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「
室
町
時
代
に
於
け
る
貨
幣
の
流
通
状
態
、
」
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
恩
ひ
ま
す
。

折
悪
し
く
風
邪
今
ど
引
い
て
居
り
ま
し
て
、
弊
が
除
り
出
な
い
の
で
そ
の
鮎
お
許
・
し
順
ひ
た
い
と
思

ひ
ま
す
。
賞
は
お
話
申
し
た
い
こ
ご
が
非
常
に
澤
山
あ
り
ま
し
て
、
本
来
な
ら
ば
三
四
時
間
は
要

し
ま
す
所
を
、
無
理
に
一
時
間
で
切
上
げ
ね
ぱ
な
ｊ
ま
せ
ぬ
の
で
、
話
海
可
成
飛
ん
だ
り
致
し
ま
す

が
、
此
の
鮎
亦
お
断
り
致
し
た
い
。
然
し
な
が
ら
要
鮎
だ
け
は
お
話
す
る
考
へ
で
ゐ
り
ま
す
。

》
‐
先
づ
題
の
内
容
》
ご
申
し
上
げ
た
い
亡
思
ひ
ま
す
。
時
代
を
室
町
時
代
と
い
ふ
こ
と
に
致
し
ま

し
た
が
、
年
代
ご
し
て
は
建
武
元
年
か
ら
天
正
元
年
に
至
る
二
四
○
年
間
を
、
私
の
經
濟
史
研
究
の

立
場
か
．
ｂ
室
町
時
代
ご
呼
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
政
治
史
の
立
場
に
は
全
然
開
係
な
く
だ
ざ
經

濟
史
の
立
場
と
し
て
は
此
の
方
が
便
利
で
あ
り
ま
す
の
で
、
便
宜
上
二
四
○
年
間
を
さ
う
扱
っ
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
紀
元
で
申
し
ま
す
と
一
三
三
四
年
か
ち
一
五
七
三
年
迄
で
あ
り
ま

室
町
時
代
に
於
け
る
蛍
幣
の
流
遡
状
態
五
一

室
町
時
代
に
於
け
る
貨
幣
の
流
通
状
態
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室
町
昨
代
に
於
け
る
食
幣
の
流
通
状
態
五
こ

し
て
、
十
四
世
紀
初
か
ら
十
六
世
紀
の
竿
に
か
固
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
我
國
の
經
濟
史
の
研

究
は
各
時
代
に
一
日
一
り
各
經
濟
事
情
に
一
日
一
っ
て
非
常
に
進
ん
で
参
り
ま
し
た
。
〃
然
し
な
が
ら
我
國

が
大
鰐
何
時
頃
か
ら
貨
幣
經
濟
時
代
と
い
ふ
も
の
を
釉
全
國
的
な
意
味
に
於
て
、
稲
國
民
經
濟
的

な
意
味
に
於
て
誉
み
来
る
や
う
に
な
っ
た
か
と
い
ふ
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
最
基
礎
的
な
研
究
を
發

表
し
た
詰
方
は
未
だ
聞
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
鮎
を
顔
る
迩
憾
と
考
⑳
へ
ま
し
て
私
が
今

日
申
上
げ
ん
と
す
る
要
旨
は
、
主
と
し
て
そ
の
鮎
を
お
話
し
た
い
積
り
な
の
で
あ
り
ま
す
。
我
國

は
何
時
頃
か
ら
貨
幣
經
濟
を
醤
む
や
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
こ
を
専
ら
お
話
す
る
考

で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
先
づ
私
の
話
の
内
容
の
主
た
る
鮎
を
二
つ
に
分
け
て
、
私
の
限

っ
て
ゐ
る
年
代
即
室
町
時
代
に
於
け
る
蛍
幣
の
種
類
を
塞
げ
、
綾
い
て
そ
の
貨
幣
の
流
通
状
態
の

話
を
し
て
切
り
を
つ
け
る
つ
も
り
に
し
て
居
り
ま
す
。

室
町
時
代
に
流
通
し
た
所
の
貨
幣
の
祁
類
こ
れ
を
貨
幣
の
發
逵
の
上
か
ら
み
ま
す
る
と
四
種

類
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
の
四
極
類
と
い
ふ
の
は
何
で
あ
る
か
と
云
ひ
ま
す
さ
、
先
づ
商
品
貨
幣
商

品
そ
の
も
の
が
貨
幣
と
し
て
流
通
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
は
秤
量
貨
稽
之
は
貴
金
属
↓
で

秤
量
し
て
通
貨
と
し
た
も
の
、
第
三
に
は
鋳
造
貨
幣
第
四
に
紙
幣
が
出
て
来
た
。
此
の
中
商
品
賃

し



幣
は
た
ざ
室
町
以
前
の
時
代
の
名
残
を
囲
め
て
《
幻
る
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
秤
量
貨
幣
の
發
達
、
鋳

造
貨
幣
の
混
乱
期
と
い
ふ
の
が
此
の
貨
幣
史
上
の
主
要
部
を
な
し
て
居
，
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
紙

幣
の
發
生
を
み
る
に
至
り
、
室
町
時
代
程
我
國
の
貨
幣
史
上
か
ら
み
ま
し
て
同
一
時
代
に
あ
ら
ゆ

る
諏
類
の
貨
幣
を
用
ひ
て
ゐ
る
時
代
は
無
く
、
そ
れ
だ
け
興
味
の
深
い
時
代
で
あ
る
わ
け
で
あ
り

○
Ｏ

ま
す
。
此
の
時
代
に
於
け
る
商
肋
貨
幣
の
数
は
著
し
く
減
少
致
し
ま
し
て
た
ｙ
准
米
が
有
力
な

○
○
○

も
の
と
し
て
残
っ
て
居
り
、
こ
れ
は
直
米
と
も
申
し
て
居
り
ま
す
。
尚
此
の
他
に
租
税
關
係
に
能

○
０
０

米
ご
い
ふ
の
が
あ
り
、
叉
現
米
と
い
ふ
は
准
米
と
同
じ
意
味
に
使
は
れ
て
居
り
ま
す
。
而
し
て
こ

れ
は
鎌
倉
時
代
の
末
の
趨
勢
に
全
く
順
雁
し
て
來
て
居
り
ま
す
。
准
米
は
鎌
倉
時
代
の
末
の
頃

か
ら
し
て
著
し
く
減
少
の
度
合
が
墹
加
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
室
町
味

