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気
軽
に
交
流
で
き
る
場
と
し
て

186

　
宮
本
武
蔵
は
吉
岡
一
門
と

の
決
闘
の
後
ど
う
し
た
行
動

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
多
く
の
論
者
が
考
え
て
い

る
よ
う
に
武
者
修
行
の
旅
に

出
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
武
者
修
行
の
旅
に
出
て

い
た
ら
当
然
、
吉
岡
の
門
弟

は
仇
討
を
考
え
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
、
今
度
は
自

分
達
で
奇
襲
を
か
け
、
弓
や

鉄
砲
で
狙
う
か
、
手
槍
や
脇

差
を
同
時
に
投
げ
つ
け
る
な

ど
武
蔵
が
策
を
巡
ら
す
こ
と

が
出
来
な
い
方
法
を
い
く
ら

で
も
使
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
仇
討

さ
わ
ぎ
が
起
き
た
と
い
う
話

は
一
切
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ

の
理
由
を
伺
わ
せ
る
資
料
が

『
兵
道
鏡
』
で
あ
る
。
つ
ま

り
武
蔵
は
吉
岡
一
門
と
の
決

闘
の
後
し
ば
ら
く
し
て
水
野

藩
で
円
明
流
の
剣
術
師
範
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
勝
成
は
弱
年
か
ら
槍
を

