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は
じ
め

に

『
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立

文
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研

究

所

年

報

お
⑩
⑩
H
」

『
同

上

b。
O
O
O
H
」

る
。

に
ま

と

め

ら

れ

て

い

本
稿
は
、

一
九
九
九
年
七
月
二
十
五
日
に
開
か
れ
た
市
民
の
古
代
研
究
会
全
国

集
会

に
お
け
る
記
念
講
演
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
内
容
は
、
同
会
の

河
野
宏
文
氏

に
よ

っ
て
テ
ー
プ
起
こ
し
さ
れ
、
同
年
十
月

一
日
及
び
十

一
月

一
日

刊
行

の

『市
民
の
古
代

ニ
ュ
ー
ス
』
(
一
九
六
、

一
九
七
号
)

の
付
録
と
し

て
会

員
に
配
布
さ
れ
た
が
、
そ
の
性
格
上
、

一
般
に
周
知
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か

っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
富
本
銭
関
係
の
論
文
に
引
用
し
て
下
さ
る
方
も
あ
る
。

そ
こ
で
右
の
付
録

の
内
容
に
大
幅
な
筆
削
を
加
え
、
公
刊
す
る
こ
と
と
し
た
。

講
演
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
て
、
文
体

は

「
で
す
」
「ま
す
」

調
を
踏
襲
し
、

史
料
は
読
み
下
し
と
し
た
。
論
旨
に
関
わ

る
よ
う
な
改
変
は
加
え
て
い
な
い
。
た

だ
和
同
銀
銭
と

「前
銀
」

の
関
係
に
ふ
れ
た
箇
所
は
、
新
た
に
付
加
え
た
。
ま
た

注
も
、
発
言
の
典
拠
を
示
す
た
め
新
た
に
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
飛
鳥
池
遺
跡
出
土

の
富
本
銭
に
関
す
る
情
報
は
、
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た

、
文
字

と

デ
ザ
イ

ン

富
本
銭
と
い
う
銅
銭
は
、
こ
れ
ま
で
遺
跡
か
ら
も
出
て
い
ま
し
た
が
、
製
作
場

　
ユ

　

所
で
あ
る
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
去
年
三
三
枚
、
今
回
ま
た
発
表
が
あ

っ
て
、

一
七
〇

　　
　

枚
が
見

つ
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
断
片
が
多
く
、
完
形
品
は
前
回
の
六
枚
だ

け
で
す

(図
1
)
。
遺
跡
の
年
代
は
遺
物
や
考
古
学
的
な
層
位

に
基
づ
い
て
判
断

す
る
と
、
大
体
天
武

)

)

朝
か
ら
七
世
紀
の
末

あ
た
り
ま
で
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
確
実
に

七
世
紀
代
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
わ
け
で

図1富 本銭(原 寸

図2開 元通宝(原 寸
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非
常
に
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

従
来
こ
の
貨
幣
は
、

い
わ
ゆ
る
厭
勝
銭

(
よ
う
し

ょ
う
せ
ん
)

で
、
通
貨

で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
以
来
の
こ
と
で
す
が
、
大
量

に
み
つ
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、

こ
れ
は
流
通
貨
幣

で
あ
る
と
い
う
考
え

が
出
て
き
て
い
ま
す
。

そ
の
場
合
、
次

の
①
～
③
の
史
料
に
結
び

つ
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

①

壬
申
、
詔
し
て
日
わ
く
、
「今
よ
り
以
後
、
必
ず
銅
銭
を
用
い
、
銀
銭
を

用
い
る
こ
と
莫
れ
」
と
。

乙
亥
、
詔
し
て
曰
わ
く
、
「
銀
を
用

い
る
こ
と
、
止
む
る
こ
と
莫
れ
」
と
。

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
⊥
二
年

(六
八
三
)
四
月

②

乙
酉
、
直
広
騨
大
宅
朝
臣
麻
呂

・
勤
大
弐
台
忌
寸
八
嶋

・
黄
書
連
本
実
等

を
以
て
、
鋳
銭
司
に
拝
す
。『

日
本
書
紀
」
持
統
天
皇
八
年

(六
九
四
)
三
月

③

庚
子
、
始
め
て
鋳
銭
司
を
置
く
。
直
大
騨
中
臣
朝
臣
意
美
麻
呂
を
以

て
長

官
と
為
す
。

『続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
三
年

(六
九
九
)
十
二
月

富
本
銭
は
、

こ
の
よ
う
な
天
武
朝
か
ら
文
武
朝
に
か
け
て
の
、
銅
銭
あ
る
い
は

鋳
銭
司
の
記
事
と
結
び

つ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
す
。

以
前
は
富
本
銭
は
奈
良
時
代
の
も
の
と
す
る
の
が
普
通
で
し
た
か
ら
、
①
～
③

を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
議
論
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
富
本
銭

と
は
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
実

の
と
こ
ろ
、
①
～
③
を
今
ま
で
の

貨
幣
研
究
で
は
説
明

で
き
か
ね
て
い
ま
し
た
。
古
く
か
ら
あ

っ
た
の
は
、
和
同
開

弥
の

一
部
が
既
に
こ
の
時
代
に
造
ら
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈

で
す
。
し
か
し
そ
れ

は
ど
ち
ら
か
い
う
と
否
定
さ
れ
気
味
で
、
①
～
③

の
銭
は
和
同
開
称

で
な
い
と
す

れ
ば
、
何
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
ず

っ
と
続

い
て
き
た
わ
け
で
す
。

以
前
、
私
は

『貨
幣

の
日
本
史
」
(朝
日
選
書
、

一
九
九
七
年
)

と
い
う
本
を

出
し
た
時
に
、
①
～
③
は
、
富
本
銭
の
よ
う
な
、
通
貨

で
な
い
も
の
を
造

っ
て
使

う
こ
と
に
関
係
す
る
記
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
書

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お

そ
ら
く
富
本
銭
は
八
世
紀
の
も
の
で
は
な
く
て
、
七
世
紀
ま
で
上
が
る
だ
ろ
う
と

考
え
、
そ
う
な
る
と
こ
う
い
う
文
武
朝
ま
で
の
記
事
は
、
こ
の
貨
幣
に
結
び
付
け

て
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
と
思

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
本
当
に
な

っ
て
、
飛
鳥
池

遺
跡

で
富
本
銭
が
大
量
に
見

つ
か
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
も
確
か
に
七
世
紀
代
に

上
が

っ
て
、

こ
う
い
う
史
料
と
同
じ
時
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
き
ま
し

た
。
①
～
③
を
こ
れ
に
結
び
付
け
る
の
は
非
常
に
自
然
な
話
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、

こ
の
三

つ
の
記
事
は
い
ず
れ
も
非
常
に
わ
か
り
難
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
①
は
「今
よ
り
以
後
、
必
ず
銅
銭
を
用
い
よ
」
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
う
し
た

表
現
は
そ
れ
よ
り
前
に
銅
銭
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
「
銀
銭
を
用
い
る
こ

と
莫
れ
」
と
言
う
の
で
す
か
ら
銀
銭
も
あ

っ
た
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
な
命
令
が

で
る
と
き
は
、
大
体
そ
の
前
に
「現
在
ま
で
こ
う
い
う
状
況
だ
か
ら
、
今
よ
り
以

後
は
こ
う
せ
よ
」
と
い
う
文
章
が

つ
い
て
い
る
の
が
普
通
で
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の

経
過
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
説
明
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い

一24一



う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
時
銅
銭
を
発
行
し
た
と
い
う
の
だ

っ
た

ら
、
別
の
書
き
方
が
あ
る
は
ず

で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
銅
銭
発
行
の
記
事
で

も
な
さ
そ
う
で
す
。
②
③
は
、
銭
を
造
る
役
所

の
関
係
の
記
事
で
す
が
、
そ
れ
を

受
け
て
、
銭
を
発
行
し
た
と
い
う
記
事
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
①
～
③
は
何
か
舌
足

ら
ず
で
、
こ
れ
で
も

っ
て
こ
の
時
代

に
独

自
の
貨
幣
が
発
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
は
、
な
か
な
か
研
究
者
の
意
見
が

一
致
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
鋳
銭
司
を
任
命
し

た
の
は
、
貨
幣
の
試
作
を
や
る
た
め
だ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
あ

っ
た
わ
け

で
す
。
従

っ
て
、
こ
の
三
つ
の
記
事
が
富

本
銭
に
結
び

つ
く
と
い
う
こ
と
に
な

っ

て
も
、
依
然
と
し
て
説
明
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

今
、
富
本
銭
を
巡

っ
て
、
色
々
な
解
釈
が
出
て
い
ま
す
が
、
流
通
用
と
い
う
こ

と
で
あ

っ
て
も
、
厭
勝
銭
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
説
明
は

つ
き

ま
す
。
古
代
史
の
話
は
そ
う
い
う
場
合
が
多
く
、
理
屈
を

つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
何

と
で
も
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
終
わ
り
に
し
て
し
ま

っ
て

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
富
本
銭
の
実
物
と
文
献
史
料
だ
け
で

話
を
組
み
立
て
る
の
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
広
げ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
取
り
あ
え
ず
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
貨
幣
を
み
て
み
よ

う
と
思
い
ま
す
。
「
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
」
「何
が
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
る
か
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
理
屈
は
後

に
し
て
、
「
モ
ノ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
み

た
い
と
い
う
の
が
、
今
日
の
話

の
考
え
方
な
の
で
す
。

ま
ず
「富
本
」
と
い
う
文
字

の
解
釈
に
つ
い
て
、
「本
」
は
「奉
」
と
い
う
字
体
で
書

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「本
」
と
い
う
字
と
同
じ
だ
と
、
奈
文
研
の
松
村
恵
司

