ
る
︒
全
八
巻
の
う
ち
の
一
巻
が
﹁
中
世
編
﹂
と
し
て
充

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
︑﹃
宇
治
山
田
市
史
﹄
編
纂
以
来
の
意
気
込
み
が

推
し
量
ら
れ
よ
う
︒

本
書
の
編
集
は
︑
伊
勢
市
史
編
集
専
門
委
員
会
の
岡
野
友
彦
氏
︵
皇
學

館
大
学
教
授
︶
︑
執
筆
陣
は
岡
野
氏
の
ほ
か
︑
石
井
昭
郎
・
多
田
實
道
・

恵
良
宏
・
窪
寺
恭
秀
・
千
枝
大
志
の
各
氏
で
︑
多
く
が
皇
學
館
大
学
関
係

者
に
よ
っ
て
布
陣
さ
れ
て
い
る
︒
地
元
伊
勢
市
に
密
着
し
た
︑
伊
勢
市
な

ら
で
は
の
執
筆
陣
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

一

本
書
の
内
容

本
書
は
︑
一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
時
期
を

扱
っ
て
い
る
︒
全
体
は
﹁
第
一
章

鎌
倉
時
代
の
伊
勢
﹂︑﹁
第
二
章

南

北
朝
時
代
の
伊
勢
﹂
︑﹁
第
三
章

室
町
時
代
の
伊
勢
﹂︑﹁
第
四
章

戦
国

時
代
の
伊
勢
﹂
で
構
成
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
節
・
項
分
け
が
さ
れ
て

い
る
︒
で
は
︑
評
者
の
意
見
も
入
れ
な
が
ら
︑
本
書
の
構
成
と
内
容
を
紹

介
し
よ
う
︒

︵
一
︶
﹁
第
一
章

鎌
倉
時
代
の
伊
勢
﹂

こ
の
章
は
二
二
四
ペ
ー
ジ
分
が
充
て
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
全
体
の
約
三

分
の
一
に
あ
た
る
︒

｢第
一
節

源
平
の
争
乱
と
伊
勢
﹂︵
恵
良
氏
執
筆
︶
で
は
︑
伊
勢
平
氏

の
概
説
と
神
宮
と
の
関
連
︑
源
平
合
戦
に
お
け
る
伊
勢
市
域
近
隣
の
状

況
︑
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
神
官
と
幕
府
︑
と
く
に
源
頼
朝
と
の
関
係
が

解
説
さ
れ
て
い
る
︒

｢第
二
節

鎌
倉
時
代
の
遷
宮
と
神
宮
祠
官
﹂︵
多
田
氏
執
筆
︶
は
︑
当

該
期
の
神
宮
に
関
す
る
祭
祀
の
執
行
状
況
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

神
宮
の
遷
宮
︵
式
年
・
仮
殿
︶
に
関
す
る
様
々
な
祭
事
や
そ
の
財
源
に
関

す
る
解
説
が
丁
寧
で
︑
神
宮
祭
祀
に
関
す
る
辞
書
と
し
て
も
有
効
で
あ

る
︒
後
段
で
は
内
宮
・
外
宮
の
神
官
︵
祠
官
︶
に
発
生
し
た
相
論
に
関
し

て
も
言
及
す
る
︒
神
官
の
立
場
で
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
位

相
が
知
れ
て
面
白
い
︒

｢第
三
節

神
宮
領
と
武
士
﹂︵
多
田
氏
執
筆
︶
で
は
︑
古
代
か
ら
中
世

に
か
け
て
土
地
制
度
史
の
な
か
で
神
宮
領
を
位
置
づ
け
る
︒
領
主
と
し
て

の
神
宮
組
織
が
地
域
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の

か
︑
そ
し
て
神
宮
領
の
種
類
や
性
質
︑
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
も
詳
細
な
記

述
が
な
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
展
開
を
観
察
す
る
な
か
で
武
士
の
関
与

に
言
及
し
︑
こ
の
地
が
地
頭
領
主
制
が
展
開
し
な
か
っ
た
地
域
と
し
て
位

置
づ
け
る
︒
ま
た
︑
度
会
郡
内
に
お
け
る
御
薗
・
御
厨
の
比
定
が
表
や
図

﹃
伊
勢
市
史

第
二
巻

中
世
編
﹄︵
伊
藤
︶
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に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
読
む
側
と
し
て
は
分
か
り
易
く
便
利
で

