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は
じ
め
に

一
般
の
人
が
持
つ
鎌
倉
幕
府
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

武
士
が
初
め
て
つ
く
っ
た
本
格
的
な
政
権
。将
軍
に
代
わ
っ
て
、執し
っ
権け
ん
が
政
治
を
担
っ
た
統
治
体
制
。「
承じ
ょ
う

久き
ゅ
う
の
乱
」

に
お
い
て
、朝
廷
軍
を
武
力
で
鎮
圧
。
元げ
ん
寇こ
う
（
蒙も
う
古こ

襲
来
）
で
は
、「
神
風
」
の
お
か
げ
で
、元
の
大
軍
を
二
度
に
わ
た
っ

て
撃
退
。
し
か
し
、
そ
の
負
担
が
衰
退
を
招
き
、
後ご

醍だ
い
醐ご

天
皇
の
挙
兵
に
よ
り
あ
っ
け
な
く
滅
亡
―
―
と
い
っ
た
感
じ

で
あ
ろ
う
か
。

日
本
史
の
中
で
鎌
倉
時
代
は
、
戦
国
時
代
や
幕
末
に
比
べ
て
、
圧
倒
的
に
人
々
の
関
心
の
薄
い
時
代
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
の
取
り
上
げ
回
数
の
少
な
さ
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
百
五
十
年
に
及
ぶ
長
さ
の
割

に
は
、
表
向
き
の
出
来
事
の
変
化
に
乏
し
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
は
、
そ

ん
な
に
単
調
で
面
白
味
の
な
い
時
代
だ
っ
た
の
か
。

鎌
倉
幕
府
の
創
始
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
源
頼よ
り
朝と
も
だ
が
、
源
氏
の
将
軍
は
、
頼
朝
・
頼よ
り
家い
え
・
実さ
ね
朝と
も
の
三
代
し
か
続

か
な
か
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
は
そ
の
三
代
で
終
わ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
存
外
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
は
、

そ
の
後
も
摂
家
及
び
皇
族
か
ら
、
幕
府
の
滅
亡
ま
で
将
軍
は
立
て
ら
れ
て
い
く
。

も
っ
と
も
、
彼
ら
は
皆
、
ほ
と
ん
ど
実
権
を
持
た
な
か
っ
た
。
将
軍
を
「
飾
り
雛
」
と
し
な
が
ら
、
実
際
に
幕
府
の

政
治
を
動
か
し
た
の
は
、
執
権
を
中
心
と
す
る
御
家
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
こ
が
、
後
年
の
武
家
政
権
で
あ
る
室
町
幕

府
・
江
戸
幕
府
と
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。

3

こ
う
し
た
政
治
構
造
の
元
、
上
記
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
表
面
的
な
事
項
と
は
別
に
、
幕
府
内
部
で
は
、
教
科
書
に
は

あ
ま
り
出
て
こ
な
い
、
凄
ま
じ
い
権
力
闘
争
が
行
わ
れ
た
。
そ
も
そ
も
武
士
と
は
、
武
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
、
物
事

の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
、
や
く
ざ
な
存
在
で
あ
る
。

そ
ん
な
武
士
た
ち
が
初
め
て
政
府
を
つ
く
っ
た
の
だ
か
ら
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
許
さ
れ
る
以
上
の
多
く
の
血
が
流
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
戦
い
の
様
相
は
、
忠
孝
・
信
義
・
節
操
を
旨
と
す
る

「
弓き
ゅ
う
馬ば

の
道
」（
武
士
道
）
と
は
、
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

多
く
は
陰
謀
・
謀
略
と
い
う
ア
ン
フ
ェ
ア
な
形
態
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陰
謀
・
謀
略
と
は
、
概
し
て
人

間
の
本
性
を
露
に
す
る
人
間
ド
ラ
マ
の
縮
図
で
も
あ
る
。
面
白
く
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
で
も
か
と
い
う

ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
た
内
紛
の
中
心
に
い
た
の
は
、
執
権
職
を
独
占
し
続
け
た
北
条
氏
一
族
で
あ
っ
た
。

伊
豆
国
の
一
土
豪
に
過
ぎ
な
か
っ
た
北
条
氏
は
、
源
氏
嫡
流
な
が
ら
流
人
で
あ
っ
た
頼
朝
を
婿
と
し
た
が
た
め
に
、

図
ら
ず
も
こ
の
時
代
の
主
役
に
押
し
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
絶
え
間
な
く
出
現
す
る
対
抗
勢
力
を
、
手
段
を
選
ば
す
排

