
187

〔
書
　
評
〕

藤
本
隆
士
著
『
近
世
匁
銭
の
研
究
』

古　

賀　

康　

士

は
じ
め
に

　

一
枚
ご
と
に
同
じ
価
値
を
持
つ
銭
貨
が
、
紐
な
ど
で
一
定
数
に
束

ね
ら
れ
る
と
独
自
の
貨
幣
単
位
と
な
り
、
ひ
と
た
び
紐
が
解
か
れ
バ

ラ
バ
ラ
と
な
る
と
、
も
と
の
一
枚
ず
つ
の
銭
貨
に
戻
る
。
本
書
は
、

こ
の
「
匁
銭
」
と
呼
ば
れ
る
近
世
日
本
の
銭
貨
の
存
在
形
態
を
め
ぐ

る
研
究
に
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
藤
本
隆
士
氏
が
、
一
九
五
〇
年
代

か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
に
発
表
し
た
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。

　

藤
本
氏
は
、
北
部
九
州
の
経
済
史
・
貨
幣
史
を
研
究
す
る
な
か
で

こ
の
「
匁
銭
」
と
い
う
一
見
奇
妙
な
銭
貨
の
あ
り
方
に
対
し
て
最
初

に
学
問
的
な
問
題
提
起
を
行
い
、
近
世
日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
歴
史

的
意
義
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。

こ
の
分
野
の
研
究
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
考
が
、
一

書
と
し
て
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
後
学
の
一
人
と
し
て
ま

ず
喜
び
た
い
。

　

内
容
に
入
る
前
に
、
本
書
の
主
題
と
な
る
「
匁
銭
」
に
つ
い
て
予

備
的
な
説
明
を
し
て
お
こ
う
。

　
「
匁
銭
」
と
は
、
一
定
量
の
銭
貨
を
「
文
」
で
は
な
く
銀
貨
の
単

位
の
「
匁
」
で
計
算
・
使
用
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

使
用
法
が
史
料
上
で
確
認
さ
れ
始
め
る
の
は
、
一
般
的
に
一
八
世
紀

前
半
以
降
で
、
当
初
「
銭
一
匁
」
は
時
々
の
銀
銭
相
場
を
反
映
し
て
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銀
一
匁
と
等
価
な
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
九
州
を
中
心
と
す

る
西
南
地
域
な
ど
で
一
匁
あ
た
り
の
銭
量
の
固
定
化
が
起
こ
り
、
銀

相
場
と
は
乖
離
し
た
独
自
の
貨
幣
単
位
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
な

る
。
何
文
の
銭
で
固
定
化
す
る
か
は
地
域
ご
と
に
異
な
り
、
福
岡
藩

な
ど
で
は
「
六
十
文
銭
」（
一
匁
＝
六
〇
文
）、
九
州
幕
領
で
は
「
十

九
文
銭
」（
一
匁
＝
一
九
文
）
が
定
着
し
た
。
こ
う
し
た
貨
幣
現
象
は
、

著
者
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
全
国
的
に
事
例
分
析
を
行
っ
た
岩
橋

勝
氏
に
よ
り
、
藩
札
・
私
札
な
ど
も
含
め
て
「
銭せ
ん

匁め

遣
い
」・「
銭
匁

勘
定
」
と
も
総
称
さ
れ
る）（
（

。

　

こ
の
匁
銭
が
い
か
な
る
実
態
と
歴
史
的
意
義
を
持
つ
の
か
。
こ
の

問
い
を
主
題
に
本
書
の
議
論
は
展
開
す
る
。
以
下
、
ま
ず
全
体
の
構

成
と
内
容
を
整
理
し
、
次
い
で
本
書
で
提
示
さ
れ
る
見
解
を
吟
味
し

よ
う
。

一　

本
書
の
構
成
と
内
容

　

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

序
説

　
　

第
一
部　

福
岡
藩
の
経
済
政
策

　
　
　

第
一
章　

福
岡
藩
枦
蠟
仕
組
と
藩
国
家
へ
の
傾
斜

　
　
　

第
二
章　
「
金
銀
札
銭
記
録
」
に
見
え
る
銭
貨

　
　

第
二
部　

近
世
商
人
の
経
済
活
動

　
　
　

第
一
章　

天
領
日
田
商
人
資
本
家
の
経
営

　
　
　
　
　
　
　

─
掛
屋
千
原
家
の
場
合
─

　
　
　

第
二
章　

近
世
福
岡
藩
の
農
民
行
動

　
　
　
　
　
　
　

─
鞍
手
郡
新
山
崎
村
の
例
─

　
　
　

第
三
章　

近
世
農
民
商
人
の
一
形
態

　
　
　
　
　
　
　

─
林
文
雄
家
文
書
「
萬
年
代
記
帳
」
を
中
心
に
─

　
　

第
三
部　

匁
銭
の
成
立
と
実
態

　
　
　

第
一
章　

近
世
貨
幣
流
通
の
実
態
と
計
算
例

　
　
　
　
　
　
　

─
地
域
史
研
究
の
た
め
に
─

　
　
　

第
二
章　

近
世
福
岡
藩
に
お
け
る
銭
貨
流
通

　
　
　
　
　
　
　

─
「
匁
銭
」
成
立
を
求
め
て
─

　
　
　

第
三
章　

近
世
西
南
地
域
に
お
け
る
銀
銭
勘
定

　
　
　
　
　
　
　

─
匁
銭
の
取
引
実
態
─

　
　
　

第
四
章　

秋
月
藩
の
匁
銭
と
札
─
硬
貨
と
札
と
価
値
と
─

　
　

第
四
部　

銭
貨
の
流
通
と
匁
銭

　
　
　

第
一
章　

九
六
銭
と
匁
銭

　
　
　

第
二
章　

再
び
匁
銭
に
つ
い
て

　
　
　

第
三
章　

徳
川
期
に
お
け
る
小
額
貨
幣

　
　
　
　
　
　
　

