
　

＊

　

＊
過
去
を
消
さ
れ
た
墓
石

過
去
を
消
さ
れ
た
墓
石

　

鎌
倉
駅
近
く
に
日
蓮
宗
本

　

鎌
倉
駅
近
く
に
日
蓮
宗
本

山
・
本
覚
寺
が
あ
り
ま
す
。

山
・
本
覚
寺
が
あ
り
ま
す
。

大
町
か
ら
鎌
倉
駅
に
向
か
う

大
町
か
ら
鎌
倉
駅
に
向
か
う

人
た
ち
が
境
内
を
通
路
に
も

人
た
ち
が
境
内
を
通
路
に
も

利
用
し
、
新
年
に
は
「
十
日

利
用
し
、
新
年
に
は
「
十
日

え
び
す
」
の
祭
り
で
賑
わ
う

え
び
す
」
の
祭
り
で
賑
わ
う

開
放
的
な
お
寺
で
す
。

開
放
的
な
お
寺
で
す
。

　

こ
の
境
内
の
片
隅
に
気
に

　

こ
の
境
内
の
片
隅
に
気
に

な
る
墓
石
が
あ
り
ま
す
。
本

な
る
墓
石
が
あ
り
ま
す
。
本

堂
に
向
か
っ
て
左
、
墓
地
と

堂
に
向
か
っ
て
左
、
墓
地
と

本
堂
の
間
を
行
く
と
、
大
き

本
堂
の
間
を
行
く
と
、
大
き

な
タ
ブ
ノ
キ
の
根
元
に
石
仏

な
タ
ブ
ノ
キ
の
根
元
に
石
仏

や
石
塔
が
並
ん
で
い
ま
す
。

や
石
塔
が
並
ん
で
い
ま
す
。

中
に
石
の
如
意
輪
観
音
像
が

中
に
石
の
如
意
輪
観
音
像
が

座
っ
て
い
ま
す
。
細
面
で
美

座
っ
て
い
ま
す
。
細
面
で
美

形
、
ほ
お
杖
を
つ
い
た
観
音

形
、
ほ
お
杖
を
つ
い
た
観
音

で
す
が
、
思
い
煩
う
風
情
が

で
す
が
、
思
い
煩
う
風
情
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。

感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

元
は
江
戸
時
代
の
女
性
の

　

元
は
江
戸
時
代
の
女
性
の

墓
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、

墓
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、

舟
形
光
背
に
戒
名
や
没
年
を

舟
形
光
背
に
戒
名
や
没
年
を

記
す
文
字
が
あ
り
ま
せ
ん
。

記
す
文
字
が
あ
り
ま
せ
ん
。

表
面
に

表
面
に
鑿の

み
の
み

で
削
っ
た
跡
が
並

で
削
っ
た
跡
が
並

ん
で
い
ま
す
。
意
図
的
に
克

ん
で
い
ま
す
。
意
図
的
に
克

明
に
削
り
落
し
た
こ
と
が
明

明
に
削
り
落
し
た
こ
と
が
明

ら
か
で
す
。

ら
か
で
す
。

　

＊

　

＊
墓
石
と
庭
石
の
違
い

墓
石
と
庭
石
の
違
い

　

こ
の
墓
石
は

　

こ
の
墓
石
は
3030
年
以
上

年
以
上

前
、
市
内
の
住
宅
か
ら
移
さ

前
、
市
内
の
住
宅
か
ら
移
さ

れ
た
も
の
で
す
。
た
ま
た
ま

れ
た
も
の
で
す
。
た
ま
た
ま

本
覚
寺
の
お
手
伝
い
を
し
て

本
覚
寺
の
お
手
伝
い
を
し
て

　

鎌
倉
市
は
、
持
続
可
能
な

　

