
宗
教

・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

京
都
と
鎌
倉

野

口

実

京都と鎌倉

ま
ず
始
め
に

「鎌
倉
時
代
」
は
鎌
倉
の
時
代
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
し
た
い
。
鎌
倉
時
代
の
京
都
の
歴
史
を
語
る
と
き
、

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
承
久
の
乱
ま
で
と
、
後
醍
醐
天
皇
が
登
場
し
て
建
武
政
権
が
樹
立
さ
れ
る
辺
り
の
話
ば
か
り
で
、
歴
史
の
断
絶

が
み
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
鎌
倉
時
代
成
立
の
画
期
と
な
る
源
平
内
乱

(「治
承

・
寿
永
内
乱
」
)
で
、
京
都
の
社
会
は
そ
ん
な
に
大
き

　
　

く
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
井
上
章

一
氏
は
江
戸

・
東
京
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
所
産
と
し
て
の

「
関
東
中
心
史
観
」
を
批
判
す
る
が
、
京

都
の
鎌
倉
時
代
認
識
も
、
こ
の
関
東
史
観
に
毒
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
上
横
手
雅
敬
氏
も
、
通
説
的
な

「鎌
倉
時
代

　　
　

史
」
は

「鎌
倉
幕
府
史
」
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
鎌
倉
時
代
に
な

っ
て
も
日
本
全
体
の
支
配
者
は
朝
廷
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
建
前
上
、
幕
府
は
軍
事
警
察
権
を
握
る
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
し
か
な
い
。

源
頼
朝
の
政
権

(鎌
倉
幕
府
)
の
評
価

鎌
倉
幕
府
は
東
国
武
士
の
階
級
的
輿
望
を
担

っ
た
政
権
で
、
東
国
武
士

は

「在
地
領
主
」

で
あ

る
、
と
い
う
の
が
戦
後
歴
史
学
の
常
識
で
あ

っ
た
。
い
わ
ゆ
る

「領
主
制
論
」
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
成
立
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
宇
都
宮

・
小
山

・
佐
竹

・
上
総

・
千
葉

・
三
浦

・
大
庭
な
ど
と
い
っ
た
有
力
な
東
国
武
士
は
、
幕
府
成
立
以
前
、
果
た
し
て
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在
地
に
し
か

い
な
い

「在
地
領
主
」
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
存
在
が
朝
廷
に
対
峙
し
う
る
独
自
の
政
権
を

「
草
深

い
東
国
」
に

樹
立
し
、
あ

っ
と
い
う
間
に
列
島
規
模
で
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
東
国
武
士
の
存
在
形
態
を
検
証
し
て
み
る
と
、
彼
ら
は
在
地
の
所
領
支
配
と
京
都
で
の
活
動
を
親
子

・
兄
弟
間

で
交
代

・分
業
し
な
が
ら
担

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
在
京
活
動
す
な
わ
ち
国
家

(王
権
)
守
護

へ
の
参
加
に
よ

っ
て

「武

士
」
身
分
を
獲
得
し
、
そ
の
こ
と
が
在
地
支
配
の
前
提
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
彼
ら
を
束
ね
て
最
初
の
幕
府
の
棟
梁
11

「鎌
倉
殿
」
と
な

っ
た
源
頼
朝
が
、
果
た
し
て
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
東
国

武

士
の
階
級
的
利
害
を
代
表
す
る
存
在
だ

っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
て
き
た
。
「領
主
制
論
」

の
提
唱
者

で
あ

る
石
母
田
正
氏
も

夙

に

「棟
梁
は
領
主
階
級
の
単
な
る
代
表
で
は
な
く
、
相
対
的
に
独
立
し
た
存
在
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
に
、
戦
後
の
歴
史
学
者

　　
　

の
中
で
こ
の
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
な
が
ら
幕
府
成
立
史
を
論
じ
た
研
究
者
は
上
横
手
雅
敬
氏
く
ら
い
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