─
銭
貨
と
藩
札
を
中
心
に
─



189

　
　

終
章　

匁
銭
の
源
泉
と
流
通

　
　
　
　
　

─
日
本
西
南
地
域
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ
─

　

本
書
は
、
第
一
部
で
経
済
政
策
、
第
二
部
で
民
間
経
済
、
第
三

部
・
第
四
部
で
主
題
と
な
る
銭
貨
の
問
題
を
扱
う
と
い
う
四
部
構
成

を
と
る
。
前
半
に
は
匁
銭
の
議
論
に
関
係
す
る
論
考
が
集
め
ら
れ
、

著
者
の
眼
目
が
後
半
の
第
三
部
・
第
四
部
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

各
章
と
も
既
発
表
の
論
考
が
中
心
だ
が
、
著
者
の
現
在
の
到
達
点
を

示
す
た
め
、
序
説
と
終
章
が
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
、
一
部
の
章
に

は
改
稿
も
加
え
ら
れ
た
（
第
三
部
第
三
章
な
ど
）。

　

ま
ず
新
稿
の
序
説
で
は
、
本
書
の
分
析
対
象
と
目
的
が
提
示
さ
れ

る
。
同
じ
小
額
貨
幣
と
し
て
共
通
す
る
部
分
が
多
い
藩
札
な
ど
は
原

則
と
し
て
対
象
か
ら
外
し
、
銭
貨
特
有
の
現
象
で
あ
る
匁
銭
と
九
六

文
を
一
〇
〇
文
と
見
な
す
「
九
六
銭
」（
省
銭
・
省
陌
の
一
種
）
に
焦

点
を
絞
り
、
そ
の
実
態
解
明
と
そ
れ
ら
が
生
成
さ
れ
る
源
泉
を
東
ア

ジ
ア
の
交
易
関
係
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
。

　

第
一
部
は
、
福
岡
藩
と
秋
月
藩
の
経
済
政
策
、
特
に
枦
蠟
の
専
売

制
と
貨
幣
政
策
を
分
析
す
る
。
第
一
章
で
は
、
寛
政
八
年
（
一
七
九

六
）
か
ら
始
ま
る
福
岡
藩
の
専
売
制
を
取
り
上
げ
、
同
藩
の
大
坂
商

人
に
対
す
る
強
権
的
な
姿
勢
に
「
藩
国
家
」
と
し
て
の
自
立
を
認
め
、

そ
の
背
景
に
匁
銭
が
「
領
国
貨
幣
」
と
し
て
機
能
し
、
藩
経
済
の
掌

握
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
章
は
、
秋
月

藩
の
大
庄
屋
に
残
さ
れ
た
「
金
銀
札
銭
記
録
」
か
ら
銭
貨
・
藩
札
関

係
の
記
事
を
分
析
す
る
。
銭
貨
に
つ
い
て
は
農
村
部
で
の
広
範
な
流

通
の
ほ
か
、
西
南
地
域
で
は
匁
銭
の
形
態
を
と
り
計
算
貨
幣
な
ど
と

し
て
高
額
取
引
に
も
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
単
な
る
補
助
貨
幣

と
し
て
銭
貨
を
捉
え
る
考
え
を
否
定
す
る
。

　

第
二
部
で
は
、
民
間
部
門
の
経
済
活
動
と
貨
幣
現
象
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
る
。
第
一
章
は
、
豊
後
日
田
の
豪
商
千
原
家
の
土
地
集
積
過

程
を
分
析
す
る
。
幕
領
の
掛
屋
と
し
て
公
金
取
り
扱
い
を
梃
子
に
経

営
拡
大
し
た
千
原
家
に
と
っ
て
、
地
主
─
小
作
関
係
の
維
持
は
領
主

権
力
に
依
拠
し
、
そ
れ
ゆ
え
領
主
の
収
得
部
分
を
浸
食
し
て
ま
で
地

主
制
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
る
。
第
二
章
・
第
三
章
は
、

福
岡
藩
東
部
の
庄
屋
が
書
き
残
し
た
年
代
記
を
ひ
も
と
き
、
近
世
村

落
の
年
貢
負
担
を
め
ぐ
る
諸
機
能
と
農
村
部
で
振
り
売
り
や
日
雇
い

を
行
う
「
遊
民
」
の
存
在
か
ら
、
商
品
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
っ
て

小
額
貨
幣
の
銭
貨
が
農
村
部
に
広
く
普
及
し
た
こ
と
を
示
す
。

　

第
三
部
で
は
、
匁
銭
の
成
立
過
程
と
実
際
の
史
料
上
の
記
載
事
例

が
検
討
さ
れ
る
。
第
一
章
は
、
主
に
『
古
事
類
苑
』
や
草
間
直
方

『
三
貨
図
彙
』
を
引
き
、
三
貨
制
の
成
立
過
程
と
匁
銭
の
計
算
例
を

示
す
。
第
二
章
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
匁
銭
の
成
立
過
程
が
分
析
さ
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れ
る
。
一
八
世
紀
初
め
の
幕
府
の
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
銀
貨
の
不
安
定

化
が
匁
銭
成
立
の
契
機
と
な
り
、
や
が
て
銭
遣
い
の
拡
大
に
伴
っ
て

匁
銭
の
銭
量
が
銀
銭
相
場
と
は
乖
離
し
、
九
六
銭
の
一
貫
緡
（
九
六

〇
文
）
の
約
数
か
ら
な
る
六
〇
文
と
八
〇
文
で
固
定
化
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
匁
銭
は
、
領
国
貨
幣
の
消
失
と
並
行
し
て
成

