
　

「
鎌
倉
朝
日
」
４
５
０
号

　

「
鎌
倉
朝
日
」
４
５
０
号

を
記
念
し
た
映
画
上
映
会
Ⅱ

を
記
念
し
た
映
画
上
映
会
Ⅱ

が
９
月

が
９
月
1010
日
鎌
倉
生
涯
学
習

日
鎌
倉
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
、
ゲ
ス

セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
、
ゲ
ス

ト
ト
ー
ク
に
出
演
。
鎌
倉
を

ト
ト
ー
ク
に
出
演
。
鎌
倉
を

舞
台
と
し
た
小
津
安
二
郎
監

舞
台
と
し
た
小
津
安
二
郎
監

督
の
「
麦
秋
」
を
は
じ
め
と

督
の
「
麦
秋
」
を
は
じ
め
と

す
る
作
品
の
鑑
賞
方
法
や
時

す
る
作
品
の
鑑
賞
方
法
や
時

代
背
景
を
軽
妙
に
語
り
、
詰

代
背
景
を
軽
妙
に
語
り
、
詰

め
か
け
た
聴
衆
の
笑
い
を
た

め
か
け
た
聴
衆
の
笑
い
を
た

び
た
び
誘
っ
た
。
鎌
倉
が
舞

び
た
び
誘
っ
た
。
鎌
倉
が
舞

台
の
代
表
作
の
小
説
『
季
節

台
の
代
表
作
の
小
説
『
季
節

の
記
憶
』
の
紹
介
も
し
た
。

の
記
憶
』
の
紹
介
も
し
た
。

　

外
国
航
路
の
貨
物
船
、
タ

　

外
国
航
路
の
貨
物
船
、
タ

ン
カ
ー
の
「
船
乗
り
」
の
長

ン
カ
ー
の
「
船
乗
り
」
の
長

男
と
し
て
山
梨
県
で
生
ま
れ

男
と
し
て
山
梨
県
で
生
ま
れ

た
。
３
歳
の
時
に
鎌
倉
に
移

た
。
３
歳
の
時
に
鎌
倉
に
移

り
住
ん
だ
。
「
船
が
寄
港
す

り
住
ん
だ
。
「
船
が
寄
港
す

る
横
浜
に
家
を
探
し
た
が
適

る
横
浜
に
家
を
探
し
た
が
適

当
な
と
こ
ろ
が
見
つ
か
ら

当
な
と
こ
ろ
が
見
つ
か
ら

ず
、
鎌
倉
に
な
っ
た
」
。

ず
、
鎌
倉
に
な
っ
た
」
。

　

鎌
倉
市
立
第
一
小
学
校
か

　

鎌
倉
市
立
第
一
小
学
校
か

ら
栄
光
学
園
中
学
、
高
校
へ

ら
栄
光
学
園
中
学
、
高
校
へ

進
む
。
大
学
は
文
学
部
へ
入

進
む
。
大
学
は
文
学
部
へ
入

り
た
か
っ
た
が
、
親
の
希
望

り
た
か
っ
た
が
、
親
の
希
望

は
政
経
学
部
だ
っ
た
。
「
将

は
政
経
学
部
だ
っ
た
。
「
将

来
は
作
家
に
な
り
た
い
」
。

来
は
作
家
に
な
り
た
い
」
。

大
江
健
三
郎
や
開
高
健
の
作

大
江
健
三
郎
や
開
高
健
の
作

品
を
愛
読
。
尊
敬
す
る
国
語

品
を
愛
読
。
尊
敬
す
る
国
語

の
先
生
に
相
談
す
る
と
、
ジ

の
先
生
に
相
談
す
る
と
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
気
質
を

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
気
質
を

理
由
に
政
経
学
部
を
勧
め
ら

理
由
に
政
経
学
部
を
勧
め
ら

れ
、
早
稲
田
大
学
の
同
学
部

れ
、
早
稲
田
大
学
の
同
学
部

に
進
学
。
１
９
９
０
年
、『
群

に
進
学
。
１
９
９
０
年
、『
群

像
』
に
発
表
し
た
『
プ
レ
ー

像
』
に
発
表
し
た
『
プ
レ
ー

ン
ソ
ン
グ
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。

ン
ソ
ン
グ
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。

『
こ
の
人
の

『
こ
の
人
の
閾い

き
い
き

』で
芥
川
賞
を

』で
芥
川
賞
を

受
賞
。
友
人
で
あ
る「
ぼ
く
」

受
賞
。
友
人
で
あ
る「
ぼ
く
」

を
視
点
に
、
平
凡
な
女
性
の

を
視
点
に
、
平
凡
な
女
性
の

日
常
を
描
い
た
。「
軽
快
で
清

日
常
を
描
い
た
。「
軽
快
で
清

新
な
読
後
感
が
あ
る
」
。
選

新
な
読
後
感
が
あ
る
」
。
選

考
委
員
の
大
江
健
三
郎
さ
ん

考
委
員
の
大
江
健
三
郎
さ
ん

の
選
評
で
あ
る
。

の
選
評
で
あ
る
。

　

代
表
作
で
、
谷
崎
潤
一
郎

　

代
表
作
で
、
谷
崎
潤
一
郎

賞
、
平
林
た
い
子
賞
を
受
け

賞
、
平
林
た
い
子
賞
を
受
け

た
『
季
節
の
記
憶
』
は
、
鎌

た
『
季
節
の
記
憶
』
は
、
鎌

倉
・
稲
村
ガ
崎
を
舞
台
に
父

倉
・
稲
村
ガ
崎
を
舞
台
に
父

と
息
子
、
便
利
屋
の
兄
と
妹

と
息
子
、
便
利
屋
の
兄
と
妹

の
日
々
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間

の
日
々
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間

と
移
り
ゆ
く
季
節
を
描
い

と
移
り
ゆ
く
季
節
を
描
い

た
。
横
須
賀
線
の
下
り
電
車

た
。
横
須
賀
線
の
下
り
電
車

が
北
鎌
倉
駅
と
鎌
倉
駅
の
間

が
北
鎌
倉
駅
と
鎌
倉
駅
の
間

の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
緑

の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
緑

に
包
ま
れ
る
感
じ
で
「
陶

に
包
ま
れ
る
感
じ
で
「
陶

然
」
と
な
る
。
作
品
に
は
こ

然
」
と
な
る
。
作
品
に
は
こ

う
し
た
鎌
倉
の
四
季
が
書
き

う
し
た
鎌
倉
の
四
季
が
書
き

込
ま
れ
る
。

込
ま
れ
る
。

　

映
画
と
の
か
か
わ
り
は
高

　

映
画
と
の
か
か
わ
り
は
高

校
時
代
。
の
ち
に
映
画
監
督

校
時
代
。
の
ち
に
映
画
監
督

と
な
る
同
級
生
の
長
崎
俊
一

と
な
る
同
級
生
の
長
崎
俊
一

が
自
主
制
作
す
る
８
ミ
リ
映

が
自
主
制
作
す
る
８
ミ
リ
映

画
に
出
演
。
大
学
は
映
画
サ

画
に
出
演
。
大
学
は
映
画
サ

ー
ク
ル
に
所
属
。
ゲ
ス
ト
ト

ー
ク
ル
に
所
属
。
ゲ
ス
ト
ト

ー
ク
で
は
、
同
日
上
映
さ
れ

ー
ク
で
は
、
同
日
上
映
さ
れ

た
「
麦
秋
」
を
中
心
に
「
晩

た
「
麦
秋
」
を
中
心
に
「
晩

春
」「
東
京
物
語
」「
秋
日
和
」

春
」「
東
京
物
語
」「
秋
日
和
」

「
秋
刀
魚
の
味
」
に
登
場
す

「
秋
刀
魚
の
味
」
に
登
場
す

る
鎌
倉
の
風
景
、
俳
優
の
年

る
鎌
倉
の
風
景
、
俳
優
の
年

齢
構
成
、
時
代
背
景
な
ど
を

齢
構
成
、
時
代
背
景
な
ど
を

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
語
っ
た
。

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
語
っ
た
。

　

作
家
活
動
に
つ
い
て
は

　

作
家
活
動
に
つ
い
て
は

「
構
え
な
い
で
読
ん
で
欲
し

「
構
え
な
い
で
読
ん
で
欲
し

い
小
説
を
書
き
た
い
。
こ
の

い
小
説
を
書
き
た
い
。
こ
の

姿
勢
は
小
津
の
思
想
と
同

姿
勢
は
小
津
の
思
想
と
同

じ
。
今
後
も
鎌
倉
の
こ
と
は

じ
。
今
後
も
鎌
倉
の
こ
と
は

書
く
だ
ろ
う
」
。
近
作
の

書
く
だ
ろ
う
」
。
近
作
の

『
未
明
の
闘
争
』
『
朝
露
通

『
未
明
の
闘
争
』
『
朝
露
通

信
』
で
も
鎌
倉
が
描
か
れ
て

信
』
で
も
鎌
倉
が
描
か
れ
て

い
る
。
実
家
が
あ
る
長
谷
の

い
る
。
実
家
が
あ
る
長
谷
の

商
店
会
が
発
行
す
る
フ
リ
ー

商
店
会
が
発
行
す
る
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
「
か
ま
く
ら
長
谷

ペ
ー
パ
ー
「
か
ま
く
ら
長
谷

の
市
か
わ
ら
版
」
（
年
４
回

の
市
か
わ
ら
版
」
（
年
４
回

発
行
）
に
毎
回
コ
ラ
ム
を
寄

発
行
）
に
毎
回
コ
ラ
ム
を
寄

せ
る
。
東
京
・
世
田
谷
に
妻

せ
る
。
東
京
・
世
田
谷
に
妻

と
愛
猫
と
住
む
。
妻
の
清
水

と
愛
猫
と
住
む
。
妻
の
清
水

み
ち
さ
ん
は
英
文
学
者
で
昭

み
ち
さ
ん
は
英
文
学
者
で
昭

和
女
子
大
学
人
間
文
化
学
部

和
女
子
大
学
人
間
文
化
学
部

の
講
師
。

の
講
師
。
5959
歳
。
歳
。

 

