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い
。ま

ず
、
鎌
倉
幕
府
と
西
国
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
成
立
期
や
承

久
の
乱
と
比
較
し
て
蒙
古
襲
来
を
一
大
画
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
を

長
門
忌
官
神
社
の
神
事
の
み
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
や
や
不
満
を
感

じ
る
も
の
で
あ
る
。
西
国
社
会
の
特
質
を
社
会
的
分
業
の
あ
り
方
、
私
領
主
経

営
の
あ
り
方
を
中
心
に
分
析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
.
そ
の
よ
う
な
西

国
社
会
の
構
造
に
、
蒙
古
襲
来
が
ど
の
よ
う
な
改
変
を
迫
っ
た
の
か
、
と
い
う

視
点
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
言
え

ば
、
氏
自
身
も
報
告
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
長
門
国
は
蒙
古
襲
来

と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
内
海
地
域
の
一
事
例
と
い
う
よ
り
は
、
北
九
州
諸
国
と

同
じ
臨
戦
体
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
長
門
の
事
例
を
も
っ
て
幕

府
と
西
国
社
会
と
の
関
係
を
直
ち
に
一
般
化
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
二
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
氏

は
、
幕
府
=
東
国
国
家
、
西
国
社
会
=
地
域
と
し
て
、
国
家
と
地
域
の
関
係
を

と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
西
国
社
会
=
地
域
と
対
噂
す
る
国
家
を
想
定

す
る
場
合
、
直
接
東
国
国
家
と
し
て
の
幕
府
と
の
対
時
関
係
の
み
か
ら
論
じ
ら

れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
文
治
の
国
地
頭
制
廃
止
以
後
、
幕
府
は
王

朝
国
家
と
の
歴
史
的
癒
着
の
道
を
歩
む
と
い
う
点
を
考
え
た
と
き
、
西
国
社
会

を
規
定
し
て
き
た
王
朝
国
家
と
東
国
国
家
と
の
関
係
を
も
視
野
に
入
れ
た
考
察

が
、
も
う
少
し
前
面
に
出
て
き
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
内
容
紹
介
、
感
想
共
に
筆
者
の
力
不
足
に
よ
り
、
一
方
的
な
思
い
込

み
や
誤
解
も
多
く
、
報
告
者
の
意
図
を
か
え
っ
て
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
恐
れ
る
。
ご
寛
恕
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

東
　
洋
　
史

岡
　
　
　
元
　
司

東
洋
史
か
ら
は
、
寺
地
遵
氏
に
よ
り
「
南
宋
期
、
前
菜
の
盗
湖
問
題
」
と
堪

し
て
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。
氏
は
、
報
告
の
冒
頭
に
お
い
て
、
従
来
の
日
本
に

お
け
る
中
国
水
利
社
会
史
研
究
の
問
題
点
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
水
資
源
の

利
用
関
係
が
地
域
社
会
を
編
成
す
る
契
機
と
し
て
あ
ま
り
に
も
当
然
視
さ
れ
、

水
利
用
を
め
ぐ
る
矛
盾
・
抗
争
・
対
立
が
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
、
水
に
か
か
わ
る
地
域
社
会
の
形
成
・
維
持
に
働
い
た
様
々
な
運
動
や
そ
の
.

実
態
が
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
第
二
に
、
水
利
社
会
を
考

え
る
際
、
国
家
が
常
に
国
法
と
等
置
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
、
国
家
意
思
の
形
成
や

そ
の
過
程
あ
る
い
は
動
揺
な
ど
に
つ
い
て
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
し
て
こ
の
二
点
か
ら
、
水
利
用
を
め
ぐ
る
地
域
社
会
の
内
部
の
対
立

・
抗
争
が
、
国
家
中
枢
、
つ
ま
り
政
権
中
枢
部
の
抗
争
に
連
続
し
延
長
す
る
性

質
の
も
の
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
報
告
の
基
本
的
視
角
が
提
示
さ
れ
た
。
か
よ