立
す
る
こ
と
か
ら
領
国
内
の
価
値
尺
度
機
能
を
担
う
「
領
国
計
算
貨

幣
」
と
評
価
さ
れ
る
。
続
く
第
三
章
で
は
、
平
戸
藩
生
月
島
の
捕
鯨

経
営
主
益
冨
家
の
「
算
用
帳
」
か
ら
西
南
地
域
の
匁
銭
の
取
引
実
態

が
例
示
さ
れ
、
海
上
交
通
を
介
し
て
銭
貨
が
大
量
移
動
し
た
可
能
性

が
示
さ
れ
る
ほ
か
、
益
冨
家
の
経
営
帳
簿
が
銭
一
〇
〇
文
を
一
匁
と

す
る
計
算
貨
幣
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
第
四
章
で
は
、
秋
月
藩
の
匁
銭
と
札
の
事
例
か
ら
民
間
経
済
で

銭
貨
が
価
値
尺
度
機
能
を
担
う
貨
幣
と
し
て
選
好
さ
れ
、
そ
れ
が
匁

銭
の
成
立
と
そ
れ
に
基
づ
く
藩
札
の
発
行
に
繋
が
っ
た
と
す
る
。

　

第
四
部
は
、
匁
銭
を
流
通
面
か
ら
捉
え
直
す
。
第
一
章
は
、
九
六

銭
と
匁
銭
の
実
態
と
両
者
の
関
係
を
検
討
し
、
匁
銭
が
領
国
貨
幣
と

し
て
成
立
す
る
背
景
に
、
商
品
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
っ
て
小
額
貨

幣
の
銭
貨
が
農
村
部
へ
浸
透
し
、
経
済
構
造
が
大
き
く
転
換
し
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で
は
匁
銭
の
生
成
過
程
が
改
め
て
論
じ
ら

れ
、
匁
銭
が
銀
不
足
に
対
応
し
て
銀
貨
の
代
替
的
機
能
を
果
た
し
た

こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
。
第
三
章
は
、
小
額
貨
幣
の
観
点
か
ら
銭
貨

と
藩
札
が
総
括
的
に
分
析
し
、
高
額
貨
幣
と
小
額
貨
幣
の
重
層
的
流

通
の
ほ
か
、
匁
銭
と
藩
札
が
領
国
経
済
の
自
律
性
を
担
保
し
た
こ
と

な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
要
約
さ
れ
た
の
ち
、
九
六
銭
と

匁
銭
の
源
泉
が
東
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
日
本
と
清
朝
の
交
易
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
銅
貿
易
な
ど
で
使
用

さ
れ
る
「
斤
」
の
単
位
が
日
本
と
清
朝
で
共
有
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し

て
一
斤
＝
一
六
〇
匁
（
六
斤
＝
九
六
〇
匁
）
の
関
係
式
が
清
朝
の
銅

銭
と
日
本
銅
の
「
等
価
交
換
基
準
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
約

数
を
基
に
九
六
銭
お
よ
び
匁
銭
が
生
み
出
さ
れ
た
と
し
、
九
州
を
中

心
に
通
用
し
た
匁
銭
が
近
世
東
ア
ジ
ア
の
国
際
的
な
交
易
関
係
を
反

映
し
た
も
の
と
結
論
付
け
る
。

二　

批
判
的
検
討

　

著
者
に
よ
る
近
世
日
本
の
銭
遣
い
に
対
す
る
問
題
提
起
か
ら
半
世

紀
余
り
を
経
た
。
本
書
は
こ
の
間
の
長
期
の
論
考
を
集
め
た
こ
と
も

あ
り
、
記
述
の
重
複
の
ほ
か
、
著
者
自
身
、
あ
る
い
は
岩
橋
勝
氏
を

始
め
と
す
る
同
様
の
問
題
関
心
を
持
つ
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
す
で

に
論
証
さ
れ
た
史
実
も
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
議
論
を
整
理
す
る



191

た
め
、
本
書
で
提
示
さ
れ
た
見
解
を
五
つ
の
命
題
に
ま
と
め
、
そ
の

妥
当
性
と
含
意
を
検
討
し
た
い
。
集
約
化
し
た
命
題
に
は
、
研
究
の

現
段
階
で
自
明
と
な
っ
た
事
項
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の

厚
み
と
そ
の
到
達
点
を
振
り
返
る
た
め
に
省
略
を
加
え
ず
に
記
述
す

る
。
ま
た
命
題
自
体
が
持
つ
可
能
性
の
広
が
り
を
探
る
た
め
、
評
者

の
理
解
・
解
釈
を
適
宜
交
え
て
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
第
一
の
命
題
は
、
近
世
日
本
の
銭
貨
が
単
な
る
補
助
貨
幣
で

は
な
く
、
金
・
銀
と
と
も
に
基
準
貨
幣
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

著
者
に
よ
る
匁
銭
の
研
究
が
始
ま
る
以
前
、
小
額
貨
幣
の
銭
は
、

高
額
貨
幣
の
金
・
銀
の
端
数
処
理
な
ど
、
貨
幣
的
な
機
能
が
制
約
さ

れ
た
補
助
貨
幣
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
考
え
は
「
東
の
金

遣
い
、
西
の
銀
遣
い
」
と
い
っ
た
慣
用
句
と
共
に
、
近
年
ま
で
続
い

た
根
強
い
見
方
で
あ
っ
た
。
地
域
的
な
多
様
性
を
特
徴
と
す
る
近
世

日
本
の
貨
幣
史
像
が
、
江
戸
や
大
坂
と
い
っ
た
金
遣
い
・
銀
遣
い
の

中
核
的
な
地
域
の
事
例
分
析
を
基
に
再
構
成
さ
れ
た
必
然
の
結
果
で

も
あ
る
。

　

藤
本
氏
の
北
部
九
州
を
中
心
と
し
た
匁
銭
の
研
究
、
お
よ
び
そ
の

問
題
提
起
を
受
け
た
岩
橋
勝
氏
の
列
島
レ
ベ
ル
で
の
「
銭
匁
遣
い
」

の
研
究
は
、
こ
う
し
た
銭
貨
を
副
次
的
な
貨
幣
と
捉
え
る
通
説
に
対

抗
し
て
進
め
ら
れ
た
。
銭
貨
が
域
内
の
価
値
尺
度
を
担
う
貨
幣
と
な

り
、
ま
た
支
払
手
段
と
し
て
高
額
取
引
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
、