あ
る
︒
た
だ
︑
度
会
郡
内
の
御
薗
・
御
厨
比
定
地
の
な
か
で
︑
岩
坂
御
薗

を
度
会
郡
度
会
町
棚
橋
付
近
と
し
て
い
る
が
︑
当
御
薗
は
現
在
の
度
会
郡

玉
城
町
勝
田
の
南
部
︑
勝
田
大
池
南
部
の
楠
ノ
木
遺
跡
付
近
に
比
定
す
る

の
が
妥
当
と
考
え
る
︵
１
︶

︒

｢
第
四
節

鎌
倉
時
代
の
神
宮
と
仏
教
﹂︵
多
田
氏
執
筆
︶
で
は
︑
東
大

寺
大
仏
殿
再
建
に
か
か
る
俊
乗
坊
重
源
と
神
宮
と
の
関
与
を
皮
切
り
に
︑

内
外
宮
に
設
け
ら
れ
た
法
楽
舎
お
よ
び
太
神
宮
法
楽
寺
︵
度
会
町
棚
橋
︶

の
意
義
︑
仏
教
者
の
参
宮
︑
小
朝
熊
社
の
神
鏡
事
件
に
つ
い
て
触
れ
る
︒

重
源
の
参
宮
は
︑
そ
の
後
の
僧
尼
参
宮
増
加
へ
の
大
き
な
き
っ
か
け
に

な
っ
た
と
評
価
し
︑
そ
の
行
動
は
仏
教
徒
に
よ
る
神
宮
法
楽
の
盛
行
へ
と

つ
な
が
る
と
し
た
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
最
近
そ
の
意
味
が
再
評
価
さ
れ

た
律
宗
系
寺
院
弘
正
寺
と
神
宮
と
の
関
係
に
も
考
察
が
及
ん
で
い
る
︒
ま

た
︑
こ
の
節
で
は
異
質
な
存
在
な
が
ら
︑
小
朝
熊
社
の
神
鏡
事
件
に
関
す

る
分
析
は
︑
神
異
に
関
わ
っ
て
村
人
︑
朝
廷
︑
守
護
・
地
頭
︑
神
官
の
ほ

か
︑
鈴
鹿
関
守
︑
参
詣
道
者
な
ど
様
々
な
人
々
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

見
え
て
興
味
深
い
︒

︵
二
︶
﹁
第
二
章

南
北
朝
時
代
の
伊
勢
﹂

こ
の
章
は
一
〇
八
ペ
ー
ジ
分
が
充
て
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
全
体
の
約
六

分
の
一
弱
で
あ
る
︒
章
全
体
を
岡
野
氏
が
執
筆
し
て
い
る
︒

｢第
一
節

北
畠
親
房
と
恵
観
﹂
で
は
︑
南
北
朝
分
裂
期
の
南
朝
方
と

伊
勢
お
よ
び
神
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒
と
く
に
伊
勢
神
宮

と
朝
廷
と
の
関
係
を
︑
大
覚
寺
党
と
持
明
院
党
の
神
宮
に
対
す
る
温
度
差

の
観
点
か
ら
見
る
︒
こ
の
な
か
で
︑
こ
の
時
期
に
衰
退
・
廃
絶
へ
と
向
か

う
斎
王
制
度
を
の
あ
り
方
を
切
り
口
と
し
て
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
る
︒
こ
う

い
っ
た
観
点
は
こ
れ
ま
で
に
無
い
斬
新
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
地

域
史
を
日
本
史
全
体
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
う
え
で
も
︑
さ
ら
に
は
地
域

史
の
中
で
の
観
点
を
提
示
す
る
う
え
で
も
大
い
に
注
目
で
き
る
︒
ま
た
︑

北
畠
親
房
の
伊
勢
下
向
を
︑
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
伊
勢
遷
幸
計
画
の
一
端

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
新
し
い
伊
勢
の
南
北
朝
時
代

像
を
開
拓
す
る
う
え
で
大
変
魅
力
的
な
指
摘
が
多
い
の
が
本
節
の
特
徴
で

あ
る
︒

た
だ
︑
こ
の
な
か
で
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
が
︑
康
永
二
年
三
月
二
一
日

付
︑
仁
木
義
長
軍
勢
催
促
状
︵
津
田
文
書
︶
中
に
見
え
る
﹁
五
ヶ
城
﹂
を
︑

﹁
志
摩
国
五
箇
城
﹂
と
解
釈
し
︑
仁
木
義
長
が
﹁
志
摩
国
五
箇
城
﹂
を
攻

撃
し
た
︑
と
解
釈
し
た
点
で
あ
る
︒
志
摩
国
に
は
﹁
五
箇
﹂
の
地
名
は
無

い
が
︑﹁
五
ヶ
所
﹂︵
現
在
の
南
伊
勢
町
五
ヶ
所
︶
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と

し
て
古
く
は
解
釈
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
中
世
古
祥
道
氏
の
検
証
︵
２
︶

の
後

は
︑﹁
五
箇
﹂
は
櫛
田
川
中
流
域
に
あ
る
地
名
で
︑﹁
五
ヶ
城
﹂
は
多
気
郡

多
気
町
古
江
に
あ
る
五
箇
篠
山
城
跡
と
す
る
見
方
が
定
着
し
た
と
考
え
ら

れ
る
︵
３
︶

︒
市
史
と
い
う
性
格
上
︑
個
々
の
解
釈
に
関
す
る
細
か
な
検
証
は
示
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し
に
く
い
だ
ろ
う
が
︑
こ
れ
を
﹁
志
摩
国
五
箇
城
﹂
と
解
釈
す
る
の
で
あ

れ
ば
︑
現
在
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
た
批
判
を
改
め
て
期
待
し
た
い
︒

｢
第
二
節

南
北
朝
時
代
の
遷
宮
と
御
杣
山
﹂
で
は
︑
神
宮
遷
宮
に
か

か
る
用
材
を
調
達
す
る
御
杣
山
の
変
遷
を
追
う
︒
御
杣
山
の
変
遷
は
木
村

政
生
氏
の
業
績
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
神
宮
を
基
準
と
し
た
精
緻
な
検