鎌
倉
市
は
、
持
続
可
能
な

開
発
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都

開
発
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都

市
と
し
て
、
国
（
内
閣
府
地

市
と
し
て
、
国
（
内
閣
府
地

方
創
生
推
進
事
務
局
）
か
ら

方
創
生
推
進
事
務
局
）
か
ら

選
定
さ
れ
た
。
全
国
で

選
定
さ
れ
た
。
全
国
で
1010
都

市
の
中
の
一
つ
。

市
の
中
の
一
つ
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
、
２
０
１

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
、
２
０
１

５
年
に
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で

５
年
に
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で

採
択
さ
れ
た
持
続
可
能
な

採
択
さ
れ
た
持
続
可
能
な

開
発
目
標
（

開
発
目
標
（S

ustainable 
S
ustainable 

D
evelopm

ent G
oals

D
evelopm

ent G
oals

）

の
こ
と
で
、
２
０
３
０
年
を

の
こ
と
で
、
２
０
３
０
年
を

親
し
む
活
動
を
し
て

親
し
む
活
動
を
し
て

い
る
「
ヒ
ッ
ポ
フ
ァ

い
る
「
ヒ
ッ
ポ
フ
ァ

ミ
リ
ー
」
、

ミ
リ
ー
」
、Ｓサ

ッ

プ

サ

ッ

プ

Ｕ
Ｐ
Ｕ
Ｐ
で

海
岸
の
年
間
１
㌧
以

海
岸
の
年
間
１
㌧
以

上
の
ゴ
ミ
集
め
を
し
、

上
の
ゴ
ミ
集
め
を
し
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
害

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
害

を
訴
え
る
水
本
健
介

を
訴
え
る
水
本
健
介

さ
ん
、「
鎌
倉
に
震
災

さ
ん
、「
鎌
倉
に
震
災

銭
湯
を
つ
く
る
会
」

銭
湯
を
つ
く
る
会
」

の
災
害
時
の
銭
湯
支

の
災
害
時
の
銭
湯
支

援
、
地
球
に
や
さ
し
い
銀
行

援
、
地
球
に
や
さ
し
い
銀
行

を
選
ぼ
う
と
ダ
イ
ベ
ス
ト
メ

を
選
ぼ
う
と
ダ
イ
ベ
ス
ト
メ

ン
ト
（
投
資
撤
退
）
を
訴
え

ン
ト
（
投
資
撤
退
）
を
訴
え

る
松
尾
沙
織
さ
ん
、
人
生
１

る
松
尾
沙
織
さ
ん
、
人
生
１

０
０
年
時
代
の
生
涯
現
役
を

０
０
年
時
代
の
生
涯
現
役
を

提
唱
す
る
山
口
順
平
さ
ん
、

提
唱
す
る
山
口
順
平
さ
ん
、

識
字
支
援
や
文
化
遺
産
保
護

識
字
支
援
や
文
化
遺
産
保
護

を
し
て
い
る
鎌
倉
ユ
ネ
ス
コ

を
し
て
い
る
鎌
倉
ユ
ネ
ス
コ

協
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り

協
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り

組
み
を
熱
弁
し
た
。

組
み
を
熱
弁
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
で
参
加
し
て
い

　

グ
ル
ー
プ
で
参
加
し
て
い

た
湘
南
学
園
の
高
山
隼
く
ん

た
湘
南
学
園
の
高
山
隼
く
ん

（
中
学
２
年
）は
「
テ
ラ
サ
イ

（
中
学
２
年
）は
「
テ
ラ
サ
イ

ク
ル
の
活
動
を
し
て
い
る
の

ク
ル
の
活
動
を
し
て
い
る
の

で
参
考
に
な
っ
た
。
来
て
よ

で
参
考
に
な
っ
た
。
来
て
よ

か
っ
た
」
と
話
し
て
い
た
。

か
っ
た
」
と
話
し
て
い
た
。

　

▽

　

▽
1111
月
2424
日
開
塾
の

日
開
塾
の
「
Ｓ
「
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
塾
」

Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
塾
」
第
１
期

第
１
期

は
、
来
年
７
月
ま
で
の
土
曜

は
、
来
年
７
月
ま
で
の
土
曜

日
午
後
１
時
半
〜
月
１
回
、

日
午
後
１
時
半
〜
月
１
回
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
1717
の
目
標
を
学

の
目
標
を
学

習
し
、
み
ん
な
で
考
え
る
。

習
し
、
み
ん
な
で
考
え
る
。

　

受
講
料
４
千
円
、
１
回
５

　

