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『
吾
妻
鏡
』
は
、
鎌
倉
幕
府
の
編
纂
し
た
歴
史
書
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

当
時
の
政
治
状
況
や
幕
府
に
仕
え
た
武
士
の
実
態
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料

で
あ
る
。
一
方
で
、
記
録
の
よ
う
な
記
事
の
合
間
に
、
特
定
の
人
物
に
焦
点

を
当
て
た
逸
話
が
度
々
挿
入
さ
れ
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
や
記
事
の
取

捨
選
択
に
は
、
編
纂
者
の
意
図
の
存
在
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
部
分

に
注
目
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
を
文
学
作
品
と
し
て
読
む
試
み
を
行
っ
た
。

　

第
一
章
で
は
『
吾
妻
鏡
』
の
文
治
五
年
奥
州
合
戦
記
事
と
、
そ
こ
に
登
場

す
る
人
物
た
ち
の
分
析
を
行
っ
た
。

　

第
一
節
で
は
奥
州
合
戦
の
意
義
と
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
の
連
関
に
つ
い
て

検
討
し
た
。
奥
州
合
戦
は
源
頼
朝
が
、
前
九
年
合
戦
で
東
北
地
方
を
平
定
し

た
先
祖
・
源
頼
義
の
先
例
を
強
く
意
識
し
、
御
家
人
た
ち
に
も
過
去
の
戦
い

を
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
頼
朝
の
貴
種
性
、
武
家
の
棟
梁
と
し
て
の
立
場

を
知
ら
し
め
る
目
的
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
奥
州
藤
原
氏
の
自
律
性
や
、
被

征
服
地
域
か
ら
の
目
線
や
声
が
感
じ
ら
れ
ず
、
他
の
軍
記
物
語
と
比
較
し
て

の
不
足
点
も
指
摘
し
た
。

　

第
二
節
で
は
、
奥
州
合
戦
記
事
に
登
場
す
る
鎌
倉
方
武
士
の
序
列
や
登
場

場
面
を
整
理
し
た
。
和
田
義
盛
や
梶
原
景
時
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
内
の
中

心
的
な
立
場
に
ふ
さ
わ
し
く
話
題
の
多
い
者
も
あ
る
が
、
北
条
氏
（
時
政
、

政
子
、
義
時
）
の
よ
う
に
合
戦
に
は
登
場
せ
ず
、
宗
教
的
後
方
支
援
を
す
る

こ
と
で
頼
朝
と
の
近
さ
を
表
し
て
い
る
者
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
小
山
氏
（
小

山
政
光
と
そ
の
子
の
小
山
三
兄
弟
（
朝
政
・
宗
政
・
朝
光
）、
政
光
甥
の
下
河

辺
行
平
）
と
畠
山
重
忠
の
記
事
の
分
量
が
他
の
武
士
よ
り
も
多
く
、
目
立
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

第
三
節
以
降
で
は
、
奥
州
合
戦
で
活
躍
の
強
調
さ
れ
た
小
山
氏
と
畠
山
重

忠
に
つ
い
て
、
そ
の
要
因
を
検
討
し
た
。
小
山
氏
は
平
将
門
を
討
っ
た
俵
藤

太
秀
郷
の
末
裔
で
あ
り
、
秀
郷
流
の
正
当
な
武
芸
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て

鎌
倉
幕
府
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
一
族
で
あ
る
。
血
筋
の
持
つ
「
吉
例
」

が
、
同
族
の
奥
州
藤
原
氏
を
打
ち
負
か
し
、
奥
州
合
戦
の
縁
起
担
ぎ
に
な
る

よ
う
に
、
小
山
氏
の
活
躍
を
目
立
た
せ
る
意
図
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
畠
山
重
忠
は
、
前
九
年
合
戦
で
先
祖
（
畠
山
武
綱
ま
た
は
重