こ
う
し
た
近
世
日
本
の
銭
遣
い
の
特
徴
は
、
東
北
・
山
陰
・
西
南
地

域
な
ど
周
辺
的
な
地
域
の
経
済
・
貨
幣
現
象
を
分
析
す
る
上
で
、
現

在
は
ほ
ぼ
自
明
の
前
提
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

第
二
の
命
題
は
、
匁
銭
が
実
質
的
な
価
値
上
昇
を
伴
う
省
銭
（
短

陌
慣
行
）
と
は
異
な
り
、
一
匁
を
構
成
す
る
銭
量
以
上
の
価
値
を
有

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
著
者
が
適
切
な
計
算

例
を
提
示
し
て
お
り
、
特
に
補
足
の
必
要
は
な
い
。
六
〇
文
銭
一
匁

は
銭
六
〇
文
で
あ
り
、
一
九
文
銭
一
匁
も
銭
一
九
文
と
等
価
と
な
る
。

　

た
だ
、
こ
の
実
質
的
価
値
に
関
わ
る
命
題
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し

も
自
明
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
表
面
的
な
類
似
か
ら
特
定
の
枚

数
を
一
〇
〇
文
と
み
な
す
省
銭
と
し
て
匁
銭
が
解
釈
さ
れ
た
こ
と
や
、

地
域
ご
と
に
財
・
貨
幣
の
価
格
差
が
顕
著
に
現
れ
る
伝
統
中
国
と
の

比
較
か
ら
、
匁
銭
に
つ
い
て
も
一
匁
の
価
値
が
各
藩
の
公
定
の
銀
銭

相
場
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
著
者

ら
が
明
ら
か
に
し
た
計
算
方
法
を
誤
っ
て
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
。

ｘ
文
銭
一
匁
は
銭
ｘ
文
の
価
値
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
単
純
な
等
式

し
か
存
在
し
な
い
。

　

こ
う
し
た
匁
銭
の
貨
幣
換
算
に
お
け
る
あ
る
種
の
単
純
さ
は
、
匁
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銭
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る
上
で
厄
介
な
問
題
を

抱
え
て
い
る
。
省
銭
で
は
価
値
上
昇
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
緡
紐
の
代

価
や
銭
の
数
え
賃
、
あ
る
い
は
銭
貨
不
足
へ
の
対
応
と
い
っ
た
意
図

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
銀
銭
相
場
の
固
定
化
と
み
な
し

て
も
、
そ
こ
か
ら
地
域
経
済
の
特
質
な
ど
を
導
き
出
せ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
匁
銭
は
そ
う
し
た
解
釈
を
許
容
し
な
い
。
な
ぜ
、
価
値
の
変

化
を
伴
わ
な
い
、
経
済
的
に
殆
ど
「
無
意
味
な
」
慣
行
が
存
在
す
る

の
か
。
匁
銭
の
存
在
理
由
を
考
え
る
時
、
換
算
式
に
現
れ
る
単
純
な

等
式
は
一
種
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
よ
う
に
響
く
の
で
あ
る
。

　

藤
本
氏
は
匁
銭
に
様
々
な
歴
史
的
意
義
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
こ

の
「
無
意
味
さ
」
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
前
節
で
見
た

よ
う
に
、
匁
銭
を
「
領
国
計
算
貨
幣
」
と
捉
え
る
こ
と
で
近
世
中
期

以
降
の
藩
領
国
に
お
け
る
経
済
的
自
立
の
動
き
を
貨
幣
史
的
に
説
明

で
き
る
。
ま
た
匁
銭
を
九
六
銭
と
接
続
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
も
、

さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
の
国
際
的
な
交
易
関
係
の
な
か
に
両
者
の
源
泉
を

見
い
だ
す
こ
と
も
、
究
極
的
に
は
、
計
算
上
は
中
立
的
に
振
る
舞
う

匁
銭
に
い
か
に
意
味
を
見
出
す
か
と
い
う
問
題
に
関
係
し
よ
う
。

　

第
三
の
命
題
は
、
匁
銭
の
成
立
に
関
わ
る
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
匁
銭
は
一
般
的
に
緡
銭
の
形
態
を
と
っ
て
民
間
経
済
の
な
か
で

自
生
的
に
成
立
し
た
も
の
で
、
北
部
九
州
の
場
合
、
そ
の
成
立
時
期

は
幕
府
銀
貨
の
価
値
変
動
が
激
し
か
っ
た
一
八
世
紀
初
頭
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
匁
銭
成
立
に
関
す
る
命
題
は
、
著
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た

北
部
九
州
に
関
し
て
は
妥
当
性
が
高
い
。
福
岡
藩
の
場
合
、
一
七
世

紀
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
史
料
が
量
的
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

解
釈
に
齟
齬
を
き
た
す
記
録
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
。
評
者

も
近
年
翻
刻
さ
れ
た
博
多
町
人
の
年
代
記
が
含
む
貨
幣
・
物
価
関
係

の
記
事
を
集
中
的
に
分
析
す
る
機
会
を
得
た
が
、
い
ず
れ
も
藤
本
氏

の
議
論
を
土
台
と
し
て
整
合
的
に
理
解
で
き
た）（
（

。
こ
の
博
多
町
人
の

年
代
記
に
お
い
て
も
、
一
八
世
紀
初
頭
の
元
禄
・
宝
永
か
ら
享
保
期

に
か
け
て
幕
府
の
改
鋳
政
策
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
経
済
的
混
乱