証
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
︵
４
︶

が
︑
本
節
で
は
南
北
朝
期
と
い
う
時
代

の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
基
盤
に
据
え
て
い
る
︒
神
宮
の
御
杣
山
も
︑
時

代
の
趨
勢
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
神

宮
祭
主
を
独
占
し
て
き
た
大
中
臣
氏
一
族
も
南
朝
・
北
朝
と
の
諸
関
係
に

巻
き
込
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
な
か
で
北
朝
と
神
宮
と
の
視
点
も
提
示
す

る
︒
南
朝
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
伊
勢
と
神
宮
の
な
か
に
︑
新
た

な
視
座
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑
神
宮
史
を
日
本
史
の
一
端
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

｢
第
三
節

伊
勢
国
司
北
畠
氏
﹂
で
は
︑
長
い
研
究
史
の
あ
る
北
畠
氏

に
つ
い
て
︑
北
畠
満
雅
の
乱
ま
で
の
動
向
を
記
す
︒
伊
勢
国
司
初
代
は
誰

か
︑
と
い
う
問
題
を
再
検
証
す
る
と
と
も
に
︑
領
域
支
配
者
と
し
て
の
伊

勢
国
司
と
い
う
立
場
と
︑
武
家
政
権
内
の
役
職
で
あ
る
伊
勢
守
護
と
の
異

質
性
に
つ
い
て
︑
近
年
の
研
究
動
向
か
ら
整
理
す
る
︒
総
論
的
に
は
興
味

深
い
内
容
で
あ
る
が
︑﹃
伊
勢
市
史
﹄
と
い
う
書
物
の
目
的
と
伊
勢
国
司

の
初
代
探
究
と
い
う
内
容
に
は
齟
齬
を
感
じ
る
︒

︵
三
︶
﹁
第
三
章

室
町
時
代
の
伊
勢
﹂

こ
の
章
は
一
二
八
ペ
ー
ジ
分
が
充
て
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
全
体
の
約
六

分
の
一
強
で
あ
る
︒

｢第
一
節

室
町
殿
の
伊
勢
参
宮
﹂︵
岡
野
氏
執
筆
︶
は
︑
足
利
義
満
か

ら
義
教
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
将
軍
家
の
伊
勢
参
宮
を
︑﹁
将
軍
﹂
と
し

て
実
施
し
た
の
で
は
な
く
︑
足
利
家
の
家
長
で
あ
る
﹁
室
町
殿
﹂
と
し
て

挙
行
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
︒
そ
し
て
︑
各
期
に
見
ら
れ
る
参
宮
日

記
類
を
分
析
す
る
な
か
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
性
を
見
出
し
て
い

る
︒
こ
の
節
で
は
︑
重
要
な
日
記
史
料
そ
の
も
の
を
い
く
つ
か
活
字
で
示

し
て
お
り
︑
実
際
の
史
料
に
ど
う
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
れ
る
の
が

嬉
し
い
︒

｢第
二
節

大
塩
屋
御
薗
と
製
塩
﹂︵
岡
野
氏
執
筆
︶
は
︑﹁
太
田
家
古

文
書
﹂
を
素
材
に
大
塩
屋
御
薗
の
製
塩
を
分
析
す
る
︒
大
塩
屋
の
場
所

を
︑
宮
川
河
口
部
に
展
開
し
て
い
た
広
い
範
囲
と
把
握
し
︑
太
平
洋
海
運

の
盛
行
も
︑
当
地
の
先
進
的
な
製
塩
業
を
背
景
に
し
た
も
の
と
評
価
す

る
︒
伊
勢
と
東
国
の
太
平
洋
海
運
を
示
す
史
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る

﹁
湊
船
帳
﹂︵﹁
武
蔵
国
品
川
湊
船
帳
﹂︑
称
名
寺
蔵
︑
金
沢
文
庫
保
管
︶
も
︑

製
塩
業
の
発
展
と
販
売
圏
拡
大
を
示
す
史
料
と
す
る
点
は
面
白
い
︒
神
宮

が
関
与
し
た
﹁
神
船
﹂
は
︑
と
か
く
年
貢
の
搬
送
と
い
う
視
点
か
ら
の
み

検
討
さ
れ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
は
そ
こ
に
商
業
的
な
側
面
を
見
出
す
こ
と

で
︑
神
船
に
対
す
る
神
宮
の
相
対
化
が
な
さ
れ
た
と
評
価
す
る
︒
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｢
第
三
節

地
下
人
層
の
成
長
﹂
は
︑
項
単
位
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
一