持
っ
て
の
戦
場
で
の
働
き
目

覚
ま
し
く
、
鬼
日ひ

ゅ
う
が
向
と
恐
れ

ら
れ
た
。
一
時
、
父
の
勘
気

を
受
け
て
21
歳
か
ら
36
歳
ま

で
の
15
年
間
各
地
を
放
浪

し
、
関
ケ
原
の
前
夜
、
勝
成

の
才
を
惜
し
ん
だ
家
康
の
指

示
で
和
解
し
、関
ケ
原
の
後
、

父
の
遺
領
、
刈
谷
（
愛
知
県

刈
谷
市
）
三
万
石
を
継
い
で

お
り
、
武
を
重
ん
じ
関
ケ
原

で
敗
れ
た
武
蔵
の
経
歴
を
問

題
と
し
な
い
で
、
決
闘
の
評

判
を
耳
に
し
て
武
蔵
を
剣
術

師
範
に
よ
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
な
ら
ば
吉
岡
一
門

も
手
を
出
せ
な
い
。
こ
の
後

も
武
蔵
は
水
野
藩
と
深
く
関

わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
慶
長
20
年
の
大
阪
夏
の
陣

の
時
に
、
水
野
藩
の
家
老
で

あ
っ
た
小
城
家
文
書
の
中
に

34
歳
の
武
蔵
の
名
前
が
見
ら

れ
る
。
水
野
藩
の
軍
勢
に
勝

茂
の
嫡
男
の
警
護
役
と
し
て

武
蔵
の
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
と
き
の
武
蔵
の
活

躍
が
尾
張
藩
の
書
物
奉
行
で

あ
っ
た
松
平
君
山
の
『
黄
こ

う
雑
記
』
の
中
に
記
録
さ
れ

て
い
た
。

　
５
月
６
日
、
後
藤
又
兵
衛

も
討
ち
取
ら
れ
た
大
坂
方
は

真
田
幸
村
軍
が
殿

し
ん
が
りと

な
っ

て
退
却
、
そ
れ
を
追
っ
て
水

野
軍
は
追
撃
し
た
。
そ
の
戦

い
で
武
蔵
が
大
木
刀
を
持
っ

て
逃
げ
遅
れ
た
雑
兵
を
左
右

に
な
ぎ
倒
し
て
い
た
姿
が
目

撃
さ
れ
、
そ
の
戦
い
ぶ
り
は

見
事
で
あ
る
と
称
賛
さ
れ
て

い
る
。

　
戦
い
の
後
、
水
野
勝
成
は

大
和
国
郡
山
六
万
石
に
転

付
。
武
蔵
は
故
郷
の
播
磨
に

帰
っ
た
。
そ
の
際
、
刈
谷
の

水
野
藩
で
親
交
を
持
っ
た
槍

奉
行
の
子
中
川
三
木
之
助
を

養
子
に
し
て
い
る
。

　
三
木
之
助
は
大
坂
夏
の
陣

の
２
年
後
の
１
６
１
７
年

（
元
和
３
年
）、
姫
路
に
入
国

し
た
本
多
忠
政
の
嗣
子
・
忠た

だ

刻と
き

に
児ち

ご
小
姓
と
し
て
従
っ

た
。
当
時
14
歳
で
あ
っ
た
。

中
川
志
摩
之
助
は
親
元
を
離

れ
て
遠
国
に
行
く
我
が
子
の

後
見
を
、
故
郷
の
播
磨
に

帰
っ
た
武
蔵
に
託
し
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

　
三
木
之
助
の
知
行
は
７
百

石
で
あ
り
忠
刻
の
剣
術
師
範

も
勤
め
た
が
、
や
が
て
致
仕

（
辞
職
）
し
て
江
戸
に
出
た
。

忠
刻
に
寵
愛
さ
れ
た
の
で
妻

の
千
姫
の
嫉
妬
の
た
め
暇
を

出
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
忠
刻
が
部
屋

住
み
の
ま
ま
31
歳
の
若
さ
で

病
死
し
た
と
き
、
三
木
之
助

は
姫
路
に
帰
る
途
中
武
蔵
に

別
れ
を
告
げ
、
墓
前
で
追
い

腹
を
切
り
殉
死
し
た
。
今
も

姫
路
郊
外
の
円
教
寺
に
あ
る

本
多
家
霊
廟
に
三
木
之
助
の

墓
が
あ
り
、
墓
碑
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　「
宮
本
三
木
之
助
　
宮
本

武
蔵
の
養
子
　
忠
刻
が
卒
す

る
と
墓
前
に
於
て
切
腹
　
伊

勢
の
生
ま
れ
で
武
蔵
の
養
子

　
当
時
23
歳
」。
三
木
之
助

に
死
な
れ
た
武
蔵
は
、
実
兄

の
次
男
15
歳
の
伊
織
を
二
番

目
の
養
子
と
し
た
。

　
昨
年
の
夏
、
私
は
名
古
屋

近
郊
の
刈
谷
を
訪
れ
た
。
折

り
し
も
刈
谷
民
族
博
物
館
で

「
初
代
刈
谷
藩
主
　
水
野
勝

成
展
」
が
開
か
れ
て
い
た
。

刈
谷
と
武
蔵
と
の
関
係
を
示

す
も
の
は
勝
成
所
用
と
伝
わ

る
武
蔵
の
円
明
流
で
遣
う
長

さ
の
一
尺
六
寸
の
脇
差
し
か

な
か
っ
た
が
、
い
つ
の
日
か

刈
谷
に
武
蔵
が
い
た
こ
と
を

示
す
事
績
が
発
掘
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
神
奈
川
歯
科
大
名
誉
教
授
）

