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第
３
章

鎌
倉
時
代
～
室
町

・
戦
国
時
代

鎌
倉
時
代
の
歴
史
的
事
件
と
し
て
は
、
文
永

・
弘
安
の
役
と
呼
ば
れ
る
元
寇
が
あ
り
ま
す
。

げ
ん
こ
う

鎌
倉
幕
府
は
、
１
２
７
１
年
に
、
南
薩
地
方
の
地
頭
で
あ

っ
た
二
階
堂
行
久
に
対
し
、
元

（蒙
古
）
の
侵
入
に
備

え
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
蒙
古
に
備
え
る
最
も
早
い
例
で
、
幕
府
が
坊
津
や
南
薩
海
岸
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

枕
崎
は
、
以
前
は

「鹿
籠
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
「鹿
籠
」
と
い
う
地
名
が
初
め
て
文
書
に
表
れ
る
の
は
、

か

ご

１
３
０
６
年
の
こ
と
で
す
。
千
竃
文
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
に

「か
こ
の
む
ら
」
と
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
１
３
５
９

ち
か
ま
も
ん
じ
よ

年
に
、
島
津
家
の
５
代
当
主
だ

っ
た
島
津
貞
久
が

「七
ヶ
条
の
置
文

（書
き
置
き
）
」
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
子
ど

お
き
ぶ
み

も
の

一
人
に

「薩
摩
国
山
門
院
三
か
村
な
ら
び
に
脇
本
村
お
よ
び
、
同
国
河
辺
郡
内
嘉
古
村
」
を
与
え
る
と
し
て
い

ま
す
。
「嘉
古
」
＝

「鹿
籠
」
で
す
。

か

ご

こ
の
頃
に
は
、

一
つ
の
村
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
但
し
、
「河
辺
郡
」
の

一
部
で
は
あ

っ
て
も
、

あ
ま
り
開
け
て
お
ら
ず
、
地
域
の
区
域
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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鹿
籠
と
い
う
地
名
は
約
７
０
０
年
、
枕
崎
と
い
う
地
名
は
約
３
０
０
年
と
い
う
こ
と
で
す
。

鹿
籠
と
い
う
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
１
７
９
５
年
の

『
麑
藩
名
勝
考
』
（麑
藩
と

げ
い

げ
い

は
鹿
児
島
藩
の
こ
と
）
と
い
う
本
に
は
、
鹿
籠
の
由
来
に
つ
い
て
、
「籠
の
こ
と
で
、
竹
で

か
ご

編
ん
だ
小
舟
が
基
に
な

っ
た
」
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
写
真
は
、
今
も
南
方
で

使
わ
れ
て
い
る
籠
舟
で
す
。

枕
崎
に
残
る
言
い
伝
え
で
は
、
山
幸
彦
が
竜
宮
城
に
行

っ
た
神
話
が
あ
り
ま
す
。
「
日

本
書
紀
」
と
い
う
本
に
は
、
そ
の
時
の
船
が

「無
目
籠
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
「目

ま
な
し
か
つ
ま

が
無
い
ほ
ど
堅
く
編
ん
だ
隙
間
の
な
い
籠
舟
」
の
こ
と
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
山
幸
彦
は
、

な
く
し
た
釣
り
針
を
探
す
た
め
、
国
分
八
幡

（現
在
の
鹿
児
島
神
宮
）
の
カ
ゴ
ヤ
マ
か
ら

「無
目
籠
」
に
乗

っ
て
出

ま
な
し
か
つ
ま

発
し
、
最
初
に
着
い
た
海
岸
が
鹿
籠
の
海
岸
で
、
到
着
し
た

一
帯
の
地
名
を
、
山
幸
彦
の
別
名
に
因
ん
で

「火
の
神
」

ち
な

に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

島
津
家
９
代
当
主
の
島
津
忠
国
は
、
晩
年
に
な

っ
て
、
子
ど
も
の

代
当
主
立
久
と
対
立
し
た
た
め
、
１
４
５
９

10

年
に
、
鹿
児
島
か
ら
加
世
田
別
府

（坊
泊
）
に
移
り
住
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
頃
の

「鹿
籠
」
は
、
坊
津
と
と
も
に
加
世
田
別
府
半
分
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
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坊
泊
に
移