山
田
三
方
の
登
場
﹂︵
千
枝
氏
執
筆
︶
は
︑
山
田
を
﹁
集
合
体
的
宗

教
都
市
﹂
と
し
︑
そ
こ
に
地
域
的
紐
帯
を
有
し
た
集
団
と
し
て
の
山
田
三

方
が
成
立
し
た
こ
と
や
︑
市
場
と
の
関
係
を
記
す
︒
こ
の
項
は
︑
後
出
す

る
第
四
章
第
四
節
の
前
史
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒﹁
二

神
人

と
地
下
人
の
争
い
﹂︵
石
井
氏
執
筆
︶
は
︑
神
宮
組
織
の
下
部
を
構
成
す

る
刀
祢
・
神
人
・
神
役
人
を
分
析
し
︑
神
人
の
衰
退
と
山
田
三
方
の
盛
行

を
関
連
付
け
る
︒
﹁
三

戦
国
へ
の
序
章
﹂︵
窪
寺
氏
執
筆
︶
は
︑
神
宮
組

織
で
あ
る
道
後
政
所
の
衰
退
と
北
畠
氏
支
配
の
進
展
を
記
し
︑
一
方
で
神

宮
の
遷
宮
行
事
で
あ
る
お
木
曳
き
・
お
白
石
持
ち
行
事
の
動
向
と
遷
宮
の

途
絶
を
見
て
い
る
︒

︵
四
︶
﹁
第
四
章

戦
国
時
代
の
伊
勢
﹂

こ
の
章
は
二
二
七
ペ
ー
ジ
分
が
充
て
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
全
体
の
約
三

分
の
一
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
巻
末
に
付
属
す
る
Ｃ
Ｄ
デ
ー
タ
は
ほ
ぼ
こ
の

章
︵
と
く
に
第
四
節
︶
に
関
す
る
も
の
な
の
で
︑
実
質
は
さ
ら
に
多
く
の

ペ
ー
ジ
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

｢
第
一
節

宇
治
山
田
合
戦
﹂︵
石
井
氏
執
筆
︶
は
︑
一
五
世
紀
後
半
か

ら
一
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
宇
治
お
よ
び
山
田
の
地
で
展
開
し
た
戦
乱
と

確
執
を
経
年
的
に
記
す
︒
そ
の
な
か
で
︑
地
下
人
層
や
神
官
層
︑
あ
る
い

は
北
畠
氏
を
は
じ
め
と
し
た
領
主
権
力
層
の
関
与
し
て
い
っ
た
の
か
を
描

い
て
い
る
︒
伊
勢
市
域
を
中
心
と
し
た
戦
乱
を
細
か
に
描
写
し
て
お
り
︑

地
域
の
な
か
で
よ
り
親
し
ま
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
欲
を
言
え
ば
︑

こ
の
戦
乱
が
神
宮
エ
リ
ア
外
に
い
か
な
る
影
響
を
持
っ
た
の
か
に
関
す
る

言
及
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

｢第
二
節

戦
国
期
の
神
宮
と
祈
祷
﹂︵
窪
寺
氏
執
筆
︶
は
︑
明
応
の
震

災
や
河
川
反
乱
・
火
災
な
ど
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
代
に
か
け
て
の
災

害
を
総
覧
し
︑
そ
の
な
か
で
神
宮
の
神
事
・
祈
祷
に
も
変
化
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
見
出
す
︒
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た
時
節
で
も
あ
り
︑
災
害

の
歴
史
を
知
ら
し
め
る
う
え
で
も
本
節
は
有
効
で
あ
る
︒

｢第
三
節

慶
光
院
と
遷
宮
の
復
興
﹂︵
石
井
氏
執
筆
︶
は
︑
戦
国
・
織

豊
期
の
遷
宮
途
絶
か
ら
慶
光
院
の
登
場
に
よ
っ
て
遷
宮
が
再
開
さ
れ
る
ま

で
の
動
向
を
解
説
す
る
︒
織
田
・
豊
臣
氏
の
動
向
に
も
絡
め
て
慶
光
院
と

式
年
遷
宮
と
の
関
係
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒
慶
光
院
の
動
向
は
︑
こ
れ
ま
で

に
も
個
別
に
扱
っ
た
研
究
は
多
い
が
︑
系
列
的
に
扱
っ
た
も
の
は
少
な

い
︒
こ
こ
で
は
︑
史
料
そ
の
も
の
の
掲
載
も
含
め
︑
こ
れ
ま
で
の
伝
承
と

史
実
と
を
明
確
に
分
離
し
て
検
証
し
て
お
り
︑
貴
重
で
あ
る
︒
た
だ
︑
尾

鷲
市
に
あ
る
石
造
不
動
明
王
立
像
と
石
造
毘
沙
門
天
立
像
に
つ
い
て
は
︑

両
像
が
清
順
上
人
に
か
か
る
供
養
塔
と
す
る
点
に
異
論
は
無
い
が
︑
熊
野

街
道
八
鬼
山
道
沿
い
に
造
立
さ
れ
た
町
石
と
は
別
個
に
扱
う
べ
き
も
の
と

考
え
る
︵
５
︶

︒

｢第
四
節

宇
治
山
田
の
発
展
﹂︵
千
枝
氏
執
筆
︶
は
︑
第
三
章
第
三
節
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一
と
連
続
す
る
章
で
あ
る
︒
山
田
三
方
と
商
業
座
と
の
関
係
を
皮
切
り

に
︑
山
田
・
宇
治
の
ほ
か
︑
勢
田
川
流
域
在
所
の
自
治
的
組
織
構
成
者
と

そ
の
実
態
を
検
証
す
る
︒
ま
た
︑
山
田
地
内
に
存
在
す
る
産
土
社
と
神
宮

組
織
や
地
域
住
民
と
の
関
与
を
検
証
す
る
な
か
で
︑
地
域
構
成
の
動
き
は

中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
ま
で
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
︒
さ
ら
に
︑
市
場
・
座
や
山
田
・
大
湊
に
特
徴
的
な
貨
幣
の
動
向
︑
そ