文
・
写
真　

浅
田
勁

文
・
写
真　

浅
田
勁

　

耳
だ
れ
が
出
た
、
耳
が
痛

　

耳
だ
れ
が
出
た
、
耳
が
痛

い
、
耳
が
詰
ま
る
、
聞
こ
え

い
、
耳
が
詰
ま
る
、
聞
こ
え

が
悪
い
と
い
っ
た
症
状
を
訴

が
悪
い
と
い
っ
た
症
状
を
訴

え
て
来
院
さ
れ
る
患
者
さ
ん

え
て
来
院
さ
れ
る
患
者
さ
ん

の
場
合
、
考
え
ら
れ
る
病
名

の
場
合
、
考
え
ら
れ
る
病
名

は
、
急
性
外
耳
炎
、
急
性
中

は
、
急
性
外
耳
炎
、
急
性
中

耳
炎
、
外
耳
道
湿
疹
、
外
耳

耳
炎
、
外
耳
道
湿
疹
、
外
耳

道
真
菌
症
、
耳
垢
塞
栓
な
ど

道
真
菌
症
、
耳
垢
塞
栓
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

が
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
耳
が
日
常
的

　

と
り
わ
け
、
耳
が
日
常
的

に
痒
い
た
め
に
、
つ
い
綿
棒

に
痒
い
た
め
に
、
つ
い
綿
棒

や
耳
か
き
を
し
す
ぎ
て
し
ま

や
耳
か
き
を
し
す
ぎ
て
し
ま

い
、
結
果
的
に
外
耳
道
の
皮

い
、
結
果
的
に
外
耳
道
の
皮

膚
を
搔
き
壊
し
、
炎
症
を
自

膚
を
搔
き
壊
し
、
炎
症
を
自

ら
引
き
起
こ
す
ケ
ー
ス
が
非

ら
引
き
起
こ
す
ケ
ー
ス
が
非

常
に
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ

常
に
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
症
状
を
な
ん
と

し
て
、
そ
の
症
状
を
な
ん
と

か
し
よ
う
と
、
さ
ら
に
自
分

か
し
よ
う
と
、
さ
ら
に
自
分

で
い
じ
り
続
け
、
状
態
の
悪

で
い
じ
り
続
け
、
状
態
の
悪

化
を
招
い
た
り
、
ま
た
、
耳

化
を
招
い
た
り
、
ま
た
、
耳

垢
を
取
ろ
う
と
し
て
逆
に
耳

垢
を
取
ろ
う
と
し
て
逆
に
耳

垢
を
奥
へ
奥
へ
と
押
し
込
ん

垢
を
奥
へ
奥
へ
と
押
し
込
ん

で
し
ま
う
ケ
ー
ス
や
、
湿
っ

で
し
ま
う
ケ
ー
ス
や
、
湿
っ

た
耳
垢
や
耳
だ
れ
な
ど
を
培

た
耳
垢
や
耳
だ
れ
な
ど
を
培

地
に
し
て
、
外
耳
道
に
カ
ビ

地
に
し
て
、
外
耳
道
に
カ
ビ

が
繁
殖
し
て
し
ま
う
外
耳
道

が
繁
殖
し
て
し
ま
う
外
耳
道

真
菌
症
に
ま
で
至
る
ケ
ー
ス

真
菌
症
に
ま
で
至
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。

も
あ
り
ま
す
。

　

耳
の
中
は
、
ご
自
身
の
目

　

耳
の
中
は
、
ご
自
身
の
目

で
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な

で
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
器
官
で
す
の
で
、
い
じ
り

い
器
官
で
す
の
で
、
い
じ
り

す
ぎ
て
ご
自
身
で
病
態
の
悪

す
ぎ
て
ご
自
身
で
病
態
の
悪

化
を
招
く
可
能
性
が
高
い
の

化
を
招
く
可
能
性
が
高
い
の

で
す
。
い
じ
り
す
ぎ
て
も
だ

で
す
。
い
じ
り
す
ぎ
て
も
だ

め
、
い
じ
ら
な
す
ぎ
も
だ

め
、
い
じ
ら
な
す
ぎ
も
だ

め
、
何
事
も
ほ
ど
ほ
ど
で
。

め
、
何
事
も
ほ
ど
ほ
ど
で
。

　

耳
に
違
和
感
を
感
じ
た
場

　

耳
に
違
和
感
を
感
じ
た
場

合
に
は
、
自
己
判
断
せ
ず
に

合
に
は
、
自
己
判
断
せ
ず
に

お
近
く
の
耳
鼻
咽
喉
科
専
門

お
近
く
の
耳
鼻
咽
喉
科
専
門

医
へ
の
受
診
を
お
勧
め
し
ま

医
へ
の
受
診
を
お
勧
め
し
ま

す
。
す
。

浜
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院
院
長

浜
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院
院
長

　

鎌
倉
市
大
船
１
―

　

鎌
倉
市
大
船
１
―
2323
―
3131

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・
4646
・
２
３
３
６

・
２
３
３
６

　

あ
れ
だ
け
ギ
ラ
ギ
ラ
と
照
り

　

あ
れ
だ
け
ギ
ラ
ギ
ラ
と
照
り

つ
け
て
い
た
太
陽
が
影
を
潜

つ
け
て
い
た
太
陽
が
影
を
潜

め
、
空
や
風
や
雨
に
秋
の
気
配

め
、
空
や
風
や
雨
に
秋
の
気
配

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２

０
１
６
年
の
夏
も
、
終
わ
り
を

０
１
６
年
の
夏
も
、
終
わ
り
を

迎
え
つ
つ
あ
る
。

迎
え
つ
つ
あ
る
。

　

鎌
倉
て
ら
こ
や
で
は
、
８
月

　

鎌
倉
て
ら
こ
や
で
は
、
８
月

に
「
建
長
寺
合
宿
」
と
、
「
妙

に
「
建
長
寺
合
宿
」
と
、
「
妙

本
寺
合
宿
」
＝

本
寺
合
宿
」
＝
写
真
写
真
＝
の
お
寺

＝
の
お
寺

合
宿
を
２
回
実
施
し
、
子
ど
も

合
宿
を
２
回
実
施
し
、
子
ど
も

・
保
護
者
・
ス
タ
ッ
フ
合
わ
せ

・
保
護
者
・
ス
タ
ッ
フ
合
わ
せ

て
４
５
０
人
以
上
が
参
加
し

て
４
５
０
人
以
上
が
参
加
し

た
。
た
。

　

特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

　

特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

朝
ご
飯
を
食
べ
る
、
あ
る
男
の

朝
ご
飯
を
食
べ
る
、
あ
る
男
の

子
と
男
子
学
生
の
姿
だ
。
男
の

子
と
男
子
学
生
の
姿
だ
。
男
の

子
は
お
か
ゆ
が
苦
手
ら
し
く
、

子
は
お
か
ゆ
が
苦
手
ら
し
く
、

な
か
な
か
箸
を
進
め
る
こ
と
が

な
か
な
か
箸
を
進
め
る
こ
と
が

し
が
っ
て
い
た
の
で
、
最
後
ま

し
が
っ
て
い
た
の
で
、
最
後
ま

で
「
食
べ
き
る
」
体
験
を
し
て

で
「
食
べ
き
る
」
体
験
を
し
て

欲
し
か
っ
た
と
の
こ
と
。
ゆ
っ

欲
し
か
っ
た
と
の
こ
と
。
ゆ
っ

く
り
と
、
男
の
子
の
ペ
ー
ス
に

く
り
と
、
男
の
子
の
ペ
ー
ス
に

合
わ
せ
て
、
励
ま
し
、
見
守
り

合
わ
せ
て
、
励
ま
し
、
見
守
り

続
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
最
後

続
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
最
後

の
一
口
を
頬
張
り
、
手
を
合
わ

の
一
口
を
頬
張
り
、
手
を
合
わ

せ
、
二
人
で
「
ご
ち
そ
う
さ
ま

せ
、
二
人
で
「
ご
ち
そ
う
さ
ま

で
し
た
！
」
と
声
を
挙
げ
た
。

で
し
た
！
」
と
声
を
挙
げ
た
。

空
の
食
器
を
誇
ら
し
げ
に
見
せ

空
の
食
器
を
誇
ら
し
げ
に
見
せ

つ
け
る
、
得
意
満
面
の
笑
顔
が

つ
け
る
、
得
意
満
面
の
笑
顔
が

ま
ぶ
し
か
っ
た
。

ま
ぶ
し
か
っ
た
。

　

合
宿
後
の
お
子
さ
ん
の
様
子

　

合
宿
後
の
お
子
さ
ん
の
様
子

を
、
保
護
者
に
尋
ね
る
と
、

を
、
保
護
者
に
尋
ね
る
と
、

「
ご
飯
前
に
、
お
経
を
唱
え
て

「
ご
飯
前
に
、
お
経
を
唱
え
て

い
ま
す
」「
た
く
あ
ん
で
洗
鉢
し

い
ま
す
」「
た
く
あ
ん
で
洗
鉢
し

た
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
」

た
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
」

と
、
食
事
に
関
す
る
お
話
を
し

と
、
食
事
に
関
す
る
お
話
を
し

て
下
さ
る
こ
と
が
多
い
。
普
段

て
下
さ
る
こ
と
が
多
い
。
普
段

は
何
気
な
く
過
ご
し
が
ち
な
食

は
何
気
な
く
過
ご
し
が
ち
な
食

事
と
、
し
っ
か
り
と
向
き
合
う

事
と
、
し
っ
か
り
と
向
き
合
う

特
別
な
体
験
は
、
子
ど
も
た
ち

特
別
な
体
験
は
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
印
象
深
い
よ
う
だ
。

に
と
っ
て
印
象
深
い
よ
う
だ
。

　

秋
、
冬
を
越
え
、
春
が
過
ぎ

　

