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な
ぜ
銀
の
ペ
ニ
ー
貨
は
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
流
通
し
た
の
か

　
　

─
権
力
＝
王
権
と
銀
品
位
と
信
用
＝
貨
幣
製
造
人
の
三
位
一
体
─

鶴　

島　
　

博　

和

問
題
の
所
在
と
考
察
の
視
点

富
は
常
に
歴
史
研
究
に
お
け
る
主
要
な
研
究
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
以
前
に
お
い
て
宗
教
組
織
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
富
の
形
態

は
貨
幣
の
み
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ピ
ー
タ
ー
・
ス
パ
ッ
フ
ォ
ー
ド
が
苦
言
を
呈
し
た
よ
う
に
、
貨
幣
研

究
者
を
除
く
と
、
中
世
史
研
究
が
貨
幣
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
前
近
代
に
お
い
て
も
、
貨
幣
が

地
域
世
界
内
を
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
て
還
流
す
る
「
関
係
の
血
液
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る）

1
（

。

貨
幣
制
度
の
全
体
を
扱
う
と
き
、
①
素
材
、
②
発
行
主
体
、
③
製
造
者
、
④
生
涯
と
い
う
四
つ
の
要
素
を
設
定
し
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
四

つ
が
、
貨
幣
の
体
と
命
と
い
う
、
貨
幣
を
他
の
貴
金
属
か
ら
区
別
す
る
特
徴
を
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
貨
幣
は
そ
れ
自
身

の
意
匠
を
も
つ
の
で
あ
る
。
図
像
で
あ
れ
銘
文
の
形
で
あ
れ
、「
顔
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
貨
幣
は
独
自
の
形
態
、
量
目
、
品
位

と
い
う
体
を
も
つ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
背
後
に
独
自
で
複
雑
な
社
会
を
も
つ
の
で
あ
る
。

本
稿
が
扱
う
時
代
に
お
い
て
さ
え
、
貨
幣
は
流
通
の
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
の
極
に
お
い
て
は
、
多
様
な
品
位
と
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量
目
を
も
つ
地
域
内
的
な
通
貨
が
存
在
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
自
体
の
政
治
的
文
化
的
領
域
内
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
流
通

す
る
「
基
準
通
貨
」
と
よ
べ
る
よ
う
な
貨
幣
が
存
在
し
た
。
本
稿
で
扱
う
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ペ
ニ
ー
貨
も
そ
う
し
た
基
準
通
貨
の
様
相
を

呈
し
た
銭
貨
で
あ
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
貨
幣
は
流
通
し
た
の
か
。
こ
れ
は
長
い
間
、
歴
史
家
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
者
や
哲
学
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
問
題
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
小
論
で
こ
の
大
き
く
難
し
い
問
題
に
解
を
出
す
つ
も
り
は
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
解
に
接
近
す
る
導
き
の
糸
を
見
出
す
た

め
の
視
点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
検
証
す
る
対
象
の
時
間
と
空
間
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
稿
で
は
、
九
七
三
年
頃
か
ら

一
一
三
五
年
頃
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貨
幣
制
度
を
扱
う）

2
（

。
九
七
三
年
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
が
確
立
を
示
す
象
徴
的
な
年
と
言
っ
て
も
よ

い
。
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
意
識
し
た
エ
ド
ガ
ー
王
の
戴
冠
式）

3
（

で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
、

国
王）

4
（

に
よ
る
貨
幣
制
度
改
革
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
は
そ
の
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貨
幣
制
度
の
方
向
を
定
め
た
と
言
っ
て
よ
い
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
銭
貨
の
製
造
は
原
則
的
に
は
「
国
王
大
権
」（regalia

）
に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
大
陸
に
お
い
て
は
、
九
世

紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
、「
帝
国
的
」
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
解
体
し
て
い
く
な
か
で
、
自
立
的
地
域
諸
権
力
に
よ
っ
て
こ
の
権
利
は
占
有
さ
れ

て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
時
期
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
統
合
王
権）

5
（

に
よ
っ
て
単
一
貨
幣
制
度
が
確
立
し
た
の
で
あ

る
。
エ
ド
ガ
ー
王
の
貨
幣
改
革
は
こ
の
過
程
で
の
決
定
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
。
彼
以
前
に
は
、
王
国
レ
ベ
ル
で
の
一
様
な
銭
貨
製
造
は
そ
の
実
現

途
上
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
改
革
以
降
、
ほ
ぼ
同
じ
意
匠
（
補
註
）、
同
じ
量
目
と
品
位
を
も
つ
一
つ
の
型
の
ペ
ニ
ー
貨
が
、
王
国
中）

6
（

で
王
権
に

よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
銭
貨
製
造
人
と
製
造
場）

7
（

で
打
刻
さ
れ
、
そ
れ
が
一
定
の
期
間
を
経
て
次
の
型
に
更
新
さ
れ
る
制
度
が
確
立
し
た
の
で
あ
る）

8
（

。

銀
の
ペ
ニ
ー
貨）

9
（

は
、
表
面
（obverse

）
の
中
央
に
国
王
の
肖
像
と
そ
の
周
囲
の
円
環
に
王
の
名
前
と
称
号
が
刻
印
さ
れ
、
裏
面
（reverse

）

に
は
中
心
に
十
字
架
、
周
辺
の
円
環
に
は
銭
貨
製
造
人
の
名
前
と
製
造
場
が
刻
印
さ
れ

）
11
）（
10
（

た
。
意
匠
は
、
一
年
か
ら
六
年
ほ
ど
の
間
隔
で
変
更
さ

れ
た）

12
（

。
個
別
の
銭
貨
の
も
つ
寿
命
は
、
大
陸
の
銭
貨
と
比
較
し
て
短
い
と
言
え
る
。
ヘ
ン
リ
ー
一
世
が
、
一
一
二
五
年
に
彼
の
所
謂
一
五
型
（
表

一
の
五
六
型
）
を
発
行
し
た
際
に
規
則
的
な
短
期
的
意
匠
更
新
を
変
更
し
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
そ
れ
は
確
認
で
き
な
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い
。
王
位
を
継
承
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
内
乱
に
導
い
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
王
は
古
い
制
度
を
復
活
し
た
。
一
一
五
八
年
の
改
革
に
よ
っ
て
ヘ
ン

リ
ー
二
世
は
短
期
的
な
意
匠
の
更
新
制
を
廃
止
し
た
。
し
か
し
、
一
一
八
〇
年
の
改
革
で
同
王
は
銭
貨
製
造
人
と
両
替
人
を
分
離
し
た
と
は
言

え
、
エ
ド
ガ
ー
と
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
に
よ
っ
て
定
礎
さ
れ
た
貨
幣
制
度
の
基
本
的
特
徴
は
、
更
新
制
度
を
除
く
と
、
一
二
七
九
年
の
エ
ド
ワ

ー
ド
一
世
の
改
革
に
よ
っ
て
銭
貨
製
造
人
の
名
前
が
消
え
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
銭
貨
の
意
匠
、
海
外
銀
貨
の
国
王
銀
貨
の
へ
の
打
ち
直

し
、
そ
し
て
短
期
間
で
の
更
新
は
、
一
〇
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
権
の
行
政
能
力
の
高
さ
の
証
明
と
さ
れ
た）

13
（

。
し
か
し
、
こ
の
「
役
人
な

き
行
政
」
は
、
中
央
の
国
王
宮
廷
か
ら
離
れ
た
各
地
域
の
銭
貨
製
造
人
が
国
王
の
命
令
（
権
力
と
権
威
）
を
受
容
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
常
に
命
令
を
伝
達
す
る
使
者
あ
る
い
は
媒
体
と
、
口
頭
で
あ
れ
書
簡
で
あ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

以
下
、
一　

素
材
＝
銀
、
二　

発
行
主
体
＝
権
力
と
権
威
、
三　

製
造
者
＝
銭
貨
製
造
人
、
四　

生
涯
と
い
う
四
つ
の
視
点
か
ら
銭
貨
の
流

通
を
検
討
し
て
課
題
に
応
え
た
い
。

図一　エドガー王の改革銭貨（一
型：九三七─九七五年：「改革」）
製造場：ヨーク（EFERP）、製造
人： ウ ル フ リ ッ ク（Wu l f r i c ; 
PVLFRIC）。表面 +EADGAR REX 
ANGLO。 裏 面 +PVLFRIC MO 
EFERP。EMC

（14）
  number 2001.0552

（15）
. 