源
頼
朝
は
、
後
白
河
院
の
近
臣
源
義
朝
の
子
。
少
年
時
代
に
上
西
門
院

(統
子
内
親
王
)
や
二
条
天
皇
に
蔵
人
と
し
て
仕
え
た
経
歴

を
も
ち
、
平
治
の
乱
中
の
除
目
で
右
兵
衛
権
佐
と
い
う
公
卿

へ
の
昇
進
も
可
能
な
官
職
に
就
い
て
い
る
。

一
方
、
東
国
武
士
は

「
諸
大

夫
」
・
「侍
」
と

い
う
貴
族
社
会
の
身
分
を
も

つ
存
在
と
し
て
中
央
の
権
門
に
砥
候
し
、
そ
の
政
治
権
力
や
首
都
の
生
産
力
と
流
通
ネ
ッ

ト

ワ
ー
ク
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
頼
朝
の
も
と
に
結
集
し
た
理
由
は
、
古
代
的
権
力
か
ら
の
抑
圧

を
背
景
に
惹
起
さ
れ
た
在
地
社
会
の
矛
盾
ば
か
り
で
な
く
、
平
家
に
よ
る
非
正
統
王
権
樹
立

へ
の
反
発
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
か
つ
て
、
子
息
義
平
を
鎌
倉
に
置
き
、
在
京
し
て
国
家
守
護
の

一
翼
を
担

っ
て
い
た
義
朝
の
再
来
を
頼
朝
に
期
待
し
た
。
彼
ら
の

意
志
は
そ
ん
な
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

鎌
倉
幕
府
を
京
都
の
朝
廷
に
伍
す
る
存
在
と
み
て
、
中
世
前
期
の
日
本
に
は
鎌
倉
を
中
心
と
し
た
国
家
が
あ

っ
た

の
だ
と
い
う
学
説

が
あ
る
。
こ
れ
を

「東
国
国
家
論
」
と

い
う
。
し
か
し
、
武
士
論
や
鎌
倉
幕
府
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
が
精
緻
化
さ
れ
る
に

つ
れ
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て
、

そ
の
旗
色
は
悪
く
な
り
、
や
は
り
幕
府
は
国
家
の
軍
事

・
警
察
を
担
当
す
る
機
関
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

「権
門
体
制
論
」
に
基
づ

く
理
解
が
支
持
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と

「東
国
国
家
」
論
は
形
を
変
え
て
、
頼
朝
以
下
の
鎌
倉
殿
を
東

国
の

「王
」
と

見
な
す

「東
国
王
権
論
」
が
現
れ
た
。
網
野
善
彦
氏

(「東
国
国
家
論
」)
は
、
①
京
都
王
朝
の
養
和

・
寿
永
の
改
元
を
無
視

②
王
朝

の
行
政
機
関
で
あ
る
国
衙
の
勢
力
を
奪
取

③

「
関
東
」
は
東
国

「王
権
」
の
直
接
統
治
権
の
及
ぶ
範
囲
を
指
す
広
域
地
名

④
東
国

の
都
鎌
倉
に
王
権
の
守
護
神
と
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
が
祀
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
五
味
文
彦
氏

(「東
国
王
権
論
」
)
は
、
⑤
平
泉
藤
原
氏

の
達
成
の
上
に
東
国
に
王
権
を
築
く

⑥
鶴
岡
八
幡
宮
、
箱
根

・
伊
豆
権
現
を
東
国
王
権
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
し
た

⑦
関
東
祈
祷

寺
を
設
定
し
、
勝
長
寿
院
と
永
福
寺
に
御
所
と
鎌
倉
殿
を
守
る
役
割
を
担
わ
せ
た
、
そ
し
て
⑧
鎌
倉
殿
の
王
権
は
実
朝
将
軍
就
任
時

の

『吾

妻
鏡
』
の

「関
東
長
者
」
の
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
頼
朝
の
場
合
は
治
承
四
年
十
月
、
彼
が
大
倉
御
所
に
入

っ
た
時
点
で
誕

　　
　

生
し
た

こ
れ
ら
の
こ
と
を
も

っ
て
そ
の
論
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
守
護
の
職
務
で
あ
る
大
犯
三
力
条

の
最
初
に
大
番
催
促
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「鎌
倉
殿
」
は
内
裏
守
護
な
ど
国

