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一
　
参
加
に
至
る
経
緯

　
筆
者
は
日
本
中
世
史
を
専
門
と
し
て
お
り
、
主
な
研
究
テ
ー
マ
は

貨
幣
流
通
で
あ
る
。
ゾ
ミ
ア
を
テ
ー
マ
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

筆
者
が
報
告
者
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
似
つ
か

わ
し
く
な
い
。
し
か
し
縁
あ
っ
て
私
を
報
告
者
と
し
て
推
薦
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
日
本
中
世
史
研
究
を
紹
介
す
る
役
割
を
担
う

と
い
う
意
図
を
も
っ
て
参
加
を
決
断
す
る
に
至
っ
た
。

　
企
画
側
は
日
本
史
へ
の
関
心
が
高
い
と
も
伺
っ
た
。こ
の
こ
と
は
、

（
日
本
語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
研
究
者
に
よ
る
）
日
本
中
世
史
研
究
の
海
外

で
の
ア
ピ
ー
ル
不
足
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
そ
の
責
を

免
れ
な
い
の
だ
が
、今
回
の
参
加
に
よ
っ
て
少
し
で
も
「
罪
滅
ぼ
し
」

が
で
き
る
と
思
い
、
英
語
に
は
ま
っ
た
く
自
信
が
無
い
の
だ
が
、
参

加
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
中
世
の
ゾ
ミ
ア
：
グ
ロ
ー
バ
ル
な
中
世
に
お

け
る
国
家
な
き
空
間
」（M

edieval Zom
ias: Stateless Spaces 

in the G
lobal M

iddle Ages

）
は
、
二
〇
一
九
年
二
月
八
日
と

九
日
の
二
日
間
、
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
て
開
催
さ
れ

た
。
筆
者
は
初
日
に
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
質
疑
応
答
を
含
め

て
三
〇
分
程
度
の
報
告
を
行
っ
た
。
依
頼
を
受
け
た
当
初
か
ら
な
る

べ
く
具
体
的
に
事
例
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
と
記
憶
し
て
い

た
の
で
、
理
論
的
な
議
論
を
促
す
よ
り
は
、
紹
介
し
た
事
例
が
ゾ
ミ

ア
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
。

　
報
告
五

　
海
の
ゾ
ミ
ア
と
し
て
倭
寇
を
み
る
　

川
　
戸
　
貴
　
史
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報
告
の
テ
ー
マ
は
ど
う
す
べ
き
か
。「
脱
国
家
」
と
し
て
の
ゾ
ミ

ア
と
い
う
課
題
を
前
に
し
て
、
日
本
中
世
史
に
お
い
て
い
か
な
る
題

材
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
考
え
た
。
筆
者
が
特
に
専
門
と
す
る
一
六
世

紀
の
場
合
、
一
向
一
揆
や
惣
国
一
揆
な
ど
、
既
存
の
権
力
に
対
峙
し

た
集
団
が
ま
ず
浮
か
ん
だ
。
日
本
中
世
史
の
伝
統
的
テ
ー
マ
と
い
っ

て
よ
い
民
衆
史
の
観
点
か
ら
も
、
好
適
な
題
材
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ほ
と
ん
ど
前
提
と
な
る
知
識
を
持
た
な
い
多
く
の
参
加
者
を
前
に
し

て
話
す
こ
と
を
考
え
る
と
、
少
な
い
報
告
時
間
と
拙
い
筆
者
の
英
語

で
は
、
こ
の
テ
ー
マ
で
は
十
分
な
報
告
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ

う
と
思
い
至
っ
た
。

　
そ
こ
で
思
い
当
た
っ
た
の
は
、
一
四
世
紀
後
半
の
倭
寇
で
あ
る
。

元
々
ゾ
ミ
ア
は
山
岳
地
帯
の
人
々
を
捉
え
て
構
築
さ
れ
た
概
念
で
あ

る
が
、
海
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
国
家
の
枠
組
を
超
え
る
人
々
と
い

う
視
点
は
斬
新
で
、
関
心
を
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ

る
（
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
海
を
テ
ー
マ
に
す
る
と
い
う
発
想
は
む