○
０
０
０
０
０

代
が
鎌
倉
時
代
の
末
期
と
共
に
初
期
貨
幣
經
濟
時
代
だ
と
論
じ
た
い
琶
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

無
論
貨
幣
の
普
遍
的
流
通
と
い
ふ
こ
と
は
可
成
古
く
か
ら
め
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
日

本
人
が
貨
幣
を
知
っ
た
の
は
考
古
學
的
に
申
せ
ば
今
か
ら
二
千
年
前
に
遡
る
こ
と
が
出
来
、
八
世

紀
初
頭
に
於
て
巳
に
我
國
に
於
て
も
貨
幣
を
鋳
造
し
て
居
る
の
で
ゐ
り
ま
す
。
然
し
そ
れ
等
を

以
て
面
に
貨
幣
經
濟
時
代
、
と
は
云
へ
な
い
の
で
あ
，
り
ま
す
。
室
町
時
代
に
秤
量
貨
幣
は
非
縮
な

室
町
時
代
に
於
け
る
黄
幣
の
流
通
状
態
五
三

Ｉ
Ｉ
Ｌ
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室
町
時
代
に
於
け
る
貨
幣
の
流
通
状
態
五
四

發
達
を
み
せ
ま
し
て
文
目
、
貫
産
軍
位
ご
す
る
所
の
新
し
い
秤
が
出
来
て
ゐ
る
の
で
ゐ
り
ま
す
。

之
等
の
起
原
に
つ
き
ま
し
て
は
色
々
考
證
研
究
の
餘
地
が
あ
り
ま
す
が
、
大
禮
此
の
時
代
の
初
期

に
發
逹
し
た
も
の
芭
思
ひ
ま
す
。
新
し
い
秤
が
發
明
さ
れ
た
結
果
古
い
秤
を
軍
位
と
し
た
貨
幣

ざ
一
致
し
な
い
事
に
な
っ
た
。
足
利
奪
氏
時
代
の
槻
應
年
間
に
於
き
ま
し
て
は
、
京
都
に
於
て
は

砂
金
一
雨
は
四
匁
五
分
を
一
単
位
と
し
、
田
舎
に
於
て
は
砂
金
一
雨
の
単
位
は
四
匁
七
分
の
も
の

が
用
ひ
ら
れ
、
京
目
田
舎
目
の
旺
別
が
出
来
ま
し
た
。
、
此
の
雨
者
の
目
方
は
一
律
に
申
す
事
は
出

来
な
い
の
で
、
例
へ
ば
從
來
の
雨
と
い
ふ
の
は
新
秤
の
約
十
文
目
に
相
當
し
、
古
い
秤
の
一
雨
は
新

し
い
秤
の
一
雨
の
二
倍
以
上
に
な
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
‐
然
し
段
々
新
し
い
秤
の
方
が
勢
力
を

増
し
て
来
る
や
う
に
な
っ
た
。
之
等
に
開
す
る
文
献
は
種
々
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
申
上

げ
て
も
除
り
興
味
の
無
い
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
省
き
ま
し
て
、
次
に
秤
量
貨
幣
こ
し
て
銀
の
山
か

ら
出
ま
し
た
そ
の
侭
を
次
吹
な
ど
と
稲
し
て
居
り
、
こ
れ
等
に
つ
き
ま
し
て
も
色
々
な
資
料
が
集

ま
っ
て
居
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
同
様
餘
り
典
味
の
無
い
も
の
の
や
う
に
恩
は
れ
ま
す
か
ら
省
き
ま

す
。
た
ゴ
京
目
、
田
舎
日
に
つ
き
ま
し
て
結
論
を
申
せ
ば
、
田
舎
目
と
い
ふ
の
は
地
方
に
つ
き
ま
し

て
結
論
を
申
せ
ば
、
田
舎
目
ご
い
ふ
の
は
地
方
に
用
ひ
ら
れ
た
一
雨
の
目
方
で
、
四
文
目
三
分
か
ら

、

’



五
分
七
分
、
八
分
五
文
目
ご
い
ふ
や
う
に
必
ず
京
目
よ
り
多
い
と
は
断
定
は
出
来
な
い
状
態
で
ゐ

り
ま
す
。
京
目
の
方
は
大
鵬
四
文
側
五
分
と
定
っ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
何
時
頃
か
ら
と

い
ふ
こ
ご
は
云
へ
ま
せ
ん
が
、
永
正
年
間
に
於
さ
ま
し
て
は
そ
の
湛
別
が
交
献
の
上
で
は
充
分
に

出
来
る
や
ぅ
に
な
っ
た
の
で
ゐ
り
ま
す
。
秤
量
貨
幣
と
し
て
の
金
、
銀
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
何

時
頃
か
ら
鋳
造
貨
幣
の
形
・
ど
採
っ
た
で
ゐ
ら
う
か
と
い
ふ
に
、
御
巫
文
書
の
中
に
寛
正
二
年
二
月

の
日
附
で
、
三
村
忠
大
夫
安
直
と
い
ふ
人
が
畠
》
轌
寅
っ
て
ゐ
る
こ
さ
が
記
さ
れ
て
ゐ
り
ま
す
が
、
そ

○
○
○
０
０
○

の
値
段
に
小
判
五
雨
三
分
ご
書
い
て
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
秤
量
貨
幣
が
立
派
に
鋳
造
貨
幣
に
Ⅷ
な

っ
た
と
い
ふ
こ
さ
が
交
献
の
上
に
於
て
立
證
さ
れ
得
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
室
町
の
中
期
に
於

て
そ
の
現
象
を
見
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
形
に
つ
い
て
は
薄
く
延
ば
し
た
も
の
で
あ
ら
う

と
い
ふ
こ
と
以
上
に
は
申
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
こ
の
薄
く
延
ば
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い

ふ
こ
と
は
、
数
ふ
る
に
枚
数
《
ぜ
以
っ
て
し
て
ゐ
る
こ
と
が
そ
の
證
即
に
な
り
ま
す
の
で
、
之
等
に
つ

い
て
の
文
献
は
澤
山
ゐ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
こ
卦
に
は
省
く
こ
と
に
致
し
ま
す
。
次
に
鋳
造
貨
幣