秋
、
冬
を
越
え
、
春
が
過
ぎ

れ
ば
、
ま
た
夏
が
や
っ
て
く

れ
ば
、
ま
た
夏
が
や
っ
て
く

る
。
し
か
し
、
２
０
１
６
年
の

る
。
し
か
し
、
２
０
１
６
年
の

夏
は
、
今
年
し
か
や
っ
て
こ
な

夏
は
、
今
年
し
か
や
っ
て
こ
な

い
。
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
一

い
。
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
一

人
ひ
と
り
と
の
、
そ
の
瞬
間
を

人
ひ
と
り
と
の
、
そ
の
瞬
間
を

大
切
に
し
て
向
き
合
い
、
最
善

大
切
に
し
て
向
き
合
い
、
最
善

を
尽
く
す
こ
と
。
そ
う
し
た
関

を
尽
く
す
こ
と
。
そ
う
し
た
関

わ
り
か
ら
育
ま
れ
た
思
い
出

わ
り
か
ら
育
ま
れ
た
思
い
出

が
、
子
ど
も
た
ち
の
胸
の
中
に

が
、
子
ど
も
た
ち
の
胸
の
中
に

刻
ま
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ

刻
ま
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ

れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。

れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
合
宿
が
実
施
で
き

　

こ
う
し
た
合
宿
が
実
施
で
き

て
い
る
の
も
、
お
寺
の
皆
様
を

て
い
る
の
も
、
お
寺
の
皆
様
を

は
じ
め
、
合
宿
へ
と
お
関
わ
り

は
じ
め
、
合
宿
へ
と
お
関
わ
り

頂
い
た
全
て
の
皆
さ
ま
の
お
力

頂
い
た
全
て
の
皆
さ
ま
の
お
力

の
賜
物
に
他
な
ら
な
い
。
改
め

の
賜
物
に
他
な
ら
な
い
。
改
め

て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・
8484
・
９
７
４
６

・
９
７
４
６

（
平
日

（
平
日
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時
）
時
）

h
ttp
:/
/
k
a
m
a
k
u
ra
-

h
ttp
:/
/
k
a
m
a
k
u
ra
-

terakoya.net/
terakoya.net/

で
き
な
い
。
食
事
の
時
間
が
終

で
き
な
い
。
食
事
の
時
間
が
終

っ
て
も
、
食
べ
き
れ
ず
に
い
る

っ
て
も
、
食
べ
き
れ
ず
に
い
る

男
の
子
の
隣
で
、
一
人
の
男
子

男
の
子
の
隣
で
、
一
人
の
男
子

学
生
が
、
そ
っ
と
寄
り
添
っ
て

学
生
が
、
そ
っ
と
寄
り
添
っ
て

い
た
。
後
で
話
を
聞
く
と
、
昨

い
た
。
後
で
話
を
聞
く
と
、
昨

晩
も
食
べ
き
れ
ず
男
の
子
が
悔

晩
も
食
べ
き
れ
ず
男
の
子
が
悔

　

鎌
倉
ら
し
い
風
景
を
鎌
倉

　

鎌
倉
ら
し
い
風
景
を
鎌
倉

石
が
演
出
し
て
い
る
例
が
あ

石
が
演
出
し
て
い
る
例
が
あ

る
。
古
い
五
輪
塔
や
宝
篋
印

る
。
古
い
五
輪
塔
や
宝
篋
印

塔
、
杉
本
寺
の
す
り
減
っ
た

塔
、
杉
本
寺
の
す
り
減
っ
た

石
段
、
妙
法
寺
の
苔
の
石
段

石
段
、
妙
法
寺
の
苔
の
石
段

な
ど
で
あ
る
。
河
川
の
側
溝

な
ど
で
あ
る
。
河
川
の
側
溝

に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

鎌
倉
石
は
、
家
屋
の
礎

　

鎌
倉
石
は
、
家
屋
の
礎

石
、
束
石
、
土
留
、
石
垣
、

石
、
束
石
、
土
留
、
石
垣
、

石
塀
、
門
柱
、
か
ま
ど
、
流

石
塀
、
門
柱
、
か
ま
ど
、
流

し
、
井
戸
枠
な
ど
さ
ま
ざ
ま

し
、
井
戸
枠
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
用
途
に
使
わ
れ
て
き
た
。

な
用
途
に
使
わ
れ
て
き
た
。

供
給
地
は
鎌
倉
の
各
所
の
石

供
給
地
は
鎌
倉
の
各
所
の
石

切
り
場
で
、
地
元
の
石
屋

切
り
場
で
、
地
元
の
石
屋

（
石
材
店
）
が
山
切
り
や
加

（
石
材
店
）
が
山
切
り
や
加

工
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
石

工
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
石

切
り
場
は
十
二
所
、
浄
明

切
り
場
は
十
二
所
、
浄
明

寺
、
二
階
堂
、
名
越
、
極
楽

寺
、
二
階
堂
、
名
越
、
極
楽

寺
、
山
ノ
内
、
今
泉
、
腰
越

寺
、
山
ノ
内
、
今
泉
、
腰
越

な
ど
に
あ
っ
た
。

な
ど
に
あ
っ
た
。

　

「
鎌
倉
石
」
の
呼
称
は
旧

　

「
鎌
倉
石
」
の
呼
称
は
旧

鎌
倉
郡
産
の
石
材
の
総
称

鎌
倉
郡
産
の
石
材
の
総
称

で
、
藤
沢
市
の
村
岡
地
区
や

で
、
藤
沢
市
の
村
岡
地
区
や

片
瀬
地
区
な
ど
の
石
も
鎌
倉

片
瀬
地
区
な
ど
の
石
も
鎌
倉

石
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

石
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
葉
山
方
面
の
地
石

　

一
方
、
葉
山
方
面
の
地
石

震
災
前
が
盛
ん
で
、
職
人
が

震
災
前
が
盛
ん
で
、
職
人
が

つ
る
は
し
一
本
で
作
業
し
て

つ
る
は
し
一
本
で
作
業
し
て

い
た
。
そ
の
後
は
大
谷
石
な

い
た
。
そ
の
後
は
大
谷
石
な

ど
の
普
及
も
あ
っ
て
衰
退
し

ど
の
普
及
も
あ
っ
て
衰
退
し

て
い
る
。
明
治
・
大
正
期
の

て
い
る
。
明
治
・
大
正
期
の

別
荘
の
所
在
を
確
認
す
る
際

別
荘
の
所
在
を
確
認
す
る
際

ン
ト
ル
ピ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

ン
ト
ル
ピ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

豊
島
屋
の
銘
菓「
き
ざ
は
し
」

豊
島
屋
の
銘
菓「
き
ざ
は
し
」

（
求
肥
）は
鎌
倉
石
を
イ
メ
ー

（
求
肥
）は
鎌
倉
石
を
イ
メ
ー

ジ
し
包
装
紙
に
も
鎌
倉
石
が

ジ
し
包
装
紙
に
も
鎌
倉
石
が

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
。

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
。

　

鎌
倉
石
の
採
掘
は
大
正
の

　

鎌
倉
石
の
採
掘
は
大
正
の

は
「
佐
島
石
」
と
呼
ば
れ
て

は
「
佐
島
石
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
現
、
横
須
賀
市
の
佐

い
る
。
現
、
横
須
賀
市
の
佐

島
地
区
に
供
給
地
（
石
切
り

島
地
区
に
供
給
地
（
石
切
り

場
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

場
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
何
れ
も
軟
石
で
、
花
崗

る
。
何
れ
も
軟
石
で
、
花
崗

岩
系
の
堅
石
と
は
異
な
り
、

岩
系
の
堅
石
と
は
異
な
り
、

佐
島
石
の
方
が
組
成
が
荒
い

佐
島
石
の
方
が
組
成
が
荒
い

感
じ
が
す
る
。
鎌
倉
石
は
火

感
じ
が
す
る
。
鎌
倉
石
は
火

や
水
に
強
い
の
が
特
徴
で
、

や
水
に
強
い
の
が
特
徴
で
、

流
し
や
か
ま
ど
な
ど
に
使
わ

流
し
や
か
ま
ど
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
た
。

れ
て
い
た
。

　

鎌
倉
山
に
は
鎌
倉
石
の
マ

　

鎌
倉
山
に
は
鎌
倉
石
の
マ

爪
で
削
れ
る

爪
で
削
れ
る

固
さ
。
粟
石

固
さ
。
粟
石

の
呼
称
も
あ

の
呼
称
も
あ

り
、
粟
状
の

り
、
粟
状
の

細
砂
の
凝
灰

細
砂
の
凝
灰

質
砂
岩
で
、

質
砂
岩
で
、

に
は
一
種
の
残
像
と
し
て
鎌

に
は
一
種
の
残
像
と
し
て
鎌

倉
石
の
有
無
が
役
に
立
つ
こ

倉
石
の
有
無
が
役
に
立
つ
こ

と
も
あ
る
。
建
築
素
材
は
時

と
も
あ
る
。
建
築
素
材
は
時

代
の
編
年
指
標
と
な
る
か
ら

代
の
編
年
指
標
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
昭
和

で
あ
る
。
昭
和
4040
年
代
の

年
代
の

「
古
都
保
存
法
」
施
行
後
、

「
古
都
保
存
法
」
施
行
後
、

採
掘
は
全
く
行
わ
れ
な
く
な

採
掘
は
全
く
行
わ
れ
な
く
な

り
、
新
た
な
供
給
は
な
く
な

り
、
新
た
な
供
給
は
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
、
鎌
倉
石
の

っ
た
。
し
か
し
、
鎌
倉
石
の

風
情
を
求
め
る
需
要
は
現
在

風
情
を
求
め
る
需
要
は
現
在

も
あ
り
、
古
い
建
築
現
場
な

も
あ
り
、
古
い
建
築
現
場
な

ど
の
は
ず
し
石
が
再
利
用
さ

ど
の
は
ず
し
石
が
再
利
用
さ

れ
て
い
る
。
地
元
の
素
材
を

れ
て
い
る
。
地
元
の
素
材
を

使
っ
た
景
観
は
風
土
に
な
じ

使
っ
た
景
観
は
風
土
に
な
じ

む
と
言
え
る
。
石
切
り
場
の

む
と
言
え
る
。
石
切
り
場
の

痕
跡
は
今
も
鎌
倉
の
各
所
に

痕
跡
は
今
も
鎌
倉
の
各
所
に

残
る
が
、
石
切
り
の
風
景
は

残
る
が
、
石
切
り
の
風
景
は

失
わ
れ
て
い
る
。

失
わ
れ
て
い
る
。

　