除
し
な
が
ら
、
曲
が
り
な
り
に
も
、
七
百
年
に
わ
た
る
武
家
社
会
の
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
主
に
北
条
氏
の
絡
ん
だ
陰
謀
・
謀
略
事
件
を
取
り
上
げ
、
そ
の
背
景
や
中
世
人
の
心
情
に
も
思
い
を
馳
せ

な
が
ら
、
鎌
倉
幕
府
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
ま
で

鎌
倉
時
代
を
敬
遠
し
が
ち
だ
っ
た
人
に
も
、「
本
当
は
面
白
い
」
こ
の
時
代
の
息
吹
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
ら
、
と
考

え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
試
み
が
成
功
す
る
か
否
か
。
そ
れ
で
は
、
時
間
を
八
百
数
十
年
巻
き
戻
し
、
陰
謀
を
め
ぐ
る
物
語
の
扉
を
開
け

る
こ
と
に
し
よ
う
。

はじめに
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伊
豆
に
流
さ
れ
て
い
た
源
氏
の
嫡
流
・
源
頼
朝
は
、
以
仁
王
か
ら
平
氏
追
討
の
令
旨
が
発
せ
ら
れ
る
と
、

岳
父
・
北
条
時
政
ら
の
協
力
を
得
て
挙
兵
。
石
橋
山
の
合
戦
で
敗
れ
る
も
の
の
、
関
東
の
反
平
氏
勢
力

を
糾
合
し
て
鎌
倉
へ
入
る
。
富
士
川
の
戦
い
で
平
氏
軍
を
破
る
が
、
ま
ず
は
関
東
の
平
定
に
注
力
し
た
。

そ
の
間
に
同
じ
源
氏
の
木
曽
義
仲
が
平
氏
を
都
落
ち
さ
せ
、
入
京
を
果
た
す
。
頼
朝
は
弟
・
義
経
ら
を

派
遣
し
て
、
義
仲
を
滅
ぼ
し
、
さ
ら
に
は
壇
ノ
浦
の
合
戦
で
平
氏
を
滅
亡
さ
せ
た
。

① 

頼
朝
挙
兵
～
祭
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
狙
っ
て
山
木
兼
隆
を
討
つ
～

源
頼
朝
は
、
久き
ゅ
う
安あ
ん
三
年
（
一
一
四
七
）
四
月
八
日
、
清せ
い
和わ

源
氏
の
一
流
、
河か
わ
内ち

源
氏
の
六
代
目
棟
梁
・
源
義よ
し
朝と
も
の

三
男
と
し
て
京
都
で
生
ま
れ
た
。
母
は
熱
田
神
宮
の
神
官
・
藤
原
季す
え
範の
り
の
娘
、
由ゆ

良ら

御ご

前ぜ
ん
だ
。

平へ
い
治じ

元
年
（
一
一
五
九
）
十
二
月
、
頼
朝
は
父
・
義
朝
と
と
も
に
藤
原
信の
ぶ
頼よ
り
に
付
い
て
、
藤
原
通み
ち
憲の
り
（
信し
ん
西ぜ
い
）
を
追

放
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
「
平
治
の
乱
」
を
起
こ
す
が
、
信
西
側
の
平
清き

よ
盛も
り
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
義
朝
は
謀
殺
さ
れ
、
自
ら

は
本
来
な
ら
死
刑
は
免ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
清
盛
の
継
母
・
池い
け
の
禅ぜ
ん
尼に

の
嘆
願
も
あ
っ
て
、
死
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
、
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13

翌
永え
い

暦り
ゃ
く
元
年
（
一
一
六
〇
）
年
三
月
、
伊
豆
国
へ
配は
い
流る

処
分
と
な
っ
た
。

伊
豆
国
は
律
令
制
に
お
い
て
、
佐
渡
・
隠お

岐き

・
安あ

房わ

・
土
佐
・
常ひ
た
ち陸
と
と
も
に
「
遠お
ん
流る

」
の
地
に
定
め
ら
れ
て
い
た

が
、
頼
朝
の
配
流
先
が
鎌
倉
に
近
い
伊
豆
で
は
な
く
、
佐
渡
や
隠
岐
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
後
の
鎌
倉
幕
府
は
誕
生
し

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、そ
の
伊
豆
で
頼
朝
の
監
視
役
に
な
っ
た
の
が
、現
地
の
平
氏
方
の
土
豪
、北
条
時と
き
政ま
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、