Ｏ

と
し
て
は
ど
う
い
ふ
も
の
が
あ
る
か
ご
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
無
論
銭
ご
稲
す
る
も
の
で
此
の
他

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

鳥
目
峨
眼
用
途
要
脚
料
足
悪
め
し
」
な
ど
可
成
澤
山
の
瀞
へ
方
が
あ
り
ま
す
。
之
等
の
名
蒋
に
§
っ
．

室
町
時
代
に
於
け
る
従
榊
の
流
通
状
態
五
五
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室
町
昨
代
に
於
け
る
従
幣
の
流
通
状
惑
五
六

い
て
は
夫
々
由
来
が
あ
り
会
す
が
、
そ
れ
も
こ
労
に
は
省
く
こ
と
卦
致
し
々
ま
し
て
、
た
㎡
質
買
上
に

○
Ｏ

於
き
ま
し
て
は
之
が
如
何
な
る
名
稲
を
以
て
用
ひ
ら
れ
た
か
と
申
し
ま
す
に
置
僅
と
い
ふ
字
が

用
ひ
ら
れ
た
。
無
論
諭
方
は
色
々
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
尹
キ
セ
Ｚ
と
い
ふ
の
が
普
通
で
「
ネ
ゼ

○
○

一
二
と
云
っ
た
り
、
デ
タ
ヒ
ゼ
’
二
と
云
・
っ
た
り
し
子
』
居
り
ま
す
。
中
に
は
代
銭
と
書
い
て
房
ワ
リ
ゼ

○
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
・

’
二
、
ヲ
画
ノ
琴
』
三
と
稲
へ
、
代
用
途
と
番
く
も
の
蝋
‘
あ
り
。
叉
現
銭
と
書
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

斯
様
に
壷
買
上
に
現
れ
て
来
る
所
の
銭
の
名
稲
も
色
々
で
あ
り
ま
す
が
、
室
町
時
代
に
於
け
る
銭

を
分
類
し
て
み
ま
す
ざ
、
先
づ
内
外
新
古
、
品
質
の
三
黙
か
ら
み
る
こ
ざ
が
出
来
ま
す
。
建
武
年
間

○
○
○

記
に
擦
り
ま
す
と
改
銭
事
と
書
営
ま
し
て
以
下
色
々
の
｜
方
句
が
あ
り
ま
す
垣
そ
の
中
に
価
文
日

。
０
０
○
○
Ｏ

乾
坤
迩
喪
銅
楮
並
行
と
い
ふ
こ
さ
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
天
徳
二
年
（
西
歴
九
五
八
年
）
以

後
我
國
に
於
て
貨
幣
の
鋳
造
を
な
さ
す
に
外
國
の
貨
幣
を
輸
入
し
て
居
っ
た
の
を
、
貨
幣
の
獅
立

を
岡
る
意
味
に
於
て
後
醍
醐
天
皇
の
御
立
て
に
な
っ
た
一
シ
の
計
笠
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

併
し
途
に
資
行
土
《
で
に
峰
至
泌
な
か
っ
た
。
室
町
幕
府
は
二
回
貨
幣
鋳
造
の
計
霊
を
樹
て
画
居

り
ま
す
や
う
で
す
。
こ
れ
は
大
磯
に
於
て
行
は
れ
た
も
の
と
考
へ
て
差
支
な
い
と
想
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
鳴
海
平
舷
由
緒
書
に
依
れ
ば
將
軍
義
持
が
、
鳴
海
刑
部
賢
勝
を
銭
奉
行
と
し
て

▽



永
樂
鏡
を
鋳
造
し
た
と
い
ふ
事
が
あ
り
ま
す
。
其
後
義
政
は
六
條
河
原
に
於
て
種
々
の
鏡
を
鋳

造
し
た
と
い
ふ
。
こ
れ
ら
ば
興
寅
の
も
の
で
あ
ら
う
と
忍
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
當
時
各
國
の
大

名
が
私
に
鋳
造
し
た
も
の
も
相
當
ゐ
り
ま
し
て
こ
れ
↑
笹
地
鏡
と
云
っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
頃
雑
府

の
鋳
造
し
た
銭
と
、
個
人
が
私
に
鋳
造
し
た
も
の
と
で
‐
は
國
内
の
流
通
界
の
需
要
を
充
す
事
が
出

来
な
い
。
こ
き
に
於
て
外
國
貨
幣
の
輸
入
が
盛
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
に
か
け

て
主
に
行
は
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
叉
室
町
時
代
に
於
て
明
鏡
の
輸
入
と
い
ふ
事
・
も
、
幕
府
が
盛

に
行
っ
て
民
間
も
こ
れ
を
希
望
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
暦
應
四
隻
西
紀
一
三
四
一
奎
明
に
派
遣

し
た
天
龍
寺
船
で
現
銭
の
輸
入
を
囲
っ
た
ご
云
は
れ
、
そ
の
後
に
於
き
ま
し
て
は
嘘
に
肌
の
銭
ゞ
ど

輪
入
す
る
や
う
に
な
り
、
應
永
八
隻
西
紀
一
四
○
一
毎
に
は
足
利
義
滿
が
肌
よ
り
褒
武
迩
迩
を
賊

０
Ｏ

め
て
居
り
ま
す
。
後
世
に
於
て
洪
武
以
後
鋳
ら
れ
た
も
の
を
新
銭
ご
稲
し
、
そ
れ
以
前
の
も
の
を

○
Ｏ
古
鐘
さ
稲
ん
で
居
り
ま
す
。
之
等
古
銭
以
下
新
銭
を
も
加
へ
ま
・
し
て
支
那
か
ら
輸
入
し
た
も
・
の

○
０
０

を
總
て
波
唐
銭
と
申
し
ま
し
に
こ
ぁ
で
は
渡
唐
と
は
腰
か
ら
来
た
も
の
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま

