
－1－

「
撰
銭
の
世
紀
」
を
め
ぐ
る
応
答

�

大
田
　
由
紀
夫
　

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
、
日
本
を
は
じ
め

と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
銭
貨
流
通
は
動
揺
し
て
い
く
が
、
こ
の
現
象
を
め

ぐ
っ
て
日
本
史
・
東
洋
史
な
ど
の
研
究
者
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展

開
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
中
島
楽
章
は
一
四
六
〇
年
代
か
ら
一
五
六
〇
年

代
に
か
け
て
の
時
期
を
「
撰
銭
の
世
紀
」
と
捉
え
、
そ
の
間
の
貨
幣
流
通

を
考
察
す
る
論
考
を
発
表
し
た

⑴
。
当
該
論
文
の
な
か
で
は
、
筆
者
の
撰

銭
に
関
す
る
議
論
を
丁
寧
に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
上
で
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
筆
者
も
中
島
の
批
判
に
対
し
て
は
応
答
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
感
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
議
論
を
見
直
す
機
会
に
な
る

と
考
え
、
本
稿
を
草
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
一
年
に
筆
者
が
発
表
し
た
二
つ
の

旧
稿
は

⑵
、
日
頃
考
え
て
い
た
見
通
し
を
大
雑
把
に
文
章
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
本
来
な
ら
ば
も
っ
と
十
分
な
論
証
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
見
解
・

論
点
も
存
在
し
て
い
た
が
、
紙
数
・
時
間
等
の
制
約
も
あ
り
、
あ
の
よ
う

な
形
で
の
発
表
に
な
っ
た
。
筆
者
の
議
論
に
は
説
明
不
足
や
「
具
体
的
な

論
拠
」
の
提
示
が
不
十
分
な
箇
所
も
あ
っ
た
こ
と
は
率
直
に
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
本
稿
は
旧
稿
の
不
備
を
少
し
で
も
解
消
す
べ
く
、
そ
の
補
説
に

努
め
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
述
べ
る
も
の
も
な
お
概
略
的
な
内
容
に
止

ま
り
、
今
後
に
解
決
を
待
つ
問
題
も
多
い
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
各

位
の
寛
恕
を
乞
う
と
と
も
に
、
本
稿
に
対
す
る
批
正
を
期
待
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

以
下
、
筆
者
の
議
論
に
対
す
る
中
島
の
提
示
し
た
批
判
点
を
め
ぐ
り
、

主
と
し
て
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
の
か
と
い
う
形
で
応
答
を

試
み
て
い
く
。

　
　
　
　
一

　

さ
て
、
中
世
後
期
日
本
の
貨
幣
動
向
を
め
ぐ
り
、
旧
稿
（
と
り
わ
け
旧

稿
Ⅱ
）
に
お
い
て
最
も
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
一
五
世
紀
後
半
に
惹
起
し
た
撰
銭
現
象
は

⑶
、
渡
来
銭

流
入
状
況
の
如
何
（
渡
来
銭
流
入
量
の
多
寡
や
好
銭
・
粗
銭
の
流
入
状
況
）

と
い
う
次
元
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
当
時
の
東

ア
ジ
ア
域
内
交
易
の
隆
盛
と
そ
れ
に
連
動
し
た
共
時
的
経
済
成
長
（
＋
各

地
域
経
済
で
の
流
動
性
需
要
の
高
ま
り
）
と
い
う
次
元
か
ら
理
解
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
列
島
各
地
の
経
済
成
長
が
既
存
の
精
銭

供
給
を
超
え
る
流
動
性
需
要
を
生
み
出
し
、
粗
悪
銭
の
受
容
・
流
通
を
促

す
こ
と
で
、
撰
銭
を
発
生
さ
せ
た
。
よ
っ
て
、
単
に
中
国
系
私
鋳
銭
の
流

入
に
よ
り
撰
銭
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
日
本
に
お
け
る
流

動
性
需
要
の
高
ま
り
が
粗
悪
銭
（
中
国
製
お
よ
び
日
本
製
）
の
流
通
を
も

た
ら
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
撰
銭
現
象
が
惹
起
し
た
、
と
因
果
関
係
的
に

捉
え
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
明
朝
中
国
か
ら
粗
悪
銭
が
大
量
流
入
し
た
た
め
に
中
世
日
本

で
撰
銭
が
惹
起
し
た
、
と
い
っ
た
日
明
間
に
お
け
る
銭
貨
流
動
の
変
化
が

問
題
の
核
心
な
の
で
は
な
く
、
広
義
の
「
唐
物
」（
＝
舶
来
品
）
流
入
の
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増
大
に
と
も
な
う
経
済
成
長
・
流
動
性
需
要
の
高
ま
り
こ
そ
が
撰
銭
を
惹

起
さ
せ
た
基
底
的
要
因
で
あ
り
（
こ
の
「
唐
物
」
に
は
、
ひ
と
ま
ず
好
銭
・

悪
銭
あ
わ
せ
た
渡
来
銭
を
含
め
ず
に
議
論
を
進
め
る
）、
こ
の
点
に
お
い

て
旧
稿
は
日
明
二
国
史
的
な
撰
銭
理
解
と
異
な
る
認
識
を
提
示
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
粗
悪
銭
が
お
も
に
何
処
か
ら
流
入
し
た
も
の
で
あ
っ

た
の
か
は
中
心
的
問
題
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
が
中
国
製
で
あ
れ
日
本
製
で

あ
れ
、
撰
銭
発
生
の
基
本
理
解
に
は
影
響
を
与
え
な
い
、
と
認
識
し
て
い

た
。
繰
り
返
せ
ば
、
撰
銭
問
題
の
核
心
は
、
当
該
期
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
共
時
的
経
済
成
長
に
と
も
な
う
流
動
性
需
要
の
高
ま
り
の
方
に
あ
り
、

中
国
か
ら
の
粗
悪
銭
流
入
の
有
無
は
む
し
ろ
副
次
的
な
事
柄
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
主
と
し
て
筆
者
の
旧
説（
大
田
一
九
九
七
・

一
九
九
八
）や
黒
田
明
伸
の
議
論
（
黒
田
二
〇
〇
七
）
な
ど
に
対
す
る
批

判
を
意
図
し
て
い
た
。
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
た
と
え
渡
来
粗
悪
銭
の

流
入
が
な
く
と
も
、
朝
鮮
半
島
で
悪
布
の
流
通
が
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う

に
、
日
本
国
内
の
模
鋳
銭
の
氾
濫
に
よ
っ
て
撰
銭
が
列
島
で
発
生
す
る
こ

と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
さ
え
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

渡
来
銭
と
国
内
銭
の
ど
ち
ら
が
日
本
の
撰
銭
発
生
に
お
い
て
重
要
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
な
り
に

重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識
を
、
旧
稿
を
執
筆
し
た
時
点
で
す

で
に
持
っ
て
い
た
。

　

な
ぜ
上
記
の
よ
う
な
こ
と
を
殊
更
に
強
調
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
こ
の

論
点
こ
そ
中
島
の
見
解
と
筆
者
の
そ
れ
と
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
中
島
は
、
海
外
か
ら
の
銅
銭
供
給
の
「
途
絶
な
い
し

急
減
」
が
中
世
日
本
で
の
銭
貨
流
通
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
こ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
不
足
分
が
「
国
内
私
鋳
銭
」
に
よ
り
補
充
さ
れ
た
結
果
、

撰
銭
現
象
が
発
生
し
た
、
と
捉
え
て
い
る

⑷
。
好
銭
流
入
の
減
少 

→ 

粗

悪
銭
に
よ
る
補
填 

→ 

撰
銭
発
生
、
と
い
う
「
量
」
的
解
釈
は
、
渡
来
粗

悪
銭
か
日
本
模
鋳
銭
か
と
い
う
違
い
を
除
け
ば
、
大
田
一
九
九
八
で
提
示

し
た
撰
銭
発
生
の
解
釈
と
同
一
の
論
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の

よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
現
在
の
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
大
田
二
〇
〇
八
の
小
結
末
尾
（
一
六
～
一
七
頁
）
に
お
い

て
提
起
し
た
次
の
よ
う
な
問
題
を
、
中
島
の
見
解
は
う
ま
く
説
明
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
四
世
紀
後
半
の
日
本
で
は
、
明
の
海
禁

に
よ
る
大
規
模
な
渡
来
銭
流
入
の
縮
小
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の

流
動
性
不
足
を
補
填
す
る
た
め
に
大
量
の
粗
悪
銭
（
模
鋳
銭
）
が
市
場
に

出
回
っ
て
撰
銭
を
発
生
さ
せ
る
、
と
い
う
事
象
は
惹
起
し
な
か
っ
た
（
そ

の
代
わ
り
に
銭
遣
い
の
縮
小
が
起
こ
っ
た
）
の
に
、
一
五
世
紀
後
半
に
は

粗
悪
銭
が
広
範
に
流
通
し
て
撰
銭
を
発
生
さ
せ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑

問
を
、
中
島
の
よ
う
な
量
的
解
釈
は
十
全
に
説
明
し
て
く
れ
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
一
四
世
紀
後
半
と
一
五
世
紀
後
半
の
違
い
を
も
た
ら
し
た
最

大
の
要
因
は
、
東
ア
ジ
ア
域
内
交
易
の
隆
盛
と
そ
れ
に
伴
う
共
時
的
経
済

成
長
や
流
動
性
需
要
の
高
ま
り
で
あ
る
と
し
た
の
が
、
旧
稿
Ⅱ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
本
の
撰
銭
発
生
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
明
や

日
本
、
さ
ら
に
は
渡
来
銭
流
通
と
関
わ
り
の
な
い
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
通

貨
変
動
は
密
接
な
関
わ
り
を
持
ち
つ
つ
惹
起
し
た
歴
史
事
象
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
、
と
論
じ
た
。

　

な
お
、
筆
者
が
前
記
の
主
張
を
す
る
に
あ
た
り
、
一
五
世
紀
後
半
に
精

粗
を
あ
わ
せ
た
渡
来
銭
流
入
の
総
量
は
必
ず
し
も
減
っ
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
増
加
し
た
可
能
性
さ
え
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
提
起
し
た
の
は
（
そ

の
論
拠
は
後
述
）、
当
該
期
の
日
明
間
に
お
け
る
唐
物
交
易
の
拡
大
傾
向
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が
、
一
般
に
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
渡
来
銭
流
入
の
領
域
で
も
、