The Fitz William Museum のご好意
による。
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一　

素
材
＝
銀

ピ
ー
タ
ー
・
ス
パ
ッ
フ
ォ
ー
ド
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
後
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
お
い
て
、
稼
動
し
て
い
た
都
市
の
銭
貨

製
造
場
の
数
は
、
九
七
〇
年
代
の
二
五
か
ら
一
〇
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
は
七
〇
に
ま
で
増
え
た
が
、
こ
の
増
加
は
、
都
市
の
繁
栄
と
ド
イ
ツ

か
ら
流
入
し
た
新
し
い
銀
と
の
関
係
を
跡
付
け
る
も
の
」
で
あ
っ
た）

15
（

。
ベ
ー
ダ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
、
銅
、
鉄
、
鉛
そ
し
て
銀
に
富
む
鉱
物

資
源
の
豊
か
な
土
地
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
が）

16
（

、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
の
銀
の
産
出
量
は
時
期
的
に
も
地
域
的
に
も
限
ら
れ
て
お
り）

17
（

、
流
通
し

た
銀
貨
の
生
産
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

ゴ
ス
ラ
ー
（G

oslar

）
に
お
け
る
銀
山
の
発
見
は
、
九
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
し
い
銀
貨
製
造
を
活
性
化
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
時

期
的
に
み
て
も
、
エ
ド
ガ
ー
の
戴
冠
と
貨
幣
改
革
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
銀
鉱
山
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ペ
ニ
ー

の
唯
一
の
源
泉
で
は
な
か
っ
た
。
ピ
ー
タ
ー
・
ソ
ー
ヤ
ー
は
、「
国
内
の
銀
山
は
開
発
さ
れ
た
が
一
一
世
紀
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
巨
大
な
銀
の
蓄
積
を
説
明
す
る
に
は
十
分
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
銀
が
主
と
し
て
国
内
の
銀

山
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
国
王
た
ち
は
、
彼
ら
が
行
っ
た
よ
う
な
規
模
で
の
税
を
課
す
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
」
と
し
て
、
大
陸
と
の
羊
毛
交
易
こ
そ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
富
を
も
た
ら
し
た
、
と
結
論
し
た
の
で
あ
る）

18
（

。
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
南
部
で
出
土
し
た
六
〇
〇
年
か
ら
一
一
八
〇
年
ま
で
の
個
別
発
見
貨）

19
（

を
、
二
五
年
ご
と
に
区
切
っ
て
そ
の
数
を
示
す
と）

20
（

、
ど
の
時
代
よ
り

も
七
〇
〇
年
か
ら
の
二
五
年
間
に
出
土
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
次
の
二
五
年
の
七
五
〇
年
ま
で
に
出
土
し
た
も
の
が
そ
れ
に
次
い
で
多

い
と
い
う
。
そ
の
多
く
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
や
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
か
ら
流
入
し
て
き
た
も
の
で
、

交
易
に
よ
る
銀
貨
の
流
入
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
を
中
継
し
て
ラ
イ
ン
川
と
テ
ム
ズ
川
を
結
ぶ
回
廊
を
経
由
し
た
銭
貨
だ
け
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
部
で
製
造
さ



115　　なぜ銀のペニー貨は中世イングランドにおいて流通したのか

れ
た
銭
貨
の
す
べ
て
の
由
来
を
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
属
州
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
遺
産
と
も
言
う
べ
き
ロ
ー
マ
の
銭
貨
も
大
量
に
出
土
し
て
、

そ
れ
が
再
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
銀
貨
の
由
来
は
こ
れ
だ
け
で
な
い
。
数
は
少
な
い
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
貨
幣
も
ま
た
流
入
し
て
き
た）

21
（

。
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
出

土
し
た
デ
ィ
ル
ハ
ム
（dirham

）
銀
貨
は
、
二
〇
万
枚
に
及
ぶ
。
そ
の
う
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
一
八
万
枚
出
土
し
、
西
に
行
く
に
つ
れ
て
出

土
数
は
激
減
す
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
わ
ず
か
一
六
四
枚
の
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
と
七
枚
の
デ
ィ
ナ
ー
ル
金
貨
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
異
教
徒
の
銭
貨
は
鋳
潰
さ
れ
て
新
た
な
銀
貨
に
打
ち
直
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
際
に
流

入
し
た
銀
貨
は
そ
れ
な
り
の
数
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
七
一
枚
の
貨
幣
は
、
九
つ
の
埋
蔵
貨
幣
群
と
五
九
枚
の
個
別
発
見
貨
か
ら
な
り
、
そ

の
大
半
が
ロ
ン
ド
ン
と
チ
ェ
ス
タ
ー
を
結
ぶ
線
の
東
側
の
「
デ
ー
ン
・
ロ
ー
地
域
」
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
八
八
％
は
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
と

サ
ー
マ
ー
ン
朝
の
銭
貨
で
、
明
ら
か
に
北
回
り
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
後
期
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
も
の
は
四
枚
、

そ
の
う
ち
南
か
ら
の
玄
関
で
あ
る
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
で
は
一
枚
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
西
フ
ラ
ン
ク
の
ロ
ワ
ー
ル
川
以
北
で

は
、
ほ
と
ん
ど
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
北
回
り
の
銀
貨
の
終
着
点
で
あ
っ
た
、
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

22
（

。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
銀
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
主
と
し
て
銀
貨
の
形
で
な
さ
れ
た
。
流
入
し
た
銀
や
銀
貨
は
国
王
銀
貨
に
打
ち
直
さ
れ
て
こ

の
ス
ト
ッ
ク
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る）

23
（

。
そ
れ
で
も
、
銀
の
流
入
源
が
い
く
つ
か
あ
る
に
せ
よ
、
九
六
〇
年
代
の
ゴ
ス
ラ
ー
の
銀
山
開
発
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
権
が
九
七
三
年
以
降
、
皇
帝
（「
王
権
」）
型
の
銭
貨
を
継
続
的
に
発
行
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
動
力
源
で
あ
っ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
エ
ド
ガ
ー
王
が
九
七
三
年
に
フ
ラ
ン
ク
型
の
戴
冠
式
を
行
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
オ
ッ
ト
ー
一
世

の
戴
冠
と
「
帝
国）

24
（

」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
皇
帝
型
の
銭
貨
は
、
高
い
品
位
と
安
定
し
た
量
目
と
、
権
力
の
表
象
（
と
く
に
皇
帝
像
）