氏
も
後
掲
の
論
文
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
正
し
い
の
で
す
。
余
計
な

事
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
こ
れ
は
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
で
申
し
ま
す

と
、
「大
」
に
「十
」
と
書
い
て
「
奉
(ト
ウ
)
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
漢
和

辞
典
を
引
い
て
頂
く
と
わ
か
り
ま
す
が
、
「す
す
む
」
と
い
う
意
味

で
す
。
し
か
し

ど
ん
な
大
き
な
辞
書
で
も

「奉
」
と
い
う
字
を
使

っ
た
熟
語
な
ど
は
挙
が

っ
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
書
道
の
方

で
使
う
書
体
辞
典
の
よ
う
な
も
の
を
見
る
と
わ
か

り
ま
す
が
、
中
国
で
は
ず

っ
と
古
い
時
代
か
ら
、
「本
」
を
書
く
時
、
「奉
」
と
い
う

字
体
で
書
く
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
辞
書
に
字
が
載

っ
て
い
て
も
用

例
が
な
い
と
い
う
の
は
、
実
用
に
は
な

っ
て
い
な
い
字
な
の
で
す
。
「奉
」
も
ま
さ

に
そ
の

一
つ
で
「
と
う
」
と
い
う
字

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「本
」
の
異
体
字
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
「
ふ
ほ
ん
」
と
い

う
読
み
で
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
「
富
本
」
は

「富

の
本
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
意
味
で
考
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
遺
跡
を
掘
ら
れ
た
奈
文
研
の
松
村
氏
が
、
さ
ら
に
こ
れ

を
詳
し
く
考
え
ら
れ
て
、
何
か
ら
取
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
お
書

き
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
今
年

に
な

っ
て
出
ま
し
た
「富
本
七
曜
銭

の
再
検
討
」

(『出
土
銭
貨
』

=

号
、

一
九
九
九
年
)
と
い
う
論
文
で
す
。
そ
れ
に
は
根
拠
と

し
て
、
左
の
よ
う
な
二

つ
の
史
料
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

④
光
武
の
中
興
に
至
り
、
葬
の
貨
泉
を
除
く
。
建
武
十
六
年
、
馬
援
又
上
書
し

て
曰
わ
く
、
国
を
富
ま
す
の
本
は
、
食
貨
に
在
り
。
宜
し
く
旧
の
如
く
五
鉄
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銭
を
鋳
る
べ
し
、
と
。
帝
、
之
に
従
う
。
是
に
於

て
復
た
五
鉄
銭
を
鋳
る
。

天
下
以
て
便
と
為
す
。

(『晋
書
』
食
貨
志
)

⑤
又
曰
わ
く
、
馬
援
、
朧
西
に
在
り
て
上
書
し
て
曰
わ
く
、
民
を
富
ま
す
の
本

は
、
食
貨
に
在
り
。
宜
し
く
旧
の
如
く
五
鉄
銭
を
鋳
る
べ
し
、
と
。
天
下
其

の
便
に
頼
る
。

(『芸
文
類
聚
』
巻
六
六
所
引

『東
観
漢
記
』
)

④
は

『晋
書
』
の
食
貨
志

で
す
。
晋
は
四
世
紀
の
王
朝

で
す
が
、
そ
の
中

に
、

時
代
を
遡

っ
て
、
後
漢
の
初
め
、
建
武
十

六
年

(
四
〇
年
)
に
、
そ
れ
ま
で
使
わ

れ
て
い
た
王
葬
の
「
貨
泉
」
と
い
う
よ
う
な
貨
幣
を
止
め
て
、
か
わ
り
に
五
鉄
銭
を

復
活
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
馬
援
と
い
う
人

が
い
て
、
こ
の
人
が
そ
の
政
策
を
上
奏
し
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
申
請

文

に
、
「国
を
富
ま
す
本
は
食
貨
に
在
り
」
と
い
う
言
い
回
し
が
出

て
き
ま
す
。
同

じ
馬
援
の
上
申
は
、
⑤
の

『芸
文
類
聚
」

に
引
用
さ
れ
た

『東
観
漢
記
」
に
も
出

て
い
る
の
で
、
松
村
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
七
世
紀
の
後
半
で
あ
れ
ば
、
ど
ち

ら
で
も
参
照
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
『晋
書
』
は
唐
に
な

っ
て
初
め
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
、
唐
の
太
宗
の
作

っ
た
歴
史
書

と
し
て
有
名
な
本
で
す
。
『
芸
文
類
聚
」

と
い
う
の
も
、
七
世
紀
、
唐
代
に
作
ら
れ
た
、
文
章
や
詩
を
書
く
た
あ
の
百
科
事

典

で
す
。

「富
本
」
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
も
う

一
つ
別
の
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

『管

子
』
か
ら
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説

で
す
。
こ
れ
は
中
国
の
杭
州
大
学

　ヨ
　

の
王
勇
教
授
が
講
演
を
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
を
直
接
伺
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

『管
子
」
巻
二
三
に
、
次

の
よ
う
な
桓
公
と
管
子
の
対
話
が
載

っ
て
い
ま
す
。

⑥

桓
公
、
管
子
に
問
い
て
日
く
、
吾
、
本
を
富
ま
し
て
五
穀
を
豊
か
に
せ
ん

と
欲
す
。
可
な
る
か
、
と
。
管
子
対
え
て
日
わ
く
、
不
可
な
り
、
と
。

「本
を
富
ま
し
て
、
五
穀
を
豊
か
に
せ
ん
」
は
、
「
国
の
資
本
を
富
ま
せ
て
五
穀

の
収
穫
を
豊
か
に
し
よ
う
と
思

っ
て
い
る
」と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
王
勇
氏
は
富

・

本
の
二
字
が
直
接

つ
な
が

っ
て
出
て
き
て
い
る
で
、

こ
れ
を
取

っ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

つ
な
が

っ
て
い
る
か
ら

『管
子
」
が
典
拠

と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
「本
を
富
ま
し
て
、

五
穀
を
豊
か
に
せ

ん
と
欲
す
」
と
言

っ
た
の
に
対
し
、
「
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
管

子
が
答
え
て
い
る
の
も

マ
イ
ナ
ス
な
要
素
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
「
富
」

「本
」
が
連
続
し
て
み
え
て
い
る
の
は
、
確
か
に
こ
ち
ら
の
説
の
メ
リ

ッ
ト
で
し
ょ

う
。と

こ
ろ
で
先
に
ふ
れ
た
松
村
氏

の
論
文
に
は
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
松
村

氏
は
、
「国
を
富
ま
す
本
は
食
貨
に
あ
り
」
の
「食
」
は
食
べ
物
で
「
貨
」
は
貨
幣
で
あ

る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
貨
幣
を
発
行
す
る
時
に
、
こ
の
文
句
を
持

っ
て
き
て
、

貨
幣
の
意
義
を
知
ら
せ
る
意
味
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
お

っ
し

ゃ
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
場
合
の
「貨
」
と
い
う
の
は
、
貨
幣
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「貨
」
は
宝
物

一
般
を
指
す
言
葉
で
、
金
、
玉
、
あ
る
い
は
絹
、
麻
布
を
い
い
ま
す
。

「食
貨
」
は

『尚
書
』
な
ど
の
古
典
に
出
て
く
る
言
葉

で
す
が
、

そ
の
注
釈
に
金

と
か
、
玉
、
布
吊
で
あ
る
と
い

っ
て
い
ま
す
。
布
は
麻
布
、
吊
は
絹
で
す
。
「貨
」

は
、
そ
う
い
う
財
産

一
般
、
宝
物

一
般
を
指
す
言
葉
で
す
。
貨
幣
と
い
う
言
葉
そ

の
も
の
も
、
元
々
が
宝
物
の
代
用
品
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
馬
援
の
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上
申
文
も
、

一
般
的
に
「
国
を
富
ま
せ
る
根
本
は
経
済
に
あ
る
の
だ
」
と
い
う
ぐ
ら

い
の
意
味
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
正
し
い
と
思

い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「富
本
」
の
典
拠
は
ど
ち
ら
で
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
や
は
り
漠
然
と
富
の
本
と
い
う

よ
う
な
意
味

で
も
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

ち
な
み
に
富
本
銭
の
モ
デ
ル
の
こ
と
で
す
が
、
図
に
他
の
貨
幣

の
例
を
挙
げ
ま

し
た
。
図
3
が
前
漢
の
五
鉄

で
す
。
書
体

に
注
目
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
漢
代
の

貨
幣
と
富
本
銭
と
は
、
だ
い
ぶ
字

の
趣
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
は
漢
字
と
し
て
の
書

体
が
違
う
か
ら
で
、
図
3
は
笈
書
、
図
1
は
、
強
い
て
言
え
ば
、
隷
書
と
楷
書

の

混
じ

っ
た
字
体
で
、
わ
か
り
や
す
い
点

で
は
富
本
銭
の
方
が
は
る
か
に
優

っ
て
い

ま
す
。
富
本
銭
は
二
字
し
か
入

っ
て
い
な

い
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
で

図
3
の
よ
う
な
五
鉄
銭
が
モ
デ
ル
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
書

体
の
違

い
か
ら
言
う
と
、
そ
う
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
富
本
銭
の
モ
デ
ル
と

な

っ
た
の
は
、
や
は
り
開
元
通
宝

(開
通

元
宝
、
図
2
)