他
の
唐
物
と
同
じ
よ
う
に
み
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
す
意
図
か

ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
た
と
え
渡
来
銭
の
流
入
増
加
が
あ
っ

て
も
（
な
い
し
は
増
加
す
る
状
況
下
で
も
）、
撰
銭
が
発
生
し
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
渡
来
銭
流
入
の
増
減
と
い
っ
た
要
因
か
ら

撰
銭
が
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
撰
銭
現
象
は
「
量
」
の
問

題
で
は
な
く
、「
需
要
」
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た

か
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
（
と
同
時
に
、
そ
の
需
要
は
一
国
史
的
に
理
解

す
べ
き
で
は
な
い
と
も
論
じ
た
）。
だ
か
ら
、
渡
来
銭
が
大
量
流
入
す
れ

ば
銭
遣
い
も
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
動
揺
す
る
こ
と
は
な
い
な
ど
と
は
筆

者
も
考
え
て
は
お
ら
ず
、
ま
し
て
単
純
に
「
日
本
国
内
で
の
銭
遣
い
の
消

長
を
、
海
外
か
ら
の
銅
銭
流
入
量
の
比
例
関
数
と
し
て
解
釈
」（
中
島
論

文
、
四
一
頁
）
す
る
つ
も
り
も
全
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
渡
来
銭
を
受
容
し
て
い
た
側
（
日
本
）
の
流
動

性
需
要
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
好
銭
の
み
か
、
あ
る
い
は
精
粗

雑
多
な
も
の
か
と
い
っ
た
渡
来
し
た
銭
貨
の
構
成
如
何
に
よ
っ
て
も
、
列

島
の
銭
遣
い
は
影
響
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
　
　
　
二

　

さ
き
ほ
ど
記
し
た
通
り
、
渡
来
銭
流
入
の
増
減
や
粗
悪
銭
の
出
自
が

「
副
次
的
な
」
問
題
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
何
ら
の

認
識
を
示
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
無
責
任
の
謗
り
を
免
れ
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
筆
者
の
見
通
し
を
旧
稿
Ⅱ
に
記

し
た
の
だ
が
（
三
〇
～
三
一
頁
）、
こ
れ
に
対
し
て
も
中
島
か
ら
批
判
を

受
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
現
時
点
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
の
か
に
つ
い
て
改
め
て
記
し
て
お
く
。
ま
ず
結
論
か
ら
い
え
ば
、
や

は
り
中
島
の
批
判
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
五
世
紀
後
半
に
お
い
て
途
絶
・
急

減
と
い
う
事
態
は
想
定
で
き
ず
、
た
と
え
減
少
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
大
規
模
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
増
加
し
て
い
た
可
能
性
さ
え

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
現
在
で
も
考
え
て
い
る

⑸
。
そ
の
よ
う
に
認
識

す
る
論
拠
を
以
下
に
述
べ
て
い
こ
う
。

　

な
お
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
ま
ず
釈
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
渡
来

銭
流
入
が
一
五
世
紀
後
半
以
降
一
貫
し
て
増
加
傾
向
な
い
し
安
定
的
で

あ
っ
た
と
は
、
筆
者
も
考
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
増
加
の
可
能
性
が

あ
る
と
考
え
た
の
は
一
五
世
紀
後
半
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
づ
く

一
六
世
紀
前
半
に
は
流
入
が
減
少
（
と
同
時
に
日
本
の
銭
貨
流
通
量
も
減

少
）
し
た
だ
ろ
う
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
に
十
分
に
議

論
で
き
る
準
備
・
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
旧
稿
で
は
あ
ま
り
明

示
的
に
論
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
た
だ
そ
れ
で
も
旧
稿
Ⅱ
に
お
い
て

「
一
五
世
紀
後
半
の
流
入
量
は
、
一
五
世
紀
前
半
よ
り
も
増
加
し
て
い
た

可
能
性
さ
え
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
（
三
〇
頁
）、
流
入
増
加
の
可

能
性
が
時
期
的
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
い
た
。

　

こ
う
し
た
事
柄
を
前
提
に
、
一
五
世
紀
後
半
に
流
入
増
加
の
可
能
性
も

あ
っ
た
と
考
え
る
「
具
体
的
な
論
拠
」
と
し
て
、
現
時
点
で
は
お
も
に
四

点
ほ
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
博
多
遺
跡
群
に
お
け
る
個
別
出
土
銭

数
の
時
期
別
変
遷
を
参
照
す
る
と
（
表
１
）、
Ⅳ
期
と
Ⅴ
期
で
は
出
土
数

は
確
か
に
減
少
し
て
い
る
が
（
四
二
〇
→
三
〇
二
枚
）、
他
方
で
永
楽
通

宝
を
除
く
四
つ
の
代
表
的
銭
貨
（
元
豊
通
宝
・
皇
宋
通
宝
・
祥
符
元
宝
・

洪
武
通
宝
）
の
時
期
別
出
土
数
の
統
計
は
（
表
２
）、
一
四
世
紀
前
半
と



－4－

共
に
一
五
世
紀
後
半
が
一
つ
の

ピ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
（
櫻

木
二
〇
〇
七・
二
〇
〇
九
）。

櫻
木
晋
一
の
作
成
し
た
表
２

は
、
同
じ
く
博
多
遺
跡
に
お

け
る
個
別
出
土
銭
を
整
理
し

た
小
畑
弘
己
の
作
成
し
た
表

１
よ
り
細
か
い
時
期
区
分

（
半
世
紀
か
一
世
紀
か
）
に

な
っ
て
お
り
、
各
期
の
違
い

が
よ
り
鮮
明
に
な
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
櫻
木
の
も
の
を
筆

者
は
と
り
あ
え
ず
利
用
し

た
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
第
二
に
、
中
世
堺
の
時
期
別
出
土
銭
数
に
お
け
る

一
五
世
紀
以
降
の
変
遷
が
（
嶋
谷
二
〇
〇
六
）、
さ
き
の
博
多
遺
跡
群
の

四
つ
の
代
表
的
銭
貨
の
そ
れ
と
類
似
し
た
推
移
を
み
せ
て
い
る
点
に
着
目

す
る
か
ら
で
あ
る
（
表
３
を
参
照
）。
と
り
わ
け
一
五
世
紀
後
半
の
出
土

数
は
、
前
後
の
時
期
（
一
五
世
紀
中
頃
・
一
六
世
紀
前
半
）
と
異
な
り
、

い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ー

タ
は
、
一
五
世
紀
後
半
に
お
け
る
日
本
へ
の
渡
来
銭
流
入
の
増
加
（
そ
し

て
一
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
減
少
）
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
筆
者
の
目
に
は
映
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
上
記
の
事
柄
に
加
え
、
大
田
二
〇
〇
八
に
お
け
る
積

極
的
な
評
価
と
は
異
な
り
、
博
多
遺
跡
群
の
Ⅳ
期
か
ら
Ⅴ
期
へ
の
出
土
枚

数
の
減
少
を
消
極
的
に
評

価
し
た
い
ま
ひ
と
つ
の
理

由
と
し
て
、
息
浜
な
ど
の

よ
り
新
し
い
時
代
の
遺
跡

か
ら
出
土
す
る
割
合
の
多

い
Ⅳ
～
Ⅵ
期
の
出
土
枚
数

は
、
今
後
そ
の
数
字
が
変

動
す
る
可
能
性
も
あ
る
と

の
こ
と
（
小
畑
・
西
山

二
〇
〇
七
、一
一
三
頁
）、

ま
た
一
五
世
紀
後
半
以
降

の
博
多
は
も
は
や
唯
一
無

二
の
対
外
交
易
の
窓
口
と

は
い
え
な
く
な
り
、
そ
の

比
重
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
て
い
く
点
な
ど
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
Ⅳ
期
と
Ⅴ
期
の
差
異
は
、
他
の
事
例
・

デ
ー
タ
な
ど
も
勘
案
し
つ
つ
そ
の
重
み
を
総
合
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
れ
ら
の
差
異
を
一
五
世
紀
後
半
の
流
入
減
少
を
示
す
証
拠
と
し
て

絶
対
視
す
る
理
由
は
必
ず
し
も
な
い
だ
ろ
う
。
博
多
遺
跡
群
に
お
け
る
個

別
出
土
銭
枚
数
の
時
期
別
変
遷
の
評
価
・
意
味
付
け
は
、
い
ま
す
こ
し
当

地
の
出
土
デ
ー
タ
の
集
成
・
整
理
の
進
展
を
待
っ
て
か
ら
（
よ
り
明
瞭
な

時
期
別
変
遷
が
確
定
し
た
段
階
で
）、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

第
四
は
、
日
明
間
の
銭
価
格
差
と
輸
入
利
益
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
島

は
、
一
五
世
紀
後
半
～
一
六
世
紀
前
半
の
渡
来
銭
輸
入
を
阻
害
し
た
要
因

※Ⅰ期：11c末～12c前、Ⅱ期：12ｃ後～13c前、Ⅲ期：13c後～14c前、
    Ⅳ期14c後～15c前、Ⅴ期：15c後～16c前、Ⅵ期：16c後～17c初
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表１　中世博多の時期別出土銭枚数（小畑・西山2007）

 表２　博多遺跡群個別出土銭数（50年以内）（櫻木2009）
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と
し
て
、
明
側
が
日
本
側
よ
り

も
銀
建
銭
価
が
高
い
（
精
銭
で

は
二
倍
の
）
た
め
、
コ
ス
ト
が

高
く
な
っ
て
輸
入
利
益
を
生
ま

な
い
状
況
を
問
題
視
し
、
こ
の

時
期
に
渡
来
銭
輸
入
が
積
極
的

に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
論
じ
る

（
三
四
頁
）。
し
か
し
、
銀
建
銭

価
（
な
い
し
銀
銭
比
価
）
と

い
っ
た
銀
建
価
格
差
だ
け
で
、

当
該
期
に
お
け
る
輸
入
利
益
の

有
無
を
判
断
す
る
中
島
の
議
論

に
は
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
た
と
え
明
朝
中
国
の
銀
建

銭
価
が
日
本
よ
り
高
く
と
も
、

利
益
を
無
視
せ
ず
に
渡
来
銭
を
輸
入
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
あ
る
商
品
が
銭
一
貫
で
購
入
で
き
、
そ
れ