是
非
皆
様
に
ご
紹
介
し
た
い

　

是
非
皆
様
に
ご
紹
介
し
た
い

日
本
人
の
女
性
医
師
が
い
ま

日
本
人
の
女
性
医
師
が
い
ま

す
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人

す
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人

「
ミ
ャ
ン
マ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ク

「
ミ
ャ
ン
マ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ク

リ
ニ
ッ
ク
と
菜
園
の
会
」
代
表

リ
ニ
ッ
ク
と
菜
園
の
会
」
代
表

・
名
知
仁
子
氏
で
す
＝

・
名
知
仁
子
氏
で
す
＝
写
真
写
真
。

　

１
９
６
３
年
新
潟
生
ま
れ
。

　

１
９
６
３
年
新
潟
生
ま
れ
。

１
９
８
９
年
日
本
医
科
大
学
第

１
９
８
９
年
日
本
医
科
大
学
第

一
内
科
医
局
入
局
。
１
９
９
４

一
内
科
医
局
入
局
。
１
９
９
４

年
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
本
に
あ
っ

年
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
本
に
あ
っ

た
「
も
し
あ
な
た
の
愛
を
誰
か

た
「
も
し
あ
な
た
の
愛
を
誰
か

に
与
え
ら
れ
た
ら
そ
れ
は
あ
な

に
与
え
ら
れ
た
ら
そ
れ
は
あ
な

た
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
一

た
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
一

節
に
感
銘
を
受
け
る
と
同
時

節
に
感
銘
を
受
け
る
と
同
時

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
疑
問

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
疑
問

を
感
じ
、
国
際
医
療
を
志
す
。

を
感
じ
、
国
際
医
療
を
志
す
。

２
０
０
２
年
国
境
な
き
医
師
団

２
０
０
２
年
国
境
な
き
医
師
団

の
登
録
を
経
て
、
海
外
医
療
援

の
登
録
を
経
て
、
海
外
医
療
援

助
活
動
に
初
参
加
。
２
０
０
８

助
活
動
に
初
参
加
。
２
０
０
８

年
医
療
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な

年
医
療
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な

い
ま
ま
暮
ら
す
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

い
ま
ま
暮
ら
す
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

人
々
の
た
め
に
医
療
ク
リ
ニ
ッ

人
々
の
た
め
に
医
療
ク
リ
ニ
ッ

ク
と
菜
園
を
つ
く
り
、
自
立
循

ク
と
菜
園
を
つ
く
り
、
自
立
循

環
型
の
援
助
を
提
供
で
き
る
よ

環
型
の
援
助
を
提
供
で
き
る
よ

う
単
独
で
任
意
団
体
「
ミ
ャ
ン

う
単
独
で
任
意
団
体
「
ミ
ャ
ン

マ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク
菜
園
開
設
基

マ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク
菜
園
開
設
基

金
」
を
設
立
。
２
０
１
２
年

金
」
を
設
立
。
２
０
１
２
年

「
ミ
ャ
ン
マ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

「
ミ
ャ
ン
マ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

ク
リ
ニ
ッ
ク
と
菜
園
の
会
」
が

ク
リ
ニ
ッ
ク
と
菜
園
の
会
」
が

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
し
て

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
し
て

認
定
を
受
け
、
正
式
に
発
足
。

認
定
を
受
け
、
正
式
に
発
足
。

団
体
代
表
に
就
任
し
、
現
在
に

団
体
代
表
に
就
任
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。

至
っ
て
い
ま
す
。

　

名
知
仁
子
先
生
の
講
演
会
が

　

名
知
仁
子
先
生
の
講
演
会
が

開
催
さ
れ
ま
す
。「
命
の
現
場
」

開
催
さ
れ
ま
す
。「
命
の
現
場
」

で
日
々
戦
う
名
知
先
生
の
真
実

で
日
々
戦
う
名
知
先
生
の
真
実

の
講
話
を
多
く
の
方
々
と
分
か

の
講
話
を
多
く
の
方
々
と
分
か

ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

1111
月
1414
日（
月
）

日（
月
）1818
時
半
、
鎌

時
半
、
鎌

倉
芸
術
館
３
階
集
会
室
。
会
費

倉
芸
術
館
３
階
集
会
室
。
会
費

千
円
。
懇
親
会
別
途
２
千
円
。

千
円
。
懇
親
会
別
途
２
千
円
。

◇　
　
◇　
　

◇

　

＊
毎
週
火
曜
日
朝
６
時
半
か

　

＊
毎
週
火
曜
日
朝
６
時
半
か

ら
由
比
ガ
浜
公
会
堂
で
モ
ー
ニ

ら
由
比
ガ
浜
公
会
堂
で
モ
ー
ニ

ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
開
催
中
。

ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
開
催
中
。

　

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
事
務
局

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
事
務
局

☎
０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
３

☎
０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
３

℻  ℻  
０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
４

０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
４

　

東
京
の
台
所
と
も
い
え
る
築

　

東
京
の
台
所
と
も
い
え
る
築

地
市
場
の
移
転
先
豊
洲
で
、
思

地
市
場
の
移
転
先
豊
洲
で
、
思

わ
ぬ
問
題
が
浮
上
し
て
い
ま

わ
ぬ
問
題
が
浮
上
し
て
い
ま

す
。
す
。

　

常
日
頃
か
ら
「
食
の
安
全
」

　

常
日
頃
か
ら
「
食
の
安
全
」

に
は
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た

に
は
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た

は
ず
の
日
本
人
が
、
何
か
軌
道

は
ず
の
日
本
人
が
、
何
か
軌
道

を
は
ず
し
始
め
て
い
る
よ
う
な

を
は
ず
し
始
め
て
い
る
よ
う
な

危
機
感
を
覚
え
ま
す
。
そ
れ
は

危
機
感
を
覚
え
ま
す
。
そ
れ
は

多
分
「
食
に
対
す
る
緊
張
感
の

多
分
「
食
に
対
す
る
緊
張
感
の

欠
如
」
か
ら
来
て
い
る
の
で
は

欠
如
」
か
ら
来
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？
！

な
い
で
し
ょ
う
か
？
！

　

世
界
の
ど
こ
か
で
、
今
も
飢

　

世
界
の
ど
こ
か
で
、
今
も
飢

え
で
命
を
落
と
し
て
い
く
子
供

え
で
命
を
落
と
し
て
い
く
子
供

た
ち
が
い
ま
す
。
日
常
の
暮
ら

た
ち
が
い
ま
す
。
日
常
の
暮
ら

し
で
さ
え
も
衛
生
面
が
脅
か
さ

し
で
さ
え
も
衛
生
面
が
脅
か
さ

れ
、
安
心
し
て
飲
み
水
さ
え
も

れ
、
安
心
し
て
飲
み
水
さ
え
も

飲
め
な
い
人
々
が
い
ま
す
。
私

飲
め
な
い
人
々
が
い
ま
す
。
私

達
は
、
今
一
度
「
命
の
尊
さ
」

達
は
、
今
一
度
「
命
の
尊
さ
」

を
本
気
で
考
え
る
岐
路
に
立
つ

を
本
気
で
考
え
る
岐
路
に
立
つ

べ
き
で
は
な
い
の
か
と
思
う
の

べ
き
で
は
な
い
の
か
と
思
う
の

で
す
。

で
す
。

　

武
家
の
古
都
鎌
倉
に
あ
る
武
術
は
流
鏑
馬
だ
け
で
は
な
い
。
古

　

武
家
の
古
都
鎌
倉
に
あ
る
武
術
は
流
鏑
馬
だ
け
で
は
な
い
。
古

武
術
―
柳
生
新
陰
流
、
宮
本
武
蔵
が
若
い
時
に
創
流
し
た
円
明

武
術
―
柳
生
新
陰
流
、
宮
本
武
蔵
が
若
い
時
に
創
流
し
た
円
明

流
、
貫
流
槍
術
、
そ
れ
に
鎌
倉
に
関
係
の
深
い
静
流
自
在
剣
（
ナ

流
、
貫
流
槍
術
、
そ
れ
に
鎌
倉
に
関
係
の
深
い
静
流
自
在
剣
（
ナ

ギ
ナ
タ
）
が
今
も
し
っ
か
り
と
息
づ
き
、
生
活
と
と
も
に
あ
る
。

ギ
ナ
タ
）
が
今
も
し
っ
か
り
と
息
づ
き
、
生
活
と
と
も
に
あ
る
。

　

春
風
館
関
東
支
部
長
、
柳
生
新
陰
流
師
範
・
赤
羽
根
龍
夫
さ
ん

　

春
風
館
関
東
支
部
長
、
柳
生
新
陰
流
師
範
・
赤
羽
根
龍
夫
さ
ん

に
う
か
が
っ
た
。

に
う
か
が
っ
た
。

　

―

　

―
赤
羽
根
さ
ん
は
文
学
の

赤
羽
根
さ
ん
は
文
学
の

研
究
を
さ
れ
て
い
る
方
（
神

研
究
を
さ
れ
て
い
る
方
（
神

奈
川
歯
科
大
学
名
誉
教
授
、

奈
川
歯
科
大
学
名
誉
教
授
、

「
鎌
倉
朝
日
」に
「
文
学
つ
れ

「
鎌
倉
朝
日
」に
「
文
学
つ
れ

づ
れ
」を
連
載
中
。
近
著
を

づ
れ
」を
連
載
中
。
近
著
を

纏
め
『
作
家
の
心
を
旅
す
る

纏
め
『
作
家
の
心
を
旅
す
る

・
鎌
倉
文
学
散
歩
』＝
冬
花
社

・
鎌
倉
文
学
散
歩
』＝
冬
花
社

＝
を
発
刊
）
と
認
識
し
て
い

＝
を
発
刊
）
と
認
識
し
て
い

ま
し
た
が
、
他
方
で
武
道
を

ま
し
た
が
、
他
方
で
武
道
を

究
め
て
お
ら
れ
る
。
ど
の
よ

究
め
て
お
ら
れ
る
。
ど
の
よ

う
な
お
考
え
か
ら
で
す
か
。

う
な
お
考
え
か
ら
で
す
か
。

　