家
の
軍
事
警
察
を
担
う
権
門
で
し
か
な
く
、
幕
府
の

(東
国
に
対
す
る
)
統
治
権
は
、
承
久

の
乱
以
前
は
地
域
権
力
で
あ
る
平
泉
政
権

的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
三
代
将
軍
実
朝
が
右
大
臣
任
官
の
拝
賀
を
行

っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
鶴

岡
八
幡
宮
は
内

裏
の
代
替
装
置
で
あ
り
、
そ
の
参
道
に
設
け
ら
れ
た

「壇
葛
」
は
ま
さ
に
内
裏
を
取
り
囲
む

「陣
中
」
の

「
置
道
」
を
モ
デ
ル
に
し
た

　
　
　

も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
幕
府
は
京
都
の
王
朝
に
対
置
し
う
る
ほ
ど
の
独
立
性

の
あ
る
権
力
で
は

な
か

っ
た
。
だ
か
ら
源
頼
朝
を
王
と
呼
ん
だ
り
、
そ
の
政
権
を
国
家
と
称
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
国
制
的
に
見
た
場
合
、
頼
朝
は

「外
が
浜
か
ら
鬼
界
島
に
至
る
国
土
を
支
配
す
る
王
権
」
を
守
護
す
る
、
あ
く
ま
で
も

「武
家
の
棟
梁
」
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

六
波
羅
と
鎌
倉

そ
も
そ
も
鎌
倉
は
源
氏
将
軍
家

の
本
拠
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
伊
豆
で
挙
兵
し
た
頼
朝
が
父
義
朝

の
拠
点
で

あ

っ
た
鎌
倉
を
目
指
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
頼
朝
の
政
権
は
平
治
の
乱
以
前
の
義
朝
の
地
域
権
力
の
再
建
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
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た
も
の
で
あ

っ
た
。
保
元
～
平
治
年
間
の
義
朝
に
よ
る

「坂
東
の
平
和
」
の
再
構
築
こ
そ
が
、
坂
東
武
士
を
彼
の
も
と
に
結
集
さ
せ
る

上

で
大
き
な
要
素
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
頼
朝
の
政
権
の
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
は
義
朝

の
樹
立
し
た
坂
東
に
お
け
る
地

　　
　

域
権
力
と
み
て
よ
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
頼
朝
も
ま
た
父
同
様
に
自
ら
上
洛
し
て
在
京
す
る
に
至

っ
た
可
能
性
も
高

い
。
鎌
倉
幕
府
の

樹
立
を
古
代
権
力
に
対
す
る
勝
利
と
捉
え
る

「領
主
制
論
」
的
な
立
場
か
ら
頼
朝
晩
年
の
失
政
と
評
価
さ
れ
る

「
大
姫
入
内
計
画
」
は
、

そ

の
延
長
線
上
に
当
然
の
施
策
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
義
朝
が
義
平
と
在
京

・
在
地

の
分
業
を
行

っ
た

よ
う
に
、
頼
朝
も
猶
子
と
し
た
弟
義
経
を
は
じ
め
、
舅
の
北
条
時
政
、
義
弟
の

一
条
能
保
を
も

っ
て
京
都

の
守
護
を
勤
め
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
方
式
は
そ
の
後
幕
府
の
実
権
を
掌
握
し
た
北
条
氏
に
も
受
け
継
が
れ
て
、
在
京

(六
波
羅
探
題
)
・
在
鎌
倉

(
執
権

・
連
署
)
を

一
族
間
で
分
業
す
る
体
制
が
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

結
局
頼
朝
は
死
に
至
る
ま
で
鎌
倉
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
は
高
橋
昌
明
氏
が
指
摘
し
た
よ
う

に
意
識
的
に
福
原

　　

に
居
住
し
た
平
清
盛

の
先
例
を
踏
襲
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
し
か
に
権
力
を
遠
隔
操
作
す
る
こ
と
に
よ
る
効
用
は

　
お
　

あ

っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
に
は
公
卿
議
定
に
参
加
で
き
る
ほ
ど
の
有
職
故
実
に
関
す
る
知
識