が
中
国
で
は
銭
五
貫
の
値
で
売
却
で
き
た
な
ら
、
そ
こ
に
四
貫
分
の
利
益

が
生
じ
、
こ
の
銭
を
そ
の
ま
ま
持
ち
帰
る
と
、
銭
五
貫
が
日
本
市
場
へ
供

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
場
合
、
輸
送
コ
ス
ト
等
を
考
慮
し
て
も
な

お
大
き
な
利
益
が
残
る
だ
ろ
う
）。
そ
の
よ
う
な
当
時
の
商
品
の
候
補
と

し
て
銅
・
硫
黄
な
ど
が
想
定
で
き
る
が
、
な
に
が
高
利
潤
を
生
む
商
品
で

あ
る
か
は
時
々
の
状
況
で
異
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
一
概
に
は
い
え
な

い
も
の
の
、
銀
銭
比
価
（
銀
建
銭
価
）
に
制
約
さ
れ
ず
、
少
な
い
元
手
（
＝

銭
）
で
よ
り
多
く
の
利
益
（
＝
銭
）
を
手
に
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
国
内
に
お
け
る
銭
と
銀
の
転
売
な
ど
と
い
っ
た
地
域

間
の
価
格
差
を
利
用
し
た
営
利
活
動
で
も
、
多
額
の
銅
銭
を
入
手
し
う
る

機
会
が
存
在
し
た

⑹
。
こ
う
し
た
各
種
取
引
を
通
じ
て
、
渡
来
銭
輸
入
は

当
時
に
あ
っ
て
も
十
分
経
済
的
に
見
合
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
前
記
の
仮
定
は
物
事
を
過
度
に
単
純
化
し
て
語
っ
た
も
の

だ
が
、
た
と
え
銀
建
銭
価
が
日
本
側
に
不
利
な
状
況
で
も
、
利
潤
面
か
ら

み
て
渡
来
銭
輸
入
が
依
然
と
し
て
存
続
可
能
で
あ
っ
た
と
す
る
論
拠
に
は

な
る
だ
ろ
う
。

　

結
局
、
当
時
の
交
易
は
銀
銭
比
価
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
た
訳
で

は
な
い
の
で
、
中
島
の
よ
う
に
日
明
間
の
銀
建
銭
価
の
相
違
を
理
由
に
渡

来
銭
輸
入
の
メ
リ
ッ
ト
の
有
無
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
側

の
人
々
に
は
銭
建
で
の
明
と
の
商
品
価
格
差
こ
そ
関
心
の
的
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
当
時
の
明
に
お
け
る
銀
建
銭
価
の
高
さ
は
、
銀
と
の
交
換
に
よ
っ

て
は
中
国
銭
が
日
本
へ
流
出
し
な
い
こ
と
を
言
い
得
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
一
三
～
一
四
世
紀
の
中
国
銭
大
量
渡
来
期
に
あ
っ
て
も
、
日
中
間

の
銀
建
銭
価
は
ほ
ぼ
同
一
の
水
準
だ
っ
た
。
も
し
こ
の
状
況
を
中
島
の
議

論
に
当
て
は
め
る
な
ら
、
日
本
へ
の
大
量
流
入
な
ど
は
到
底
起
り
得
な
い

こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
史
実
と
し
て
は
、
渡
来
銭
輸
入
に
有
利
な
条
件

（
金
安
な
ど
）
が
当
時
の
日
本
側
に
存
在
し
て
い
た
た
め
、
大
量
の
流
入
が

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
葉
田
一
九
六
九
、

三
一
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
）。

　

問
題
は
、
彼
我
の
銀
銭
比
価
（
銭
の
銀
建
価
格
）
の
異
同
と
い
っ
た
個

別
要
素
で
は
な
く
、
当
時
の
交
易
条
件
の
全
般
的
な
あ
り
様
の
如
何
に
あ

る
。
唐
物
入
手
の
ル
ー
ト
が
何
ら
か
の
形
で
確
保
さ
れ
、
中
国
に
お
い
て
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表３　中世堺の出土時期別枚数（嶋谷2006）
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日
本
よ
り
も
銭
建
て
で
高
く
売
れ
る
商
品
が
存
在
す
れ
ば
、
渡
来
銭
を
通

貨
の
基
軸
に
し
た
中
世
日
本
で
は
そ
の
輸
入
へ
の
動
機
が
常
に
あ
っ
た
、

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
こ
の
点
は
明

－

琉
球
間
の
交
易
に
も
同
様

に
当
て
は
ま
る
）。
当
時
、
銭
が
最
も
利
益
の
あ
が
る
輸
入
品
で
な
か
っ

た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
か
と
い
っ
て
利
潤
率
の
高
い
生
糸
な
ど
の
特
定
商

品
の
み
が
舶
載
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
財
貨
は
輸
入
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
極

端
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
渡
来
銭
は
、
周
知
の
よ
う
に
船
の

バ
ラ
ス
ト
に
も
な
り
、
か
つ
帰
国
後
は
そ
の
ま
ま
通
貨
と
し
て
使
用
で
き

る
重
宝
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
五
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
依
然
と

し
て
輸
入
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
財
貨
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
三

　

つ
づ
い
て
、
粗
悪
銭
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
一
五
世
紀
後
半
に

お
け
る
渡
来
銭
流
入
に
関
す
る
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
認
識
は
、
維
持
（
大

田
一
九
九
八
。
増
加
す
る
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
）
→ 
減
少
（
大
田

二
〇
〇
八
） 

→ 

減
少
or
維
持
or
増
加
（
旧
稿
Ⅱ
）、
と
変
遷
す
る
が
、
一

貫
し
て
明
朝
中
国
か
ら
の
粗
悪
銭
の
ま
と
ま
っ
た
流
入
を
想
定
し
て
い

た
。
一
五
世
紀
後
半
に
お
け
る
粗
悪
銭
渡
来
を
明
示
す
る
文
献
史
料
が
乏

し
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
想
定
を
す
る
論
拠
は
、
前
述
の
よ
う

に
一
定
量
の
渡
来
銭
流
入
が
あ
っ
た
と
考
え
得
る
以
上
、
好
銭
と
共
に
粗

悪
銭
も
流
入
し
た
だ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
現
在
、
中
世
後
期

の
日
本
列
島
に
お
い
て
か
な
り
の
規
模
で
国
内
模
鋳
銭
の
鋳
造
・
流
通
が

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
（
桜
井
二
〇
〇
七
、三
一
六
頁
）、
こ
の
よ

う
な
模
鋳
銭
の
広
範
囲
な
移
出
・
受
容
が
存
在
し
て
い
る
の
な
ら
、
ま
た

大
陸
か
ら
中
国
銭
も
か
な
り
の
規
模
で
渡
来
し
て
い
た
の
な
ら
、
粗
悪
銭

の
移
出
・
受
容
さ
れ
る
範
囲
が
列
島
内
で
完
結
す
る
必
然
性
も
見
出
し
難

い
。
国
内
模
鋳
銭
で
あ
れ
、
渡
来
粗
悪
銭
で
あ
れ
、
個
々
の
地
域
で
入
手

可
能
な
も
の
を
頓
着
せ
ず
に
受
容
・
行
使
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
博
多
遺
跡
群
に
お
い
て
一
五
世
紀
後
半
に
増
加

す
る
四
つ
の
代
表
的
銭
貨
の
う
ち
、
元
豊
銭
・
皇
宋
銭
・
祥
符
銭
に
は
鉛

分
の
多
い
白
色
化
し
た
銭
貨
や
鋳
縮
み
し
た
も
の
が
確
認
で
き
、
こ
れ
ら

は
大
陸
系
私
鋳
銭
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
（
櫻
木
二
〇
〇
九
、
大

庭
二
〇
一
一
）。
も
っ
と
も
、
大
庭
康
時
に
よ
れ
ば
、
博
多
の
出
土
銭
の

中
で
明
确
に
模
鋳
銭
・
私
鋳
銭
と
判
断
で
き
る
も
の
は
少
量
に
止
ま
る
と

い
う
（
大
庭
二
〇
一
一
、五
三
頁
）。
た
だ
、
そ
の
数
量
の
少
な
さ
が
粗
悪

銭
渡
来
説
に
と
っ
て
一
方
的
に
不
利
な
材
料
に
な
る
と
は
い
え
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
少
量
と
い
う
点
で
は
国
内
模
鋳
銭
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま

と
ま
っ
た
流
通
を
示
す
痕
跡
を
博
多
遺
跡
群
の
出
土
資
料
か
ら
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
国
の
本
銭
（
公
鋳
銭
）
と

私
鋳
銭
、
国
内
模
鋳
銭
と
渡
来
粗
悪
銭
な
ど
の
区
別
・
弁
別
は
い
ま
だ
明

瞭
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
い
ま
の
と
こ
ろ
渡
来
粗
悪

銭
・
国
内
模
鋳
銭
の
多
寡
を
云
々
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。
博
多
遺
跡
群

に
お
い
て
国
内
模
鋳
銭
や
渡
来
粗
悪
銭
が
あ
ま
り
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
今
後
の
課
題
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
渡
来
粗
悪
銭

の
流
入
し
て
い
た
可
能
性
の
存
在
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
小
畑
弘
己
は
、
博
多
の
個
別
出
土
銭
の
う
ち
「
明
銭
は
ほ
と
ん

ど
が
本
銭
」
と
確
か
に
記
し
て
い
る
が
（
小
畑
・
西
山
二
〇
〇
七
、

一
〇
六
頁
）、
し
か
し
他
方
で
、
一
五
世
紀
後
半
に
多
数
出
土
す
る
洪
武

銭
に
は
本
銭
と
は
見
做
せ
な
い
、
小
型
の
も
の
（
所
謂
「
筑
前
洪
武
」
と
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呼
ば
れ
る
非
本
銭
に
類
似
し
た
タ
イ
プ
）
が
結
構
存
在
（
数
量
的
多
寡
は

不
明
だ
が
）
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る

⑺
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に

属
す
る
明
銭
（
と
り
わ
け
洪
武
銭
）
の
素
性
を
め
ぐ
る
認
識
は
考
古
学
者

の
間
で
も
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
勿

論
、
件
の
洪
武
銭
群
（
ま
た
元
豊
銭
・
皇
宋
銭
等
）
が
た
と
え
本
銭
で
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
渡
来
系
の
も
の
で
あ
る
保
証
は
必
ず
し
も
な
い
の

で
、
そ
の
存
在
を
も
っ
て
粗
悪
銭
渡
来
の
明
証
と
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
と
い