受
講
料
４
千
円
、
１
回
５

０
０
円
で
単
発
の
参
加
も

０
０
円
で
単
発
の
参
加
も

可
。
会
場
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ

可
。
会
場
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ

ー
鎌
倉
。
問
い
合
わ
せ
事
務

ー
鎌
倉
。
問
い
合
わ
せ
事
務

局
☎
０
４
６
７
・

局
☎
０
４
６
７
・
5353
・
７
４

・
７
４

９
４
９
４

期
限
と
す
る
、
国
際
社
会
全

期
限
と
す
る
、
国
際
社
会
全

体
の
体
の
1717
の
開
発
目
標
と
そ
れ

の
開
発
目
標
と
そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
の
１
６
９

を
実
現
す
る
た
め
の
１
６
９

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
あ
る
。

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

鎌
倉
ユ
ネ
ス
コ
協
会
は
、

　

鎌
倉
ユ
ネ
ス
コ
協
会
は
、

1111
月
に
開
塾
す
る
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ

月
に
開
塾
す
る
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
未
来
塾
」
に
先
立
っ
て
、

ｓ
未
来
塾
」
に
先
立
っ
て
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
何
で
あ
る

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
何
で
あ
る

か
、
そ
の
活
用
の
仕
方
を
知

か
、
そ
の
活
用
の
仕
方
を
知

っ
て
も
ら
お
う
と
、「
Ｓ
Ｄ

っ
て
も
ら
お
う
と
、「
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
リ
レ
ー
ト
ー
ク
＆
デ
ィ

Ｇ
ｓ
リ
レ
ー
ト
ー
ク
＆
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
1010
月
2020

日
市
内
で
行
っ
た

日
市
内
で
行
っ
た
＝
写
真

＝
写
真
。

　

講
演
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
策

　

講
演
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
策

定
過
程
に
市
民
の
声
を
反
映

定
過
程
に
市
民
の
声
を
反
映

さ
せ
る
各
種
提
言
活
動
に
関

さ
せ
る
各
種
提
言
活
動
に
関

わ
っ
た
今
田
克
司
さ
ん
が
Ｓ

わ
っ
た
今
田
克
司
さ
ん
が
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
概
要
を
解
説
。

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
概
要
を
解
説
。

　

活
動
団
体
の
ト
ー
ク
で

　

活
動
団
体
の
ト
ー
ク
で

は
、
ア
ジ
ア
の
人
々
の
自
立

は
、
ア
ジ
ア
の
人
々
の
自
立

支
援
に
取
り
組
む「
地
球
の

支
援
に
取
り
組
む「
地
球
の

木
」
、多
言
語
・
多
文
化
に

木
」
、多
言
語
・
多
文
化
に

い
た
折
、
電
話
が
入
り
ま
し

い
た
折
、
電
話
が
入
り
ま
し

た
。「
骨
董
屋
か
ら
石
仏
を

た
。「
骨
董
屋
か
ら
石
仏
を

買
っ
て
庭
に
置
い
た
の
だ

買
っ
て
庭
に
置
い
た
の
だ

が
、
以
来
家
に
い
い
こ
と
が

が
、
以
来
家
に
い
い
こ
と
が

な
く
困
っ
て
い
る
」
と
い
う

な
く
困
っ
て
い
る
」
と
い
う

電
話
で
し
た
。

電
話
で
し
た
。

　

お
坊
さ
ん
が
出
向
い
て
、

　

お
坊
さ
ん
が
出
向
い
て
、

御
経
を
あ
げ
る
こ
と
に
な

御
経
を
あ
げ
る
こ
と
に
な

り
、
荷
物
持
ち
と
し
て
伺
い

り
、
荷
物
持
ち
と
し
て
伺
い

ま
し
た
。
墓
石
は
石
や
灯
籠

ま
し
た
。
墓
石
は
石
や
灯
籠

な
ど
庭
の
点
景
の
一
つ
と
し

な
ど
庭
の
点
景
の
一
つ
と
し

て
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
遠

て
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
遠

く
の
山
並
み
を
取
り
入
れ
た

く
の
山
並
み
を
取
り
入
れ
た

明
る
い
庭
で
、
そ
の
中
に
和

明
る
い
庭
で
、
そ
の
中
に
和

風
の
趣
を
演
出
し
た
一
角
が

風
の
趣
を
演
出
し
た
一
角
が

あ
り
、
如
意
輪
観
音
は
そ
の

あ
り
、
如
意
輪
観
音
は
そ
の

主
役
に
置
か
れ
た
の
で
し
ょ

主
役
に
置
か
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
石
仏

う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
石
仏

で
は
な
く
、
墓
石
で
す
。
実

で
は
な
く
、
墓
石
で
す
。
実

直
に
削
っ
た
鑿
の
跡
が
痛
々

直
に
削
っ
た
鑿
の
跡
が
痛
々

し
い
ば
か
り
で
す
。

し
い
ば
か
り
で
す
。

　