・
情
報
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な

に
よ
り
も
、
自
ら
の
実
力
で
再
建
し
た
父
義
朝

の
遺
産

11

「坂
東

の
平
和
」

の
維
持
が
念
頭
に
置
か
れ
た
こ
と
と
思
う
。

一
方
、
十
二
世
紀
は
中
央

(京
都

・
畿
内
)
と
地
方

(辺
境
)
社
会
と

の
交
流
が
活
発
化
し
、
中
央
の
地
方

へ
の
依
存
度
が
高
ま
る

に
つ
れ
て
地
方
支
配
の
拠
点
作
り
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

奥

羽
の
エ
リ
ア
を
包
括
し
半
ば
独
立
し
た
存
在
形
態
を
示
し
つ
つ
も
、
摂
関

・
院

・
平
家
と

い
っ
た
中
央
権
力
に
従
属
し
た
機
関
と
し

て
平
泉
藤
原
氏
の
政
権
が
成
立
し
た
背
景
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

東
国
に
は
こ
の
よ
う
な
機
関
が
成
立
す
る
必
然
性
が
あ

っ
た
。
頼
朝
の
樹
立
し
た

い
わ
ゆ
る

「鎌
倉
幕
府
」
は
京
都
王
権

へ
の
軍
事

的
奉
仕
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
列
島
全
体
に
及
ぼ
す
た
め
の
機
関
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
公
卿
身
分
を
持

つ
武
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門

(棟
梁
)
が
地
方
に
居
住
し
て
統
轄
す
る
形
式
を
と

っ
た
。
か
く
し
て
公
的
な
地
位
を
得
た
鎌
倉
殿
の
家
人

(多
く
は
貴
族
社
会
に

さ
む
ら
い

お
け
る

「
侍

」
身
分
に
属
す
る
)
は

「
『御
』
家
人
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
京
都
王
権

へ
の
職
能
的
奉
仕
に
対
す
る
社
会
的

な
反
対
給
付
と
し
て

「武
士
」
身
分
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。

源
頼
朝
の
政
権
は
鎌
倉
を
本
拠
と
す
る
必
然
性
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
形
式
的
に
は
王
権

・
国
家
守
護
を
担
う

「武
家
」
権
力
に
過

ぎ
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
王
権
に
直
結
す
る
首
都
を
守
護
す
る
た
め
に
も
彼
の
本
邸
は
京
都
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
が
平
頼
盛
の
池
殿
跡
に
南
北
二
町
と
い
う
規
模
で
造
営
さ
れ
た
六
波
羅
御
所
で
あ
る
。
熊
谷
隆
之
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の

す
　

六
波
羅
御
所
こ
そ
が
鎌
倉
殿
の
本
邸

(亭
)
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。お

　

京
都
に
お
け
る
頼
朝
の
亭
が
決
定
す
る
ま
で
の
経
過
を
示
す
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
家
は
滅
亡
し
た
も
の
の
、
義
経
の
捜
索
が
続
け
ら
れ
て
い
た
文
治
三
年

(
一
一
八
七
)、
頼
朝
は
京
都
近
郊
の
恒
常
的
な
宿
所
と

し
て
後
白
河
院
の
所
有
す
る

「山
科
沢
殿
」
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、
後
白
河
院
は
頼
朝
の
上
洛
を
望
む
態
度
を
示
し
て
い
た
に
も
か

か
わ

ら
ず
こ
れ
を
拒
否
。
平
泉
藤
原
氏
が
滅
亡
し
た
翌
年
の
建
久
元
年

(
=

九
〇
)、
頼
朝

の

「
上
洛
御
亭
」
新
造

の
た
め
に
法
橋

昌
寛

が
上
洛
し
、
池
殿
の
跡
地
に
二
町
規
模
の

「六
波
羅
新
造
亭
」
が
造
営
さ
れ
、
頼
朝
の
関
東
下
向
後
は

一
条
高
能

(頼
朝
の
甥
)