で
し
ょ
う
。
開
元
通
宝

の
字
体
は
隷
書
を
主
体

に
楷
書
を
交
え
た
も
の
で
、
読
み
や
す
く
今
の
字
体
に
近

い
も
の
で
す
。
富
本
銭

で
は
縦
方
向
に
字

が
入

っ
て
い
る
点
も
、
五
鉄
銭
と
は
違

い
ま
す
。
本
来
は
四
字
入
る
と
こ
ろ
を
、
左
右
の
文
字
を
入
れ
ず
に
七

つ
の
点
を

置
い
た
の
が
富
本
銭

で
、
四
字
を
基
本
に
し
た
開
元
通
宝
を

モ
デ
ル
に
し
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次

に
、
こ
の
七

つ
の
点
の
意
味

で
す
が
、
松
村
氏
の
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

七
曜
を
現
わ
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
七
曜

と
は
、
太
陽
と
月
と
五

つ
の
惑
星
で
す
。
昔
は
今
ほ
ど
観
測
技
術
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
遠

い
と
こ
ろ
の
惑
星
は
わ
か
ら
ず
、
五

つ
ま
で
し
か

つ
か
ん
で
い
な
い
の
で

す
が
、
そ
の
五

つ
の
惑
星
と
太
陽
と
月
と
で
七

つ
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
図
を
入
れ
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
は
、
中
国
で
普
通
は
流
通
貨
幣
に

み
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
誰
で
も
異
論
は
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、
王
勇
氏

も
同
意
見
で
す
。
そ
れ
は
中
国
の
文
化
の
中
で
常
識
と
し
て
い
え
る
こ
と
で
、
必

ず
こ
れ
は
厭
勝
銭
に
違

い
な
い
、
開
元
通
宝
以
降
の
通
貨
な
ら
、
四
文
字
が
入

っ

て
「通
宝
」
や
「
元
宝
」
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
日
本
に
当

て
は

ま
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
押
さ
え
て
置
く
べ
き
点
だ

と
思
い
ま
す
。

図3前 漢五鉄(原 寸)

図4五 鉄(厭 勝銭、

原寸)

図5五 鉄(厭 勝銭、

原寸)

上:表 、下:裏
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次
に
貨
幣

に
図
の
入

っ
た
例
を
見
て
頂

こ
う
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
厭
勝
銭
に

は
色
々
な
種
類
が
あ
り
、
例
え
ば
図
4
は
め
で
た
い
文
字
が
入

っ
た
も
の
で
す
。

五
鉄
銭
の
上
下

に
別
の
字
が
入

っ
て
い
て
、
「君
宜
侯
王
」
(君
、
侯
王
に
宜
し
)

と
読
あ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
図
5
の
よ
う
に
図
入
り
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
五
鉄

銭
の
「
五
鉄
」
が
左
右
入
れ
替
わ
り
、
上
下

に
星
が
入

っ
て
い
る
も
の
で
す
。
上
は

三

つ
星
が
連
な

っ
て
い
る
様
子
、
下
は
お
そ
ら
く
北
斗
七
星
の
つ
も
り
だ
と
思
い

ま
す
が
、
星
が
六

つ
連
な

っ
た
星
座
が
入

っ
て
い
ま
す
。
裏
側
に
も
漢
代
の
隷
書

で
「
辟
兵
」
と
あ
り
、
「兵
を
辟
く
」
と
読
み
ま
す
が
、

こ
れ
は
武
器
を
避
け
る
と
い

う
意
味
で
、
危
な
い
目
に
遇
わ
な
い
と
い
う
御
守
り
的
な
意
味
で
す
。
こ
う
い
う

言
葉
や
図
が
入

っ
て
き
ま
す
と
、
ま
と
も
な
貨
幣

で
な
い
と
い
う
の
が
、
中
国
の

考
え
方
で
す
。

図
4
や
図
5
は
五
鉄
銭

に
文
字
や
図
が
加
わ

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が

一
体

い
つ
頃
の
も
の
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題

で
す
。
厭
勝
銭
の
場
合
、

五
鉄
銭
を
型
取
り
し
て
、
そ
れ
ら
し
く
文
字
や
図
を
入
れ
る
こ
と
は
い
つ
で
も
で

き
る
の
で
、
後
世
に
も
作
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
多
く
の
種
類
を

集
め
た
本
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
も

の
が
古
く
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か

と
い
う
歴
史
は
ま
だ
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中

で
図
4
や
図
5

は
、
共
に
漢
頃
の
も
の
で
よ
い
で
し
ょ
う
。
「君
宜
侯
王
」
と

い
う
文
字
が
、

そ

の
当
時
の
書
風
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
文
句
は
漢
代
の
鏡

の
銘

に
も
よ

く
出
て
き
ま
す
。
図
5
に

つ
い
て
は
、
裏
側
の
「辟
兵
」
と
い
う
字
が
、
漢
代

の

隷
書
と
し
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

こ
れ
ら
が
本
当
に
漢
代
の
も
の
か
ど
う
か
は
不
確
か
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
厭

勝
銭
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
別
の
材
料
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
図

6
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
鏡
の
文
様
で
す
。
図
6
は
後
漢
か
三
国
時
代
の
鏡
で
、
五

鉄
銭
が
二

つ
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
「鉄
」

の
文
字
は
金
偏
だ
け
で
、
労

の

「朱
」
は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
、
二

つ
の
う
ち

一
方
は
、
文
字

の

な
い
上
下

の
空
白
部
に
そ
れ
ぞ
れ
点
が
三

つ
あ
り
ま
す
。
も
う

一
方
は
、
や
は
り

上
下
に
菱
形
の
よ
う
な
も
の
が
入

っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
三

つ
の
点
は
星
と
日

月
、

つ
ま
り

コ
ニ
光
」
を
現
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
菱
形
の
方
は
、

星
と
星
と
を
線

で
結
ん
だ
星
座
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
は
る
か
に
後
の
例

で
す
が
、
図
7
の
よ
う
な
も
の
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

「
崇
寧
通
宝
」
と

あ
り
北
宋
末
期

の
貨
幣

の
模
倣
品
で
、
裏
側
の
左
右
に
太
陽
と
月
、
上
下
に
星
座

が
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
星
座
を
表
す
の
に
点
と
線
で
結
ん
だ
こ
う
い
う
表
し
方
が

あ
る
わ
け
で
す
。
図
6
で
は
点
が
は

っ
き
り
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
菱
形
は

星
座
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
五
鉄
銭
を
デ

ザ
イ
ン
に
使
う
こ
と
は
、
漢
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
、
色
々
な
と
こ
ろ
に

出
て
き
ま
す
が
、
こ
の
鏡

の
場
合
、
単
な
る
五
鉄
銭

で
は
な
く
て
厭
勝
銭
と
し
て

の
五
鉄
銭
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
鏡
の
で
き
た
こ

・

三
世
紀
頃
に
は
、
五
鉄
銭
を
基
本

に
し
て
、

こ
の
よ
う
な
厭
勝
銭
が
中
国
で
は
作

ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
「富
本
銭
」
は
屋

・
日

・
月
を
入
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
か
ら
言
い
ま
す
と
や
は
り
厭
勝
銭
で
、
中
国
的
な
常
識
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ

は
も
う
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
で
の
問
題
と
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図7崇 寧通宝(厭 勝銭)

砺、 触一・一'/"▼㌔

讐一_・_一 扁沸"

図6中 国鏡 に み え る厭 勝 銭

(セ ンチ ュ リー ミュ ー ジア ム蔵)

図8富 本銭 とその鋳樟
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し
て
は
、
そ
れ
が
わ
か

っ
て
い
な
が
ら
、

こ
れ
を
造

っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

以
上
で
文
字
と
デ
ザ
イ
ン
の
問
題
は
切

り
上
げ
、
製
作
技
法
を
み
て
み
ま
す
。

富
本
銭
の
作
り
方
は
ず
い
ぶ
ん
丁
寧

で
す
。
図
1
は

一
番
残
り
の
良
い
も
の
で
す

が
、
非
常
に
分
厚
く
て
、

一
枚
四

・
五
グ

ラ
ム
位
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
図
1
の
右

側
に
は
、
は
み
出
た
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
「堰
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
部
分

で
、
も
と
は
こ
こ
で
幹
か
ら
枝
が
出
る
よ
う
に
つ
な
が

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ

れ
を
切
り
離
し
た
の
で
す
。
切
り
離
さ
れ
た
も
の
を
、
元
の
位
置
に
近

い
よ
う
に

置
い
て
み
る
と
、
図
8
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
中
心
の
幹
の
部
分
を

「鋳
樟
」
と

言

っ
て
い
ま
す
が
、
復
元
す
る
と
、
鋳
樟
を
持
て
ば

「富
本
」
と
い
う
字
が
正
位

置
で
見
え
る
よ
う
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

今
回
出
て
き
た
鋳
型
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
ば
か
り
で
、
鋳
樟
と
堰
と
、

一
枚

ず

つ
の
貨
幣

の
関
係
が
は

っ
き
り
わ
か
る
よ
う
な
鋳
型
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
そ
の
復
元
が
鋳
型
の
上
で
立
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
堰
の

位
置
か
ら
言
い
ま
す
と
、
枝
状
に
分
か
れ
た
貨
幣
は
全
部
正
位
置
に
並
ぶ
形
で
造

ら
れ
た
と
み
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
丁
寧
な
造
り
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
鋳
型
を
作
る
に
は
土
で
作

っ
た
平
面
に
、
銭
の
原
型
を
押
し
付
け
て
行

く
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
、
正
位
置
に
な
る
よ
う
に
押
し
付
け
て
行
く
と
い
う
手

間
が
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
普
通
は
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。

