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支

那

貨

幣

小

史

.

穂

積

文

雄

｢
史
記
｣
を
ひ
も
と
け
ば
'
｢
農
工
商
交
易
の
路
通
じ
､
塩
見
余
韻
刀
布
の
幣

興
る
'
従
っ
て
釆
た
る
所
久
遠
な
-
､
高
辛
氏
よ
-

前
伸
し
､
得
て
記
す
る
な
し
｣
と
あ
る
を
見
る
O
そ
の
農
工
商
交
易
の
描
通
じ
て
貨
幣
が
興
る
と
い
･.eJ､
そ
の
従
っ
て
衆
た
る
所
久

重
こ

ノ
こ
与
り
記
㌻
う
な

ノ･l
.

ハ
｢
る
ま
'
変
っ
た
く
そ
の
と
偲
-
で
あ
ら
う
G
け
だ
し
.

皆

幣
は
自

給
白
月

に群

が
か
盛
れ
て
百

己
生
産
が
分
韻
生
産
に
席
を
誠

-
'
生
産
と
拍
費
が
異
る
主
情
に
分
節
す
る
結
果
生
ず
る
交
易
の
媒
介
者
と
し
て
必
然
に
賛
場
す
る
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だ
が
t

L
か
L
t

官
幣
の
起
原
を

｢
高
辛
氏
よ
-
前
句
し
｣
と
す
る
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
O

高
辛
氏
と
い
へ
ぼ
､
｢史

記
｣
車

両
本
紀
に
よ
れ
ば
'
貰
帝
の
曾
孫
に
あ
た
る
帝
僧撃
向
辛
の
こ
と
に
な
る
が
.
そ

の昔
障

す

で
に
は
や
農
工
商
交

易
の
路
が
通

じ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
O
も
つ
と
も

｢
易
｣
を
見
る
と
'
そ
の
繋
都
債
に
は
'｢
包
楼
氏
施

し
て
碑
農
民
作
-
'
･
･

･

日
中

市

を
な
し
‥
天
下
の
民
を
致
し
､
天
下
の
賃
を
崇
め
二

父
易
し
て
退
き
'
各
々
そ
の
所
を
得
｣
と
あ
る
.
し
か
る
に
紳
豊
氏
は
黄
帝
よ

支
那
貨
幣
小
史

第

三
奄

二
五
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第
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耽
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一



支
那
貨
幣
小
史

第
三
番

二
五
二

第
≡
哉

五
二

-
さ
ら
に
古
い
時
代
に
屠
す
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
さ
う
す
れ
ば
.
盲

辛
民
よ
り
蹄
久

し
き
よ

且
父
易
の
行

は
れ
た
る
は
箇
然
と
い

ふ
こ
と
に
な
ら
ぬ
ぼ
な
る
ま
い
｡
し
か
し
'
鞘
農
民
は

｢
史
記
｣
の
撰
者
司
馬
遷
が
す
で
に
こ
れ
を
記
せ
ず
'
筆
を
黄
帝
に
起
す
を

以
て
見
れ
ば
､
柵
農
民
の
こ
と
を
ど
こ
ま
で
信
じ
て
よ
い
か
は
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
か
ゎ
た

ー
そ
れ
を
認
め
て
高
平
氏
よ
り

ク
し
き
圭
即
よ
り
1タ
易
カ
若
は
か
た
と
し
て
も
.
も
5iJろ
ん
交
易
が
朽
は
れ
る
以
1
1は
そ
こ
に
交
易
の
媒
介
宥
た
る
曙
幣
が
出
現
し

液
で
あ
ら
う
こ
と
は
こ
れ
を
推
髭
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
が
.
そ
の
貨
幣
が
金
環
刀
布
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
｡
け

だ
し
'
こ
れ
ら
の
甥
博
は
'
後

に
述

ぶ
る
ご

と
′J
.
城
閲
時
代
に
入
け
LrJ鰭
に
用
払
ら
れ
る
の
を
見
る
攻
節
.P
あ
っ
て
､
Lur-
と
も

琳
秋
末
期
以
前
に
麦
で
週
ぼ

る
と
は
考

へ
･i)れ
ぬ
JJ
T｡
へ
い
は
れ
る
く
ら
わ
で
あ
る
か
ら
lP
あ
卑
U
拭
っ
て
.
郵
椎
の

｢
過
怠
｣
に

｢
太
具
よ
-
以
衆
即
ち
鏡
あ
り
'
太
具
氏
南
陽
氏
に
は
こ
れ
を
金
と
謂
ひ
'
有
熊
氏
高
辛
氏
に
は
JJ
れ
を
貨
と
謂
ふ
云

々
｣

と
あ
る

は
馬
端
臨
の

｢
文
献
通
考
｣
に
も
引
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
や
は
り
疑
問
と
な
す
べ
-
'
決
選
の

｢
泉
志
｣
序
に

｢
兵
の

興
る
'
蓋
し
僅
人
民
よ
り
す
ー
解
重
を
以
て
天
下
を
薦
む
'
太
古
香
遡
､
そ
の
詳
得
て
而
し
て
記
す
る
な
し
｣
と
い
へ
る
も
ま
た
こ

の
例
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
せ
ね
ぼ
怒
ら
ぬ
｡

っ
ぎ
に
､
｢
敢
記
｣
は
さ
ら
に
赦
し
て
'
｢擬
夏
の
幣
は
金
三
品
と
な
す
'
或
は
黄
'
或
は
白
､
或
は
赤
､
或
は
鐸
'
或
は
布
､
或

は
刀
云
三

と
い
つ
て
を
り
'
｢
文
献
通
考
｣
も
亦
こ
れ
を
引
い
て
を
-
t
r
泉
志
｣
の
ど
と
き

｢
黄
帝
成
間
に
至
り
そ
の
法
浸
く
具

は
る
｣
と
し
て
虞
夏
の
銭
の
固
ま
で
載
せ
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
亦
同
じ
-
忙
は
か
に
信
じ
難
い
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

l

｢
管
千
｣
に
は

｢
湯
七
年
の
皐
あ
り
'
蔑
五
年
の
水
あ
り
'

民
の
糟
な
-
し
て
子
皇
貿
る
者
あ
-
'

湯
は
荘
山
の
金
を
以
て
幣
を

錆
て
'
属
の
婚
な
-
し
て
子
皇
実
る
者

を
埼
払
'･
覇
は
泰
山
の
金
を
以
て
幣
を
錆
て
'
属
の
椙
な
-
し
て
子
を
茸
る
者
を
噴
ふ
｣
･t)
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見

え
て
を
-
'
こ
れ
は
支
那
の
畢
者
は
ほ
と
ん
ど
み
豊

長

引
用
す
る
と
こ
ろ
と
解
し
て
よ
い
か
と
息
は
れ
る
ぐ
ら
ゐ
で
あ
る
d
そ

し
て
.
こ
の
読
話
は
揚

･
高
が
金
展
の
鏡
貨
を
つ
-
つ
た
と
い
ふ
こ
と
と
'
そ
れ
は
水
草
磯
荒
の
際
に
窮
民
を
救
塀
す
る
た
め
に
つ

く
ら
れ
た
と
い
ふ
二
つ
の
こ
と
が
ら
を
包
寂
す
る
｡
し
か
る
に
'
第

l
の
金
窮
錆
債
と
い
ふ
郭
は
上
乗
述
べ
き
た
つ
た
と
こ
ろ
よ
-

し
て
.
す
で
に
信
じ
維
き
と
こ
ろ
と
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
あ
ら
た
め
て
言
を
須
ふ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
'
第

l

二
の
そ
れ
が
水
草
に
際
し
て
窮
民
を
救
所

す
る
た
め
に
つ
-
ら
れ
た
と
す
る
鮎
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
O
こ
の
鮎
に
お
い
て
も
支
那
の

尊
者
は
多
く
こ
れ
を
肯
定
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
し
た
と
へ
ば
'
宋
の
呂
阻
論
が
そ
の

｢
寮
代
利
彦
詳
説
｣
に
お
い
て
､｢
鐘
髄
を
つ

く

-
､

一
時
の
宜
を
柿
り
､
民
を
移
し
某
を
通
ず
る
所
5
'の
も
の
は
救
荒
の
た
め
に
設
-
｣
と
い
ひ
､
そ
の
し
か
る
所
以
を
説
い
て

｢
凶

年
磯
荒
に
幣
を
つ
く
る
朋
以
は
､
光
信
い
ふ
'
金
銅
に
凶
年
な
し
.
時
を
棟
-
て
こ
れ
た
つ
-
･1
;

も
っ

て
有
無
を
通
じ
､
も

し
か
し
な
が
ら
'

平

素
は
債
幣

を
伺
払
な
い
ヒ
ル
ヂ
プ
ラ
ン
ト
の
い
は
ゆ
る
自
然
粁
折
の
耐
令
に
お
い
て

F

凶
荒
の
場
令
煎
け
鍔

を
つ
く
っ
て
有
無
相
通
ず
る
交
易
の
具
と
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
D
も

つ

と
も
こ
れ
は
呂
醍
諭
の
誰
に
封
し
て
い

ひ
得
る
こ
と
で
'
｢
管
子
｣
に
見
ゆ
る
高
揚
の
専
政
に
よ
れ
ば
'

人
の
柏
な
-
し
て
子
皇
軍
る
諸
を
墳
ふ
と
あ
-
'

要
る
と
か
憤
ふ

と
か
あ
る
よ
り
す
れ
ば
'
す
で
に
貨
幣
が
有
し
て
ゐ
た
と
み
る
べ
-
,
従
っ
て
常
時
が
自
然
経
済
時
代
で
は
な
か
っ
た
と
か
み
ら
れ

る
｡
そ
れ
に
し
て
も
､

高
湯
の
時
代
に
金
翁
の
し
か
も
錯
貸
が
行
ほ
れ
た
と
は
考
へ
が
た
い
こ
と
に
は
か
は
り
は
な
い
.

さ
れ
ば

｢
泉
志
｣
に
正
用
品
と
し
て
､

さ
き
に
も
述
べ
た
;fU
と
-
夏
鍔
の
園
が
載
せ
ら
れ
て
を
-
'

ま
た
'
股
鐘
の
圏
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
て

も
､
た
ゞ
ち
に
信
ず
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
0
台
そ
ら
-
.
好
事
の
徒
が
こ
の
記
述
に
樟
つ
て
か
-
の
ど
と
き
備
品
を
つ
-
つ
た
も
の

支
那
貨
幣
小
史

第

三
番

二
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二
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三
朝

五

三



支
那
貨
幣
小
史

第
三
巻

二
五
四

第
三
雄

五
四

と
な
す
が
安
富
で
は
あ
る
凌
い
か
4
'思
は
れ
る
｡

し
か
ら
ば
.
昔
時
は
い
か
な
る
償
幣
が
行
は
れ
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
が
'
も
と
-
1
股
の
中
期
と.
ろ
ま
で
は

い
は

荘ゞ
漠
た
る
夢
の
ご
と
き
僅
誰
の
時
代
で
'
は
た
し
て
交
易
祉
骨
が
成
立
し
て
ゐ
た
か
ど
う
か
も
あ
き
ら
か
で
な
く
'
従

っ

て

そ
こ
に
賀
幣
か
嘗
指
し
た
か
ど
う
か
も
は
rll
き
り
せ
ぬ
o
小
は
ん
や
'
い
か
な
る
横
幣
が
行
ほ
れ
て
ね
た
か
な
ど
給
-平
ヾ
47=右
打
,わ

で
な
い
と
い
は
ね
ぽ
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
息
は
れ
る
｡

そ
れ
で
は
損
の
末
甥

,(
は
ゆ
る
憶
説
の
時
代
よ
り
膳
妃
の
時
代
に
入
り
た
る
と
ろ
拭
ど
う
-fJ
あ
ら
う
か
o
そ
こ
で
比
殿
塊
の
出

土
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E
Lq
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三
.%

と
く
.忙

･rTlと
し
｢
(
刀
･,J
T
搾

二
T
ル
チ
ウ
ア
島

･
セ
イ
ロ

ン
島

･
マ
テ
パ
ル
海
岸
及
び
ス
ー
ル

ー
島

･
ラ
ス
･
ハ
フ
ン
か
ら
'qJ
ザ
ム
ビ
-
に
至
る
ま
で
ア
フ
リ
カ
東
海
岸
の
各
所
'
ま
た
わ
が

国
の
茎
漕

･
沖
縄

･
薩
摩

･
土
佐
i
紀
伊

･
八
丈
島
等
に
覆
し
'
そ
の
光
洋
の
美
麗
な
る
を
以
て
袈
身
具
と
し
て
よ
ろ
こ
ぼ
れ
'
ま

た
.
そ
の
形
態
あ

生
命
の
門
を
象
徴
せ
る
が
故
に
.
原
始
人
に
普
遍
せ
る
生
裾
器
技
帯
封
よ
り
呪
具
護
符
と
し
て
尊
重
せ
ら
釘
.
か

く
て
蜜
月
に
封
す
る

1
版
的
需
要
は
や
が
て
こ
れ
を
し
て
交
換
の
媒
介
者
､
す
な
は
ち
貨
幣
た
ら
し
む
る
に
い
た
る
は
め
づ
ら
し
か

ら
ざ
る
現
象
で
あ
る
.
し
か
も
.
そ
れ
が
豊
富
に
産
出
せ
ら
れ
る
と
き
は
'
自
由
財
に
近
似
し
.
か

へ
っ
て

一
般
的
需
要
の
封
象
と

な
ら
す
'
従

っ

て
貨
幣
の
機
能
を
具
有
す
る
に
至
ら
ぬ
こ
と
が
あ
り
う
る
｡
新
渡
戸
相
法
博
士
が
｢
只
貨
の
転
達
｣
を
赦
し
て
'｢
近
海

に
津
山
産
す
る
に
拘
は
ら
ず
屈
葬
諸
島
で
は
+J
陸
の
如
く
通
貨
に
用
払
る
事
が
少
な
い
O
(N
･
B
･
D
en
n
y
s,
D
escr
i
ptt.veD
ic
tiona
･

r
y
.
f
B
r
itish
M
atay
s,
A
r

E･
C
.
w
ry
)｣
(
矢
内
原
忠
雄
編
｢新
渡
戸
博
士
枇
民
政
策
講
義
空

調
文
集

｣四
〇
三
頁
)

と
い
は
れ

'
ま
た
'

｢
只

奇
態
な
る
事
は
元
産
地
に
接
近
す
る
印
変
大
陸
の
西
南
壁

芹
と
セ
イ
ロ
ン
島
に
て
曾
て
賀
月
を
盛
に
使
用
し
た
こ
と
の
な
い
1
低
で



あ
る
｣
(同
上
昔
､
四

〇
六
頁
)
と
い
っ
て
不
思
議
が
つ
て
を
ら
れ
る
の
は
.
章
は
こ

の
ケ
ー

ス

で
は
な

5,か
と
息
ふ
が

ど
ん
な
も

の
で
.

