
巻田:東 大寺鎌倉復興における別所とその造形55

(修
士
論
文
要
旨
》

東
大
寺
鎌
倉
復
興
に
お
け
る
別
所
と
そ
の
造
形

*

巻

田

崇

裕

本
論
で
は
別
所
の
構
成
要
素
が
持

つ
機
能
と
背
景
を
多
角
的
に
探
る
こ
と
で
、

重
源
ら
が
目
指
し
た
別
所
の
姿
に
迫
り

、
こ
の
空
前

の
大
事
業
を
支
え
た
別
所
の

造
形
が
、
当
該
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
別
所
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
拠
点
群

の
内
容
か
ら
、
復
興
事
業
を
進

め
た
重
源
の
構
想
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
特
に

『南

無
阿
弥
陀
仏
作
善
集
』
(以
下

『作
善
集
』
)
に
記
述
さ
れ
る
別
所
の
内
容
の
異
同

に
つ
い
て
、
重
源
の
地
方
経
営
の
観
点
か
ら
考
察
を
行
い
、
そ
の
説
明
を
試
み
る
。

ま
た
、
復
興
期
の
活
動
に
は
在
地
の
神

仏
と
の
結
び
つ
き
が
ま
ま
み
ら
れ
る
が
、

私
は
諸
信
仰
を
取
り
込
ん
だ
、

い
わ
ば
信
仰
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
こ
の
復
興
事
業

を

一
層
推
進
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
信
仰
の
ネ

ッ

ト
ワ
ー
ク
の
鍵
と
成
り
得
る
も
の
と
し
て
、
太
子
信
仰
を
挙
げ
、
そ
の
可
能
性
を

探

っ
て
み
た
い
。

第

一
章
で
は
地
方
経
営
と
別
所
の
在

り
方
を
中
心
に
考
察
し
て
お
り
、
第
二
章

で
は
復
興
期
の
重
源
の
信
仰
と
作
善
を
形
作

っ
た
、
大
勧
進
職
補
任
以
前
の
重
源

の
歩
み
を
振
り
返

っ
た
。
そ
し
て
、
第

三
章
で
は
第

一
章
と
第
二
章
で
の
考
察
を

引
き
継
ぎ

つ
つ
、
畿
内
を
中
心
と
し
た
別
所
や
拠
点
に
触
れ
な
が
ら
、
太
子
信
仰

が
重
源
の
祖
師
信
仰
を
は
じ
め
と
し
た
諸
信
仰
を
結
び
つ
け
る
内
容
を
備
え
て
お

り
、
東
大
寺
復
興
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
活
用
が
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。

『作
善
集
』
の
記
述
を
み
る
と
、
特
に
備
前

・
備
中
で
は
別
所
の
内
容
の
記
述

が
極
端
に
少
な
く
、
社
寺
の
修
造
が
多
く
目
に
付
き
、
逆
に
、
播
磨
で
は
別
所
の

内
容
は
充
実
し
て
い
る
も
の
の
、
別
所
以
外
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
窺
え
な

い
。
こ

う
し
た
別
所
間
に
お
け
る
差
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
と

い
う
疑
問
が

第

一
章
で
の
考
察
の
前
提
で
あ

っ
た
。
ま
ず
、
東
大
寺
復
興
と

い
う
事
業
の
質
や

規
模
を
考
え
る
と
、
「作
善
集
』
に
お
い
て
別
所
と

い
う
名
称
を
附
さ
れ
て
い
な

く
と
も
、
様

々
な
形
で
復
興
活
動
に
貢
献
し
た
、
別
所
に
準
じ
る
よ
う
な
拠
点
は

よ
り
多
く
存
在
し
た
と
想
像
さ
れ
、
そ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
周
防
の
杣
で
の

現
場
拠
点
を
と
り
あ
げ
た
。
さ
ら
に
、
周
防
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
現
場
拠
点
が

別
所
と
並
行
、
あ
る
い
は
先
行
し
て
設
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
地
方
経

営

の
中
核
と
な

っ
た
別
所
を
補
完
す
る
最
前
線
の
基
地
で
あ
り
、
そ
の
地
方
基
盤

と
な

っ
て
い
た
と
考
え
、
別
所
に
準
じ
る
拠
点
群
の
活
動
を
踏
ま
え
た
考
察
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
備
前
で
は
多
く
の
寺
社
の
修
造
に
携
わ