一
枚
ず

つ
銭
を
切
り
離
す
前
の
枝
銭
を

見
る
と
、
は
っ
き
り
そ
れ
が
わ
か
り
ま
す
。
図
9
は
大
阪
の
細
工
谷
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
枝
銭
で
す
。
和
同
開
珠

の
も
の
で
す
が
、
文
字
の
方
向
が
ば
ら
ば
ら
な
の

が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
が
普
通
の
銭

の
造
り
方
な
の
で
す
。
た
く
さ
ん
造

る
な
ら
、
あ
ま
り
神
経
を
使

っ
て
い
る
と
作
業

に
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
た
く
さ
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図12揺 銭樹
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ん
造
る
場
合
に
は
文
字
の
向
き
に
頓
着
な

く
、
と
に
か
く
型
を
押
し
付
け
て
行
く

と
い
う
作
業
に
な

っ
て
行
く
は
ず
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
富
本
銭
の
場
合
は
、
厳
密
に
正
位
置
に
置
く
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
け

は
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
中
国
あ
る
い
は
日
本
で
、
後
世
、
枝
銭
と
し
て
造
ら

れ
た
も
の
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
貨
幣
が

で
き
る
時
、
普
通
は
全
部
切
り
離
し
て

し
ま

っ
て
鋳
樟
は
再
利
用
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
富
本
銭
の
製
造
作
業
の
中
で
も
、

そ
れ
を
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
枝
銭
と
し
て
の
形
を
残
す
特
殊
な
貨
幣
も
あ

り
ま
す
。
図
10
や
図
11
が
そ
れ
で
、
図
10
は
中
国
の
厭
勝
銭
の
枝
銭
で
す
。

一
枚

一
枚
に
め
で
た
い
文
句
が
入

っ
て
い
ま
す
。
時
代
は
お
そ
ら
く
明
、
清
と
思
い
ま

す
が
、
こ
う
い
う
枝
銭
が
造
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
文
字
が
同
じ
方
向
に
並
ん
で

い
ま
す
。
切
り
離
せ
ば
、

一
枚
ず

つ
で
も
厭
勝
銭
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま

つ

な
が

っ
た
形
で
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
図
11
は
、
光
緒
重
宝
と
い
う
清
朝

末
期

に
通
用
し
た
貨
幣
の
枝
銭
で
す
。
や
は
り
文
字
が
正
位
置
に
入

っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
も
の
が
残

っ
た
の
は
、
こ
の
形
を
愛
で
る
た
め
で
、
そ
れ
こ
そ
金
が
木

に
な
る
よ
う
に
、
増
え
る
よ
う
に
と
い
う
、
縁
起
物
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
ど
ち
ら
も
新
し
い
例
な
の
で
す
が
、
中
国

で
は
も

っ
と
古

い
例
も
あ
り
ま

す
。
「揺
銭
樹
」
と
よ
ば
れ
る
、
後
漢
の
時
代
の
も
の
で
す

(図
12
)。
青
銅
で
で

き
て
い
て
、
先
端
に
鳳
鳳
が
と
ま

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
下
は
樹
の
よ
う
な
姿
を

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
色
々
な
も

の
に
ま
じ

っ
て
銭
が
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
四
角
い
孔
の
あ
る
丸
い
形
が
枝

に
沿

っ
て
横
方
向
に
並
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
が
銭
を
表
し
て
い
ま
す
。
階
代
頃
ま

で
の
貨
幣
は
唐
以
降
の
貨
幣
と
は
違
い
、

真
ん
中
の
四
角

い
孔
が
非
常
に
大
き
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
銭
が
ず

っ

と
連
な

っ
て
い
る
様
子
を
、
こ
の
揺
銭
樹
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
揺
銭
樹
が

ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
た
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
四
川
省
あ
た
り
の
墓

に
副
葬
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
枝

銭

に
近

い
も
の
で
、
貨
幣
を
鋳
造
す
る
過
程
で
こ
う
い
う
も
の
が
で
き
ま
す
か
ら
、

お
そ
ら
く
か
な
り
古
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
を
鑑
賞
し
た
り
愛
で
た
り
す
る
こ
と

は
、
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
さ
き
の
よ
う
な
富
本
銭
の
造
り
方
は
、
あ
る
い
は
切
り
離
す

前
の
枝
銭
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
、
こ

う
い
う
細
か
い
神
経
を
使
う
理
由
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
ば
ら

ば
ら
に
し
て
し
ま
え
ば
、
な
に
も
意
味
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
初
め
か
ら
枝
銭

の
形
で
鑑
賞
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
が
、
飛
鳥
池
の
富
本
銭
の
中
に
あ
る
の

で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
中
国
の
枝
銭
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

そ
れ
は
全
然
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
文
字

・
デ
ザ
イ
ン
の
こ
と
、
そ
れ
か
ら
今

の
枝
銭
と
の
関
わ
り
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
す
と
、
富
本
銭
は
や
は
り
厭
勝
銭
的
な
性
格

の
も
の
と

考
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
今
回
、
か
な
り
の
枚
数
が
作
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
奈
文
研
だ
け
で
な
く
、
大
量
に
造
ら
れ
た
の
だ

か
ら
、

こ
れ
は
通
貨
に
違
い
な
い
と
い
う
意
見
が
出
て
き
て
も
お
か
し
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
大
量
生
産
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
こ
と
と
矛
盾
す
る
の

か
ど
う
か
、
そ
の
辺
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
次
に
そ
の
問
題
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に
移

り

ま

し

ょ
う

。

二
、
大
量
生
産

こ
れ
ま
で
の
富
本
銭
の
情
報
に
加
え
て
、
今
回
の
発
表
で
重
要
な
の
は
、
飛
鳥

池
遺
跡
で
鋳
造
さ
れ
た
富
本
銭
の
総
数
が
、
推
計
さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

ど
う
い
う
や
り
方
で
推
計
さ
れ
た
か
と
言

う
と
、
出
土
し
た
富
本
銭
は
た
ま
た
ま

残

っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
本
当
は
も

っ
と
多
か

っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
手
が
か
り
に
な
る
の
が
、
熔
銅
と
銅
津

で
す
。
熔
銅
の
方
は
、
飛
び
散

っ
た
り
、

あ
る
い
は
は
み
出
し
た
り
し
て
残

っ
た
銅
、
銅
津
は
、
鋳
造
し
た
後
に
出
て
く
る

カ
ス
の
類

で
す
。
そ
の
両
方
を
あ
わ
せ
る
と
、
六
キ

ロ
位
と
い
う
量
が
出
て
い
る

の
で
す
。

こ
の
量
か
ら
、
使
わ
れ
た
銅
は
ど
の
位
だ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
推
計

さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
値
は
大
体
五
〇
キ

ロ
ぐ
ら
い
に
な
る
よ
う
で
す
。
富
本
銭

一
枚
あ
た
り
の
重
さ
を
四

・
五
グ

ラ
ム
と
す
れ
ば
、

一
万
枚
と
い
う
よ
う
な
数
字

が
出

て
き
ま
す
。

一
万
か
、
そ
れ
以
上
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
大
量
生
産
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
富
本
銭
は
大
量

に
造
ら
れ
て
い
た
証
拠

で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
銅

の
成
分
は
、
後
程
ま
た
と
り
あ
げ
ま

す
が
、
特
殊
な
も
の
な
の
で
、
富
本
銭

に
使

っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
他
の
製
品

を
造
る
の
に
も
銅
は
使
い
ま
す
が
、

こ
の
熔
銅
と
銅
津
に
関
し
て
は
、
成
分
を
調

べ
て
み
る
と
富
本
銭
に
使

っ
た
も
の
に
違

い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
推
計
は
妥
当
な
も

の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
問
題
は
、
大
量
生
産
は
大
量
生
産
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
流
通
貨
幣
の

生
産
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言

っ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
先

ほ
ど
来
、
流
通
貨
幣
と
厭
勝
銭
を
分
け
て
話
し
て
き
ま
し
た
が
、
厭
勝
銭
と
は
ど

う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

厭
勝
銭
と
い
う
の
は
、
「
厭
」
(
ま
じ
な
い
)
と
い
う
字
が
入

っ
て
い
ま
す
か
ら
、

簡
単
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
ま
じ
な
い
用
の
貨
幣

に
な
る
の
で
す
が
、
使
い
道
は

様
々
で
す
。
む
し
ろ
儀
礼
用
の
貨
幣
と
い
う
ほ
う
が
、
誤
解
が
な
く
て
い
い
で
し
ょ

う
。
と
に
か
く
経
済
活
動
、
物
資
の
流
通

に
関
わ

っ
て
使
う
も
の
で
は
な
い
貨
幣

を
昔
か
ら
全
体
と
し
て
厭
勝
銭
と
言

っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
持

っ
て
い

る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
呪
い
用
の
も
の
も
そ
う
で
す

し
、
地
鎮
祭
に
使
う
も
の
、
墓
の
中
に
死
者

の
た
あ
に
入
れ
る
も
の
、
結
婚

で
あ

る
と
か
、
子
供
が
生
ま
れ
た
と
か
い
う
よ
う
な
祝

い
事
の
時
に
配
り
物
に
す
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
、
非
常
に
広

い
用
途
を
も

つ
、
貨
幣
の
形
を
し
た
も

の
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
厭
勝
銭
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

ど
ん
な
使
い
方
を
し
て
い
る
か
、
少
し
事
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

図
13
は
武
寧
王
陵
の
副
葬
銭
で
す
。
韓
国
公
州
に
あ
る
百
済
の
武
寧
王
の
陵
か

ら
、
南
北
朝
時
代
の
梁
の
五
鉄
銭
が
出

て
い
ま
す
。
武
寧
王
の
王
妃
の
墓
誌

の
上

に
銭
が
束
ね
た
形
で
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
鉄
銭

で
し
て
、
五
鉄
と
い
う

字
が
入

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
百
済

で
副
葬
用
に
使
わ
れ

た
の
で
す
。
枚
数
は
九
十
枚
程
度
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
腐
食
し
た
り
、
く