を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
た
。 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
銭
貨
は
、
継
続
的
に
、
後
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
基
準）

25
（

と
な
る
九
二
・
五
％
を
超
え
る
銀
の
含
有
量
を
誇
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
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れ
る
。
し
か
し
、
金
属
の
成
分
分
析
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
化
学
分
析
法
は
成
分
分
析
に
お
い
て
正
確
さ
に
問
題
が
あ
り
、
何
よ
り
も
銀
貨

を
破
損
す
る
犠
牲
を
と
も
な
っ
た
。
蛍
光
Ｘ
線
（X

R
F

）
や
電
子
ブ
ロ
ー
グ
微
小
部
分
分
析
法
（EPM

A

）
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
正
確
な
デ
ー
タ
が
集
ま
り
始
め
た
状
況
で
あ
る
。
一
〇
六
枚
の
エ
ド
ワ
ー
ド
古
王
か
ら
エ
ド
ガ
ー
の
貨
幣
改
革
以
前
（
八
九
九
年
か

ら
九
七
三
年
）
ま
で
の
銀
貨
の
品
位
は
、
五
〇
％
か
ら
八
五
％
程
度
の
水
準
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ド
ガ
ー
の
改
革
銭
貨
は
九
五
％

か
ら
九
七
％
と
純
銀
に
近
く
、
九
七
九
年
の
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
王
以
降
も
九
〇
％
か
ら
九
六
％
の
水
準
を
維
持
し
て
い
た
。
た
だ
、
エ
セ
ル
レ
ッ

ド
二
世
の
一
〇
〇
九
年
の
一
〇
型
（
最
終
小
型
十
字
型
）
か
ら
一
〇
五
一
年
の
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
二
二
型
（
拡
大
十
字
架）

26
（

）
ま
で
品
位
が

低
下
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
か
ら
ヘ
ン
リ
ー
一
世
ま
で
は
十
分
な
資
料
が
な
い
が
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
五
一
型
が
八
五
％

前
後
、
最
後
の
五
六
型
が
化
学
分
析
で
金
と
鉛
も
含
め
て
八
七
・
八
七
％
な
の
で
八
五
％
程
度
と
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

27
（

。

品
位
に
対
し
て
量
目
は
変
動
し
た
。
重
量
基
準
は
エ
ド
ガ
ー
以
降
も
一
一
世
紀
後
半
に
な
る
ま
で
統
一
性
は
な
か
っ
た
。
同
じ
型
の
銭
貨
で

も
複
数
の
重
量
基
準
が
使
用
さ
れ
た
し
、
同
じ
製
造
場
で
も
時
期
に
よ
っ
て
複
数
の
重
量
基
準
が
使
用
さ
れ
て
い
た）

28
（

。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の

頃
ま
で
は
、
最
大
で
一
・
七
五
グ
ラ
ム
（
二
七
ト
ロ
イ
グ
レ
イ
ン
）
の
重
い
基
準
を
維
持
し
て
い
た
が
、
一
〇
二
三
年
の
ク
ヌ
ー
ト
王
の
一
二

型
（「
尖
っ
た
兜
」）
か
ら
エ
ド
ワ
ー
ド
王
の
一
〇
五
一
年
の
軽
量
二
二
型
（「
拡
大
十
字
架
型
」）
ま
で
、
最
大
で
も
一
・
一
七
グ
ラ
ム
（
一
八

ト
ロ
イ
グ
レ
イ
ン
）
の
時
代
が
続
い
た
。
ク
ヌ
ー
ト
王
は
そ
れ
ま
で
の
三
分
の
二
の
重
さ
の
重
量
基
準
オ
ー
ラ
（
オ
ン
ス）

29
（

）
を
採
用
し
た
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
軽
量
ペ
ニ
ー
の
採
用
は
、
同
じ
型
の
銭
貨
で
も
更
新
の
時
期
が
近
づ
く
と
軽
量
化
し
て
税
支
払
い
を
円
滑
に
す
る
よ
う
に
目

論
ん
だ
可
能
性）

30
（

や
、
一
〇
二
三
年
か
ら
一
〇
五
一
年
ま
で
が
、
ヘ
ル
ゲ
ル
ド）

31
（

が
課
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
徴
税
を
円

滑
に
す
る
と
い
う
王
権
の
政
策
的
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
は
二
〇
ペ
ン
ス
で
一
オ
ン
ス
の
新
し
い

ペ
ニ
ー
重
量
を
採
用
し
た）

32
（

。
重
量
ペ
ニ
ー
と
軽
量
ペ
ニ
ー
の
中
間
の
重
さ
（
二
二
・
五
グ
レ
イ
ン
：
一
・
四
六
グ
ラ
ム
）
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が

一
五
二
六
年
ま
で
国
王
銭
貨
製
造
場
で
使
用
さ
れ
た
タ
ワ
ー
ポ
ン
ド
と
い
う
基
準
重
量
と
な
っ
た）

33
（

。

こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
銀
の
重
量
基
準
と
銀
貨
の
重
量
基
準
は
同
じ
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
リ
オ
ン
に
よ
る
と
一
ポ
ン
ド
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か
ら
二
五
四
・
五
ペ
ン
ス
（
枚
）
の
ペ
ニ
ー
貨
が
製
造
さ
れ
た
と
い
う）

34
（

。
こ
の
う
ち
の
一
四
・
五
ペ
ン
ス
（
約
六
％
）
が
銭
貨
製
造
所
へ
の
手
数

料
に
あ
て
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
ペ
ニ
ー
貨
の
基
準
と
な
る
量
目
は
一
・
三
七
グ
ラ
ム
と
な
る
。
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
時
期
に
多
少
の

減
量
は
あ
る
も
の
の
、
銭
貨
の
理
想
量
目
ほ
ぼ
こ
の
一
・
三
七
を
基
準
と
し
て
推
移
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

35
（

。

高
品
位
と
信
頼
性
の
あ
る
一
定
の
量
目
は
、
銭
貨
自
身
が
内
蔵
す
る
信
用
の
担
保
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
銀
塊
や
銀
粒

で
も
い
い
は
ず
で
、
流
通
す
る
た
め
に
は
「
品
位
と
い
う
体
」
だ
け
で
な
く
、
表
と
裏
の
顔
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

発
行
主
体
＝
権
力
と
権
威

「
我
ら
は
平
和
の
改
善
と
銭
貨
発
行
の
改
善
を
真
摯
に
考
え
よ
う
。
平
和
の
改
善
は
、
世
帯
主
に
と
っ
て
最
善
の
こ
と
で
あ
り
、
盗
人
に
と

っ
て
は
最
悪
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
銭
貨
発
行
の
改
善
と
は
、
一
つ
の
銭
貨
の
み
が
、
悪
し
き
こ
と
な
し
に
こ
の
く
に
に
あ
ま
ね
く

流
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
何
人
も
こ
れ
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
（「
ク
ヌ
ー
ト
王
第
二
の
定
め
」
八
章）

36
（

）」

こ
れ
は
一
〇
二
〇
年
か
二
一
年
に
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
国
王
会
議
で
ク
ヌ
ー
ト
王
が
発
し
た
声
明
で
あ
る）