あ
ら
う
か
o
と
こ
ろ
が
'
支
部
で
は
蜜
月
を
産
せ
ず
t
と
-
に
段
代
の
中
心
地
域
は
海
岸
を
去
る
こ
と
遠
-

.

賛

具

と
の
緑
も
遠
い

故
'
そ
こ
で
は
こ
と
に
賀
長
が
珍
重
せ
ら
れ
た
と
鴛

へ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
.
そ
し
て
等
軍

支
那
で
驚
異
が
貨
幣
の
役
割
を
は
た

し
た
こ
と
は
､
例

へ
ぼ
資

･
貫

･
賛

･
貢

･
貸

･
寒

･
賓

･
貰

･
販

･
原

･
腰

･
賃

･
財

･
賄

･
賂

･
膿
等
の
窒

十
が
い
づ
れ
も
賛

貝
の
象
形
よ
-
起
こ
れ
る
貝
字
を
そ
の
構
成
の
要
素
と
せ
る
よ
-
し
て
容
易
に
想
察
す
る
こ
と
が
で
き
'
ま
た
.
た
と
へ
ぽ
ー
さ
き

に
引
け
る

｢
史
記
｣
に
も
.
｢
農

工
商
交
易
の
路
通
じ
'

塩
只
金
銭
刀
布
の
懲
興
る
｣
と
あ
-
'

ま
た

｢
漢
書
｣
に
も

｢
貨
は
布
吊

の
太
る
べ
-
､
及
び
､
金
刀
亀
見
､
財
を
分
か
ち
'
利
を
布
き
'
有
無
を
通
す
る
所
以
の
も
の
な
-
｣
と
あ
る
が
ご
と
-
'
支
那
の

貸
幣
の
起
原
藍

関
す
る
文
瀧
が
い
づ
れ
も
只
賃
に
就
い
て
い
へ去

に
よ
り
て
も
こ
れ
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
G
ノ

i
.

ーノ

牢=-
I

_
.iV
l･トい
L
.
･-

て
使
用
せ
ら
れ
た
と
い

ふ
こ
と
は
他

の
こ
と
で
あ
る
｡
支
那
で
蜜
月
が
貨
幣

と
し
て
使

取

せ

ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
'

直
忙
億
嘘
I
Le
い
て
費
見
せ
ら
れ
た
賃
Df
が
貨
幣
と
し

て
便
開
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
す
る
の
は
何
早
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.

定
つ
い
投
盤

こ
臣

ハ
て
蜜
月
が
漫
見
せ
ら
れ
た
か
ら
と
rq
つ
て
'
そ
の
樟
代
に
貝
貨
が
行
ほ
れ
て
ゐ
た
と
残
す
の
は
鮮
牢
の
腰
-
を

ま
ぬ
が
れ
ま
い
｡
そ
れ
は
あ
る
弘
は
単
な
る
装
身
具
乃
至
呪
具
護
符
の
た
ぐ
ひ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
O
さ
う
疑
ふ
尊
者
も

あ
る
ro
し
か
し
'
そ
れ
に
封
し
て
は
.
戯
櫨
か
ら
出
る
も
の
は
虞
正
の
賛
貝
の
み
で
は
な
く

骨
又
は
石
を
以
て
賓
只
を
榎
し
た
る

も
の
も
あ
る
'
虞
屯
の
雪
見
な
れ
ば
装
身
具
乃
至
呪
具
護
符
と
も
な
ら
う
が
'
骨
輿

.
石
造
の
模
造
品
が
ど
う
し
て
装
身
具
な
ど
に

J

な
り
得
よ
う
'
し
て
計
る
と
'
そ
れ
は
貨
撃

と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
と
い
ふ
尊
者
も
あ
る
O
し
か
し
.
呪
具
護
符
と

支
那
貨
幣
小
皮

第
三
番

二
五
五

第

三
筋

五
五

1) 新渡戸荷造博士,貝貨の望遠･(朱内規忠雄編 ｢新渡戸博士柏民政策講義及
論文集｣所収).

2) 内藤湖南博士,支那上古の融鮒 (i_済状悲 (恥 筆文化史研究 p･29-31)



支
那
貨
幣
小
史

第
三
啓

二
空

ハ

第
三
蘇

五
大

し
て
は
原
品
と
同
質
異
形
の
も
の
､
叉
は
異
質
同
形
の
も
の
は
原
品
と
等
し
き
窪
力
を
有
つ
と
い
ふ
古
代
原
理
か
ら
そ
れ
を
祷
る
こ

朋

と
が
困
難
な
支
部
内
地
で
は
そ
の
や
う
な
模
造
品
が
考
案
さ
れ
た
と
い
ふ
詮
も
あ
る
し
'
ま
た
装
身
具
と
し
て
は
'
置
物
が
得
ら
れ

ね

ば
'
せ
め
て
模
造
品
で
ゞ
も
満
足
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
が
老
へ
ら
れ
よ
う
.
こ
と
に
支
那
人
に
は
今
で
も
模
造
品
の
特
別
盛
ん

に
行
は
れ
る
傾
向
が
兇
変
け
ら
れ
る
や
う
CJ
あ
INj

.
･1/
は
よ
-
､
支
那
人
は
㌍
辻
雌
iSI讃
.･1.Li

,い
り
pT･
非
姉
す
る
や
.･'三
=あ

,誌
が
F

斗
の
繁
.
穀
外
J～
釘

付軒
EjJT.RE好
て
あ
る
毛
qniも
孝
レ
の
で
は
た
い
か
と
も
思
ふ
O
そ
れ
は
と
も
か
-
.
か
う
考
へ
て
み
る
斗
腰
の

時
代
に
月
貸
が
行
ほ
れ
た
と

断言
は
で
き
か
ね
る
｡
だ
が
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
殿
の
時
代
に
只
貸
が
行
ほ
れ
な
か
っ
た
と
も
や
Lt
i畑

【

断
言
し
か
ね
る
.
要
す
る
に
安
部
で
は
見
貸
が
行
は
れ
は
し
た
が
'
さ
て
い
つ
か
ら
始
ま
-
'
い
つ
か
ら
磨
れ
た
か
は
は
つ
き
-

せ

ぬ
｡
た
ゞ
春
秋
末
期
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
は
貨
幣
が
行
は
れ
た
こ
と
は
径
に
述
ぶ
る
ご
と
-
で
あ
-
'
そ
し
て
秦
の
栂
皇
帝
の

畔
月
貨
を
止
め
た
と
い
ふ
こ
と
が
便
乗
に
見
え
て
ゐ
TO.
よ
り
す
れ
ば
'
す
く
な
く
と
も
そ
の
こ
ろ
見
貨
が
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と

は
こ

れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
.
も
ち
ろ
ん
始
畠
が
貝
貨
の
禁
令
を
布
い
た
か
ら
と
い
っ
て
'
貝
貨
が
菅
際
に
行
は
れ
な
-
な
っ
た
か

ど
う
か
は
,ゎ
か
ら
ぬ
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
｡
あ
る
弘
は
'
月
を
財
と
し
骨
髄
と
し
た
の
は
狩
漁
時
代
で
あ
る
'
狩
漁
時
代
は
殿
以

前
で
､殿
は
農
牧
過
渡
期
に
位
す
そ

故
に
段
嘘
よ
-
出
で
た
蜜
月
は
DI(貨
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
uot
し
か
し
な
が
ら
･
萱
只
は

支
部
に
産
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
上
述
の
ご
と
-
で
あ
る
よ
り
す
れ
ば
'
こ
れ
と
支
部
に
お
け
る
狩
漁
時
代
と
の
間
に
は
何
等
の
因

果
関
係
を
も
認
め
が
た
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
も
し
'
支
部
の
狩
漁
時
代
に
蜜
月
が
骨
髄
と
し
て
用
ひ
ら
れ

て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
が
立
話
せ
ら
れ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
'
そ
れ
は
偶
然
に
す
ぎ
ぬ
と
い
へ
ぬ
で
あ
ら
う
か
O

西村炭素博士,古代支 那貨 幣 と その起振 (支那文化誹叢 !.jF舶 )

史記,平準書
曾我都静雄教授,支部経済史前期 (支那科撃 ･揮済度併 収 )



闇
に
入
る
と
'

｢

漢
書
｣
食
貨
志
に
'
｢
太
公
'
周
の
篤

に
九
府
の
国
法
を
立
つ
'
黄
金
は
方
寸
に
し
て
､
而
し
て
貢
yu
l
斤
､
鎧

は
園
に
し
て
函
方
'

寮
雫

鉄
を
以
っ
て
す
'
布
病
は
扉
さ
二
八
二
寸
を
幅
と
駕
L
t
長
さ
四
丈
を
E
j
と
篤
す
｣
と
記
し
て
を
り
'

支
邦
人
は
常
な
こ
れ
を
肯
克
せ
る
か
の
ど
と
-
'
よ
-
こ
れ
が
引
か
れ
る
を
見
る
が
'常
時
の
敗
態
を
記
し
た
る
も
の
は
'｢
同
機
｣
で

●

も
さ
う
で
あ
る
が
'
｢
漢
書
｣
食
貸
志
で
も
.
後
人
の
筆
に
な
り
儒
家
の
坤
怨
を
説
け
る
と
こ
ろ
多
く
'

ど
こ
ま
で
常
時
の
異
相
を

侍
へ
た
る
も
の
で
あ
る
か
庚
は
し
く
'
い
ま
に
は
か
に
こ
れ
を
信
す
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
O
だ

が

'
わ
れ
-

は
幸
に
し
て
｢
詩
｣
を

も
つ
｡

｢
詩
｣
瑠

時
の
歌
講

義

歌
の
警

集
め
た
る
も
の
で
'

そ
の
性
質
上
あ
苛

改
警

く
倖
警

れ
た
も
の
と
思
は
れ
る

か
ら
'
こ
れ
に
よ
れ
ば
.
ま
づ
常
時
の
状
態
を
想
見
す
る
JJ
と
が
で
き
る
と
考

へ
て
よ
か
ら
う
か
と
巴
ふ
o
そ
れ
で
は

｢
詩
｣
は
今

わ
れ
-
1
の
問
箱
と
す
る
と
こ
ろ
に
封
し
て
い
か
な
る
答
解
を
提
供
し
て
-
れ
る
で
あ
ら
う
か
.

只
貨

の
蓑
に

し

て

｢
百
朋
を
錫

ふ
｣
と
い

ふ
は
線

の
多
き
を
得
意
と
し
て
い

へ

る

も

の
と
せ
･i
lれ
る
｡

し
ば
ら
-
'

そ
れ
に
従

へ
ば

西
周
の
時
代
す
で
に
只
貸
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
.
た
ゞ
し
'
西
周
の
障
代
貝
貨
が
行
は
れ
た
る
こ
と
を
詮
す

る
に
足
る
も
の
は

｢
詩
三
百
｣
中
こ
の
l
句
は
か
ざ
る
が
ご
と
-
で
あ
る
.

つ
ぎ
忙
'
｢
衛
風
｣
の

｢
頓
｣
に
'
｢
布
を
抱
い
て
林
に
貿
ふ
｣
と
い
ふ
句
が
あ
･e
/

部
室
に
よ
れ
ば
､

｢布
は
簡
な
り
｣
と
L
t

｢
常
は
物
を
貿
買
す
る
所
以
な
-
｣
と
布
を
以
て
貨
幣
と
解
し
て
あ
る
｡

し
か
し
'
布
そ
の
も
の
が
何
に
お
い
て
な
LP
た
つ
か
は
述

べ
て
む
ら
ぬ
｡
そ
こ
で
程
々

の
語
が
あ
ら
は
れ
る
｡
あ
る
ひ
は
布
を
も
っ
て
鋳
貨
た
る
刀
布
の
布
貨
な
-
と
す
る
｡
た
と
へ
ば
王
夫

之
は
そ
の

｢
詩
標
稗
疏
｣
に
お
い
て
'
こ
の
説
を
王
張
し
て
ゐ
る
o
L
か
し
こ
の
時
代
に
金
属
錆
貨
の
あ
っ
た
と
い
ふ
が
信
じ
か
ね

支
那
箆
幣
小
史

第

三
番

二
五

七

第
三
水

五
七



支那貨幣小史欝≡奄二五八第=衰五八

ることであるJJいふことはすでに--返へしふれたるところのこと-であるOそれに､もし布が刀布の布であるとすれば'｢抱-｣といふのがおかしいこと1な-'不都合を生すること孔頴達の戒にみゆるところのこと-であらう.そこで'刀布は､もとそれ･ぐ-農具たる刀･鏡より韓化せるものであるから'こ1忙布といふは鐘を描

=
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各
々
そ
の
有
る
所
を
以
て
撫
き
に
易

へ
'

布
を
抱
い
て
綿
に
貿
ふ
る
の
み
云
々
｣
と
あ
り
'
｢
布
を
抱
い
て
綿
に
貿
ふ
る
｣
こ
と
を

以
て
物
々

交
換
と
解
し
て
を
り
･
そ
し
て
そ
こ
に
｢
布
を
抱
い
て
潔
に
貿
ふ
｣
と
い
へ
る
が
･
い
ま
わ
れ
-

の
問
肝
と
す
る
｢
詩
｣

に
い
へ
る

｢
布
を
抱
い
て
湖
に
貿
ふ
｣
を
指
せ
る
も
の
と
解
す
る
と
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡
と
す
れ
ば
､｢
詩
｣
の
こ

の
句
に
見
ゆ
る
布
は
貨
幣
を
指
す
も
の
で
な
い
こ
と
1
な
る
0
し
か
し
､′
ま
た
'
こ
れ
を
物

々
交
換
と
解
す
れ
ば
'
布
は
湖
を
原
料

と
し
て
つ
-
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
牌
を
抱
い
て
布
に
貿
ふ
る
な
ら
わ
か
る
が
､
布
を
抱
い
て
綿
に
貿
ふ
で
は
理
が
通
ら
ぬ
と
考

へ

ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
.
そ
の
や
う
な
物
ヱ
父
換
が
あ
る
も
の
か
JJ
い
へ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡
さ
す
れ
ば
､
や
は
り
布
を
債
幣
と
解
す
る

こ
と
に
よ
り
て
こ
そ
こ
の
日
は
畑
解
で
き
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
0
し
か
し
ま
た
考

へ
て
み
れ
ば
'
こ
1
に

｢
布
を
抱
い
て
僻
に

貿
ふ
る
｣
た
め
に
碑
た
者
は
'
苦
は
そ
れ
が
目
的
で
な
く
て
こ
の
詩
の
話
人
公
た
る
女
を
誘
惑
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

i=
[1
1

苧

1
六

･
こ
す

れ

ば

i

碑

･,･

Tyi17
し

て

潔

代

書

二

･･tう
カ

一
朝
を
托
い
て
布
に
貨

へ
｣
よ
う
が
､
そ
れ
を
と
や
か
-
閉
講

に
㌻

′1
T=,-.
｢
L
.･Ll.,L
l■
口p-r,
,

る
の

も
ど
う
か
と
も

巴
は
れ
る
｡
か
く
..

