
 

 

                             

       

鴨
居
地
域
に
は
、
平
安
時
代
の
末

期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
か
け
て

活
躍
し
た
武
将
・
和
田
義
盛
に
ま
つ

わ
る
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
東
浦
賀
か
ら
鴨
居
へ
抜
け
る

梅
山
の
坂
を
越
え
、
正
面
に
鴨
居
港

が
見
え
て
く
る
あ
た
り
の
右
手
に
あ

る
西
徳
寺

さ

い

と

く

じ

に
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。 

こ
の
寺
の
一
角
に
は
和
田
地
蔵

と
呼
ば
れ
る
石
の
地
蔵
が
祀 ま

つ

ら
れ
て

い
ま
す
。
和
田
義
盛
は
路
傍
で
見
か

け
た
地
蔵
の
姿
に
引
か
れ
、
「
こ
の

た
び
の
合
戦
に
勝
て
る
な
ら
ば
川
上

へ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
川
下
へ
流
れ

て
く
だ
さ
い
」と
お
祈
り
し
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
地
蔵
を
川
に
沈
め
る
と
、

不
思
議
な
こ
と
に
地
蔵
は
半
身
を
浮

か
ば
せ
て
川
上
へ
流
れ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
れ
を
見
て
い
た
義
盛
ら
の
主

従
は
感
激
し
、
川
の
ほ
と
り
に
お
堂

を
建
て
て
地
蔵
を
祀 ま

つ

り
ま
し
た
。
の

ち
に
こ
の
地
蔵
は
和
田
地
蔵
と
呼
ば

れ
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
西
徳
寺
の
境

内
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
川
は
、
こ
う
し
た
言
い
伝
え
と
と

も
に
、
い
つ
し
か
和
田
川
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
寺
の
裏
山
に
あ
る
和
田

塚
、
あ
る
い
は
義
盛
塚
と
呼
ば
れ
る

剃
刀

か
み
そ
り

塚 づ
か

は
、
和
田
氏
の
兵
が
月
代

さ
か
や
き

を

剃 そ

る
の
に
使
っ
た
剃
刀
を
埋
め
た
塚

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
鎌
倉
の
由
比
ガ
浜
に
あ
る

和
田
塚
は
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）

に
和
田
氏
の
一
族
が
北
条
氏
と
の

戦
い
に
敗
れ
た
場
所
で
あ
り
、
史
跡

と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
、
鎌
倉
幕
府
の
武
将
・
和

田
義
盛
の
人
と
な
り
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。 

和
田
義
盛
は
、
衣
笠
城
の
城
主
と

し
て
三
浦
一
族
の
繁
栄
を
築
い
た

三
浦

み

う

ら

大
介

お
お
す
け

義 よ
し

明 あ
き

の
孫
（
長
男
・
義
宗

よ
し
む
ね

の
長
子
）
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
三
浦
氏
を
離
れ
た
父
は
杉

本
氏
を
名
乗
り
、
義
盛
も
杉
本
氏
を

継
ぐ
こ
と
な
く
和
田
氏
を
名
乗
り
ま

し
た
。
な
お
、
三
浦
氏
の
宗
家

そ

う

け

（
本

家
）
は
、
義
明
の
次
男
・
義 よ

し

澄 ず
み

が
後

を
継
い
で
い
ま
す
。 

治
承

じ
し
ょ
う

四
年
（
一
一
八
〇
）
源
頼
朝

は
伊
豆
で
兵
を
挙
げ
ま
す
。し
か
し
、

頼
朝
勢
は
石
橋
山
合
戦
で
平
家
軍

に
敗
れ
、
真
鶴
港
か
ら
船
で
安
房

あ

わ

へ

逃
れ
て
行
き
ま
し
た
。
安
房
か
ら

上
総

か

ず

さ

、
下
総

し
も
う
さ

、
武
蔵

む

さ

し

へ
と
進
軍
し
て

い
っ
た
頼
朝
の
軍
勢
の
中
で
、
三
浦

一
族
の
和
田
義
盛
、
三
浦
義
澄
ら
は

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。 

途
中
、
平
氏
の
一
族
を
多
数
味

方
に
つ
け
て
鎌
倉
に
帰
っ
た
頼
朝

軍
は
、
鎌
倉
幕
府
を
開
き
ま
す
。

こ
の
時
、
和
田
義
盛
は
戦

い
く
さ

で
の
功

績
に
よ
り
、
鎌
倉
幕
府
初
代
の

侍

所
別
当

さ
む
ら
い
ど
こ
ろ
べ
っ
と
う

と
い
う
重
要
な
地
位

を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
侍
所
別
当

と
い
う
の
は
、
武
将
た
ち
の
指
揮

監
督
や
裁
判
を

司
つ
か
さ
ど

る
機
関
に
お

け
る
最
高
責
任
者
を
意
味
し
ま
す
。 

鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
頼
朝
の
側

近
と
し
て
権
勢
を
誇
っ
た
和
田
氏

で
し
た
が
、
北
条
氏
の
巧
み
な
戦

略
に
よ
り
、
同
族
で
あ
る
三
浦
氏

の
支
援
も
な
い
ま
ま
滅
亡
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
今
か
ら
ち
ょ
う
ど

