
鎌

倉

歴

史

散

歩

雑

感

九

五

年
十

の
歴

史

を
歩

く

会

は
、
石

井
喬

氏

の
著

作

『鎌
倉

に
異

国
を

歩

く

」
に
刺

激

さ

れ
、
厚

か
ま

し

く
も

「
鎌
倉

に

『
異

国

」
を

歩

く
」
を

テ

ー

マ
と

し

た
。
私

の
■１
当

は
、

建

長
寺

と

寿
福

寺

（私

の
実

家

）

と

な

っ
た

。

「
異
国

」
と

い
う

視
角

か

ら
考

え

る

と
き

、
何

故

禅
な

の
か

と

い
う
問

い
が
浮

か

ん

だ
。

時

頼

は
何

故

蘭

渓

道
隆

（大

党

禅

師

）
を

開

山

と
し

て
建

長
寺

を

建

立

し

た

の
か

。
〓

つ

し

た

問

い
を

思

い
浮

か

べ
な

が
ら

史

料

を

さ

が
し
た

。
「建

長

寺

史

」
に
別

巻

と

し

て

建ヽ

長

寺

史

　

開

山
大

覚

禅

師
伝

』
が
あ

る
。
著
者

は
建

長

寺

塔

頭

宝

珠

院

元
住

職

の
高

本

宗

監

氏

で
あ

る
。

最

初

に
注

Ｈ

し

た

の
は
　
建

長

二

（
〓

一五

一
）
年

一
二
月

一
四

日
建

長
寺

人

仏

供

養

の
模

様

で
あ

る
。
人
仏
供

養

の
日

が
迫

る
と

、
時

頼

は
建

長

寺

の
周

囲

の
要

所

々

々
に
数

万

の
武

士

を

配
置

し

た

（数

字

は

少

々
疑

問

）
。
当

日
、

百

人

の
武

Ｌ

に
守

ら

れ

た

蘭

渓

道

隆

が
三

百
余

名

の
僧

徒

を

従

え

、
常
楽

寺

を

出

発

、
途
中

行

列

を

つ
く

っ
て
建

長

寺

に

入

っ
た

と

あ

る
。
何

故

数

万

の
武

士

の
警

回

が
必

要

だ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。
純

粋

な

禅

を

追

及

す

る

道
隆

と

緊

張

関

係

に
あ

る

の
は
叡

山

で
あ

ろ

う

。

こ

の

こ
と

は
来

朝

し

た
死

庵

普

寧

と

入

れ

替

わ

り

に
建

仁

寺

へ
入

っ
た

道

隆

が
ま

も

な

く

叡

山

一
派

に
京

を

追

わ

れ

、
鎌
倉

に
戻

っ
た
事

実

か

ら
も

想

像

が

つ
く

。
時

頼

が
死

去

す

る
と
道

隆

は
鎌
倉

に
さ

え

安

住

で
き

な

か

っ
た
。

こ

の
よ

う

な
京

の
強
人

な
宗

教

権

力

に
敵

視

さ

れ

る

道

隆

に
時

頼

は
何

故

傾

倒

し

た

の

で
あ

ろ

う

か
。
高

木

氏

は
道

降

の
常
楽

寺

瀬

仏

会

の
法

語

の

一
節

を

紹

介

し

て

い
る
。

糞

ク

ハ
征

フ
体

メ
戦

フ
罷

メ
武

フ
優

シ
文

フ
修

メ
賞

宇
大

平

ニ
シ

テ
、

清

寧

Ｔ

祐

ナ

ラ

ン

コ
ト

フ

こ

の

一
節

は

宅

治
合

戦

を

終

え

た

ば

か

り

の
若

い
時

頼

へ
の
訓
戒

で
あ

る

と

い
う

。

氏

は
常

治

合

戦

に
お

け

る

三

浦

氏

の
最

期

を

「
三

浦

秦

村

、

光

村

以

下

同

党

五

百
余

人

は
、
頼

朝

公

の
墳

墓

の
ド

に
あ

る
法

華

堂

の
前

で
、
浄

上
宗

の
行

者

西