っ
た
理
由
と
し
て
、
次
の
２
点
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

①

こ
の
地
方
が
最
も
安
全
な
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
。

②

海
外
貿
易
上
、
特
に
重
要
な
輸
出
品
で
あ
る
硫
黄
の
積
出
港
で
あ

っ
た
こ
と
。

室
町
幕
府
は
、
当
時
の
中
国

「明
」
と
貿
易
を
行

っ
て
い
ま
し
た

（難
し
く
は
勘
合
貿
易
と
い
い
ま
す
）
が
、
日

み
ん

か
ん
ご
う

本
か
ら
の
重
要
な
輸
出
品
の

一
つ
が
硫
黄
で
し
た
。
１
４
６
８
年
に
は
、
島
津
氏
は
幕
府
に
硫
黄
１
万
斤

（
１
斤
＝

約
６
０
０

ｇ
）
を
売

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「明
」
に
向
か
う
船
が
坊
津
に
立
ち
寄

っ
た
際
に
は
、
硫
黄
を
積
み
込

む
こ
と
も
命
じ
て
い
ま
す
。

坊
津
は
当
時
の
重
要
な
港
で
あ
り
、
硫
黄
の
産
地
が
硫
黄
島
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
硫
黄
島
か
ら
の
硫
黄
が

「鹿
籠
小
湊
の
硫
黄
崎
」
に
運
び
込
ま
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
「鹿
籠
」
と
い
う
地
名
が
表
れ
た
り
、
硫
黄
の
積
み
込
み
が
予
想
さ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
室
町
時

代

（
１
３
３
６
～
１
５
７
３
）
の
頃
ま
で
は
、
「鹿
籠
」
（枕
崎
）
は
、
ま
だ
人
口
も
少
な
く
、
豪
族
が
根
拠
地
を

構
え
て
近
く
を
支
配
す
る
ほ
ど
に
は
発
展
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
時
代
の

「鹿
籠
」
は
、
あ
く
ま
で
も
主
要
貿
易
港
の
坊
津
周
辺
の

一
地
域
で
あ
り
、
坊
津
か
ら
阿
多

・
加
世

田

・
川
辺
に
通
じ
る
途
中
場
所
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
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但
し
、
「鹿
籠
」
に
は
２
つ
の
重
要
な
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。
１
つ
は
前
述
し
た
硫
黄
島
か
ら
の
硫
黄
の
件
で
、

も
う
１
つ
は
、
鹿
籠
が
、
川
辺

・
加
世
田
な
ど
の
山
地

へ
の
塩
の
供
給
地
だ

っ
た
こ
と
で
す
。
『
鹿
籠
名
数
記
』
に

は
、
「湊
に
二
浦
あ
り
。
枕
崎
浦

・
白
沢
津
浦
な
り
。
並
塩
屋
八
村
あ
り
。
」
と
あ
り
ま
す
。
海
岸
は
白
砂
の
続
く

入
り
江
、
花
渡
川
下
流
は
広
い
砂
地
、
そ
し
て
周
囲
に
は
薪
の
材
料
と
な
る
木
材
の
豊
富
な
山
々
で
、
塩
の
産
地
と

ま
き

な

っ
て
い
た
の
で
す
。

島
津
氏
に
、
「薩
州
家
」
と
呼
ば
れ
る

一
族
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
出
水
を
治
め
て
い
ま
し
た
が
、
島
津
国

久
の
時
、

世
紀
中
頃
に
加
世
田
に
移
り
ま
し
た
。
国
久
は
、
四
男
の
秀
久
に
鹿
籠
を
治
め
さ
せ
ま
し
た
。
秀
久
は
、

15

鹿
籠
の
桜
之
城

（今
の
桜
山
小
の
場
所
）
で
、
鹿
籠
や
坊
泊
を
支
配
し
ま
し
た
。

「薩
州
家
」
は
、
秀
久
の
孫
の
代
に
吉
利
に
移
さ
れ
ま
す
が
、
代
わ
り
に
南
薩
地
方
を
治
め
る
の
が
、
「
い
ろ
は

