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は
じ
め
に

本
書
は
『
収
集
』
二
〇
二
〇
年
六
月
号
～
二
〇
二
一
年
八
月
号
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
寺
社
札
入
門
」（
カ
タ
ロ
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
ま

と
め
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

「
寺
社
札
」（
寺
社
発
行
札
）
の
定
義
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
省
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、「
藩
札
」
と
と
も
に

江
戸
時
代
の
経
済
（
特
に
西
日
本
）
を
支
え
た
も
の
で
あ
り
、
古
札
を
語
る
上
で
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
現
在
の
日
本
の
収
集
界
を
見
る
に
、
明
ら
か
に
古
札
類
は
下
火
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
に
は
や
は
り
「
収
集
の
指
針
」
と
な

る
参
考
書
の
乏
し
い
こ
と
が
一
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
あ
る
に
は
あ
っ
て
も
出
版
よ
り
月
日
も
経
ち
、
入
手
難
と
い
っ
た
可
能
性
が･･････

）。

仮
に
既
存
の
書
に
頼
る
こ
と
な
く
、
個
人
で
資
料
を
読
み
解
き
収
集
を
考
え
る
方
が
お
ら
れ
た
と
し
て
も
、
比
較
的
情
報
の
多
い
「
藩
札
」
類
は
と
も

か
く
、「
私
札
」
類
に
至
っ
て
は
実
物
は
お
ろ
か
発
行
記
録
す
ら
残
っ
て
い
な
い
も
の
も
多
く
、
全
く
の
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
も
な
る
と
よ
ほ
ど
の
覚

悟
が
な
け
れ
ば
進
め
な
い
世
界
と
な
っ
て
し
ま
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
「
寺
社
札
」
に
つ
い
て
も
、
一
部
の
札
に
は
公
的
に
近
い
性
格
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
「
私
札
」
類
で
あ
り
、
記
録
等
の
残
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

全
て
は
今
に
伝
わ
る
実
物
を
も
っ
て
の
分
類
と
な
り
、
全
容
の
究
明
に
は
先
人
の
到
達
点
（
積
み
重
ね
ら
れ
た
知
識
）
を
始
点
と
し
、
こ
れ
か
ら
の
収

集
家
が
常
に
一
枚
一
枚
の
補
充
を
続
け
て
い
く
よ
り
道
は
な
く
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
ご
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

本
書
は
「
寺
社
札
入
門
」
と
し
て
、
紀
伊
・
河
内
の
わ
ず
か
四
つ
の
寺
社
札
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
は
第
一
に
取
り

組
み
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
と
、
で
き
れ
ば
こ
れ
ま
で
少
し
ば
か
り
光
の
当
た
ら
な
か
っ
た
不
遇
な
地
域
を
優
先
し
た
い
と
い
う
「
思
い
」
か
ら
の

選
定
と
な
っ
て
い
ま
す
（
収
録
は
『
収
集
』
誌
へ
の
掲
載
順
）。

ま
た
、
本
書
は
あ
く
ま
で
も
「
寺
社
札
へ
の
い
ざ
な
い
」
を
意
図
し
た
も
の
に
て
、
マ
ニ
ア
の
皆
様
の
渇
き
を
癒
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に

こ
の
道
を
歩
ん
で
お
ら
れ
る
方
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
も
初
心
の
方
が
こ
れ
を
踏
み
台
と
し

て
進
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
も
あ
り
、
ご
理
解
を
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

な
お
、
余
録
は
「
古
札
の
世
界
」
で
は
比
較
的
珍
し
い
試
み
と
思
わ
れ
る
ト
ピ
カ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
り
ま
す
。

「
郵
趣
の
世
界
」
で
は
ご
く
当
た
り
前
と
な
る
図
案
別
収
集
で
す
が
、
古
札
で
も
ゾ
ウ
や
ト
ラ
な
ど
の
動
物
の
他
、
大
黒
様
や
恵
比
須
様
と
い
っ
た
神

仏
な
ど
の
テ
ー
マ
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
挑
戦
を
な
さ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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今
と
な
っ
て
は
少
々
前
の
出
来
事
と
も
な
り
ま
す
が
、

平
成
二
九
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
「
日
本
古
札
協
会
」

創
立
二
五
周
年
記
念
大
会
で
は
、
全
国
の
寺
社
札
が
一

同
に
集
め
ら
れ
、
多
く
の
方
々
の
目
に
留
ま
っ
た
（
一

般
公
開
も
あ
り
ま
し
た
）
こ
と
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
読
者
の
皆
様
の
中
に
は
あ
ま
り
古
札
に