頼
朝
十
四
歳
、
時
政
二
十
三
歳
。
の
ち
の
鎌
倉
幕
府
初
代
将
軍
と
初
代
執
権
の
、
運
命
的
な
出
会
い
で
あ
っ
た
。
北
条

氏
は
、
桓か
ん
武む

平
氏
の
当
主
・
平
直な
お
方か
た
を
始
祖
と
し
、
時
政
の
祖
父
・
時
家
の
代
か
ら
伊
豆
国
田
方
郡
北
条
（
静
岡
県
伊

豆
の
国
市
）
に
住
し
た
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
当
時
の
時
政
は
、
伊
豆
国
の
在
庁
官

人
（
地
方
役
人
）
と
い
っ
た
立
場
だ
っ
た
よ
う
だ
。

さ
て
、
頼
朝
の
伊
豆
配
流
か
ら
二
十
年
近
く
経
ち
、
時
政
が
京
都
大お
お
番ば
ん
役や
く
（
地
方
の
武
士
に
命
じ
ら
れ
た
京
の
警
固

役
）
勤
務
の
た
め
京
に
あ
っ
た
時
、
あ
ろ
う
こ
と
か
時
政
の
娘
・
政ま
さ
子こ

が
頼
朝
と
恋
に
落
ち
た
（
政
子
は
頼
朝
の
十
歳

年
下
で
、
当
時
二
十
代
の
半
ば
で
あ
っ
た
）。

こ
ん
な
こ
と
が
、
平
氏
方
の
耳
に
入
っ
た
ら
大
変
で
あ
る
。
時
政
は
二
人
の
関
係
を
許
さ
ず
、
政
子
を
伊
豆
国
目も
く
代だ
い

（
国
守
の
代
官
）
の
山
木
兼か
ね
隆た
か
と
結
婚
さ
せ
た
。

当
時
の
伊
豆
国
は
「
平
氏
に
あ
ら
ず
ん
ば
人
に
あ
ら
ず
」
と
う
そ
ぶ
い
た
平
時と
き
忠た
だ
の
知ち

行ぎ
ょ
う
国こ
く
で
あ
っ
た
が
、
時
忠

は
在
京
だ
っ
た
の
で
、
時
忠
の
元
で
活
躍
し
て
い
た
兼
隆
を
目
代
に
任
命
し
、
国
務
に
当
た
ら
せ
て
い
た
の
だ
。
し
か

し
、
障
害
が
多
い
ほ
ど
燃
え
上
が
る
の
は
、
古
今
変
わ
ら
ぬ
恋
愛
の
法
則
で
あ
る
。
政
子
は
山
木
の
屋
敷
を
抜
け
出
し
、

第一章　平氏討伐まで
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伊
豆
山
（
静
岡
県
熱
海
市
）
に
い
る
頼
朝
の
元
へ
と
走
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
こ
で
、
武
家
の
親
な
ら
ば
、
力
ず
く
で
も
娘
を
連
れ
戻
す
だ
ろ
う
と
思
い
き
や
、
時
政
は
意
外
に
も
、
二
人
の
仲

を
認
め
、
頼
朝
の
監
視
者
か
ら
後
援
者
に
立
場
を
変
え
て
し
ま
う
。
も
と
よ
り
、
時
政
の
決
断
は
、
娘
の
わ
が
ま
ま
を

渋
々
認
め
た
、
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

時
政
の
大
番
役
勤
務
は
、
治じ

承し
ょ
う
元
年
（
一
一
七
七
）
か
ら
同
二
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
京
で
は
ち
ょ
う
ど
、（
後
白

河
法
皇
の
近
臣
が
平
氏
討
伐
の
謀
議
を
し
た
）
鹿し
し
ケが

谷た
に
事
件
の
勃
発
し
た
頃
だ
。
時
政
は
、
平
氏
政
権
の
行
き
詰
ま
り

を
感
じ
、
北
条
氏
が
生
き
延
び
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
源
氏
の
嫡
流
で
あ
る
頼
朝
に
賭
け
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
積
極

的
に
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
頼
朝
は
こ
れ
以
前
に
も
、
似
た
よ
う
な
恋
愛
沙
汰
を
起
こ
し
て
い
た
。
安あ
ん