て
い

づ

れ

忙

し

て
も
こ
の
詩
句
よ
-
し
て
常
時
の
債
幣
に
つ
い
て
の
墳
料
を
獲
得
せ
ん
と
す

る
こ
と
は
無
理
と
い
ぶ

)̂
と
に
な
る
や
う
で
あ
る
｡

ま
た
'
｢
中

経

l
C)

｢小
lV
r
こ

土

'
｢

+a
l
u
堅

-

U
H

L]
し
こ

･
t

=
､
E
T,
ミ
>
･̂
.
｡J
.1

′..
(

ノノ/.L
`

ー

‥
【
=

-J
Jtl

.
と

,

｢
-

J

｣

2
..,
｣
tt.
･tq
透
しノ0
召
T
は
こ
れ
を
以
て
W
,璽
til超
し
孝
を

<

･･.

3

見

す

と
す
る
も
､
眺
際

低
は
､

｢粟
を
持
ち

て
卜

を

間
ふ

は

古

人

の
常

春
'

近
代

以

来
'

然
る
後
練
絹
を
用
ふ
る
な
-
､
古
は
唯
に

鍔
を
桶
ひ
ざ
る
の
み
に
切
ら
す
'
そ
の
鍔
字
'
諸
控
も
亦
見
る
な
し
.
大
公
作
る
と
謂
ふ
は
妄
な
り
'
始
め
て
国
語
の
問
の
黄
玉
大

鏡
を
鋳
る
に
見
ゆ
'
大
抵
錆
を
用
ふ
f6
は
周
之
季
世
に
起
る
､
庸
言
錦
に
許
に
見
ゆ
'
管
千
日
く
'
粟
を
櫨
-
て
震
す
る
者
屠
月

中

た
る
と
'
史

･
日
者
債
に
日
-
'
卜
し
て
嘗
ち
ぎ
る
あ
ら
ば
絹
を
奪
ふ
を
見
ず
Iu
r
皆
讃
す
べ
L
t
｣
と
論
じ
て
朱
子
の
説
を
排
し
'

支
那
貨
幣
小
史

軍

二
番

二
五
九

第
≡
戟

五
九

朱子,集懐
紙際匠,詣輝通論

=･TL.
.
:T.



支
那
貨
幣
小
史

F

第
三
者

二
大
0

第
≡
鮮

六
〇

こ
れ
を
以
て

｢
JJ
れ
後
世
の
事
を
以
て
古
を
詮
-
'
非
な
-
｣
と
断
じ
て
ゐ
る
L
t
箕

宗
義
も
そ

の
名
著

｢
明
夷

待
訪銀
｣
に
お
い

て

｢
民
間
市
易
す
'
詩
に
言
ふ
'
粟
を
振
れ
て
i
:で
ゝ

･

L
ふ
と
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
o
こ
れ
に
よ
-
て
こ
れ
を
み
れ
ば
､
わ
れ
/
1
は

｢
帯
｣
の
こ
の
句
rLi
-
し
て
､

粟
が
昔
時
交
易
の
媒
介
者
と
し
て
'
貨
幣
の
役
割
を
は
た
し
て
わ
た
こ
と
を
想
定
し
て
も
よ
い
か
と

居
は
れ
る
｡

｢
詩

｣

.111日

.
叫
に
1.1%
い
1･r
.S
J幣
に
即

す
;小
机
の
,･p
求

む
か
ば
｡
侶
K
J
K
弓
ir
る
と
こ
ろ
の
こ
と
き
を
得
る
の
み
'

そ
し
て
＼

あ
れ

-

ほ
'
そ
れ
に
よ
り
周
興
つ
て

よ
り
春
秋
の
中
層
に
い
た
る
こ
ろ
ま
で
は
'
月
食
が
行
は
れ
た
る
こ
と
り
穀
物
が
貨
幣
の
役

目
を
は
た
せ
る
JJ
と
'
布
南
も
亦
貨
幣
の
役
目
を
は
た
し
た
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
'
い
づ
れ
に
し
て
も
ー
貨
幣
の
使
周
が
あ
ま

-
普
及
し
て
ゐ
た
と
は
考

へ
が
た
い
こ
と
等
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
rLiう
0

西
周
時
代
の
貨
幣
の
状
態
は
JJ
れ
を

｢
詩
｣
に
つ
い
て
う
か
ゞ
へ
ば
ま
づ
右
の
ピ
と
-
で
あ
ら
う
か
と
恩
は
れ
る
o
し
か
し
な
が

ら
､
旗
国
時
代
に
入
る
と
刀
布
の
簡
が
行
は
れ
る
て
と
'
さ
き
に
も
ふ
れ
後
に
も
述
ぶ
る
と
こ
ろ
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
し
か
る
に
刀

布
の
幣
は
そ
れ
-小1
族
や
刀
を
摸
し
た
る
も
の
で
'
そ
れ
が
債
幣
と
し
て
行
ほ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
以
前
に
お
い
て
鏡
や
刀
そ

れ
自
鯉
が
貨
幣
の
役
割
を
演
じ
た
で
あ
ら
う
LJ
と
を
推
定
せ
し
め
る
o
そ
し
て
'
貨
幣
は
ま
づ
物
品
貨
幣
と
し
て
な
-
た
ち
･
物
品

貨
幣
は
何
人
も
が
必
要
と
す
る
財
貨
'
す
な
は
ち
'

1
殻
的
欲
望
封
象
性
の
具
有
物
に
お
い
て
な
り
た
つ
こ
と
'
す
で
に
Lふ
れ
た
る

と
こ
ろ
の
ご
と
-
で
あ
る
が
'
塞
某
社
合
で
は
農
具
た
る
鹿
が
何
人
に
も
炊
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い

と
こ
ろ
で
あ
-
'
ま
た
古
代
の
人
々
は
'
そ
の
攻
防
に
も
'
日
常
生
活
に
も
刀
が
必
要
･U
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
こ
れ
せ

た
多
-
言
を
筑
ふ
る
を
妥
せ
ぬ
と
JJ
ろ
で
あ
ら
う
｡
し
か
る
に
､
支
部
で
は
殿
の
末
期
が
牧
畜
時
代
よ
り
農
業
時
代
へ
の
過
渡
期
で
.

i
r
r･L
J亀

tI



周
に
入
る
と
い
よ
-

農
業
時
代
の
色
彩
が
磯
厚
と
な
る
IU
せ
ら
れ
る
が
'
な
ほ
人
々
が
刀
の
必
嬰
を
さ
ほ
ど
に
感
ぜ
ざ
る
に
ま
で

い
た
っ
た
時
代
と
は
恩
は
れ
な
い
｡
さ
す
れ
ば
､
そ
の
時
代
に
鋸
や
刀
が
貨
幣
の
役
割
を
演
じ
た
で
あ
/ら
う
と
い
ふ
推
定
は
肯
定
せ

ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

琳
秋
時
代
に
入
る
と
刀
布
の
解
や
鐘
貨
が
登
場
す
る
と

1
殻
に
は
説
か
れ
て
ゐ
る
が
'
小
島
満
席
博
士
は

｢
春
秋
時
代
と
貨
幣
経

I

済
｣

に
お
い
て
.
｢
左
倖
｣
や

｢
論
語
｣
や
｢
図
譜
｣
に
金
属
貸
鶴
が
周
仏
ら
れ
た
る
例
を
見
糾
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
こ
と
よ

-
し

て
こ
れ
を
疑
問
硯
し
て
を
ら
れ
る
.
そ
し
て
'
そ
の
た
ゞ
l
つ
の
例
外
た
る

｢
酬
語
｣
に
見
ゆ
る
間
景
王
大
鏡
を
錨
る
の
記
事

変
容
認
す
る
択
世価
が
ど
き
た
な
ら
･ぼ
､
仙碍
韓
は
も
ち
ろ
ん
'
地
籍
躍
幣
と
小
へ
ど
も
瀬
越~
時
代
に
入
っ
て
始
め
て

一
役
に
行
は
る
･,

に
至
/J夷
も
Ie
l
l見
る
を
頚
骨
JJ
す
る
と
JJ
K
漁
る
て
あ
ら
う

r
-
.
>

Lj.
て

た
ら
か
る
n

L
カ
岩
は
力
感
寄
付
7,
に
7て
rb
M
軌
-LL∃

爺

銭
説
話
批
判
｣
に
お
い
て
.
黄
玉
大
損
を
鋳
る
の
記
事
を
妄
誕
な
-

と
論
許
し
て
ゐ
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
小
島
博
士
の
前
記
の
論
断
は

有
力
な
る
裡
苦
を
得
る
わ
け
で
ま
す
-
-
強
固
･11な
る
.
た
ゞ
L
t
曾
我
部
教
授
は
'
常
時

｢
多
故
の
観
象
に
分
裂
し
て
相
争
払
'

た
め
に
そ
の
様
式
も

一
定
せ
ず
'
文
箱
活
す
る
所
も
あ
-
'
せ
ぬ
所
も
あ
-
な
ど
し
て
そ
の
流
通
が
大
で
な
か
つ
た
が
故
に
'
書
に

規
ほ
れ
て
ゐ
る
の
が
稀
れ
な
の
で
あ
ら
う
｣
と
稚
諭
し
て
'
金
凝
性
の
貨
幣
な
る
刀
布
が
春
水
時
代
存
在
し
て
ゐ
た
こ
と
を
認
む
る

(

通
説
旦

日
定
し
て
ゐ
ら
れ
る
｡
そ
れ
に

し

て

も
'
そ
の
流
通
が
盛
ん
で
な
か
っ
た
こ
JJ
は
こ
れ
を
認
め
て
を
ら
れ
る
や
う
で
あ
rQ
IO

そ
こ
で
'
春
林
時
代
に
は
金
巌
錯
簡
は
あ
ま
-
行
ほ
れ
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
.
し
か
し
'
金
曝
錆
貸
が
行
は
れ
な
か
つ
た

と
し
て
も
'
そ
打
こ
と
は
交
易
の
媒
介
者
が
存
在
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
.
す
で
に
相
同
の
時
代
に
行
ほ
れ
て
ゐ

支
那
貨
幣
小
鬼

軍

二
番

二
六

一

第

≡
哉

六

J

｣

10) 'J'島確馬博士,帝秋哨代と豊岡縛桝 (支那単,罪-巻,第八班,p･59)
ll) 史学,第十一巻,第二競
12) 曾我部静雄教壬気 前抜書



真
澄

見
幣
小
虫

第
三
番

二

六
二

第
三
筋

六

二

た
JJ見
る
べ
き
穀
吊
や
'

貝
貨
や
､
ま
た
は
鐘
や
刀
や
が
依
然
と
し
て
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
こ

と
を
否
定
す
べ
き
理

由
は
こ
れ
を
見

刺
す
こ
と
ば
で
き
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
息
は
れ
る
o
た
と

へ
ば
｢

左
傭
｣
に

｢
萎
'
寒
の
囲
む
朗
と
な
り
'
魯
栗
を
桑
に
蹄
す
｣
と

あ
る
が
ど
と
き
は
こ
れ
が
詳
左

の
1
端
と
し
て
あ
げ
う
る
で
も
あ
ら
う
か
｡

な
ほ
､
小
島
瓶
濁
博
士
は
･JLS
紀
の
論
文
に
恕
い
て
､

｡卜
埜

千
代
n
ifJ
L
t:
I
.
二

liLJ
や

｢

｢
埋

甲
｣

-
三

･
･

=

㌔

附

穴

は

報

酬

-

L

･l.昔
日

蛇

的

Jv
,L

r;
tr
･l.H
に
.畔
的

亡
し
｢
如

何

謹
こ
/轟

軒
6
.秒
力
お
宅
.llJ
か
て
ね
た
カ
と

い

ふ
に
其

多
-

は

ま
賢
其
他

の
H
零

鼎

鎧
'
鋳

寮

等

の

宗

器

楽
器
'
剣
戟
弓
矢
'

串
馬
牛
革
'
皮
簡

錦
繍
等
で
あ
っ
て
栂
十
碓
又
は
女
子
を
曙
物
と
し
代
償
と
し
て
ゐ
る

場
合
も
珍
ら
し
く
な
い
｣
JJ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
ら
れ
る
埠

そ
れ
は
同
博
士
も
い
ほ
れ
る
と
ほ
11
.
そ
れ
の
み
に
て
は
何
等
の
材
料

に
も
な
ら
ぬ
と
し
て
も
'
戦
国
時
代
の
同
種
の
事
葦
と
封
此
し
て
'
た
JJ
へ
ぽ

｢
今

『
戦
国
策
』
の
三
日
に
就
い
て
見
る
忙
此
時
代

に
於
て
も
玉
吊
専
属
乃
至
土
碓
子

貫
を
授
受
す
る
事
茸
あ
る
こ
と
は

『
左
傍
』
『
甑
語
』
の
記
事
と
襲
-
は
な
い
が
'
併
し
此
場
合
に

は
此
外
に
余
儀
貨
幣
を
使
用
せ
る
事
資
が
四
十
除
保
も
見
出
さ
れ
る
1

と
い
っ
て
ゐ
塙
れ
る
と
こ
ろ
に
黙
ら
し
て
み
れ
ば
そ
れ
ら
の

物
が
貨
幣
の
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
堅

ニロ
の
か
ぎ
-
で
は
な
い
の
で
は
七
い
か
と
も
息
は
れ
る
｡
ま
た

｢
管
子
｣
の

中
に
は
銭
貨
に
関
す
る
記
事

が
よ
.く
見
ら
れ
る
こ
と
先
に
引
け
る
と
,J
ろ
よ
り
し
て
も
想
察
し
う
る
と
JJ
ろ
と
思
ふ
が
'
そ
の
虞
燭

は
別
と
し
て
'
す
で
に

｢
管
子
｣
の
中
に
そ
の
や
う
な
記
事
が
あ
る
以
上
は
'
そ
の
筆
者
は
す
-
な
-
と
も
錆
貨
を
知
っ
て
ゐ
る
は

ず
で
は
あ
る
が
､｢
管
子
｣
は
管
仲
の
作
る
と
JJ
ろ
で
な
-
､
戦
観
時
代
以
後
多
数
の
人
の
手
に
な
る
と
い
ふ
の
が
定
説
で
､
こ
と
に

錆
貨
の
記
述
に
富
む

｢
鮮
重
｣
諸
簾
の
ご
と
き
は
漠
の
武
帝
の
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
.