綱
）
が
先
陣
と
な
り
戦
勝
し
た
と
い
う
「
吉
例
」
に
な
ら
っ
て
先
陣
を
勤
め

る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
奥
州
合
戦
に
お
い
て
は

際
立
っ
た
戦
功
は
挙
げ
て
お
ら
ず
、
活
躍
で
き
な
か
っ
た
部
分
を
寛
容
、
正

直
、
清
廉
と
い
っ
た
精
神
性
で
補
お
う
と
す
る
作
為
が
現
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
奥
州
合
戦
の
捕
虜
へ
の
対
応
で
、
重
忠
の
礼
儀
正
し
さ
に
比
べ
て
梶
原

景
時
の
無
礼
さ
を
描
い
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
構
造
の
記
事

が
『
吾
妻
鏡
』
の
他
の
箇
所
に
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
小
山
朝
光
と
景
時
の
礼

儀
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
た
。
奥
州
合
戦
部
分
以
外
に
お
い
て
も
、
重
忠
、

小
山
氏
、
景
時
の
関
係
に
共
通
性
の
あ
る
記
事
が
数
か
所
見
ら
れ
、
人
物
た

ち
に
対
す
る
共
通
し
た
意
識
を
以
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
終
節
の
結
論
で
は
、
小
山
氏
と
重
忠
が
特
に
活
躍
を
強
調
さ
れ
て
い
た

要
因
に
つ
い
て
、
小
山
氏
は
藤
原
秀
郷
、
畠
山
氏
は
平
良
文
と
、
互
い
に
鎮

守
府
将
軍
を
祖
に
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
た
。
秀
郷
流
、
良
文
流

の
武
士
は
彼
ら
以
外
に
も
数
多
く
い
る
が
、
と
り
わ
け
小
山
氏
は
武
芸
の
正
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統
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
点
、
重
忠
は
、
前
九
年
合
戦
時
の
祖
先
の
「
先

陣
」
の
伝
統
を
持
つ
点
、
さ
ら
に
互
い
に
大
武
士
団
を
率
い
る
高
い
位
置
に

い
る
と
い
う
立
場
も
あ
り
、
奥
州
合
戦
で
活
躍
す
べ
き
人
物
と
し
て
選
ば
れ

た
と
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
奥
州
合
戦
記
事
内
で
は
接
点
の
な
か
っ
た
重
忠

と
小
山
氏
は
、
奥
州
合
戦
記
事
外
で
「
将
軍
の
子
孫
」
と
し
て
登
場
し
、
編

纂
者
の
意
図
が
無
意
識
に
現
れ
る
形
で
の
重
忠
や
小
山
氏
を
善
、
景
時
を
悪

と
す
る
、
こ
の
数
人
の
間
で
組
み
合
わ
さ
れ
る
話
型
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し

た
。

　

第
二
章
で
は
、
頼
朝
の
寵
臣
で
あ
り
、
所
領
争
い
が
も
と
で
曾
我
兄
弟
に

討
た
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
・
工
藤
祐
経
を
分
析
対
象

と
し
た
。

　

第
一
節
で
は
先
行
研
究
を
、
第
二
節
と
第
三
節
で
は
『
吾
妻
鏡
』
に
登
場

す
る
祐
経
の
記
事
を
分
析
し
、
そ
の
特
徴
を
分
析
し
た
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め

る
と
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
祐
経
の
形
象
は
、「
在
京
経
験
が
あ
り
、
都
の

人
脈
や
芸
能
の
才
を
持
つ
が
、
武
勇
に
は
劣
る
こ
と
」「
そ
れ
に
よ
り
御
家
人

た
ち
か
ら
の
微
妙
な
反
発
が
あ
る
こ
と
、
か
つ
曾
我
兄
弟
に
討
た
れ
る
部
分

の
記
事
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
」「
頼
朝
に
能
力
は
気
に
入
ら
れ

る
が
、
武
力
面
で
は
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
」「
同
じ
伊
豆
の
武
士
で
あ