っ
た
事
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
修
造
に
つ
い
て
も
単
な
る
宗
教
的
な
作
善
に
と
ど
ま
ら
ず
、

国
務
の
進
捗
や
東
大
寺
復
興
の
た
め
の
資
材
輸
送
ル
ー
ト
整
備
の

一
環
と
し
て
、
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そ
の
有
効
活
用
を
期
し
て
の
活
動
で
あ

っ
た
と
み
て
、
こ
れ
ら
の
寺
社
の
修
造
が
、

別
所
に
準
ず
る
拠
点
の
整
備
に
あ
た

る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

様
々
な
利
害
が
交
錯
す
る
地
方
に
お
い
て
円
滑
に
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に

は
、
別
所
を
は
じ
め
と
し
た
拠
点
に
お
い
て
、
①
風
呂
の
施
行
な
ど
現
実
的
な
功

徳
を
人
々
に
実
感
さ
せ
る
利
生
面
の
工
夫
を
凝
ら
し
、
明
解
で
行

い
易

い
念
仏
を

用

い
た
阿
弥
陀
信
仰
を
は
じ
め
、
建
築
や
仏
像
な
ど
の
造
形
物
に

(積
極
的
に
新

し
い
も
の
を
採
り
入
れ
る
こ
と
で
)
人
々
の
関
心
を
集
め
、
信
仰
を
流
布
さ
せ
る

こ
と
。
②
在
地
に
根
を
張

っ
た
既
成

の
信
仰
を
認
め
、
修
造
な
ど
で
援
助
す
る
と

と
も
に
そ
の
協
力
を
仰
ぎ
、
既
成
の
諸
信
仰
と

一
体
と
な

っ
て
進
む
こ
と
。
③
広

く
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業

の
推
進
を
通
し
て
人
心
の
収
撹
を
図
る
こ
と
。
な
ど

が
事
業
推
進
の
方
向
と
し
て
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
重
源
の
地
方
経
営
で
は
上

記
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
方
に
よ
っ
て
臨

機
応
変
に
、
最
も
効
果
的
と
思
わ
れ
る
手
段
に
重
点
を
お
い
て
、
拠
点
経
営
や
事

業
を
推
進
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
備
前
や
備
中
で
は
、
別
所
や
中
核

と
な
る
拠
点
が
既
存

の
社
寺
に
寄
り
添
う
形
で
設
け
ら
れ
て
お
り
、
備
前
の
船
坂

峠
の
整
備
事
業
な
ど
、
こ
こ
で
の
地
方
経
営
は
②
、
③
の
点
に
重
点
が
お
か
れ
、

一
刻
も
早

い
領
国
経
営
と
事
業
推
進

の
た
め
、
在
地
の
信
仰
と

一
体
と
な

っ
て
事

業
を
推
進
し
て
い
っ
た
側
面
が
強
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
し
て
、
①
の
好

例
は
播
磨
別
所
に
み
ら
れ
、
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
三
尊
像
や
浄
土
堂
に
お
け
る
宋

代
図
像
や
大
仏
様
な
ど

の
新
要
素

の
摂
取
は
、
新
た
な
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
別
所

に
人
々
の
関
心
を
集
め
る
た
め
の
工
夫

と
も
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
重
源

は
備
前
で

「
二
十
二
所
」
も

の
修
造
を
果
た
し
た
が
、
播
磨
で
は
大
部
荘
内
に
九

つ
あ

っ
た
古
寺
の
修
造
を
拒
み
、
そ
の
古
仏
を
別
所
に
安
置
し
た
。
こ
れ
は
大
部

荘
の
荘
園
経
営
と
地
域
信
仰
の
核
と
し
て
播
磨
別
所
の
整
備
を
急
ぎ
、
荒
廃
し
た

古
寺
の
古
仏
を
安
置
す
る
こ
と
で
、
既
存

の
社
寺
に
向
け
ら
れ
る
信
仰
心
を
別
所

に
取
り
込
も
う
と

い
う
意
図
か
ら
き
た
処
置
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
国
を
挙
げ