実
は
私
の
家
系
は
、
江
戸

　

実
は
私
の
家
系
は
、
江
戸

時
代
に
は
幕
府
の
御
家
人
で

時
代
に
は
幕
府
の
御
家
人
で

し
て
、
剣
術
の
師
範
を
し
て

し
て
、
剣
術
の
師
範
を
し
て

い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
関
係

い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
関
係

か
ら
子
ど
も
の
頃
か
ら
武
術

か
ら
子
ど
も
の
頃
か
ら
武
術

に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
し

に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
し

た
。
一
方
、
大
学
で
は
哲
学

た
。
一
方
、
大
学
で
は
哲
学

科
に
入
学
し
ま
し
た
。

科
に
入
学
し
ま
し
た
。

　

―

　

―
書
か
れ
て
い
る
文
章
に

書
か
れ
て
い
る
文
章
に

よ
り
ま
す
と
「
武
道
遍
歴
の

よ
り
ま
す
と
「
武
道
遍
歴
の

後
春
風
館
道
場
の
門
人
と
な

後
春
風
館
道
場
の
門
人
と
な

り
」と
あ
り
ま
す
が
、最
初
か

り
」と
あ
り
ま
す
が
、最
初
か

ら
春
風
館
道
場
の
門
人
と
し

ら
春
風
館
道
場
の
門
人
と
し

て
武
術
の
技
を
磨
い
て
き
た

て
武
術
の
技
を
磨
い
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
。

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
。

　

哲
学
の
分
野
に
身
体
論
が

　

哲
学
の
分
野
に
身
体
論
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
関
わ
り
か

あ
り
ま
す
。
そ
の
関
わ
り
か

ら
日
本
人
の
身
体
に
興
味
を

ら
日
本
人
の
身
体
に
興
味
を

持
ち
、
日
本
の
武
術
の
研
究

持
ち
、
日
本
の
武
術
の
研
究

を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

「
江
戸
時
代
の
武
士
の
武
術

「
江
戸
時
代
の
武
士
の
武
術

と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
テ

と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
テ

ー
マ
を
立
て
研
究
し
始
め
ま

ー
マ
を
立
て
研
究
し
始
め
ま

し
た
。

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
以
降
ほ
と

　

と
こ
ろ
が
明
治
以
降
ほ
と

ん
ど
の
武
術
が
ス
ポ
ー
ツ
化

ん
ど
の
武
術
が
ス
ポ
ー
ツ
化

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
伝

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
伝

統
的
日
本
の
武
術
で
は
な
く

統
的
日
本
の
武
術
で
は
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
本
当

な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
本
当

の
武
術
と
は
ど
う
い
う
も
の

の
武
術
と
は
ど
う
い
う
も
の

な
ん
だ
ろ
う
」
と
あ
れ
こ
れ

な
ん
だ
ろ
う
」
と
あ
れ
こ
れ

調
べ
て
い
る
と
、
名
古
屋
に

調
べ
て
い
る
と
、
名
古
屋
に

あ
る
春
風
館
道
場
の
柳
生
新

あ
る
春
風
館
道
場
の
柳
生
新

陰
流
が
江
戸
時
代
に
使
わ
れ

陰
流
が
江
戸
時
代
に
使
わ
れ

て
い
た
ま
ま
に
引
き
継
が
れ

て
い
た
ま
ま
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
武
術
だ
と
い
う
こ
と

て
い
る
武
術
だ
と
い
う
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。「
こ
れ
だ

が
分
か
り
ま
し
た
。「
こ
れ
だ

！
」
と
思
い
す
ぐ
さ
ま
そ
れ

！
」
と
思
い
す
ぐ
さ
ま
そ
れ

ま
で
や
っ
て
き
た
武
術
を
全

ま
で
や
っ
て
き
た
武
術
を
全

て
捨
て
て
入
門
し
ま
し
た
。

て
捨
て
て
入
門
し
ま
し
た
。

　

―

　

―
春
風
館
入
門
以
前
の
遍

春
風
館
入
門
以
前
の
遍

歴
に
つ
い
て
お
話
を
。

歴
に
つ
い
て
お
話
を
。

　

高
校
で
は
最
初
は
剣
道
部

　

高
校
で
は
最
初
は
剣
道
部

に
入
っ
た
の
で
す
が
、
た
ま

に
入
っ
た
の
で
す
が
、
た
ま

た
ま
読
ん
だ
宮
本
武
蔵
が
書

た
ま
読
ん
だ
宮
本
武
蔵
が
書

い
た『
五
輪
書
』に
「
か
か
と

い
た『
五
輪
書
』に
「
か
か
と

を
強
く
踏
ん
で
、
常
に
歩
む

を
強
く
踏
ん
で
、
常
に
歩
む

が
ご
と
し
」と
あ
り
ま
し
た
。

が
ご
と
し
」と
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
の
剣
道
で
は
か

と
こ
ろ
が
今
の
剣
道
で
は
か

か
と
を
上
げ
て
飛
び
込
む
の

か
と
を
上
げ
て
飛
び
込
む
の

で
す
。
そ
れ
で
は
人
は
実
戦

で
す
。
そ
れ
で
は
人
は
実
戦

で
戦
う
こ
と
も
切
る
こ
と
も

で
戦
う
こ
と
も
切
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

理
由
か
ら
、
伝
統
の
型
が
残

理
由
か
ら
、
伝
統
の
型
が
残

っ
て
い
る
武
術
を
探
し
て
い

っ
て
い
る
武
術
を
探
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
剣
道
・
居
合
道

た
と
こ
ろ
、
剣
道
・
居
合
道

・
大
東
流
合
気
柔
術（
目
録

・
大
東
流
合
気
柔
術（
目
録

を
取
得
）・
大
坪
伝
新
陰
流
を

を
取
得
）・
大
坪
伝
新
陰
流
を

経
て
春
風
館
道
場
の
柳
生
新

経
て
春
風
館
道
場
の
柳
生
新

陰
流
に
出
会
っ
た
の
で
す
。

陰
流
に
出
会
っ
た
の
で
す
。

　

―

　

―
柳
生
新
陰
流
と
は
ど
の

柳
生
新
陰
流
と
は
ど
の

よ
う
な
武
道
で
し
ょ
う
か
。

よ
う
な
武
道
で
し
ょ
う
か
。

　

秀
吉
の
時
代
、
柳
生
宗

　

秀
吉
の
時
代
、
柳
生
宗

厳
、
宗
矩
親
子
が
徳
川
家
康

厳
、
宗
矩
親
子
が
徳
川
家
康

に
出
会
っ
て
無
刀
取
り
を
披

に
出
会
っ
て
無
刀
取
り
を
披

露
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
徳
川

露
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
徳
川

家
康
の
信
頼
を
得
て
、
徳
川

家
康
の
信
頼
を
得
て
、
徳
川

家
の
御
家
流
に
な
り
ま
し

家
の
御
家
流
に
な
り
ま
し

た
。
新
陰
流
の
「
陰
」
と
は

た
。
新
陰
流
の
「
陰
」
と
は

「
心
」
と
い
う
意
味
で
す
。

「
心
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
先
を
懸
け
て

　

そ
れ
ま
で
は
先
を
懸
け
て

切
り
あ
っ
て
力
の
強
い
方
が

切
り
あ
っ
て
力
の
強
い
方
が

勝
っ
た
だ
け
で
し
た
。
新
陰

勝
っ
た
だ
け
で
し
た
。
新
陰

流
は
、
そ
れ
よ
り
は
切
り
あ

流
は
、
そ
れ
よ
り
は
切
り
あ

い
の
心
が
大
事
だ
と
い
う
こ

い
の
心
が
大
事
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
新
陰
流
で
一
番
重

と
で
す
。
新
陰
流
で
一
番
重

要
な
の
は
「
敵
に
従
っ
て
勝

要
な
の
は
「
敵
に
従
っ
て
勝

つ
」
こ
と
。
普
通
は
自
分
の

つ
」
こ
と
。
普
通
は
自
分
の

力
で
勝
と
う
と
し
ま
す
が
、

力
で
勝
と
う
と
し
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
く
相
手
が
打
っ

そ
う
で
は
な
く
相
手
が
打
っ

て
き
た
と
こ
ろ
を
心
を
読
ん

て
き
た
と
こ
ろ
を
心
を
読
ん

で
、
隙
を
斬
れ
ば
必
ず
勝

で
、
隙
を
斬
れ
ば
必
ず
勝

つ
。
「
我
が
勝
ち
は
敵
に
あ

つ
。
「
我
が
勝
ち
は
敵
に
あ

り
」
で
す
。
家
康
は
、
そ
こ

り
」
で
す
。
家
康
は
、
そ
こ

を
評
価
し
て
御
家
流
と
し
ま

を
評
価
し
て
御
家
流
と
し
ま

し
た
。
天
下
を
泰
平
に
導
く

し
た
。
天
下
を
泰
平
に
導
く

た
め
に
剣
術
を
「
殺
人
剣
」

た
め
に
剣
術
を
「
殺
人
剣
」

か
ら
人
を
活
か
す
剣
、
「
活

か
ら
人
を
活
か
す
剣
、
「
活

人
剣
思
想
」
へ
と
導
く
た
め

人
剣
思
想
」
へ
と
導
く
た
め

で
す
。

で
す
。
1010
月
４
日
（
火
）
午

月
４
日
（
火
）
午

後
1010
時
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｅ
テ

時
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｅ
テ

レ
で
放
送
さ
れ
る
『
知
恵

レ
で
放
送
さ
れ
る
『
知
恵

泉
』
泉
』
「
柳
生
宗
矩
」
で
、
私

「
柳
生
宗
矩
」
で
、
私

が
そ
の
辺
の
話
を
し
ま
す
。

が
そ
の
辺
の
話
を
し
ま
す
。

　