が
居
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
同
六
年
、
頼
朝
は
二
度
目

の
上
洛
の
際
に
も
こ
こ
に
入
る
。

同
年
、
高
能
が
死
去
す

る
と
、
頼
朝
の

二
女

三
幡
の
乳
母
夫
で
あ

っ
た
中
原
親
能
が
留
守
役
と
な

っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
六
波
羅
御
所
は
頼
朝
以
後
代
々
の

「鎌
倉
殿
」

"
将
軍
も
在
京
中
の
本
邸
と
し
て
使
用
し
続
け
た

の
で
あ
る
。
建
仁

二
年

(
一
二
〇
二
)
、
二
代
将
軍
源
頼
家
は
六
波
羅

の
域
内
に
建
仁
寺
を
建
立
。
同
三
年
、
六
波
羅
御
所
は
焼
亡
し
て
し
ま
う
が
、
暦

仁
元
年

(
一
二
一二
八
)、
四
代
将
軍
九
条

(藤
原
)
頼
経

の
上
洛
に
際
し
、建
久
の
例
に
任
せ
て
新
造
さ
れ
る
。
建
長
四
年

(
一
二
五
二
)
、

六
代
将
軍
に
決
ま

っ
た
宗
尊
親
王
は
六
波
羅
北
の

「檜
皮
屋
」

(正
式
な
上
級
貴
族
亭
の
建
築
様
式
11
将
軍
御
所
)
に
渡

っ
て
か
ら
鎌
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倉

に
出
立
。
正
応
二
年

(
一
二
八
九
)
、
八
代
将
軍
久
明
親
王
が
東
下
の
と
き
も

「
六
波
羅
北
」
か
ら
出
立
。

「六
波
羅
北
」
に

つ
い
て
は
、
『増
鏡
』
に

「六
波
羅
の
北
に
、
代
々
将
軍
の
御
料
と
て
造
り
を
け
る
檜
皮
屋

一
つ
あ
る
に
」
と
見
え

る

の
で
、
い
わ
ゆ
る
六
波
羅
探
題
の
北
方
の
亭
が
将
軍
御
所
の
近
く
に
所
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
将
軍

(鎌
倉
殿
)
が
必
ず
六
波
羅
御
所
に
移
徒
し
て
か
ら
東
国
に
下
向
し
、
還
京
し
た
際
も
必
ず
最
初
は
こ
こ
に
入
御
し
て
い
る

と

い
う
点
で
あ
る
。
熊
谷
隆
之
氏
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
儀
礼
的
な
鎌
倉
殿
の
本
邸

(亭
)
は
六
波
羅
御
所
で
あ
り
、
観

念
上
、
鎌
倉
は
征
夷
出
征
中
の
拠
点
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
京
都
の
国
制
的
な
位
置
を
再
考
す
る

上

で
重
要
な
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
鎌
倉
時
代

(十
三
世
紀
半
ば
)
の
京
都
の
空
間
を
捉
え
直
す
と
、
中
世
前
期
の
国
家
の
あ
り
方
が
垣
間
見
え

　　
　

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
左
京
北
部
の
中
心
に
は
当
該
期
の
王
家
正
邸
と
も
い
う
べ
き

「閑
院
内
裏
」
が
陣
中
に
囲
ま
れ
て
存
在
し
、
鴨

川

の
対
岸
に
は
、
あ
た
か
も
こ
れ
と
対
峙
す
る
か
の
よ
う
に
将
軍
御
所
を
囲
む
武
家
の
空
間
で
あ
る
六
波
羅
が
広
が
る
。
ま
た
、
京
中

(左
京
)
の
要
所
要
所
に
は
幕
府
御
家
人
た
ち
の
詰
め
る
「篭
屋
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
平
安
京
の
中
核
と
し
て
の
機
能
を
担

っ
た

「大

内
裏
」
「神
泉
苑
」
は
権
威
空
間
と
し
て
残
存
す
る
が
、
京
都
の
西
の
境
界
は
大
宮
大
路

(大
内
裏
東
側
の
南
北
路
)
と
な

っ
た
。
か

つ
て
の
平
安
京
が
東
に
空
間
移
動
し
た
か
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
の
京
都
を
東
西
に
分
け
る
中
心
線
は
南
流
す
る
鴨
川
と
な
り
、
京
域