え
る
。
こ
う
し
た
事
情
な
ど
も
考
慮
し
て
、
旧
稿
Ⅱ
の
註
三
に
は
、「
こ

れ
ら
の
実
体
（
公
鋳
銭
か
否
か
）・
出
自
（
中
国
系
か
日
本
系
か
）
に
つ

い
て
は
さ
ら
な
る
検
証
を
要
し
、
そ
の
結
果
次
第
で
は
当
該
期
の
渡
来
銭

流
入
状
況
に
関
す
る
本
稿
の
認
識
も
再
考
の
必
要
が
」（
三
三
頁
）
あ
る

旨
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
現
時
点
で
は
、
一
五
世
紀
後
半

に
属
す
る
博
多
の
個
別
出
土
銭
の
な
か
に
渡
来
粗
悪
銭
の
含
ま
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
以
上
、
好
銭
と
と
も
に
粗
悪
銭
が
渡
来
し
て
い
た
と
す
る

想
定
も
そ
れ
な
り
に
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

当
時
の
日
本
側
史
料
に
記
さ
れ
る
「
京
銭
」・「
さ
か
い
銭
」
な
ど
が
日

本
製
・
中
国
製
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
容
易
に
は
決
着

の
つ
か
な
い
難
題
で
あ
る
。
中
島
論
文
（
三
九
頁
）
や
旧
稿
Ⅰ
（
一
七
六

頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
京
銭
は
「
今き

ん
せ
ん銭

」
と
同
意
で
、
所
謂
「
新
銭
」

を
意
味
す
る
名
称
と
考
え
ら
れ
る

⑻
。
こ
れ
ら
が
史
料
上
で
は
「
日
本
新

鋳
料
足
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
国
内
模
鋳
銭
と
み
る
見
解

が
現
在
優
勢
で
あ
る
。
た
だ
し
、
京
銭
が
新
銭
と
同
義
で
あ
る
の
な
ら
、

日
本
製
の
模
鋳
銭
と
共
に
、
渡
来
系
の
粗
悪
銭
が
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
て

い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
で

は
粗
悪
銭
が
「
新
銭
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
黒
田
二
〇
〇
七
な
ど
）。
ま
た
、

「
さ
か
い
銭
」
は
、
出
土
資
料
な
ど
を
踏
ま
え
て
堺
で
製
造
さ
れ
た
模
鋳

銭
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
別
の
史
料
で
は
「
大
と
う
（
唐
）」
な
る
名

称
で
も
呼
ば
れ
て
お
り
（「
大
内
氏
掟
書
」
一
六
七
条
）、
そ
の
文
字
面
か

ら
す
る
と
中
国
製
と
み
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
（
大
田
一
九
九
八
の
註

三
三
、四
三
～
四
四
頁
）。
ま
し
て
前
述
の
通
り
、
一
五
世
紀
後
半
に
属
す

る
博
多
の
個
別
出
土
銭
の
中
に
は
渡
来
系
粗
悪
銭
の
存
在
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、「
さ
か
い
銭
」
の
出
自
を
断
定
す
る
に
は
ま
だ
決
め
手

に
欠
け
る
状
況
に
あ
る
。

　

一
つ
の
事
物
に
対
し
て
異
な
る
素
性
を
示
す
複
数
の
名
称
が
与
え
ら
れ

る
と
い
う
現
象
は
、「
ト
ウ
ガ
ラ
シ
」・「
サ
ツ
マ
イ
モ
」
な
ど
の
ケ
ー
ス

と
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
え
（
羽
田
二
〇
一
三
）、
史
料
の

記
載
か
ら
そ
の
出
自
を
確
定
す
る
の
に
は
、
い
ま
す
こ
し
慎
重
で
あ
る
べ

き
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
既
述
の
よ
う
に
、
京
銭
・
さ
か
い

銭
が
日
本
製
か
中
国
製
か
と
い
う
点
に
あ
ま
り
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
、

と
も
筆
者
は
考
え
る
。
列
島
各
地
に
お
け
る
悪
銭
流
通
は
、
域
内
の
流
動

性
を
確
保
す
る
た
め
に
発
生
し
た
が
、
各
々
の
地
域
が
置
か
れ
て
い
た
交

易
状
況
・
経
済
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
、
日
本
製
が
主
流
を
占
め
た
り
、

逆
に
渡
来
系
が
優
勢
で
あ
っ
た
り
と
地
域
ご
と
時
期
ご
と
に
多
様
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
史
実
を
確
定
す
る
際
に
史
料
上
の
記
載
が
ど
れ

ぐ
ら
い
の
重
み
を
持
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
の
か
は
、
ま
さ
に
ケ
ー

ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
各
種
の
史
資
料
・
デ
ー
タ
や
状
況
証
拠
な

ど
も
含
め
た
全
体
的
布
置
の
中
で
判
断
す
る
し
か
な
い
。
よ
っ
て
、
幕
府

の
撰
銭
令
で
は
「
日
本
新
鋳
料
足
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
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ら
、
畿
内
で
は
国
内
系
模
鋳
銭
に
比
べ
て
渡
来
系
粗
悪
銭
の
存
在
は
重
要

で
な
か
っ
た
と
か
（
勿
論
そ
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
）、
堺
か
ら
琉
球

へ
渡
航
す
る
者
の
銅
銭
積
載
に
関
し
て
言
及
す
る
史
料
が
存
在
す
る
た

め
⑼

、
当
時
堺
か
ら
琉
球
へ
と
銭
が
流
出
し
て
い
た
（
中
島
論
文
、
三
四

頁
）、
な
ど
と
断
片
的
な
史
料
の
記
述
か
ら
一
義
的
に
結
論
を
導
き
出
す

の
は
危
険
で
あ
る

⑽
。

　

要
す
る
に
、
全
体
状
況
の
理
解
の
如
何
に
よ
っ
て
、
史
料
の
評
価
・
意

味
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
も
変
わ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
悪
銭
を
含
め
た
渡

来
銭
が
日
本
に
大
量
に
流
入
し
た
時
期
で
あ
る
一
六
世
紀
中
葉
の
日
本
側

史
料
に
、
日
本
か
ら
銭
を
持
ち
込
ん
で
い
た
こ
と
窺
わ
せ
る
史
料
な
ど
も

存
在
す
る
が

⑾
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
時
、
大
勢
と
し
て
日
本
か
ら
明
へ

と
銭
が
流
入
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
し
て
、

一
五
世
紀
後
半
に
お
け
る
全
体
状
況
の
理
解
に
は
、
中
島
と
筆
者
の
間
で

小
さ
か
ら
ぬ
相
違
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
個
々
の
史
料
記
述
の
評
価
・

意
味
づ
け
も
自
ず
と
異
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
に
明
か
ら
の
渡
来
銭
流
入
が
少
な
か

ら
ず
み
ら
れ
、
粗
悪
銭
も
一
定
量
渡
来
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
撰
銭
を
惹
起
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
粗
悪

銭
と
し
て
、
国
内
模
鋳
銭
と
共
に
渡
来
粗
悪
銭
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
筆
者
は
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
旧
稿
で
も
渡
来
粗
悪
銭
の
流

入
・
流
通
の
み
を
撰
銭
発
生
の
契
機
と
し
て
重
視
し
た
訳
で
は
決
し
て
な

い
。
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
史
資
料
か
ら
、
渡
来
低
銭
の
流
入
・
流
通
が
列
島

で
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

れ
で
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
（
撰
銭
発
生
の
基
本
構
図
に
対
す
る
筆
者
の

認
識
は
変
わ
ら
な
い
が
）。
け
れ
ど
も
、
現
段
階
で
は
一
五
世
紀
後
半
に

お
け
る
渡
来
銭
流
入
の
途
絶
や
粗
悪
銭
渡
来
の
過
少
さ
を
裏
付
け
る
ほ
ど

の
十
分
な
証
拠
が
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の

が
筆
者
の
認
識
で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　

最
後
に
、
一
六
世
紀
前
半
の
貨
幣
動
向
に
関
す
る
見
通
し
を
若
干
述
べ

て
お
き
た
い
。
さ
き
ほ
ど
一
五
世
紀
後
半
と
は
異
な
り
、
一
六
世
紀
前
半

の
渡
来
銭
流
入
の
減
少
を
推
定
し
て
い
る
と
記
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
前
半
に
は
日
本
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
域
内
と

の
交
易
を
支
え
て
い
た
各
ル
ー
ト
で
「
三
浦
の
乱
」（
一
五
一
〇
年
）、「
寧

波
の
乱
」（
一
五
二
三
年
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
の
東
・
東
南
ア
ジ
ア
進
出

（
一
五
一
〇
年
代
）
と
い
っ
た
出
来
事
が
次
々
と
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
事

象
の
発
生
が
一
六
世
紀
前
半
に
集
中
す
る
背
景
に
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア

域
内
交
易
の
隆
盛
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
一
六

世
紀
初
頭
、
朝
鮮
政
府
が
急
速
に
拡
大
す
る
日
朝
交
易
の
財
政
的
負
担
に

耐
え
き
れ
な
く
な
り
（
日
本
か
ら
の
持
込
品
を
政
府
が
買
取
っ
た
り
し
て

い
た
た
め
）、
日
本
と
の
通
商
制
限
に
乗
り
出
す
こ
と
で
勃
発
し
た
の
が

三
浦
の
乱
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
日
朝
交
易
は
大
幅
に
減
少
し
た
（
荒
木

二
〇
〇
七
）。

　

こ
う
し
た
朝
鮮
半
島
の
動
向
に
加
え
、
日
本
の
対
外
交
易
を
悪
化
さ
せ

た
の
が
、
一
五
二
〇
年
前
後
の
琉
球
に
お
け
る
対
明
交
易
の
衰
退
で
あ

り
、
そ
の
た
め
明
と
日
本
を
結
ん
だ
唐
物
流
入
の
パ
イ
プ
は
縮
小
す
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
一
五
〇
七
年
、
琉
球
は
そ
れ
ま
で
の
二
年
一
貢
か
ら
一
年



－9－

一
貢
へ
の
貢
期
変
更
に
成
功
し
、
往
時
に
は
及
ば
な
い
な
が
ら
も
、
一
時

は
東
南
ア
ジ
ア
交
易
を
さ
か
ん
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
何
か
に
つ