―

　

―
円
明
流
と
は
。

円
明
流
と
は
。

　

宮
本
武
蔵
が
開
祖
と
な
る

　

宮
本
武
蔵
が
開
祖
と
な
る

円
明
流
が
春
風
館
道
場
に
秘

円
明
流
が
春
風
館
道
場
に
秘

か
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
の

か
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
の

で
す
。
そ
れ
を
私
が
世
に
紹

で
す
。
そ
れ
を
私
が
世
に
紹

介
し
た
の
で
す
。

介
し
た
の
で
す
。

　

円
明
流
と
は
、
宮
本
武
蔵

　

円
明
流
と
は
、
宮
本
武
蔵

の
創
始
し
た
有
名
な
二
刀
流

の
創
始
し
た
有
名
な
二
刀
流

の
こ
と
で
す
。
「
二
天
一

の
こ
と
で
す
。
「
二
天
一

流
」
と
い
う
呼
称
で
有
名
で

流
」
と
い
う
呼
称
で
有
名
で

す
が
そ
れ
は
晩
年
の
こ
と

す
が
そ
れ
は
晩
年
の
こ
と

で
、
武
蔵
は

で
、
武
蔵
は
2929
歳
ま
で
に

歳
ま
で
に
6060

回
戦
い
全
て
勝
ち
ま
し
た

回
戦
い
全
て
勝
ち
ま
し
た

が
、
そ
の
頃
は
「
円
明
流
」

が
、
そ
の
頃
は
「
円
明
流
」

で
し
た
。

で
し
た
。

　

宮
本
武
蔵
と
尾
張
柳
生
の

　

宮
本
武
蔵
と
尾
張
柳
生
の

柳
生
兵
庫
助
は
名
古
屋
で
交

柳
生
兵
庫
助
は
名
古
屋
で
交

流
が
あ
り
、
そ
の
密
接
な
関

流
が
あ
り
、
そ
の
密
接
な
関

係
は
そ
の
後
も
春
風
館
道
場

係
は
そ
の
後
も
春
風
館
道
場

に
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

に
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　

―
赤

　

―
赤
羽
根
さ
ん
の
息
子
さ

羽
根
さ
ん
の
息
子
さ

ん
の
こ
と
を
以
前
本
紙
「
ひ

ん
の
こ
と
を
以
前
本
紙
「
ひ

と
」
欄
で
読
み
ま
し
た
が
。

と
」
欄
で
読
み
ま
し
た
が
。

　

赤
羽
根
大
介
は
、
館
長
の

　

赤
羽
根
大
介
は
、
館
長
の

武
術
の
素
晴
ら
し
さ
に
傾
倒

武
術
の
素
晴
ら
し
さ
に
傾
倒

し
、
名
古
屋
に
熱
心
に
通

し
、
名
古
屋
に
熱
心
に
通

い
、
柳
生
新
陰
流
や
槍
術
な

い
、
柳
生
新
陰
流
や
槍
術
な

ど
を
将
来
的
に
関
東
地
区
で

ど
を
将
来
的
に
関
東
地
区
で

受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
円

受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
円

明
流
十
七
代
継
承
者
に
任
命

明
流
十
七
代
継
承
者
に
任
命

さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

―

　

―
尾
張
貫
流
槍
術
と
は
。

尾
張
貫
流
槍
術
と
は
。

　

春
風
館
道
場
は
、
表
看
板

　

春
風
館
道
場
は
、
表
看
板

は
尾
張
貫
流
槍
術
の
道
場
で

は
尾
張
貫
流
槍
術
の
道
場
で

し
た
。
貫
流
と
は
、
槍
に
管

し
た
。
貫
流
と
は
、
槍
に
管

を
つ
け
て
切
っ
先
を
鉄
砲
玉

を
つ
け
て
切
っ
先
を
鉄
砲
玉

の
よ
う
に
飛
び
出
さ
せ
る
。

の
よ
う
に
飛
び
出
さ
せ
る
。

そ
う
い
う
武
術
で
、
刀
で
切

そ
う
い
う
武
術
で
、
刀
で
切

る
よ
り
だ
ん
ぜ
ん
早
い
わ
け

る
よ
り
だ
ん
ぜ
ん
早
い
わ
け

で
す
。
こ
こ
の
道
場
の
人
た

で
す
。
こ
こ
の
道
場
の
人
た

ち
は
槍
を
中
心
に
稽
古
を
し

ち
は
槍
を
中
心
に
稽
古
を
し

て
い
ま
し
た
。
春
風
館
は
総

て
い
ま
し
た
。
春
風
館
は
総

合
武
術
の
道
場
で
す
。
そ
し

合
武
術
の
道
場
で
す
。
そ
し

て
そ
の
中
に
静
流
自
在
剣
も

て
そ
の
中
に
静
流
自
在
剣
も

あ
り
ま
し
た
。

あ
り
ま
し
た
。

　

―

　

―
自
在
剣
と
は
。

自
在
剣
と
は
。

　

自
由
自
在
の
自
在
で

　

自
由
自
在
の
自
在
で

す
。
つ
ま
り
、
い
か
よ

す
。
つ
ま
り
、
い
か
よ

う
に
も
自
由
に
使
え
る

う
に
も
自
由
に
使
え
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
元

と
い
う
こ
と
で
す
。
元

々
は
、
刀
に
長
い
棒
を

々
は
、
刀
に
長
い
棒
を

付
け
た
、
薙
刀
の
原
型

付
け
た
、
薙
刀
の
原
型

の
よ
う
な
も
の
で
す
。

の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

―

　

―
自
在
剣
を
静
流
と
呼
ぶ

自
在
剣
を
静
流
と
呼
ぶ

の
は
。

の
は
。

　

源
義
経
が
静
御
前
に
教
え

　

源
義
経
が
静
御
前
に
教
え

た
と
さ
れ
る
薙
刀
だ
か
ら
で

た
と
さ
れ
る
薙
刀
だ
か
ら
で

す
。
義
経
は
、
若
少
の
頃
は

す
。
義
経
は
、
若
少
の
頃
は

京
都
の
鞍
馬
に
幽
閉
さ
れ
て

京
都
の
鞍
馬
に
幽
閉
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
僧
か

い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
僧
か

ら
剣
術
を
習
い
ま
し
た
。
義

ら
剣
術
を
習
い
ま
し
た
。
義

経
が
静
御
前
に
護
身
術
と
し

経
が
静
御
前
に
護
身
術
と
し

て
教
え
た
の
が
静
流
自
在
剣

て
教
え
た
の
が
静
流
自
在
剣

で
す
。
そ
の
自
在
剣
が
神
戸

で
す
。
そ
の
自
在
剣
が
神
戸

家
に
伝
わ
っ
て
残
っ
て
い
た

家
に
伝
わ
っ
て
残
っ
て
い
た

の
で
す
。
神
戸
家
は
、
元
は

の
で
す
。
神
戸
家
は
、
元
は

伊
賀
の
城
主
で
し
た
。
後
に

伊
賀
の
城
主
で
し
た
。
後
に

滅
び
ま
す
が
、
神
戸
家
自
体

滅
び
ま
す
が
、
神
戸
家
自
体

は
そ
の
後
も
残
り
、
静
流
自

は
そ
の
後
も
残
り
、
静
流
自

在
剣
が
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。

在
剣
が
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
末
裔
神
戸
金
七
が
春
風

そ
の
末
裔
神
戸
金
七
が
春
風

館
の
初
代
館
長
で
す
。

館
の
初
代
館
長
で
す
。

　

義
経
と
静
は
鎌
倉
に
縁
が

　

義
経
と
静
は
鎌
倉
に
縁
が

深
い
の
で
、
静
流
自
在
剣
を

深
い
の
で
、
静
流
自
在
剣
を

ぜ
ひ
と
も
鎌
倉
の
人
た
ち
に

ぜ
ひ
と
も
鎌
倉
の
人
た
ち
に

伝
え
る
よ
う
に
と
い
う
加
藤

伝
え
る
よ
う
に
と
い
う
加
藤

現
館
長
の
指
示
を
受
け
て
私

現
館
長
の
指
示
を
受
け
て
私

た
ち
関
東
支
部
が
普
及
活
動

た
ち
関
東
支
部
が
普
及
活
動

を
続
け
て
い
ま
す
。

を
続
け
て
い
ま
す
。

　

―

　

―
現
代
に
お
い
て
武
術
を

現
代
に
お
い
て
武
術
を

究
め
る
こ
と
の
意
義
は
。

究
め
る
こ
と
の
意
義
は
。

　

古
武
術
は
、
命
を
賭
け
た

　

古
武
術
は
、
命
を
賭
け
た

戦
い
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

戦
い
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
そ
こ
に
は
日
本
人

で
す
か
ら
そ
こ
に
は
日
本
人

の
体
使
い
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

の
体
使
い
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
勿
論
、

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
勿
論
、

今
は
戦
い
の
な
い
時
代
で
す

今
は
戦
い
の
な
い
時
代
で
す

か
ら
実
用
の
た
め
で
は
あ
り

か
ら
実
用
の
た
め
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
構
え
、
動

ま
せ
ん
が
、
そ
の
構
え
、
動

き
に
含
ま
れ
て
い
る
体
使
い

き
に
含
ま
れ
て
い
る
体
使
い

に
は
現
代
人
に
有
効
な
、
日

に
は
現
代
人
に
有
効
な
、
日

本
人
に
と
っ
て
伝
え
て
ゆ
く

本
人
に
と
っ
て
伝
え
て
ゆ
く

べ
き
重
要
な
体
使
い
が
残
っ

べ
き
重
要
な
体
使
い
が
残
っ

て
い
ま
す
。
最
近
そ
の
あ
た

て
い
ま
す
。
最
近
そ
の
あ
た

り
を
テ
ー
マ
に
『
古
武
術

り
を
テ
ー
マ
に
『
古
武
術

「
仙
骨
操
法
」
の
ス
ス
メ
』

「
仙
骨
操
法
」
の
ス
ス
メ
』

（
Ｂ
Ａ
Ｂ
ジ
ャ
パ
ン
刊
）
を

（
Ｂ
Ａ
Ｂ
ジ
ャ
パ
ン
刊
）
を

出
版
し
ま
し
た
。

出
版
し
ま
し
た
。

　