っ

つ
い
た
り
し
て
数
え
ら
れ
な
い
も

の
も
あ

っ
て
、
ほ
ぼ
九
十
枚
位
と
い
う
こ
と
で
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図14法 門寺地宮階段の撤銭

図15高 昌吉利(原 寸)

図13武 寧王陵の副葬銭

す
。中

国
で
は
、
陳
西
省
の
法
門
寺

の
例
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
唐
代
に

建
て
ら
れ
た
法
門
寺
の
塔
の
下
に
地
下
宮
殿

(地
宮
)
が
造
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ

に
舎
利
に
対
す
る
豪
華
な
供
養

の
品
々
が
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
地
宮
に
お

り
て
い
く
階
段
に
銭
が
撒
い
て
あ
り
ま
す

(図
14
)。
祝
い
事

で
は
、
部
屋

に
銭

を
撒
く
と
か
、
城
壁
の
上
か
ら
皇
帝
が
銭
を
撒
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
厭
勝
銭

に
は
、
こ
う
い
う
使
い
方
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
総
量
は
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で

す
。
法
門
寺
の
出
土
銭
に
は
、
特
別

に
造
ら
れ
た
珀
瑠
製

の
貨
幣
も
あ
り
ま
す

(拙
著

『貨
幣

の
日
本
史
」

一
四
頁

図
版
参
照
)。
珀
瑠
、

つ
ま
り
竈
甲
製
の
開

元
通
宝
が
二
五
枚
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
は

一
枚
ず

つ
手
作
り
で
彫
刻
さ
れ
て
い
ま

す
。
珀
瑠
は
た
い
へ
ん
な
貴
重
品

で
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
手
作
り
で
厭
勝
銭
と
し
て

作

っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
厭
勝
銭
も
、
あ
る
程
度
枚
数
を
使
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
考
え

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
場
合
も
実
は
そ
う
な
の
で
す
。

日
本
の
場
合
、
富
本
銭
を
た
く
さ
ん
使

っ
て
い
る
と
い
う
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
な

い
の
で
す
が
、
和
銅
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
例
え
ば
地
鎮
祭
に
使

っ
た
和
同
銭
で

は
、
こ
う
い
う
例
が
あ
り
ま
す
。

奈
良
の
興
福
寺
の
金
堂
が
造
ら
れ
た
時
に
、
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
、
金
メ
ッ
キ
を

し
た
器
や
黄
金
の
薄
板
な
ど
の
ほ
か
、
和
同
開
称
が
現
在
確
認
で
き
る
だ
け
で
も

　
　

　

一
四
五
枚
見

つ
か

っ
て
い
る
の
で
す
。
平
城
京
遷
都

(七

一
〇
年
)
の
直
後
で
、

和
同
開
称
が
出
て
か
ら
そ
れ
ほ
ど
経

っ
て
い
な
い
時
期
で
す
。
実
際
は
も

っ
と
多
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量
に
埋
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

墓
に
埋
め
ら
れ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
小
治
田
安
麻
呂
と
い
う
貴
族

の
墓
が
、
明

治
の
末
頃
に
奈
良
市

の
東
方

の
都
祁
村
か
ら
見

つ
か
り
、
こ
こ
か
ら
和
同
開
称
の

銀
銭
が
出
て
い
ま
す
。
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
に
十
枚
あ
る
の
で
す
が
、

こ
れ

は
戦
後
掘
り
直
し
て
調

べ
た
時
出

て
き
た
も
の
で
す
。
最
初
明
治
の
末
に
こ
の
墓

が
見

つ
か

っ
た
時
に
は
、
百
枚
ぐ
ら
い
銀
銭
が
あ

っ
た
と
い
う
話
が
聞
き
書
き
と

　ら
　

し
て
残

っ
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
人
に
売

っ
た
り
、
あ
げ
た
り
し
て

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
銭
貨
を
百
枚
、
二
百
枚
と
い
う
単
位

で
、
副
葬
や
地
鎮
祭
に
使
う

事
実
が
あ
り
、
中
国
と
同
じ
よ
う
に
、
銭
を
束
ね
て
厭
勝
銭
と
し
て
使
う
こ
と
が

行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
流
通
銭
の
使

い
方
と
結
局

一
緒
だ
と
思

う
の
で
す
。
中
国
の
銭
貨
は
、

一
枚

一
枚
を
取
る
と
価
値
は
少
な
い
。
そ
こ
で
か

た
め
て
使
わ
れ
る
と
い
う
性
質
を
持

っ
て
い
ま
す
が
、
厭
勝
銭

の
場
合
で
も
流
通

面
で
の
そ
う
い
う
使
い
方
と
同
様
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本

に
は
、
中
国

で
の
使
い
方
が
、
始
め
か
ら
影
響
し
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
以
上
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え

て
、

一
万
枚
と
い
う
数
が
ど
れ
く
ら
い

の
多
さ
で
あ
る
の
か
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
判
断
す
る
材
料
と
し
て
、
大
宝
元
年

(七
〇

一
)
三
月
の

『続
日
本
紀
』
の
記
事
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
天
皇
が
富
本
銭
を
造

っ

た
場
合
、
そ
う
い
う
も
の
は
当
然
配
り
物

と
し
て
分
け
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
寺

に
寄
進
し
た
り
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
た
め
ど
の
く
ら
い

数
が
必
要
な
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
こ
の
記
事
が
役
立
ち

ま
す
。

左
大
臣
正
広
弐
多
治
比
真
人
嶋

に
正
正
二
位
を
授
く
。
大
納
言
正
広
参
阿

倍
朝
臣
御
主
人
に
正
従
二
位
。
中
納
言
直
大
壱
石
上
朝
臣
麻
呂
、
直
広
壱
藤

原
朝
臣
不
比
等
に
正
正
三
位
。
直
大
壱
大
伴
宿
禰
安
麻
呂
、
直
広
弐
紀
朝
臣

麻
呂
に
正
従
三
位
。
ま
た
、
諸
王
十
四
人
、
諸
臣
百
五
人
に
、
位
号
を
改
め

て
爵
を
進
む
る
こ
と
各
差
有
り
。

『続
日
本
紀
」
大
宝
元
年

(七
〇

一
)
三
月

こ
れ
は
当
時
の
貴
族
の
数
が
わ
か
る
珍
し
い
史
料
で
す
。
大
宝
元
年
と
い
う
の

は
大
宝
律
令
が
で
き
て
施
行
さ
れ
る
直
前
で
、
全
面
施
行
に
先
立
ち
、
位
階
の
名

を
大
宝
令

に
従

っ
て
改
め
た
の
が
三
月
で
す
。
ま
ず
六
人
の
貴
族
の
名
が
挙
が

っ

て
お
り
、
そ
の
後

に
諸
王
、
諸
臣
の
人
数
が
み
え
ま
す
。
こ
れ
を
総
計
し
ま
す
と
、

百
二
十
五
人

で
、

こ
れ
が
当
時
の
五
位
以
上
の
人
数
で
す
。
六
位
以
下
の
官
人
は

正
史
で
は
ほ
ぼ
無
視
さ
れ
て
い
て
、
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の
人
達
に
、
新

た
に
で
き
た
貨
幣
を
配
り
物

に
し
て
与
え
る
と
し
ま
す
。
そ
の
額
は
ど
の
位
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
和
銅
四
年

(七

=

)
の
記
事
が
参
考

に
な
り

ま
す
。

甲
子
、
勅
し
て
品
位
に
依
り
て
始
め
て
禄
法
を
定
む
。
職
事

の
二
品

・
二

位
に
は
各
絶
光
匹
、
糸

一
百
絢
、
銭
二
千
文
。
王
の
三
位
に
は
絶
廿
匹
、
銭

一
千
文
。
臣
の
三
位
に
は
絶
十
匹
、
銭

一
千
文
。
王
の
四
位

に
は
絶
六
匹
、

銭
三
百
文
。
五
位
に
は
絶
四
匹
、
銭
二
百
文
。
六
位

・
七
位
に
は
各
絶
二
匹
、
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銭
珊
文
。
八
位

・
初
位
に
は
絶

一
匹
、
銭
廿
文
。
番
上
の
大
舎
人

・
帯
剣
舎

人

・
兵
衛

・
史
生

・
省
掌

・
召
使

・
門
部

・
物
部

・
主
帥
等
に
は
、
並
に
糸

二
絢
、
銭
十
文
。
女
も
亦
、
此
に
准
ず
。

『続
日
本
紀
』
和
銅
四
年

(七

一
一
)
十
月

和
同
開
弥
が
出

て
か
ら
三
年
ほ
ど
経

っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
新
た
に

禄
法
を
定
あ
た
と
い
う
記
事
で
す
。
こ
の
時
限
り
の
俸
禄
と
思
い
ま
す
施
、
位
ご

と
に
貰
え
る
銭

の
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
例
か
ら
、
貴
族
た
ち
の
貰

う
量
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
下
位

の
者
に
な
る
と
非
常

に
少
な
く
な

っ
て

い
る
の
で
、
仮

に
銭
を
百
文
貰
う
と
い
う

ふ
う
に
大
雑
把

に
考
え
て
み
ま
す
。
貴

族
の
数
は
天
武
朝

で
し
た
ら
百
二
十
五
人

よ
り
少
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
政
府
の

規
模
は
、
や
は
り
段
々
大
き
く
な

っ
て
い

っ
て
い
ま
す

の
で
、
減
ら
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
仮
に
百
人
と
し
ま
す
と
、
与
え
る
銭