し
ろ
平
凡
で
、
海
を
移
動
す
る
人
々
を
扱
っ
た
報
告
が
ほ
か
に
も

あ
っ
た
の
だ
が
）。
脱
国
家
と
い
う
視
点
で
倭
寇
を
叙
述
し
た
代
表

的
な
先
行
研
究
も
す
で
に
あ
り
［
村
井
一
九
九
三
、
田
中
二
〇
一
二

な
ど
］、
直
截
専
門
と
は
し
な
く
と
も
、
筆
者
自
身
長
ら
く
関
心
を

寄
せ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
報
告
の
テ
ー
マ
は
倭
寇
に
決
定
し
た
。

次
節
に
お
い
て
報
告
の
概
要
を
示
す
。

二
　「
海
の
ゾ
ミ
ア
」
と
し
て
の
倭
寇
―
報
告
概
要

（
１
）
境
界
人
と
し
て
の
倭
寇

　
倭
寇
は
東
ア
ジ
ア
沿
岸
域
で
活
動
し
た
海
賊
を
指
す
言
葉
で
あ

り
、
一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
朝
鮮
半
島
や
中
国
沿
岸
部

を
頻
繁
に
襲
撃
し
た
集
団
で
あ
る
。
倭
寇
は
船
団
を
率
い
て
輸
送
船

を
襲
撃
し
た
り
、
沿
岸
部
で
の
略
奪
行
為
を
働
い
た
り
す
る
集
団
で

あ
っ
た
が
、
過
激
化
し
て
徐
々
に
内
陸
部
で
も
略
奪
行
為
を
行
う
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
倭
寇
と
い
う
文
言
は
日
本
側
の
文
献
で
は

見
ら
れ
な
い
が
、
中
国
・
朝
鮮
の
文
献
に
頻
繁
に
表
れ
る
［
村
井

一
九
九
三
、
関
二
〇
〇
二
、
田
中
二
〇
一
二
な
ど
］。

　
倭
寇
が
過
激
化
し
た
時
期
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
前
者

は
一
四
世
紀
後
半
に
主
に
朝
鮮
半
島
を
襲
撃
し
た
倭
寇
（
前
期
倭

寇
）、後
者
は
一
六
世
紀
半
ば
に
中
国
沿
岸
部
を
襲
撃
し
た
倭
寇
（
後

期
倭
寇
）
で
あ
る
。
諸
文
献
で
は
、
倭
寇
の
構
成
員
を
日
本
人
と
み

な
す
が
、
実
際
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
日
本
に
限
ら
ず
、
東
シ
ナ
海
の

海
域
を
生
活
圏
と
す
る
漁
民
な
ど
の
住
民
や
、
あ
る
い
は
こ
の
海
域

を
交
易
圏
と
し
た
密
貿
易
集
団
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
倭

寇
の
構
成
員
を
「
日
本
」
か
ど
う
か
と
い
う
現
代
的
な
国
家
的
範
疇

に
措
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
朝
鮮
半
島
や
中

国
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
か
ら
往
来
し
た
人
々
や
、
あ
る
い

は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
移
住
し
た
ア
ジ
ア
北
方
出
身
の
人
々
も
関
わ
っ
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て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
村
井
章
介

は
、
倭
寇
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
人
々
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
［
村
井

一
九
九
三
］。

（
２
）
一
四
世
紀
の
倭
寇

　
本
報
告
で
は
、
時
間
的
制
約
の
た
め
前
期
倭
寇
に
つ
い
て
の
み
取

り
上
げ
る
。
倭
寇
の
活
動
が
活
発
化
し
た
の
は
一
三
五
〇
年
以
後
と

さ
れ
、
以
後
毎
年
の
よ
う
に
倭
寇
は
朝
鮮
半
島
の
沿
岸
を
荒
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
。
倭
寇
が
略
奪
の
対
象
と
し
た
の
は
、
主
に
次
の
二
つ

で
あ
る
。
一
つ
は
米
穀
で
あ
る
。
租
粟
を
収
め
る
漕
倉
と
そ
れ
を
運

搬
す
る
漕
船
が
ま
ず
攻
撃
の
目
標
に
な
っ
た
。
二
つ
に
は
朝
鮮
半
島

の
住
民
で
あ
り
、
主
に
沿
岸
の
住
民
が
略
奪
対
象
に
な
っ
た
。
捕
虜

に
さ
れ
た
高
麗
人
は
日
本
に
拉
致
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
遠
く
琉
球

ま
で
転
売
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
高
麗
は
日
本
に
対
し
て
、
倭
寇