供
養
は
終
わ
り
ま
し
た

　

供
養
は
終
わ
り
ま
し
た

が
、
庭
に
は
置
け
な
い
と
い

が
、
庭
に
は
置
け
な
い
と
い

う
家
族
の
依
頼
で
寺
に
移
さ

う
家
族
の
依
頼
で
寺
に
移
さ

れ
た
の
で
す
。
墓
碑
銘
を
削

れ
た
の
で
す
。
墓
碑
銘
を
削

っ
た
り
す
る
こ
と
は
罰
当
た

っ
た
り
す
る
こ
と
は
罰
当
た

り
で
す
。
そ
れ
を
庭
の
景
色

り
で
す
。
そ
れ
を
庭
の
景
色

な
ど
に
す
る
こ
と
も
…
。

な
ど
に
す
る
こ
と
も
…
。

　

大
根
会
で
も
気
の
毒
な
墓

　

大
根
会
で
も
気
の
毒
な
墓

石
を
訪
ね
ま
し
た
が
、
特
別

石
を
訪
ね
ま
し
た
が
、
特
別

な
反
応
を
示
す
人
は
い
ま
せ

な
反
応
を
示
す
人
は
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
墓
石
の
思
い
や

ん
で
し
た
。
墓
石
の
思
い
や

記
憶
が
蓄
積
さ
れ
、
地
霊
に

記
憶
が
蓄
積
さ
れ
、
地
霊
に

発
達
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ

発
達
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ

日
が
浅
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

日
が
浅
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
ど
う
か
プ
ラ
ス
パ
ワ
ー

ん
。
ど
う
か
プ
ラ
ス
パ
ワ
ー

を
発
揮
す
る
地
霊
に
育
つ
よ

を
発
揮
す
る
地
霊
に
育
つ
よ

う
に
と
願
っ
て
、
懇
ろ
に
手

う
に
と
願
っ
て
、
懇
ろ
に
手

を
合
わ
せ
ま
し
た
。

を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　

＊

　

＊
厄
除
け
の
八
雲
神
社

厄
除
け
の
八
雲
神
社

　

次
に
大
町
の
八
雲
神
社
を

　

次
に
大
町
の
八
雲
神
社
を

訪
ね
ま
し
た
。
厄
除
け
の
社

訪
ね
ま
し
た
。
厄
除
け
の
社

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

境
内
に
立
つ

境
内
に
立
つ
幟の

ぼ
り
は
た

の
ぼ
り
は
た旗
も
赤
、
神

も
赤
、
神

社
で
い
た
だ
く
御
幣
も
、
厄

社
で
い
た
だ
く
御
幣
も
、
厄

を
払
う
赤
御
幣
で
す
。

を
払
う
赤
御
幣
で
す
。

　

ま
た
、
鳥
居
に
掛
け
ら
れ

　

ま
た
、
鳥
居
に
掛
け
ら
れ

た
し
め
縄
は
、
縁
結
び
、
厄

た
し
め
縄
は
、
縁
結
び
、
厄

除
け
の
出
雲
大
社
と
同
じ
中

除
け
の
出
雲
大
社
と
同
じ
中

央
が
太
い
出
雲
系
で
す
。
祭

央
が
太
い
出
雲
系
で
す
。
祭

神
も
、
八
幡
太
郎
義
家
の
弟

神
も
、
八
幡
太
郎
義
家
の
弟

の
新
羅
三
郎
義
光
が
勧
請
し

の
新
羅
三
郎
義
光
が
勧
請
し

た
京
都
の
八
坂
の
神
で
、
疫

た
京
都
の
八
坂
の
神
で
、
疫

病
退
散
に
威
力
を
発
す
る
牛

病
退
散
に
威
力
を
発
す
る
牛

頭
天
王
で
す
か
ら
当
然
で

頭
天
王
で
す
か
ら
当
然
で

す
。
す
。

　

ア
ー
ス
・
パ
ワ
ー
を
感
じ

　