元げ
ん

元
年
（
一
一
七
五
）
頃
、

伊
豆
の
豪
族
、
伊
東
祐す
け
親ち
か
の
娘
・
八や

重え

姫ひ
め
と
、
や
は
り
祐
親
が
大
番
役
の
た
め
上
洛
し
て
い
る
間
に
関
係
を
持
ち
、
千ち

鶴づ
る
丸ま
る
と
い
う
男
子
を
成
し
て
い
る
の
だ
（
二
一
〇
頁
系
図
3
参
照
）。

祐
親
は
、
時
政
と
と
も
に
頼
朝
の
監
視
役
を
務
め
て
お
り
、
時
政
は
祐
親
の
娘
を
妻
と
し
て
い
た
（
す
な
わ
ち
頼
朝

は
、
自
分
の
監
視
役
二
人
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
娘
に
手
を
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
）。

祐
親
も
ま
た
平
家
の
怒
り
を
恐
れ
、
三
歳
の
千
鶴
丸
を
柴
で
包
ん
で
縛
り
、
重
し
を
付
け
て
松
川
の
轟
ヶ
淵
に
沈
め

て
殺
し
た
（
柴ふ
し
漬づ
け
の
刑
）。
さ
ら
に
祐
親
は
、
頼
朝
の
殺
害
を
図
っ
た
が
、
頼
朝
に
好
意
的
な
祐
親
の
次
男・祐す
け
清き
よ
（
頼

朝
の
乳
母
・
比ひ

企き
の
尼あ
ま
の
三
女
を
妻
と
し
て
い
た
）
が
そ
れ
を
頼
朝
に
知
ら
せ
た
た
め
、
頼
朝
は
事
前
に
時
政
の
元
へ
逃

亡
し
、
事
な
き
を
得
た
の
だ
っ
た
（
八
重
姫
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
入
水
し
た
と
も
、
時
政
の
孫
・
泰や
す
時と
き
に
嫁
い
だ
と
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も
伝
え
ら
れ
る
）。

と
も
あ
れ
、
源
氏
に
寝
返
っ
た
時
政
と
平
氏
方
に
残
っ
た
祐
親
。
そ
れ
が
両
人
の
運
命
の
分
か
れ
道
と
な
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
四
月
、
以も
ち
仁ひ
と
王お
う
が
平
氏
追
討
の
令り
ょ
う
旨じ

を
全
国
の
源
氏
に
向
け
て
発
し
、
頼
朝
の
叔
父
・

源
行ゆ
き
家い
え
に
よ
っ
て
伊
豆
の
頼
朝
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
十
年
も
の
間
、
流
人
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
三
十
四

歳
の
頼
朝
に
、
今
さ
ら
平
氏
を
討
と
う
と
い
う
よ
う
な
気
概
が
残
さ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
。

『
平
家
物
語
』
で
は
、
文も
ん
覚が
く

上し
ょ
う
人に
ん
が
義
朝
の
髑ど
く
髏ろ

を
持
っ
て
、
頼
朝
の
元

を
訪
ね
、
決
起
を
促
し
た
と
す
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
時
政
も
チ
ャ
ン
ス
到

来
と
ば
か
り
に
頼
朝
を
け
し
か
け
た
に
違
い
な
い
。
頼
朝
は
つ
い
に
挙
兵
を

決
意
す
る
（
も
っ
と
も
、
平
氏
が
諸
国
の
源
氏
を
追
討
し
よ
う
と
動
き
始
め

て
お
り
、
頼
朝
も
尻
に
火
が
つ
い
た
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、
必
要
に
迫
ら
れ

て
の
決
断
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
）。

時
政
の
ほ
か
伊
豆
・
相さ

が
み模
国
の
武
士
、
岡
崎
義よ
し
美ざ
ね
・
土ど

肥ひ

実さ
ね
平ひ
ら
・
加
藤
景か
げ

廉か
ど
・
堀
親ち
か
家い
え
・
佐
々
木
定さ
だ
綱つ
な
兄
弟
ら
が
頼
朝
に
従
っ
た
。
そ
の
中
で
、
参
謀

役
と
し
て
頼
朝
が
最
も
頼
り
に
し
た
の
は
、
や
は
り
四
十
三
歳
の
舅
し
ゅ
う
と
、
時

政
で
あ
っ
た
。

頼朝に平氏討伐の挙兵を促したとされる神霊を祀る佐助稲荷神社（鎌倉市佐助）
提供：鎌倉市観光協会
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頼
朝
と
時
政
は
ま
ず
、
伊
豆
国
目
代
の
山
木
兼
隆
を
攻
撃
目
標
と
し
た
。
頼
朝
に
と
っ
て
は
、
政
子
を
め
ぐ
っ
て
の