の
鎮
圧
と
と
も
に
捕
虜
に
な
っ
た
高
麗
人
の
送
還
を
度
々
要
求
し
て

い
た
。

　
倭
寇
が
発
生
し
た
原
因
の
一
つ
に
は
、
日
本
の
政
治
情
勢
が
関

わ
っ
て
い
る
。
一
三
三
三
年
に
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
、
日
本
列
島
は

内
乱
に
陥
っ
た
。
特
に
九
州
は
南
北
朝
の
対
立
が
膠
着
し
た
た
め
、

農
業
生
産
性
の
低
い
北
西
沿
岸
部
で
は
、
困
窮
し
た
住
民
が
略
奪
に

手
を
染
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
海
賊
集
団
と
化
し
た
倭
寇

に
は
、
徐
々
に
様
々
な
出
自
を
持
つ
周
辺
海
域
の
人
々
が
加
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
朝
鮮
半
島
の
ほ
か
に
も
、
倭
寇
は
王
朝
交
代
で
混
乱

し
て
い
た
中
国
沿
岸
部
も
襲
撃
し
た
。
一
三
六
八
年
に
成
立
し
た
明

朝
は
度
々
日
本
に
対
し
て
倭
寇
鎮
圧
を
要
求
し
た
が
、
九
州
の
政
治

情
勢
は
依
然
と
し
て
不
安
定
で
あ
っ
た
た
め
、
鎮
圧
は
進
ま
な
か
っ

た
。し
か
し
一
三
七
〇
年
代
の
日
本
で
内
乱
が
徐
々
に
収
束
す
る
と
、

室
町
幕
府
の
統
治
下
の
も
と
九
州
で
の
倭
寇
討
伐
が
効
果
を
見
せ
始

め
た
よ
う
だ
。

　
一
三
九
二
年
に
高
麗
に
代
わ
っ
て
朝
鮮
王
朝
が
成
立
す
る
と
、
朝

鮮
は
日
本
（
幕
府
や
そ
の
影
響
下
に
あ
る
九
州
の
有
力
勢
力
）
と
の

外
交
を
頻
繁
に
行
っ
て
倭
寇
鎮
圧
を
強
く
要
求
す
る
と
と
も
に
、
国

防
体
制
を
整
備
し
た
。
一
方
で
、
倭
寇
を
懐
柔
す
る
政
策
も
採
用
し

た
。
た
と
え
ば
、
平
和
的
な
貿
易
を
行
お
う
と
す
る
者
は
そ
れ
を
認

め
、
貿
易
を
行
う
た
め
の
居
住
区
を
三
浦
（
富
山
浦
・
塩
浦
・
乃
而

浦
）
に
設
置
し
た
。
そ
れ
が
奏
功
し
て
多
く
の
倭
寇
は
朝
鮮
に
投
降

し
、
彼
ら
は
そ
の
後
日
本
や
琉
球
と
朝
鮮
と
の
交
易
に
従
事
す
る
よ

う
に
な
る
。
中
国
に
お
い
て
も
一
五
世
紀
初
頭
の
内
乱
が
収
束
し
て

明
朝
の
統
治
が
安
定
化
す
る
と
、
海
禁
政
策
に
よ
っ
て
沿
岸
警
備
が

整
備
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
倭
寇
の
略
奪
行
為

は
徐
々
に
沈
静
化
し
て
い
っ
た
。

（
３
）
倭
寇
の
多
様
性

　
倭
寇
の
構
成
員
は
、
日
本
の
対
馬
や
九
州
北
西
部
沿
岸
地
域
（
松
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浦
）・
五
島
列
島
に
お
い
て
漁
業
や
廻
船
に
従
事
す
る
住
民
が
多

か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
朝
鮮
半
島
に
暮
ら
す
禾
尺
・
才
人
と
い

わ
れ
た
人
々
も
略
奪
に
加
わ
っ
て
い
た
事
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
三
八
三
年
に
交
州
江
陵
道
の
禾
尺
・
才
人
ら
が
倭
賊
と
詐
っ
て
、

平
昌
・
原
州
・
栄
州
・
順
興
・
横
川
等
で
略
奪
を
行
っ
た
と
い
う
（『
高

麗
史
』
禑
王
九
年
［
一
三
八
三
〕
六
月
条
）。
禾
尺
は
、
牛
馬
の
牧

畜
や
皮
革
の
加
工
、
柳
器
の
製
作
な
ど
に
従
事
し
た
集
団
で
あ
る
。

才
人
は
、
仮
面
芝
居
や
軽
業
を
職
と
し
た
集
団
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島