が
「
金
銀
さ
わ
ぎ
」（
銀
相
場
の
乱
高
下
）
や
「
新
銀
つ
ま
り
」（
新

銀
の
供
給
不
足
）
と
直
裁
的
に
表
現
さ
れ
る
と
共
に
、
銭
貨
が
匁
銭

の
形
態
を
と
っ
て
価
値
尺
度
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
一
八
世
紀
初
頭
の
銀
貨
の
急
激
な
価
値
変
動
が
銭
貨
の
価
値

尺
度
機
能
を
高
め
た
と
い
う
理
解
は
、
他
地
域
に
も
一
定
の
有
効
性

を
持
つ
。
東
北
の
南
部
藩
・
秋
田
藩
で
も
幕
府
の
改
鋳
政
策
に
伴
っ

て
同
時
期
に
銭
建
て
が
増
加
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る）（
（

。
た
だ

し
列
島
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
、
こ
の
事
例
に
適
合
し
な
い
地
域
も
あ
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り
、
な
お
確
定
的
な
結
論
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
著
者
が

主
張
す
る
匁
銭
の
「
源
泉
」
と
し
て
の
東
ア
ジ
ア
交
易
の
評
価
に
も

関
わ
る
の
で
、
最
後
の
命
題
の
な
か
で
言
及
し
よ
う
。

　

な
お
、
第
三
の
命
題
に
は
、
匁
銭
が
民
間
経
済
の
な
か
で
自
生
的

に
生
成
さ
れ
る
こ
と
を
含
め
た
。
著
者
は
、
貨
幣
的
な
慣
行
の
多
く

が
、
そ
の
発
行
主
体
の
意
図
と
は
別
に
「
現
実
の
流
通
過
程
に
生

成
」
す
る
も
の
で
あ
り
（
一
三
七
頁
）、
匁
銭
も
ま
た
「
現
実
流
通

過
程
か
ら
胎
生
し
た
の
が
始
原
で
あ
っ
た
」（
二
四
二
頁
）
と
い
う
。

本
書
の
理
解
で
は
、
や
が
て
匁
銭
は
公
権
力
の
統
制
を
受
け
て
「
国

銭
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
「
領
国
計
算
貨
幣
」
と
な
る
が
、
始
原
に
お

い
て
は
民
間
経
済
の
日
々
の
取
引
活
動
が
そ
の
生
成
の
源
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

匁
銭
が
生
成
さ
れ
る
主
因
に
は
、
既
述
の
通
り
、
銀
貨
に
対
す
る

銭
貨
の
貨
幣
機
能
の
向
上
が
あ
る
。
匁
銭
が
成
立
当
初
に
銀
の
代
替

的
な
意
味
を
有
し
た
こ
と
は
、「
匁
」
の
単
位
を
と
る
こ
と
か
ら
も

明
白
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
匁
銭
が

緡
銭
形
態
を
と
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
枚
一
枚
の
銭
が
紐
で
束

ね
ら
れ
て
緡
銭
と
な
る
こ
と
自
体
に
、
匁
銭
の
自
生
的
な
成
立
要
因

を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。

　

匁
銭
の
成
立
過
程
が
、
一
定
の
取
引
空
間
で
緡
銭
の
文
数
が
特
定

の
数
値
に
収
束
し
、
や
が
て
硬
直
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ

と
す
れ
ば
、
こ
の
過
程
は
緡
銭
自
体
の
性
質
か
ら
説
明
で
き
る
。

　

論
証
は
簡
単
で
あ
る
。
ま
ず
一
定
の
取
引
空
間
に
お
け
る
緡
銭
の

文
数
の
標
準
化
は
、
計
算
と
取
引
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る

は
ず
で
あ
る）（
（

。
加
え
て
、
緡
銭
が
あ
る
枚
数
に
定
着
し
た
な
か
で
、

別
の
文
数
の
緡
銭
を
用
い
る
こ
と
は
個
々
の
経
営
主
体
に
と
っ
て
取

引
コ
ス
ト
を
高
め
る
だ
け
で
メ
リ
ッ
ト
に
乏
し
い
。
緡
銭
の
文
数
の

変
更
も
、
取
引
の
参
加
主
体
全
て
に
適
用
さ
れ
る
だ
け
に
、
コ
ス
ト

に
見
合
っ
た
効
果
・
合
理
性
（
銀
銭
相
場
の
変
動
へ
の
対
応
な
ど
）
が

な
け
れ
ば
実
現
し
難
い
。
こ
う
し
た
一
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
部
性

に
よ
り
、
緡
銭
の
文
数
が
ひ
と
た
び
標
準
化
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
長

期
に
渡
っ
て
銭
量
が
固
定
化
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る）（
（

。
藩

札
な
ど
を
分
析
か
ら
一
時
的
に
除
外
し
、
銭
貨
特
有
の
現
象
と
し
て

匁
銭
に
着
目
し
た
本
書
の
視
座
か
ら
は
こ
う
し
た
理
解
が
導
き
出
さ

れ
よ
う
。

　

第
四
の
命
題
は
匁
銭
の
固
定
化
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
匁
銭
の
一
匁
あ
た
り
の
価
値
（
銭
量
）
は
成
立
当
初
は
銀
銭
相

場
に
準
拠
す
る
が
、
や
が
て
「
領
国
計
算
貨
幣
」
と
し
て
銭
量
の
固

定
化
が
見
ら
れ
、
九
六
銭
（
九
六
〇
文
）
の
約
数
で
あ
る
八
、
六
な

ど
の
倍
数
に
落
ち
着
く
も
の
が
多
い
、
と
整
理
さ
れ
る
。
六
〇
文
銭
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な
ど
の
一
部
の
匁
銭
が
九
六
銭
と
接
続
す
る
こ
と
は
、
著
者
が
引
用

す
る
よ
う
に
、
草
間
直
方
な
ど
同
時
代
人
の
証
言
も
あ
り
、
ま
ず
間

違
い
な
い
。
六
〇
文
銭
を
一
六
本
（
個
）
束
ね
れ
ば
、
九
六
銭
の
一

貫
緡
（
九
六
〇
文
）
と
な
る
。
匁
銭
が
持
つ
計
算
上
の
無
意
味
さ
も

こ
れ
で
解
消
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
匁
銭
を
九
六
銭
に
結
び
付
け
る
こ
と
で
、
一
見
す
る
と