37
（

。
国
王
は
、
こ
れ

に
続
く
八
章
の
一
と
二
で
贋
金
作
り
に
断
固
た
る
態
度
に
出
て
い
る
。

平
和
の
宣
言
と
よ
き
貨
幣
制
度
は
、
国
王
の
権
威
の
表
明
で
あ
り
、
戴
冠
式
の
約
束
事
で
あ
っ
た
（a prom

issio regis

）。
ヘ
ン
リ
ー
一
世

の
戴
冠
式
チ
ャ
ー
タ
ー
に
は
、
こ
う
あ
る
。「
も
し
、
銭
貨
製
造
人
で
あ
れ
、
誰
で
あ
れ
、
悪
し
き
銭
貨
を
も
っ
て
い
て
逮
捕
さ
れ
た
も
の
は
、

正
し
き
正
義
が
彼
の
上
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
朕
は
我
が
王
国
に
お
い
て
平
和
を
確
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
平
和
は
そ
れ
以
降
守

ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。
戴
冠
と
平
和
と
銭
貨
発
行
は
、
同
じ
文
脈
で
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

銭
貨
は
王
権
（regalia

）
を
表
象
す
る
た
め
に
冠
を
被
っ
た
国
王
像
を
描
く
こ
と
を
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
き
た
。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
に
あ
る
の
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
二
四
型
（「
王
権
と
鷹
」）
で
あ
る
（
図
二
）。
銭
貨
の
表
面
に
は
三
つ
の
尖
頭
を
も
つ
王
冠
を
被
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り
、
右
手
に
王
笏
を
も
ち
左
手
に
宝
珠
を
い
だ
く
エ
ド
ワ
ー
ド
が
座
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
、
周
囲
に
は
「
＋
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
王
エ
ド
ワ

ー
ド
（+EA

D
W

A
R

D

（us

） REX
 A

N
G

LO

（R
U

M

））」
と
い
う
名
前
と
称
号
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
裏
面
は
内
円
に
中
抜
き
の
十
字
架
が
位

置
し
そ
の
四
隅
に
鷹
が
描
か
れ
、
周
囲
に
は
「
リ
ン
カ
ン
の
マ
ナ
」
と
い
う
銭
貨
製
造
人
と
銭
貨
製
造
場
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
国
王
の

姿
は
、
座
し
て
横
を
向
い
て
い
る
以
外
は
、「
バ
イ
ユ
ー
の
綴
織
」
に
描
か
れ
た
ハ
ロ
ル
ド
二
世
の
戴
冠
式
で
の
出
で
立
ち
と
同
じ
で
あ
る
（
後

述
一
三
一
頁
、
図
四
参
照
）。
ま
さ
し
く
銭
貨
は
レ
ガ
リ
ア
（
王
権
の
表
彰
）
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

貨
幣
制
度
を
構
築
す
る
た
め
に
、
王
権
は
度
量
衡
の
遵
守
を
命
じ
、
ど
の
程
度
実
現
で
き
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
銭
貨
の
製
造
と
流

通
の
過
程
に
統
制
の
網
を
張
ろ
う
と
し
た
。
エ
セ
ル
ス
タ
ン
王
（
在
位
九
二
四
─
三
九
年
）
か
ら

エ
ド
ガ
ー
王
（
在
位
九
五
九
─
七
五
年
）
に
か
け
て
、「
統
合
王
権）

38
（

」
の
形
成
途
上
に
あ
っ
た
マ

ー
シ
ア
を
内
包
す
る
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
複
合
王
権）

39
（

は
、
貨
幣
制
度
の
確
立
の
た
め
に
努
力
を
怠
ら
な

か
っ
た
。
エ
セ
ル
ス
タ
ン
王
は
、「
王
国
に
は
、
市
場
で
造
っ
た
一
つ
の
型
の
銭
貨
し
か
流
通
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
宣
言
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
地
域
的
な
銭
貨
を
効
果
的
に
排
除
し
、
王

権
の
も
と
で
の
た
だ
一
つ
の
公
式
の
通
貨
を
恒
常
的
に
発
行
す
る
組
織
化
さ
れ
た
貨
幣
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
エ
ド
ガ
ー
王
の
治
世
末
期
、

九
七
三
年
頃
に
製
造
さ
れ
始
め
た
改
革
銭
貨
か
ら
で
あ
る）

40
（

。

「
王
国
に
は
一
つ
の
貨
幣
制
度
（an m

ynet

）
し
か
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
誰
も
市

場
町
（port

）
以
外
で
銀
貨
を
打
造
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
銭
貨
製
造
人
が
罪
を
犯
せ
ば
〔
品

位
を
下
げ
る
と
か
量
目
を
軽
く
す
る
と
か
〕、
そ
の
手
を
切
断
し
、
そ
の
手
を
銭
貨
製
造
場
に
吊

す
べ
し
。
訴
え
ら
れ
た
も
の
は
︐
熱
し
た
鉄
の
神
判
を
う
け
る
べ
し
。〔
無
罪
で
あ
れ
ば
〕
抵
当

図二　エドワード証聖王の二四型（「王権と鷹」）（一〇五六
～五九年）。製造場：リンカン、製造人：マナ（Mana）。
重量一・二五グラム。（鶴島所蔵）
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と
し
て
い
た
手
を
取
り
戻
す
が
、
有
罪
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
を
切
り
落
と
し
て
贖
う
べ
し
。（「
エ
セ
ル
ス
タ
ン
王
第
二
の
定
め
」
一
四
章
、

一
四
章
の
一
）」

し
か
し
、
エ
セ
ル
ス
タ
ン
の
布
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
一
五
年
の
治
世
の
間
に
は
、
四
つ
の
基
本
的
な
型
が
存
在
し
た
し
、
そ
こ
に
は

統
合
以
前
の
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
あ
る
い
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
支
配
者
の
影
響
下
に
あ
っ
た
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
、
マ
ー
シ
ア
、
イ
ー
ス

ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
、
フ
ァ
イ
ブ
・
バ
ラ
、
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
の
諸
王
国
の
銭
貨
シ
ス
テ
ム
の
継
承
が
確
認
で
き
る）

41
（

。
エ
セ
ル
ス
タ
ン
治
世
の
最

大
の
特
徴
は
、
銭
貨
製
造
人
と
製
造
場
が
セ
ッ
ト
で
打
刻
さ
れ
た
銭
貨
が
、
型
と
し
て
は
じ
め
て
継
続
的
に
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
王
は
、

製
造
人
が
市
場
町
で
製
造
し
、
国
王
の
定
め
に
よ
っ
て
流
通
を
保
証
し
た
先
駆
的
「
法
貨）

42
（

」
の
発
行
を
政
策
と
し
、
地
域
に
在
所
す
る
銭
貨
製

造
人
に
銭
貨
の
信
用
と
発
行
の
責
任
の
一
端
を
担
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

エ
セ
ル
ス
タ
ン
は
、
銭
貨
の
製
造
に
関
し
て
初
め
て
布
告
を
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
王
で
、
そ
の
製
造
場
は
、
ヨ
ー
ク
と
グ
ロ
ス
タ

ー
を
結
ぶ
線
の
西
側
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
（
図
六
参
照
）。
交
易
の
中
心
地
域
で
あ
っ
た
こ
の
線
の
東
部
の
豊
富
な
銀
貨
を
、
王
国
の
全
域

へ
吸
収
す
る
こ
と
で
、
統
一
的
な
銭
貨
発
行
へ
の
道
を
開
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
銭
貨
の
統
一
は
、
け
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
続
く

エ
ド
ガ
ー
王
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
王
、
そ
し
て
ク
ヌ
ー
ト
王
も
、
常
に
一
つ
の
型
の
銭
貨
が
流
通
す
る
よ
う
に
命
令
を
発
し
続
け
た
こ
と
が
そ
れ