の
総
量
は

一
万

枚
で
す
。
貴
族
達

に
百
枚
ず

つ
配

っ
て
も

一
万
枚
位
い
る
と
い
う
事

で
す
。
天
武

朝
に
実
際
に
配

っ
た
と
い
う
記
事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
銭
が
造
ら
れ
る
と
、
平
安

時
代
な
ど
で
も
そ
う
で
す
が
、
最
初
に
新
銭
を
配
り
物
に
し
、
寺
社

に
献
上
し
て

い
ま
す
。
天
皇
が
造
る
以
上
、
や
は
り
富
本
銭
の
場
合
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は

当
然
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
、

一
万
枚
と
い
う
数
は
決
し
て
多

い

と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
え
ま
す
。

今
の
は
配
り
物
の
話

で
す
が
、
古
代
の
貨
幣
の
鋳
造
量
が
わ
か
る
例
も
あ
り
ま

す
。
和
同
開
珠
で
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
平
安
時
代
に
な
り
ま
す
と
年
間
の

鋳
造
量
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
九
世
紀
の
前
半
、
承
和
昌

宝
と
い
う
貨
幣
が
発
行
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
具
体
的
な
数
字
が
史
料
の
中

に
出

て
き
ま
す
。
年
間
鋳
造
量
が
最
初
は
三
千
五
百
貫
、
そ
れ
が
増
産
を
命
じ
ら

れ
て
、
七
千
五
百
貫
と
か

一
万

一
千
貫
と
さ
れ
て
い
ま
す

(
『類
聚
三
代
格
』
巻

四
、
承
和
四
年
四
月

一
日
付
太
政
官
符
)。
三
千
五
百
貫
と
い
い
ま
す
と
、

一
貫

は
千
枚

で
す
か
ら
、
三
百
五
十
万
枚
で
す
。
流
通
用
の
貨
幣
と
い
う
の
は
、

一
年

に
百
万
単
位

で
造
ら
れ
て
い
て
、
場
合
に
よ

っ
て
は

一
千
万
枚
と
い
う
こ
と
も
あ

る
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
銭
貨
の
場
合
、

一
枚
の
価
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
同
開
珠
の
場
合
は
か
な
り
高
い
価
が
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
最
初

の
頃
は
少
し
違
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
ま
す
が
、
少
な
く
と
も

や
は
り
百
万
枚
単
位

で
造
ら
な
い
と
、
流
通
貨
幣
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
和
同
開
称

の
場
合
、
銭
を
貯
め
る
と
位
が
貰
え
る
と
い
う
、
有
名

な
蓄
銭
叙
位
の
法
が
、
和
銅
四
年
十
月
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
最

低
五
貫
貯
め
れ
ば
位
が

一
階
、
十
貫
で
す
と
二
段
階
上
が
り
ま
す
。
五
貫
は
五
千

枚
で
す
が
、
こ
れ
が
役
人
に
と

っ
て
全
く
手
の
届
か
な
い
額
で
は
、
い
く
ら
位
が

進
む
と
い
わ
れ
ま
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
。
下
級
の
役
人
で
あ

っ
て
も
、
五
千
枚

と
い
う
数
は
色
々
財
産
を
放
出
す
れ
ば
、

で
き
る
額
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

現
に
翌
月
に
は
、
こ
の
制
度
で
叙
位
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
和
同
開
珠
は
発
行
当

初
か
ら
、
か
な
り
の
量
が
流
通
面
に
投
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
い
う
法

令
か
ら
見
て
も
わ
か
る
わ
け
で
す
。
決
し
て

一
万
と
か
二
万
と
か
い
う
単
位
で
は

な
く
、
百
万
単
位
の
数
が
造
ら
れ
て
投
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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富
本
銭
の
場
合
、
た
し
か
に
大
量
生
産
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
流
通

貨
幣
と
し
て
の
大
量
生
産
か
と
い

っ
た
ら
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

一
万
枚

で
は
百
枚
、
二
百
枚
ず

つ
貴
族
に
分
け
与

え
た
ら
、
そ
れ
で
終
わ
る
と
い
う
額
な

の
で
す
。
そ
の
点
、
大
量
生
産
で
は
あ
る
が
、
流
通
貨
幣
と
し
て
大
量
生
産
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
き
に
言

い
ま
し
た
よ
う
に
、

一
万
枚
と

い
う
の
は
確
定
し
た
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
銅

の
原
材
料
が
ど
の
位
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
か
ら
の
推
定
で
す
か
ら
、

一
万
枚
と
い
う
の
は
最
低

の
数

で
こ
れ
よ
り

多
く
て
も
も
ち
ろ
ん
よ
い
の
で
す
。
し
か

し
、
飛
鳥
池
遺
跡

で
百
万
単
位

の
貨
幣

が
鋳
造
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
や
は
り
疑
問
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
他
の
工
芸
品
を
受
注
し
て
い
る
工
房
で
す
の
で
、
貨
幣
だ
け
に
関
係

す
る
所

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
万
と
鋳
造
さ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
に
わ
か
に
流
通
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
結
び

つ
い
て
は
行
か
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
他
の
外
部

の
諸
状
況
か
ら
見

て
も
、
実
は
言
え
る
事
で
、
和
同
開
珠

が
初
め
て
出
さ
れ
た
と
き
の
「八
月
己
巳
、
始
め
て
銅
銭
を
行
う
」
と
い
う
記
事
と
、

例
え
ば
隆
平
永
宝
が
出
さ
れ
た
と
き
の
記
事
を
比
べ
て
み
る
と
わ
か
り
ま
す
。

是
を
以
て
、
更
に
新
銭
を
制
し
、
傍
り
て
其
の
直
を
増
す
。
文
に
隆
平
永
宝

と
日
う
。
宜
し
く
新
銭

一
を
以
て
旧
銭
十
に
当
て
、
新
旧
両
色
、
兼
ね
て
行

用
せ
し
む
べ
し
。
但
し
旧
銭
は
、
来
歳
よ
り
始
あ
て
、
限
る
に
四
年
を
以
て

し
、
然
る
後
に
停
廃
せ
よ
。

『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年

(七
九
六
)
十

一
月

和
同
銭

の
と
き
は
「銅
銭
を
行
う
」
と
し
か
な
い
の
に
対
し
、
延
暦
十
五
年
の
記

事

で
は
「新
銭
を
制
す
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
新
銭
と
あ
る
の
は
、
そ
の
前

に
貨
幣
が
す
で
に
流
通
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
新
銭

一
を
以
っ

て
、
旧
銭
十
に
当

て
る
と
い
う
、
新
銭
が
古
い
銭
に
対
し
て
、
ど
れ
だ
け
の
価
値

を
持

つ
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
和
同
開
珠
の
発
行
さ

れ
た
時
に
は
全
然
書
か
れ
て
い
な
く
て
、
「始
め
て
銅
銭
を
行
う
」
と
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
『
続
日
本
紀
」
の
文
字
使
い
か
ら
す
る
と
、
「
始
め
て
」と
あ

っ
て
も
、
「初

め
て
」
と
文
字
通
り
に
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
「銅
銭

を
行
う
」
と
い
っ
て
、
「新
銭
を
行
う
」
と
言

っ
て
い
な
い
こ
と

に
注
目
す

べ
き

で

す
。和

同
開
称
が
旧
銭
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
価
値
を
持

つ
か
に
触
れ
て
い
な
い
の

も
注
意
さ
れ
ま
す
。
旧
銭
と
同
じ
価
値
を
持

つ
貨
幣
は
非
常

に
少
な
く
、
隆
平
永

宝
の
前
に
出
た
神
功
開
宝
は
、
そ
の
前
の
貨
幣
と
同
じ
価
値

で
発
行
さ
れ
た
珍
し

い
例
で
す
が
、
そ
の
場
合
は
「
並
び
行
う
」
と
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
和
同
銭
よ

り
前
に
流
通
貨
幣
が
あ

っ
た
ら
、
な
に
か
そ
れ
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
す
が
、
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
『
続
日
本
紀
』
や
そ
れ
以
降
の
国
史
の
中
で
は
、

新
し
い
貨
幣
が
出
た
ら
必
ず
「新
銭
」
と
い
い
、
そ
の
価
値
に
言
及
し
て
あ
る
の
で

す
が
、
和
同
開
称
に
限

っ
て
そ
れ
が
な
い
の
は
、
や
は
り
流
通
貨
幣
と
し
て
は
こ

れ
が
最
初

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
く
印
象
づ
け
ま
す
。
現
に
和
同
開
称

銀
銭
に

つ
い
て
は
、

こ
れ
と
事
情
が
違

っ
て
い
ま
す
。
銀
銭
は
和
銅
元
年
に
施
行

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
和
銅
二
年
正
月
の
詔
で
は
、
「
向
者

(さ
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き
)
に
銀
銭
を
頒
ち
、
以
て
前
銀
に
代
う
」
と
あ
り
ま
す
。

和
同
銀
銭

よ
り
前

に

地
金
の
銀
が
流
通
し
て
い
た
の
で

(拙
稿

「古
代
銀
銭
の
性
格
と
重
量
」、
『
出
土

銭
貨
」
一
〇
号
)、
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
富
本
銭
が
流
通
貨
幣
だ

と
し
た
ら
、
ど
こ
か
に
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
が
あ

っ
て
然
る
べ
き
で
す
。

た
だ
、
厭
勝
銭
が
、
通
用
貨
幣
が
で
き

る
前
に
あ
る
の
は
疑
問
だ
と
い
う
意
見

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
松
村
氏
も
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
、
そ
こ
の
と
こ