小島而有馬博士,前掲習
同上

13)
14)



"

･

･

･I.
･

･

.
I
"
～

代
に

入
る
と
金
亀
貨
幣
.
と

く
に
蒔
貨
た
る
刀
布
､

そ
れ
か
ら
接
も
行
は
れ
た
こ
と
を

文
献

上
確
認

す
る
こと
が
で
き

る

.た
と
へ
ぽ

｢
戦
閣
策
｣
に

｢
千
金

を
以
て
千
里
の
馬
を
求
む
｣
と
あ
-
'
｢
布
子
｣
に

｢
田
野
の
棟
を
軽
く
L
t

刀
布
の
数
を

ナ
′､な

省

-

す
｣
と
あ
-
.

｢
韓
非
子
｣
に

｢
長
袖
よ
-
舞
払
多
鎮
よ
-
貫
ふ
｣
と
あ
る
が
ご
と
き
.

す
な
は
ち
そ
の
1
斑
を
示
す
も
の
と

な
す
に
足
ら
う
｡

と
こ
ろ
で
.
刀

･
布

･
鐘
は
い
づ
れ
も
青
銅
よ
-
な
る
こ
と
は
今
に
倖
は
る
遺
物
に
よ
-
て
明
ら
か
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
そ

の
他
の
金
属
貨
幣
は
い
か
な
る
も
の
よ
-
な
-
た
つ
で
あ
ら
う
か
と
い
へ
ば
'
大
鰐
黄
金
で
あ
っ
た
.
し
か
し
'
後
に
述
ぶ
る
ど
と

く
'
案
の
始
皇
帝
の
時
'
幣
制
を
統

t
し
て
鎧
と
黄
金
と
し
た
と
き
'
銀

･
錫
は
賓
師
と
な
し
て
貨
幣
と
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と

が
わ
ざ
-

｢
史
記
｣
な
ど
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
C
そ
れ
は
'
あ
る
仏
は
武
帝
の
時
.
iII金
三
品
が
造
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
か
も
知
れ
ぬ

そ
れ
は

と
も
か
く
.I

刀

"
布

…
鎧

"
黄
金
等
の
金
凝
貨
幣
が

行

ほ
れ
る
と
は
い
つ
て
も
ー

そ
れ
は
い
か
に
行
は
れ
た
で
あ
ら
う

か
.
換
言
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
交
易
の
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
の
は
た
し
方
は
い
か
ゞ
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
､
と
い
へ
ば
.
そ
の
性

質
上
'
刀
布
蟻
の
''U
と
き
銅
貨
は
普
通
の
小
取
引
に
用
ひ
ら
れ
'
黄
金
は
主
と
し
て
大
取
引
に
用
払
ら
れ
た
こ
と
は
'
庚
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ら
う
｡

な
ほ
'
刀

･
布

･
鐘

･
茸
金
等
の
金
属
貨
幣
が
行
は
れ
る
忙
い
た
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
'
か
な
ら
ず
L
も
そ
の
性
か
の
交
易
の
媒

介
者
が
姿
を
指
す
に
い
た
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
｡
げ
ん
に
､
さ
き
に
も
引
け
る
ど
と
く
'
報
酬

･
賄

賂
乃
至
穂
掛
と
し
て
載
朗
時
代
に
入
る
と
金
屠
貨
幣
が
行
は
れ
る
に
い
た
つ
た
が
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
玉
吊
車
馬
乃
至
土
地
子
女

.

支
那
貨
幣
小
史

第
三
巻

二

六三

第
三
戟

六三



支
淋
貨
幣
小
史

第
三
啓

二
六
四

第
三
択

六
四

が
投
写

と
れ

る
こ
と
が
複
を
絶

つ
に
い
た
っ
て
は
を
ら
ぬ
で
は
な
い
か
O

,

そ
れ
か
ら
雷

時
代
に
は
刀

-

鐘
が
行
は
れ
る
に
い
-

と
い
ふ
た
が
･
ま
づ
増

に
-

る
の
は
刀
布
で
敷

布

よ
り
は
後
れ
て
者
藷

す
る
と
老

へ
ら
れ
る
.
そ
れ
は
.
小
島
蕗
博
馬
士
も
い
は
れ
る
こ､
と
J

鍔
は
刀
布
よ
-
も
貨
幣
と
し
て
便
利

な
形
態
で
あ
り
'
鍔
が
行
は
れ
る
忙
い
た
っ
て
か
ら
刀
布
は
攻
寄
に
鐙
に
席
を
宗
-
'
流
通
鼎
よ
り
退
場
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
嶺

.
L
･.
/1
.)
.I.I...1
1
[

)
.

)
ノ
k
V
r.
｢J
t｢ノ
ー,)
〓j
.
】jq
Tn〃
.
‥ノ
=
b
.｣ドし
.
｢｣
.｢J
..
}くエ〓･J
L

ノヽ
L
.
(
.
.

ts
.
捕

-

ノ
¢

.rT
I
L･t
と
AJTt
t>
.
こ

と

-
｢

･TV

･Y

｣
,
-

剖

Jt･,-

-

1

垂

f
t-
7ィ
-l
･1
1づ

5=
写
山々
1-
･Y
～
Y
に

7
才
Hf
Z･,･LtE〃r
1
-/･51
し
才

つ
た

こ
と
が
不
思
議
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で

あ
る
｡
だ
か
ら
鏡

が
刀
布
に
先
行
し
た
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
o
し
か
も
鏡
の
起
原
に

つ
い
て
は

ーr
っ
く

の
舵
が
あ
る
｡
あ
る
仏
は
刀
賃
の
柄
の
末
端
に
あ
る
窮
よ
り
き
た
と
せ
ら
れ
る
.
こ
れ
に
よ
れ
ば
機
は
刀
償
よ

-

噂
奥

せ
るも
の
tJ
あ
る
か
ら
'
積
算
が
P
旺
よ
-
緩
行
す
る
こ
と
は
白
明
の
哩
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
.
あ
る
ひ
ま
獲
ま
聖
玉
よ
-

I=

縛
換
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
鍔
が
刀
布
･L6-
径
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
か
な
ら
す
L
も
壁

t一口
の
か

ぎ
-
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
か
し
な
が
ら
'
今
日
有
力
な
る
錆
の
起
原
の
単
詮
は
鎧
が
見
貨
よ
り
轄
換
し

た
と
す
る
も
の
で
あ
る
.0.

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
只
貨
が

一
時
し
て
煩
鼻
鏡
と
な
-
'
再
挿
し
て
鐘
と
な
っ
た
と
せ
ら
れ
る
o
そ
し
て
1

時
こ
れ
に
反
劃
語
を
た

て
1

ゐ
ち
れ
た
る
ラ

ム

ス

デ

ソ
氏
す
ら
'
只
賃
と
蟻
鼻
鍔
を
つ
な
ぐ
鋼
貝
を
罷
免
し
た
と
い
つ

てこ
の
記
を

桝

骨
JrJq
す
る
に
傾
か
れ
た

と
き
-
o

も
し
'

こ
の

語
に

よ
る
と
す
れ
ば
'
韓
は
か
た
ら
ず
L
も
刀
布
に
復
行
せ
ね
ば
な
ら

ぬと
い
ふ
こ

と
は

い
へ
ぬ
で
あ
ら
う
D

し
か
し
同
じ
く
こ
の
詮
を
肯
定
せ
ら
れ
る
小
曇
仙
拭
博
士
は
'｢
只
貨
の
石
製
骨
製
の
も
の
は
服
代
･LJ
り
既

に
存
せ
し
許
婚
あ
れ
ば
'
魔
鏡

の
振
た
る
鋼
製
の
月
貨
は
冶
金
の
術
の
進
む
と
共
に
他
の
影
響
な
-
と
も
自
ら
蔑
生
し
得
る
わ
け
で

は
あ
る
が
'
両
も
冶
金
の
術
の
可
な
-
蔑
適
せ
し
内
周
時
代
を
通
じ
て
鋼
只
の
鋳
造
せ
ら
れ
し
形
跡
な
き
析
よ
･1
蕪
す
れ
ば
'
鋼
月

151 小島拓馬博士,前緒香
16) 奥平ミ共昌,東亜鑑志,弗七啓,p･ 14

17) 同上,第二巷,p_76以下

第二春.第二航)
19) 新渡 戸博士前視論文
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壬
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.
1

I+
る
O
も
つ
と
も
こ
1
忙
小
島
障
士
わ
い
は
れ
る
銅
只
と
は
壌
鼻
銭
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
'
ラ
ム
ス
デ
ン
の
い
は
ゆ
る
骨
月
と
瑛
鼻
鍔

と
の
連
鎖
を
構
成
す
る
鋼
只
で
は
な
い
｡
小
島
博
士
は
さ
ら
に
'
問
に
つ
ぐ
粟
横
棒
代
に
お
い
て
は
刀
布
は
全
-
す
た
れ
て
濁
り
囲

鐘
の
み
行
は
れ
る
忙
い
た
れ
る
忙
も
か
1
は
ら
す
.
間
代
に
お
け
る
圃
鍔
の
遺
物
は
そ
の
博
類

に
お
い
て
そ
の
激
到
底
刀
布
の
遺
物

＼

の
多
き
に
此
す
べ
-
も
あ
ら
ざ
る
こ
と
よ
れ
し
て
も
鎖
が
刀
布
に
径
行
せ
る
を
推
知
す
る
に
足
ら
う
と
し
て
ゐ
ら
れ
r6
10

ll

そ
し
て
小
島
博
士

を

は
じ
め
.
普
通
に
は
構
鼻
鏡
は
通
貨
と
み
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
そ
し
て
さ
う
と
す
れ

ば
､
小
島
博
士
の
誼
に

従

へ
ば
､凝
固
時
代
に
は
刀
布
鐘
の
外
に
壌
鼻
鏡
な
る
金
展
の
鋳
貨
も
行
ば
れ
た
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
へ新
渡
戸
稲
造
博
士
は

ラ

ム
ス

デ
ン
の
鋼
只
は
も
と
よ
-
い
は
ゆ
る
蛾
鼻

環

と小
へ

と

d

は
た
し
て
貨
幣
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
記
錦
の
よ
る
べ
き
も
の

｣

な

し
と

し
て
こ
れ

を
肯

i:Ftす
る
･J
JJ
を
媒
(
て
を
til
かス

d
C

の
み
な
ら
ず
.
肘
よ
し
頭
集
積
が
虜
韓
で
あ
っ
た
･iJ
し
て
も

其
形
状
が

聾

只
よ

り
連
綿
と
し
て
偉
は

り
罪
つ
た
と
断
言
は
出

来ぬ

｣
と
い
っ
て
ゐ
ら
れ
る
｡
私
も
博
士
と
と
も
に
こ
の
鮎
に
開
し
､
｢
今
茄
に

何
の
定
説
を
も
下
す
熊
は
ざ
る
ik
)量
感
と
㌻
る
｣
も
の
で
あ
る
.