を
物
語
っ
て
い
る
。

エ
ド
ガ
ー
王
は
、
以
下
の
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

「
ひ
と
つ
の
銭
貨
が
王
国
を
通
し
て
流
通
す
べ
し
。
そ
し
て
だ
れ
も
そ
れ
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
や
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で

使
用
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
秤
と
基
準
の
重
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
羊
毛
の
一
ウ
ェ
イ
（w

ey

）
43
（

）
は
、
一
二
〇
ペ
ン
ス
で
売
ら
れ
る
べ
き
で
、

な
に
者
も
そ
れ
よ
り
安
い
価
格
で
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
誰
で
あ
れ
羊
毛
を
よ
り
安
価
な
価
格
で
購
入
あ
る
い
は
販
売
し
た
も
の
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は
、
そ
れ
が
公
然
で
あ
れ
秘
密
裏
で
あ
れ
、
国
王
に
六
〇
シ
リ
ン
グ
を
支
払
う
べ
し
（「
エ
ド
ガ
ー
王
第
三
の
定
め
」
八
章
、
八
章
の
一
、八
章

の
二）

44
（

）」
エ
ド
ガ
ー
は
銭
貨
の
受
領
を
拒
否
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
さ
ら
に
、
度
量
衡
を
ロ
ン
ド
ン
と
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
も
の
に
統
一
し
て
い
こ

う
と
し
た）

45
（

。
銭
貨
の
定
め
の
文
脈
で
、
羊
毛
の
価
格
統
制
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
銀
獲
得
の
源
が
羊
毛
交
易
に
よ
る
収
益
で
あ
る
こ
と
を
、

王
権
側
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
エ
ド
ガ
ー
は
九
七
五
年
に
没
し
た
の
で
、
改
革
成
果
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
あ
と
を
継
い
だ
息
子
の
エ
ド
ワ
ー
ド
殉
教
王

も
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
治
世
は
四
年
と
い
う
短
命
に
終
わ
っ
た
。
エ
ド
ガ
ー
の
改
革
を
受
け
継
い
で
、
王
国
の
貨
幣
制
度
を
軌
道
に
乗

せ
た
の
は
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
で
あ
っ
た
。「
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
第
四
の
定
め
」
か
ら
国
王
に
よ
る
貨
幣
政
策
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「（
五
章
）
彼
ら
〔
宮
廷
の
貴
顕
た
ち
〕
は
、
以
下
を
定
め
た
。
贋
金
を
造
っ
た
者
、
良
き
銭
貨
を
製
造
人
の
と
こ
ろ
に
持
ち
込
み
、
質
と
重

さ
の
不
良
な
悪
貨
に
造
り
替
え
る
よ
う
に
買
収
し
た
交
易
者
、
そ
し
て
秘
密
裏
に
打
型
を
造
り
、
そ
こ
に
別
の
銭
貨
製
造
人
の
名
前
を
刻
ん
で
、

贋
金
造
り
に
販
売
し
た
者
の
間
に
区
別
は
な
い
。

（
五
章
の
一
）
そ
れ
故
に
、
賢
人
会
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
者
た
ち
が
同
じ
罰
〔
手
の
切
断
〕
を
う
け
る
べ
き
こ
と
…
。

（
五
章
の
二
）
訴
え
ら
れ
た
者
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
で
あ
れ
異
邦
人
で
あ
れ
、
完
全
な
る
神
判
に
よ
っ
て
身
の
潔
白
を
証
明
す
べ
き
こ
と
…
。

（
五
章
の
三
）
贋
金
造
り
は
手
を
切
り
落
と
さ
れ
て
そ
の
手
は
銭
貨
製
造
場
で
晒
さ
れ
る
べ
き
こ
と
…
。

（
五
章
の
四
）
銭
貨
製
造
人
が
、
森
あ
る
い
は
同
様
の
場
所
で
仕
事
を
し
た
場
合
、
国
王
の
恩
赦
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
命
で
贖
う
べ
し
。

（
六
章
）
誰
で
あ
れ
、
適
正
な
重
さ
と
質
を
も
つ
銭
貨
は
、
そ
れ
が
朕
の
王
国
の
ど
こ
の
都
市
で
造
ら
れ
た
の
で
あ
れ
、
そ
の
受
け
取
り
を

拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。
…
。
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（
七
章
）
朕
は
、
質
と
重
さ
に
お
い
て
劣
る
悪
し
き
銭
貨
を
も
た
ら
し
た
交
易
者
に
関
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
命
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら

は
保
証
人
を
指
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
七
章
の
一
）
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
朕
の
決
定
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
人
命
金
あ
る
い
は
命
で
贖
う
か
、
あ
る
い
は
朕
が
述

べ
た
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
〔
神
判
で
〕
身
の
潔
白
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
彼
ら
が
、
交
易
に
お
い
て
使
用
し
た
銭
貨
が
悪
貨

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

（
七
章
の
二
）
そ
の
後
〔
身
の
潔
白
が
証
明
さ
れ
た
後
〕、
件
の
交
易
者
は
、
国
王
の
許
可
を
受
け
て
い
る
銭
貨
製
造
人
か
ら
、
悪
し
き
銭
貨

を
適
正
な
重
さ
の
正
貨
に
両
替
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
自
ら
の
不
注
意
の
科
料
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
七
章
の
三
）
こ
の
よ
う
な
不
正
行
為
の
幇
助
を
行
っ
た
都
市
の
役
人
は
、
彼
が
指
名
し
た
陪
審
の
宣
誓
か
、
神
判
に
よ
る
雪
冤
が
な
け
れ

ば
、
贋
金
造
り
と
同
じ
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
〔
手
の
切
断）

46
（

〕。」

国
王
の
賢
人
会
は
、
贋
金
、
悪
貨
、
偽
の
打
型
を
禁
じ
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
銭
貨
製
造
人
や
利
用
す
る
交
易
者
に
、
製
造
場
を
市
場
や
都

市
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
場
所
で
の
製
造
を
禁
止
し
、
違
反
し
た
場
合
は
死
罪
を
課
す
と
宣
言
し
た
。
森
で
の
製
造
は
原
則
死
罪
で
あ
っ
た
。

王
権
に
と
っ
て
、
銀
貨
の
製
造
場
所
を
自
ら
の
役
人
を
通
し
て
統
制
下
に
置
く
こ
と
も
贋
金
や
悪
貨
の
摘
発
と
同
じ
く
ら
い
優
先
度
の
高
い
事

項
で
あ
っ
た
。
銭
貨
の
裏
側
に
、
製
造
人
と
製
造
場
を
刻
印
し
た
の
は
、
製
造
人
に
質
保
証
と
場
所
の
責
任
を
負
わ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

王
権
は
、「
法
貨
」
の
受
け
取
り
強
制
と
基
準
と
な
る
度
量
衡
を
命
じ
た
。
し
か
し
「
ど
こ
で
造
ら
れ
た
の
で
あ
れ
」
と
い
う
条
件
は
、
銭

貨
製
造
人
や
製
造
場
に
よ
っ
て
信
用
の
差
が
あ
り
、
選
り
銭
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
悪
貨
を
持
っ
て
い
た
交
易
者
は
、
そ
れ
が

故
意
で
あ
れ
無
作
為
で
あ
れ
、
見
つ
か
れ
ば
証
人
を
そ
ろ
え
て
身
の
潔
白
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
は
死
罪
で
あ
っ