け
て
寛
容
で
あ
っ
た
正
徳
帝
か
ら
対
外
関
係
の
統
制
に
積
極
的
な
嘉
靖
帝

へ
の
代
替
わ
り
に
と
も
な
っ
て
、
一
五
二
二
年
に
再
び
二
年
一
貢
へ
戻
さ

れ
、
こ
れ
以
降
、
琉
球
に
よ
る
対
明
進
貢
貿
易
・
東
南
ア
ジ
ア
交
易
は
と

も
に
衰
退
し
て
い
く

⑿
。
さ
ら
に
、
琉
球
の
交
易
状
況
の
悪
化
を
決
定
的

な
も
の
に
し
た
の
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
中
国
来
航
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ

た
紛
争
を
キ
ッ
カ
ケ
に
、
明
朝
が
対
外
交
易
の
取
締
り
（
制
限
）
を
再
強

化
し
た
こ
と
と
、
一
五
二
〇
年
代
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
と
華
商
が
福
建
・

浙
江
沿
海
部
で
密
貿
易
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る

（
林
一
九
八
七
）。
さ
き
の
二
年
一
貢
と
い
う
琉
球
の
貢
期
変
更
も
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
来
航
に
伴
う
混
乱
の
余
波
と
捉
え
ら
れ
、
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
と
中

国
沿
海
部
の
ダ
イ
レ
ク
ト
な
通
商
（
密
貿
易
）
の
展
開
は
、
琉
球
に
よ
る

中
継
貿
易
の
重
要
性
を
次
第
に
低
下
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に
、
華
商
に
よ

る
中
国
・
琉
球
間
の
密
貿
易
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
に
も
繋
が
り
、
琉
球
の

対
外
交
易
は
こ
の
時
期
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
る
。
加
え

て
、
日
本
側
の
事
情
と
し
て
、「
寧
波
の
乱
」（
こ
の
事
件
は
対
朝
鮮
交
易

の
縮
小
に
よ
る
交
易
利
権
争
い
の
激
化
も
一
因
と
な
っ
て
惹
起
し
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
）
の
た
め
、
遣
明
船
貿
易
も
し
ば
ら
く
は
実
施
困
難
に
陥

る
。
か
く
て
琉
球
と
の
通
交
を
ほ
ぼ
唯
一
の
恒
常
的
な
唐
物
入
手
ル
ー
ト

と
し
て
い
た
日
本
で
は
、
一
五
二
〇
年
代
前
後
に
唐
物
全
般
の
流
入
縮
小

が
発
生
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
向
は
、
琉
球
や
日
本
の
銭
貨
流
通
の
様
相
か
ら
も
示
唆
さ

れ
る
。
一
五
三
〇
年
代
ま
で
に
は
、
琉
球
の
銭
貨
流
通
は
明
か
ら
の
渡
来

銭
で
は
な
く
日
本
か
ら
の
無
文
銭
・
模
鋳
銭
な
ど
の
流
入
に
支
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

⒀
。
中
島
論
文
で
引
用
さ
れ
て

い
る
陳
侃
『
使
琉
球
録
』
の
著
名
な
史
料

⒁
は
（
三
四
頁
）、
一
六
世
紀

前
半
に
お
け
る
琉
球
に
よ
る
対
明
通
商
の
縮
小
お
よ
び
そ
の
日
本
へ
の
経

済
的
従
属
化
と
い
う
歴
史
変
化
を
へ
た
後
の
状
況
を
記
録
し
た
も
の
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
琉
球
へ
の
無
文
銭
供
給

の
有
力
候
補
地
で
あ
る
泉
州
堺
で
は
、
一
六
世
紀
前
半
に
属
す
る
出
土
銭

数
が
一
五
世
紀
後
半
に
比
較
し
て
か
な
り
減
少
し
て
お
り
（
前
掲
表
２
を

参
照
）、
博
多
遺
跡
群
に
お
け
る
出
土
銭
の
四
つ
の
代
表
的
銭
貨
（
元
豊
・

皇
宋
・
祥
符
・
洪
武
各
銭
）
の
時
期
別
出
土
数
も
前
代
（
一
五
世
紀
後
半
）

よ
り
減
少
し
て
い
る
（
櫻
木
二
〇
〇
七
）。
そ
し
て
こ
れ
ま
た
周
知
の
よ

う
に
、
一
五
一
八
年
以
降
（
畿
内
で
は
一
五
一
二
年
以
降
）、
ほ
ぼ
四
半

世
紀
の
間
、
日
本
列
島
で
は
撰
銭
令
の
発
布
自
体
が
確
認
で
き
な
い
こ
と

も
⒂

、
こ
う
し
た
変
化
を
反
映
し
た
も
の
（
＝
撰
銭
現
象
の
沈
静
化
）
と

解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
き
た
も
の
の
、
一
六
世
紀
前

半
に
お
け
る
渡
来
銭
流
入
の
減
少
は
ま
だ
幾
つ
か
の
デ
ー
タ
か
ら
看
取
で

き
る
程
度
の
見
通
し
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
い
つ
頃
よ
り
、
ど
ん
な
様
相

を
呈
し
て
進
行
し
て
い
く
の
か
に
関
し
て
は
、
そ
の
原
因
・
背
景
も
含
め

て
大
ま
か
な
見
通
し
を
持
つ
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
柄
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
一
六
世
紀

前
半
の
日
本
で
は
、
朝
鮮
か
ら
の
高
麗
物
や
琉
球
経
由
で
の
唐
物
の
流
入

縮
小
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
（
ま
た
渡
来
銭
流
入
も
減
少
し
た
だ
ろ

う
）。
そ
し
て
こ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
当
時
の
列
島
経
済
も
、

手
掛
か
り
と
な
る
デ
ー
タ
も
ほ
と
ん
ど
な
く
そ
の
傾
向
を
明
瞭
に
出
来
な

い
恨
み
は
あ
る
が
、
一
五
世
紀
後
半
以
来
の
成
長
局
面
か
ら
停
滞
局
面
へ
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一
時
的
に
転
換
し
て
い
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
市
場
法
発
令

の
動
向
を
参
照
す
る
と
、
一
五
二
〇
年
代
前
後
に
そ
の
発
布
が
ほ
と
ん
ど

確
認
で
き
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
（
佐
々
木
一
九
九
四
、二
四
頁
）、
そ
の
よ

う
な
見
通
し
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
日
本
の
対
東
ア
ジ
ア
交
易
を
め

ぐ
る
環
境
が
極
度
に
悪
化
し
、
こ
れ
が
一
つ
の
有
力
な
契
機
と
な
っ
て
列

島
の
経
済
活
動
が
沈
滞
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
流
動
性
需
要
も
低
下
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
が
撰
銭
現
象
を
沈
静
化
さ
せ
、
さ
ら
に
は
撰
銭
令
が
そ
の

後
し
ば
ら
く
出
さ
れ
な
く
な
る
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

結
局
、
渡
来
銭
の
流
入
が
減
少
し
た
か
ら
撰
銭
が
沈
静
化
し
た
と
か
、

粗
悪
銭
の
渡
来
が
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
悪
銭
の
階
層
化
が
抑
制
さ
れ
た
、

と
い
っ
た
量
的
解
釈
で
は
な
く
、
列
島
に
お
け
る
経
済
活
動
の
沈
滞
に
と

も
な
う
流
動
性
需
要
の
低
下
と
い
う
事
態
が
悪
銭
の
氾
濫
を
抑
制
し
、
ひ

い
て
は
撰
銭
現
象
を
も
緩
和
さ
せ
て
い
っ
た
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、
渡
来
銭
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
以
外
の
各
種
舶
来
品

（
唐
物
・
高
麗
物
な
ど
）
の
流
入
縮
小
で
あ
り
、
後
世
の
事
例

（
一
五
六
〇
・
七
〇
年
代
に
お
け
る
渡
来
銭
の
途
絶
）
か
ら
判
断
す
る
と
、

お
そ
ら
く
渡
来
銭
流
入
の
減
少
自
体
が
列
島
経
済
に
与
え
た
負
の
影
響
は

そ
れ
程
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
期

の
貨
幣
動
向
を
理
解
す
る
に
は
、
渡
来
銭
流
入
の
増
減
と
い
う
「
量
」
で

は
な
く
、
や
は
り
需
要
の
あ
り
方
こ
そ
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
も
し
流
動
性
需
要
が
高
い
ま
ま
、
渡
来
銭
流
入
の
減
少
だ
け
が

発
生
し
た
の
な
ら
ば
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
の
日
本
の
よ
う
に
経
済
活
動

は
沈
滞
せ
ず
、
ま
た
国
内
模
鋳
銭
の
氾
濫
が
も
っ
と
激
化
し
、
撰
銭
も
沈

静
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
中
島
論
文
で
は
、
幕
府
の
撰
銭
令
が
一
五
一
二
～
四
二
年
の
間

に
新
規
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
と
し
て
、
畿
内
に
お
け
る
銭
貨
流
通
の

安
定
化
を
想
定
し
（
三
九
頁
）、
そ
う
な
っ
た
理
由
を
、
当
時
に
お
け
る

精
銭
と
悪
銭
の
交
換
比
率
の
安
定
（
悪
銭
の
階
層
化
が
一
定
の
範
囲
内
で

抑
制
さ
れ
て
い
る
状
態
）
に
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
四
二

頁
）⒃
。
だ
が
、
一
四
六
〇
年
代
頃
か
ら
公
的
通
交
を
通
じ
た
渡
来
銭
流

入
が
途
絶
し
、
精
銭
の
稀
少
化
と
悪
銭
の
増
加
が
進
行
し
た
と
中
島
が
想

定
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
、
な
ぜ
一
五
一
〇
・
二
〇
年
代
頃
に
な
る
と

精
銭
と
悪
銭
の
交
換
比
率
の
安
定
状
態
が
達
成
さ
れ
る
（
＝
撰
銭
現
象
の

沈
静
化
）
の
か
は
、
も
っ
と
明
確
な
説
明
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
説
得
力

が
な
い
。
も
し
一
五
世
紀
後
半
以
降
の
混
乱
が
次
第
に
収
束
に
向
か
い
、

や
が
て
一
定
の
安
定
状
態
に
達
す
る
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
筆
者
に
は
そ
う
な
る
理
路
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
普
通
に
考
え
れ

ば
、
追
加
供
給
の
な
く
な
っ
た
精
銭
は
次
第
に
減
少
し
て
そ
の
市
場
価
値

を
上
昇
さ
せ
る
と
と
も
に
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
流
通
界
か
ら
引
き
上
げ

ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
り
、
ま
た
そ
の
消
耗
・
磨
滅
化
も
進
む
た
め
、
精
銭