恋
敵
で
も
あ
っ
た
が
、
時
政
に
は
、
か
つ
て
自
ら
娘
の
結
婚
相
手
と
し
て
選
ん
だ
人
物
。
そ
れ
を
躊
躇
な
く
攻
撃
目
標

と
す
る
あ
た
り
、
時
政
の
非
情
ぶ
り
が
伺
え
る
。

山
木
館
は
山
に
囲
ま
れ
た
要
害
の
地
（
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
韮に
ら
山や
ま
）
に
あ
っ
た
た
め
、頼
朝
と
時
政
ら
は
、右ゆ
う
筆ひ
つ
（
武

家
の
秘
書
役
・
書
記
）
の
藤
原
邦く
に
通み
ち
に
命
じ
て
、（
酒
宴
に
乗
じ
て
）
山
木
館
周
辺
の
地
図
を
手
に
入
れ
さ
せ
、
そ
の

地
図
を
元
に
綿
密
な
計
画
を
練
っ
た
。
そ
し
て
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
十
七
日
の
夜
中
、
頼
朝
の
軍
勢
は
一

挙
に
山
木
館
を
襲
い
、
兼
隆
を
討
ち
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
っ
た
（
討
っ
た
の
は
加
藤
景
廉
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
日
は
、
三
島
大
社
（
静
岡
県
三
島
市
）
の
祭
礼
の
日
に
当
た
っ
て
お
り
、
山
木
氏
の
郎
党
の
多
く

は
、
同
社
の
神
事
を
見
学
す
る
た
め
、
出
払
っ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
祭
り
は
、
日
常
を
忘
れ
て
羽
目
を

外
せ
る
貴
重
な
年
間
行
事
で
も
あ
っ
た
。

山
木
の
郎
党
た
ち
は
、
神
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
そ
の
ま
ま
黄き

瀬せ

川が
わ
の

宿し
ゅ
く
（
静
岡
県
沼
津
市
）
に
留
ま
っ
て
、
遊

び
歩
い
て
い
た
と
い
う
。
郎
党
ら
の
不
在
で
、
兼
隆
は
満
足
に
応
戦
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
く
、
頼
朝

と
時
政
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
を
狙
っ
た
の
だ
っ
た
。

② 

石
橋
山
合
戦
～
頼
朝
を
助
け
た
梶
原
景
時
の
思
惑
～

緒
戦
を
飾
っ
た
頼
朝
は
、
つ
い
で
相
模
の
三
浦
一
族
と
合
流
し
よ
う
と
、
土
肥
郷
（
神
奈
川
県
湯
河
原
町
）
ま
で
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進
む
が
、
こ
こ
で
平
氏
方
の
土
豪
、
大
庭
景か
げ

親ち
か
・
俣
野
景か
げ

久ひ
さ

ら
三
〇
〇
〇
余
騎
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
る
。
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
八
月
二
十
三
日
、
景
親
ら
は
夕
刻
か
ら
激
し
い
雨
を
つ
い
て
攻
撃
を
開
始
、
三
〇
〇
余
騎
と
勢
力
に
劣

る
頼
朝
軍
は
、
奮
戦
す
る
も
一
敗
地
に
ま
み
れ
た
。
世
に
言
う
「
石い
し
橋ば
し
山や
ま
合
戦
」
で
あ
る
。

頼
朝
は
土
肥
実
平
ら
僅
か
六
騎
と
洞
窟
（
岩
屋
）
に
身
を
潜
め
た
が
、
そ
こ
へ
大
庭
景
親
の
軍
勢
が
や
っ
て
く
る
。
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そ
の
中
に
大
庭
氏
と
同
族
の
梶か
じ
原わ
ら
景か
げ
時と
き
が
い
た
。
景
親
が
洞
窟
の

中
を
怪
し
む
と
、
景
時
は
名
乗
り
出
て
一
人
で
中
に
入
り
、
潜
ん

で
い
た
頼
朝
を
発
見
し
た
。

頼
朝
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
と
自
刃
す
べ
く
刀
の
柄
に
手
を
掛