戦
囲
時
代
に
は
金
嵐
貨
幣
が
成
g行
し
､
そ
れ
は
主
と
し
て
箕
金
と
銅
貨
に
お
い
て
な
-
た
ち
､
黄
金
は
大
坂
引
に
'
銅
貨
は
小
取

引
に
吊
払
ら
れ
'
銅
貨
と
し
て
は
刀
布
が
ま
づ
興
る
が
'
や
が
て
銭
が
Hl
現
す
る
に
及
ん
で
.
そ
の
形
態
が
貨
幣
と
し
て
も
っ
と
も

適
昔
で
あ
る
た
め
か
'
刀
布
は
次
第
に
錨
に
席
を
護

る
傾
向
が
み
ら
れ
た
る
こ
と
す
で
に
述
べ
た
る
と
.こ
ろ
の
こ.
と
く
で
あ
る
が
'

素
が
六
園
を
併
せ
静
内
を
統

l,
す
る
に
い
た
る
や
'
た
と

へ
ば

｢
史
記
｣
に
よ
れ
ば
､｢
l
閏
の
幣
空

重

と
零
し
､
芳
金
は
盛
を
以

支
那
箆
簡
小
史

滞
三
億

二
1六
五

第

三
朝

六
五

20) 小島拓馬博士, 前掲満文
21) 同上
22) 同上
23) 新渡戸荷造博j:･,前視苔



支
那
貨
幣
小
史

第
三
巷

二
｣ハ
｣ハ

第
lニ
戟

大
山ハ

て
名
づ
け
7
上
幣
と
零
し
p
銅
鏡
は
許
し
て
牛
雨
と
日
払
'
重
さ
そ
の
文
の
ご
と
く
'

了
解
と

濁
し
.
而

し
て
珠
玉
亀

只
銀
錫
の
巌

.I

は
器
師
と
為
し
て
賛
赦
し
.
髄
と
馬
1tJす
｣
と
い
ふ
こ
と
1
な
る
o
恩
ふ
に
'
始
皇
帝
の
六
観
を
併
有
す
る
や
'
法
度
と
い
は
す
'

梓
畳
と
い
は
す
'
丈
尺

･
申
軌

･
律
暦

･
衣
冠

･
文
字
等
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
っ
て
劃

1
化
を
行
ひ
､
虞
に
天
下
統

l.
の
蟹
を
あ

げ
ん
と
し
た
広
.
｢
凄
-ノqカ
tit
＼
こ
き
.i
･l簡
韓
b
l弟
,U
か
カ
伊
那
克
之
は
す

は
あ
る
ま
い
と
考
(
ら
れ
る
｡

碓
つ
1Y!
l史
記
の
LJ
の
記
述

､ノ
.'L
l一
.ノ
一ヽ
‥.･ノJ
ー-

は
充
分
の
信
頼
に
惜
し
ょ
う
｡
と
こ
ろ
で
そ
の
幣
乱
読

l
た
る
や
･
鐘
の
形
式

･
重
量
を
統

妄

る
IL,と
も
に
･

そ
の
鏡
野
樺
を
政

府
の
手
に
掌
超
せ
る
も
の
で
あ
る
が
'
凡
そ
迫
筒
の
棺
た
政
府
が
課
提
す
る
L
j
と
は
貨
幣
の
形
式

･
重
qqr.の
杭

1-
の
た
め
に
は
必
要

AEi
S
と
こ
ら
CJ
あ
り
･
と

ノ
U
茸
轄
つ
珍
£

･
E
ヨhd
つ
た

二
･(土
41m
IL}Jly
)
･1
7
⊃
-
tLRJ
-
l

･
-
.,･
J

･

.
-
.
]
･6
.
6
才
,n

U-"1-.,¢
亮

一
卜
面
奄
LLil孝
♂
首
し
プ
一Yit
JP
と
JJ
も
と
こ
7
.7
凄

il
L

カ

も

難
塁

の
こ
の
綻

1
は
こ
れ
を
上
述
せ
る
と
こ
ろ
の
昔
時
の
状
勢
に
照
ら
せ
ば
､
そ
れ
が
時
勢
に
即
し
､そ
の
流
れ
に
沿
ひ
て
'

そ
れ
を
そ
の

ま
1

に
法
制
化
せ
る
も
の
と
観
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
息
は
れ
､
す
-
な
-
と
も
'
こ
の
幣
制
統

t
に
関
す
る
か
ぎ
ゎ
'
史
豪
の
あ

る
ひ
は
､｢
支
部
四
千
年
の
史
粟
'
始
皇
の
前
に
始
皇
な
-
'
輔
量
の
後
に
粕
皇
な
し
｡
憤
々
考
察
せ
ず
'
渡
に
悪
聾
を
放
ち
'
耳
食

の
社
旗
つ
て
之
に
和
し
'
経
に
千
首
の
偉
人
を
し
て
在
げ
て
粂
肘
と
伍
せ
し
む
'
豊
に
某
し
か
ら
す
や
｣
と
慨
く
に
同
感
を
表
せ
ざ

る
を
得
な
い
.
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
幣
制
統

1
が
ど
こ
ま
で
成
功
し
た
で
あ
ら
う
か
は
ま
た
別
問
題
で
あ
ら
う
が
'
そ
れ
が
右
述
の

ど
と
-
賓
秋
に
卸
し
て
行
は
れ
た
こ
と
は
'
こ
れ
が
成
功
し
た
に
ち
が
心
な
い
こ
と
を
息
は
し
め
る
o
こ
と
に
'
後
に
逃
ぶ
る
ご
と

く
'
漠
の
世
に
い
た
り
秦
鋒
重
く
し
て
用
払
難
し
と
な
し
'
軍

二
錬

･
四
鉄
八
鉄
等
の
鐙
を
鋳
る
に
も
か
1
は
ら
す
'
そ
の
文
は
依

然
と
し
て
秦
制
に
倣
ひ
て
空
岡

(
十
二
鉄
)
と
し
て
武
帝
の
時
代
'
醗
重
鎌
を
以
て
す
る
に
至
る
ま
で
に
及
ん
だ
こ
と
は
'
い
か
に

秦
の
幣
制
統

一
が
央
固
た
る
其
礎
を
碓
｣〃盲

る
か
牢
つ
か
ゞ
は
し
む
る
に
足
る
と
な
し
得
た
.(,
で
あ
ら
う
か
o
ま
た
'
こ
1

に
'
漠

史記,平準書
桑原髄欝博士,秦始皇帝 (東洋史記苑,p4IL6)
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ノ
･b
k

r
L

て
･同
紅

い
と
㌢

は
･
｢
㌃

l
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㌫

L

i
･.
針

針

扶
㌃

君

針

嵐
i
j
.I
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捷
㌢

落
し
雪

.
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∴

･
･

'

環
に
生
じ
た
る
も
の
'
い
は
ゆ
る
時
饗
の
結
果
に
し
て
'
か
な
ら
す
L
も
秦
銭
の
罪
に
非
ず
と
い
払
う
る
｡
い
kIF

鋳
貸
の
ど
と
き

に
お
い
て
は
'
素
材
を
鮎
小
蒲
悪
化
す
る
こ
そ
悪
政
の
例
で
あ
-
､
そ
れ
だ
け
に
乗
積
の
ど
と
-
葺
き
を
か
こ
た
れ
る
も
の
は
む
し

ろ
善
政
の
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
ふ
｡
も
し
さ
う
解
し
う
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
鮎
よ
-
し
て
も
こ
の
幣
制
改
革
の
成
功
が

椎
想
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
す
-
な
-
と
も
'
辻
簡
柿
の
政
府
に
よ
る
箪
旗
に
も
か
1
は
ら
ず

私
錆
の
こ
と

.

ぁ
る
む
き
か
ぬ
は
'
あ
る
ひ
は
記
録
の
亡
失
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
'
ま
た
､
後
世
南
帝
の
孔
:q
の

｢
人
の
盗
鋳
す
る
と
,U
ろ
'
/厳

法
も
禁
す
る
能
は
ざ
る
は
'
上
錆
を
撃

也
に
鋼
を
惜
し
み
工
を
愛
し
む
に
由
る
な
-
｣
と
い
へ
る
が
と
と
く

秦
鐘
が
鋼
を
惜
し
ま

ざ
る
に
よ
る
と
も
考

へ
う
る
と
す
れ
ば
､
わ
れ
ら
は
秦
の
幣
制
統

一
車
詐
す
る
に
成
功
を
以
て
す
る
を
祥
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
c

LK
-･I
L
.
Yu
う
･3
い
.つ
て
も
.
鮮
桝
旦
倍
達
と
い
ふ
も
の
は
長
rC,習
仰山
よ
り
な
り
た
つ
も
C
.l･:L'あ
る
か
ら
.

｢
つ
よ
か
‥
･ゴ
ブ

て
こ
れ
を
左

右

す
る

こ

と
は

か

な
ら
す
L
も
容
易
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
O
そ
れ
で
秦
の
幣
制
統

1
が
時
勢
の
波
に
乗
っ

た
も
の
で
'
そ

の
成
功
が
約
束
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
も
t
yJ
Lつ
急
に
そ
の
効
果
を

あ
げ
レる
と
よ

が
し
か
-
容
易
で
あ
る
と
も
恩
へ
す
'
刀

･
布

は
お
ろ
か
'
貝
貨
そ
の
他
の
甥
髄
が
命
令

l
下
語
に
･-rJの
影
む
ひ
そ
め
た
か
ど
う
か
は
疑
問
の
儲
軸
が
な
い
と
は
い
へ
ぬ
か
と
も
息

へ
ば
思
は
れ
る
｡

一

｢南有事｣副使倦

漠
に
入
る
と
'
そ
の
初
は
'
秦
漠
鼎
革
の
長
い
戦
乱
の
結
果
'
生
産
尭
廃
し
て
財
貨
匿
乏
し
.
ま
こ
と
に

｢
天
子
よ
-
鈎
弧
を
具

～

ふ
る
離
は

す

'
而
し
て
蒋
相
或
は
牛
車
に
煎
-
'
帝
民
慧
歳
な
-
｣
物
債
騰
貴
L
t
従
っ
て
鐘
慣
下
落
し
'
そ
れ
故
に
従
来
の

｢
秦

26)

支
那
貨
幣
小
皮

第
三
番

二
六
七

第

≡
髄

六七



支
那
貨
幣
小
史

第
三
番

二
六
八

第
三
戟

六
八

鏡
は
重
く
し
て
周
仏
難
き
が
馬
に
､
吏
め
て
民
を
し
て
鏡
を
錆
し
め
､
l.
黄
金
は

l
斤
｣
と
す

る
こ
と
-･
な
る
こ
と
｢
史
記
｣
に
記
す
る

と
こ
ろ
の
ど
と
く
で
あ
る
o
こ
の
場
合
'
わ
れ
-

は
｢
史
記
｣
の記
述
よ
-
し
て
二

つ

の
こ
と
を
知
る
｡
そ
の
1
つ
は
'
貨
幣
の
種

鞘
は
案
の
制
を
確
繋
す
る
が
ー
そ
の
誓
雪
は
こ
れ
を
肺
-
す
る
こ
と
で
あ
る
.
こ
か
を

｢
摸
諾
｣
の
記
述
に
よ
れ
ば
'
軍

二
鉄
と
せ

…
ニ
L
Fと
祁
zJ
Ll.CJ
Ir
つ
こ
.
川七
つ
U
竜
り
コ㌃
i一門
転
′＼
しま
-
'

J
f

つ
籍
Lf.1
Si
,L
l′＼
亡
あ
る
LJ
て
楠
鞭
絹
の
名
を
得
て
ゐ
る
.
し
か

し
こ
れ
は
時
勢
の
軒
に
臆
1
J
た
も

の

で

.あ
っ

て
'

む

し

ろ
結

構
な
こ
と
1
許
し
て
よ
い
か
と
思
ふ
.
つ
ぎ
は
始
皇
帝
が
政
府
の
手
に

J

]]T-.-二_]
L
一-ノ
●
〉
A一L
_＼
l'.
'
･1]Jh
)
_r
rし

等
頻
ゼ
～.J謎
g
=欄
til劫
雫

甥

一[1ru

す
か
は
碑
銘
劫
勺
で
凌
rV

こ
か
は
詞
tLA
隣
作
メ
り
て
潜
三
弓
を
群
づ
〝
:カ
-
し
て

責
任
苛
政

を
除
去
し
.
人
心
を
胸
腔
す
る
の
政
略
か
と
も
息
は
れ
る
が
'

こ
か
を
乍
轡
Tfi貿
b
ll-l
ぢ
ユ
11
み
れ
ば
'
す

で

に
劫

(
た
る
が
ど
･～

く
'
始
皇
帝
の
造
幣
椎
回
収
掌
蛙
こ
そ
ま
rU
に
執
る
べ
き
の
寛
で
あ
る
だ
け
に
'
こ
れ
は
む
し
ろ
策
を
誤
れ
る
も
の
と

評
す
る
の
外

な
い
か
と
思
ふ
｡
は
た
せ
る
か
な
'
呂
后
の
時
に
い
た
る
や
'
再
び
造
幣
椎
の
政
府
に
よ
る
掌
提
'
私
銘
禁
止
の
行
は
る
･･
を
み
る

と
考

へ
ら
れ
る
こ
と
1
な
る
｡
呂
肩
の
緯
'
造
幣
横
を
政
府
に
回
収
せ
る
こ
と
は
明
文
を
見
ぬ
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
二

両
組
の
時
私

錆
を
許
せ
る
こ
と
上
述
の
.･L)
と
-
で
あ
る
の
に
'
つ
ぎ
の
孝
支
帯
の
時
に
'｢
民
を
し
て
縦
し
て
自
ら
鎧
を
鋳
る
を
得
し
む
｣
と
あ
る

よ
り
す
れ
ば
'
呂
后
の
時
あ
た
り
に
こ
の
こ
と
あ
り
た
-
と
せ
ね
ば
首
尾

一
貫
せ
ぬ
こ
と
1
な
る
に
よ
る
.
な
墜
偽
札
の
時
秦
鏡
貢

.