歌
」
で
有
名
な
島
津
日
新
斉
忠
良
で
す
。

に
つ
し
ん
さ
い

鹿
籠
を
治
め
た
の
は
、
忠
良
の
三
男
尚
久

（
１
５
６
２
年
没
）
で
す
。
尚
久
は
、
桜
之
城
に
い
て
、
久
志

・
秋
目

・
坊
泊

・
鹿
籠
を
支
配
し
た
の
で
す
。
尚
久
は
、
兄
貴
久
の
三
州

（薩
摩

・
大
隅

・
日
向
）
統

一
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま

し
た
。
尚
久
の
子
の
忠
長
も
島
津
本
家
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
が
、
１
５
７
８
年
に
、
大
隅
の
串
良
に
移
り
ま
し
た
。
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１
５
７
０
年
頃
に
は
、
川
辺
の
地
は
知
覧

・
加
世
田

・
川
辺

・
鹿
籠
の
４
か
郷
に
地
頭
を
お
き
、
各
政
令
が
布
か

れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
「倭
寇
」
に
つ
い
て
、
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。
倭
寇
と
い
う
と
、
単
に
悪
者
の
海
賊
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

わ

こ

う

あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
南
薩
地
方
の
最
も
特
徴
的
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

倭
寇
と
い
う
言
葉
は
、
「鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
沿
岸
を
襲

っ
た
海
賊
に
対

す
る
朝
鮮

・
中
国
側
の
呼
び
名
」
で
す
。
但
し
、
「時
代
と
地
域
に
よ

っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
多
様
で
、
倭

寇
を
連
続
し
た
歴
史
事
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
」
（『
日
本
史
大
事
典
』
）
で
す
。
倭
寇
と
い
っ
て
も
真

倭
と
呼
ば
れ
る
日
本
人
は
１
～
２
割
で
、
大
部
分
は
中
国
人
で
し
た
。

倭
寇
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
の
仕
組
み
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

当
時
、
中
国
は

「冊
封
」
と
い
っ
て
、
自
分
が
認
め
た
国
と
認
め
た
量

（回
数
）
だ
け
の
交
易

（
つ
き
あ
い
）
を

さ
く
ほ
う

し
て
い
ま
し
た

（

ペ
ー
ジ
参
照
）
。
勘
合
符
と
い
う
渡
航
許
可
証
を
与
え
て
い
ま
し
た
。

10

認
め
た
国
か
ら
定
期
的
に
品
物
を
受
け
取
り

（進
貢

・
朝

貢
）
、
そ
の
代
わ
り
に
そ
れ
以
上
の
品
物
を
与
え
た

し
ん
こ
う

ち
よ
う
こ
う

（回
賜
）
の
で
す
。
日
本
は

年
に
１
回
ぐ
ら
い
の
割
合
で
し
た
。
「冊
封
」
を
認
め
ら
れ
な
い
国
の
船
の
国
内
入

か

い

し

さ
く
ほ
う

10

港
や
中
国
人
の
海
外
渡
航

・
私
貿
易
を
禁
止

（海
禁
）
し
て
い
ま
し
た
。

か
い
き
ん
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船
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
勝
手
に
貿
易
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
公
的
に
は
、
実
質
的
に
鎖
国
状

態
と
い
っ
て
も
よ
い
程
で
す
。

坊
津
を
中
心
と
す
る
南
薩
地
方
は
、
遣
唐
使
の
頃
か
ら
海
外
交
通
の
要
地
で
し
た
。

鎌
倉
時
代
は
、
「元
寇
」
に
備
え
て
警
備
を
厳
し
く
し
ま
す
が
、
来
襲
が
な
い
と
わ
か
る
と
、
逆
に

「海
」
や

「朝

鮮

・
大
陸
」
に
進
出
し
ま
し
た
。
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
勢
力
の
衰
え
た
南
朝
側
が
海
上
交
通
を
重
視
し
た
た
め
、