ご
興
味
の
な
い
方
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ず
、「
寺
社

札
っ
て
な
～
に
？
」
と
い
う
方
の
た
め
簡
単
に
ご
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に

掛
け
て
有
力
寺
社
の
中
に
も
「
金
子
（
年
貢
米
等
で
得

た
資
金
）
を
貸
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
利
子
を
得

る
（
利
銭
出
挙
）」
と
い
っ
た
業
務
を
始
め
る
と
こ
ろ
が

現
れ
ま
し
た
（
支
配
者
層
の
常
と
は
い
え
、
宗
教
界
が

手
を
染
め
る
事
業
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か･･････

）。

こ
れ
が
後
に
派
生
し
て
本
格
的
な
貸
付
金
融
（
純
粋

な
貸
金
業
）
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
も

後
半
に
な
り
、
金
子
の
代
用
と
し
て
銀
札
（
貸
附
銀
手

形
）
等
の
発
行
が
始
ま
る
と
、
各
地
に
貸
附
役
所
（
出

張
所
）
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
運
用
に
ま
す
ま
す
拍
車
が

掛
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は

利
に
聡
い
商
人
達
の
影
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
）。

そ
の
流
通
地
域
は
札
遣
い
の
盛
ん
な
関
西
一
円
を
中

心
と
し
て
、
一
部
は
中
国
、
九
州
地
方
に
も
及
ん
で
い

る
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
公
的
な
性
格
の
藩
札
と
は
異

な
り
、
た
だ
の
「
紙
切
れ
」
に
も
等
し
き
も
の
が
こ
れ

ほ
ど
広
範
囲
に
亘
っ
て
流
通
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
庶

民
の
神
仏
へ
の
信
仰
（
寺
社
へ
の
信
用
）
が
絶
大
で

あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、「
心
の
拠
り
所
」
で
あ
る
べ
き

神
仏
（
個
人
的
な
感
想
）
に
対
峙
し
た
、
聖
俗
お
互
い

の
立
ち
位
置
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
す
。

と
い
う
の
も
、
札
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
明
治
時
代

に
な
る
と
、
寺
社
の
中
に
は
発
行
し
た
札
（
額
）
に
見

合
っ
た
引
替
用
の
金
子
が
用
意
で
き
ず
、
境
内
地
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
塔
や
仏
像
ま
で
売
り
に
出
さ
れ
た
結

果
、
消
滅
し
て
い
く
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
（
特
に

寺
院
は
廃
仏
毀
釈
の
煽
り
も
強
く
）、
こ
れ
ら
は
自
業
自

得
（
天
罰
が
下
る
）
と
い
う
か
、
滅
び
て
当
然
の
所
業

と
揶
揄
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
が
一
般
的
な
寺
社
札
（
寺
社
発
行
札
）
と
呼

ば
れ
る
も
の
の
実
態
で
あ
り
、
信
仰
と
は
無
縁
の
現
代

社
会
の
人
間
に
と
っ
て
は
札
の
存
在
自
体
（
信
用
さ
れ

た
理
由
）
が
理
解
の
域
を
超
え
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

【
安
政
札
】（
御
寄
附
金
御
手
形
）

【
元
治
札
】（
御
寄
附
金
御
手
形
）

寺
社
札

入
門

紀
州
・
鑑
蓮
社
札

カ
タ
ロ
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
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ん
が
、
当
時
と
し
て
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ず
、
現
代
人
の
感
覚
で
そ
の
是
非
を
問
う

こ
と
自
体
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
書
い
て
し
ま
う
と
、
ど
う
に
も
マ
イ
ナ

ス
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
先
行
し
、先
行
き
が
怪
し
く
も
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
が
、
当
時
の
慢
性
的
な
通
貨
不
足

を
補
っ
て
い
た
と
い
う
一
面
は
大
き
く
評
価
す
べ
き
と

こ
ろ
で
も
あ
り
、
功
罪
相
半
ば
と
い
う
こ
と
で
大
目
に

見
て
い
た
だ
き
た
い
と
も
（
擁
護
派･･････
）。

さ
て
、
こ
の
寺
社
札
の
「
入
門
札
」
の
選
定
に
つ
い

て
は
、
そ
の
現
存
数
や
分
類
の
難
易
度
、
さ
ら
に
は
ネ
ー

ム
バ
リ
ュ
ー
等
も
考
慮
し
た
上
で
、
芝
・
増
上
寺
子

院
の
鑑
蓮
社
（
将
軍
綱
吉
の
娘
で
、
紀
州
藩
主
綱
教
の

正
室
・
鶴
姫
の
墓
所
）
を
母
体
と
す
る
紀
州
・
鑑
蓮
社

札
を
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、「
鑑
蓮
社
」
と
聞
く
と
神
社
を
連
想
さ
れ