く
し
て
用
ひ
難
き
が
偶
に
,
11森

の
錦
を
錆
た
こ
と
は
時
勢
の
琴
に
廠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
ご
と
-
で
か
る
が
'
た
ゞ

さ
へ
物
情
高
-
貨
幣
傾
倍
小
な
る
と
こ

ろ
に
錆
の
素
質
を
低
下
せ
し
め
れ
ば
'
貨
幣
慣
値
は
ま
す
-

下
落
し
'
物
情
は
ま
す
ノ
1

騰
貴
す
ね
ば
な
ら
ぬ
は
す
で
あ
る
o
L
か
の
み
な
ら
ず
'
私
錆
を
許
す
の
で
あ
る
が
､
私
環
は

l
方
に
お
い
て
は
迂
錆
に
拍
車
を
か

け
､
鐘
の
増
加
を
碑
た
し
'
そ
し
て
韓
の
増
加
が
物
償
騰
貴

･
頃
幣
傾
伯
の
下
浦
の
勢
を
増
i(
す
る
こ
と
は
叩
ら
か
な
る
と
こ
ろ
で



あ
る
d
他

方

に

お

い
て

は

私
録
は
貨
幣
の

素

質

を

劣

悪

な

ら

し

む

る
傾

向
あ

る

を

ま

ぬ
が
れ
ず
'
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
貨
幣
償

値
の
下
落
､
物
債
の
騰
貴
を
促
進
す
る
こ
と
多
言
を
要
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
O
か
-
て
積
憤
の
下
請
､
物
債
の
騰
貴
が
甚
だ
し
か
つ

た
か
ら
で
あ
ら
う
'
呂
后
の
時
に
な
る
と

1
万
に
は
蘭
速
の
ご
と
-
私
銘
を
禁
す
る
と
と
も
に
'
他
方
に
は
八
鉄
鎖
を
錨
達
し
て
従

帝
の
三
珠
鏡
と
併
せ
行
ふ
こ
と
･̂
な
る
.
し
か
る
に
一
片
の
法
令
を
以
て
私
韓
が
止
ん
だ
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
｡
こ
と
に
つ
ぎ
の
草
丈

帝
の
時
こ
の
盗
錆
鑓
命
を
除
い
て
ゐ
る
に
ょ
り
て
み
れ
ば
'
ヰ
手

-

私
錆
の
禁
の
効
果
を
疑
偲
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
ゝ
な
る
.
け
だ

し
文
帝
の
こ
の
私
錆
の
禁
の
除
去
は
私
蕪
禁
rIJ
難
き
忙
よ
る
こ
と
後
に
述
ぶ
る
と
こ
ろ
の
ど
と
く
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
O
ま
た
八
錬

鏡
も
三
錬
鐘
も
い
づ
れ
も
鍔
文
は
秦
制
を
そ
の
ま
1

年
稲
と
な
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
､
異
質
同
債
の
貸
幣
が
並
び
行
は
れ
る
嘩

悪
貨
は
艮
瀕
を
騒
遥
す
る
と
い
ふ
か
､
良
質
の
墳
鞘

が
流
通
界
よ
-
そ
の
姿
を
消
す
忙
い
た
る
こ
と
は
グ
レ
シ
ア
ム
の
決
別
の
喝
破

｢
7rl
二
二
-三
.h
う
5
9

い
′
＼
.U
つ
ぎ
つ
筆
と
育
つ
壮
L.I,/
h7
JL1.
時
実
売
㌻
/
＼
多
く
し
て
辞
し
と
.い

ふ
こ
と
に
な
り
い
ハ
鍔
朗
を

止
め
て
四
鉄
銭
を
琴

る
こ
と
1
な
る
｡
け
だ
し
.
か
-
す
る
こ
と
に
よ
り
て
貨
幣
慣
帖
の
維
持
を
計
る
と
と
も
に
'
八
錬
鐘
の
場
合

の
ピ
と
-
涌
適
男
よ
-
そ
の
姿
を
湘
す
忙
い
た
る
と
･N
を
匹
II]
rF
･L<
2
,J
プ
･.-
b
r
Tq
丘
.-
･r<
t

T
<
し

･.
A
,i
-
,-
1
｢
=
う
｣
/

二
.｣フ
二
･L.
ノ
=
/
PJ
)
)
Lご
Lう
･つ
･-
f!0
ノ

い
/
'
'L)t
｡い
:･)二
一,至
わし
柵
刈Fdf

'･
LII'･
l･I/
:
E
1
.JL
t
･
.)
口
｣九乍
曳Zi'
⊃
J1
.A･<
)
｢
.
〓
)
と
L亡
hF
向

｣
1罵
i,t

一

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
舟
カ
は
安
葬
に
即
タ
を
カ
-

六
ゝ
責
を
占
｢
引
pP
に

PJ
tS
Ei
金

怠

IF

Lr
h

-

.
･T
b

つ
/
ヨ

ノ
一
l

-

ラ
,

｣

も
の
で
あ
る
以
上
,
英
鐘
と
の
間
に
は
約

1
鉄
の
差
が
あ
る
は
す
で
.
し
か
ら
ば
､
グ

レ
シ
ア
ム
d
法
則
は
な
ほ
作
用
し
得

る
と
考

へ
ら
れ
'
ま
た
'
八
鉄
鎖
に
代
へ
て
四
鉄
銭
を
鋳
る
と
き
は
貨
幣
慣
借
の
下
落
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

と
思
は
れ
る
が
ど
う
で
あ
ら
う
か
｡

ほ
1-}Jjp･

ま
た
.
矛
文
帝
の
と
き
払
拭
が
盛
に
行
は
れ
た
こ
と
は
'
帝
が

｢
盗
端
銭
令
を
除
き
r
民
を
し
て

故

に
錯
し
め
｣
た
忙
よ
っ
て

支
那
貨
幣
小
史

寮

三
省

二
六
九

第

三
光

六
九



∫

支
那
貨
幣
小
史

第
三
巻

二
七
〇

第
三
流

七〇

知
り
う
る
.
何
と
な
れ
ば
､
草
丈
帝
が
か
-
.

る
政
策
を
と
っ
た
の
は
'
民
の
淡
蒜

す
る
老
後
を
経
た
ず
'

帝
こ
れ
を
憐
れ
み
た
る
に

ノ
よ
る
こ
と
貰
誼
が
こ
の
政
策
を
諌
め
た
る
言
の
中
に

｢
さ
き
に
錯
鎧
を
禁
じ
て
死
罪
下
に
積
L
t
今
公
に
鏡
鑓
せ
し
め
て
､
蘇
罪
下

,I

に
積
し
∵

耳
ヱ

と
あ
る
に
よ
-
て
想
察
し
得
べ
き
こ
と
加
藤
柴
博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
る
′

こ
ろ
の
如
-
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

孝
交
鰭
の
私

縁

石
詔
必
策
に
T･恥
席

,L甥
は
弱
乍
売
れ
と
も
山
に二
郎
S
て
鎖
を
室
/-

空

1
億

h
.子
に
判
し
-
..

=

･筆
述
に

㌍

丈
夫
な
れ
ど
も
錯
鍔
を
以
て
財
王
者
に
過
ぎ
｣
｢
故
に
呉
部
の
鐘
天
下
に
布
-
｣
に
い
た
っ
た
O

か
-
て
私
錆
の
紫
や
う
や
-
願
著

く
一′H
.ノ.
レ㍗
｢ノ
/
)

】LN
7
ノrt.-
.U
n
ノノ~
L-
･･L-
..
J′
tTtT′々予
.づりフー

一
1
.

I
.

し
.
l
ノ
:

)
,tdnli)U
r
)

二
一.raJ
L
]
｢
′ご
rJ
心木
lk

臣
日
K
凡

In乃
U

ld
J
.A
V
ド
.つ
トド
真
^
)こ
A
へ
乙J
V
ド
.つ
,戸

Nt)り
勿
.1u
乙一
もー
相
㍑観
こ

ノ∪

癌

め
島
-
'
把

握
に
あ
-
て

以

て
海
内
を
簡
ぐ
る
べ
-
二

両
し
て
飢
寒
の
息
な
し
｣
と
あ
り
'
ま
た

｢
明
君
は
五
穀
を
貴
び
て
而

し
て
金
玉
を
腰
し
む
｣
と
あ
る
を
見
る
と
'
そ
の
昔
時
鐘
の
ほ
か
に
金
は
も
A
rよ
-
で
あ
る
が
'
銀
や
珠
玉
も
亦
貨
幣
の
役
割
を
は

た
し
て
ゐ
た
こ
と
を
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
q].'1ふ
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
､
漠
興
以
罪
､
孝
貴
に
い
た
る
七
十
飴
年
間
は
い
は
ゆ

る

｢
国
家
無
事
'
水
草
の
災
に
過
ふ
に
非
れ
ば
'
民
は
則
ち
人
給
-
'
家
足
-
'
郡
部
の
魔
･La
/皆
な
満
ち
.
而
し
て
府
庫
貨
財
を
倹

し
二
見
師
の
鎮
互
寓
を
異
曲
'
貰
朽
ち
て
校
ふ
べ
か
ら
す
､
大
倉
の
栗
は
陳
陳
相
国
-
､
充
溢
し
て
叶
に
貰
積
し
'
腐
敗
し
て
食
ふ

べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
｣
の
で
あ
る
が
'
ま
こ
と
に
'
｢
物
蕗
に
し
て
衰
ふ
｣
理
に
て
､
つ
ぎ
の
武
帝
に
い
た
る
と
'
外
は
外
征
の
師
を

出
だ
し
･

内
は
土
木
の
工
を
EFlL
t
加
ふ
る
に
軍
票

胤奉
を
極
め
.
そ
の
結
果
府
庭
内
解
放
芝
を
告
げ
､
｢
寧
冗
玖
乗
用

少

き

｣

に

(7

及
び
､｢
願
官
往
々
鋼
多
き
山
に
即
い
て
鐘
を
鏡
｣
民
は
民
で

｢
亦
間
R
,
撃

だ
盗
錨
し
､
勝
げ
て
教
ふ
べ
か
ら
す
｣
た
め
に

｢
鎮
ま
す

㍗

.

｢

ノ
ト
多
-
し
て
部
-
｣
他
方
'
物
賓
は
や
は
-
外
征

･
上
木

･
薯
修
の
た
め
に
紋
乏
し
'

｢
物
三

En
-

少
-
し
て
貴

し

｣

JJ
い
ふ

27) 加藤繁博士,西燕前期の提幣,特に四鉄鎖に京臥,T (LLIド柴.生潰暦紀念東
洋史諭せ集,p.37)

28-34) 史記,平準書



こ
と
に
な
-
'
さ
ら
に
こ
れ
に
加
ふ
る
に
姦
悪
の
債
の
中

に
は

｢
あ
る
ひ
は
頭
享
を
鴇

璽
し
て
鏑
を
瀬
る
｣
老
さ

へ
あ
-
.
r
鎮
ま

糊

､

す
-

軽
薄

に
し
て
物
童
す
く

貴
し
｣
宛
然
畢
初
戦
乱
の
飴
解
を
布
け
た
る
場
合
の
ご
と
-
'
支
碑
に
聾
す
る
貨
幣
の
量
が
増
大

す
る
故
に
'
そ
の
携
行
違
投
に
葛
貴
大
な
る
の
嘆
を
生
じ
'
則
ち
.
r
遠
方
に
解
を
円
ふ
る
に
煩
費
す
く
私
か
ら
す

｣

'
さ
れ
ば
と
い

っ
て
襲
初
の
場
合
'
秦
鏡
の
十
二
鉄
や
桶
の
も
の
峯

二
妹

に
拭
す
る
が
ご
と
く
す
る
に
は
'
四
錬
鏡
は
す
で
に
あ
ま
り
に
小
さ
す
ぎ

る
o
そ
こ
で

｢
刀
ち
白
魔
の
旺
方
尺
な
る
を
以
て
'
縁
ど
る
忙
藻
続
を
以
て
L
t
定
幣
を
男
-
り
､
直
四
十
菌
と
L
P
王
侯
宗
童
の

朝
規
準

皐
に
は
必
ず
乾
稗
を
以
て
空
に
蕉
き
'
然
る
径
行
ふ
こ
と
を
掛
｣
と
な
し
'

｢
ヰ
亮

.

銀
錫
を
迂
-
て
.Jl-
金
と
為
し
.

お
も

へ
ら
Y
天
用
龍
に
如
-
は
葺
く

地
tFE
絹
に
如
-
は
其
く
'
人

周
愚

に
如

く
は
革
L
と

'
故

に

白
金
二
兎

.
そ
の

一
に
日
も

重
八

C
?

棚
こ
れ
む
闘
!:]
L
n
γて
-=

淡
は

.里

村

バ
ノげ

.･～

.臼
偲
J
.う
ーい
吋

11=111車
'

二

L=1日
/
＼

頚

さ
書

中
､
こ
か
を

方
に
し
'
そ
の
文
は
摘
'

直
五
雪

三
に
円
く
.

視た
小

'

こ
れ

を

絹

に

す

'
そ
の
女

は
宅
.
準

二
号
｣

ノ
ユ

-

巾

｡

い
TL'[
:i･-
岬J肇
頂
椎
L
j
た
る
埠
陪
臣

洩
る

こ
と
に
よ
-
て
そ
の
蓮
激
の
努
力
を
省
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
-
'
得
に
白
虎

蛇
簡

の

ど
と

き

は

'

あ

る

意
味
に

お

S

で
紙
幣

と

原

蝿
里

忙
す
る
と
い
払
う
る
攻
第
で
あ
っ
て
･
こ
れ
を
紙
幣
の
先
駆
iJJ
な
す
も
妨
げ
な
い
か
と
恩
は
れ
る
O
し
か
も
さ
ら

に
､
こ

れ

ら
と
と
屯
に
四
錬
錦
も
す
こ
し
で
は
あ
る
が
軒
く
せ
ん
と
し
て
､｢
願
官
乱
し
て
半
姻
鐘
を
綿
し
'
あ
ら
た
め
て
こ
鉄
鎖
を
録
.
糞

さ

そ
の
文
の
ご
と
-
す
｣
る
こ
と
1
す
る
を
見
る
こ
と
ゝ
た
る
｡
た
ゞ
し
'
こ
れ
は
'
孝
文
帝
が
盗
錆
銭
命
を
除
か
ん
と
す
る
に
際
し

て
賓
誼
が
こ
れ
を
諌
め
た
る
雷
に

｢
民
の
環
を
EEE
ふ
る
や
耶
麻
に
よ
り
て
同
じ
か
ら
ず
､
或
は
醇
鍔
を
用
ひ
て
盲
に
若
干
を
加

へ
'

或
は
重
鎮
を
用
ひ
て
早
稲
に
て
は
受
け
,ず
｣
と
あ
る
よ
り
す
れ
ば
'
常

時
貨
幣
慣
値
の
基
礎
は
そ
の
素
材
慣
借
竺

jL押
せ
る
も
の
JJ

解
せ
ら
れ
る
が
ど
と
く
で
あ
り
.
は
た
し
て
し
か
-
･r
す
れ
ば
'
鐘
の

重
量
を
減
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
環
の
慣
値
が
小
と
な
る
は
す
で

支
珊
貨
幣
小
史

第
三
懸

二
七

i

発
一二
現

七

l

35-391 史記,平準書
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支
部
貨
幣
小
史

第
三
巻

二
七
二

第
≡
既

七
二

あ
る
か
ら
'
従
っ
て
そ

の
結
果
は
そ
れ
だ
け
多
-
の
銭
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
-
'

鐘
の
携
行
運
搬
に
お

い
て
重
畳
を
省
-
す
る

こ
と
に
は
な
ら
ぬ
理
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
C
そ
れ
は
と
も
か
-
.
こ
れ
ら
の
鏡
に
し
て
私
鍔
せ
ら
れ
ん
か
､
素
質
の
悪
化

と
数
量
の
増
大
よ
-
し
て
偵
借
の
減
少
を
き
た
し
.
切
角
の
期
待
に
孫
払
難
い
こ
4
'ゝ

な
る
か
ら
と
い
ふ
鮎
か
ら
'
な
ほ
さ
ら
の
こ

幻

と
･
.