ア
ー
ス
・
パ
ワ
ー
を
感
じ

る
場
所
も
多
く
、
社
殿
の
右

る
場
所
も
多
く
、
社
殿
の
右

手
前
の
ほ
か
、
神
輿
倉
の
左

手
前
の
ほ
か
、
神
輿
倉
の
左

手
前
、
社
殿
に
向
か
っ
て
左

手
前
、
社
殿
に
向
か
っ
て
左

奥
の
池
の
ほ
と
り
、
新
宿
田

奥
の
池
の
ほ
と
り
、
新
宿
田

宮
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
於

宮
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
於

岩
稲
荷
の
辺
り
に
も
エ
ネ
ル

岩
稲
荷
の
辺
り
に
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
あ
る
よ
う
で
す
。

ギ
ー
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

＊

　

＊
猿
田
彦
神
の
力

猿
田
彦
神
の
力　

中
で

　

中
で

も
、
最
も
強
力
な
場
所
は
、

も
、
最
も
強
力
な
場
所
は
、

道
路
に
面
し
た
鳥
居
の
左
に

道
路
に
面
し
た
鳥
居
の
左
に

立
つ
庚
申
塔
付
近
で
す
。
こ

立
つ
庚
申
塔
付
近
で
す
。
こ

こ
に
は
二
基
の
庚
申
塔
が
並

こ
に
は
二
基
の
庚
申
塔
が
並

ん
で
お
り
、
一
基
は
市
指
定

ん
で
お
り
、
一
基
は
市
指
定

の
文
化
財
で
、
寛
文

の
文
化
財
で
、
寛
文
1010
年

（
１
６
７
０
）
塔
で
す
。
正

（
１
６
７
０
）
塔
で
す
。
正

面
に
浮
き
彫
り
の
阿
弥
陀
如

面
に
浮
き
彫
り
の
阿
弥
陀
如

来
が
立
ち
、
側
面
、
裏
面
に

来
が
立
ち
、
側
面
、
裏
面
に

三
猿
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

三
猿
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
明
治
時
代
に
他
か
ら

た
だ
、
明
治
時
代
に
他
か
ら

移
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
境

移
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
境

内
で
は
新
顔
で
す
。

内
で
は
新
顔
で
す
。

　

並
ん
で
立
つ
「
猿
田
比
古

　

並
ん
で
立
つ
「
猿
田
比
古

大
神
」
の
塔
は
、
幕
末
の
石

大
神
」
の
塔
は
、
幕
末
の
石

塔
で
す
が
、
パ
ワ
ー
は
こ
ち

塔
で
す
が
、
パ
ワ
ー
は
こ
ち

ら
の
方
が
は
る
か
に
強
く
、

ら
の
方
が
は
る
か
に
強
く
、

メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
前
に
引

メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
前
に
引

っ
ぱ
ら
れ
て
、
ぐ
ら
つ
く
人

っ
ぱ
ら
れ
て
、
ぐ
ら
つ
く
人

も
い
ま
す
。
こ
の
地
が
古
く

も
い
ま
す
。
こ
の
地
が
古
く

か
ら
持
っ
て
い
た
力
か
、
猿

か
ら
持
っ
て
い
た
力
か
、
猿

田
彦
大
神
の
石
碑
が
蓄
積
し

田
彦
大
神
の
石
碑
が
蓄
積
し

て
き
た
霊
力
か
不
明
で
す

て
き
た
霊
力
か
不
明
で
す

が
、
ち
ょ
っ
と
驚
き
で
す
。

が
、
ち
ょ
っ
と
驚
き
で
す
。

　

大
根
師
は
、「
入
り
口
で

　

大
根
師
は
、「
入
り
口
で

も
し
っ
か
り
拝
礼
、
社
殿
で

も
し
っ
か
り
拝
礼
、
社
殿
で

も
心
し
て
お
参
り
と
い
う
意

も
心
し
て
お
参
り
と
い
う
意

味
と
解
釈
し
て
お
き
ま
し
ょ

味
と
解
釈
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

源
頼
朝
が
鎌
倉
で
最
初
に

　

源
頼
朝
が
鎌
倉
で
最
初
に

幕
府
を
置
き
、
源
氏
３
代
が

幕
府
を
置
き
、
源
氏
３
代
が

政
務
を
執
っ
た
「
大
倉
幕

政
務
を
執
っ
た
「
大
倉
幕

府
」
の
遺
跡
が
地
下
に
眠
る

府
」
の
遺
跡
が
地
下
に
眠
る

民
有
地
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建

民
有
地
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建

設
計
画
が
浮
上
し
関
心
が
高

設
計
画
が
浮
上
し
関
心
が
高

ま
っ
て
い
る
。

ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
市
民
グ
ル

　