け
た
が
（
源
氏
棟
梁
の
自
覚
か
ら
か
、
命
乞
い
と
い
う
無
様
な
姿

は
さ
ら
さ
な
か
っ
た
よ
う
だ
）、
景
時
は
待
て
と
言
っ
て
思
い
と

ど
ま
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
洞
窟
の
外
に

出
る
と
、

「
中
に
は
虫
一
匹
お
ら
ぬ
」
と
景
親
に
報
告
し
、
向
こ
う
の
山

が
怪
し
い
と
言
っ
て
、
景
親
を
導
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
も
洞
窟

を
不
審
に
思
う
景
親
に
対
し
、
景
時
は
、

「
そ
れ
が
し
が
、
中
を
見
て
お
ら
ぬ
と
言
う
の
に
、
疑
い
な
さ

る
の
か
！
」
と
啖た

ん
呵か

ま
で
切
っ
た
。

石橋山古戦場（神奈川県小田原市）
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景
時
の
剣
幕
に
景
親
は
渋
々
引
き
下
が
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
時
、
景
時
が
頼
朝
を
助
け
た
の
は
、
必
ず
し
も
「
武
士

の
情
け
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

『
源げ
ん
平ぺ
い
盛せ
い
衰す
い
記き

』
で
は
、
景
時
は
頼
朝
に
自
刃
を
辞
め
さ
せ
た
際
、

「
そ
な
た
が
戦
に
勝
っ
た
な
ら
、
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
て
く
れ
る
な
。
敵
の
手
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
草
葉
の
陰

か
ら
景
時
の
武
運
を
守
っ
て
く
れ
」
と
恩
着
せ
が
ま
し
い
こ
と
を
言
い
残
し
て
お
り
、
頼
朝
の
棟と
う

梁り
ょ
う
と
し
て
の
将
来

性
を
見
込
ん
で
、
取
引
を
し
た
と
も
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
日
談
は
後
述
す
る
と
し
て
、
梶
原
景
時
の
救
い
の
手
も
あ
っ
て
、
頼
朝
は
九
死
に
一
生
を
得
て
、
箱
根
山
中

（
神
奈
川
県
箱
根
町
）に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。こ
の
敗
戦
と
洞
窟
で
の
恐
怖
を
、頼
朝
は
一
生
忘
れ
な
か
っ

た
と
い
う
。

一
方
、
北
条
時
政
も
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
。
時
政
は
、
嫡
男
・
宗む
ね

時と
き
、
次
男
・
義よ
し

時と
き

と
と
も
に
参
戦
し
て
い
た
が
、

激
し
い
戦
闘
の
中
、
頼
朝
ら
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
時
政
ら
父
子
も
分
裂
し
、
宗
時
と
時
政
・
義
時
は
別
行

動
を
と
っ
た
。

こ
れ
は
、
父
子
が
す
べ
て
行
動
を
共
に
し
て
、
全
滅
す
れ
ば
、
お
家
が
途
絶
え
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
れ
を
避
け
る
た

め
に
採
ら
れ
た
戦
略
で
、
今
で
も
企
業
な
ど
で
、
出
張
や
社
内
旅
行
の
際
、
社
員
を
す
べ
て
同
じ
飛
行
機
に
乗
せ
な
い

よ
う
に
す
る
の
と
同
じ
理
屈
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
案
の
定
と
い
う
か
、
幸
か
不
幸
か
と
い
う
べ
き
か
、
一
緒
に
逃
げ
た
時
政
と
義
時
は
生
き
延
び
る
こ
と

が
出
来
た
が
、
彼
ら
と
別
れ
て
退
却
し
た
宗
時
は
、
平
井
郷
（
静
岡
県
函
南
町
）
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
伊
東
祐
親
の
軍

19

勢
に
囲
ま
れ
、
敵
の
矢
を
受
け
戦
死
し
た
の
だ
。

祐
親
は
、
前
述
の
と
お
り
、
か
つ
て
時
政
と
と
も
に
流
人
・
頼
朝
の
監
視
役
を
務
め
て
お
り
、
祐
親
の
娘
は
時
政
に

嫁
ぎ
、
宗
時
・
義
時
を
産
ん
だ
と
さ
れ
る
（
二
一
〇
頁
系
図
3
参
照
）。
だ
と
す
る
な
ら
、
宗
時
は
祖
父
の
手
に
よ
っ

て
死
に
追
い
や
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
長
男
・
宗
時
の
戦
死
に
よ
っ
て
、
次
男
・
義
時
が
北
条
氏