相
反
す
る
特
性
を
匁
銭
が
帯
び
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

匁
銭
は
「
領
国
計
算
貨
幣
」
と
し
て
領
国
内
の
銭
貨
流
通
を
規
定
す

る
閉
鎖
性
を
持
つ
一
方
、
そ
れ
が
全
国
的
に
普
及
し
た
省
銭
の
九
六

銭
に
繋
が
る
と
い
う
開
放
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
こ
の
匁
銭
の
二
重
性
は
、
本
書
に
展
開
さ
れ
た
論
理
に

よ
っ
て
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ
る
。
一
八
世
紀
以
降
、
列
島
規
模
で
本

格
化
す
る
大
小
の
「
国
産
」
化
（
商
品
作
物
生
産
の
拡
大
）
の
動
き
と
、

領
内
市
場
・
地
域
市
場
か
ら
の
商
品
作
物
の
集
荷
と
そ
の
遠
隔
地

（
大
坂
中
央
市
場
な
ど
）
へ
の
販
売
を
想
起
す
れ
ば
、
匁
銭
の
二
重
性

こ
そ
が
列
島
社
会
の
大
規
模
な
経
済
構
造
の
転
回
を
反
映
す
る
も
の

だ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

　

事
実
、
一
八
世
紀
前
半
の
西
南
地
域
に
お
け
る
銭
建
て
地
域
の
成

立
に
よ
っ
て
、
瀬
戸
内
な
ど
主
要
な
海
運
ル
ー
ト
に
お
け
る
銭
貨
の

輸
送
量
は
一
時
的
に
増
加
に
転
じ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
元

文
三
年
（
一
七
三
八
）、
大
坂
市
中
で
九
州
な
ど
「
西
国
」
へ
の
銭

貨
の
流
出
が
増
加
し
、
銭
相
場
が
高
騰
し
た
と
し
て
、
域
外
へ
の
銭

貨
輸
送
が
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る）（
（

。
仮
に
銭
建
て
経
済
圏
の
成
立
に

伴
っ
て
小
農
を
中
心
と
し
た
銭
貨
需
要
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
こ
の
時
期
、
九
州
な
ど
か
ら
瀬
戸
内
を
通
っ
て
中
央
市
場
に
産

物
を
販
売
し
た
の
ち
、
代
価
や
帰
り
荷
に
銭
貨
を
選
択
す
る
商
船
が

多
数
出
現
し
た
で
あ
ろ
う）（
（

。
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
海
上
交
通

の
発
達
に
よ
っ
て
、
隔
地
間
決
済
な
ど
に
要
す
る
銭
貨
の
輸
送
コ
ス

ト
は
決
し
て
高
く
な
い
か
ら
で
あ
る）（
（

。
こ
う
し
た
中
長
期
的
な
実
態

経
済
の
動
き
は
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
今
後
の
魅
力
的
な
実

証
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
。

　

第
五
の
命
題
は
、
九
六
銭
と
匁
銭
の
淵
源
に
関
わ
る
著
者
の
最
新

の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
ア
ジ
ア
の
国
際
交
易
に
用
い
ら
れ
る

単
位
の
「
斤
」
が
、
日
本
・
清
朝
間
の
銅
と
銭
貨
の
共
通
の
単
位
と

な
っ
た
こ
と
に
、
九
六
銭
と
匁
銭
の
由
来
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
仮

説
は
、
従
来
、
国
内
事
情
の
み
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
匁
銭
の
議
論

の
枠
組
み
を
越
え
、
分
析
範
囲
を
東
ア
ジ
ア
に
ま
で
拡
張
し
た
点
で

意
欲
的
な
も
の
だ
が
、
他
の
評
者
と
同
様
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
疑

問
符
が
付
く）（
（

。

　

確
か
に
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
斤
の
単
位
と
九
六
銭
・
匁
銭
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は
八
や
六
の
単
純
な
整
数
の
比
例
関
係
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た

計
算
上
の
一
致
を
根
拠
に
、
九
六
銭
・
匁
銭
の
「
源
泉
」
ま
で
を
説

明
す
る
の
は
難
し
い
。
史
実
に
お
い
て
も
、
地
金
の
日
本
銅
と
清
朝

の
銅
銭
が
単
位
「
斤
」
に
基
づ
い
て
「
等
価
交
換
基
準
」
に
あ
る
と

さ
れ
る
が
、
実
際
の
銅
銭
は
銅
に
亜
鉛
・
錫
な
ど
を
掛
け
合
わ
せ
た

青
銅
銭
で
あ
り
、
著
者
が
根
拠
と
し
た
関
係
式
自
体
が
成
立
し
な
い

可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
細
か
な
点
を
除
い
て
も
、
こ
の
仮
説
の

証
明
に
は
な
お
段
階
的
な
論
証
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
西
南
地
域
を
中
心
と
し
た
対
外
的
な
交
易
関
係
に
九
六
銭
・

匁
銭
の
淵
源
を
求
め
る
論
理
展
開
は
、
岩
橋
勝
氏
が
明
ら
か
に
し
た

東
北
・
山
陰
地
域
に
お
け
る
銭
遣
い
と
の
整
合
性
も
欠
く
。
岩
橋
氏

に
よ
る
と
、
津
軽
藩
で
は
北
部
九
州
な
ど
で
匁
銭
が
登
場
す
る
以
前
、

す
で
に
一
七
世
紀
段
階
で
六
〇
文
を
一
匁
と
す
る
銭
匁
勘
定
が
史
料

上
で
確
認
さ
れ
る）（1
（

。
ま
た
出
雲
松
江
藩
で
も
一
八
世
紀
に
銭
遣
い
が

優
勢
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。
列
島
全
体
で
近
世
日
本
の
銭
貨
流
通
を
考
え