し
て
伊
勢
御
師
の
人
的
関
係
に
も
触
れ
る
︒
こ
の
節
は
︑
宇
治
・
山
田
の

住
民
を
詳
細
に
分
析
し
︑
住
民
の
公
的
・
私
的
性
格
や
活
動
を
明
ら
か
に

し
て
お
り
特
筆
で
き
る
が
︑
固
有
名
詞
が
多
数
登
場
す
る
こ
と
や
解
説
が

錯
綜
し
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
全
体
と
し
て
か
な
り
難
解
で
あ
り
︑
内
容
を

理
解
す
る
た
め
に
は
数
回
の
精
読
を
要
す
る
︒

｢
第
五
節

伊
勢
御
師
の
成
長
﹂︵
窪
寺
氏
執
筆
︶
で
は
︑
戦
国
・
織
豊

期
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
動
向
を
︑
実
際
の
文
書
を
提
示
し
な
が
ら
解
説

す
る
︒
ま
た
︑
近
世
に
江
戸
幕
府
が
定
置
す
る
山
田
奉
行
の
前
身
と
し

て
︑
織
田
・
豊
臣
氏
の
御
師
と
し
て
活
動
し
て
い
た
上
部
貞
永
ら
を
位
置

づ
け
て
い
る
︒

以
上
︑
本
書
の
内
容
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
た
︒
極
め
て
充
実
し
た
内

容
の
た
め
︑
こ
の
程
度
の
解
説
で
は
執
筆
者
の
趣
旨
を
言
い
尽
く
せ
て
い

な
い
と
も
思
え
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
業
績
が
本
書
で
あ

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒

二

本
書
の
成
果
と
課
題

︵
一
︶
成
果

本
書
最
大
の
成
果
は
︑
伊
勢
市
域
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
に
無
い
新
し
い

視
点
︑
つ
ま
り
地
域
や
住
民
視
点
で
の
歴
史
像
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ

る
︒
こ
れ
ま
で
当
該
地
域
の
歴
史
と
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
神
宮
の
歴
史
﹂
で

あ
っ
た
︒
歴
史
的
に
も
現
状
と
し
て
も
︑
そ
れ
ほ
ど
神
宮
は
巨
大
な
存
在

で
あ
り
︑
今
後
も
そ
の
側
面
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
し
か
し
︑

権
力
・
権
威
的
に
見
れ
ば
﹁
神
宮
の
歴
史
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
根
幹
に

あ
る
の
は
︑
神
宮
を
支
え
続
け
て
き
た
地
域
住
民
に
他
な
ら
な
い
︒
本
書

は
︑
こ
の
こ
と
を
基
軸
に
据
え
た
書
で
あ
る
︒

と
く
に
︑
神
人
や
地
下
人
の
ほ
か
︑
地
域
産
業
に
対
す
る
視
角
が
広
が

り
︑
活
き
活
き
と
し
た
中
世
人
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
南
北
朝
期
に

お
け
る
光
明
寺
僧
恵
観
の
活
動
︵
第
二
章
︶︑
宮
川
河
口
部
の
製
塩
業
に

関
す
る
解
説
と
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け
︵
第
三
章
︶︑
山
田
住
人
の
人
的
・

地
域
的
諸
関
係
の
解
明
︵
第
四
章
︶
な
ど
は
︑
歴
史
学
と
い
う
学
問
の
領

域
で
は
相
応
の
認
知
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
自
治
体
史
の
な
か
に
組

み
込
む
こ
と
で
地
域
の
人
々
に
豊
か
な
中
世
史
像
を
提
示
し
た
こ
と
は
大

き
く
評
価
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
仕
事
に
よ
り
︑
神
宮
周
辺
地

域
で
展
開
し
た
様
々
な
歴
史
を
俯
瞰
的
・
複
合
的
に
見
る
視
野
を
提
示
す
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る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
神
宮
仮
殿
遷
宮
︵
第
一
章
第
二
節
︶
や
織
豊
期
大
名
権
力
と
の

関
係
︵
第
四
章
︶
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
あ
ま
り

検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
課
題
に
つ
い
て
も
︑
本
書
で
は
丁
寧
な
検
証
が

な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
︑
本
書
が
持
つ
意
義
あ
る
特
色
の
一
つ
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
神
宮
お
よ
び
神
宮
史
を
一
定
程
度
相
対
化
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
が
本
書
と
い
え
よ
う
︒
歴
史
素
材
を
相
対
的
な
存
在
と

し
て
置
く
こ
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
対
象
で
あ
っ
て
も
必
要
だ
が
︑
な
ぜ
か

神
宮
に
関
し
て
は
そ
の
視
座
が
こ
れ
ま
で
欠
乏
し
た
感
が
強
い
︒
冒
頭
に

記
し
た
と
お
り
︑
中
世
に
お
け
る
神
宮
と
そ
の
周
辺
に
か
か
る
動
向
は
︑

一
地
域
史
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
︑
列
島
規
模
の
歴
史
に
お