を
画
し
た
東
京
極
大
路

の
東
に
は
東
朱
雀
大
路
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

鎌
倉
御
所
の
実
像

一
般
的
な
鎌
倉
時
代
の
理
解
は
、
貴
族
と
武
士
を
対
立
的
な
形
で
明
確
に
区
分
す
る
見
方
が
前
提
に
な

っ
て
い

る
。
だ
か
ら
、
鎌
倉

の
将
軍
御
所
の
イ
メ
ー
ジ
は
江
戸
時
代
の
大
名
の
御
殿
や
戦
国
時
代
の
大
名
の
屋
形

(館
)
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
実
は
鎌
倉

の
将
軍
御
所
も
摂
関
家
に
準
ず
る
ス
テ
イ
タ
ス
を
も

つ
上
級
貴
族
と
同
様

の
檜
皮
葺

の
寝

殿
造
り
の
建
築

で

お
　

あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
部
も
諸
大
夫
と
侍
と

い
う
御
家
人
の
身
分
序
列
に
対
応
し
た
砥
候
空
間

(中
門
廊
よ
り
中
の
内
郭
に
は
侍
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身
分

の
者
は
入
れ
な

い
)
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
京
都
の
上
級
貴
族
の
亭
と
比
べ
て
独
自
な
も
の
と

い
え
ば
、
侍
所
が
広
大
で
、
そ
こ

　む

に
主
人
の
出
御
す
る

「出
居
」
が
用
意
さ
れ
て
い
た
く
ら
い
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
御
所
内
に
お
け
る
女
房
た
ち

の
活
動
も
京
都

　ら

に
遜
色
の
な

い
も
の
が
あ

っ
た
。
鎌
倉

の
将
軍
御
所
も
王
朝
身
分
秩
序
に
即
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
来

の
認
識
は
、
事
実

に
反
す
る
も
の
も
含
め
て
、
武
士
と
貴
族
、
京
都
と
鎌
倉

の
相
違
点

の
み
を
強
調
し
た

一
面
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

東
国
武
士
千
葉
氏
と
京
都

鎌
倉
幕
府
成
立
以
前

の
東
国
武
士
が
京
都
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も

っ
て
い
た
の
か
、
具
体
例
を
挙
げ

て
検
討
し
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
下
総
の
千
葉
氏
で
あ
る
。
千
葉
氏
は
坂
東
平
氏
の

一
流
で
平
忠
常
の
後
喬
。
下
総
国
の
有
力

在
庁
と
し
て

「権
介
」
職
を
世
襲
し
、
頼
朝
挙
兵
の
頃
に
八
条
院
領
で
あ

っ
た
千
葉
庄
を
本
拠
と
し
て

「千
葉
介
」
を
称
し
た
。

治

承
四
年

(
一
一
八
〇
)
、
千
葉
常
胤
が
頼
朝
の
挙
兵
に
呼
応
し
て
幕
府
草
創
に
活
躍
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
列
島
各
地
に
所
領
を
獲
得
し

た
。
源
頼
朝
が
挙
兵
す
る
以
前
、
常
胤
の
六
男
胤
頼
は
上
洛
し
て
上
西
門
院
に
砥
候
し
、
そ
の
御
給
に
よ

っ
て
叙
爵
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
三
井
寺
に
入

っ
て
日
胤
と
称
し
た
子
息
は
以
仁
王
の
挙
兵
に
参
加
し
て
討
ち
死
に
し
て
お
り
、
在
京
経
験
の
豊
富
な
孫
の
常
秀

は
常
胤
に
従

っ
て
九
州
ま
で
転
戦
し
、
建
久
元
年

(
一
一
九
〇
)
に
は
京
官
の
兵
衛
尉
に
補
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
氏

の

一
族
も
在
京
活

動
を
行

っ
て
お
り
、
そ
こ
で
各
地
か
ら
上
洛
し
た
同
輩
と
の
間
に
結
ば
れ
た

コ

所
傍
輩
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
列
島
各
地

へ
の
進
出

の
前
提
に
な

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
治
承

・寿
永
内
乱
の
結
果
、
千
葉
氏
が
西
国
に
得
た
所
領
は
肥
前

・
豊
前

・
薩
摩

・

大
隅

の
各
地
に
及
び
、
十
三
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
は
伊
賀
国
の
守
護
職
も
手
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
族
の
原
氏
出
身