す
が
最
初
は
唐
へ
渡
る
意
味
に
川
ひ
ら
れ
だ
の
で
あ
り
▲
孟
す
。
之
等
輸
入
貨
幣
の
中
に
は
品
痩

○
○
○

○
○

の
悪
い
も
の
が
可
成
に
澤
山
ゐ
り
、
こ
れ
を
南
京
銭
、
叉
は
京
銭
守
』
巾
し
て
居
た
や
・
ヌ
で
す
。
、
中
に

室
町
時
代
に
於
け
る
食
幣
の
流
通
状
態
五
七



○
○
○
○

次
で
品
礎
の
上
か
ら
分
類
し
ま
す
る
と
猜
鏡
悪
銭
の
ニ
ッ
に
大
別
す
る
こ
ご
が
出
来
ま
す
。

渡
唐
銭
は
大
礎
に
於
て
こ
の
糖
銭
の
中
に
入
る
の
で
あ
り
ま
し
て
内
地
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
も

品
礎
良
き
も
の
は
此
の
中
に
大
部
分
入
り
ま
す
。
永
正
九
年
八
月
二
一
十
日
の
撰
銭
令
に
、
通
鏡
之

内
よ
き
永
樂
五
文
大
槻
嘉
定
以
下
う
ら
に
文
字
の
あ
る
せ
に
よ
き
銭
の
内
た
る
べ
し
」
と
あ
る
。

Ｏ
Ｏ

こ
れ
に
ょ
っ
て
日
本
に
鋳
造
し
た
永
樂
銭
が
あ
る
こ
と
も
立
證
出
来
ま
す
。
破
鏡
は
破
れ
通
ら

○
○
○
○

ざ
る
意
味
で
破
れ
通
っ
た
も
の
は
映
銭
と
云
っ
て
居
ま
す
悪
銭
は
ま
た
鋸
銭
ど
も
称
し
薄
銭
．

Ｏ

ロ
鍵
鐵
銭
鉛
銭
等
を
含
み
ま
す
、
此
の
時
代
の
銭
の
単
位
は
一
千
文
一
貫
と
云
ひ
百
文
目
を
一
指○

○

○

叉
は
一
枝
と
云
ひ
十
文
一
疋
と
定
め
た
併
し
百
を
単
位
と
考
へ
き
し
て
あ
る
場
合
に
は
九
十
」
ハ
、

○
つ
○

九
十
七
文
を
百
文
ゞ
と
し
て
流
通
さ
し
て
居
り
ま
し
た
、
こ
奴
を
省
航
法
と
云
ひ
ま
す
。

次
で
紙
幣
は
建
武
元
年
後
醍
醐
天
皇
が
發
行
さ
れ
．
た
と
い
ふ
や
う
に
考
へ
ら
れ
ま
す
。
串
」
れ

に
つ
い
て
は
否
定
説
も
あ
り
ま
す
が
、
當
時
の
經
濟
状
態
か
ら
申
し
ま
す
る
と
、
銭
貨
の
流
通
が
非

常
に
盛
に
な
っ
た
一
面
に
於
て
銭
貨
の
不
足
を
告
げ
外
國
か
ら
輸
入
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
か

琶
思
ひ
ま
す
。

■
○
口

室
町
昨
代
に
於
け
一
息
皿
幣
の
流
通
状
態
五
八

は
日
本
出
来
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
輸
入
銭
に
多
か
っ
た
‐
こ
み
る
の
が
最
も
穂
當
か



知
れ
ま
せ
ん
。

う
し
淀
状
態
に
虎
す
る
政
府
の
財
政
々
策
か
ら
み
ま
し
て
も
、
紙
幣
の
發
行
は
當
然
の
こ
と
で
は

あ
る
ま
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
紙
幣
は
支
那
に
於
て
は
當
時
巳
に
行
は
れ

て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
假
令
室
町
の
初
期
に
紙
幣
が
發
行
さ
れ
ま
し
て
も
、
中
央
政
府
の

財
政
的
基
礎
が
薄
弱
で
あ
る
爲
に
、
こ
の
紙
幣
は
一
般
に
市
場
に
於
て
は
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
と

恩
は
れ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
折
角
發
行
し
た
も
の
出
、
そ
の
流
通
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
位
の

貧
弱
な
程
度
で
遂
に
止
め
に
な
っ
”
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
時
代
の
末
に
な
っ
て
現
れ
た
所
の
紙

幣
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
大
僻
貨
幣
の
種
類
を
申
し

ま
し
た
か
ら
こ
れ
か
ら
貨
幣
の
流
通
状
態
に
つ
い
て
お
話
を
進
め
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

室
町
時
代
に
於
け
る
商
品
貨
幣
及
び
鋳
造
貨
幣
の
流
通
状
態
を
み
る
に
當
り
ま
し
て
、
便
宜
上

私
は
時
代
を
三
つ
に
匠
分
し
て
居
り
ま
す
。
考
へ
様
に
よ
っ
て
は
或
は
不
當
と
云
は
れ
る
か
も

中

期

初
期

末
期

室
町
時
代
に
於
け
る
蛍
僻
の
流
通
状
態

建
武
元
年
ｌ
元
中
九
年
（

明
徳
四
年
ｌ
文
明
五
年
（

丈
明
六
年
ｌ
天
正
元
年
二

五
九
年
間
）

八
一
年
間
）

○
○
年
間
）

］
’

迅

五
九

I



室
町
時
代
に
於
け
る
食
幣
の
流
通
状
態
六
○

か
ぅ
い
ふ
風
に
室
町
時
代
を
三
分
し
て
見
て
居
り
ま
す
。
商
品
貨
幣
の
代
表
で
あ
り
ま
す
所
の

○
Ｏ

准
米
と
、
鋳
造
貨
幣
の
代
表
で
あ
り
ま
す
所
の
銭
の
流
通
状
態
は
そ
の
頃
の
寅
券
に
韮
き
考
察
す

る
こ
こ
が
出
来
ま
す
。
勿
論
私
の
手
許
に
あ
り
ま
す
一
五
八
一
通
の
寅
券
は
元
来
我
國
に
残
っ

て
居
り
ま
す
所
の
此
の
時
代
の
寅
券
の
全
部
と
巾
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。
私
の
穿
蕊
し
た
所