け
る
基
層
部
分
に
深
く
入
り
込
む
も
の
で
あ
る
︒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
本

書
の
よ
う
な
視
角
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
か
ら
︑
本
書

の
意
義
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
︒

︵
二
︶
課
題

た
だ
︑
本
書
に
も
い
く
つ
か
の
課
題
は
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
成

果
の
大
き
さ
に
比
べ
れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
が
︑
当

評
文
を
構
成
す
る
た
め
に
付
加
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
︑
全
体
の
構
成
に
関
し
て
で
あ
る
︒
本
書
で
は
︑
鎌
倉
時
代
と
戦

国
時
代
は
ぞ
れ
ぞ
れ
全
体
の
三
分
の
一
の
ペ
ー
ジ
が
割
り
当
て
ら
れ
充
実

し
て
い
る
の
に
対
し
︑
室
町
時
代
は
全
体
の
六
分
の
一
で
あ
り
︑
比
較
的

少
な
い
︒
史
料
の
残
存
状
況
に
よ
る
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
な
の

か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
や
や
気
に
か
か
る
︒
と
い
う
の

も
︑
庶
民
レ
ベ
ル
で
の
参
宮
者
増
や
︑
そ
れ
と
相
俟
っ
た
神
宮
御
師
家
の

成
立
な
ど
は
︑
一
五
世
紀
後
半
頃
に
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
る
︵
６
︶

︒
そ

の
た
め
︑
地
域
史
と
し
て
も
こ
の
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

る
︒
第
二
章
で
検
討
さ
れ
た
よ
う
な
︑
列
島
規
模
で
の
政
治
的
・
社
会
的

動
向
の
な
か
で
一
五
世
紀
後
半
の
神
宮
周
辺
地
域
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な

視
角
が
ほ
し
い
︒

こ
れ
と
も
関
係
す
る
が
︑
各
章
の
立
ち
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も

指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
各
章
は
︑
神
宮
の
動
向
を
追
う
こ
と
が
中
心
の
第

一
章
︑
日
本
史
の
な
か
に
伊
勢
を
位
置
づ
け
る
第
二
章
︑
神
宮
在
所
の
地

域
・
人
的
動
向
を
追
う
第
四
章
︑
様
々
な
要
素
が
混
在
す
る
第
三
章
と

い
っ
た
色
分
け
が
で
き
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ン
ス
は
独
自
性
が
あ
っ
て

当
然
よ
い
も
の
の
︑
相
互
関
係
は
意
識
が
必
要
で
は
な
い
か
︒
そ
う
で
な

け
れ
ば
︑
読
み
手
は
ひ
と
つ
の
論
文
集
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
と

な
っ
て
し
ま
う
︒

ま
た
︑﹁
中
世
編
﹂
と
し
つ
つ
も
︑
考
古
学
的
な
成
果
が
ほ
と
ん
ど
反

映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
気
に
な
る
︒
こ
れ
は
別
に
考
古
編
が
組
ま
れ
て

い
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
︑
や
は
り
通
史
と
し
て
の
﹁
中
世
編
﹂
と
す

る
以
上
は
考
古
学
的
な
成
果
を
取
り
入
れ
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
︒
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最
後
に
︑
地
名
比
定
に
関
す
る
問
題
を
こ
こ
で
挙
げ
て
お
き
た
い
︒
本

書
で
は
︑
前
章
で
も
触
れ
た
以
外
に
も
︑
い
く
つ
か
気
に
な
る
地
名
比
定

が
あ
る
︒
第
一
章
第
一
節
で
は
︑
曽
祢
荘
を
﹁
旧
一
志
郡
・
津
市
﹂︵
実

際
は
﹁
旧
一
志
郡
・
松
阪
市
﹂
︵
７
︶

︑
相
鹿
瀬
を
﹁
度
会
郡
度
会
町
﹂︵
実
際

は
﹁
多
気
郡
多
気
町
﹂︶
と
す
る
な
ど
︑
比
定
地
名
の
間
違
い
が
目
立
つ
︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
と
は
少
し
意
味
が
違
う
が
︑
第
一
章
二
節
に
あ
る
︑
平
信

兼
が
拠
っ
た
﹁
滝
野
﹂
を
現
在
の
松
阪
市
飯
南
町
内
と
す
る
の
に
も
疑
問

が
残
る
︵
８
︶

︒

こ
こ
で
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
の
は
︑
当
然
な
が
ら
﹁
上
げ
足
取
り
﹂

が
目
的
で
は
な
い
︒
自
治
体
史
に
お
け
る
地
名
の
重
要
性
を
強
調
し
た
い

た
め
で
あ
る
︒
歴
史
地
名
は
︑
学
問
と
し
て
の
地
域
史
を
編
む
上
で
の
み

重
要
な
の
で
は
な
い
︒
歴
史
に
登
場
す
る
地
名
が
今
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
こ
と
は
︑
地
域
に
住
ま
う
人
々
が
歴
史
へ
の
愛
着
を
持
つ

き
っ
か
け
と
も
な
る
︑
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
︒
こ
の

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
自
治
体
史
の
な
か
で
の
歴
史
地
名
比
定
は
︑
学
問