　
２
０
０
９
年
１
月
号
か
ら

３
年
間
「
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」

を
担
当
し
た
、
渡
邊
で
す
。

　
当
初
は
こ
ん
な
内
容
で
い

い
ん
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
書

い
て
は
ま
ず
い
の
で
は
と
逡

巡
の
連
続
で
し
た
。そ
し
て
、

落
ち
着
い
た
の
が
身
の
回
り

の
こ
と
、
経
験
し
た
こ
と
、

鎌
倉
で
の
市
民
活
動
な
ど
を

中
心
に
書
く
こ
と
で
し
た
。

　
３
０
０
字
ち
ょ
っ
と
の
字

数
で
ま
と
ま
っ
た
こ
と
を
書

く
の
は
難
し
い
こ
と
で
し

た
。字
数
を
稼
ぐ
た
め
に「
で

す
ま
す
調
」
は
や
め
、「
で

あ
る
調
」
で
統
一
し
て
み
ま

し
た
が
、
読
み
返
す
と
し
っ

く
り
こ
な
い
。必
然
的
に「
体

言
止
め
」
を
多
用
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で

す
。「
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
の

執
筆
は
、
私
に
文
章
修
行
の

機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た

も
の
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
取
材
と
称
し
て
市
内
を
歩

き
回
り
ま
し
た
。
当
時
上
映

さ
れ
て
い
た
映
画
「
桜
田
門

外
の
変
」
を
見
た
後
、
襲
撃

に
参
加
し
た
水
戸
藩
士
の
墓

を
探
し
に
鎌
倉
大
町
の
上
行

寺
に
出
か
け
た
り
、
韓
国
の

済
州
島
の
旅
行
記
事
で
、
読

者
と
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
り
、楽
し
い
時
間
で
し
た
。

　
鎌
倉
朝
日
は
、
創
刊
以
来

の
読
者
で
す
。こ
れ
か
ら
も
、

市
民
の
声
を
丁
寧
に
拾
い
、

情
報
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

と
し
て
、
気
軽
に
交
流
で
き

る
場
と
し
て
あ
り
続
け
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

赤
羽
根
龍
夫

吉
川
英
治『
宮
本
武
蔵
』（
十
二
）

吉
川
英
治『
宮
本
武
蔵
』（
十
二
）

"Taiw
an can help, and is helping

"

渡
邊
武
二
（
鎌
倉
市
・
７３
）　

決
闘
の
４
年
後
の

慶
長
13
年
、
武
蔵

が
徳
川
家
康
の
従

兄
弟
の
水
野
藩

主
・
水
野
勝
成
に

発
給
し
て
い
る

「初代刈谷藩主　水
野勝成展」のチラシ

（2019 年刈谷市歴史博
物館で開催）

台
北
駐
日
経
済
文
化
代
表
処

代
表
処
横
浜
分
処 

処
長　

張
淑
玲

　「
鎌
倉
朝
日
」
の
創
刊
号

が
手
元
に
あ
る
。
１
面
ト
ッ

プ
記
事
は
、
鎌
倉
ロ
ジ
ュ
マ

ン
（
岡
本
）
の
自
治
会
活
動

を
紹
介
す
る
特
集
だ
っ
た
。

　
長
文
の
記
事
か
ら
、
ざ
っ

と
半
世
紀
前
と
い
う
時
代
の

空
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
当
時
、
私
は
紹
介
さ
れ
た

活
動
の
末
端
に
い
た
。
記
事

が
注
目
し
た
「
仮
住
ま
い
マ

ン
シ
ョ
ン
を
脱
し
て
真
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
＝
わ
が
町
へ
」

と
い
う
新
し
い
試
み
は
、
そ

の
後
ど
う
展
開
し
た
の
か
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
が
分
譲
さ
れ

た
の
は
１
９
７
６
年
秋
。
全

４
棟
５
５
７
住
戸
。
記
事
に

よ
る
と
、
湘
南
屈
指
の
高
級

マ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
話
題
に

な
っ
た
。
記
事
の
中
心
に
な

る
自
治
会
の
設
立
は
難
航
。

「
建
物
・
施
設
を
管
理
す
る

管
理
組
合
が
あ
れ
ば
自
治
会

な
ん
て
要
ら
な
い
」
と
い
う

反
対
論
と
「
資
産
管
理
だ
け

で
は
住
む
人
の
連
帯
感
が
つ

く
る
快
適
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
生
ま
な
い
」
と
い
う
推
進