に
よ
り
ま
す
と
約
八
割
は
そ
れ
で
も
蒐
め
得
た
と
老
へ
ら
れ
ま
す
の
で
、
ゐ
と
集
ま
っ
た
所
が
四

五
百
位
で
全
部
蒐
め
得
た
と
し
て
も
ま
あ
二
千
位
の
も
の
で
あ
ら
う
ご
忠
は
れ
ま
す
。
で
商
品

貨
幣
と
鋳
造
貨
幣
と
は
大
概
ど
う
い
ふ
開
係
に
於
て
、
流
通
界
に
寅
券
》
ど
通
し
て
現
れ
て
ゐ
る
か

と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
た
い
と
恩
ひ
ま
す
。
こ
の
表
（
寅
券
に
現
れ
た
る
米
銭
流
通
状
態
室
町
時

代
）
｜
し
は
た
ヌ
漫
然
と
、
畿
内
東
海
逝
、
束
山
道
南
海
道
山
陽
道
、
山
陰
道
西
海
道
と
い
ふ
や
う
に
分
け

ま
し
た
が
、
こ
れ
の
元
ど
な
る
も
の
は

一
、
年
代
が
明
確
に
記
載
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の

一
、
場
所
を
明
か
に
記
載
し
て
め
ろ
も
の

一
、
寅
券
に
如
何
な
る
貨
幣
を
使
用
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
が
明
確
に
判
る
、
も
の

一
、
寶
主
、
買
主
の
軌
れ
か
ｙ
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る
も
の



〃

斯
様
に
制
合
に

、

り
ま
寸
衾
参
照
）

賓
券
に
現
れ
た
る
米
銭
流
通
状
態
霊
武
一
唯
吋
天
嶢
錨
年
間
）

東
寺
両
合
文
書
別

畿
東
東
北
南
山
山
西
ｎ
百
顕

海
山
陸
海
陽
陰
海
計
岼
碕
槻
修
寺
文
番
咽

１

門
逝
逝
逝
迩
逝
迩
逆
シ

大
徳
寺
茨
椛
院
文
譜
碗

テ
戸
、

大
徳
寺
文
書
５

米
焔
２
２
１
羽
豹
“

初
美
妻
院
文
書
調

期
銭
蜘
部
５
３
認
１
９
５
鎚
砥
蝿
三
賓
院
文
書
鍋
‘

１
１
３

Ｌ
、

車
脇
湘
左
術
門
文
響
、
亜

剣
６
１
５
３
７
０

１
‐
り
一
２
４

長
耐
寺
文
審
沁

Ｆに期
銭
⑫
妬
邪
１
両
通
７
１
６
０
３
５
６
ワ
ゴ

卿
心
寺
文
譜
２

２
１
５
６
９

Ｊ

米
廻
２
９
１
４
１
４
３
０
２
邸
坂
川
文
書
‐
招

き
も

』

５
５
７
く
５

卯
銭
皿
詔
、
蝿
蝿
鎚
型
鰯
２
２
８
鋤
御
巫
文
普
抑

オ
う

１

０

鯉
“
蛇
⑲
妙
典
寺
交
番
５

．
Ｊ
イ
ー
／
Ｉ
、

妙
源
寺
文
書
狸

Ｒ
ｕ
の
白
字
Ｉ
Ｑ
○
○
○
１
１
⑨
』
Ｒ
ｖ
１
斗

－

つ
。
２
２
１
９
４
ｎ
ｏ
８

号
皿
８
３
１
１
５

番
収
文
誉
脇

１

室
町
昨
代
に
於
け
る
蛍
幣
の
流
通
状
態

正
確
な
も
の
だ
け
を
私
の
手
許
か
ら
一
五
八
一
通
だ
け
選
り
出
し
た
わ
け
で
あ

1

1

朽
木
文
書

黄
梅
院
文
書

龍
徳
寺
文
書

立
政
寺
文
書

西
耐
寺
文
書

潮
崎
稜
城
主
文
書

商
山
寺
文
書

米
良
文
書

潮
崎
八
百
主
文
書

本
池
寺
文
書

桂
林
寺
文
普

共
他
古
文
書

計（
伊
達
家
文
諜
蜘
）

《
《
一

20 35 11 18 41101 14 12 44 20 23581185



室
町
時
代
に
於
け
る
黄
幣
の
流
通
状
態
六
二

先
、
畿
内
を
見
る
に
、
八
百
三
十
六
通
あ
る
か
ら
總
数
の
千
ゞ
五
百
八
十
一
通
に
對
し
て
五
割
三
分
弱

を
占
め
、
一
年
平
均
約
三
通
竿
に
な
っ
て
ゐ
る
。
故
に
か
諭
る
統
計
的
概
論
を
な
す
に
は
充
分
の

数
と
い
ふ
可
き
で
あ
る
。
初
期
に
於
て
米
十
八
回
に
對
し
て
銭
二
百
二
十
回
で
あ
る
。
中
期
に

於
て
米
六
回
に
對
し
て
銭
二
百
六
十
二
回
末
期
に
於
て
米
十
九
回
に
對
し
て
銭
三
百
十
一
回
の

流
通
↓
ど
示
し
て
ゐ
る
。
畿
内
は
皇
居
及
幕
府
の
所
在
地
と
し
て
國
内
經
濟
の
最
も
發
逹
せ
る
地

方
で
あ
る
か
ら
が
く
の
如
く
銭
貨
の
流
通
の
隆
盛
を
見
た
の
で
あ
る
。
故
に
是
を
以
て
全
國
を

推
す
こ
ざ
は
出
来
な
い
。
併
し
畿
内
〃
ど
基
本
と
し
て
幾
分
の
割
引
》
ぜ
し
て
他
の
七
道
を
考
察
す

る
こ
と
は
出
来
る
。
次
で
東
海
道
に
三
百
二
十
二
通
を
塞
げ
て
ゐ
る
か
ら
是
も
可
成
の
数
で
あ

る
。
故
に
米
銭
流
通
状
態
を
察
し
得
る
と
思
ふ
。
次
に
東
山
道
は
百
二
十
七
通
で
あ
る
が
是
も

相
當
の
数
で
め
る
。
特
に
末
期
の
銭
の
項
に
、
ご
あ
る
は
間
接
に
銭
が
寅
買
に
用
ゐ
ら
れ
た
こ

ざ
を
知
り
得
る
か
ら
畢
げ
た
の
で
あ
る
。
伊
達
家
文
書
に
よ
り
ま
す
と
伊
達
誼
宗
が
土
地
の
寅

買
證
文
に
安
堵
状
を
出
し
て
居
り
、
そ
の
百
三
十
の
安
堵
地
に
對
し
て
、
租
税
の
銭
納
を
明
示
し
て

ゐ
る
。
千
五
百
八
十
一
通
の
寅
券
を
通
覧
す
る
に
租
税
と
し
て
銭
を
徴
收
し
、
寶
買
に
米
を
用
ゐ

た
る
例
は
ま
だ
一
度
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
此
の
百
三
十
回
の
土
地
賓
買
も
銭
を
用
ゐ