う
な
考
察
を
行
な
う
こ
と
は
・
や
は
り
従
来
・
社
会
の
運
動
と
権
力
の
運
動
軋

総
合
化
し
て
捉
え
る
観
点
が
欠
如
し
が
ち
で
あ
っ
た
中
国
社
会
史
研
究
に
対
す

る
提
言
と
し
て
の
、
氏
の
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
南
宋
期
、
前
菜
地
域
の
盗
湖
問
題
に
つ
い
て
、
氏
が
行
な
っ
た
分
析

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
紹
介
し
た
い
。
斬
東
、
と
く
に
明
州
・
越
州
で
は
、
宋
政

権
の
南
渡
に
と
も
な
い
、
北
方
か
ら
の
移
動
人
口
が
増
え
、
土
地
需
要
も
逼
迫

し
、
さ
ら
に
は
人
造
湖
(
肢
増
)
　
の
水
・
水
面
利
用
が
多
様
化
し
た
。
こ
う
し

た
中
で
、
湖
を
埋
め
立
て
て
田
に
す
る
湖
田
の
造
成
を
は
じ
め
と
す
る
「
盗
湖
」

を
題
行
さ
せ
る
扇
理
と
、
既
存
の
用
水
を
保
全
せ
ん
と
す
る
論
理
と
が
、
析
東

に
お
い
て
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
地
方
と
権
力
中
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相
と
の
連
続
的
な
闘
争
関
係
と
し
て
整
理
す
る
と
、
棚
田
造
成
勢
力
は
、
湖
田

を
皇
帝
・
将
軍
・
権
門
・
寺
観
に
投
献
し
て
保
護
と
佃
権
の
確
保
を
求
め
、
廃

湖
派
の
勢
力
が
中
央
で
も
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
湖
を
守
ろ
う
と
す
る
勢

力
は
、
そ
の
地
方
出
身
の
高
級
官
僚
に
陳
情
し
て
、
中
央
で
の
運
動
を
依
頼
し
、

こ
れ
が
復
湖
派
と
な
る
の
で
あ
る
。

缶
、
射
醐
調
鮮
…
…
掴
描
結
隼
…
縞
∬
調
錮
摘

て
、
越
州
・
鑑
湖
お
よ
び
明
州
・
広
徳
湖
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
両
湖
は
、

応
奉
司
田
(
内
廷
費
の
た
め
の
荘
園
)
、
あ
る
い
は
高
琵
使
接
待
の
特
定
財
源

と
し
て
、
北
宋
末
期
以
後
、
い
ず
れ
も
潮
田
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
廃
湖

に
つ
い
て
は
、
中
央
の
意
向
が
強
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
鑑
湖
の
場
合
、
湖
に
関

(

連
す
る
地
域
が
広
い
た
め
、
広
徳
湖
の
場
合
、
明
州
有
力
士
族
の
問
で
湖
田
を

め
ぐ
る
対
立
が
あ
っ
た
た
め
、
両
湖
と
も
盗
湖
へ
の
反
対
運
動
が
組
織
化
さ
れ

な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
㊥
の
よ
う
に
、
廃
湖
を
免
れ
た
例
と
し
て
、
越
州
・
夏
蓋
湖

の
場
合
、
四
度
に
わ
た
っ
て
、
官
民
連
名
で
碑
が
立
て
ら
れ
、
湖
を
保
全
す
る

こ
と
が
公
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
越
州
・
湘
湖
に
つ
い
て
は
、
盗
湖
・
投
献

の
運
動
に
対
し
て
、
官
が
民
の
請
願
を
承
け
て
そ
れ
を
押
し
止
め
る
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
1
さ
ら
に
地
方
の
民
同
士
の
レ
ベ
ル
で
激
し
い

暴
力
抗
争
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
盗
湖
へ
の
対
抗
の
動
き
が
成
り
立
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
の
よ
う
に
盗
湖
阻
止
に
成
功
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
第
一

に
、
水
利
施
設
は
、
官
民
が
「
通
力
合
作
」
す
る
と
い
う
形
で
作
ら
れ
、
運
営

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
水
系
社
会
は
、
州
・
県
・
郷
・
都
・
里
と
い
う
行
政
区
画

と
は
別
個
の
村
を
単
位
と
す
る
な
ど
、
集
権
機
構
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
水
利
用
規
則
・
違
犯
者
処
罰
規
定
を
制
定
し
、
ま
た
、
受
水
者
の
税

