
33 はじめに

は
じ
め
に

現
在
、
郷
土
史
ブ
ー
ム
で
あ
る
が
、
今
回
三
重
県
の
伊
勢
地
方
と
伊
賀
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
か
ら
む
ら
の

モ
ノ
グ
ラ
フ
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
む
ら
の
人
々
か
ら
見
た
農
村
の
様
子
を
、
都
会
の
人
々
に
少
し
で
も
知

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

今
日
、
村
落
研
究
者
の
多
く
が
都
会
生
ま
れ
で
、
都
会
育
ち
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
生
粋
の
む
ら
人
で
あ

る
筆
者
は
、む
ら
の
現
場
を
都
会
の
人
々
に
少
し
で
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
想
い
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

現
在
四
十
代
の
筆
者
自
身
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
む
ら
で
生
ま
れ
、
む
ら
で
育
ち
、
む
ら
で
生
き
る
者
と
し
て
、

む
ら
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
も
、
今
回
紹
介
す
る
伊
賀
地
方
の
伊
賀
市
予
野
集
落
と
伊
勢
地
方
に
位
置
す
る
現
代
の
多
気
郡

多
気
町
車
川
集
落
の
む
ら
の
人
達
の
行
動
に
は
共
感
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
元
気
な
む
ら
の
人
達
が
い

る
の
か
と
改
め
て
感
心
し
た
。
ま
た
む
ら
の
人
達
の
結
束
の
固
さ
に
も
改
め
て
感
心
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
む
ら
の
人
達
の
元
気
の
素
は
、
都
市
住
民
と
の
交
流
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
時

代
だ
か
ら
こ
そ
、
外
部
に
開
か
れ
た
む
ら
は
貴
重
な
存
在
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
外
部
に
開
か
れ
た
む
ら
で

は
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
む
ら
で
は
、
む
ら
の
中
核
と
な
る
公
園
を
持
っ
て
い
る
。

も
し
現
在
こ
の
公
園
が
な
け
れ
ば
、
都
市
住
民
と
の
交
流
に
ま
で
は
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
は
、
公
園
が
で
き
る
背
景
と
な
っ
た
こ
の
二
つ
の
む
ら
が
抱
え
て
い
る
歴
史
に
は
、
そ
の
む
ら
し
か
存
在
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Ⅰ
　
現
代
の
む
ら
の
位
置
づ
け
―
過
去
か
ら
未
来
に
向
け
て

今
日
、
農
村
で
は
農
業
の
兼
業
化
が
進
み
、
異
質
性
が
発
達
し
、
集
団
組
織
は
多
面
化
し
た
諸
個
人
の
関
心
に

従
っ
て
、
多
様
な
集
団
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
村
落
研
究
で
は
、
第
一
に
、
農
業
経
営
の
単
位
お
よ
び
村
落
社
会
は
、
固
有
の

地
域
に
定
住
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
第
二
に
、
家
・
村
理
論
に
お
い
て
は
、
生
産
力
の
発
展
が
み
ら
れ

な
い
こ
と
が
、
理
論
構
築
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
農
民
層
分
解
論
に
お
い
て
は
、
生
産
力
の
発
展
が

前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
第
三
に
、
村
落
を
一
つ
の
完
結
し
た
集
団
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
が
、
一
九
七

〇
年
代
ま
で
の
村
落
研
究
の
規
範
的
枠
組
み
の
特
色
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
日
本
村
落
で
は
、
こ

う
し
た
一
般
的
な
分
析
枠
組
み
が
、
現
実
を
記
述
・
分
析
す
る
装
置
で
は
な
く
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
熊

谷 

二
〇
〇
四
﹈。
　

農
村
は
、
も
は
や
閉
鎖
的
な
村
落
で
は
な
く
、
全
体
社
会
の
変
動
の
局
地
化
さ
れ
た
諸
影
響
を
受
け
て
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
社
会
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
﹇
池
田 

一
九
九
一
﹈ 

。

そ
し
て
現
在
の
農
山
村
は
、
他
の
地
域
の
人
々
と
の
交
流
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
時
代
に
来
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
様
々
な
形
の
交
流
人
口
の
仕
組
み
づ
く
り
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
農
山
村
の
集
落
は
変
容
し
て
お
り
、
現

在
の
ま
ま
の
む
ら
を
残
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
空
き
家
対
策
や
、
観
光
化
対
策
な
ど
む
ら
の
生
き

残
り
に
か
け
て
模
索
が
続
い
て
い
る
。

4

し
な
い
歴
史
の
独
自
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
全
国
的
に
む
ら
と
し
て
の
共
有
意
識
が
弱
ま
っ
て
い
る
中
、
こ
の
二
つ
の
む
ら
で
は
、
共
有
の
信
仰
意

識
が
保
た
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
む
ら
に
は
、
水
源
事
情
が
悪
く
、
水
で
苦
悩
し
た
歴
史
を
も
っ
て
い

る
む
ら
と
、
水
源
が
豊
か
で
栄
え
た
む
ら
と
い
う
、
歴
史
的
背
景
に
大
き
な
違
い
が
存
在
す
る
。

そ
の
た
め
本
書
で
は
、
こ
の
二
つ
の
む
ら
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
描
い
て
い
く
に
あ
た
り
、
伊
賀
市
予
野
集
落
に
つ

い
て
は
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
か
ら
、
多
気
郡
多
気
町
車
川
集
落
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）