た
と
断
定
し
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
北
陸
道
は
十
八
通
で
統
計
ご
し
て
は
貧
弱
で
あ

る
が
、
他
の
史
料
に
よ
り
て
銭
賀
の
流
迦
を
示
す
も
の
が
多
く
あ
る
。
南
海
道
の
百
九
十
八
通
も

相
當
の
数
で
あ
る
。
山
陽
道
の
四
十
一
通
、
山
陰
道
の
三
十
三
通
も
少
い
。
西
海
道
六
通
に
至
っ

て
は
非
術
に
少
な
い
。
併
し
処
等
の
諸
地
方
に
銭
寅
流
通
の
胱
況
を
知
る
に
足
《
Ｑ
多
く
の
史
料

を
残
し
て
ゐ
る
。
統
計
ご
し
て
の
完
黍
を
期
す
る
‐
上
に
、
北
陸
、
川
陽
、
山
陰
、
西
海
の
泗
道
に
對
し
て

各
百
邇
除
の
壷
券
を
欲
し
い
も
の
ご
考
へ
て
居
る
。

慨
鐇
的
に
五
畿
七
道
の
。
米
銭
流
通
胱
態
を
兄
る
に
初
期
に
於
て
米
二
十
三
回
、
銭
三
百
十
三
回

で
あ
る
。
中
期
に
於
て
米
二
十
二
回
、
鐙
五
面
三
十
一
回
で
あ
る
。
末
期
に
於
て
米
五
十
回
、
銭
六

百
四
十
二
同
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
期
を
五
十
九
年
間
と
し
、
中
期
を
八
十
一
年
と
し
↓
試
し
た
の
を

似
に
各
末
期
の
如
く
百
年
と
し
、
年
数
が
増
す
と
同
時
に
流
通
し
た
米
銭
も
増
す
も
の
と
し
計
算

す
る
な
ら
ば
、
ご
う
い
ふ
風
に
載
る
か
と
い
ふ
に
、
初
期
は
米
三
十
九
回
、
銭
五
百
十
三
回
、
中
期
は
米

二
十
七
回
、
銭
六
百
五
十
六
回
で
氷
期
に
は
愛
化
が
な
・
い
。
而
し
て
米
銭
流
通
の
百
分
比
を
出
し

て
見
る
と
荘
だ
興
味
あ
る
数
字
が
現
は
れ
た
。
初
期
は
百
回
中
、
米
六
、
八
回
、
鏡
九
三
・
二
回
で
あ
る
。

中
期
は
百
Ⅲ
中
、
米
四
○
凹
鏡
九
六
・
○
回
で
あ
る
。
末
期
は
百
回
中
米
七
・
二
回
、
銭
九
二
・
八
回
で
あ

室
町
昨
代
脹
於
け
る
食
幣
の
流
通
状
態
六
三



室
町
昨
代
に
於
け
る
匠
幣
の
流
通
状
態
六
四

る
。
但
し
伽
を
加
算
す
れ
ば
何
回
中
米
六
・
一
回
銭
九
三
九
回
で
あ
る
。

然
ら
ば
何
故
初
期
に
於
て
米
の
流
通
約
七
回
の
も
の
が
中
期
に
於
て
四
回
と
な
り
、
末
期
に
於

て
約
六
回
乃
至
七
回
と
い
ふ
や
う
に
殖
え
た
か
と
巾
し
ま
す
と
、
そ
の
理
由
は
澤
銭
が
末
期
に
於

て
非
粥
に
盛
に
な
っ
て
、
銭
の
流
通
界
を
威
嚇
し
た
や
う
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
爲
に
自
然
逆
戻
り

を
起
し
て
来
た
と
い
ふ
こ
ど
が
大
概
に
於
て
云
ひ
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
趨
勢
が
次
の
桃

山
時
代
に
も
波
及
し
、
流
通
界
に
可
成
江
米
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
、
途
に
永
臓
十
二
年
（
西
紀
一
五

六
九
年
）
三
月
侭
長
に
よ
っ
て
壷
賀
に
八
木
即
米
を
用
ひ
《
心
覗
を
禁
止
す
る
命
令
が
出
さ
れ
る
や

う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
室
町
時
代
に
つ
い
て
申
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
更
に
こ
れ

を
鎌
介
時
代
と
關
係
せ
し
め
て
み
ま
す
と
、
室
町
時
代
の
米
銭
流
通
状
態
が
尚
一
層
明
確
に
分
る

の
で
あ
り
ま
す
。
此
方
は
寅
券
の
総
計
七
一
○
し
・
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
れ
で
も
約
七
割
は

蒐
め
得
て
ゐ
る
と
恩
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
ゐ
と
は
蒐
っ
た
所
が
精
々
三
百
位
の
も
の
か
と
想
ひ

ま
す
。
室
町
時
代
に
倣
っ
て
、
文
治
二
年
か
ら
元
弘
三
年
に
至
る
一
四
八
年
間
を
鎌
倉
時
代
と
し

初
期
文
治
二
年
ｌ
承
久
元
年
（
三
四
年
唾

中
期
承
久
二
年
ｌ
弘
安
六
年
（
六
Ｗ
年
哩
↑

1



末
期
弘
安
七
年
１
１
元
弘
三
年
（
五
○
年
間
）

↓
い
ふ
や
う
に
分
け
た
の
で
ゐ
り
ま
す
。

こ
れ
を
室
町
時
代
の
表
に
く
ら
べ
て
材
料
の
数
が
少

く
、
術
不
浦
な
感
が
あ
り
き
す
。
’
表
参
照

寶
券
に
現
れ
た
る
米
銭
流
通
状
態
娠
桁
一
難
矧
元
健
一
篭
年
間
）

畿
東
東
南
山
山
西
両
面
東
寺
門
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海
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．
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○
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窒
川
昨
代
に
於
け
一
鬼
皿
幣
の
流
通
状
態
六
六