負
担
を
通
し
て
の
排
他
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
目
的
・
機
能
団
体
と
し
て
の

地
域
社
会
を
、
こ
こ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
現
状
保
全
闘
争
を

行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
日
的
性
は
一
層
明
確
化
し
た
。
第
三
に
、
反
盗

湖
闘
争
に
お
い
て
、
地
方
官
の
活
動
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、

同
時
に
、
官
民
連
合
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
言
え
ば
、
民
の
力
が
維
持
さ
れ
動
い

て
い
る
こ
と
が
、
盗
湖
に
対
抗
し
て
勝
利
す
る
最
後
の
決
め
手
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
国
家
権
力
は
一
方
的
な
超
越
者
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
水

利
社
会
の
出
資
者
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
調
停
者
・
保
護
者
と
し
て
現
わ
れ
て

い
た
。
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
国
家
と
郷
村
(
民
)
と
の
関
係
が
l
、

構
造
的
・
垂
直
的
な
関
係
で
は
な
く
、
機
能
的
・
水
平
的
な
関
係
に
転
化
し
て

い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
、
官
権
力
の
勧
農
と
い
う
支
配
関
係
の
具
体
的
表

現
形
態
に
お
け
る
新
し
い
事
態
を
中
国
史
が
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
報
告
に
加
え
て
、
全
体
討
論
の
際
に
氏
が
補
足
さ
れ
た
説
明
に
よ
る

と
、
前
近
代
中
国
史
研
究
に
お
い
て
地
域
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
近
年
の
一

般
的
幌
向
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
一
九
八
一
年
に
名
古
屋
大
学
東
洋
史
学
研
究

室
の
行
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
「
地
域
社
会
の
視
点
」
)
で
は
、
地
域
社
会
の

指
導
者
(
リ
ー
ダ
ー
)
と
そ
の
指
導
(
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
)
に
焦
点
が
置
か
れ

た
の
に
対
し
、
氏
は
地
域
社
会
を
軸
と
し
つ
つ
、
国
家
と
の
繋
が
り
を
考
え
る

と
い
う
視
角
に
拠
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

討
論
で
は
、
好
並
隆
司
氏
が
、
政
治
史
に
お
け
る
地
域
が
不
安
定
性
を
有
し

て
い
る
と
の
感
想
か
ら
、
地
域
の
力
で
維
持
さ
れ
た
夏
蓋
湖
・
滑
湖
が
実
態
的

に
は
共
同
体
利
用
で
あ
っ
た
点
、
お
よ
び
、
店
家
湖
(
前
知
の
近
く
に
位
置
)

の
よ
う
に
一
族
を
中
心
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
家
産
均
分
で
本
来
存
続

し
に
く
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
結
持
す
る
た
め
に
は
官
途
に
つ
か
ざ
る

を
得
ず
、
結
果
と
し
て
国
家
権
力
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
ど
の
時
代
で

も
見
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
っ
つ
、
こ
う
し
た
中
で
、
「
地
域
」
を
い
か
に
捉
え
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る
べ
き
か
を
質
問
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
寺
地
氏
は
、
湖
水
面
の
問
題
に
関
す

る
限
り
、
地
域
社
会
を
そ
の
ま
ま
共
同
体
と
等
匿
す
る
こ
と
は
避
け
る
.
へ
き
で

あ
り
、
む
し
ろ
階
級
構
成
そ
の
他
の
諸
条
件
も
含
め
た
実
証
の
進
展
に
よ
っ
て
、

よ
り
完
全
な
議
論
と
な
り
得
る
、
と
述
べ
た
。
ま
た
、
本
多
博
之
氏
が
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
三
報
告
者
に
、
地
域
と
国
家
の
相
互
規
定
性
を
取
り
上
げ
て
質
問

し
、
寺
地
氏
の
報
告
中
に
「
下
か
ら
」
の
規
定
性
の
話
が
あ
っ
た
が
、
「
上
か

ら
」
の
働
き
か
け
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
.
氏
は
、
廃
湖

の
場
合
に
政
権
中
枢
の
強
い
意
思
が
絡
ん
で
い
た
点
か
ら
、
当
然
「
上
か
ら
」

の
側
面
も
認
め
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、
た
だ
し
報
告
で
は
、
従
来
軽
視
さ
れ
て