海
運
も
発
達
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
海
外
進
出
で
、
ま
ず
朝
鮮
と
の
交
通
及
び
交
易
を
し
よ
う
と
し
、
中
心
と
な

っ
た
の
が
西
九
州
の
肥

前

（今
の
長
崎
や
熊
本
）
や
薩
摩
の
人
々
で
し
た
。

坊
津
を
中
心
と
し
た
南
部
の
倭
寇
は
、
坊

・
鹿
籠

・
川
辺

・
加
世
田
な
ど
の
人
が
多
く
、
刀
剣
や
硫
黄
な
ど
を
積

ん
で
交
易

（
「明
」
が
正
式
に
認
め
た
交
易
で
は
な
い
の
で
、
正
確
に
は
私
貿
易
と
な
り
ま
す
。
）
に
出
か
け
ま
し

た
。
普
通
に
は
商
船
と
し
て
交
易
も
し
ま
し
た
が
、
前
述
の
制
約
も
あ

っ
た
り
、
「明
」
の
政
府
が
私
貿
易
地
を
攻

撃
し
た
り
す
る
と
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
、
時
に
は
荒

っ
ぽ
い
こ
と
も
し
た
の
で
す
。

薩
摩
に
お
け
る
倭
寇
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
島
津
氏
の
当
主

（殿
様
）
だ

っ
た
の
で
す
。

倭
寇
は
、
薩
摩
で
言
え
ば
、
島
津
氏
が
海
外
と
の
交
易
で
利
益
を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
海
外
活
動
だ

っ
た
の
で
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す
。な

お
、
島
津
氏
は
１
３
７
４
年
に
、
「明
」
と

「冊
封
」
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
ま
し
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

倭
寇
の
大
陸

へ
の
コ
ー
ス
は
、
五
島
列
島
→
朝
鮮
→
中
国
と
、
坊
津
→
琉
球

（沖
縄
）
→
中
国

へ
の
２
コ
ー
ス
で

し
た
。
薩
摩
の
倭
寇
た
ち
の
コ
ー
ス
は
後
者
で
、
盛
ん
な
時
代
に
は
今
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
進
出
し

て
い
ま
し
た
。

当
時
の
琉
球

（沖
縄
）
は
、
琉
球
王
国
と
い
う
１
つ
の
国
で
し
た
。
勘
合
貿
易
も

日
本
は

年
に
１
回
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、
琉
球
王
国
は
１
～
２
年
に
１
回
の
割
合
で

10

し
た
。
南
海
産
物
を
入
手
す
る
窓
口
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
関
係

で
、
琉
球

へ
の
途
中
に
あ
る
薩
摩
や
坊
津
も
重
要
で
し
た
。

写
真
は

『
三
国
名
勝
図
会
』
に
描
か
れ
た
坊
津
で
す
。

そ
の
後
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
東
洋
進
出
や
国
内
統

一
を
し
た
豊
臣
秀
吉
の
禁
止
命
令

で
、
衰
え
て
い
き
ま
し
た
。

但
し
、
豊
臣
秀
吉
が
、
鹿
籠
の
城
主
に
、
倭
寇
が

「明
」
の
辺
境
を
侵
す
こ
と
を
禁
じ
た
命
令
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
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少
し
は
残

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

な
お
、
日
本
に
お
い
て
は
、
貨
幣
経
済
の
進
展
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
頃
で
し
た
。
自
分
の
国
の
通
貨
を
持
た

ず
、
も

っ
ぱ
ら
明
銭
に
頼

っ
て
い
た
の
で
、
「明
」
と
の
交
易
は
、
絶
対
に
必
要
だ

っ
た

一
面
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、

～

世
紀
に
西
洋
人
が
最
も
ほ
し
が

っ
て
い
た
品
は
、
樟
脳
で
し
た
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
薩
摩
産
で

16

17

あ
り
、
鹿
籠
の
花
渡
川
沿
岸
は
、
産
地
の

一
つ
で
し
た
。