こ
の
間
分
比
を
み
ま
す
る
と
初
期
に
於
き
ま
し
て
は
米
を
斑
寅
に
用
ひ
た
も
の
が
六
○
、
三
回

銭
三
九
九
回
中
期
に
於
て
は
米
三
○
、
一
回
銭
六
九
、
九
回
末
期
に
於
て
は
米
一
五
、
八
回
と
な
り
銭

が
八
四
二
回
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
之
を
極
め
て
概
括
的
に
巾
し
ま
す
る
と
、
先
・
っ
米
だ

け
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
鎌
倉
初
期
に
於
き
ま
し
て
は
百
分
ノ
六
○
回
中
期
は
其
半
分
三
○
回
、
末
期

は
叉
其
半
分
一
五
阿
餘
で
あ
り
、
室
町
時
代
に
来
る
‐
亡
初
期
に
於
て
更
に
約
半
分
の
六
・
八
回
即
約

七
回
し
」
な
．
り
、
次
で
中
期
に
於
て
叉
約
其
半
分
四
Ⅲ
ゞ
こ
な
り
、
末
期
に
於
て
初
期
と
箱
同
じ
程
度
に

上
っ
て
約
六
乃
至
七
回
〃
こ
い
ふ
壯
勢
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
何
を
物
語
っ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、
此
の
流
通
界
に
於
き
ま
し
て
は
商
品
貨
幣
が
姿
を

消
し
て
、
そ
の
代
り
に
銭
の
流
通
が
優
勢
に
な
っ
て
来
て
ゐ
る
さ
い
ふ
こ
上
が
、
如
賞
に
現
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
あ
り
実
す
か
ら
硴
倉
時
代
初
期
の
二
、
三
の
丈
職
に
銭
流
通
の
跡
が

あ
る
か
ら
と
云
っ
て
も
、
賃
際
の
寅
寅
上
に
於
て
一
般
化
さ
れ
て
ゐ
た
ご
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。

即
ち
鎌
倉
時
代
は
未
た
蛍
幣
經
濟
時
代
芭
は
云
へ
な
い
の
で
ゐ
り
ま
す
。
中
期
に
於
て
米
の
流

通
が
三
○
口
も
め
る
。
末
期
に
於
て
鋳
造
貨
幣
即
銭
の
流
通
が
ず
っ
と
頻
繁
に
な
り
八
四
、
二
回

と
な
る
。
室
町
時
代
↓
卜
入
り
ま
し
て
銭
は
九
二
妬
以
上
の
流
通
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
封
に
於
て

L
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〆

は
じ
め
て
此
の
室
町
時
代
を
貨
幣
經
濟
時
代
ざ
申
し
て
間
逹
ひ
な
か
ら
う
と
恩
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。
但
し
前
に
繋
げ
た
る
一
千
五
百
八
十
一
通
の
寅
券
に
よ
り
ま
す
ろ
と
、
多
く
は
土
地
即
田
畑
、

家
屋
等
今
日
謂
ふ
所
の
不
動
産
の
寅
買
及
び
伊
勢
紀
伊
に
於
け
る
道
者
の
寅
買
の
際
に
於
き
ま

し
て
は
口
頭
の
寅
買
で
は
な
し
に
必
ず
文
書
を
作
成
し
そ
れ
に
よ
っ
て
な
し
た
。
そ
れ
で
日
常

の
流
通
界
で
は
寅
券
以
上
に
銭
の
流
通
を
肯
定
は
し
得
て
も
否
定
す
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
う

い
ふ
意
味
に
於
て
、
寅
券
に
現
れ
た
る
米
銭
流
通
状
態
表
は
可
成
の
權
威
を
有
て
ゐ
る
も
の
挫
考

へ
ま
す
。
尚
こ
れ
を
修
正
す
べ
き
も
の
は
可
成
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
へ
ば
貸
借
證
文
に

現
れ
た
利
米
及
利
銭
の
百
分
比
、
質
券
に
現
た
る
賓
米
、
礎
鏡
の
百
分
比
、
及
納
税
に
現
れ
た
銭
納
と

米
納
と
の
百
分
比
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
出
し
て
、
責
買
上
に
於
け
る
百
分
比
を
修
正
す
べ
き
必

要
は
無
論
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
’
然
し
な
が
ら
假
り
に
修
正
せ
ら
れ
ま
し
て
も
大
き
な
修
正
は

起
る
ま
い
と
想
は
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
寅
券
に
現
れ
た
も
の
以
上
に
米
の
流
通
の
大

な
る
こ
と
を
想
像
し
、
得
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
然
し
そ
の
修
正
と
・
い
ふ
も
の
は
極
め
て
少

く
反
對
の
現
象
を
惹
起
す
と
ま
で
極
端
に
修
正
せ
ら
れ
る
と
は
云
ひ
得
な
い
。

室
町
時
代
に
於
け
る
我
國
の
状
況
は
か
う
い
ふ
風
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
朕

室
町
時
代
に
於
け
る
笠
幣
の
流
遡
状
態
六
七

’