年
か
ら
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
す
る
と
同
時
に
、
参
与
観
察
や
資
料
の
収
集
に
務
め
て
き
た
。
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
農
業
生
産
組
織
の
六
次
産
業
化
の
動
き
や
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
動
き
を
見

て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
事
業
に
手
を
出
せ
ば
出
す
ほ
ど
、
女
性
や
若
者
の
手
を
借
り
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
多
数
の
人

員
を
動
員
し
な
け
れ
ば
、
組
織
運
営
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
る
。

結
城
登
美
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
資
源
を
単
な
る
特
産
品
や
地
場
産
品
開
発
の
た
め
の
材
料
と

み
な
し
、
市
場
的
対
応
の
あ
ま
り
に
性
急
な
商
品
化
を
求
め
て
し
ま
う
と
、
資
源
に
内
在
し
て
い
る
多
様
な
価
値

や
活
用
の
可
能
性
を
削
ぎ
落
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
﹇
結
城 

二
〇
〇
九
﹈。

例
え
ば
地
域
の
公
共
財
、
地
域
が
保
有
す
る
文
化
資
源
な
ど
が
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
図
る
場
に
な
る
こ
と

も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
む
ら
の
人
々
に
と
っ
て
社
会
参
加
の
意
識
を
高
め
る
装
置
と
し
て
の
文
化
資
源

の
役
割
は
大
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
む
ら
の
人
の
健
康
は
、
土
地
と
の
結
び
つ
き
に
も
影
響
さ
れ
る
し
、
住

み
慣
れ
た
土
地
へ
の
愛
着
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
、
農
業
生
産
に
特
化
し
た
む
ら
や
、
観
光
に
特
化
し
た
む
ら
が
あ
る
中
で
、
む
ら
と
し
て
、
元
気
な
地
域

と
元
気
の
で
な
い
地
域
の
違
い
、
つ
ま
り
、
む
ら
と
し
て
元
気
が
で
る
素
は
何
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
代
に
直
面
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
農
村
の
研
究
者
に
と
っ
て
、〈
共
同
体
〉
と
い
う
こ
と
ば
は
、
通
常
は
対
象
を
分
析
す
る
た
め
の
概

念
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
関
し
本
書
で
は
、
内
山
節
氏
の
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
を
参
考
に
し
て
お
き

た
い
。
内
山
氏
は
、
か
つ
て
大
塚
久
雄
氏
が
解
体
す
べ
き
対
象
と
と
ら
え
た
共
同
体
を
、
前
近
代
の
象
徴
と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
来
へ
の
可
能
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
同
体
は
そ
の
「
か
た
ち
」
に
本
質

6

要
す
る
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
農
山
村
地
域
の
集
落
の
機
能
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
食

料
生
産
機
能
だ
け
で
な
く
、
環
境
保
全
や
休
養
な
ど
の
多
面
的
機
能
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
九
六
〇
年
代
〜
一
九
七
〇
年
代
に
は
希
薄
で
あ
り
、
集
落
は
あ
く
ま
で
農
業
生

産
の
空
間
で
あ
り
、
そ
の
管
理
維
持
の
権
利
と
責
任
は
集
落
内
の
農
家
が
担
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代

に
入
る
と
、
集
落
再
生
の
観
点
か
ら
、
農
山
村
が
固
有
に
有
す
る
価
値
観
に
都
市
住
民
が
共
鳴
な
い
し
共
感
す
る

可
能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
﹇
吉
野 

二
〇
〇
九
﹈。

秋
津
元
輝
氏
は
、「
集
落
の
再
生
に
む
け
て
―
村
落
研
究
か
ら
の
提
案
」
と
題
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
再
生
論
の

方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
。〈
楽
〉の
原
理
は（
１
）「
市
民
社
会
論
」型
の
再
生
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、「
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
型
の
再
生
イ
メ
ー
ジ
も
含
め
た
集
落
の
エ
ー
ト
ス
で
あ
り（
２
）、
と
き
に
都
市
住
民
の
手
を
借
り

な
が
ら
、
農
村
生
活
を
楽
し
む
と
い
う
こ
の
〈
楽
〉
の
原
理
に
基
づ
く
エ
ー
ト
ス
の
浸
透
が
、
二
十
一
世
紀
の
集

落
再
生
の
鍵
に
な
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
﹇
秋
津 

二
〇
〇
九
﹈。

こ
う
し
た
中
で
、
今
日
農
山
村
の
再
生
に
お
い
て
む
ら
が
、
地
域
資
源
を
発
掘
し
、
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、

企
業
な
ど
の
外
部
の
人
的
資
源
と
連
携
す
る
場
合
、
外
部
の
や
り
方
を
、
一
方
的
に
む
ら
に
押
し
つ
け
れ
ば
、
摩

擦
が
起
こ
っ
て
く
る
の
が
目
に
見
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、外
部
の
人
的
資
源
と
連
携
す
る
場
合
に
は
、

地
域
住
民
が
経
験
的
に
培
っ
た
部
分
を
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
農
村
の

高
齢
者
に
と
っ
て
、
健
康
に
役
立
つ
農
作
業
、
生
き
が
い
と
し
て
の
農
作
業
は
、
農
業
生
産
を
六
次
産
業（
３
）
と

し
て
考
え
る
む
ら
の
方
向
性
や
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム（
４
）
に
特
化
し
た
む
ら
の
方
向
性
と
は
少
し
違
う
の
で