の
領
域
に
お
け
る
意
義
と
は
ま
た
違
っ
た
重
み
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
本
書
が
優
れ
た
成
果
品
で
あ
る
が
ゆ
え
︑
こ
の
こ
と
を
あ
え

て
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
︒

三

自
治
体
史
編
纂
と
そ
の
指
針
に
関
し
て

最
後
に
︑
自
治
体
史
と
い
う
書
物
が
持
つ
性
格
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
︑
自
治
体
史
と
は
何
を
目
的
と
し
︑
い
か
な

る
役
目
を
背
負
っ
て
い
る
書
物
な
の
か
︑
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

︵
一
︶
自
治
体
史
の
目
線

自
治
体
史
は
︑
編
纂
を
実
施
し
た
自
治
体
の
予
算
で
賄
わ
れ
る
︒
つ
ま

り
︑
税
金
を
投
入
し
た
書
物
編
纂
で
あ
る
︒
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
自

治
体
史
最
大
の
目
標
は
︑
当
該
地
の
歴
史
を
市
民
・
住
民
に
提
供
す
る
こ

と
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
︒
そ
れ
に
は
日

本
史
の
み
な
ら
ず
︑
地
域
史
の
最
新
研
究
成
果
を
加
味
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
そ
れ
が
可
能
な
執
筆
者
が
そ
れ
を
担
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
手
配
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
が
可
能
な
だ
け
の
条
件
が

整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
結
果
︑
最
新
の
研
究
成
果
が

咀
嚼
さ
れ
た
自
治
体
史
が
︑
市
民
・
住
民
の
手
元
に
届
く
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
自
治
体
史
に
は
市
民
・
住
民
目
線
の
観
点
と
︑
研
究
成

果
と
し
て
の
観
点
の
︑
常
に
ふ
た
つ
の
側
面
が
同
居
し
て
い
る
と
い
え

る
︒
両
者
は
常
に
有
機
的
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
た
め
︑
自
治
体
史
と
し

﹃
伊
勢
市
史

第
二
巻

中
世
編
﹄︵
伊
藤
︶
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て
は
い
ず
れ
か
一
方
が
欠
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
市
民
・
住
民

目
線
と
い
う
側
面
が
抜
け
落
ち
て
も
︑
研
究
書
と
い
う
側
面
は
独
り
立
ち

で
き
る
︒
こ
こ
に
大
き
な
陥
し
穴
が
あ
る
︒

何
度
も
繰
り
返
す
が
︑
本
書
は
研
究
成
果
と
い
う
意
味
で
は
大
き
な
意

義
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
市
民
・
住
民
目
線
と
い
う
観
点
か
ら
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
︒
執
筆
者
の
個
性
に
も
よ
る
が
︑
い
く
つ
か
検
討
の
余
地
が
残
っ

て
い
る
よ
う
に
思
う
︒
書
物
と
は
そ
も
そ
も
読
み
手
を
前
提
と
し
た
媒
体

︵
メ
デ
ィ
ア
︶
で
あ
る
︒
対
象
︵
読
み
手
︶
が
誰
な
の
か
は
︑
自
治
体
史

で
あ
る
以
上
は
研
究
書
以
上
に
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
︒

︵
二
︶
自
治
体
史
の
役
目

｢
あ
と
が
き
﹂︵
岡
野
氏
執
筆
︶
に
よ
る
と
︑﹃
伊
勢
市
史
﹄
は
市
制
︵
宇

治
山
田
市
↓
伊
勢
市
︶
施
行
百
周
年
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
企
画
さ

れ
︑
中
世
史
部
会
は
平
成
一
二
年
度
に
発
足
し
て
い
る
︒
平
成
一
七
年
度

ま
で
に
は
史
料
編
の
土
台
と
な
る
カ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
が
完
成
し
た
が
︑
市

の
財
政
状
況
か
ら
史
料
編
の
刊
行
が
見
送
ら
れ
︑
通
史
編
一
本
で
の
刊
行

と
い
う
方
針
に
な
っ
た
と
い
う
︒

お
そ
ら
く
︑
﹁
あ
と
が
き
﹂
と
い
う
限
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
の
な
か
で
は
言

い
尽
く
せ
な
い
︑
様
々
な
事
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
︒
そ
の
中
で
︑
予
定

通
り
の
日
程
で
刊
行
に
漕
ぎ
着
け
た
執
筆
者
各
位
の
努
力
に
は
並
々
な
ら

ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
拝
察
し
︑
敬
服
の
感
を
禁
じ
得
な
い
︒

評
者
自
身
が
行
政
に
身
を
置
く
立
場
で
あ
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
︑

行
政
の
中
で
市
史
編
纂
事
業
に
対
し
︑
重
点
的
に
予
算
配
分
で
き
な
い
事

情
も
︑
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
自
治
体
史
は
︑
一
度
編
纂
を