の
僧
了
行
は
九

条
家

(摂
関
家
)
に
仕
え
て
渡
宋
し
、
嘉
禎
二
年

(
一
二
三
六
)、

一
切
経
や

「観
音
玄
義
科
」
な
ど
の
経
典
類
を
請
来
し
た
。
彼
の

僧
位
は
法
印
に
到
り
、
千
葉
氏
の
負
担
し
た
閑
院
内
裏
西
対
の
造
営
に
も
参
画
し
た
が
、
九
条
家
と
の
関
係
か
ら
宝
治
合
戦
後
に
幕
府

転
覆
を
謀

っ
て
捕
縛
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
胤
頼
の
子
孫
で
あ
る
木
内
氏
は
承
久
の
乱
後
、
大
和
や
淡
路
に
地
頭
職
を
獲
得
す
る
な
ど
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西
国

へ
の
進
出
が
顕
著
で
、
こ
の

一
族
出
身
の
道
源

(道
眼
)
は

西
園
寺
家
の
助
力
を
得
る
こ
と
に
よ

っ
て
渡
元
し

て
経
典
を
請
来
し
、

　ま

六
波
羅
に
那
蘭
陀
寺
を
開
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
道
源
は
兼
好
法
師
と
も
親
交
が
あ

っ
た
よ
う
で

『徒
然
草
』
に
も
二
度
登
場
す
る
。

一
方
、
嫡
流
の
千
葉
介
に
つ
い
て
も
、
大
番
役
で
上
洛
し
た
際
、
西
園
寺
家
に
貢
馬
を
し
た
り
、
西
国
所
領

の
住

人
か
ら
の
訴
訟
を

聴
断
し
た
り
、
時
に
は
傾
城
を
争

っ
て
配
下
の
武
士
が
貴
族
邸
に
乱
入
す
る
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
な
ど
の
事
跡
が
知
ら
れ
る
。
ち
な

　
　

み
に
、
鎌
倉
末
期
、
千
葉
介
の
在
京
宿
所
は
清
水
坂
に
あ

っ
た
。

鎌
倉
時
代
も
首
都
は
京
都

鎌
倉
時
代

の
京
都
に
は
関
東
勢
力
に
よ
る

「
武
家
地
」
が
六
波
羅
に
形
成
さ
れ
、
ま

た
京
中
に
居
住
す

る
東
国
出
身
者
も
数
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
京
都
人
と
東
国
人
と
の
問
で
社
会
的

・
文
化
的
な
軋
礫
や
衝
突
が
生
じ
る
こ

と
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
『徒
然
草
』
第

一
四

一
段
に
登
場
す
る
悲
田
院
の
発
蓮
上
人
の
よ
う
に
、
東
国
武
士

の
出
身

で
あ
り
な
が
ら

京
都

・
東
国
双
方
の
人
の
心
性
を
深
く
分
析

・
理
解
し
て
両
者
の
共
生
を
図
ろ
う
と
す
る
人
物
も
現
れ
る
よ
う
に
な

る
。

鎌
倉
時
代
、
政
治

.
文
化

・
生
産

・
流
通
な
ど
、
首
都
機
能
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
京
都
が
担

っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今

日

の
歴
史
理
解
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
の
鎌
倉
は
過
大
に
、
京
都
は
過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
京
都
市
民
も
ま
た
、
前
代

の
平
安
時
代
や
後
代
の
室
町

.
織
豊
期
に
ば
か
り
京
都
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
あ
ま
り
、
鎌
倉
時
代

の
京
都
に
対
す
る

過
小
評
価
に
加
担
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
際
、
鎌
倉
時
代
の
京
都
を
も

っ
と
知
り
、
京
都
の
鎌
倉
時
代
を
再
評
価

す
る
必
要
を
強
く
主
張
し
て
お
き
た
い
。
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注

(市
民
対
象

の
講
演
要
旨
と

い
う
性
格
上
、
必
要
最
小
限

に
と
ど
め
た
)