は
む
し
ろ
益
々
稀
少
化
し
、
他
方
で
不
足
す
る
精
銭
を
補
填
す
る
た
め
粗

悪
銭
〈
＝
国
内
模
鋳
銭
〉
が
益
々
増
加
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

の
ち
の
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
精
銭
と
悪
銭
の
交
換
比
率
の
安
定
が

達
成
さ
れ
る
の
は
よ
り
困
難
に
な
る
、
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ

る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
五
一
〇
・
二
〇
年
代
頃
に
な
っ
て
悪
銭
の
階
層

化
が
一
定
の
範
囲
内
に
収
ま
る
と
い
う
事
態
は
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る

の
か
。
一
六
世
紀
前
半
の
貨
幣
動
向
に
関
す
る
中
島
の
議
論
は
、
い
ま
ひ

と
つ
釈
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
の
後
の
一
六
世
紀
中
葉
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
Ⅰ
で
概
略

的
に
論
じ
た
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
六
世
紀
中
葉
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に
お
け
る
日
本
銀
の
登
場
に
よ
り
、
日
・
明
双
方
の
商
人
が
東
シ
ナ
海
を

渡
っ
て
頻
繁
に
往
来
し
、
後
期
倭
寇
の
跳
梁
を
引
き
起
こ
す
と
同
時
に
、

明
と
の
直
接
的
通
交
が
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
物
と
日
本
銀
と
の

大
規
模
な
交
換
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
日
明
交
易
の

活
況
を
う
け
、
以
降
、
列
島
経
済
は
飛
躍
的
な
経
済
成
長
を
遂
げ

（
一
五
五
〇
年
代
以
降
の
市
場
法
発
布
の
頻
繁
化
）、
ま
た
急
速
に
拡
大
し

た
商
品
市
場
が
「
な
ん
き
ん
」
と
呼
ば
れ
る
漳
州
製
の
私
鋳
粗
悪
銭
を
な

ど
大
量
に
飲
み
込
ん
で
い
っ
た
結
果
、
列
島
の
銭
貨
流
通
は
再
び
激
し
く

動
揺
し
て
い
く
（
撰
銭
令
発
布
の
再
増
加
）、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る

（
一
八
〇
～
八
一
頁
）。
こ
こ
で
も
鍵
と
な
る
の
は
日
明
直
接
交
易
の
拡
大

に
伴
う
列
島
の
流
動
性
需
要
の
高
ま
り
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
精
粗
雑
多

な
渡
来
銭
に
対
す
る
需
要
を
列
島
に
喚
起
し
、
流
通
銭
の
階
層
化
を
加
速

し
て
い
く
と
と
も
に
、
撰
銭
を
再
び
激
化
さ
せ
て
い
っ
た
基
底
要
因
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
六
世
紀
中
葉
に
お
け
る
雑
多
な
渡
来

銭
の
大
量
流
入
が
列
島
に
お
け
る
銭
遣
い
の
安
定
的
展
開
に
寄
与
す
る
は

ず
は
な
い
が
（
中
島
論
文
、
五
〇
頁
）、
筆
者
も
ま
た
銭
遣
い
の
安
定
な

ど
を
想
定
し
て
は
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
島
が
注
目
し
て
い
た
、
一
五
世
紀
後
半
～
一
六
世
紀
前

半
（
一
五
三
〇
年
代
）
に
土
地
売
券
（
不
動
産
売
買
契
約
書
）
で
の
銭
遣

い
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
事
象

⒄
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う

点
に
関
し
て
、
筆
者
の
見
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
六
世
紀
初
頭

（
一
五
一
〇
年
代
前
後
）
ま
で
銭
遣
い
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
当
該
期
に

も
ま
と
ま
っ
た
量
の
渡
来
銭
流
入
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し

こ
の
時
期
に
渡
来
銭
の
供
給
が
本
当
に
途
絶
・
急
減
し
て
い
た
の
な
ら
、

一
四
世
紀
後
半
（
や
一
六
世
紀
後
半
）
の
途
絶
期
の
よ
う
に
、
銭
遣
い
の

後
退
・
縮
小
が
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
銅
銭
の
「
非
還
流
性
」
と
い
う
黒

田
明
伸
説
に
対
し
て
懐
疑
的
な
中
島
は
こ
う
し
た
見
立
て
を
支
持
し
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
一
五
世
紀
後
半
の
日
本
の
貨
幣
動
向
な
ど
を
踏
ま
え

る
な
ら
、
や
は
り
黒
田
説
は
依
然
と
し
て
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る

⒅
。

　

た
だ
し
、
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
の
売
券
に
お
い
て
、
一
五
三
〇

年
代
ま
で
銭
建
取
引
が
卓
越
し
て
い
た
の
は
、
一
六
世
紀
前
半
に
は
渡
来

銭
の
流
入
量
・
流
通
量
と
も
に
か
な
り
減
少
し
た
と
筆
者
も
考
え
て
い
る

た
め
、
も
ち
ろ
ん
銅
銭
流
通
量
の
増
加
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
快
に
答
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
筆
者
は
当
時
の
状
況

を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
当
該
現
象
は
、
一
つ
に
は
減
少
の
仕

方
が
一
五
世
紀
後
半
や
一
六
世
紀
後
半
ほ
ど
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の

で
な
か
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
中
島
論
文
も
指
摘
す
る
通
り
（
四
一

頁
）、
こ
の
時
期
の
土
地
売
券
に
は
銭
建
で
の
売
価
表
示
と
実
際
の
支
払

物
と
は
異
な
る
も
の
が
存
在
（
＝
銭
遣
い
が
縮
小
）
し
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
渡
来
銭
流
入
の
途
絶 

→ 

銭
建
土
地
売
券
の

激
減
と
い
う
極
端
な
事
象
が
顕
在
化
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推

測
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
畿
内
中
央
の
隣
接
地
域
（
近
江
・
摂
津
・
丹
波
・
播
磨
）

よ
り
も
そ
の
周
辺
地
域
（
河
内
・
和
泉
・
紀
伊
な
ど
や
中
国
・
中
部
・
北

陸
地
方
）
で
銭
建
売
券
の
比
率
が
高
い
理
由
は
、
論
証
抜
き
で
は
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
畿

内
中
央
か
ら
離
れ
た
周
辺
地
域
で
は
年
貢
・
公
事
な
ど
の
代
銭
納
へ
の
需

要
も
高
く
、
総
じ
て
貢
租
の
支
払
手
段
や
隔
地
間
決
済
手
段
に
使
用
す
る

基
準
通
貨
と
し
て
の
、
銭
の
効
用
に
依
存
す
る
度
合
い
が
高
か
っ
た
た
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め
、
そ
の
地
位
が
よ
り
安
定
的
（
＝
銭
貨
が
地
域
の
諸
経
済
活
動
に
深
く

組
み
込
ま
れ
て
い
る
状
態
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
央
に
距
離

的
に
近
い
た
め
、
各
種
貢
租
の
米
納
な
ど
も
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
畿

内
中
央
の
隣
接
地
域
で
は
（
浦
長
瀬
二
〇
〇
一
、一
四
四
・
一
五
七
頁
）、

銭
へ
の
依
存
は
相
対
的
に
低
く
、
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
銭
建
か
ら
米
建

へ
と
比
較
的
容
易
に
転
換
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
銭
の
活
用
が
各
種
経
済
活
動
の
円
滑
な
遂
行
に
不

可
欠
と
な
っ
て
い
た
地
域
は
、
渡
来
銭
の
流
入
・
流
通
が
か
な
り
減
少
し

て
も
、
や
す
や
す
と
は
銭
建
取
引
・
基
準
通
貨
と
し
て
の
銭
の
使
用
を
放

棄
せ
ず
、
逆
に
近
江
・
摂
津
・
丹
波
・
播
磨
な
ど
の
地
域
は
、
米
の
貨
幣

的
活
用
を
柔
軟
に
行
え
た
た
め
、
銭
建
取
引
が
卓
越
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
畿
内
で
も
山
城
（
京
都
）・
大
和
（
奈
良
）
と
い
っ
た
荘
園

領
主
の
居
住
す
る
中
央
部
や
都
市
的
（
商
業
的
）
要
素
の
顕
著
な
場
所
で

は
、
商
取
引
や
都
市
的
消
費
生
活
の
維
持
の
た
め
、
銭
の
効
用
に
対
す
る

需
要
が
非
常
に
高
く
、
か
つ
豊
富
な
銭
ス
ト
ッ
ク
に
も
支
え
ら
れ
、
銭
建

取
引
は
根
強
く
選
好
さ
れ
つ
づ
け
た
と
推
察
さ
れ
る
（
こ
れ
ら
都
市
部
の

近
郊
も
そ
の
影
響
圏
に
入
っ
て
い
た
だ
ろ
う
）。
ま
た
、
銭
建
・
米
建
の

売
券
が
拮
抗
し
て
い
た
近
江
北
東
部
で
あ
っ
て
も
、
山
地
で
田
地
も
乏
し

く
、
米
な
ど
の
必
需
品
を
他
地
域
か
ら
購
入
す
る
な
ど
、
商
品
流
通
へ
の

依
存
度
が
高
か
っ
た
菅
浦
で
は
、
近
隣
の
他
地
域
と
は
異
な
っ
て
、
銭
建

取
引
が
一
五
六
〇
年
代
ま
で
卓
越
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
も
、
前
記
の
仮

説
は
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

銭
へ
の
依
存
性
に
基
づ
い
て
畿
内
各
地
を
区
分
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
非

常
に
高
い
京
都
な
ど
の
中
央
部
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
周
り
に
銭
・
米
を
柔

軟
に
活
用
し
た
中
央
部
隣
接
地
域
（
摂
津
・
近
江
な
ど
）
が
存
在
し
、
さ

ら
に
こ
の
隣
接
地
域
よ
り
も
依
存
度
の
高
い
周
辺
地
域
（
河
内
・
和
泉
を

含
む
）
が
位
置
す
る
、
と
い
っ
た
三
層
構
造
を
形
成
し
て
い
た
よ
う
に
み

え
る
。
よ
っ
て
、
中
島
の
主
張
す
る
よ
う
な
、
米
の
商
品
化
水
準
の
高
低

と
米
建
取
引
の
多
寡
に
は
直
接
的
な
相
関
性
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
え

る
。
も
し
両
者
の
間
に
高
い
相
関
性
が
あ
る
な
ら
、
米
の
商
品
化
が
最
も

進
ん
で
い
た
山
城
や
大
和
、
ま
た
菅
浦
の
よ
う
な
場
所
で
こ
そ
、
米
建
取

引
が
盛
ん
に
な
る
は
ず
だ
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
結
局
、
個
々
の