八
百
年
前
の
こ
と
で
す
。 

月
代･

･
･

昔
の
男
性
の
髪
型
。
額
か
ら
頭

上
に
か
け
て
月
型
に
髪
を
そ
り

上
げ
た
こ
と
。 

   
 

 

   

和
田

わ

だ

義 よ

し

盛 も

り

と
鴨
居 

今
年
は
和
田
合
戦
か
ら
八
百
年
の
節
目
に
あ
た
り
ま
す
。 

西
徳
寺
や
鴨
居
に
流
れ
る
和
田
川
に
語
り
つ
が
れ
る
伝
説
の
主
人
公

和
田
義
盛
は
、
鎌
倉
幕
府
創
設
時
に
大
い
に
活
躍
し
ま
し
た
。 
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●
奉
行
二
人
制
と
な
る
● 

  

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
五
月
に
来
航

し
た
イ
ギ
リ
ス
船
ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
は
、
お

と
な
し
く
出
帆
し
て
、
大
き
な
事
件
へ
は

発
展
せ
ず
解
決
し
た
。 

し
か
し
、
こ
の
時
の
浦
賀
奉
行
・
内
藤

外
記
は
江
戸
に
お
り
、
浦
賀
へ
駆
け
つ
け

た
の
は
五
日
も
た
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。 

本
来
な
ら
現
場
の
責
任
者
と
し
て
、
陣

頭
指
揮
を
と
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
る

が
、
そ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
奉
行
の
内
藤
が
怠
け
て

い
た
訳
で
は
な
い
。
浦
賀
奉
行
所
が
開
設

さ
れ
た
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
か
ら
、

奉
行
は
特
別
な
こ
と
が
な
い
限
り
、
浦
賀

へ
は
行
か
ず
、
江
戸
の
自
分
の
屋
敷
を
浦

賀
奉
行
所
の
「
江
戸
役
所
」
と
し
て
、
幕

府
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
こ
と
が
主
な
仕

事
で
あ
り
、
浦
賀
の
こ
と
は
与
力
・
同
心

に
任
せ
て
い
る
の
が
通
常
の
状
態
で
あ
っ

た
。 も

っ
と
も
『
御
役
人
代
々
記
』
に
は
「
毎

年
三
月
に
、（
将
軍
に
）
暇
乞
い
を
し
て
、

百
日
間
は
御
役
所
に
詰
め
て
、
江
戸
へ
戻

る
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
当
に
こ
の
文
章

通
り
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
内
藤
が
浦
賀
に

詰
め
て
い
る
時
ブ
ラ
ザ
ー
ス
号
が
来
航
し

た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
・
・
・ 

ち
な
み
に
、
こ
の
時
、
ブ
ラ
ザ
ー
ス
号

が
出
帆
し
た
の
が
五
月
二
十
一
日
で
、
内

藤
奉
行
は
二
十
三
日
に
は
江
戸
へ
帰
っ
て

い
る
。 

こ
う
し
た
状
況
を
重
く
み
た
幕
府
は
、

異
国
船
渡
来
と
い
う
極
め
て
重
大
な
事
件

ば
か
り
で
な
く
、
常
日
頃
か
ら
浦
賀
奉
行

所
の
手
薄
な
状
態
を
改
善
し
、
あ
ら
ゆ
る

事
態
に
万
全
を
期
す
る
体
制
を
つ
く
る
た

め
奉
行
の
二
人
制
を
定
め
た
。 

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
正
月
（
江
戸

時
代
は
一
月
と
い
う
言
葉
は
使
用
さ
れ
て

い
な
い
）、
筑
紫
佐
渡
守
が
中
奥
御
小
姓
か

ら
浦
賀
奉
行
に
転
役
と
な
り
、
こ
こ
に
浦

賀
奉
行
は
二
人
制
と
な
っ
た
。
こ
の
折
、

幕
府
か
ら
、
浦
賀
・
江
戸
の
両
役
所
は
、

異
国
船
来
航
ば
か
り
で
な
く
、
日
頃
よ
り

連
絡
を
密
に
と
り
、
役
務
に
万
全
を
期
す

よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。 

ま
た
、交
代
の
時
期
は
毎
年
三
月
と
し
、

こ
れ
ま
で
役
料
は
五
百
俵
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
よ
り
千
俵
と
増
額
さ
れ
た
。
こ
れ
は

浦
賀
奉
行
所
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
の
一
つ
の
証
し
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
二
人
制
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
、