り
、
頼
朝
の
旗
揚
げ
時
か
ら
付
き
従
い
武
勇
に
優
れ
た
御
家
人
・
天
野
遠
景

の
存
在
に
よ
り
、
祐
経
の
武
力
不
足
と
文
化
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ

と
」
が
特
徴
で
あ
る
と
し
た
。

　

第
四
節
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
以
降
の
文
学
作
品
で
あ
る
『
曾
我
物
語
』『
義

経
記
』
を
中
心
に
祐
経
の
描
写
の
『
吾
妻
鏡
』
と
の
差
異
を
比
較
し
た
。『
曾

我
物
語
』
の
祐
経
は
、『
吾
妻
鏡
』
で
の
武
勇
が
な
く
御
家
人
た
ち
か
ら
の
反

発
が
あ
る
と
い
う
欠
点
は
そ
の
ま
ま
、
教
養
や
文
化
性
の
面
が
消
え
、
個
性

が
失
わ
れ
、
狡
猾
で
不
遜
な
器
の
小
さ
い
敵
役
に
矮
小
化
さ
れ
て
い
た
。
一

方
『
義
経
記
』
で
は
、
在
京
経
験
が
あ
る
と
い
う
特
性
を
生
か
し
、
京
育
ち

の
妻
に
橋
渡
し
を
し
て
静
を
懐
柔
し
、
鼓
の
達
人
と
し
て
静
の
舞
の
伴
奏
を

任
さ
れ
る
肯
定
的
な
役
回
り
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
描
か
れ
た
祐
経
の
特
徴

の
う
ち
、
御
家
人
た
ち
の
反
発
感
情
と
武
力
の
欠
如
は
『
曾
我
物
語
』
に
、

京
の
文
化
性
を
持
つ
こ
と
は
『
義
経
記
』
に
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
伝
わ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
分
析
し
た
。

　

最
終
節
の
結
論
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
祐
経
の
描
写
に
は
「
京
へ
の
反
発
」

が
表
れ
た
も
の
と
想
定
し
た
。
関
東
の
武
士
た
ち
は
、
実
際
は
幕
府
成
立
以

前
か
ら
京
と
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、
鎌
倉
幕
府
は
京
の
文
化
を
重

要
視
し
、
徐
々
に
京
の
思
想
や
秩
序
も
取
り
入
れ
て
い
た
が
、
一
方
で
そ
の

よ
う
な
幕
府
の
姿
勢
へ
の
不
満
や
京
に
対
す
る
反
発
感
情
も
潜
在
的
に
流
れ

て
お
り
、
都
の
教
養
や
文
化
を
身
に
着
け
な
が
ら
も
、
御
家
人
た
ち
と
は
微

妙
に
相
い
れ
ず
、
結
局
狩
場
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』
に
お

け
る
祐
経
の
形
象
は
、
そ
の
よ
う
な
京
に
対
す
る
抵
抗
意
識
が
顕
在
化
し
た

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
結
論
付
け
た
。

　

以
上
、
第
一
章
で
は
奥
州
合
戦
を
中
心
に
、
小
山
氏
と
畠
山
重
忠
の
描
写

を
検
討
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
に
小
山
氏
と
畠
山
氏
の
「
吉
例
」
と
な
る
血
筋
と

武
士
団
の
大
き
さ
と
い
う
共
通
性
に
よ
る
結
び
つ
き
が
構
想
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
分
析
し
、
第
二
章
で
は
工
藤
祐
経
の
描
写
と
そ
の
京
文
化
の
要
素
、
そ

し
て
そ
れ
に
対
す
る
御
家
人
た
ち
の
反
発
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う

に
『
吾
妻
鏡
』
に
登
場
す
る
人
物
に
注
目
す
る
こ
と
で
、『
吾
妻
鏡
』
に
無
意

識
に
現
れ
て
い
る
考
え
方
や
構
想
を
炙
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
今
後
の
『
吾

妻
鏡
』
の
文
学
研
究
に
つ
な
が
る
の
で
は
と
の
提
案
を
行
っ
た
。

（
か
と
り　

ち
は
る
）