思
ふ
が
.
｢
譜
金
鏡
を
淡
皿鋳
す
る
著
は
輝
は
憤
死
｣
と
安
め
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
.LJ
の
白
金
三
品
の
ど
と
尊
慣
倍
大
な

-<
J
-～
d
L
イ不
着

♂

叫謹
盛
.TJサリー
.LT
づ
ノく

l
.召

Lq

til

Jヒ
′笥

を

盗

鏡

す

る
著

勝

げ

て

数
ふ

べ

か

ら
す

｣

と

い

ふ

こ

と
1
な
る
｡
ま
た
三
錬
鐙
は
孔
頴
の

｢
鎧
を
鋳

て
銅

を
惜
し
む
｣
も
の

に

嘗
る

が
故
'
こ
れ
ま
た
'
私
錆
の
封
象
と
な
る
理
由
を
有
つ
わ
け
で
'
す
な
は
ち
'｢
有
司
言
ふ
.

ニ
森
鎮

軽
-

.

姦
許

し
易
し

｣

と

い
ふ

こ
と
1
な
り
'
そ
こ
で
有
司
は

｢
刀
ち
更
め
て
諸
の
郡
国
に
て
五
錬
鐘
を
鋳
て
､
そ
の
下
に
同
部
L
t鉛
を
壁
澱
す
べ
か
ら
ぎ

ら
し
め

ん
こ
と
を
請

ふ
｣
こ
と
に
な
る
.
し
か
し
'
そ
れ
で
も
私
錆
は
そ
の
後
を
絶
つ
ど
こ
ろ
か
'
ま
す
-
-
は
な
は
だ
し
く
.
r
史
記
｣
に

よ
れ
ば
'
｢
白
金

･
五
鉄
鎖
を
護
り
て
rL15り
径
五
歳
､
吏
民
の
金
銭
を
盗
鏡
す
る
に
坐
し
て
死
す
る
者
数
十
常
人
'

そ
の
覆
畳
せ
ず

し
て
相
殺
す
者
勝
げ
て
計
ふ
べ
か
ら
す
'
自
ら
m
ず
る
も
の
を
赦
す
こ
と
首
飴
甫
人
'
し
か
れ
ど
も
自
ら
桝
す
る
も
の
の
年
ば
な
る

能
は
す
.
天
下
大
抵
無
鹿
骨
な
金
鐘
を
鋳
た
-
'
犯
す
者
衆
-
し
て
吏
こ
と
こ
と
-
詮
索
す
る
能
は
す
｣
と
あ
る
.
ま
た
も
つ
て
私

∫

鎧
の
い
か
に
盛
な
り
し
か
を
う
か
が
ふ
に
足
る
で
あ
ら
う
.

か
く
し
て

｢
鎧
多
-
し
て
醇
｣
-
な
っ

た
の
で
'
｢
公
卿
京
師
に
令
し

て
錘
官
の
赤
側
を
錆
し
め
､

l
も
て
五
望

買

.
赤
側
に
非
ざ
れ
ば
行
ふ
を
得
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
皇

紬
<
J

)̂
と
1
な
る
｡
し
.か
し

対

こ
の
赤
側
鎖
も
亦
慣
低
下
落
し
て

｢
民
法
を
巧
に
し
て
こ
れ
を
gE=ひ
不
便
｣
と
な
-

｢
蕨
｣
せ
ら
れ
る
に
い
た
る
J
白
金
も
私
鏡
の

結
果
'
こ
と
に
さ
う
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
o
｢
棺
燥
し
く
､
民
蛮
Eu:
せ
ず
'

薪
官
命
を

以

て
こ
れ
を
禁

ず
る
も
茶
な
く
'
歳
飴
に

42.-43) 史把 ,平準昔44) 両帝書, 劉俊博45-50) 史記 ,平準書



し
て
白
金

経

に

降

れ
て
行
は
れ
ざ
r
b
.J

に
い
た
っ

て

ゐ
る
｡
因
に
白
金
の
殿
し
て
行
は
れ
ざ
る
に
い
た
れ
る
は
赤
側
鎖
の
験
せ
ら
れ

る
に
先
だ
＼っ
二
年
∵
冗
鼎
三
年
の
こ
と
で
あ
る
.

そ
も
-

五
鉄
鎖
は
'
は
じ
め
て
鉄
を
以
て
躍
文
に
名
づ
け
､
か

つ

'
問
郭
を
具
し
た
る
銭
で
あ
り
'
そ
の
重
さ
､
大
い
さ
.
普

こ
と
に
鍔
と
し
て
通
常
な
る
も
の
で
'
孔
頻
が
私
錆
を
さ
け
ん
と
な
ら
ば
'
鐙
を
鋳
る
忙
あ
た
-
て
銅
を
博
し
ま
す
工
を
愛
し
糞
ざ

る
べ
L
と
い
ふ
場
合
'
そ
の
眼
中
に
は
こ
の
五
鉄
鐘
を
理
想
と
し
て
え
が
い
て
ゐ
た
と
考

へ
ら
れ
る
位
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
そ
の
五
鉄

鎖
に
つ
い
て
か
-
の
ど
と
く
私
錆
が
盛
に
行
は
れ
る
の
は

.I
見
奇
異
の
感
な
き
を
得
ぬ
の
で
あ
る
が
i
こ
れ
は
恩
ふ
に

｢
郡
囲
多
く

,7:

姦
し
て
鏡
を
鋳
る
｣
に
因
る
の
で
あ
ら
う
0
す
な
は
ち
.
せ
っ
か
く
後
に
銭
の
理
想
標
準
JJ
な
る
五
鉄
鎖
も
.
政
府
の
1
部
で
姦
錆

L
LJ
わ
,A(B
の
tL
.は
仏
涛
Q
準
汀
も
亦
止
む
た
得
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
｡
け
だ
し
ー
従
額
は
払
錨
,nLJ禁
ず
.N'
と
い
っ
て
も
個
人
の
揺
達
す

､ノ
り

生
ず
る
飴
地
が
あ
っ

た
わ
け

で

あ
る
｡

こ
1

に

い

た
っ
て
､
｢
こ
と
ご
と
-
郡

国
に
禁
じ
て
鍔

を
鋳
る
こ

と
な
か

ら

し

め
'

も

っ

ぱ

ら
上
林
の
三
宮
を
し
て
鐘
を
錆
し
め
｣
｢
天
下
に
合
し
て
三
宮
の
環
に
非
れ
ば
行
ふ
を
得
ぎ
ら
し
め
'

諸
郡
圃
さ
き
に
鋳
る
と
こ
ろ

の
鏡
は
皆
な
こ
れ
を
贋
紺
し
て
そ
の
銅
を
三
官
に
斡
せ
し
め
｣
も
つ
て
鎧
を
鎧
し
め
た
と
こ
ろ
'
二
青

の
鋳
る
領
は
孔
朝
の
い
は
ゆ

る
鋼
を
惜
し
ま
ず
'
工
を
愛
し
童
ぬ
長
嶺
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
'
私
錆
は
'
｢
計
る
に
そ
の
費
桶
首
る
能
は
す

｣

た
め
に
'
｢
民
の

∵

鏡
を
鋳
る
こ
と
ま
す
く

す
-
な
J
J
な
っ
た
｡

そ
れ
で
も

｢
た
ゞ
虞
工
大
姦
は
す
な
は
ち

盗
み
て
こ
れ
を
賃
す
｣
と
あ
る
を
み

5

る
｡
告
こ
と
に
明
の
丘
源
の
い
へ
る
ご
と
-

｢
鐘
の
弊
偶
に
在
-

｣

で
.
私
鋳
は

つ

ひ
に
塞
-
L
が
た
い
の
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
で
こ

ゝ

に
い
た
れ
ば
鏡
ど
し
て
は
ま
,i)
JJ
に
上
燕
の
部
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
す
な
は
ち
五
鉄
鎖
的
づ
る
に
及
ん
で
錦
の
規
準
が
自

支
那
貨
幣
小
史

第
三
巻

二
七
三

第
三
戟

七
三
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支
那
貨
幣
小
沢

ら
定
ま
-
､

爾
後
長
-
鐙
の
基
礎
が
定
ま
る
こ
と
1
な
る
の
で
あ
る
｡

第
三
番

二
七
g
l

第

三
紀

七
E
T

か
-
て
｢
孝

武
の

元
狩
五
年
'
三
官
初
め
て
五
鉄
鏡
を
鋳
て
よ
り
､
千
帝
の
元
始
中
に
至
る
ま
で
､銭
を
な
す
こ
と
二
百
八
十
億
寓

5

飴
と

い
ふ
｣

に
い
た
る
.

h

し
か
し
な
が
ら
p

わ
れ
､′
ト
は
､
元
帝
の
時
1HTd
馬
が

｢
民
の
盗
籍
に
坐
し
て
刑
に
略
る
老

多
し
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
紅
よ
り
で
7
五

こ
る
O

そ
の
末
を
疾
む
者
は
そ
の
本
を
絶

つ

｣

と
い
ひ
て
鐘
を
禁

ーヒ
す
べ
き
を
主
張
し

て

p

｢
宜
し

-

珠

玉

金

銀

を

采
-
鏡
を
鋳
る

Sl

の
官
を
罷
む
ペ
し
｣
と
言

へ
る
を
み
る
と
き
は
'
五
錬
銭
の
ほ
か
に
'
金
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
銀
や
珠
玉
も
貨

幣
と
し
て
行
ほ
れ
て
ゐ
た
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
O
そ
し
て
こ
れ
を
さ
き
に
引
け
る
景
帝
の
時
に
お
け
る
亀
錐
の
上
奏
望
l口

へ
る
と
こ
ろ
と
照
合
し
て
み
る
と
.
前
渡
時
代
を
通
じ
て
珠
玉
金
銀
が
貨
幣
の
役
割
を
は
た
し
て
ゐ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
を

い
か
｡

秦

の
始
皇
帝
の
幣
制
統

1
'
漢
の
武
帝
の
貨
幣
政
策
に
よ
･n
て
賃
幣
は
鐘
に
'
鐘
は
禿
鉄
鐘
に
と
や
う
や
-
軌
道
に
の
る
か
に
見

え
た
支
那
の
髄
制
は
'
王
葬
に
い
た
-
逆
鱒
し
て
帯
び
愚
見
刀
布
の
復
興
を
見
る
こ
と
ゝ

な
る
｡
け
だ
し
'
被
の

｢
や
1

も
す
れ
ば

･∴
.

‥i

古
を
某
は
ん
と
欲
し
'
時
宜
を

定

ら

ざ
る
に

｣

出
で
た
る
法
定
改
革
の
一
端
に
し
て
.
そ

の
詳
細
は
し
ば
ら
-
こ
れ
を

｢
漢
書
｣
食

貨
志
下
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
つ
ぎ
の
ど
と
-
で
あ
る
.

周
の
鎖
'
子
母
相
槽
す
る
こ
と
あ
る
を
以
っ
て
'
是
に
於
い
て
更
に
大
鋸
を
逼

a
.
笹
'
寸
二
分
､
重
さ
十
二
鉄
.
文
に
大
鏡
五
十
と
日
ふ
｡
又
il

59163) 漢音,食貨志,LF



契
刀

･
錯
刀
を
造
る
.
契
刀
は
､
其
の
讃
､
大
境
の
LL,FS
-
､項
の
形
､
刀
の
如
-
'
長
三

才

.
丈
に
契
刀
五
百
と
日
ふ
D
錯
刀
は
琵
金
を
以
て
其
の

丈
を
錐
し
､

7
刀
直
五
千
と
日
ふ
.

五
鉄
詣
と
と
も
に
凡
そ
E
T.晶
唖
び
行
ふ
｡

石
見
に
郎
き
て
以
篤
へ
ら
-
三

書
に
割
の
孝
に
金
刀
有
-
』
と
｡

笹
も
鋸
刀

･
契
刀
及
び
五
鉄
鎖
hCLJ蔑
め
'
而
し
て
夏
に
全
銀
勉
見
過
布
の
品
を
作
-
'

名
づ
け
て
菅
貨
と
日
ふ
O
小
錦
は
襟
六
分
に
し
て
重
さ
1

鉄
'
文
を
小
成
直

T
J
日
ふ
.
次
は
七
分
に
し
て
三
鉄
.
文
鎮

1
十
と
日
ふ
｡
攻
は
八
分
に
L
で
五
熊
､
助
成
二
十
と
日
ふ
｡
衣
は
九
分
に
し
て
七

J?た
へ)

鉄
'
中
壁

二
十
と
日
ふ
｡
攻
は

1
寸
に
し
て
九
詫
'
壮
鵠

四十
と
j]
ふ
｡
前
の
大
鴇
五
十
に
因
る
.
是
れ
を
詫
貨
六
品
と
男
す
｡
直
'
各
其
の
文
の

如
し
.
黄
金
は
薫
き

1
斤
'直
錦
蔑
O
朱
提
規
は
重
さ
八
両
を

1
流
と
馬
し
.在

l
千
五
百
八
十
o
li]の
銀
は

一
流
に
し
て
直
千
｡
是
れ
を
銀
貨
二
品

Jruよ
せ
ん

と
寒
す
O
元
亀
順

再

は
長
さ
八
二
寸
'
直
二
千

1
百
六
十
'
大
貝
十
朋
と
潟
す
O

公
魚
は
九
寸
'
直
五
百
'
壮
巳
十
明
と
湾
す
｡
債
鬼
は
七
寸
以

上
'
直
三
百
'
文
貝
十
朋
と
為
す
o
子
晶
は
五
寸
以
上
'
直
百
へ
小
邑
十
Lg
Lと
薦
す
.
是
れ
を
亀
普
四
品
と
残
す
.
大
只
は
四
寸
八
分
以
Jj
t
二
枚

を

一
朋
と
無
し
'
正
二
首

1
十
大
.
壮
_W
は
三
寸
六
分
以
卜
1.
1
1枚
を

一
朋
と
乃
し
'
潅
五
十
o
ヱ
貝
は
l寺

E
I分
以
上
､
二
頼
イダニ

周
と
弟
し
'

直
三
十
｡
小
貝
は
寸
二
ET?
.
二
枚
を

一
問
Il嬉

し
二
見
十
'
寸
二
分
に
慮
た
ぎ
れ
ば
榊
度
し
L
rml.
pIJ籍
寸
を
梢
ず
.
頚
ね
頼
こ
と
に
在
娼
三
O
足
れ

か
,封
へhn.打
T7州
t.､pr-㍗
-
r
K

r
小
″ノ
ト
.