―

　

―
今
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
よ

今
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
よ

り
早
く
よ
り
高
く
で
し
ょ

り
早
く
よ
り
高
く
で
し
ょ

う
。
う
。

　

古
武
術
は
身
体
の
自
然
な

　

古
武
術
は
身
体
の
自
然
な

動
き
を
重
視
す
る
の
で
ス
ポ

動
き
を
重
視
す
る
の
で
ス
ポ

ー
ツ
に
多
い
腰
痛
や
膝
痛
な

ー
ツ
に
多
い
腰
痛
や
膝
痛
な

ど
の
健
康
障
害
は
あ
り
ま
せ

ど
の
健
康
障
害
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
の
稽
古
会
に
は
目
録

ん
。
私
の
稽
古
会
に
は
目
録

を
得
た
師
範
が
７
人
い
る
の

を
得
た
師
範
が
７
人
い
る
の

で
、
武
術
の
極
意
を
求
め
る

で
、
武
術
の
極
意
を
求
め
る

若
者
だ
け
で
な
く
、
児
童
か

若
者
だ
け
で
な
く
、
児
童
か

ら
高
齢
者
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の

ら
高
齢
者
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の

目
的
に
応
じ
て
お
教
え
す
る

目
的
に
応
じ
て
お
教
え
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

―

　

―
私
も
や
っ
て
み
よ
う
と

私
も
や
っ
て
み
よ
う
と

い
う
と
き
に
は
ど
う
す
れ
ば

い
う
と
き
に
は
ど
う
す
れ
ば

い
い
で
す
か
。

い
い
で
す
か
。

　

鎌
倉
で
は
、
鎌
倉
体
育
館

　

鎌
倉
で
は
、
鎌
倉
体
育
館

で
日
曜
日
、
見
田
記
念
体
育

で
日
曜
日
、
見
田
記
念
体
育

館
で
は
主
に
水
曜
日
に
稽
古

館
で
は
主
に
水
曜
日
に
稽
古

を
し
て
い
ま
す
。
藤
沢
で
は

を
し
て
い
ま
す
。
藤
沢
で
は

三
笠
宮
記
念
館
で
主
に
土
曜

三
笠
宮
記
念
館
で
主
に
土
曜

日
に
、
横
須
賀
は
坂
本
コ
ミ

日
に
、
横
須
賀
は
坂
本
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
す
。

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
す
。

東
京
や
横
浜
で
も
開
い
て
い

東
京
や
横
浜
で
も
開
い
て
い

ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
「
新
陰
流

ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
「
新
陰
流

・
円
明
流
稽
古
会
」
を
検
索

・
円
明
流
稽
古
会
」
を
検
索

す
れ
ば
様
々
な
情
報
が
簡
単

す
れ
ば
様
々
な
情
報
が
簡
単

に
手
に
入
り
ま
す
。

に
手
に
入
り
ま
す
。

　

―

　

―
柳
生
新
陰
流
、円
明
流
、

柳
生
新
陰
流
、円
明
流
、

静
流
自
在
剣
を
ぜ
ひ
と
も
見

静
流
自
在
剣
を
ぜ
ひ
と
も
見

学
し
た
い
と
い
う
時
に
は
。

学
し
た
い
と
い
う
時
に
は
。

　

1010
月
2929
日
に
玉
縄
の
龍
寶

日
に
玉
縄
の
龍
寶

寺
で
開
催
さ
れ
る
「
第
四
回

寺
で
開
催
さ
れ
る
「
第
四
回

玉
縄
城
主
墓
前
祭
」
で
、

玉
縄
城
主
墓
前
祭
」
で
、
1111

月
３
日
に
東
京
の
明
治
神
宮

月
３
日
に
東
京
の
明
治
神
宮

で
、
で
、
1111
月
５
日
に
鶴
岡
八
幡

月
５
日
に
鶴
岡
八
幡

宮
で
開
催
さ
れ
る
「
鎌
倉
古

宮
で
開
催
さ
れ
る
「
鎌
倉
古

武
道
大
会
」
で
、
こ
の
紙
面

武
道
大
会
」
で
、
こ
の
紙
面

で
紹
介
し
た
武
術
の
演
武
が

で
紹
介
し
た
武
術
の
演
武
が

披
露
さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

披
露
さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

―

　

―
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ざ
い
ま
し
た
。

新
陰
流
・
円
明
流
稽
古
会

新
陰
流
・
円
明
流
稽
古
会
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歌
舞
伎
を
見
た
こ
と
が
な

　

歌
舞
伎
を
見
た
こ
と
が
な

い
方
で
も
、
「
娘
道
成
寺
」

い
方
で
も
、
「
娘
道
成
寺
」

や
「
勧
進
帳
」
な
ど
の
長
唄

や
「
勧
進
帳
」
な
ど
の
長
唄

の
名
曲
は
耳
に
し
た
こ
と
が

の
名
曲
は
耳
に
し
た
こ
と
が

あ
る
は
ず
。
長
唄
は
歌
舞
伎

あ
る
は
ず
。
長
唄
は
歌
舞
伎

の
伴
奏
音
楽
と
し
て
発
展
し

の
伴
奏
音
楽
と
し
て
発
展
し

て
き
た
音
楽
で
、
小
唄
、
端

て
き
た
音
楽
で
、
小
唄
、
端

唄
、
浄
瑠
璃
な
ど
を
習
得
す

唄
、
浄
瑠
璃
な
ど
を
習
得
す

る
に
も
長
唄
の
素
養
は
欠
か

る
に
も
長
唄
の
素
養
は
欠
か

せ
ず
、
三
味
線
を
習
う
な
ら

せ
ず
、
三
味
線
を
習
う
な
ら

「
ま
ず
長
唄
」
と
い
わ
れ
る
。

「
ま
ず
長
唄
」
と
い
わ
れ
る
。

　

1010
月
2323
日
（
日
）
午
後
２

日
（
日
）
午
後
２

時
〜
４
時
、
鎌
倉
婦
人
子
供

時
〜
４
時
、
鎌
倉
婦
人
子
供

会
館
で
、
杵
屋
会
の
杵
屋
勘

会
館
で
、
杵
屋
会
の
杵
屋
勘

志
津
さ
ん
が
指
導
す
る
教
室

志
津
さ
ん
が
指
導
す
る
教
室

風
景
を
公
開
す
る
。

風
景
を
公
開
す
る
。

　

勘
志
津
さ
ん
は
浅
草
生
ま

　

勘
志
津
さ
ん
は
浅
草
生
ま

味
線
方
・
六
世
杵
屋
勘
五
郎

味
線
方
・
六
世
杵
屋
勘
五
郎

さ
ん
に
入
門
し
、

さ
ん
に
入
門
し
、
4040
歳
で
師

歳
で
師

範
名
取
試
験
に
合
格
。
以

範
名
取
試
験
に
合
格
。
以

来
、
長
唄
の
普
及
を
目
指

来
、
長
唄
の
普
及
を
目
指

し
、
国
内
外
で
演
奏
活
動
の

し
、
国
内
外
で
演
奏
活
動
の

ほ
か
、
鎌
倉
に
教
室
を
持

ほ
か
、
鎌
倉
に
教
室
を
持

ち
、
後
進
の
指
導
に
も
力
を

ち
、
後
進
の
指
導
に
も
力
を

入
れ
て
い
る
。
初
心
者
に
も

入
れ
て
い
る
。
初
心
者
に
も

わ
か
り
や
す
く
、
個
性
を
伸

わ
か
り
や
す
く
、
個
性
を
伸

ば
す
、
楽
し
い
指
導
は
定
評

ば
す
、
楽
し
い
指
導
は
定
評

が
あ
る
。

が
あ
る
。

　

「
は
じ
め
よ
う
と
思
っ
た

　

「
は
じ
め
よ
う
と
思
っ
た

ら
ま
ず
は
体
験
に
い
ら
し
て

ら
ま
ず
は
体
験
に
い
ら
し
て

く
だ
さ
い
」と
勘
志
津
さ
ん
。

く
だ
さ
い
」と
勘
志
津
さ
ん
。

問
い
合
わ
せ
☎
０
４
６
７
・

問
い
合
わ
せ
☎
０
４
６
７
・

3131
・
８
６
８
５
、
０
８
０
・

・
８
６
８
５
、
０
８
０
・

３
４
６
１
・
９
４
７
０

３
４
６
１
・
９
４
７
０

れ
。
海
外
で

れ
。
海
外
で

の
生
活
で
日

の
生
活
で
日

本
の
文
化
を

本
の
文
化
を

伝
え
る
こ
と

伝
え
る
こ
と

の
大
切
さ
を

の
大
切
さ
を

実
感
し
、

実
感
し
、
3030

歳
を
す
ぎ
て

歳
を
す
ぎ
て

か
ら
長
唄
三

か
ら
長
唄
三

　

横
浜
在
住
の
戸
井
田
正
さ

　

横
浜
在
住
の
戸
井
田
正
さ

ん
（
ん
（
6363
）
が
定
年
を
機
に
、

）
が
定
年
を
機
に
、

1111
月
５
〜

月
５
〜
1313
日
鎌
倉
市
大
町

日
鎌
倉
市
大
町

の
戸
井
田
工
務
店
３
階
会
議

の
戸
井
田
工
務
店
３
階
会
議

室
で
、
長
年
収
集
し
て
き
た

室
で
、
長
年
収
集
し
て
き
た

版
画
や
ポ
ス
タ
ー
の
コ
レ
ク

版
画
や
ポ
ス
タ
ー
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
を
開
く
。

シ
ョ
ン
展
を
開
く
。

　

正
さ
ん
は
同
工
務
店
の
経

　