決
定
し
た
以
上
は
︑
そ
れ
を
貫
徹
す
る
た
め
に
充
分
な
予
算
と
時
間
を
与

え
る
必
要
が
あ
る
事
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
自
治
体

史
は
一
度
刊
行
さ
れ
れ
ば
長
ら
く
活
用
さ
れ
る
﹁
行
政
の
隠
れ
た
顔
﹂
だ

か
ら
で
あ
る
︒
多
色
刷
り
で
大
量
頒
布
さ
れ
る
一
般
の
行
政
配
布
物
と
は

訳
が
違
う
の
だ
︒
自
治
体
史
編
纂
は
︑
た
と
え
何
か
の
イ
ベ
ン
ト
を
契
機

に
決
定
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
こ
の
あ
た
り
を
意
識
し
︑
継
続
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
自
治
体
史
の
評
価
は
︑
刊
行
直
後
に
は
決
ま
ら
な
い
︒
数

年
先
︑
い
や
︑
数
十
年
先
に
こ
そ
︑
そ
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
意
味
で
︑
本
書
が
﹁
史
料
編
﹂
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
や
は

り
大
き
な
問
題
で
あ
る
︒﹁
あ
と
が
き
﹂
の
行
間
か
ら
は
︑
史
料
編
の
欠

如
を
補
う
べ
く
執
筆
者
各
位
が
奮
闘
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
︑
史

料
編
と
通
史
編
は
そ
も
そ
も
性
質
が
異
な
る
の
で
︑
通
史
編
で
史
料
編
の

欠
を
補
う
こ
と
は
︑
本
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
︒
本
書
の
編
集
・
執
筆
者

諸
氏
は
︑
こ
の
こ
と
を
充
分
に
認
識
し
た
上
で
︑
変
更
さ
れ
た
編
集
方
針

に
従
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
︑
自
治
体
史
編
纂
事
業
に
か
か
る
行
政

の
問
題
と
し
て
︑
今
後
の
た
め
に
も
充
分
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
い
︒
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お

わ

り

に

本
書
は
︑
伊
勢
市
域
を
中
心
と
し
た
中
世
史
像
に
︑
新
た
な
観
点
を
提

示
し
た
と
い
う
点
で
︑
大
き
な
意
味
を
持
つ
一
冊
で
あ
る
︒
本
書
を
契
機

に
︑
新
た
な
研
究
が
広
が
る
こ
と
と
期
待
で
き
る
︒

こ
の
一
方
で
︑
本
書
は
自
治
体
史
と
そ
の
編
纂
事
業
が
担
う
様
々
な
こ

と
を
考
え
さ
せ
る
一
冊
で
あ
る
︒
自
治
体
史
と
そ
の
編
纂
事
業
と
は
何

か
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
刊
行
に
よ
っ
て
終
了
す
る
も
の
で
も
な
け
れ

ば
︑
事
業
の
終
了
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
︒
確
か

に
一
冊
の
本
の
完
成
は
︑
一
定
の
区
切
り
で
あ
る
が
︑﹁
研
究
書
﹂
と
し

て
も
︑
新
た
な
﹁
行
政
の
顔
﹂
と
し
て
も
︑
こ
こ
か
ら
息
の
長
い
歴
史
を

刻
む
の
だ
︒
新
﹃
伊
勢
市
史
﹄
は
︑
い
ま
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

本
書
を
手
に
し
︑﹁
発
刊
の
こ
と
ば
﹂
か
ら
﹁
あ
と
が
き
﹂
ま
で
︑
全

て
に
目
を
通
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
︒

最
後
に
︑
本
書
を
世
に
出
さ
れ
た
編
集
・
執
筆
者
の
努
力
に
対
し
︑
改

め
て
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
ま
す
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
道
と
短
冊
形
地
割
﹂︵﹃
中
世
の

道
と
橋
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
２
︶
中
世
古
祥
道
﹃
伊
勢
愛
洲
氏
の
研
究
﹄︵
三
重
県
郷
土
資
料
刊
行

会
︑
一
九
七
五
年
︶︒

︵
３
︶
稲
本
紀
昭
﹁
伊
勢
国
国
人
愛
洲
氏
に
つ
い
て
﹂︵﹃
ふ
び
と
﹄
四
三
︑

三
重
大
学
歴
史
教
室
・
同
研
究
会
︑
一
九
八
六
年
︶︑
小
林
秀
﹁
古

代
・
中
世
の
勢
和
﹂︵﹃
勢
和
村
史
﹄
通
史
編
︑
一
九
九
九
年
︶
な
ど
︒

︵
４
︶
木
村
政
生
﹃
神
宮
御
杣
山
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
﹄︵
国
書
刊
行

会
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒

︵
５
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
熊
野
街
道
八
鬼
山
道
周
辺
の
中
世
石

造
物
﹂
︵﹃
三
重
県
史
研
究
﹄
二
四
︑
二
〇
〇
九
年
︶
を
参
照
さ
れ
た

い
︒

︵
６
︶
西
山
克
﹃
道
者
と
地
下
人
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶
な
ど
︒

︵
７
︶
稲
本
紀
昭
﹁
曽
祢
荘
と
平
信
兼
﹂
︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
二
三
四
︑

一
九
八
一
年
︶︑
三
雲
町
編
﹃
三
雲
町
史
﹄
第
一
巻
通
史
編
︑
第
二

巻
史
料
編
１
︵
二
〇
〇
三
︑
一
九
九
九
年
︶︒

︵
８
︶
前
掲
註
︵
７
︶
稲
本
氏
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