こ
れ
を
踏
ま
え
市
民
グ
ル

ー
プ
の
「
大
倉
幕
府
跡
地
の

ー
プ
の
「
大
倉
幕
府
跡
地
の

保
存
・
活
用
を
考
え
る
会
」

保
存
・
活
用
を
考
え
る
会
」

は
、
大
倉
幕
府
の
歴
史
的
価

は
、
大
倉
幕
府
の
歴
史
的
価

値
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に

値
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に

３
回
に
わ
た
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

３
回
に
わ
た
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
企
画
し
、
初
回
の
９
月
に

を
企
画
し
、
初
回
の
９
月
に

は
３
百
人
以
上
を
集
め
た
。

は
３
百
人
以
上
を
集
め
た
。

　

1010
月
1313
日
に
現
地
周
辺
の

日
に
現
地
周
辺
の

見
学
会
が
行
わ
れ
、
約

見
学
会
が
行
わ
れ
、
約
5050
人

が
参
加
し
た

が
参
加
し
た
＝
写
真

＝
写
真
。

　

資
料
を
片
手
に
鶴
岡
八
幡

　

資
料
を
片
手
に
鶴
岡
八
幡

宮
か
ら
出
発
し
た
一
行
は
、

宮
か
ら
出
発
し
た
一
行
は
、

大
倉
幕
府
の
西
側
の
一
部
が

大
倉
幕
府
の
西
側
の
一
部
が

明
治
期
に
師
範
学
校
だ
っ
た

明
治
期
に
師
範
学
校
だ
っ
た

横
浜
国
大
附
属
小
中
学
校
の

横
浜
国
大
附
属
小
中
学
校
の

校
庭
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と

校
庭
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と

を
確
認
。
同
校
の
校
舎
が
大

を
確
認
。
同
校
の
校
舎
が
大

倉
幕
府
の
跡
地
を
避
け
て
建

倉
幕
府
の
跡
地
を
避
け
て
建

設
さ
れ
、
遺
構
が
校
庭
の
地

設
さ
れ
、
遺
構
が
校
庭
の
地

下
に
未
調
査
の
ま
ま
保
存
さ

下
に
未
調
査
の
ま
ま
保
存
さ

れ
て
い
る
と
説
明
を
受
け

れ
て
い
る
と
説
明
を
受
け

た
。
た
。

　

そ
の
後
、
そ
こ
か
ら
１
０

　

そ
の
後
、
そ
こ
か
ら
１
０

０
ｍ
ほ
ど
東
に
あ
る
マ
ン
シ

０
ｍ
ほ
ど
東
に
あ
る
マ
ン
シ

ョ
ン
建
設
予
定
地
へ
移
動
。

ョ
ン
建
設
予
定
地
へ
移
動
。

雪
の
下
３
丁
目
の
約
１
９
０

雪
の
下
３
丁
目
の
約
１
９
０

０
㎡
の
土
地
に
、
高
さ
約

０
㎡
の
土
地
に
、
高
さ
約
1414

ｍ
、
地
上
４
階
、
地
下
１
階

ｍ
、
地
上
４
階
、
地
下
１
階

建
て
建
て
3333
戸
の
共
同
住
宅
の
建

戸
の
共
同
住
宅
の
建

設
を
東
急
不
動
産
が
計
画
し

設
を
東
急
不
動
産
が
計
画
し

て
い
る
。
同
地
が
転
売
を
繰

て
い
る
。
同
地
が
転
売
を
繰

り
返
し
な
が
ら

り
返
し
な
が
ら
5050
年
以
上
更

年
以
上
更

地
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
面
積

地
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
面
積

が
２
千
㎡
を
超
え
る
と
制
約

が
２
千
㎡
を
超
え
る
と
制
約

の
多
い
大
規
模
開
発
と
な
る

の
多
い
大
規
模
開
発
と
な
る

が
、
同
地
は
わ
ず
か
に
そ
れ

が
、
同
地
は
わ
ず
か
に
そ
れ

以
下
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
伝

以
下
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
伝

え
ら
れ
た
。
参
加
者
か
ら

え
ら
れ
た
。
参
加
者
か
ら

「
1111
月
か
ら
工
事
開
始
と
あ

月
か
ら
工
事
開
始
と
あ

る
が
も
う
間
に
合
わ
な
い
の

る
が
も
う
間
に
合
わ
な
い
の

で
は
」
な
ど
不
安
の
声
も
。

で
は
」
な
ど
不
安
の
声
も
。

　