の
嫡
男
と
な
っ
た
。

北
条
義
時
は
、
長ち
ょ
う

寛か
ん

三
年
（
一
一
六
三
）
の
生
ま
れ
だ
か
ら
、
こ
の
時
十
八
歳
。
北
条
政
子
の
六
つ
下
の
弟
だ
。

江
間
四
郎
、
江
間
小
四
郎
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
北
条
氏
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
江
間
の
地
（
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
）
と

何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

当
時
の
武
家
社
会
で
、
嫡
男
と
次
男
以
下
で
は
、
社
会
的
な
評
価
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
義
時
は
、
偶
然
に
も
時

政
の
嫡
男
の
地
位
を
得
た
こ
と
で
、
後
年
、
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
、
お
い
お
い
詳
述
す
る
よ
う
に
、
歴
史
に
名
を
残
す
、

大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
頼
朝
は
箱
根
か
ら
安あ

房わ

国
（
千
葉
県
南
部
）
へ
入
り
、
時
政
ら
は
甲
斐
源
氏
を
頼
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
体
制
を

立
て
直
し
、
ほ
ど
な
く
し
て
、
房
総
の
上か
ず
総さ

広ひ
ろ
常つ
ね
・
千
葉
常つ
ね
胤た
ね
、
武
蔵
国
の
足
立
遠と
お
元も
と
、
葛か

西さ
い
清き
よ
重し
げ
、
秩
父
一
族
の
畠

山
重し

げ
忠た
だ
、
河
越
重し
げ
頼よ
り
、
江
戸
重し
げ
長な
が
ら
関
東
の
武
将
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
、
十
月
六
日
、
頼
朝

は
参
陣
し
た
数
万
騎
を
率
い
て
、
相
模
国
の
鎌
倉
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ほ
ど
、
短
期
間
に
頼
朝
が
関
東
の
武
士
を
糾
合
で
き
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
間
に
、（
何
か
と
自
分
た
ち

に
不
公
平
な
）
平
氏
政
権
へ
の
不
満
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
状
況
に
一
番
驚
い
た
の
は
、
あ
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る
い
は
頼
朝
自
身
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
改
め
て
認
識
し
た
に
違
い
な
い
。「
源
氏
の
貴
種
」
と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
の
絶
大
な
る
値
打
を
。

頼
朝
の
怒
涛
の
勢
い
に
、
石
橋
山
の
合
戦
で
頼
朝
を
攻
め
た
、
平
氏
方
の
武
将
た
ち
も
続
々
と
投
降
し
始
め
た
。
同

月
末
に
は
、
大
庭
景
親
・
河
村
義よ
し
秀ひ
で
・
荻
野
俊と
し
重し
げ
ら
も
頼
朝
に
降
伏
し
、
臣
従
を
願
い
出
た
。
し
か
し
頼
朝
は
、
そ
れ

を
認
め
ず
景
親
と
俊
重
は
処
刑
し
て
い
る
。

義
秀
だ
け
は
大
庭
景か
げ
義よ
し
（
大
庭
景
親
の
兄
で
、
弟
と
袂
を
分
か
ち
、
一
貫
し
て
頼
朝
に
従
っ
て
い
た
）
に
預
け
ら
れ
、

十
年
後
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
流や
ぶ
さ
め
鏑
馬
の
妙
技
を
披
露
し
た
こ
と
に
よ
り
、
頼
朝
に
罪
を
許
さ
れ
て
い
る
（
正
に
芸
が
身
を

助
け
た
の
だ
）。

と
も
あ
れ
、
生
殺
与
奪
の
権
を
手
に
し
た
頼
朝
は
、
そ
の
快
感
に
酔
い
し
れ
、
お
そ
ら
く
生
涯
そ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
梶
原
景
時
で
あ
る
。
石
橋
山
の
合
戦
で
頼
朝
を
見
逃
し
た
景
時
は
、
同
年

十
二
月
に
土
肥
実
平
を
通
じ
て
頼
朝
に
降
伏
、
翌
養よ
う
和わ

元
年
（
一
一
八
一
）
一
月
、
頼
朝
に
対
面
し
、
御
家
人
に
取
り

立
て
ら
れ
た
。

頼
朝
は
洞
窟
で
の
景
時
の
言
葉
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
景
時
の
思
惑
は
ま
ん
ま
と
達
せ
ら
れ
た
わ
け
だ

が
、
景
時
が
こ
こ
で
命
拾
い
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
の
ち
彼
の
「
讒ざ
ん
言げ
ん
ぐ
せ
」
に
よ
っ
て
、
多
く
の
血
が
流
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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③ 