浦
賀
奉
行
所
の
「
文
政
の
改
革
」
の
第
一

段
階
で
あ
っ
た
。 

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
十
二
月
、
十

年
間
に
わ
た
っ
て
江
戸
湾
警
備
の
任
務
に

つ
い
て
い
た
会
津
藩
に
「
御
備
場
御
用
御

免
」
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
会
津
藩
が
担
っ

て
き
た
警
備
の
役
割
は
浦
賀
奉
行
所
に
課

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
浦
賀
奉
行
所

は
開
設
以
来
百
年
間
、
与
力
・
同
心
の
増

員
は
な
く
、
与
力
が
十
騎
、
同
心
五
十
人

の
体
制
で
き
た
が
、
こ
の
人
数
で
は
会
津

藩
が
警
備
し
て
い
た
観
音
崎
や
平
根
山

（
浦
賀
港
入
口
に
あ
る
灯
明
堂
の
裏
山
）

な
ど
の
台
場
へ
は
、
人
員
を
回
す
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
与
力
が
四
騎
、
同

心
が
二
十
四
人
増
員
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
、
百
年
ぶ
り
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

も
あ
り
、
与
力
の
禄
が
四
斗
入
り
七
十
俵

で
あ
っ
た
の
が
、
百
俵
に
な
り
、
同
心
は

三
斗
五
升
入
り
二
十
俵
で
あ
っ
た
も
の
に
、

二
人
扶
持
が
加
わ
っ
た
。 

今
ま
で
浦
賀
の
役
人
の
俸
禄
が
上
が
ら

な
か
っ
た
理
由
は
、「
御
組
揚
げ
荷
物
」
と

い
っ
て
、
廻
船
が
役
人
用
に
様
々
な
荷
物

を
置
い
て
い
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
た
だ

で
も
ら
っ
て
し
ま
え
ば
賄
賂
と
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、役
人
が
勝
手
に
値
段
を
つ
け
、

次
に
浦
賀
へ
寄
っ
た
時
に
支
払
う
と
い
う

こ
と
を
し
て
い
た
。
浦
賀
の
役
人
は
そ
う

で
な
く
て
も
、
頂
戴
物
が
多
い
の
で
、
こ

れ
ら
を
見
逃
し
て
も
ら
う
代
わ
り
に
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
は
な
か
っ
た
。 

 

                                   

 

千
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
四
国
霊
場
八
十
八
カ
所
。 

『
こ
の
世
は
迷
い
の
世
界
で
、
自
分
の
ま
わ
り
を
壁

が
囲
っ
て
い
る
―
。
』
遍
路
が
被
る
菅
笠

す

げ

が

さ

に
記
さ
れ
た

文
字
の
一
部
で
す
。
で
は
、
迷
え
る
人
々
は
、
何
を
求

め
て
四
国
遍
路
に
出
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
も
、
四
国
遍
路
と
は
、
徳
島
の
一
番
札
所
・
霊
山
寺

り

ょ

う

ぜ

ん

じ

か
ら
高
知
、
愛
媛
を
経
て
、
香
川
の
八
十
八
番
・
大
窪

寺
ま
で
、
お
よ
そ
１
２
０
０
㎞
の
巡
礼
道
。
一
日
平
均

２４
㎞
で
歩
い
て
も
５０
日
、
自
動
車
で
回
っ
て
も
８
日

は
か
か
り
ま
す
。
通
常
は
一
番
か
ら
番
号
順
に
右
回
り

に
歩
く
「
順
打
ち
」
で
す
が
、
左
回
り
の
「
逆
打
ち
」

は
、
三
倍
の
御
利
益
を
得
ら
れ
る
と
い
う
俗
説
も
あ
り

ま
す
。 

そ
し
て
回
り
終
わ
っ
た
後
は
、
再
度
一
番
札
所
へ
行

っ
て
「
お
礼
参
り
」
を
す
る
。
さ
ら
に
、
弘
法
大
師
が

入
定

に
ゅ
う
じ
ょ
う

し
た
高
野
山
奥
の
院
へ
も
参
詣
す
る
の
が
決
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
四
国
４
県
を
つ
な
ぐ
遍
路
の
道
に
は
、
密
教

の
胎
蔵
界
曼
荼
羅
で
説
か
れ
て
い
る
仏
教
修
得
の
四
つ

の
道
場
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
の
「
四
転
説

し

て

ん

せ

つ

」

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。 

私
は
、
二
回
程
、
自
動
車
で
回
っ
て
お
り
ま
す
。
お

そ
ら
く
実
際
に
通
し
て
歩
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
四
つ
の

言
葉
が
、
各
県
の
気
候
風
土
や
道
程
に
不
思
議
と
対
応

す
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
は
ず
で
し
ょ
う
。 
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  ＊＊＊＊＊＊＊ 

広報よこすか、浦賀

TODAY等で募集を行いま

す。ご興味のある方は、

是非お申込みください。 
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