同
会
代
表
で
県
文
化
財
協

　

同
会
代
表
で
県
文
化
財
協

会
の
八
幡
義
信
会
長
は
「
本

会
の
八
幡
義
信
会
長
は
「
本

調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
工
事

調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
工
事

は
開
始
で
き
な
い
。
中
世
史

は
開
始
で
き
な
い
。
中
世
史

の
一
丁
目
一
番
地
で
あ
る
こ

の
一
丁
目
一
番
地
で
あ
る
こ

の
場
所
の
発
掘
調
査
を
し
っ

の
場
所
の
発
掘
調
査
を
し
っ

か
り
と
注
視
し
て
い
き
た

か
り
と
注
視
し
て
い
き
た

い
」
と
話
し
て
い
た
。（
Ｋ
）

い
」
と
話
し
て
い
た
。（
Ｋ
）

　

鎌
倉
市
材
木
座
の
浄
土
宗
大
本
山
光
明
寺
で

　

鎌
倉
市
材
木
座
の
浄
土
宗
大
本
山
光
明
寺
で
1010

月
1212
日
か
ら

日
か
ら
1515
日
ま
で
お
十
夜
（
十
夜
法
要
）
が

日
ま
で
お
十
夜
（
十
夜
法
要
）
が

行
わ
れ
、
大
勢
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

行
わ
れ
、
大
勢
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

　

１
４
９
５
年
（
明
応
４
）
に
平
和
と
安
泰
を
祈

　

１
４
９
５
年
（
明
応
４
）
に
平
和
と
安
泰
を
祈

念
し
て
始
め
ら
れ
半
世
紀
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。

念
し
て
始
め
ら
れ
半
世
紀
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。

　

昼
間
は
僧
侶
や
稚
児
、
詠
唱
講
ら
の
練
り
行

　

昼
間
は
僧
侶
や
稚
児
、
詠
唱
講
ら
の
練
り
行

列
、
日
中
法
要
、
山
門
特
別
拝
観
な
ど
に
全
国
か

列
、
日
中
法
要
、
山
門
特
別
拝
観
な
ど
に
全
国
か

ら
大
型
バ
ス
仕
立
て
の
信
者
た
ち
が
訪
れ
、
夜
は

ら
大
型
バ
ス
仕
立
て
の
信
者
た
ち
が
訪
れ
、
夜
は

稚
児
礼
讃
舞

稚
児
礼
讃
舞
＝
写
真
は
松
原
省
吾
さ
ん
撮
影

＝
写
真
は
松
原
省
吾
さ
ん
撮
影
、
雅
、
雅

楽
奉
奏
な
ど
が
行
わ
れ
、
参
道
に
並
ぶ
露
店
め
あ

楽
奉
奏
な
ど
が
行
わ
れ
、
参
道
に
並
ぶ
露
店
め
あ

て
の
参
拝
客
で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
。

て
の
参
拝
客
で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
。

本
覚
寺
の
石
造
如
意
輪
観
音

本
覚
寺
の
石
造
如
意
輪
観
音

大
町
・
八
雲
神
社

大
町
・
八
雲
神
社

八
雲
神
社
の
庚
申
塔

八
雲
神
社
の
庚
申
塔

大
貫
昭
彦

大
貫
昭
彦 1919

小
町
と
大
町
の
地
霊

小
町
と
大
町
の
地
霊

明
る
く
豊
か
な
未
来
を
次
世
代
に

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
塾
」

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
塾
」11
期
生
募
集

期
生
募
集

「
大
倉
幕
府
」跡
地
の
保
存
を

「
大
倉
幕
府
」跡
地
の
保
存
を

市
民
グ
ル
ー
プ
が
現
地
見
学
会

市
民
グ
ル
ー
プ
が
現
地
見
学
会

信者や参拝客で大にぎわい信者や参拝客で大にぎわい
大本山光明寺・お十夜大本山光明寺・お十夜

２０１８年（平成３０年）11 月１日 第476号 1部　108円 （２）