論
が
激
突
。
多
数
を
争
う
激

論
が
１
年
余
も
続
い
た
。

　
特
集
記
事
で
は
、
や
っ
と

誕
生
し
た
自
治
会
の
も
と
で

子
供
会
に
次
い
で
シ
ニ
ア
の

親
和
会
が
結
成
さ
れ
て
市
長

ら
が
お
祝
い
に
駆
け
付
け
た

と
伝
え
て
い
る
。
餅
つ
き
大

会
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
か
ら

各
種
同
好
会
ま
で
交
流
の
場

が
相
次
い
で
生
ま
れ
た
。
初

代
の
自
治
会
長
が
紙
面
で
夢

と
語
っ
て
い
た
「
ロ
ジ
ュ
マ

ン
祭
」
も
そ
の
後
、
近
隣
も

巻
き
込
ん
で
実
現
し
た
。

　
し
か
し
今
日
…
か
つ
て

２
５
０
人
を
数
え
た
ロ
ジ
ュ

マ
ン
の
小
学
生
は
20
人
前
後

に
。
こ
の
10
年
来
、
少
子
高

齢
化
に
対
応
し
た
管
理
に
重

点
が
移
っ
た
。
同
好
会
も
野

球
や
テ
ニ
ス
に
変
わ
っ
て
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
や
俳
句

の
会
が
サ
ロ
ン
活
動
と
し
て

装
い
を
新
た
に
。

　
時
代
の
波
頭
に
さ
ら
さ
れ

て
「
わ
が
町
」
は
、
先
人
に

習
い
新
し
い
知
恵
を
生
む
論

議
が
待
望
さ
れ
て
い
る
。

　
２
０
１
３
年
５
月
１
日

号
、
６
月
１
日
号
に
、
作
品

紹
介
と
、
鎌
倉
芸
術
館
で
の

作
品
展
の
記
事
を
掲
載
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
頼
朝
の
兄
、
頼
光
を
先

祖
と
す
る
私
達
一
族
が
、

１
５
３
０
年
代
に
鎌
倉
に
住

ん
だ
と
記
述
の
あ
る
家
系
図

を
、
近
所
に
住
む
史
述
家
が

調
査
し
て
く
だ
さ
り
確
認
し

た
と
伺
い
ま
し
た
。
そ
ん
な

縁
を
確
か
め
も
せ
ず
、
東
京

生
ま
れ
の
私
が
鎌
倉
に
住
ん

で
20
年
が
経
ち
ま
し
た
。

　
20
代
か
ら
50
代
ま
で
は
、

日
々
の
生
活
に
直
接
関
わ
る

　　
鎌
倉
で
創
作
活
動

　
４
月
下
旬
、
当
処
あ
て
に

横
浜
市
内
の
特
別
支
援
学
校

に
通
う
児
童
の
保
護
者
よ
り

一
通
の
手
紙
が
届
い
た
。

　
台
湾
政
府
か
ら
日
本
へ
寄

贈
さ
れ
た
マ
ス
ク
が
学
校
に

も
配
布
さ
れ
、
安
心
し
て
学

校
に
通
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
御
礼
の
言
葉
が
綴
ら
れ
、

手
作
り
布
マ
ス
ク
も
添
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
私

は
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　
近
年
、
台
日
関
係
は
よ
り

一
層
緊
密
に
な
り
、
数
々
の

災
害
時
に
相
互
扶
助
を
す

る
「
善
の
循
環
」
が
形
成
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し

て
当
処
は
我
が
政
府
を
代
表

し
、
医
療
物
資
を
鎌
倉
市
な

ど
へ
寄
贈
し
た
。
そ
し
て
、

鎌
倉
市
等
と
の
友
好
議
員
連

盟
が
「
台
湾
の
世
界
保
健
機

関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）、
国
際
民
間

航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
参

加
」
支
持
の
公
開
声
明
を
通

過
し
、
鎌
倉
市
に
お
い
て
は

議
会
決
議
案
と
し
て
も
可
決

さ
れ
た
事
に
感
謝
す
る
。

　
新
型
肺
炎
が
世
界
に
感
染

拡
大
す
る
中
、
我
が
政
府
は

先
手
の
防
疫
政
策
で
封
じ
込

め
に
成
功
し
、
こ
れ
ま
で

２
０
０
日
以
上
国
内
新
規
感

染
者
は
０
で
、
各
国
か
ら
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
日
本
を
は
じ
め
各

国
に
マ
ス
ク
５
１
０
０
万

枚
、
防
護
服
60
万
着
、
検

温
器
３
万
５
千
台
を
寄
贈

し
、「Taiwan can help, 

Taiwan is helping

」（
台

湾
は
国
際
貢
献
で
き
る
意
欲

と
能
力
を
持
っ
て
い
る
事
）

を
表
わ
し
た
。

　
防
疫
と
国
際
安
全
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
地
理
的
国
境
は
な