た
。
不
注
意
で
悪
貨
を
保
持
し
て
い
た
場
合
で
も
、
手
数
料
を
払
っ
て
の
「
法
貨
」
へ
の
両
替
が
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
悪
貨
と
は
、
偽
造

貨
あ
る
い
は
異
邦
の
銭
貨
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
命
令
が
ど
の
程
度
実
行
性
を
も
っ
て
い
た
か
は
ま
ず
措
い
て
も
、
政
策
の
レ
ベ
ル
で
、
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エ
セ
ル
レ
ッ
ド
の
宮
廷
は
、
貨
幣
制
度
を
、
製
造
、
度
量
衡
、
そ
し
て
流
通
の
側
面
か
ら
、
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

海
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
銀
塊
や
銭
貨
は
、
市
場
の
銭
貨
製
造
人
に
よ
っ
て
「
法
貨
」
に
両
替
さ
れ
た
。
前
述
の
（
七
章
の
二
）
は
両
替
が

強
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
九
七
三
年
か
ら
一
〇
九
〇
年
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
で
流
通
し
て
い
た
海
外
銭
貨
は
全
体
の
四
％

で
あ
っ
た
、
と
メ
タ
カ
フ
は
推
定
し
て
い
る）

47
（

。
海
外
の
銭
貨
を
含
む
悪
貨
は
国
王
ペ
ニ
ー
貨
に
作
り
直
さ
れ
て
王
国
内
で
流
通
し
た
。
こ
の
時

期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
埋
蔵
貨
に
異
邦
の
銭
貨
が
極
端
に
少
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
メ
タ
カ
フ
の
推
定
値
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
当
時
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
銭
貨
の
王
国
内
流
通
占
有
率
は
驚
く
べ
き
高
さ
で
あ
り
先
駆
的
「
法
貨
」
と
よ
ぶ
に
相
応
し
い
と
、
言
え
る
。

王
権
に
よ
る
「
法
貨
」
の
製
造
、
受
領
と
両
替
強
制
の
命
令
は
、
長
い
一
一
世
紀
の
時
代
に
か
な
り
の
確
度
で
実
行
さ
れ
て
い
た
、
と
推
定

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
の
宮
廷
は
、
国
王
命
令
を
実
施
し
監
視
す
る
よ
う
な
強
制
力
を
も
っ
た
役
人
組
織
を
持
ち
合
わ
せ
て
お

ら
ず
、「
中
央
集
権
」
と
か
「
行
政
」
と
よ
べ
る
よ
う
な
統
治
を
行
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。「
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
第
四
の
定
め
」
の
続
き
を
み
て
み

よ
う
。

「（
八
章
）
国
王
は
、
彼
の
デ
ー
ン
人
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
た
ち
の
間
の
、
司
教
た
ち
、
伯
た
ち
、
そ
し
て
す
べ
て
の
役
人
た
ち
に
、
以
下
の

こ
と
を
助
言
し
か
つ
命
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
貨
を
製
造
し
そ
れ
を
国
中
に
拡
散
さ
せ
て
い
く
者
を
見
張
る
よ
う
に
。

（
九
章
）
銭
貨
製
造
人
の
数
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
少
な
く
す
べ
し
。
す
べ
て
の
主
要
な
都
市
に
三
人
、
そ
の
他
の
都
市
に
各
々
一
人
ず
つ
を

置
く
べ
し
。

（
九
章
の
一
）
銭
貨
製
造
人
は
、
雇
用
人
が
適
正
な
重
さ
を
も
つ
銭
貨
を
製
造
す
る
よ
う
責
任
を
負
う
べ
し
。〔
怠
っ
た
場
合
に
は
〕
こ
れ
ま

で
朕
が
定
め
た
の
と
同
じ
罰
を
受
け
る
。

（
九
章
の
二
）
都
市
を
任
さ
れ
た
も
の
は
以
下
の
こ
と
を
遵
守
す
べ
し
。･･･
錘
は
、
朕
の
銭
貨
製
造
場
で
、
使
用
さ
れ
た
基
準
に
従
っ
た

こ
と
を
刻
印
す
べ
し
。
刻
印
は
、
一
ポ
ン
ド
が
一
五
オ
ー
ル）

48
（

で
あ
る
こ
と
を
示
す
べ
し
。
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（
九
章
の
三
）
貨
幣
制
度
は
、
あ
な
た
が
た
（
国
王
評
議
会）

49
（

）
の
教
示
に
従
っ
て
、
朕
が
定
め
た
決
定
に
よ
る
基
準
ど
お
り
に
維
持
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い）

50
（

。」

王
権
は
「
法
貨
」
の
製
造
の
た
め
に
、
悪
貨
を
造
り
流
通
の
秩
序
を
乱
す
も
の
を
監
視
し
、「
平
和
」
を
維
持
す
る
担
い
手
を
必
要
と
し
て

い
た
。
地
域
の
現
場
で
そ
の
任
を
担
っ
た
の
が
、
セ
イ
ン）

51
（

た
ち
で
あ
り
、
製
造
の
職
人
集
団
を
統
括
し
て
い
た
銭
貨
製
造
人
で
あ
っ
た
。

三　

製
造
者
＝
銭
貨
製
造
人

長
い
一
一
世
紀
に
お
け
る
銭
貨
製
造
場
（
ミ
ン
ト
）
と
は
、
親
方
を
中
心
と
し
た
銭
貨
製
造
集
団
と
そ
の
主
た
る
活
動
の
場
の
こ
と
で
、
工

房
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
第
四
の
定
め
」（
九
章
の
一
）
は
、
銭
貨
製
造
人
が
、
自
分
の
雇
用
人
に
よ
る
製
造
に
も
責
任
を
も

つ
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ペ
ニ
ー
貨
の
裏
に
刻
ま
れ
た
銭
貨
製
造
人
名
は
、
個
人
名
と
い
う
よ
り
は
、
打
ち
型
を
受
領
し
た
親
方
を
中
心
と
し

た
職
人
の
組
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
。
事
実
、
職
人
が
親
方
の
名
前
で
複
数
の
製
造
場
で
作
業
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
五
型
（「
祝
福
の
手
」）
は
、
九
九
一
年
に
数
週
間
し
か
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
短
命
な
ペ
ニ
ー
貨
だ
が
、
オ
ス
フ

ァ
ー
ス
（O

sferth

）
と
い
う
珍
し
い
名
前
の
銭
貨
製
造
人
が
、
ロ
チ
ェ
ス
タ
、
ロ
ン
ド
ン
、
セ
ト
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
距
離
の
離
れ
た
場
所
で
活

動
し
て
い
た）

52
（

。
親
方
オ
ス
フ
ァ
ー
ス
の
名
前
は
、
ひ
と
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ブ
ラ
ン
ド
と
は
言
っ
て
も
、
職
人
集
団
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
三
つ
の
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
み
た
い
。
最
初
の
グ

ル
ー
プ
は
、
長
期
間
、
一
ヶ
所
で
活
動
す
る
銭
貨
製
造
人
あ
る
い
は
同
じ
名
前
を
使
う
職
人
集
団
で
あ
る
。
親
方
の
工
房
が
大
き
け
れ
ば
、
オ

ス
フ
ァ
ー
ス
の
よ
う
に
徒
弟
を
他
の
都
市
に
派
遣
し
て
親
方
の
名
前
で
製
造
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
二
番
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、
都
市