ろ
は
説
明
を
要
す
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
和
同
開
珠
以
降

に
厭
勝
銭
が
造
ら
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
す
で
に

『
貨
幣
の
日
本
史
」
に
書

い
た
の
で
す
が
、
本
来
な
ら
も
ち
ろ
ん
貨
幣
が
流
通
し
て
行
き
渡
り
、
色
々
な
力

を
持

っ
て
い
る
事
が
認
識
さ
れ
て
、
流
通
用
以
外
の
も
の
が
独
立
に
造
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、

こ
う
い
う
変
化
は
す
で
に
中
国
で
起
こ

っ
て
い

て
、
日
本
は
何
も
か
も
出
揃

っ
た
と
こ
ろ
を
、
後
か
ら
追
い
か
け
て
行

っ
た
わ
け

で
す
。
日
本
の
当
局
者
が
、
朝
鮮
経
由
で
も
よ
い
で
す
が
、
中
国
の
貨
幣
を
知

っ

た
時
に
は
、
通
用
銭
も
あ
れ
ば
厭
勝
銭
も
あ
る
と
い
う
段
階
な
の
で
す
。

で
す
か

ら
、
今
の
と
こ
ろ
通
用
銭
を
造
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
儀
式
用
に
配
り
物

に

し
た
り
、
寺

に
納
め
た
り
、
副
葬
し
た
り
す
る
銭
が
必
要
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
厭

勝
銭
を
先
に
造
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の

で
す
。

そ
う
い
う
説
明
を
先
の
著
書
で
し
、
か

つ
て
新
聞
紙
上

で
も
行

っ
た
時

(京
都

新
聞

一
九
九
九
年
二
月
五
日
)、
引
き
A口
い
に
出
し
た
の
が
、
中
央

ア
ジ
ア
の
ト

ル
フ
ァ
ン
か
ら
出
て
き
た
高
昌
吉
利

(
こ
う
し
ょ
う
き

つ
り
)
と
い
う
貨
幣
で
す

(図
15
)
。
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
貨
幣
で
す
。
唐
の
文
化
が
影
響
し
て
ト
ル
フ
ァ

ン
で
こ
う
い
う
中
国
式
の
貨
幣
が
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
高
昌
吉
利
と
い
う
文
面

か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
や
は
り
厭
勝
銭

で
す
。
「高
昌
」
は
地
名
で
す
が
、
「
吉
利
」

は
め
で
た
い
の
意
味

で
、
「高
昌
万
歳
」
と
い
う
感
じ
の
句
を
入
れ
た
厭
勝
銭
で
す
。

こ
う
い
う
貨
幣
が
造
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
高
昌
独
自

の
通
用
貨
幣
が
他
に
造

ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
見

つ
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。
流
通
貨
幣
が
造
ら
れ
ず
、

厭
勝
銭
だ
け
造

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
七
世
紀
の
中
頃
の

こ
と
で
、
日
本
よ
り
年
代
的

に
古

い
わ
け
で
す
が
、
後
進
国
が
先
進
国
か
ら
影
響

を
受
け
る
場
合

に
、
逆
転
現
象
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
思

い
ま
す
。

日
本

で
流
通
貨
幣
が
造
ら
れ
て
通
用
し
て
い
く
と
、
そ
こ
で
厭
勝
銭
が
出

て
き

て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
の
は
、
通
用
銭
が

厭
勝
銭
と
し
て
も
使
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
和
同
開
珠
が
副
葬
さ
れ
た
り
、
地
鎮
祭

に
使
わ
れ
た
例
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
通
用
銭
が
豊
富
に
出
回
れ
ば
、
そ
れ
で

も

っ
て
厭
勝
銭
的
な
用
途
が
賄
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
か
な
り
進
ん
で
、
も

っ
と
貨
幣
経
済
が
発
展
し
て
い
れ
ば
、
日
本
独
自
の
厭
勝

銭
が
造
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
粗
悪
貨
が
出
回

っ
た
り
、
貨
幣
の
使
用
自
身

が
尻
す
ぼ
み
に
な

っ
て
行
く
わ
け
で
、
そ
れ
が
厭
勝
銭
の
出
て
こ
な
い
理
由
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
貨
幣
経
済
が
行
き
渡

っ
て
日

本
独
自
の
厭
勝
銭
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
う

一
つ
の
問
題
と
し
て
、
成
分
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
今
回
の
富
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本
銭
の
発
表
よ
り
前
に
発
表
が
あ
り
、
富
本
銭

に
特
殊
な
成
分
の
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
銅
が
主
体

で
す
が
そ
こ
に
ア
ン
チ
モ
ン
と
い

う
金
属
が
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
奈
文
研
で
は

「銅
ア
ン
チ
モ
ン
合
金
」
と

い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
銅
に

ア
ン
チ
モ
ン
を
加
え
た
特
殊
な
成
分
の

材
質
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
題
は
貨
幣
の
用
途
と
は
関
係
が
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
る
い
は
あ

る
か
も
知
れ
ず
、
な
か
な
か
面
白
い
問
題

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ア
ン
チ
モ
ン
は
銅
な
ど
に
混
ぜ
る
と
、
溶
け
た
銅

の
廻
り
が
よ
く
な
り
ま
す
。

昔
あ

っ
た
鉛
の
活
字
に
、
ア
ン
チ
モ
ン
を
入
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
ほ
か
に

も
錫
や
鉛

に
は
、
似
た
よ
う
な
働
き
が
あ

り
ま
す
。
銅

に
混
ぜ
る
と
廻
り
が
よ
く

な

っ
た
り
、
混
ぜ
方
の
度
合
い
に
よ
っ
て
は
硬
さ
が
出

て
き
た
り
、
銅
製
品
の
鋳

造
に
使
う
と
有
益
な
材
料
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
。
た
だ
、
普
通
、
銅

に
混
ぜ
る
金
属
と
い
え
ば
、
古
代
で
も
錫
か
鉛
が

一
般
的

で
す
。
な
ぜ
ア
ン
チ
モ

ン
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

ア
ン
チ
モ
ン
が
古
代
に
ど
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
注
目
さ
れ
て
い
る

の
が
、
文
武
二
年

(六
九
八
)
の

『続
日
本
紀
」
の
記
事

で
す
。

こ
の
年
七
月
に

伊
予
国
か
ら
相
次

い
で
白
鐘
と
い
う
も
の
や
鑑
鉱
が
献
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
白
鐘

の
鉱
石
が
鐘
鉱
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
伊
予
国
は
今
の
愛
媛
県

で
、
市

ノ
川
鉱
山

と
い
う
、
ア
ン
チ
モ
ン
の
非
常

に
良
質
の
鉱
山
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
前

に
閉
山
し

て
し
ま

っ
て
、
今
は
活
動
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
近
世
以
来
有
名
な
産
地

で
、

世
界
的
に
も
著
名
な
鉱
山

で
し
た
。

で
す
か
ら
こ
の
白
鐘
あ
る
い
は
鐘
が
、

ア
ン

　
　

　

チ
モ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
白
鑛
と
い
う
の
は
非
常
に
曖
昧
な
言

葉

で
、

シ
ロ
ナ
マ
リ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
錫
や
鉛
な
ど
も
指
す
よ
う
で

す
。
白
鐘
と
あ
る
か
ら
、
ア
ン
チ
モ
ン
だ
と
は
断
言
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
の
化
学

の
分
類

の
よ
う
に
正
確
な
概
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
錫
と
鉛
が
自
然
に
混
ざ

り
合

っ
た
鉱
石
も
白
鐘

で
す
。
そ
こ
か
ら
錫
だ
け
を
取
り
出
し
た
ら
錫
と
な
り
、

鉛
な
ら
鉛
と
い
う
名
前
が

つ
く
の
で
す
。
ま
た
錫
を
白
鑑
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ら
は
昔

の
こ
と
で
す
か
ら
厳
密

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
も
か
く

こ
の

『
続
日
本
紀
」
の
記
録
に
よ
る
と
、
伊
予

の
ア
ン
チ
モ
ン
が
中
央
に
献
上
さ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

ア
ン
チ
モ
ン
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
『
続

日
本
紀
』

霊
亀
二
年

(七

一
六
)
五
月
丙
申
の
記
事
に
よ
る
と
、
白
鐘
は
鋳
銭
に
使
わ
れ
る

こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
奈
良
時
代
後
半
に
は
、
白
鐘
に
似
て
い
る
け
れ

ど
も
白
鐘

で
は
な
い
と
い
う
品
物
が
発
掘
さ
れ
、
そ
れ
を
大
規
模
に
採
掘
し
た
ら

よ
い
と
い
う
こ
と
を
政
府

に
勧
め

て
や
ら
せ
た
人

の
話
も
同
書
に
出
て
き
ま
す

(天
平
神
護
二
年
七
月
条
)。
有
名
な
考
古
学
者
の
小
林
行
雄
氏
は
、
こ
れ
は
ア
ン

　
　

　

チ
モ
ン
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

富
本
銭
の
場
合
、

こ
の
ア
ン
チ
モ
ン
が
は
っ
き
り
と
意
図
し
て
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。
含
ま
れ
る
率
は
色
々
で
す
が
、
五
%
か
ら
二
五
%
の
割
合
で
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
分
析
で
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
入
り
方
は
、
自
然
に
混

ざ
り
込
ん
だ
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
合
金
を
造
る
と
き
に
、
意
図
的