い
た
「
下
か
ら
」
の
側
面
に
力
点
を
置
い
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
。

さ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
大
の
狙
い
が
、
「
歴
史
分
析
の
手
段
に
「
地
域
」

と
い
う
視
座
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
支
配
を
め
ぐ
る
諸
動
向
を
動

態
的
に
描
き
直
す
こ
と
」
(
趣
意
書
)
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
寺
地
氏

の
報
告
は
そ
の
課
題
を
充
分
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
従
来
、
国
家
が
一
枚
岩
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
地
域
社
会
内
で
の
対
立
・
抗
争
が
中
央
で
の
政
治
闘
争
に
ま
で
結
び
つ

く
実
相
を
提
示
し
得
た
と
こ
ろ
に
、
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
分

析
は
、
水
利
史
の
み
で
な
く
、
国
家
機
能
の
諸
側
面
を
追
究
す
る
際
に
も
、
方

法
と
し
て
有
効
た
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
地
域
社
会
内
部
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
氏
の
用
い
ら
れ
た
「
日
的
機
能
団
体
」
あ
る
い
は
(
「
官
」

と
連
合
す
る
場
合
の
)
「
民
」
と
い
っ
た
概
念
が
、
従
来
の
水
利
史
研
究
で
言

及
さ
れ
て
い
る
「
共
同
体
」
・
「
ヨ
コ
的
連
帯
」
そ
の
他
の
概
念
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
氏
自
身
、
今
後
の
研
究
課
題
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
地
域
と
国
家
の
相
互
関
係
を
重
視
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
全
体
の
意
図
か
ら
見
て
も
、
本
報
告
の
積
極
的
な
意
義
を
損
う
も
の
で
は

な
か
ろ
う
。

な
お
、
氏
は
報
告
の
最
後
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
中
国
史
上
で
の
位
置
づ

け
を
行
な
わ
れ
た
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席
者
の
多
数
が
中
国
史
以
外
の
研
究

者
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
具
体
的
に
解
説
さ
れ
て
い

た
な
ら
ば
、
論
旨
が
一
層
明
確
に
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

・
西
　
洋
　
史

宮

　

滅

　

　

徹

西
洋
史
か
ら
は
、
山
代
宏
這
氏
が
「
ア
ン
グ
ロ
=
ノ
ル
マ
ン
国
家
再
考
」
と

項
し
て
報
告
さ
れ
た
。
氏
は
、
従
来
の
近
代
的
「
一
国
史
観
」
・
「
国
民
史
観
」

で
は
当
該
期
の
国
家
像
を
把
握
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
、
ア
ン
グ
ロ
=
ノ
ル
マ
ン
国
家
の
よ
り
正
確
な
理
解
の
た
め
に
は
、
英
仏

海
峡
を
挟
ん
で
王
国
の
領
域
的
基
盤
を
構
成
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
を
全
体
と
し
て
一
体
性
を
有
し
た
二
つ
の
地
域
と
見
傲
し
、
両
地
域
の

総
体
的
理
解
に
基
づ
く
「
視
点
」
こ
そ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
論
点
開

示
を
行
わ
れ
た
。
英
・
仏
に
跨
が
る
両
地
域
を
視
座
に
据
え
て
当
該
期
の
国
家

像
を
考
察
す
る
と
い
う
視
点
は
、
l
・
ル
=
パ
ト
ゥ
ー
レ
ル
の
諸
研
究
を
そ
の

喘
矢
と
す
る
が
、
同
研
究
が
財
務
府
や
国
王
巡
回
裁
判
な
ど
主
と
し
て
財
政
・

司
法
組
織
の
分
析
に
限
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
氏
の
今
回
の
報
告
は
教
会
史
的

側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
王
国
の
領
域
的
一
体
性
を
解
明
し
よ
う
と

試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。

山
代
氏
の
報
告
内
容
の
詳
細
は
別
稿
を
参
照
戴
く
と
し
て
、
教
会
分
野
か
ら

み
た
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
一
体
性

に
関
す
る
氏
の
論
旨
は
概
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
・
氏
は
ま
ず
、
二
地
域
間
の
結
び
つ
き
の
実
態
に
つ
い
て
、
そ
こ
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