の
間
を
必
要
に
応
じ
て
移
動
す
る
「
渡
り
の
職
人
」
で
あ
る
。
三
番
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、
必
要
な
短
期
間
に
の
み
銭
貨
を
製
造
し
た
職
人
集
団
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で
あ
る
。
二
番
目
と
三
番
目
の
グ
ル
ー
プ
は
区
別
が
難
し
い
が
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
補
助
と
し
て
安
定
的
な
銭
貨
製
造
に
寄
与
し
た
で
あ
ろ

う
。以

下
銭
貨
製
造
人
の
個
別
事
例
を
検
討
し
て
、
そ
の
世
界
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

一
一
世
紀
後
半
の
サ
ン
ベ
ル
タ
ン
の
ゴ
シ
ュ
リ
ン）

54
（

に
よ
る
カ
ン
タ
ベ
リ
の
『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
奇
跡
譚
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。「（

鶴
島
抄
訳
）
カ
ン
タ
ベ
リ
の
市
民
で
あ
る
ウ
ル
フ
ロ
ン
と
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
の
兄
弟
そ
し
て
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
の
息
子
の
シ
ー
レ
ッ
ド
は
、
彼

ら
の
技
術
を
駆
使
し
て
貧
困
か
ら
身
を
起
こ
し
豊
か
な
生
活
を
お
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
人
は
協
力
し
て
銭
貨
製
造
人
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
金
属
加
工
の
職
人
を
求
め
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
の
都
市
を
訪
問
す
る
旅
を
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
か
ら
〔
仕
事
に
使
っ
て
壊
れ
た
〕
打
ち

型
、
灰
（
骨
粉
）、
浮
き
か
す
（
ド
ロ
ス
）、
一
酸
化
鉛
（
リ
サ
ー
ジ
）、
鉱
滓
（
ス
ラ
ッ
グ
）、
壊
れ
た
坩
堝
、「
金
箔
か
銀
箔
（
の
混
ざ
っ
た

破
片
）」
を
得
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
こ
か
ら
わ
ず
か
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
高
価
な
金
属
を
抽
出
し
て
い
た
。
あ
る
日
彼
ら
は
バ
ー
ス
に

や
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
い
つ
も
通
り
「
金
箔
か
銀
箔
（
の
混
ざ
っ
た
破
片
）」
を
大
量
に
買
っ
て
、
そ
れ
ら
を
洗
浄
の
た
め
に
近
く
の
土
手
に

運
ん
だ
。
そ
こ
で
〔
炉
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
〕
道
に
あ
っ
た
大
き
な
石
を
掘
り
出
し
て
国
王
の
道
に
損
害
を
与
え
た
。
そ
れ
で
そ
の
土
地

の
統
治
者
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
ウ
ル
フ
ロ
ン
と
シ
ー
レ
ッ
ド
は
二
〇
シ
リ
ン
グ
を
払
っ
て
解
放
さ
れ
た
。
シ
ー
レ
ッ
ド
は
若
す
ぎ
て
そ
の

よ
う
な
〔
高
額
な
〕
金
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
執
り
成
し
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た）

54
（

」

こ
の
話
は
い
く
つ
か
の
点
で
興
味
深
い
。
ま
ず
、
浮
き
滓
、
一
酸
化
鉛
、
鉱
滓
な
ど
の
存
在
か
ら
、
当
時
、
灰
吹
き
法）

55
（

に
よ
っ
て
銀
精
錬
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
カ
ン
タ
ベ
リ
の
三
人
の
職
人
は
、
高
度
な
技
術
を
も
っ
て
い
て
、
銀
加
工
の
副
産
物
や
道
具
に
付
着
し

た
滓
か
ら
銀
や
場
合
に
よ
っ
て
は
金
を
さ
ら
に
抽
出
で
き
た
の
で
あ
ろ
う）

56
（

。
二
〇
シ
リ
ン
グ
を
即
座
に
支
払
え
る
程
度
の
持
ち
合
わ
せ
を
旅
の
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職
人
は
も
っ
て
い
た
。
シ
ー
レ
ッ
ド
は
お
そ
ら
く
職
人
見
習
い
で
科
料
を
払
え
ず
、
体
罰
を
受
け
る
と
こ
ろ
を
聖
人
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い

う
の
が
話
の
落
ち
で
あ
る
。
石
の
台
座
と
薪
が
あ
れ
ば
作
業
場
は
比
較
的
容
易
に
設
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
大
量
の
燃
料
の
使
用
が
、

地
域
の
森
や
草
地
の
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
や）

57
（

、
彼
ら
の
技
術
が
地
域
の
金
銀
細
工
師
た
ち
の
嫉
妬
を
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に

想
像
が
つ
く
。
国
王
の
道
へ
の
侵
害
は）

58
（

、
彼
ら
を
捕
縛
す
る
絶
好
の
口
実
で
あ
っ
た
。

セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
の
建
立
者
で
あ
る
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
奇
跡
譚
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
三
人
は
修
道
院

と
密
接
な
関
係
を
も
つ
カ
ン
タ
ベ
リ
の
市
民
で
あ
っ
た
。「
エ
セ
ル
ス
タ
ン
王
の
第
二
の
定
め
」
で
も
「
カ
ン
タ
ベ
リ
で
は
七
人
の
銭
貨
製
造

人
を
お
く
べ
し
。
国
王
に
は
四
人
、
大
司
教
に
は
二
人
、
セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
長
に
は
一
人
」（
一
四
章
の
二）

59
（

）
と
あ
り
、
修

道
院
に
は
少
な
く
と
も
一
人
の
銭
貨
製
造
人
を
も
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
治
世
（
一
〇
四
二
─
六
六
年
）
に
、
シ

ー
レ
ッ
ド
と
い
う
名
の
銭
貨
製
造
人
が
、
一
〇
六
二
年
か
ら
六
六
年
ま
で
活
動
し
て
い
た）

60
（

。
こ
の
シ
ー
レ
ッ
ド
が
前
述
の
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
の
息

子
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
旅
を
し
な
が
ら
財
を
な
し
、
修
道
院
長
の
銭
貨
製
造
人
へ
と
上
昇
し
た
こ
と
に
な
る）

61
（

。

一
〇
六
六
年
の
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
の
後
、
シ
ー
レ
ッ
ド
は
銭
貨
製
造
人
と
し
て
は
史
料
上
か
ら
そ
の
名
前
が
消
え
た
が
、
そ
の
消
滅

は
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
と
は
直
接
関
係
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
前
に
ハ
ロ
ル
ド
二
世
の
銭
貨
二
八
型
（
一
〇
六
六
年
：「
平

和
」）
を
製
造
し
た
一
四
九
人
の
う
ち
の
四
八
人
が
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
後
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
王
の
二
九
型
（
一
〇
六
六
─
六
八
年
：「
横
向
き
胸

像
」）
の
製
造
に
関
わ
り
、
三
〇
型
（
一
〇
六
八
─
七
〇
年
：「
ボ
ン
ネ
ッ
ト
帽
」）
の
製
造
に
は
七
四
人
が
関
与
し
て
い
た
。
ヘ
ン
リ
ー
一
世

の
一
一
二
五
年
の
銭
貨
製
造
人
の
裁
判
集
会
で
起
こ
っ
た
よ
う
な
銭
貨
製
造
人
の
全
面
的
交
代
は
、「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
前
後
で
は
起
こ
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る）

62
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
王
は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
の
南
側
の
市
壁
の
内
側
に
最
初
の
城
を
建
設
し
た
。
そ
の
際
土
地
を
収
用
し
て
城
を
建
て
た
が
、
そ
の
た