る
時
、
果
た
し
て
対
外
的
な
交
易
関
係
か
ら
匁
銭
（
銭
匁
遣
い
）
の

出
現
を
説
明
で
き
る
の
か
。
な
お
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

　

最
後
に
本
書
の
主
題
と
構
成
に
関
わ
り
、
五
つ
の
命
題
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
課
題
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

本
書
に
お
け
る
最
も
意
欲
的
な
点
は
、
国
内
事
情
に
の
み
議
論
が

終
始
し
て
い
た
匁
銭
の
問
題
を
東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
交
易
・
国
際
関

係
に
ま
で
視
座
を
拡
張
さ
せ
た
点
に
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
評
者
も
こ
の
視
座
は
共
有
す
る
も
の
の
、
分
析

の
焦
点
は
、
国
際
的
な
単
位
の
共
有
や
系
統
関
係
だ
け
で
な
く
、
匁

銭
の
よ
う
な
貨
幣
現
象
を
生
み
出
す
構
造
の
比
較
史
的
な
解
明
に
あ

る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
第
三
の
命
題
で
述
べ
た
よ
う
に
、
匁
銭
の

「
源
泉
」
は
そ
れ
を
生
み
出
す
経
済
主
体
た
ち
が
形
成
す
る
構
造
自

体
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
が
経
済
政
策
（
第
一
部
）
と

民
間
経
済
（
第
二
部
）
か
ら
貨
幣
（
第
三
・
四
部
）
へ
と
い
う
論
理

展
開
を
持
っ
て
い
た
だ
け
に
、
匁
銭
を
生
み
出
す
構
造
的
要
因
が
国

際
的
次
元
で
回
収
さ
れ
な
か
っ
た
点
は
惜
し
ま
れ
る
。

　

し
か
し
東
・
東
南
ア
ジ
ア
を
俯
瞰
し
た
巨
視
的
視
座
に
立
つ
と
き
、

藩
領
国
な
ど
の
一
定
の
空
間
で
銭
量
が
標
準
化
・
固
定
化
す
る
と
い

う
本
書
が
示
す
匁
銭
の
特
性
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
す

ぐ
れ
て
近
世
日
本
特
有
の
現
象
で
あ
る
こ
と
は
、
様
々
な
貨
幣
が
重

層
的
・
非
統
一
的
に
流
通
す
る
伝
統
中
国
な
ど
の
ケ
ー
ス
を
想
起
す

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
明
清
や
民
国
期
中
国
は
「
雑
種
幣
制
」
な
ど
と

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
貨
幣
の
単
位
や
価
値
を
経
済
主
体
間
で
不
断

に
差
違
化
し
て
い
く
動
機
が
強
く
働
く
経
済
社
会
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
れ

は
多
様
な
銭
種
と
緡
銭
が
現
れ
た
中
世
日
本
に
も
共
通
す
る
。
こ
の
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点
か
ら
す
れ
ば
、
匁
銭
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
域
ご
と

に
貨
幣
的
な
様
式
・
形
式
が
標
準
化
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
、
近
世
日

本
の
銭
貨
、
あ
る
い
は
貨
幣
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
る）（（
（

。
そ
れ
は

単
に
国
制
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
種
の
貨
幣
現
象
を
生
み
出
す

経
済
組
織
や
市
場
構
造
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
な
ど
の
差
違
が
構
造

的
要
因
と
し
て
働
い
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は

著
者
の
匁
銭
の
命
題
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
新
た
な
課
題
と
い
え
よ
う
。

　

著
者
が
最
初
に
学
問
的
な
注
意
を
向
け
た
匁
銭
が
、
列
島
社
会
、

さ
ら
に
東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
・
市
場
構
造
の
な
か
で
い
か
な
る

歴
史
的
意
義
を
有
す
る
の
か
。
本
書
が
提
起
す
る
問
い
は
、
著
者
だ

け
で
な
く
、
後
学
の
評
者
も
含
め
、
近
世
日
本
の
貨
幣
、
と
り
わ
け

銭
貨
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
、
な
お
新
た
な
課
題
と
し
て
共
有

さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

小
稿
で
は
、
本
書
の
構
成
と
内
容
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ

た
見
解
を
命
題
群
と
し
て
整
理
し
て
、
批
判
的
な
検
討
を
加
え
た
。

著
者
の
見
解
と
意
図
を
充
分
に
汲
み
取
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
ま
た

評
者
の
問
題
関
心
に
引
き
付
け
て
理
解
し
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
い
ず

れ
も
評
者
の
浅
学
と
理
解
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
御
海

容
を
乞
う
。

　

近
年
、
計
算
機
の
性
能
が
加
速
度
的
に
向
上
し
た
こ
と
で
、
歴
史

学
に
お
い
て
も
数
字
の
裏
に
あ
る
隠
れ
た
規
則
性
や
意
味
を
読
み
取

る
こ
と
が
格
段
に
容
易
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
後
開
始
さ
れ

た
著
者
の
経
済
史
研
究
は
、
商
家
や
村
方
の
膨
大
な
帳
簿
群
を
前
に
、

手
回
し
計
算
機
を
幾
度
も
廻
し
、
文
字
通
り
、
手
探
り
で
史
料
の
数

字
を
読
み
解
く
こ
と
で
創
り
上
げ
ら
れ
た）（（
（

。
匁
銭
と
い
う
一
見
不
可

思
議
な
貨
幣
現
象
を
、
現
在
齟
齬
な
く
理
解
で
き
る
こ
と
、
そ
の
解

明
に
長
年
努
め
ら
れ
た
著
者
の
学
恩
に
感
謝
し
た
い
。

　

な
お
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
著
者
は
目
下
、
近
世
の
捕
鯨
業
に

関
す
る
論
考
を
ま
と
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
氏
の
捕
鯨
史
研
究