(
1
)
井
上
章

一

『
日
本

に
古
代
は
あ

っ
た

の
か
』
角
川
書
店
、

二
〇
〇
八
年
。

(2
)
上
横
手
雅
敬

「
鎌
倉
時
代
政
治
史
像

の
再
検
討
」

(
『日
本
中
世
国
家
史
論
考
』
塙
書
房
、

一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
八
八
年

)
。

(
3
)
上
横
手
雅
敬

『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
七
〇
年
。

(4
)
拙
稿

「
頼
朝

の
イ

メ
ー
ジ
と
王
権
」

(拙
著

『武
門
源
氏

の
血
脈

為
義
か
ら
義
経
ま

で
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

一
二
年
、
初
出

二
〇
〇
四
年
)

参
照
。

(5
)
野

口
孝
子

「
平
安
宮
内

の
道
ー
馳
道

・
置
路

・
壇
葛
ー

」

(
『古
代
文
化
』
第
五
五
巻
第
七
号
、

二
〇
〇
三
年
)。

(6
)
頼
朝
在
京

の
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
保
立
道
久

「源
義
経

・
源
頼
朝
と
島
津
忠
久
」

(
『黎
明
館

調
査

研
究
報
告
』
第
二
〇
集
、

二
〇
〇
七
年
)

を
参
照
さ
れ
た

い
。

(7
)
高
橋
昌
明

『平
清
盛

福
原

の
夢
』
講
談
社
、

二
〇
〇
七
年
。

(8
)
松
薗

斉

「
前
右
大
将
考
ー

源
頼
朝
右
近
衛
大
将
任
官

の
再
検
討
1

」

(
『愛

知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第

三
〇
号
、

二
〇
〇

一
年
)
。

(9
)
熊
谷
隆
之

「
六
波
羅
探
題
考
」

(
『史
学
雑
誌
』
第

一
=

二
編
第
七
号
、
二
〇
〇
四
年
)。

(10
)
高
橋
慎

一
朗

『中
世

の
都
市
と
武
士
』
吉
川
弘
文
館
、

}
九
九
六
年
。

(11
)
拙
稿

「
中
世
前
期

の
権
力
と
都
市
-

院
御
所

・
内
裏

・
六
波
羅
ー

」

(高
橋
康

夫
編

『中
世

の
な
か

の
京
都
』
新
人
物
往
来
社
、

二
〇
〇

六
年
)
。

(12
)
満
田
さ
お
り

「
鎌
倉

幕
府
御
所

の
空
間
に

つ
い
て
」

(京
都

女
子
大
学
宗

教

・
文
化
研
究
所

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

『紫
苑
』
第
六
号
、

二
〇

〇
七
年
)
。

(13
)
岩
田
慎
平

「
鎌
倉

幕
府
侍

所
に
関
す
る
覚
書
」

(
『紫

苑
』
第

六
号
、
二
〇
〇
七
年
)
。

(14
)
小
野

翠

「
鎌
倉

将
軍
家

の
女
房
に

つ
い
て
1

源
家
将
軍
期
を
中
心
に
ー

」

(
『紫
苑
』

第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
)
、
山
本

み
な

み

「近
衛
宰
子
論
」

(同

第

九
号
、
二
〇

一
一
年
)
。
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(15
)
拙
稿

「
東
国
武
士

の
在
京

活
動
と
入
宋

・
渡
元
-
武
士
論

の
視
点

か
ら
ー

」

(
『鎌
倉
遺
文
研
究
』
第

二
五
号
、
二
〇

一
〇
年
)
、
同

「
鎌
倉
時

代
に
お
け
る
下
総
千
葉
寺
由
縁

の
学
僧

た
ち

の
活
動
ー
了
行

・
道
源

に
関
す

る
訂
正
と
補
遺
1
」

(京
都
女

子
大
学
宗

教

・
文
化
研
究
所

『研
究

紀
要
』

第
二
四
号

、
二
〇

一
一
年
)
。

(16
)
拙
稿

「京

都

の
な
か
の
鎌
倉
-
空

間
構
造
と
東

国
武

士
の
活
動
-
」

(福

田
豊
彦

・
関
幸
彦
編

『
「鎌
倉
」

の
時
代
』
山

川
出
版
社
、

二
〇

一
五

年

)。〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

幕
府

京
都

鎌
倉
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