る
方
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
蓮
社
」
と
は

主
に
浄
土
宗
の
念
仏
結
社
（
信
者
団
体
）
を
意
味
す
る

も
の
で
、
神
社
と
の
関
連
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
母
体
を
鑑
蓮
社
と
し
た
も
の
の
、
実
の
と
こ

ろ
は
紀
伊
家
が
大
き
く
関
与
を
し
て
い
る
（
札
の
意
匠

に
も
「
葵
紋
」
が
組
み
込
ま
れ
ま
す
）
こ
と
か
ら
、
そ

の
信
用
度
に
お
い
て
も
一
般
の
寺
社
札
の
比
で
は
な
く
、

藩
札
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

前
置
き
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
さ
っ
そ
く
鑑
蓮
社

札
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
（
発
行
経
緯
よ

り
実
物
鑑
賞
！
）
が
、
こ
の
鑑
蓮
社
札
、
大
き
く
安
政

札
（
安
政
五
年
発
行
札
）
と
元
治
札
（
元
治
元
年
発
行

札
）
の
二
タ
イ
プ
に
区
分
さ
れ
、
特
に
元
治
札
は
現
存

数
も
多
く
、
ま
さ
に
「
雑
札
中
の
雑
札
」
と
い
わ
れ
る

も
の
で
す
（
業
者
様
の
「
古
札
箱
」
に
は
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
混
入
し
て
お
り
、
寺
社
札
に
限
ら
ず
「
古

札
入
門
」
と
し
て
も
最
適
な
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
）。

ち
な
み
に
、
古
札
の
世
界
の
常
と
し
て
、
全
て
の
基

本
と
な
る
の
は
現
存
（
発
行
）
数
の
多
い
壱
匁
札
で
あ

り
、
こ
の
腐
る
？ 

ほ
ど
存
在
す
る
壱
匁
札
を
中
心
と
し

て
、
引
請
印
を
始
め
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
印
影
違
い
を
一

つ
一
つ
追
っ
て
い
く
こ
と
が
「
収
集
の
醍
醐
味
」
と
も

い
え
る
の
で
す
が
、ど
う
や
ら
こ
れ
は
こ
の
世
界
に
ど
っ

ぷ
り
と
頭
の
先
ま
で
浸
か
っ
た
廃
人･･････

、
も
と

い
尊
敬
す
べ
き
大
家
の
遊
び
方
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
、
も
う
少
し
気
軽
に
楽
し
み
た
い
ラ
イ
ト
層
の
方

（
自
分
を
含
め
）
な
ど
は
単
に
タ
イ
プ
別
の
額
面
収
集

（
カ
タ
ロ
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
思
い
描
く
こ
と
が
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
よ
り
手
軽
な
も
の
と
し

て
は
「
一
藩
一
枚
」
の
藩
札
収
集
と
同
様
、「
一
寺
社
一

枚
」
と
い
う
収
集
も
考
え
ら
れ
ま
す
が･･････

）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
タ
イ
プ
別
額
面
収
集
、
古
札

の
世
界
に
限
っ
て
は
極
め
て
難
し
い
場
合
が
多
く
、
近

代
銭
の
カ
タ
ロ
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
は
な
か
な

か
い
か
な
い
も
の
な
の
で
す
。

こ
れ
ば
か
り
は
い
く
ら
「
入
門
に
最
適
」
と
思
わ
れ

る
鑑
蓮
社
札
と
い
え
ど
も
同
様
で
、特
に
元
治
札
に
至
っ

て
は
そ
の
存
在
の
九
割
以
上
を
壱
匁
札
が
占
め
る
た

め
、
他
の
額
面
と
な
る
と
ど
う
し
て
も
様
々
な
労
苦
を

伴
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

本
譜
は
「
寺
社
札
へ
の
い
ざ
な
い
」
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
分
類
に
つ
い
て
も
額
面