に
入
れ
た
結
果
で
す
。

銅
に
そ
れ
だ
け
の
割
合

で
ア
ン
チ
モ
ン
を
混
ぜ
た
ら
ど
ん
な
も
の
が
で
き
る
の

一39一



で
し
ょ
う
か
。
誰
か
、
形
は
ど
う
で
も
よ
い
わ
け
で
す
か
ら
、
成
分
だ
け
同
じ
割

合

の
も
の
を
揃
え
て
く
だ
さ
る
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
類
推
で
き
る
の
は
、

混
ぜ
具
合
に
よ

っ
て
硬
さ
だ
け
で
な
く
、
色
も
変
わ

っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
例
え
ば
錫
は
混
ぜ
方
の
割
合
に
よ

っ
て
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。
純

銅
は
赤
い
色
を
し
て
い
ま
す
が
、
錫
が
入
る
と
段
々
黄
色
く
な

っ
て
行
き
ま
す
。

一
〇
数
%
位
で
す
と
金
色
に
な
り
ま
す
。

正
倉
院
な
ど
に
佐
波
理
の
器
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
が
、
金
色
に
輝
い
て
銅
製
品
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
色
を
し
て
い
ま

す
。
も

っ
と
多
く
混
ぜ
て
行
く
と
、
今
度

は
白
銅
と
い
っ
て
、
銀
色
に
な

っ
て
行

く
の
で
す
。
海
獣
葡
萄
鏡
な
ど
は
白
銅
で
造
ら
れ
て
い
る
の
が
多
い
で
す
が
、
今

も
銀
色
に
輝
い
て
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

一
〇
数
%
以
上
二
〇
%
位

入

っ
て
い
ま
す
。
赤
か
ら
黄
色
、
そ
し
て
白
銀
色

へ
と
い
う
変
化
を
た
ど
る
わ
け

で
す
。
入
れ
過
ぎ
る
と
銅

の
粘
り
気
が
な
く
な

っ
て
パ
リ

ッ
と
割
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
白
銅
鏡

で
も
割
れ
て
い
る
の
が
結
構
あ
り
ま
す
。

ア
ン
チ
モ
ン
の
場
A
口
も
、

硬
さ
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
色
の
変
化
は
起
こ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
錫
よ
り

は
、
お
そ
ら
く
ア
ン
チ
モ
ン
の
方
が
経
済
的
に
は
安
上
が
り
だ

っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
錫
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ほ
ど
で
、
古
代
で
は
割
と
高
級
な
金
属
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ン
チ
モ
ン
の
方
が
手
軽
に
手
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
あ

っ
た

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
錫
の
代
わ
り
に
ア
ン
チ
モ
ン
を
混
ぜ
て
、
色
の
変
化

を
狙

っ
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

冒
頭
に
引
い
た
天
武
十
二
年
四
月
の
詔

に
「銅
銭
を
用
い
、
銀
銭
を
用
い
る
こ

と
莫
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
厭
勝
銭

の
こ
と
だ
と
考
え
る
と
、
銀
を
地
鎮

や
副
葬
に
使
え
ば
、
資
源
が
無
駄
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
で
き
る
だ
け
銅
銭
を

使
え
と
い
う
意
味

に
も
解
釈
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
の
銅
銭
を
、
白
銅
色
や
金
色

に
造
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
は
し
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ア
ン
チ
モ
ン
を

入
れ
て
銀
銭
や
金
銭

の
代
用
品
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
金

・
銀
で
配
り
物

の

厭
勝
銭
を
造
る
の
は
、
唐
代
に
は
よ
く
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
古
く
は
、
黄
金

で

作
ら
れ
た
漢
代
の
五
鉄
銭
も
中
国
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
、

成
分
に
絡
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

実
験
を
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、
や

っ
て
み
る
価
値
も
あ
り
そ
う

だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
同
じ
詔
に

「銀
を
用
い
る
こ
と
、
止
む
る
こ
と
莫
れ
」
と
し
て

い
る
の
は
、
銭
を
造
る
以
外
な
ら
銀
の
使
用
を
認
め
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
で
き

ま
す
。
ま
た
持
統
紀
や
文
武
紀
の
記
事
の
場
合
、
銭
を
造
る
役
人
だ
け
任
命
し
て

発
行
記
事
が
な
い
の
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
銭
は
造
ら
れ
た
の

で
す
が
、
施
行
は
必
要
で
な
い
か
ら
、
こ
う
い
う
形
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
わ
け

で
、
文
献
的
に
は
無
理
な
く
解
釈

で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
次
第
で
、
天
武
紀
か
ら
文
武
紀
に
現
れ
る

「銭
」
に
つ
い
て
は
、
や

は
り
、
以
前
私
が
書

い
た

「厭
勝
銭

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
考
え
を
残
し

て
お
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
新
し
い
展
開
が
あ
る
と
す
る
と
、
生

産
地
で
な
い
所

で
、
富
本
銭
が
ど
ん
な
出
か
た
を
す
る
か
に
か
か

っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。
流
通
し
て
い
た
な
ら
流
通
し
て
い
た
で
、
ど
こ
か
で
使
わ
れ
て
出

て
く
る
は

ず
で
し
ょ
う
し
、
厭
勝
銭
で
あ

っ
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
す
。
あ
る
い
は
出

て
こ
な
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い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
富
本
銭
が
鋳
潰

さ
れ
て
、
和
同
開
称
に
な

っ
て
行
く
可
能
性
も
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
和
同
開

珠
の
中
に
、
実
は
、

ア
ン
チ
モ
ン
を
含
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
最

　ね
　

近
注
目
さ
れ
て
い
る
事
実
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
富
本
銭
を
鋳
直
し
た
可
能

性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
後
の
展
開
に

注
目
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
7
)

一
九
九
九
年
六
月

二
十

六
日
開
催

の
日
本
文
化

財
科

学
会

第
十

六
回

大
会

に
お

け

る
村
上
隆

・
松
村
恵

司

・
黒
崎
直

の
三
氏

に
よ

る
研
究
発
表
を
さ
す
。

(8
)
成
瀬
正
和

「
わ
が
国
上
代

の
工
芸
材
料
と
し

て
の
錫
」

(
『
正
倉

院
年
報

」

一
一
、

一
九
八
九
年
)
。

(
9
)
小
林
行
雄

『古
代

の
技
術
』

(塙

選
書
、

一
九
六

二
年
)
。

(
10
)
金
子
裕
之

『平
城
京

の
精
神
生

活
」
(
角
川
選
書
、

一
九
九
七
年
)

一
一
二
頁
。

注(
1
)

こ
の
講
演

の
直
前

に
行
わ
れ
た
、
奈
良
国
立
文

化
財

研

究
所

に
よ

る

一
九
九

九

年

七
月

二
十

三
日
の
記
者

発
表
を
さ
す
。

(
2
)
前
注

の
発
表

に
先

だ

つ
同
年

一
月
十
九

日
の
記
者
発
表
を

さ
す
。

(
3
)
王
勇
氏

の
講
演
内
容

は
、
そ

の
後
、
鈴
木
秋
男

「
「
富
本
」

は
銭

な

の
か

1
東

ア
ジ

ア
貨
幣
交
流
異
聞

1

(
王
勇
氏

の
講
演
を
伺

っ
て
)
」

(『
貨
幣
」

四
三
-

四
、

一
九

九

九
年
)

に
紹
介

さ
れ
て

い
る
。

(
4
)
時
枝
務

「
興
福
寺
金
堂
鎮

壇
具

の
発
見

1
そ

の
経
緯

と

史
料

1
」

(
『
M

U
S

E
U

M
」
五
五
五
号
、

一
九
九

八
年
)
、
藪
中
五
百
樹

「
興
福
寺
金
堂
須
弥
壇

下
出

土

「
和

同
開
称
」

の
枚
数
」

(
『出
土

銭
貨
』

一
一
号
、

一
九
九
九
年
)
参

照
。

(
5
)
田
中
啓
文

「
現
代

の
五
大

発
掘

銭
」
(
『
銭
幣
館
」
五

一
号
。

『
ボ
ナ

ン
ザ
』

六
-
六
、

一
九
七
〇
年

に
再
録
)
。

(
6
)
拙
稿

「
『
続

日
本
紀
」
管

見
二
則
」
(
『
続
日
本
紀
研
究
」

二
〇
〇
号
、

一
九
七

八
年
)

参
照
。

(
付
記
)
本
稿

に
使

用
し
た
図

の
出
典

は
左

の
通
り

で
あ
る
。

図
1

『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年

報
お
⑩
⑩
H
」

図
2

・
3

・
15

国
家
文
物
局

『中

国
古
銭
譜
』

(文
物
出
版
社
、

一
九
八
九
年
)

図
4

・
5

・
7

・
10

余
榴

梁
他

『中

国
花
銭
』

(上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
二
年
)

図 図 図 図 図 図 図
14131211986

セ

ン
チ

ュ
リ
i
文
化
財

団
編

『
鏡

ー
そ

の
神
秘
と
美
」

一
九
九
二
年

松
村
恵
司

「富
本
七
曜
銭

の
再
検
討
」
(
『
出
土
銭
貨
』

一
一
号
、

一
九
九
九
年
)

働
大
阪
市
文
化
財
協
会

『
細
工
谷
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』

1

一
九
九
九
年

東
海
銀
行

『貨
幣
」

一
九
七

一
年

東
京
国
立
博
物
館

「特

別
展

吉
祥
」
(
一
九
九
八
年
)

韓
国
文
化
財
管

理
局

『武

寧
王
陵
」
(
学
生
社
、

一
九
七
四
年
)

法
門
寺
博
物
館
編

『法

門
寺
』
(
陳
西
旅
游
出
版
社
、

一
九
九

四
年
)
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