地
域
が
諸
経
済
活
動
を
営
む
上
で
、
ど
れ
く
ら
い
銭
の
存
在
に
依
存
し
て

い
る
か
の
違
い
が
、
土
地
売
券
で
の
銭
建
取
引
の
多
寡
に
影
響
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
畿
内
の
土
地
売

券
に
記
さ
れ
る
支
払
手
段
の
統
計
は
、
渡
来
銭
流
入
・
流
通
量
の
増
減
を

ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
す
る
デ
ー
タ
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
筆
者
の
か
つ
て
の
議
論
に
つ
い
て
も
行
論
の
都
合
上
あ
え
て
再

述
し
つ
つ
、
現
時
点
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
範
囲
で
、
中
島
の
批
判
に
対

す
る
筆
者
の
応
答
を
記
し
て
き
た
。
冗
長
・
雑
駁
な
文
章
に
な
っ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
中
島
論
文
に
対
す
る
誤
読
・
曲
解
等
の
あ
る
こ
と
を
危
惧
す

る
が
、
ひ
と
ま
ず
率
直
な
考
え
を
書
き
連
ね
た
つ
も
り
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
旧
稿
や
本
稿
で
述
べ
て
き
た
見
解
は
、
管
見
の
範
囲
で
把
握

し
て
い
る
史
料
・
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
仮
説
で
あ
り
、
所
詮
は
暫
定
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
一
五
世
紀
後
半
以
降
の
粗
悪
銭
の
素
性
や

渡
来
銭
の
流
入
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
考
古
学
を
は
じ
め
と
す
る
他
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の
学
問
分
野
に
お
け
る
研
究
の
進
展
に
待
つ
と
こ
ろ
も
多
く
、
そ
の
結
果

如
何
に
よ
っ
て
は
筆
者
の
見
解
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
出
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
一
五
世
紀
後
半
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
共
時
的
経
済

成
長
と
そ
れ
に
伴
う
流
動
性
需
要
の
高
ま
り
な
ど
を
背
景
に
し
た
撰
銭
の

発
生
と
い
う
見
解
は
、
渡
来
銭
流
入
状
況
や
粗
悪
銭
の
素
性
の
如
何
に
関

わ
ら
ず
、
な
に
が
し
か
の
問
題
提
起
に
は
な
ろ
う
と
判
断
し
、
旧
稿
を
発

表
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
註

　

⑴　

中
島
二
〇
一
二
。
本
稿
で
は
、
以
下
「
中
島
論
文
」
と
記
す
。
な

お
、
な
お
、
本
稿
の
論
述
は
、
中
島
論
文
の
議
論
を
前
提
に
し
て
進

め
る
た
め
、
こ
の
論
文
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　

⑵　

大
田
二
〇
一
〇
な
ら
び
に
大
田
二
〇
一
一
。
以
下
、
前
者
を
「
旧

稿
Ⅰ
」、
後
者
を
「
旧
稿
Ⅱ
」
と
記
し
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
「
旧
稿
」

と
呼
ぶ
。

　

⑶　
「
撰
銭
」
と
は
、
個
々
の
流
通
銭
を
弁
別
し
て
、
あ
る
銭
に
つ
い

て
は
そ
の
授
受
を
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
各
種
の
流
通
銭
の
間
に

通
用
価
値
の
格
差
を
設
け
た
り
す
る
行
為
で
あ
る
。
撰
銭
発
生
の
直

接
的
契
機
は
、
一
五
世
紀
後
半
頃
（
中
国
は
一
四
六
〇
年
代
頃
、
日

本
は
一
四
八
〇
年
代
頃
）
か
ら
、
良
質
の
銅
銭
（
中
国
で
は
「
好
銭
」

と
呼
ば
れ
、
日
本
で
は
「
精
銭
」
と
称
さ
れ
た
）
と
と
も
に
、
粗
悪

銭
（
悪
銭
）
が
盛
ん
に
出
回
り
、
善
悪
あ
い
混
ざ
っ
て
様
々
な
種
類

の
銭
貨
が
市
場
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。「
撰
銭
」

は
日
本
で
の
呼
称
で
あ
り
、
明
の
史
料
で
は
「
揀
銭
」
な
ど
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
「
撰
銭
」
の
呼
称
で
統
一
す
る
。
な
お
、
撰

銭
現
象
に
関
す
る
過
去
の
議
論
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
桜
井

二
〇
〇
七
な
ど
を
参
照
。

　

⑷　

中
島
論
文
、
三
二
～
三
三
頁
。
な
お
、
中
島
は
、
密
貿
易
・
民
間

貿
易
に
よ
る
銭
貨
流
通
を
ほ
と
ん
ど
評
価
せ
ず
、
公
的
通
交
に
伴
う

銅
銭
流
入
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
途
絶
な
い
し
急
減
」
と

は
単
な
る
減
少
・
縮
小
で
は
な
く
、
相
当
な
激
減
を
想
定
し
て
い
る

も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

⑸　

そ
の
際
、
渡
来
銭
流
入
の
あ
り
方
は
、
好
銭
の
減
少
と
粗
悪
銭
の

増
加
と
い
う
事
態
を
想
定
し
て
い
る
。

　

⑹　

中
島
論
文
の
註
三
五
で
述
べ
る
尋
尊
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
永

正
二
年(

一
五
〇
五)

五
月
四
日
の
条
の
史
料
解
釈
に
は
疑
問
を
感

じ
る
。
ま
ず
原
文
を
以
下
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

於
唐
土
銀
代
事
。
北
都
王
城
（
北
京
）
ニ
テ
十
文
目
ヲ
一
貫
ニ

取
之
、
於
南
都
（
南
京
）
二
貫
ニ
ウ
ル
、
於
明
州
（
寧
波
）
三

貫
ニ
ウ
ル
也
。
此
三
貫
ニ
テ
糸
ヲ
取
テ
、
於
日
本
取
之
ニ
、
理

（
＝
利
）
在
之
。
仮
令
一
貫
物
ニ
十
文
目
替
之
事
也
、
料
足
ハ

不
用
之
。

　
　
　

中
島
は
、
こ
の
引
用
史
料
を
「
北
京
に
お
い
て
銀
一
両
で
銅
銭
千

文
の
価
値
の
商
品
を
仕
入
れ
、
そ
れ
を
帰
途
に
南
京
で
二
千
文
分
、

寧
波
で
三
千
文
分
の
価
値
で
売
り
、
そ
の
利
益
で
生
糸
を
仕
入
れ
て

輸
入
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
」、「
銅
銭
自
体
の
比
価
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
す
る
（
五
六
頁
）。
し
か
し
、
当
該
史

料
は
、
北
京
に
お
い
て
銭
一
貫
で
銀
一
両
（
＝
十
文
目
・
十
匁
）
を

買
い
、
そ
の
銀
を
南
京
で
売
る
と
銭
二
貫
を
、
寧
波
で
は
銭
三
貫
を
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入
手
で
き
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
や
は
り
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

史
料
に
み
え
る
「
十
文
目
ヲ
一
貫
ニ
取
之
」
の
記
述
は
、
銀
一
両
を

銭
一
貫
で
入
手
、
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
「
一
貫
ニ

取
之
」
の
「
ニ
」
は
「
に
て
」、「
取
」
は
「
入
手
す
る
（
＝
買
う
）」

の
意
で
、
後
文
の
「
此
三
貫
ニ
テ
糸
ヲ
取
テ
（
こ
の
銭
三
貫
で
生
糸

を
入
手
し
て
）」
と
同
類
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、「
於
唐
土
銀
代
事
」

と
い
う
見
出
し
の
表
現
か
ら
判
断
し
て
も
、
以
後
の
文
章
が
中
国
各

地
（「
唐
土
」）
に
お
け
る
銀
の
銭
建
売
却
価
格
（「
銀
代
」）
を
記
し

て
い
る
と
見
做
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
史
料
は
一
般
に
解
釈
さ

れ
て
い
る
通
り
、
中
国
各
地
の
銀
銭
比
価
を
記
し
た
も
の
と
い
え

る
。
末
尾
の
「
仮
令
（
た
と
え
ば
）」
以
下
の
文
章
は
、
も
し
（
北

京
に
お
い
て
）
銭
一
貫
相
当
の
商
品
で
銀
一
両
と
交
換
し
た
場
合
、

お
金
（
銭
＝
「
料
足
」）
は
全
く
使
わ
な
い
で
す
む
、
と
い
う
意
味

の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
（
こ
の
場
合
で
も
北
京
で
購

入
す
る
の
は
銀
で
あ
り
、
そ
の
売
却
で
は
な
い
）。
よ
っ
て
、「
料
足

ハ
不
用
之
」
の
文
言
も
「
仮
令
」
以
下
の
文
章
の
み
に
係
り
、
前
段

の
文
章
す
べ
て
を
含
む
と
は
考
え
な
い
方
が
よ
い
。

　
　
　

こ
れ
に
加
え
、
尋
尊
が
後
日
あ
ら
た
め
て
西
忍
の
談
話
を
筆
録
し

た
も
の
と
い
わ
れ
る
『
唐
船
日
記
』
の
同
内
容
を
記
す
箇
所
に
は
、

「
唐
土
ニ
テ
銀
ノ
ウ
リ
カ
ヒ

0

0

0

0

ノ
事
」
と
い
う
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て

お
り
（
村
井
・
須
田
二
〇
一
〇
、二
五
九
頁
）、
こ
の
記
事
が
中
国
に

お
け
る
銀
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
中
島
の
解
釈
で
は
、
本
史
料
に
は
銀
の
売
却
し
か
言
及
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
り
（
＝
銀
を
買
う
過
程
が
欠
落
す
る
）、「
銀

ノ
ウ
リ
カ
ヒ
」
と
い
う
見
出
し
と
齟
齬
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

当
該
史
料
は
、
銀
一
両
あ
た
り
の
売
却
で
得
ら
れ
る
中
国
各
地
の
銭

額
を
記
し
、「
中
国
内
に
お
け
る
銭
と
銀
の
転
売
な
ど
と
い
っ
た
地

域
間
の
価
格
差
を
利
用
し
た
営
利
活
動
」
の
存
在
を
示
唆
す
る
貴
重

な
記
録
と
い
え
る
。

　

⑺　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
お
け
る
櫻
木
晋
一
の
教
示
。

　