て
広
範
に
展
開
し
た
備
前
や
備
中
で
の
復
興
関
連
事
業
に
対
し
て
、
播
磨
で
の
事

業
は
大
部
荘
の
安
定
経
営
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
い
う
事
情
が
、
古
寺
修
造

の
態
度
を
分
け
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「作
善
集
」
に
お
け
る
こ
う
し

た
別
所
間
の
内
容
の
相
違
や
差
は
、
地
方
で
の
事
業
展
開
の
方
向
性
や
在
地
の
信

仰
状
況
な
ど
、
拠
点
が
お
か
れ
た
場
や
環
境
を
重
視
し
て
そ
の
構
想
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
重
源
の
地
方
経
営
に
お
い

て
は
、
在
地
に
既
存
の
諸
信
仰
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
協
力
関
係
を
築
く

こ
と
で
円
滑
な
事
業
推
進
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
在
地
の
人
々
に
と

っ

て
も
争
乱
や
大
地
震
、
飢
僅
な
ど
に
よ
っ
て
目
の
当
た
り
に
し
た
世
の
衰
え
と
社

会
不
安
を
振
り
払
う
た
め
、
東
大
寺
の
復
興
は
望
ま
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に

東
大
寺
復
興
を
掲
げ
た
信
仰
の
結
集
が
生
み
出
さ
れ
る
要
因
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

重
源
が
崇
敬
し
た
人

々

(祖
師
)
に
つ
い
て
は
、
「作
善
集
」
に
み
え
る
快
慶

作
の
厨
子
佛
に
描
か
れ
た
行
基
菩
薩

・
弘
法
大
師

・
聖
徳
太
子

・
鑑
真
和
尚
に
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
事
は
、
「聖
徳
太
子
伝

暦
」
等
に
よ

っ
て
太
子
信
仰
が
流
布
さ
れ
た
結
果
、
当
時
に
お
い
て
は
上
述
の
よ

う
な
重
源
の
祖
師
達
は
、
聖
徳
太
子
の
後
身
、
あ
る
い
は
太
子
の
目
指
し
た
仏
教

弘
通
を
実
践
し
た
人
物
と
し
て
、
太
子
と
非
常
に
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
認
識
さ
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れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
東
大
寺
の
本
願
、
聖
武
天
皇
も
例
外
で
は

な
く
、
聖
徳
太
子
の
後
身
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
太
子
観
は
、
重
源
と
同
時
代
に
生
き
た
人
々
に
共
通
す
る
も
の
で

あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
重
源
の
太
子
観
と
そ
の
信
仰
の
形
成
に
は
、
彼
が
出
家

し
た
醍
醐
寺
が
そ
の
鍵
と
な

っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
重
源
は
源
運
を
師
と

し
、
金
剛
王
院
流
の
法
脈
に
連
な
る
と

さ
れ
る
が
、
こ
の
金
剛
王
院
流
の
始
祖
、

聖
賢

(賢
仁
)
に
は
、
太
子
に
対
す
る
往
生
の
仲
介
者
と
し
て
の
認
識
と
、
念
仏

に
よ
る
阿
弥
陀
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と

が
窺
え
、
醍
醐
寺
に
お
い
て
太
子
を
介
し

た
浄
土

(阿
弥
陀
)
信
仰
が
重
源
に
芽
生
え
て
い
た
可
能
性
も
少
な
く
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
醍
醐
寺
開
山
の
聖
宝
も
太
子
の
後
身
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃

せ
な
い
だ
ろ
う
。

重
源
は
各
地
に
拠
点
を
設
け
る
際
に
、
そ
の
地
域
の
信
仰
状
況
を
重
視
し
た
と

み
ら
れ
る
が
、
太
子
信
仰
の
中
心
地
、
四
天
王
寺

の
外
港
で
あ
る
渡
辺
津
に
あ

っ

た
渡
辺
別
所
は
、
信
仰
面
に
お
い
て
も

こ
の
寺
を
大
き
く
意
識
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
重
源
が
生
き
た
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
の
四
天
王
寺
を
考
え
る
上

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
は
高
野
山
、
四
天
王
寺
、
善
光
寺
を
結
ぶ
勧

進
聖
の
交
流
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
重
源
に
も
当

然
こ
う
し
た
認
識
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
う
し
た
交
流
ル
ー
ト
に
着
目