富
士
川
の
戦
い
～
逆
効
果
だ
っ
た
善
意
の
情
報
提
供
～

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
六
日
、鎌
倉
に
入
っ
た
頼
朝
は
、以
後
鎌
倉
に
拠
点
を
置
く
。
で
は
な
ぜ
、鎌
倉
だ
っ

た
の
か
。
鎌
倉
が
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
一
方
が
海
に
面
し
た
要
害
・
要
衝
の
地
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
大
き
な
理

由
の
一
つ
だ
っ
た
。
加
え
て
鎌
倉
は
、
河
内
源
氏
の
二
代
目
棟
梁
・
源
頼よ
り
義よ
し
の
時
代
か
ら
、
同
氏
と
深
い
関
わ
り
の
あ

る
場
所
で
も
あ
っ
た
。

頼
義
は
、長ち
ょ
う
元げ
ん
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
「
平
忠た
だ
常つ
ね
の
乱
」
鎮
圧
の
功
に
よ
り
、相さ
が
み
の模
守か
み
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

鎌
倉
の
豪
族
・
平
直な
お
方か
た
に
そ
の
器
量
を
称
賛
さ
れ
て
、
娘
婿
に
迎
え
ら
れ
、
鎌
倉
の
地
を
譲
ら
れ
た
。

頼
義
は
、
源
氏
の
氏
神
で
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
を
鎌
倉

に
勧か
ん

請じ
ょ
う
し
て
、由ゆ

比い

若わ
か
宮み
や
（
鶴
岡
八
幡
宮
の
前
身
）
と
し
、

以
来
、
頼
朝
の
父
・
義
朝
に
至
る
ま
で
、
鎌
倉
は
河
内
源

氏
の
本
拠
地
と
な
っ
て
い
た
の
だ
（
義
朝
は
京
都
と
鎌
倉

の
間
を
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
た
よ
う
で
、
義
朝
の
妻
妾

に
、
鎌
倉
と
京
都
を
結
ぶ
東
海
道
沿
線
の
地
の
遊
女
が
多

く
い
る
の
は
、
そ
の
証
拠
と
い
わ
れ
る
）。

頼
朝
が
鎌
倉
へ
入
っ
た
五
日
後
の
十
月
十
一
日
、
妻
・

政
子
が
鎌
倉
に
到
着
し
て
い
る
。
前
後
し
て
大
倉
郷
に
御

由井若宮（元八幡）（鎌倉市材木座）

第一章　平氏討伐まで
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校
注
・
訳
：
梶
原
正
昭
『
新
編
　
日
本
古
典
文
学
全
集
六
十
二
　
義
経
記
』
小
学
館	

二
〇
〇
〇
年

訳
：
田
中
幸
江
・
緑
川
新
『
完
訳
　
源
平
盛
衰
記
４
』
勉
誠
出
版	

二
〇
〇
五
年

後
深
草
院
二
条
（
訳
：
佐
々
木
和
歌
子
）『
と
は
ず
が
た
り
』
光
文
社	

二
〇
一
九
年

校
注
：
弓
削
繁
『
六
代
勝
事
記
・
五
代
帝
王
物
語
』
三
弥
井
書
店	

二
〇
〇
〇
年

川
添
昭
二
『
北
条
時
宗
』
吉
川
弘
文
館	

二
〇
〇
一
年

渡
辺
保
『
北
条
政
子
』
吉
川
弘
文
館	

一
九
六
一
年

上
横
手
雅
敬
『
北
条
泰
時
』
吉
川
弘
文
館	

一
九
五
八
年

永
井
晋
『
金
沢
貞
顕
』
吉
川
弘
文
館	

二
〇
〇
三
年

木
村
英
一
『
鎌
倉
時
代
公
武
関
係
と
六
波
羅
探
題
』
清
文
堂
出
版	

二
〇
一
六
年

伊
藤
邦
彦
『「
建
久
四
年
曽
我
事
件
」
と
初
期
鎌
倉
幕
府
』
岩
田
書
院	

二
〇
一
八
年

石
井
清
文
『
鎌
倉
幕
府
連
署
制
の
研
究
』
岩
田
書
院	

二
〇
二
〇
年

長
村
祥
知
『
中
世
公
武
関
係
と
承
久
の
乱
』
吉
川
弘
文
館	

二
〇
一
五
年

村
井
章
介
『
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来
』
東
京
日
本
放
送
出
版
協
会	

二
〇
〇
一
年
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