⑻　

同
様
の
指
摘
は
、
滝
沢
一
九
九
六
に
も
み
ら
れ
る
（
九
九
頁
）。

　

⑼　
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
十
六　

島
津
家
文
書
之
一
』
二
七
九

号
文
書
。

　

⑽　

た
だ
し
、
中
島
も
こ
の
史
料
の
み
を
根
拠
に
一
連
の
議
論
を
展
開

し
て
い
る
訳
で
は
毛
頭
な
い
。

　

⑾　

大
内
氏
『
渡
唐
船
法
度
条
々
』（「
南
海
通
紀
」
巻
二
〇
〈『
改
定

史
籍
集
覧
』
第
七
册
、
所
収
〉）
に
お
け
る
天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）

の
「
銅
銭
至
大
唐
不
可
隨
身
事
」
と
い
う
条
文
。

　

⑿　

瀬
戸
二
〇
〇
九
や
岡
本
二
〇
一
〇
が
明
ら
か
に
し
た
諸
事
実
は
、

そ
の
よ
う
な
趨
勢
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

⒀　

も
っ
と
も
、
琉
球
に
お
け
る
明
の
渡
来
銭
か
ら
日
本
の
無
文
銭
・

模
鋳
銭
へ
の
転
換
が
具
体
的
に
い
つ
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
知
る

こ
と
は
、
現
状
で
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
す
る
ほ
か
な
い
が
、
こ
の
事
象
も
や
は
り
一
五
二
〇
年
前
後
の

琉
球
に
よ
る
対
明
交
易
の
衰
退
に
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
。

　

⒁　

陳
侃
『
使
琉
球
録
』
羣
書
質
異
（
嘉
靖
一
三
年
〈
一
五
三
四
〉
頃
）

通
国
貿
易
、
惟
用
日
本
所
鋳
銅
銭
。
薄
小
無
文
、
毎
十
折
一
、

毎
貫
折
百
、
殆
如
宋
季
之
鵝
眼
綖
貫
銭
也
。

　

⒂　

日
本
銀
行
調
査
局
一
九
七
二
、二
八
〇
頁
に
は
、
室
町
幕
府
・
諸
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大
名
に
よ
る
撰
銭
令
の
発
布
年
次
が
簡
明
な
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。

　

⒃　

た
だ
し
、
正
確
に
い
え
ば
、
中
島
論
文
は
そ
の
理
由
を
明
言
し
て

い
な
い
の
で
、
本
文
の
理
由
説
明
は
筆
者
の
推
量
に
よ
っ
て
補
い
記

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

⒄　

中
島
の
議
論
は
、
浦
長
瀬
二
〇
〇
一
（
第
四
章
「
一
六
世
紀
～

一
七
世
紀
初
期
西
日
本
各
地
に
お
け
る
取
引
手
段
の
変
化
」）
の
統

計
に
基
づ
い
て
い
る
。
以
下
、
同
書
第
二
章
（
京
都
）・
第
三
章
（
近

江
菅
浦
）
の
統
計
デ
ー
タ
な
ど
も
加
味
し
、
本
稿
で
は
議
論
を
進
め

る
。
な
お
、
浦
長
瀬
二
〇
〇
一
、
第
二
章
～
第
四
章
の
統
計
に
も
と

づ
き
、
一
四
五
〇
年
代
～
一
五
三
〇
年
代
の
西
日
本
各
地
の
土
地
売

券
に
お
け
る
代
価
の
貨
幣
表
示
を
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な

る
（
中
島
論
文
の
表
記
に
倣
い
、
銭
建
件
数
／
米
建
件
数
で
記
す
）。

　
　
　

京
都
（
一
六
四
／
〇
）、
大
和
（
六
六
／
三
）、
丹
波
（
八
二
／

二
四
）、
近
江
北
東
部
（
六
四
／
六
一
）、
近
江
菅
浦
（
六
六
／
二
）、

近
江
南
東
部
（
五
四
／
二
〇
）、
摂
津
（
五
〇
／
三
一
）、
播
磨
（
九

／
九
）、
河
内
（
二
四
／
四
）、
和
泉
（
三
一
四
／
三
）、
紀
伊
北
中

部
（
七
三
／
一
）、
紀
伊
那
智
（
五
一
五
／
二
）、
伊
勢
（
二
四
四
／

〇
）、
若
狭
（
六
二
／
三
）、
越
前
（
一
〇
一
／
二
）、
美
濃
（
六
七

／
〇
）。

　

⒅　

銅
銭
の
「
非
還
流
性
」
と
は
、
銅
銭
は
一
旦
各
地
域
に
投
下
さ
れ

る
と
そ
の
ま
ま
域
内
に
滞
留
し
、
ま
た
そ
の
回
収
に
非
常
な
コ
ス
ト

が
か
か
る
た
め
、
市
場
に
は
再
登
場
し
に
く
い
と
い
う
性
質
の
こ
と

で
あ
る
。
黒
田
に
よ
れ
ば
、
銅
銭
の
流
通
を
維
持
す
る
に
は
、
絶
え

ず
そ
の
市
場
の
取
引
規
模
に
見
合
っ
た
量
の
追
加
供
給
が
必
要
で

あ
っ
た
。
黒
田
一
九
九
四
、二
八
頁
以
降
な
ら
び
に
黒
田
二
〇
一
四
、

序
章
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
　【
参
考
文
献
】

荒
木
和
憲
二
〇
〇
七　
『
中
世
対
馬
宗
氏
領
国
と
朝
鮮
』
山
川
出
版
社

浦
長
瀬
隆
二
〇
〇
一　
『
中
近
世
日
本
貨
幣
流
通
史
』
勁
草
書
房

大
田
由
紀
夫
一
九
九
七　
「
一
五･

一
六
世
紀
中
国
に
お
け
る
銭
貨
流
通
」

『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
一

─
─
─
一
九
九
八　
「
一
五･

一
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
銭
貨
流
通
」

『
鹿
児
島
大
学
人
文
学
科
論
集
』
四
八

─
─
─
二
〇
〇
八　
「
一
四
・
一
五
世
紀
の
渡
来
銭
流
入
」『
歴
史
の
理
論

と
教
育
』
一
二
八

─
─
─
二
〇
一
〇　
「
渡
来
銭
と
中
世
の
経
済
」
荒
野
泰
典
ほ
か
編
『
日

本
の
対
外
関
係 

四
』
吉
川
弘
文
館
、
所
収

─
─
─
二
〇
一
一　
「
一
五
～
一
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
経
済
と
貨
幣
流
通
」

『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
七
九

大
庭
康
時
二
〇
一
一　
「
中
世
後
半
の
出
土
銭
貨
を
中
心
と
し
た
博
多
遺

跡
群
の
考
古
学
的
成
果
」『
博
多
研
究
会
誌
二
〇
周

年
記
念
特
別
号
』
博
多
研
究
会

岡
本
弘
道
二
〇
一
〇　
『
琉
球
王
国
海
上
交
渉
史
研
究
』
榕
樹
書
林

小
畑
弘
己
・
西
山
絵
里
子
二
〇
〇
七　
「
中
世
博
多
に
お
け
る
出
土
銭
貨

と
流
通
」『
市
史
研
究
ふ
く
お
か
』
二

小
葉
田
淳
一
九
六
九　
『
改
訂
増
補　

日
本
貨
幣
流
通
史
』
刀
江
書
院

黒
田
明
伸
一
九
九
四　
『
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
』
名
古
屋
大
学
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出
版
会

─
─
─
二
〇
〇
七　
「
東
ア
ジ
ア
貨
幣
史
の
中
の
中
世
後
期
日
本
」
鈴
木

公
雄
編
『
貨
幣
の
地
域
史
』
岩
波
書
店
、
所
収

─
─
─
二
〇
一
四　
『
増
補
版 

貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
世
界
史
』
岩
波
書
店

桜
井
英
治
二
〇
〇
七　
「
銭
貨
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
鈴
木
公
雄
編
『
貨
幣

の
地
域
史
』
岩
波
書
店
、
所
収

櫻
木
晋
一
二
〇
〇
七　
「
出
土
銭
貨
か
ら
み
た
中
世
貨
幣
流
通
」
鈴
木
公

雄
編
『
貨
幣
の
地
域
史
』
岩
波
書
店
、
所
収

─
─
─
二
〇
〇
九　
『
貨
幣
考
古
学
序
説
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

佐
々
木
銀
弥
一
九
九
四　
「
中
世
市
場
法
の
変
遷
と
特
質
」『
日
本
中
世
の

都
市
と
法
』
吉
川
弘
文
館
、
所
収

嶋
谷
和
彦
二
〇
〇
六　
「
中
世
都
市
・
堺
に
お
け
る
銭
貨
の
出
土
状
況
」

『
歴
史
空
間
に
お
け
る
銭
貨
の
出
土
状
況
』
第
一
三

回
出
土
銭
貨
研
究
会
大
会
報
告
要
旨
、
所
収

瀬
戸
哲
也
二
〇
〇
九　
「
琉
球
か
ら
見
る
中
世
後
期
の
流
通
」『
中
世
後
期

の
流
通
を
考
え
る 

資
料
集
』
広
島
県
立
歴
史
博
物

館
ほ
か
、
所
収

滝
沢
武
雄
一
九
九
六　
『
日
本
の
貨
幣
の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館

日
本
銀
行
調
査
局
一
九
七
二　
『
図
録　

日
本
の
貨
幣 

一
』
東
洋
経
済
新

報
社

中
島
楽
章
二
〇
一
二　
「
撰
銭
の
世
紀
─
一
四
六
〇
～
一
五
六
〇
年
代
の

東
ア
ジ
ア
銭
貨
流
通
─
」『
史
学
研
究
』
二
七
七
号

羽
田　

正
二
〇
一
三　
「
プ
ロ
ロ
ー
グ 

海
か
ら
見
た
歴
史
へ
の
い
ざ
な

い
」『
東
ア
ジ
ア
海
域
に
漕
ぎ
だ
す
１ 

海
か
ら
見
た

歴
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
所
収

村
井
章
介
一
九
九
三　
『
中
世
倭
人
伝
』
岩
波
書
店

村
井
章
介
・
須
田
牧
子
二
〇
一
〇　
『
笑
雲
入
明
記
』〈
東
洋
文
庫

七
九
八
〉、
平
凡
社

林　

仁
川
一
九
八
七　
『
明
末
清
初
私
人
海
上
貿
易
』
華
東
師
範
大
学
出

版
社