い
。
空
白
は
決
し
て
生
じ
て

は
な
ら
ず
、
政
治
的
理
由
で

台
湾
２
３
０
０
万
人
を
排
除

す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。

引
き
続
き
台
湾
の
Ｗ
Ｈ
Ｏ
及

び
国
際
刑
事
警
察
機
構
（
Ｉ

Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
な
ど
の
国
際
組
織

参
加
へ
の
支
持
を
切
に
願

う
。

鎌倉に台湾から医療物資を寄贈＝６月

品
々
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
50
代
後

半
か
ら
は
、
人
の
営
み
や
、

社
会
の
変
遷
に
拘
わ
ら
ず
不

偏
と
思
え
る
、
事
や
物
を
求

め
て
、
彫
刻
や
絵
画
の
制
作

を
し
て
い
ま
す
。

　
鎌
倉
の
自
然
は
、強
靭
さ
、

絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
、美
し
さ
、

そ
し
て
、
い
か
な
る
も
の
に

も
阿
る
こ
と
の
な
い
生
の
在

り
方
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　
ど
ん
な
言
葉
も
撥
ね
除
け

て
屹
立
す
る
よ
う
な
作
品
を

創
り
た
い
と
、
毎
日
制
作
を

し
て
い
ま
す
。
才
能
の
無
さ

を
痛
感
し
な
が
ら
も
、
毎
日

欠
か
さ
ず
創
る
か
ら
こ
そ
み

え
て
く
る
も
の
が
あ
る
こ
と

を
信
じ
て
…
。

　
１
９
７
９
年
の
創
刊
、
世

の
中
が
イ
ン
ベ
ー
ダ
ー
ゲ
ー

ム
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
頃

で
あ
る
。
40
余
年
の
長
き
に

わ
た
っ
て
私
の
心
を
と
ら
え

続
け
た
も
の
は
豊
か
な
情
報

量
で
あ
る
。
日
頃
目
に
す
る

情
報
紙
は
多
い
が
「
鎌
倉
朝

日
」
の
そ
れ
は
群
を
抜
い
て

い
る
。
地
域
の
政
治
や
経
済

そ
し
て
文
化
や
暮
ら
し
と
掲

載
さ
れ
る
記
事
は
多
岐
に
わ

た
る
。
し
か
も
、質
が
良
い
。

い
く
つ
か
の
連
載
を
は
じ
め

と
し
て
十
分
に
吟
味
さ
れ
た

記
事
が
並
ぶ
。
そ
の
都
度
感

心
す
る
と
共
に
編
集
に
携
わ

る
皆
さ
ん
の
ご
苦
労
を
想

う
。

　
ま
た
、
節
度
を
保
っ
た
広

告
の
量
と
姿
に
も
好
感
が
持

て
る
、
営
業
面
の
苦
し
さ
は

想
像
す
る
に
難
し
く
な
い

が
、
読
み
手
と
し
て
は
有
難

い
配
慮
だ
。

　
私
は
「
鎌
倉
朝
日
歌
壇
」

の
投
稿
で
楽
し
い
場
を
い
た

だ
い
て
い
る
。
読
者
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
直
接
紙
面

に
関
わ
れ
る
機
会
が
あ
る
と

い
う
こ
と
も
大
き
な
魅
力

だ
。
毎
月
１
日
、
私
は
ま
ず

こ
の
欄
に
目
を
や
っ
て
か
ら

お
も
む
ろ
に
１
ペ
ー
ジ
に
戻

る
。
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
中

か
ら
短
歌
作
り
の
ヒ
ン
ト
を

得
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ

る
。「
鎌
倉
朝
日
」
は
私
の

生
活
に
確
か
な
形
で
位
置
づ

い
て
い
る
。

　
私
が
鎌
倉
市
議
会
議
員
に

な
っ
て
す
ぐ
、
朝
日
新
聞
本

社
販
売
部
か
ら
「
鎌
倉
に
販

売
店
を
増
や
し
た
い
。
販
売

店
が
協
力
す
る
地
域
の
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
ミ
ニ
コ
ミ
紙
を