し
て
東
大
寺
復
興

(勧
進
)
事
業

へ
の
活
用
を
目
論
み
、
よ
り

一
層
の
発
展
を
目

指
し
た
の
が
重
源

の
復
興
事
業

の

一
つ
の
道
筋
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て

い
る
が
、
上
述
の
交
流
ル
ー
ト
は
他
な
ら
ぬ
太
子
信
仰
を
通
し
て
そ
の
関
係
が
結

び

つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
太

子
を
介
し
た
寺
院
の
結
び
つ
き
を
主
張
し
、

活
用
し
て
い
く
こ
と
は
重
源
自
身
の
信
仰
に
も
適

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
当
時
、

貴
顕
が
四
天
王
寺
に
篤

い
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
も
重
源
が
こ
の
寺
に
注
目
す

る
大
き
な
要
因
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

「作
善
集
」
に
は
磯
長
太
子
廟
に
快
慶
建
立
の
御
堂
が
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
重
源
と
快
慶

の
太
子
信
仰
の
具
体
例
と
い
え
よ
う
。
東
大
寺
復
興

期
に
は
こ
の
太
子
廟
が
暴
か
れ
、
太
子
の
歯
が
盗
ま
れ
る
と

い
う
事
件
が
起
こ
っ

て
い
る
が
、
こ
の
事
件

の
始
末
が
他
な
ら
ぬ
重
源
の
裁
量
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
、
四
天
王
寺
の
み
な
ら
ず
、
太
子
廟
に
も
重
源

の
影
響
力
が
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
は
太
子
信

仰

(を
介
し
た
諸
信
仰
)
の
中
心
的
な
推
進
者
、
い
わ
ば
元
締
め
の

一
人
と
し
て

の
重
源

の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
の
背
後
に

は
重
源
の
関
与
が
想
定
さ
れ
、
祖
師
に
有
縁
の
舎
利
を
、
東
大
寺
復
興
推
進
の
起

爆
剤
と
す
る
意
図
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
太
子
信
仰
に
連
な
る
と
み
ら
れ
る

造
形
は
東
大
寺
別
所
食
堂
の
救
世
観
音
な
ど
、
別
所
や
拠
点
で
も
窺
う
こ
と
が
で

き
た
が
、
こ
こ
で
の
舎
利
は
、
祖
師
や
仏
の
霊
性
を
象
徴
す
る
役
割
を
果
た
し
て

い
た
と
み
ら
れ
、
大
仏
を
は
じ
め
と
す
る
仏
の
霊
験
の
源
と
も
な

っ
て
い
る
。
重

源
が
鎌
倉
復
興
の
東
大
寺
に
宋
の
新
要
素
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は
、

一
度
は
兵
火

に
焼
か
れ
、
霊
験
と
宗
教
的
権
威
を
失

っ
た
こ
の
寺
に
伝
統
を
復
興
し
、
さ
ら
に

新
来
の
要
素
を
加
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
霊
験
と
権
威
を
加
え
よ
う
と
し
た
試
み

で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
伝
統
と
新
し
さ
の
共
存
に
こ
そ
、
そ
の

真
の
価
値
と
意
義
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
重

源
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、
東
大
寺
に
聖
徳
太
子
の
寺
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
積
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極
的
に
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
霊
性

の
根
源
に
太
子
と
そ
れ
に
連
な
る
諸
信
仰
を

据
え
、
当
時
盛
行
を
み
せ
て
い
た
諸
信
仰
を
牽
引
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
、
「我
が

朝
第

一
の
伽
藍
、
異
域
無
類
の
精
舎

(『玉
葉
』
)」
と
し
て
も
う

一
度
新
生
さ
せ

る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
た
い
。
重
源

の
祖
師
達
を
包
み
込
む
、
大
き
な
包
容
力

を
持

っ
た
聖
徳
太
子

(信
仰
)
は
、
復
興
す
べ
き
大
仏
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
派
信

条
を
越
え
た
存
在
で
あ
り
、
ま
さ
に
復
興
事
業
推
進
の
切
り
札
と
成
り
得
る
も

の

だ

っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
重
源
が
設
け
た
拠
点
群
は
、

そ
の
信
仰
の
中
継
地
と
し
て
の
役
割
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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