に
お
い
て
伝
統
的
に
蔑
視
さ
れ
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。こ
の
ほ
か
、

朝
鮮
半
島
南
東
部
の
巨
済
島
に
居
住
し
て
い
た
人
々
（
日
本
出
身
者

も
含
む
）
も
ま
た
、
倭
寇
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
三
六
九
年

に
倭
寇
が
寧
州
・
温
水
・
礼
山
・
沔
州
の
漕
船
を
襲
撃
し
た
が
、
こ

の
時
襲
撃
を
行
っ
た
倭
寇
の
中
に
、
高
麗
が
巨
済
島
へ
の
居
住
を

許
し
た
「
倭
人
」
が
含
ま
れ
て
い
た
（『
高
麗
史
』
恭
愍
王
一
八
年

［
一
三
六
九
］
一
一
月
戊
午
条
）。

　
済
州
（
耽
羅
）
に
居
住
し
て
い
た
馬
の
生
産
者
も
ま
た
、
倭
寇
に

関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
倭
寇
は
陸
地
で
は

馬
を
使
っ
て
移
動
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
馬
の
供
給
地
で
あ
る
済

州
が
拠
点
の
一
つ
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル

が
済
州
を
支
配
し
て
い
た
時
代
に
、「
韃
靼
牧
胡
」
と
呼
ば
れ
る
モ

ン
ゴ
ル
人
か
ら
な
る
馬
の
生
産
業
者
が
済
州
に
移
住
し
て
い
た
。
彼

ら
は
、
倭
寇
の
最
盛
期
で
あ
る
一
三
七
四
年
に
、
高
麗
に
対
し
て
反

乱
を
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
と
倭
寇
と
の
関
係
は
文

献
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
関
係
の
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ

て
い
る
［
高
橋
一
九
八
七
］。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
倭
寇
は
実
に
多
様

な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て

　
多
く
の
聴
衆
は
倭
寇
に
つ
い
て
の
詳
細
な
知
識
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
具
体
的
な
経
緯
に
つ
い
て
の
質
問
は
多
く
は

な
か
っ
た
が
、
報
告
後
に
何
人
か
の
参
加
者
か
ら
内
容
に
興
味
を
抱

い
た
旨
の
感
想
を
受
け
た
。ご
く
ご
く
小
さ
な
貢
献
で
は
あ
っ
た
が
、

一
定
の
成
果
は
あ
っ
た
と
思
い
た
い
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
全
体
の
感
想
と
し
て
は
、
筆
者
の
よ
う
に
具
体

的
な
事
例
を
紹
介
す
る
報
告
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
は

ゾ
ミ
ア
の
持
つ
理
論
的
枠
組
を
問
い
直
す
趣
旨
の
報
告
が
多
く
、
そ

れ
を
め
ぐ
る
議
論
で
盛
り
上
が
っ
た
印
象
が
残
っ
た
。
筆
者
も
大
い

に
示
唆
を
得
た
が
、
実
は
世
界
各
地
の
ゾ
ミ
ア
に
類
す
る
事
例
に
つ

い
て
具
体
的
な
知
見
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

積
極
的
に
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ひ

と
え
に
筆
者
が
各
地
の
歴
史
に
関
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と

に
加
え
、
英
語
の
能
力
の
問
題
も
大
き
か
っ
た
。
中
世
の
ゾ
ミ
ア
を

め
ぐ
る
議
論
は
今
後
も
推
進
さ
れ
る
予
定
の
よ
う
で
あ
り
、
い
か
に
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海
の
ゾ
ミ
ア
と
し
て
倭
寇
を
み
る
（
川
戸
）

展
開
す
る
か
を
期
待
し
た
い
。

　
筆
者
に
限
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
ゾ
ミ
ア
と
い
う
テ
ー
マ

で
日
本
中
世
史
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
中
世
史
研
究
の
み

に
集
中
し
て
い
る
と
な
か
な
か
出
会
え
な
い
視
点
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
他
地
域
を
専
門
と
す
る
研
究
者
と
の
交

流
を
積
極
的
に
行
う
意
義
の
大
き
さ
に
改
め
て
思
い
至
る
機
会
と

な
っ
た
。
今
回
の
経
験
を
奇
貨
と
し
て
、
筆
者
自
身
も
で
き
う
る
限

り
そ
の
よ
う
な
場
が
構
築
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
今

回
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
者
の
み
な
さ
ん
に
御
礼
申
し

上
げ
て
擱
筆
す
る
。
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