阿

の
勤

化

に
よ

っ

て
、

一
日

阿
弥

陀

仏

の
名

号

を

称

え

て
白

害

し

て
果

て

る
」
と
描

写
し

て

い
る
。
こ

の
記

内

修

述
を
読

ん
で

い
る
と
き
、

ふ
と
自
分

の
中
学
高
校
時
代

の
遠

い
体
験

が
蘇

っ
た
。

東
京
大
学
人
類
学
教
宅

の
鈴
木
尚
助
教
授

（当
時
γ
ら
の
手

に
よ

っ
て
鎌
倉
時
代

の
人

骨
発
掘
が
行
わ
れ
た
。

一
の
鳥
居
か
ら
海
岸

に
向

か

っ
て
三
百

ア
ー
ト

ル
位

Ｔ

↓
行

っ

た
左
手

に

当
時
大
き
な
空
地
が
あ
り
、
そ

こ
ら
千
体
を
越
え
る
人
骨
が
発
掘
さ
れ
た

の

で
あ
る
。

三
度

に
わ
た

る
発
掘

に
中
学
と
高
校
時
代

に
発
掘
作
業

の

一
員
と
し
て
加
わ

る

こ
と
が
で
き
た
。
表
上
を
剥

が
す
と
、
ま
す
鋸

で
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
彩
し

い
馬
骨

が
、
直
径
三

～
四
メ
ー
ト

ル
の
円
状
に
な

っ
て
顕
れ
た
。
そ

の
馬
骨
を
取
り
除
く
と
、
こ

れ
ま
た
、
彩
し

い
頭
蓋
骨

が
顕
れ
た
。
そ
れ
を
荒
神
篇
と
竹

ベ
ラ
で
丁
寧

に
砂
を
払

い

一

つ

一
つ
取
り
出
し
た
。
考
占
学
少
年

に
と

っ
て
そ
れ
は
、
十
器
や
鏃
な
ど
と
同

じ
遺
物

で

あ

っ
た
。
若
し

こ
の
性
を
死
体
と
し
て
、
血
や
破

け
た
衣
類
や
、
ひ
ど

い
悪
習
な
ど
を
想

像
し
、
ま
た
、
瀕
死

の
人
間
と
し

て
、
そ

の
悲
鳴

や
働
哭
を
想
像
し
た
ら
と
て
も
発
掘
な

ど
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

図
ら
ず
も
高
木
氏

の
三
浦

一
族

の
最
期

の
場
面

の
描
写
を
読
ん

で
過
去

の
体
験
が
今

度
は
な
ま
な
ま
し

い
情
景
と
し

て
蘇

っ
た

の
で
あ

る
。
宝
治
合
戦

で

の
時
頼

の
激
し

い

緊
張

が
伝
わ

っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
た
。
執
権
と
し
て
、
時
頼
は

一
族

の
命
運
を

一
身

に

背
負

っ
て

い
た
。
勝
者
は
敗
者

に
明
日
の
我
身
を
見
る
。
念
仏

で
は
時
頼
は
自
己

の
主
体

性
を
保
持
し
え
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
時
頼

の
世

へ
の
帰
依
を
何

が
し
か

解
る
よ
う
に
思
え
た
。

歩
く
会

の
途
次
、
ふ
と
死
体
と
遺
物
と

の
境
界

は
あ
る

の
だ
ろ
う
か
と
思

い
、
何
を
根

拠
と
し
て
虐

殺
現
場
と
遺
跡
と
が
区
別
さ
れ
る

の
か
と
思

っ
た
。
前

者
か
ら
は
倫

理
や

責
任
が
問
わ
れ
る
が
、
後
者

に
は
そ
れ
が
見
え
な

い
。
見
方
な

の
か
　
時
間
な

の
か
。
は

っ
き

り
し
な

い
ま
ま
帰
途

に

つ
い
た
。

年
報
も
卜
号
を
数
え
る

こ
と
と
な

っ
た
。
偏
に
会
員
諸
氏

の
努
力

の
賜
物

で
あ
る
。
我

が
齢

は
五
六
歳
な

が
ら
わ

が
子
は
卜
歳
前

途
洋

々
で
あ
る
。

（京

浜
膠
史
科
学
研
究
会
代
表
　
九
二
年

一
一
月
二

日
記
）
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