､

＼
.

it.
E
I-
2
LLi
A

イ
TT.
-Uト
･⊥
｣

TliLか
L
ul}.･flU‥-
E
甘

利
.叫
.･ご
‥
I
J
L
1T;

｣つ
AHJLLliU.I/TF
b
YY
を
乍
〃-

ltLL:
に
Jtlu
.
rLLL与
､九
｣

｣

フ
ォ
ー.

至
-
T
は
長
さ
二
寸
四
分

'
重
き

一
両
'
而
L
iJ
直
千
組
o
是
れ
を
布
化見
十
品
と
牢
す
O

凡
そ
蟹
貨
は
五
物
'
六
名
･
二
十
八
品
な
-

O洩
布
を
錆
作
す
る
に
は
I
曽
L･･銅
を
用
{J
･
殺

ふ

る
に
蓮
錫
を
以
っ
て
す
o
支
質
周
郭
･
筏
の
五

汁
b

鉄
損
に

放

ふ
と
云
ふ
.
其
の
会
規
に
L
T
il]物
と
柏
-
.
色
縄
好
Tl･
ち
ぎ
る
も
の
'
亀
五
寸
に
為
だ
ざ
る
も
の
.
貝
六
分
に
盈
Llざ
る
も
の
は
'
皆

な
賀
貨
と
為
す
こ
と
を
得
ず
O

か
-
王
葬
は
漠

の
幣
制
を
擬
し
て
鐘
貨
六
品

･
黄
金

丁
.E
･
銀
貨
二
品

･
鞄
賓
四
品

･
貝
貨
五
口;･
･
布
貨
十
品
'
合
計
二
十
八
種

の
貨
幣
を
造

つ
転

o
し
か
し
な
が
ら
'
巴

ふ
に
'

こ
れ
は
ま
づ
'
我
国
時
代
以
降

の
貨
幣
蟹
達
の
趨
向

と
背
馳
L
t
む
し
ろ
こ
れ
を

逆
韓

せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
､
王
葬
は
古
の
豊
玉
の
時
代
を
復
宿
し
よ
う

と
考

へ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
'

小
は
ゆ
l?
古
聖
王

の
時
代
な
る
も

の
は
'
す
な
は
ち
儒
家

の
苧
想

に
過
ぎ
ず
､
こ
れ
を
そ
の
ま

～
茸
在
と
と
る
は
不
可
で
あ
-
t
か
り
に
こ
れ
を
賛
在

支
那
貨
幣
小
史

第

二
審

二
七
五

第

≡
戟

七
五



支
那
貨
幣
叶
史

第
l壷

二
七
六

第
嘉

七
六

と
す
る
も
､
そ
れ
が
壁
じ
て
今
日
に
い
た
る
に
は
､
い
た
る
べ
き
理
由
あ
り
て
い
た
る
も
の
で
あ

っ
て
'

た

ゞ
い
た
づ

ら
に
備
盲
の

念
に
駆
ら
れ
て
'
昔
度

｢
に
せ
ん
と
す
る
は
事
物
進
化
の
辞
に
も
と
る
'
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
O
す
な
は
ち
.
そ
こ
に
は
無
理
が
あ

ち
.
そ
し
て
無
理
は
か
な

ら
す
行
き
つ
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
O
つ
ぎ
忙
'
青
紫
は
い
は
ゆ

る
｢五
物
.
六
名
'
二
十
八
品
｣
あ
ま
-
忙

複
雑
に
し
て
多
岐
で
あ
る
C
貨
幣
の
後
難
に
し
て
多
岐
な
る
は
こ
れ
を
日
常
使
用
す
る
民
血邦
に
と
-
て
は
不
便
の
甚
し
い
も
の
で
た

ら
れ
て

ゐ
る

と
い
っ
て
も

言

払

過

ぎ

と
は

な

ら

ぬ

と

層
ふ

o

す
な
は
ち

｢
百
姓
波
乱
し
て
そ
の
墳
行
ほ
れ
ず
'
民
私
に
五
錬
鐙
を
以

っ
て
市
貰
す
｣
る
こ
と
1
な
る
の
は

む

し

ろ

数
の
自
然
.

理
の
雷
然
と
評
す
べ
き
で
あ
ら
う
U
か
-
て
つ
ひ
に
.
二
十
八
品
中
か
づ

か
に
大
鏡
直
五
十
と
小
銭
直

l
の
み
行
は
れ
る
こ
と
1
な
-
､
鞄
只
布
の
展
は
ま
さ
に
や
ま
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
F
天
鳳
元
年
.

更
に
簡
制
を
改
め
る
と
と
1
な
る
｡
ま
た
こ
れ
を

｢
操
菩
｣
食
貸
志
下
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
ら
ば
つ
ぎ
の
ど
と
-
で
あ
る
｡

大
小
鏡
を
罷
め
'
改
め
て
貨
布
を
作
ろ
｡
長
さ
二
寸
五
分

.
､
庶
さ
一
寸
.
首
の
長
さ
八
分
有
奇
'
廉
さ
八
分
'
其
S
同
好
の
径
二
分
牛
'
足
席
の

長
さ
<
分
'
問
の
虞
n
l一分
'
其
の
文
は
右
に
貨
と
日
ひ
.
左
に
布
と
EjI
ふ
.
重
さ
二
十
五
妹
.
貨
垂

l十
茄
に
直
る
O
貨
奴
は
笹
一
寸
'
蚕
さ
茄

鉄
'
文
は
右
に
貨
と
日
ひ
､
左
に
泉
と
日
ふ
｡
枚
こ
と
に
直
一
｡
貨
布
-
二
.1m出
び
わ
ふ
.
果
た
大
鏡
行
ム
こ
と
久
し
m
Jを
以
っ
て
.
之
を
罷
む
る

た

も
'
属
挟
ん
で
止
め
ざ
る
を
恐
れ
r
廼
ち
民
を
し
て
且

は
猫
-
大
鏡
を
行
は
し
む
.
新
貨
泉
と
倶
に
赦
こ
と
に
直

1
と
し
､
此
び
行
ふ
.
六
年
を
重

し
で
得
た
大
鰻
を
挟
む
を
得

る
母
し
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
堅

剛
回
の
改
革
と
異
る
結
果
を
生
す
べ
き
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
.
す
な
は
ち
'
洪
行
ほ
れ

ず
'
韓
ひ
て
こ
れ
を
行
は
ん
と
し
て
刑
を
用
ふ
れ
ば
民
こ
れ
に
座
し
て
苦
し
む
を
見
る
こ
と
と
な
る
O
三
度

｢
漢
書
｣
食
貨
志
下
を

引
き
て
そ
の
敗
を
う
か
ゞ

へ
ば
す
な
は
ち
つ
ぎ
の
ど
と
-
で
あ
る
｡



-
首

1
.◆

･
J
･
L
的

そ

し

壇

L
3
㌦
縄
.>]易
ふ

る
毎
卜!'
属
用
っ
て
柴
を
破
-
'
而
し
て
大
に
刑
に
陥
る
｡
芥
､
私
に
泊
を
鋳
て
死
L
t
及
び
蟹
貨
を

非

･c
IJd召
材
で
四
衛
に
捜

せ

ら

れ

'
法
を
犯
す

潜
碑
-
し
て
'
行
ふ
に
勝
ふ
可
か
ら
さ
る
を
以
っ
て
'
抵
ち
更
に
其
の
浩
一で
軽
-
し
'
私
に
泉
布
を
錦
作
す

る
者
は
'
菓
子
と

輿
に
設
大
し
て
官
の
奴
抑
-
馬
し
'
硬
及
び
比
厄
知
-
て
佃
し
て
奉
告
ぜ
ざ
る
rlP
の
は
'
輿
に
非
を
同
じ
う
す
O
菅
野
を
非
･I
,阻
む
も
の
は
'
児
は

罰
作
す
る
こ
と

1
歳
'
更
は
官
を
免
ず

o犯
す
省
愈
衆
し
｡
五
人
相
坐
し
'
皆
な
泣
入
せ
ら
る
ゝ
に
及
び
'
郡
圃
'
楳
車
蛾
鎖
し
て
'
長
安
の
鋪
官

に
偉
逢
す
O
怒
昔
し
て
死
す
る
潜
什
に
六
七
t-～-
0

か
く
て
光
武
兵
を
起
こ
し
て
玉
串
課
せ
ら
れ
る
に
及
び
'
そ
の
幣
脚
亦
雁
せ
ら
れ
て
五
鉄
鐘
が
再
び
行
は
れ
る
こ
と
1
な
る
G
こ

れ
に
よ
-
て
こ
れ
を
み
れ
ば
､
1d
芥
の
幣
制
改
革
は
､
凡
そ
貨
幣
の
改
革
な
る
も
の
は
自
然
の
趨
向
に
避
払
IJ
れ
に
即
す
る
を
以
て

宜
し
と
な
す
も
の
で
あ
っ
て
､
い
た
づ
ら
忙
横
力
を
た
の
み
.
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
左
右
せ
ん
と
次
㌻
る
も
つ
仏
に
目
的
を
淫
す

)

.

..LiLU

.
一

l
L]
リ
L
l
二
二J
J

れ
る
は

､

建

武

十
K
年
鳩
援
が
上
苔
し
て
'〓
炭
団

の
奉
は

真

債

に

あ

り
'

よ

ろ

し

-
鷲
の
ご
と

-

五
錬
鏡
を
錆
る
べ
し
｣
と
い
へ
る

叫

に
よ
る
と
博

へ
ら
る
1
･P
t
こ
れ
'
も
と
よ
-
興
る
べ
き
も
の
が
興
り
た
る
も
の
'
損
壊
の
言
は
ま
さ
に
そ
の
趨
勢
に
ふ
れ
た
る
ち

の
､
応
援
の
言
宏

か
-
せ
ば
五
錬
鐘
行
は
る
1

に
い
た
ら
ざ
り
し
な
ら
ん
と
考
ふ
が
ご
と
き
は
と
る
べ
か
iP
.ざ
る
と
こ
ろ
と
な
す
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
｡

か
-
て
'
五
錬
鍔
が
再
び
行
は
れ
る
忙
い
た
る
が
'
そ
の
激
あ
ま
･=
ノ忙
多
き
に
共
L
t

い
は
ゆ
る
イ
ン
フ
レ
-
ソ
ヨ
ン
の
傾
向
を

生
じ
た
の
で
あ
ら
う
か
.
章
帝
の
時
､｢
穀
岳
慣
貴
-
.
収
骨

の
経
用
足
ら
ず
'
朝
廷
こ
れ
を
蜜
ふ
き

に
い
た
-
'
こ
れ
が
封
策
と

し
て
佃
菩

･
張
林
な
る
も
の
が
上
言
し
て
'

｢
よ
ろ
し
-
天
下
を
し
て
こ
と
こ
と
-
布
南
を
以
っ
て
租
と
な
し
'

市
貫
膚
な
こ
れ
を

一

支
那
貨
幣
小
史

琴

二
審

二
七
七

第

11東

七
七
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支
那
貨
幣
小
史

第
三
春

二
七
八

第
三
助

七
八

用

ひ
'

鍔
は
封
じ

て
出
す
心
と
な
か
ら
し
め
ま
｣
と
.
布
q
E
を
以
て
鍔
に
か
へ
ん
こ
と

を
建
策
す

る
こ

と
1
な
る
｡
こ

れ
に
射
し
て

I

同
じ
-
尚
書
の
先
陣
な
る
も
の
は
'
こ
れ
を
非
た
-
と
し
て

｢
禰
吊
を
以
て
租
と
な
さ
ば
す
な
は
ち
吏
多
く
姦
を
な
さ
ん
｣
と
い
ふ

が
帝
は
張
林
の
言
を
容
れ
ら
れ
る
o

し
か
し
'

鐘
を
際
し
て
布
南
を
以
て
こ
れ
に
か
ふ
る
が
J.U
と
き
は
ま
た
時
流
に
逆
行
す
る
も

の

'
携
帯
に
不

便
'

分
割
に
損
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
う
か
ゞ

ひ
う
る
と
こ
ろ
の
ご
と
-
で
あ
る
O

そ
JJ
で
'
｢
し
ば
ら
く
し
て
ま

化

▲_･
-

A.

/
.･

･1
.I

卸
帝
の

JJ
ろ

に
な
る
と
鍔
は
薄
若
と
な
っ

た
の
で
あ
ら
う
か
T
人
骨
辞
く
環
海
き
を
も
つ
て
故
に
貧
困
を
致
す
'
よ
ろ
し
-
改
め

て
大
鏡
を
銘
る
べ
し
｣
と
論
す
る
も
の
が
あ
ら
は
れ
る
が
t
L
か

L
t
そ
れ
仏
そ
れ
偲
ど
-trt
な
る
弊
賀
状
な
か
っ

た

も

の
と
見
え
.

劉
陶
の

｢
昔
今
の
肇
は
貨
に
あ
ら
ず
し
て
民
の
勧
う
る
忙
あ
り
･

藷

と
す
.Q
JJ
,･J
ろ
は
朝
夕
の
は
'
息
ふ
る
と
こ
ろ
は
廉
盤
の
こ

印

と
'
あ
に
'
鏡
の
厚
薄
'
鉄
桶
の
鄭
重
を
い
は
ん
や
｣
の
言
に
よ
り
て
沙
汰
止
み
と
な

っ

て
ゐ
る
o

し
か
し
'
後
漠
末

猷
帝
の
世
'
董
卓
洛
た
入

る
に
及
び
'
つ
仏
に
五
錬
鐘
を
壊
し
て
更
め
て
小
鎧
を
鋳
る
こ
と
1

な
る
｡
け
だ
し

軍

費
支
出
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
た
め

であら
う
か
｡

だ
が
'
そ
の
結
果
は
貨
幣
偵
値
の
下
請
､
物
偶
の
騰
貴
を
き
た
す
こ
と
･
T
な
-

･1J

｢

穀
丁
射
'
鍔
教
育
高
に
い
た

っ
て
｣

ゐ
る
｡

(
未
完
)
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