の
特
色
は
、
経
済
史
・
貨
幣
史
同
様
に
史
料
を
深
く
読
み
込
み
、
歴

史
像
を
丹
念
に
描
き
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
分
野
で
の
仕
事
の

集
大
成
も
後
学
と
し
て
心
待
ち
に
し
た
い
。

（
（
）		

岩
橋
氏
の
銭
匁
遣
い
研
究
は
、
岩
橋
勝
「
近
世
貨
幣
経
済
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
─
熊
本
藩
領
を
事
例
と
し
て
─
」（『
社
会
経
済
史

学
』
七
七
─
四
、
二
〇
一
二
年
、
三
～
二
五
頁
）
な
ど
参
照
。
ま

た
こ
の
分
野
の
研
究
史
整
理
は
、
鹿
野
嘉
昭
『
藩
札
の
経
済
学
』

（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
三
七
～
一
七
四
頁
。

（
（
）		

近
世
博
多
年
代
記
研
究
会
（
校
註
代
表	

秀
村
選
三
）
編
『
礒
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野
五
兵
衛
覚
書　

近
世
博
多
年
代
記　

地
域
史
資
料
叢
書　

第
三

輯
』（
近
世
博
多
年
代
記
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）。
本
史
料
の
物

価
・
貨
幣
関
係
の
記
事
は
、
評
者
執
筆
の
解
題
部
分
（
一
九
九
～

二
〇
六
頁
）
参
照
。

（
（
）		

国
安
寛
「
土
地
証
文
等
に
お
け
る
代
物
の
地
域
性
と
そ
の
変
化

─
秋
田
藩
享
保
改
革
案
─
」（『
秋
大
史
学
』
三
五
巻
、
一
九
八
九

年
、
一
～
四
六
頁
）。

（
（
）		

寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）、
博
多
市
中
で
緡
銭
（「
銭
目
之
貫
」）

の
種
類
が
増
え
た
た
め
、「
猥
リ
之
貫
」
に
規
制
が
加
え
ら
れ
た

の
も
、
こ
う
し
た
事
情
が
あ
ろ
う
（
本
書
一
八
八
～
一
八
九
頁
）。

（
（
）		

た
だ
し
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
は
貨
幣
を
標
準
化
す
る
取
引
空

間
の
あ
り
方
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
貨
幣
・
市

場
を
め
ぐ
る
国
家
や
地
域
社
会
の
構
造
的
な
特
質
と
種
差
に
関
係

す
る
。
こ
う
し
た
分
析
視
座
は
、
註（
（（
）の
黒
田
明
伸
氏
の
論
考

も
参
照
。

（
（
）		

『
大
阪
市
史
』
第
三
、
大
阪
市
参
事
会
、
一
九
一
一
年
（
復
刻

版
一
九
六
五
年
）、
四
一
八
頁
、
触
一
七
〇
六
号
。
な
お
、
註

（
（
）の
評
者
執
筆
の
史
料
解
題
に
は
、
本
史
料
の
典
拠
表
示
に
誤

り
が
あ
っ
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
た
い
。

（
（
）		

大
坂
な
ど
か
ら
西
南
日
本
へ
の
銭
貨
の
大
量
移
動
の
可
能
性
は
、

文
脈
は
異
な
る
が
、
鹿
野
嘉
昭
氏
も
藤
本
氏
の
益
冨
組
の
帳
簿
分

析
を
基
に
言
及
す
る
（
鹿
野
嘉
昭
『
藩
札
の
経
済
学
』
一
五
六
～

一
五
八
頁
）。

（
（
）		

こ
の
点
は
、
か
つ
て
評
者
も
藤
本
氏
の
研
究
を
引
き
指
摘
し
た

（
拙
稿
「
備
中
地
域
に
お
け
る
銭
流
通
」『
岡
山
地
方
史
研
究
』
九

九
、
二
〇
〇
二
年
、
二
四
頁
）。

（
（
）		

安
国
良
一
「
書
評
と
紹
介　

藤
本
隆
士
著
『
近
世
匁
銭
の
研

究
』」（『
日
本
歴
史
』
第
八
〇
五
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
〇
～

一
〇
二
頁
）。

（
（1
）		

岩
橋
勝
「
近
世
銭
匁
遣
い
成
立
の
要
因
─
津
軽
地
方
を
事
例
と

し
て
─
」（『
松
山
大
学
論
集
』
第
二
二
巻
第
四
号
、
二
〇
一
〇
年
、

一
～
三
〇
頁
）。

（
（（
）		

岩
橋
勝
「
出
雲
松
江
藩
の
銭
遣
い
」（『
松
山
大
学
論
集
』
第
二

四
巻
第
四
─
二
号
、
二
〇
一
二
年
、
四
三
～
七
八
頁
）。

（
（（
）		

こ
う
し
た
理
解
は
主
に
黒
田
明
伸
氏
の
論
考
に
拠
る
。
黒
田
明

伸
『
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一

九
九
四
年
。
同
『
貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
世
界
史
─
〈
非
対
称
性
〉
を

よ
む
─
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
（
増
補
新
版
二
〇
一
四
年
）。

（
（（
）		

こ
の
意
味
で
著
者
が
近
世
日
本
の
省
銭
が
九
六
銭
の
み
に
集
約

化
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
（
二
七
四
頁
）。

（
（（
）		

本
書
あ
と
が
き
。
藤
本
隆
士
「
物
価
史
研
究
か
ら
「
匁
銭
」

へ
」（『
経
済
史
研
究
』
二
巻
、
一
九
九
八
年
、
一
九
〇
～
一
九
三

頁
）。

藤
本
隆
士
著
『
近
世
匁
銭
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
七

月
刊
、
Ａ
５
判
、
六
＋
三
七
〇
＋
６
頁
、
本
体
価
格
一
三
、
〇
〇
〇

円
）

（
こ
が
　
や
す
し
・
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
学
芸
員
）