や
版
木
（
デ
ザ
イ
ン
）
違
い
と
い
っ
た
大
き
く
変
化
の

あ
る
も
の
の
み
の
ご
紹
介
に
留
め
、
多
種
多
様
な
引
請

印
や
細
か
な
版
木
の
違
い
な
ど
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
が
、
ま
ず
は
こ
の
世
界
の
裾
野
を
広
げ
る
こ
と

に
意
義
が
あ
り
（
こ
れ
こ
そ
収
集
家
に
課
せ
ら
れ
た
使

命
か
と･･････

）、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
ご
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

安
政
札
の
額
面
は
銀
三
匁
、
銀
壱
匁
、
銀
五
分
の
三

種
で
す
が
、
こ
の
う
ち
五
分
札
に
は
発
行
年
の
表
記
が

あ
り
ま
せ
ん
。

裏
面
の
版
木
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
う
ち
三
匁
札
と
五
分
札
は
今
の
と
こ
ろ
裏
面
の

「
引
替
所
」
と
な
る
も
の
の
み
の
発
見
で
す
。

 

安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
発
行
札



— 10 —

壱
匁
札
に
は
常
見
の
も
の
と
し
て
「
引
替
所
」、「
引

替
元
」、「
河
州
古
市
」、「
河
州
石
川
郡
」
の
四
種
（「
引

替
所
」
は
紙
質
に
厚
薄
の
二
手
が
あ
り
、
ま
た
「
河
州

石
川
郡
」
は
薄
手
の
み
）
が
あ
り
、
も
う
一
種
特
別
な

も
の
（
摂
州
灘
目
組
）
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
安
政
札
に
は

裏
面
上
段
に
「
カ
・
キ
」
の
一
文
字
な
い
し
二
文
字
が

「
隠
し
文
字
」
と
し
て
入
っ
て
い
ま
す
（
五
分
札
以
外
）

が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
カ
＝
鑑
蓮
社
」、「
キ

＝
紀
州
（
紀
伊
）」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

○
引
替
所

・
銀
三
匁
【150

】

・
銀
壱
匁
【20

／
薄40

】

・
銀
五
分
（
青
）【200

】

○
引
替
元

・
銀
三
匁
【
未
見
】

・
銀
壱
匁
【60

】

・
銀
五
分
【
未
見
】

○
河
州
古
市 

引
替
元

・
銀
三
匁
【
未
見
】

・
銀
壱
匁
【50

】

・
銀
五
分
【
未
見
】

○
河
州
石
川
郡 

引
替
元

・
銀
三
匁
【
未
見
】

・
銀
壱
匁
【
薄100

】

・
銀
五
分
【
未
見
】

○
摂
州
灘
目
組

・
銀
三
匁
【
未
見
】

・
銀
壱
匁
【1500

】

・
銀
五
分
【
未
見
】

表
面
に
「
鑑
運
社
」（
蓮
→
運
）
と
表
記
さ
れ
、
鑑
蓮

社
札
と
は
別
物
と
の
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ

は
単
な
る
彫
り
間
違
い
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

裏
面
に
も
「
奇
附
金
」（
寄
→
奇
）
と
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
総
合
的
に
判
断
し
て
彫
工
の
手
違
い
で

あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
（
と
い
う
か
、
こ
れ
ら
は

よ
く
あ
る
こ
と･･････

）
と
も
思
う
の
で
す
。

特
に
「
南
都
札
」
に
は
引
請
印
を
始
め
、
様
々
な
小
印

（
文
字
、
数
字
、
記
号
等
）
違
い
が
数
多
く
見
ら
れ
、

マ
ニ
ア
の
皆
様
に
と
っ
て
は
堪
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
も
あ
り

ま
し
ょ
う
。

元
治
札
に
も
「
隠
し
文
字
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
表

面
下
段
に
「
カ
・
キ
・
ホ
・
ヨ
」
の
一
～
三
文
字
が

入
っ
て
い
ま
す
（
小
額
札
以
外
）
が
、「
ホ
・
ヨ
」
は

何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
他
、
壱
匁
札
に
は
「
大
」
の
ス
カ
シ
の
入
る
も

の
が
あ
り
、
比
較
的
少
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
で
す

（「
南
都
札
」
に
確
認
【50

】）。

何
と
な
く
話
題
が
脱
線
（
入
門
レ
ベ
ル
を
逸
脱
）
し

そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
引
き
戻
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
見