発
行
し
た
い
」
と
の
協
力
要

請
が
あ
っ
た
。
以
前
、
私
は

朝
日
新
聞
専
属
の
広
告
会
社

に
勤
め
て
い
た
。
新
店
舗
は

父
の
不
動
産
会
社
が
お
世
話

し
、
私
は
当
時
の
朝
日
新
聞

鎌
倉
支
局
長
中
村
藤
一
郎
氏

と
鎌
倉
朝
日
創
刊
に
協
力
し

創
刊
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
に
も

出
席
し
た
。

　
５
０
０
号
発
行
は
、

何
か
と
縁
が
あ
る
紙

面
を
思
い
出
し
、
感

慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

ウ
ォ
ー
ナ
ー
博
士
の
顕

彰
碑
の
建
立
を
藤
沼

正
人
編
集
長
か
ら
頼

ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か

ら
ウ
ォ
ー
ナ
ー
博
士
を

日
本
各
地
に
案
内
す
る

よ
う
民
俗
学
者
柳
田
国
男
氏

に
要
請
が
あ
っ
た
時
、
担
当

し
た
の
が
妻
の
父
・
大
藤
時

彦（
元
日
本
民
俗
学
会
会
長
）

で
あ
っ
た
。そ
の
縁
も
あ
り
、

私
も
協
力
し
た
。
場
所
は
鎌

倉
駅
西
口
広
場
、
こ
こ
に
は

先
に
、
旧
鎌
倉
駅
時
計
塔
建

立
が
Ｊ
Ｃ
の
協
力
で
実
現
し

て
い
た
。

　
１
９
９
９
年
10
月
、
鹿
児

島
・
薩
摩
島
津
家
に
鎌
倉
市

民
有
志（
大
三
輪
龍
彦
代
表
）

が
源
頼
朝
公
複
製
供
養
墓
塔

を
寄
贈
し
、
島
津
家
ゆ
か
り

の
鶴
嶺
神
社
に
安
置
さ
れ
た

時
、
中
村
藤
一
郎
編
集
長
と

市
民
号
に
同
行
し
て
鎌
倉
朝

日
に
紀
行
文
を
大
き
く
掲
載

し
て
頂
い
た
。
後
に
鎌
倉
の

源
頼
朝
公
供
養
墓
塔
、
北
条

義
明
法
華
堂
跡
一
帯
の
地
は

島
津
家
、
毛
利
家
か
ら
鎌
倉

市
に
無
償
で
寄
贈
受
け
る
こ

と
が
実
現
。
現
在
そ
の
地
は

国
の
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。

　
感
慨
深
い
鎌
倉
朝
日
５
０
０
号

　
ロ
ジ
ュ
マ
ン
の
今
と
昔

　
５
０
０
号
発
刊
を
慶
ぶ

佐
藤
公
正
（
鎌
倉
市
・
76
）　　

　　　　　　
松
中
健
治
（
鎌
倉
市
・
78
）

中
村　
喬
（
藤
沢
市
・
81
）

竹
鶴
寿
男
（
鎌
倉
市
・
80
）

　「
烏
三
態
　笑
う
・
よ
そ
見
・
つ
く
ろ
い
」

　
妻
の
母
大
藤
ゆ
き
（『
鎌

倉
の
民
俗
』
の
著
者
）
が
鎌

倉
朝
日
に
３
年
に
わ
た
り

エ
ッ
セ
イ
『
昨
日
の
鎌
倉
』

を
連
載
し
た
こ
と
も
懐
か
し

い
。

鹿
児
島
に
贈
ら
れ
た
源
頼
朝
公

複
製
供
養
墓
塔

〈寄稿〉

鎌
倉
朝
日
５
０
０
号
に
寄
せ
て

鎌
倉
朝
日
５
０
０
号
に
寄
せ
て