正
さ
ん
は
同
工
務
店
の
経

営
者
を
父
に
、
鎌
倉
で
生
ま

営
者
を
父
に
、
鎌
倉
で
生
ま

れ
育
ち
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
雪

れ
育
ち
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
雪

の
下
の
県
立
神
奈
川
近
代
美

の
下
の
県
立
神
奈
川
近
代
美

術
館
に
通
っ
て
絵
画
に
親
し

術
館
に
通
っ
て
絵
画
に
親
し

ん
で
い
た
と
い
う
。

ん
で
い
た
と
い
う
。

　

東
京
の
画
廊
で
長
谷
川
潔

　

東
京
の
画
廊
で
長
谷
川
潔

の
銅
版
画
を
入
手
し
た
の
を

の
銅
版
画
を
入
手
し
た
の
を

き
っ
か
け
に
、
休
日
は
国
内

き
っ
か
け
に
、
休
日
は
国
内

外
の
画
廊
巡
り
を
し
て
二
、

外
の
画
廊
巡
り
を
し
て
二
、

三
十
点
を
収
集
。
「
お
か
げ

三
十
点
を
収
集
。
「
お
か
げ

で
人
生
が
豊
か
に
な
っ
た
」

で
人
生
が
豊
か
に
な
っ
た
」

と
話
す
。

と
話
す
。

　

午
前

　

午
前
1111
時
〜
時
〜

午
後
５
時
、
会

午
後
５
時
、
会

期
中
は
本
人
が

期
中
は
本
人
が

会
場
で
対
応
し

会
場
で
対
応
し

て
く
れ
る
。

て
く
れ
る
。

　

問
い
合
わ
せ

　

問
い
合
わ
せ

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・

2424
・
７
７
７
７

・
７
７
７
７

鎌倉山３丁目にあった鎌倉山３丁目にあった
鎌倉石のマントルピース鎌倉石のマントルピース

杵屋勘志津さん杵屋勘志津さん

赤羽根龍夫　赤羽根龍夫　神奈川歯科大学神奈川歯科大学
名誉教授、春風館関東支部長名誉教授、春風館関東支部長

赤羽根大介　赤羽根大介　柳生新陰流・貫流槍柳生新陰流・貫流槍
術師範、尾張円明流十七代継承者術師範、尾張円明流十七代継承者

新陰流・円明流稽古会門人新陰流・円明流稽古会門人

静流薙刀稽古風景静流薙刀稽古風景

シ
ャ
ガ
ー
ル
の
ポ
ス
タ
ー

シ
ャ
ガ
ー
ル
の
ポ
ス
タ
ー

「
カ
ル
メ
ン　

音
楽
の
勝
利
」

「
カ
ル
メ
ン　

音
楽
の
勝
利
」

「鎌倉朝日」450号記念上映会

ゲストの芥川賞作家

さん保
ほ

坂
さ かさ か

和
か ずか ず

志
し

鎌
倉
石
の
石
切
り
場

鎌
倉
石
の
石
切
り
場

2929

島
本　

千
也

島
本　

千
也

2929

☆
鎌
倉
市
倫
理
法
人
会

☆
鎌
倉
市
倫
理
法
人
会 

通
信
通
信

歴
史
と
伝
統
の
あ
る
鎌
倉
を
梁
山
泊
に
！

4040

食
の
安
全
は
、命
を
守
る
・・
と
い
う
こ
と
！

い
じ
り
す
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か

い
じ
り
す
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か
？
耳
の
中

？
耳
の
中

日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
専
門
医

日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
専
門
医

濱
田　

彩
子

濱
田　

彩
子

9090

ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
！

ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
！

小
木
曽 

駿

剣
の
心
を
後
世
に

新
陰
流
・
円
明
流
稽
古
会

新
陰
流
・
円
明
流
稽
古
会

古
武
術
に
は
体
使
い
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

古
武
術
に
は
体
使
い
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

柳
生
新
陰
流

柳
生
新
陰
流　
武
術
と
心
理
学
が
合
体

　

武
術
と
心
理
学
が
合
体

円
明
流

円
明
流    
二
刀
で
勝
つ

二
刀
で
勝
つ

静
流
自
在
剣

静
流
自
在
剣　
義
経
が
静
御
前
に
伝
授

　

義
経
が
静
御
前
に
伝
授

古
武
道
で
心
と
体
を
健
康
に

古
武
道
で
心
と
体
を
健
康
に

日
本
の
伝
統
芸
能
に
ふ
れ
る
秋

日
本
の
伝
統
芸
能
に
ふ
れ
る
秋

趣
味
で
集
め
た
銘
品
紹
介

趣
味
で
集
め
た
銘
品
紹
介

長
唄
・
三
味
線　

親
睦
勉
強
会

長
唄
・
三
味
線　

親
睦
勉
強
会

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

　

■
日
向
建
設

日
向
建
設　
　

鎌
倉
市
大
船
１
―

　
　

鎌
倉
市
大
船
１
―
1515
―
３
―
３

　

☎

　

☎
０
４
６
７
・

０
４
６
７
・
4747
・
５
４
５
４

・
５
４
５
４　

 http://www.hyuuga.co.jp
http://www.hyuuga.co.jp

　

建
築
に
携
わ
る
者
と
し
て
何

　

建
築
に
携
わ
る
者
と
し
て
何

よ
り
欲
し
い
の
が
出
入
り
を
許

よ
り
欲
し
い
の
が
出
入
り
を
許

さ
れ
た
家
の
数
だ
と
思
っ
て
い

さ
れ
た
家
の
数
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
一
昔
前
ま
で
は
あ
る
程

ま
す
。
一
昔
前
ま
で
は
あ
る
程

度
の
家
に
は
必
ず
お
出
入
り
が

度
の
家
に
は
必
ず
お
出
入
り
が

許
さ
れ
る
人
が
決
ま
っ
て
い
ま

許
さ
れ
る
人
が
決
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
鳶
・
大
工
に
始
ま
り
、

し
た
。
鳶
・
大
工
に
始
ま
り
、

畳
・
左
官
・
植
木
職
、
ま
た
米

畳
・
左
官
・
植
木
職
、
ま
た
米

屋
・
酒
屋
・
肉
屋
・
魚
屋
と
生

屋
・
酒
屋
・
肉
屋
・
魚
屋
と
生

活
に
関
わ
る
全
て
に
、
お
出
入

活
に
関
わ
る
全
て
に
、
お
出
入

り
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

り
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

最
近
は
経
済
の
効
率
化
や
後

　

最
近
は
経
済
の
効
率
化
や
後

継
者
の
問
題
等
で
め
っ
き
り
少

継
者
の
問
題
等
で
め
っ
き
り
少

な
く
な
り
ま
し
た
。
見
掛
け
の

な
く
な
り
ま
し
た
。
見
掛
け
の

金
額
だ
け
を
売
り
物
に
チ
ラ
紙

金
額
だ
け
を
売
り
物
に
チ
ラ
紙

や
セ
ー
ル
ス
で
出
入
り
業
者
を

や
セ
ー
ル
ス
で
出
入
り
業
者
を

排
除
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
本

排
除
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
本

当
に
困
っ
た
時
に
誰
に
相
談
し

当
に
困
っ
た
時
に
誰
に
相
談
し

た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ

た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
沢
山
い

て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
沢
山
い

ま
す
。
業
者
の
方
も
一
旦
他
の

ま
す
。
業
者
の
方
も
一
旦
他
の

業
者
が
出
入
り
す
る
と
、
何
と

業
者
が
出
入
り
す
る
と
、
何
と

な
く
顔
を
出
し
に
く
く
な
り
縁

な
く
顔
を
出
し
に
く
く
な
り
縁

が
切
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

が
切
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
ま

　

も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
ま

せ
ん
か
、
一
回
限
り
の
付
き
合

せ
ん
か
、
一
回
限
り
の
付
き
合

い
で
な
く
、
近
く
で
何
時
も
見

い
で
な
く
、
近
く
で
何
時
も
見

守
っ
て
い
る
お
出
入
り
の
仕
組

守
っ
て
い
る
お
出
入
り
の
仕
組

み
。
家
の
中
、
生
活
の
中
に
入

み
。
家
の
中
、
生
活
の
中
に
入

る
仕
事
で
す
、
一
家
に
一
台
は

る
仕
事
で
す
、
一
家
に
一
台
は

車
で
す
が
、
一
家
に
一
人
は
親

車
で
す
が
、
一
家
に
一
人
は
親

身
に
な
っ
て
家
や
家
族
の
事
を

身
に
な
っ
て
家
や
家
族
の
事
を

考
え
て
く
れ
る
、
出
入
り
を
持

考
え
て
く
れ
る
、
出
入
り
を
持

つ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

高
齢
化
が
進
み
、
家
族
が
少

　

高
齢
化
が
進
み
、
家
族
が
少

な
く
な
っ
て
し
ま
い
事
件
や
事

な
く
な
っ
て
し
ま
い
事
件
や
事

故
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
住

故
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
住

宅
を
車
や
家
電
製
品
と
同
じ
工

宅
を
車
や
家
電
製
品
と
同
じ
工

業
製
品
と
し
て
扱
い
始
め
て
、

業
製
品
と
し
て
扱
い
始
め
て
、

無
く
し
て
し
ま
っ
た
〝
お
出
入

無
く
し
て
し
ま
っ
た
〝
お
出
入

り
″
を
復
活
し
て
い
た
だ
き
た

り
″
を
復
活
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

終
の
棲
み
家
を
考
え
る

終
の
棲
み
家
を
考
え
る

お
出
入
り
の
復
活

お
出
入
り
の
復
活
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朝日新聞の購読料は朝日新聞の購読料は
口座振替で口座振替で
・手数料は一切不要・手数料は一切不要
・手続き簡単・手続き簡単

ＡＳＡＡＳＡ

詳しくは最寄りの詳しくは最寄りの
ＡＳＡへお問合せをＡＳＡへお問合せを
・専業従業員・専業従業員
・婦人パート・婦人パート
・学生アルバイト・学生アルバイト

従業員募集従業員募集

２０１６年（平成２８年）10 月１日第451号 1部　108円 （４）（５）