て
い
き
ま
す
が
、
記
載
順
に
つ
い
て
は
初
期
の
タ
イ
プ

と
な
る
「
空
欄
札
」
か
ら
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
空
欄

・
銀
五
匁
（
青
）【
未
見
】

・
銀
五
匁
（
黄
）【700

】（
東
大
図
書
館
蔵
）

・
銀
三
匁
（
赤
）【400

】

・
銀
壱
匁
【5

】

・
銀
五
分
【
未
見
】

・
銀
三
分
【
未
見
】

・
銀
弐
分
【
未
見
】

裏
面
下
段
の
空
欄
部
分
に
各
種
の
印
（
引
請
印
）
が

元
治
札
の
額
面
は
銀
五
匁
、
銀
三
匁
、
銀
壱
匁
、
銀

五
分
、
銀
三
分
、
銀
弐
分
の
六
種
で
、
そ
の
体
裁
か
ら

大
き
く
「
空
欄
札
」、「
南
都
札
」、「
河
州
古
市
札
」
の

三
種
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
裏
面
下
段
の
版
木
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
、

 

元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
発
行
札
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安
政
札
・
引
替
所
　
銀
三
匁 

【1
5
0

】

（
法
量 14.5

×3.9 cm

）

同
・
引
替
元
　
銀
壱
匁
　 

【6
0

】

（
法
量 15.7

×3.7 cm

）

（
法
量 14.0

×3.3 cm

）

（
法
量 15.2

×3.6 cm

）

同
・
引
替
所
　
銀
五
分 

【
青2

0
0

】

同
・
引
替
所
　
銀
壱
匁 

【2
0

／
薄4

0

】
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こ
の
世
に
生
を
享
け
た
（
収
集
界
に
籍
を
置
い
た
）

以
上
、
ト
コ
ト
ン
楽
し
ま
な
け
れ
ば
損
と
ば
か
り
、
こ

の
と
こ
ろ
は
古
札
の
収
集
に
も
多
少
は
力
が
入
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
目
に
映
る
も
の
は
全
て
と
い
っ
た
ゼ
ネ

ラ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
多
く
の

方
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
﹁
一
藩
一
枚
﹂

の
収
集
（
二
百
藩
超
が
古
札
人
と
し
て
の
一
つ
の
ス
テ

イ
タ
ス
と
か･･････

）
で
す
ら
と
て
つ
も
な
く
大
変
な

こ
と
に
思
え
、今
の
と
こ
ろ
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
・
テ
ー

マ
に
絞
っ
た
収
集
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
各
地
で
お
会
い
す
る
方
々
に
﹁
実
は
今
、
寛
永

銭
を
が
ん
ば
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
﹂
と
近
況
報
告
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
、﹁
何
を
今
さ
ら･･････

、
あ
れ
っ
？ 

も
し
か
し
て
寛
永
絵
銭
と
か
に
目
覚
め
ち
ゃ
っ
た
り
？
﹂

等
の
返
し
が
来
る
ま
で
は
定
石
通
り
。

し
か
し
、
次
に
﹁
い
え
い
え
、
古
札
の
寛
永
銭
な
ん
で

す
が･･････

﹂と
い
う
言
葉
（
神
の
一
手
）
を
繰
り
出
す

と
﹁
は
ぁ
？ 

ア
ン
タ
何
を
ゆ
う
と
る
ね
？
﹂
と
大
抵
は

そ
こ
で
投
了
（
会
話
終
了
）。

そ
し
て
、﹁
ま
ぁ
、
が
ん
ば
っ
て
や
～
﹂
と
憐
れ
み
の

古
札
寛
永
の
ス
ス
メ
①
―

真
の
寛
永
泉
家
を
目
指
し
て
―
〈
藩
札
編
〉

美濃・今尾藩出雲・松江藩

石見・津和野藩周防・岩国藩

古寛永新寛永

傍鋳寛永安南寛永
古札寛永（押印札）

『藩札図録』（ボナンザ）掲載順
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美
濃
・
今
尾
藩
　
釣
銭
拾
六
文	

「
寛
永
通
宝
」
押
印
【2

5
0

】

（
法
量 12.7

×3.1 cm

）

出
雲
・
松
江
藩
　
銀
参
ふ
ん	

「
寛
永
通
寶
」
押
印
【1

5
0
0

】

（
法
量 17.0

×4.8 cm

）

（
法
量 17.6

×4.9 cm

）

（
法
量 17.9

×4.9 cm

）

出
雲
・
松
江
藩
　
銀
弐
ふ
ん	

「
寛
永
通
寶
」
押
印
【3

0

】

出
雲
・
松
江
藩
　
銀
壱
匁	
「
寛
永
通
寶
」
押
印
【6

0
0

】