室
町
昨
代
に
於
け
る
旋
樵
の
流
通
状
態
六
八

況
と
比
較
し
て
考
ふ
る
こ
き
こ
画
に
ま
た
一
つ
の
典
味
を
戚
じ
さ
せ
ら
れ
誤
す
。
‐
そ
れ
は
ド
邪

シ
の
歴
史
學
派
の
、
經
濟
學
者
で
あ
る
所
の
シ
’
一
モ
ラ
ー
氏
が
圃
比
經
濟
原
論
三
九
二
○
年
胆
の

二
巻
の
一
○
一
頁
に
於
て
か
う
い
ふ
こ
と
を
申
し
て
居
り
ま
す
二
四
○
○
年
か
ら
一
八
○
○
年

に
至
る
間
の
ヨ
ー
両
シ
バ
に
於
け
る
流
迦
界
を
み
ま
す
る
と
、
貨
幣
經
濟
は
國
民
經
濟
の
一
五
乃

至
四
○
％
に
止
ま
り
、
一
九
世
紀
に
於
き
ま
し
て
は
五
○
、
六
○
乃
至
八
○
％
に
逹
し
と
と
い
ふ
事

を
申
し
て
居
り
ま
す
。
さ
う
す
る
と
私
が
こ
図
に
繋
げ
ま
し
た
年
代
と
大
鵬
に
於
て
一
致
す
る

の
で
、
私
の
謂
ふ
所
の
室
町
時
代
は
一
四
世
紀
初
顕
か
ら
一
六
世
紀
の
竿
迄
二
四
○
年
間
、
約
二
世

紀
半
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
四
○
○
年
か
ら
一
八
○
○
年
の
間
の
前
半
に
か
到
っ
て
ゐ
る
率
に
な

る
、
そ
の
時
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
一
し
一
五
乃
至
四
○
％
と
い
ふ
の
で
ゐ
り
ま
す
。
こ
の
鮎
か
も

我
國
の
も
の
を
考
察
し
て
み
ま
す
る
・
言
｝
、
室
町
時
代
を
通
じ
て
銭
貨
の
流
通
は
九
二
％
以
上
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
假
り
に
前
申
し
ま
し
た
所
の
貸
借
及
質
券
、
と
い
ふ
も
の
に

よ
っ
て
修
正
を
致
さ
れ
ま
し
て
も
、
と
て
も
一
五
と
か
四
○
と
か
い
ふ
も
の
に
引
下
る
こ
と
は
絶

對
に
無
い
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
我
國
の
貨
幣
經
濟
時
代
と
い
ふ
も
の
ば

割
合
に
早
く
到
来
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
申
し
て
よ
い
か
彦
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
で
ゐ
り
芸
す



か
ら
こ
の
時
代
以
後
此
の
貨
幣
經
濟
上
に
於
き
ま
し
て
、
我
國
民
が
極
々
活
躍
し
て
今
日
に
至
っ

て
ゐ
る
こ
ざ
を
考
へ
、
叉
一
面
か
ら
云
っ
冗
我
國
民
が
資
本
主
義
的
な
經
濟
組
織
に
移
り
ま
し
た

こ
と
も
諺
そ
ん
な
に
新
し
い
時
代
に
我
々
が
下
げ
て
み
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
る
。
そ
れ
で
あ
り

ま
す
か
ら
こ
の
統
計
は
、
可
成
韮
礎
的
な
力
を
有
つ
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
申
し
た
い
の
で
あ
り
ま

す
0

か
様
に
・
し
て
鎌
倉
の
末
期
以
後
、
流
通
界
に
商
品
貨
幣
な
る
も
の
が
段
々
そ
の
影
を
潜
め
、
銭
と

い
ふ
鋳
造
貨
幣
が
優
勢
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
な
が
ら
前
申
し
ま
し
た
様
に
中

途
室
町
の
末
期
に
於
て
一
時
米
の
流
迦
が
優
勢
さ
な
り
、
そ
の
鰯
に
永
録
十
二
年
に
信
長
が
米
を

貨
幣
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
我
國
經
濟
界
の
逆
蒋
を
阻
止

せ
む
矯
め
、
こ
の
翠
に
出
で
た
と
も
云
へ
ま
す
。
未
だ
叩
上
げ
た
い
こ
と
が
澤
山
に
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
が
、
豫
定
の
時
間
に
も
な
り
ま
し
た
か
ら
も
う
止
め
る
こ
さ
に
致
し
ま
す
。
た
ぎ
お
断
り

し
て
お
き
た
い
ご
忠
ひ
ま
す
の
は
私
の
専
ら
云
は
む
と
す
る
所
は
、
前
述
の
や
う
に
室
町
時
代
は

兎
に
も
角
に
、
、
我
國
貨
幣
經
濟
時
代
の
初
期
だ
さ
い
ふ
こ
と
を
、
碓
貧
に
我
々
が
論
断
‐
し
て
間
逮

ひ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
に
對
し
て
は
地
方
的
な
相
逹
さ
い
ふ
も
．

室
町
勝
代
に
於
け
る
食
幣
の
流
通
状
態
六
九
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室
町
時
代
に
於
け
る
食
幣
の
流
通
状
態
七
○

の
が
可
成
に
存
在
し
て
ゐ
る
鮎
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
室
町
幕
府
は
御
承
知
の
や
う
に
統
一
的

政
府
と
は
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
意
味
に
於
て
政
椛
は
地
方
分
權
で
あ
り
、
從
て
貨
幣
に
對

す
る
所
の
立
法
と
い
ふ
も
の
も
各
地
方
に
よ
っ
て
夫
々
異
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
從
來
、
室

町
時
代
の
撰
銭
の
事
に
つ
い
て
論
性
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
、
幕
府
の
勢
力
範
園
で
あ
る
所
の
畿
内

よ
り
外
殆
ど
他
は
看
て
ゐ
な
い
。
大
碓
の
状
況
だ
け
は
あ
れ
で
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
然
し

な
が
ら
地
方
に
は
畿
内
の
政
状
を
裏
切
る
も
の
が
多
々
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
材
料
を
私

は
大
分
持
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
お
話
す
る
。
と
ま
た
二
時
間
位
は
充
分
か
尚
，
ま

す
の
で
街
略
致
し
ま
す
。
そ
れ
は
こ
図
に
掲
げ
ま
し
た
五
畿
七
道
の
統
計
表
に
よ
り
ま
し
て
も

米
銭
流
通
状
態
に
つ
い
て
の
地
方
色
は
肌
瞭
で
あ
る
。
併
し
全
僻
と
し
て
の
結
論
は
こ
の
統
計

表
の
百
分
比
が
示
す
も
の
で
め
る
と
い
ふ
こ
ご
に
し
ま
し
て
、
私
の
論
断
に
間
逹
ひ
な
い
と
い
ふ

こ
と
を
碓
資
に
申
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。ト
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