め
に
一
一
人
の
市
民
か
ら
地
代
を
取
得
で
き
な
く
な
っ
た
セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
へ
の
補
償
の
リ
ス
ト
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中

に
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
と
シ
ー
レ
ッ
ド
と
い
う
名
が
あ
る
。
こ
の
二
人
が
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
と
シ
ー
レ
ッ
ド
親
子
と
い
う
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確
証
は
な
い
が
、
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）

63
（

。
シ
ー
レ
ッ
ド
は
、
先
の
分
類
で
言
え
ば
、
渡
り
の
金
銀
細
工
士
か
ら
上
昇
し
た
単
発

的
な
銭
貨
製
造
人
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

一
一
二
九
年
か
ら
三
〇
年
頃
、
セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
長
ヒ
ュ
ー
（
在
位
一
一
二
六
─
五
一
年
）
が
発
給
し
た
証
書
に
、
国
王

州
役
人
（sheriff
）
ル
ア
ロ
ン=

ア
ヴ
ラ
ン
シ
ュ）

64
（

や
カ
ン
タ
ベ
リ
の
有
力
商
人
ボ
ル
ド
ウ
ィ
ン
・
カ
ウ
ヴ
ェ
ル
と
並
ん
で
、
修
道
院
長
の
証
人

と
し
て
、
カ
ン
タ
ベ
リ
の
銭
貨
製
造
人
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
と
エ
グ
ム
ン
ド
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
証
人
と
し
て
現
れ
て
い
る）

65
（

。
Ｅ
Ｍ
Ｃ
の
デ
ー
タ
・

ベ
ー
ス
か
ら
、
エ
グ
ム
ン
ド
と
い
う
名
の
銭
貨
製
造
人
が
一
〇
八
七
年
か
ら
一
一
三
五
年
の
間
に
、
グ
レ
ゴ
リ
と
い
う
名
の
銭
貨
製
造
人
が

一
一
二
一
年
か
ら
一
一
二
五
年
の
間
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
二
人
（
実
は
三
人
）
の
製
造
し
た
型
の
時
期
が
重
な
る
こ

と
は
な
く
、
修
道
院
長
が
一
人
の
銭
貨
製
造
人
を
も
つ
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
が
証
書
の
証
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
人
（
三
人
）

は
、
セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
の
銭
貨
製
造
人
で
あ
っ
た
、
と
推
定
で
き
る
。
エ
グ
モ
ン
ド
は
一
〇
八
七
年
か
ら
一
一
三
五
年
ま
で

の
五
八
年
と
い
う
長
期
間
活
動
し
て
い
た
こ
と
、
証
書
の
エ
グ
モ
ン
ド
が
ジ
ュ
ニ
ア
と
い
う
あ
だ
名
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
〇
八
七
年

か
ら
一
一
〇
三
年
ま
で
活
動
し
て
い
た
の
が
父
の
エ
グ
モ
ン
ド
で
、
一
一
一
七
年
か
ら
活
動
し
た
の
が
息
子
で
あ
ろ
う
。
一
〇
五
三
年
か
ら

一
一
三
五
年
ま
で
の
間
で
、
シ
ー
レ
ッ
ド
、
エ
グ
モ
ン
ド
親
子
、
グ
レ
ゴ
リ
と
い
う
、
少
な
く
と
も
四
人
の
修
道
院
の
銭
貨
製
造
人
の
年
代
記

を
描
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
四
人
が
一
つ
の
家
系
に
属
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
む
し
ろ
名
前
か
ら
し
て
、
三
家
系
の
銭
貨
製
造
人
が

お
り
、
彼
ら
は
、
修
道
院
長
の
配
下
に
あ
る
都
市
の
有
力
金
銀
細
工
士
で
、
そ
の
時
々
に
銭
貨
製
造
を
請
け
負
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

移
動
す
る
職
人
集
団
に
加
え
て
在
地
化
し
た
地
域
の
有
力
者
が
、
銭
貨
製
造
に
深
く
関
与
し
て
い
っ
た
事
例
は
、
九
世
紀
か
ら
確
認
で
き
る
。

渡
り
の
職
人
と
在
地
の
職
人
の
共
存
が
な
け
れ
ば
、
一
〇
世
紀
の
銭
貨
製
造
場
の
量
的
空
間
的
拡
大
は
望
め
な
か
っ
た
。

エ
ド
ワ
ー
ド
王
の
二
一
型
（
一
〇
四
八
─
五
〇
年
：
小
地
銀）

66
（

）
を
製
造
し
た
ブ
ル
ン
マ
ン
は
、
ノ
ル
マ
ン
征
服
前
に
は
カ
ン
タ
ベ
リ
の
市
場

役
人
（port reeve

）
で
、
カ
ン
タ
ベ
リ
に
来
る
商
人
た
ち
か
ら
市
場
税
を
徴
収
し
、
同
時
に
両
替
人
も
兼
ね
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
銀
流
入
の
窓
口
に
い
た
。
征
服
後
、
ブ
ル
ン
マ
ン
は
、「
大
司
教
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
と
司
教
オ
ド
の
面
前
で
、
大
司
教
教
会
と
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セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
修
道
院
の
土
地
に
属
す
る
市
場
税
を
不
正
に
奪
っ
た
こ
と
を
認
め
た）

67
（

」
の
で
あ
る
。

一
〇
二
〇
年
か
ら
三
八
年
の
間
、
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
エ
セ
ル
ノ
ー
ス
は
、
彼
に
仕
え
る
二
人
の
セ
イ
ン
、
エ
ル
フ
ヴ
ォ
ル
ド
と
エ
ア
ド
レ

ッ
ド
に
、
ラ
ク
ル
ヴ
ァ
の
セ
ン
ト
・
メ
ア
リ
教
会
に
あ
る
直
領
地
五
〇
エ
ー
カ
ー
を
貸
与
し
た）

68
（

。
そ
の
証
書
で
は
大
司
教
に
関
連
の
深
い
地
域

貴
族
と
セ
イ
ン
た
ち
一
三
人
が
証
人
と
な
っ
て
い
る）

69
（

。
地
域
貴
族
と
並
ん
で
証
人
の
三
番
目
に
騎
士
ウ
ル
フ
ウ
ィ
が
現
れ
て
い
る
。
彼
は
カ
ン

タ
ベ
リ
で
活
動
し
た
大
司
教
の
銭
貨
製
造
人
と
推
定
さ
れ
、
ク
ヌ
ー
ト
王
治
世
の
後
半
の
一
二
型
（
一
〇
二
三
─
二
九
年
：
尖
っ
た
兜
）
か
ら

ハ
ロ
ル
ド
一
世
の
一
五
型
（
一
〇
三
八
─
四
〇
年
：
フ
ラ
・
ダ
・
リ
）
ま
で
の
ほ
ぼ
一
七
年
間
。
製
造
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
彼
は
大
司
教

の
家
人
で
あ
り
、
武
装
能
力
を
有
し
た
戦
士
で
あ
り
、
同
じ
証
人
と
な
っ
た
貴
族
や
セ
イ
ン
た
ち
と
と
も
に
地
域
社
会
の
秩
序
維
持
を
担
っ
た

「
良
き
人
」
で
あ
っ
た
。

有
力
な
銭
貨
製
造
人
は
、
地
域
の
「
良
き
人
」
と
し
て
、
統
治
の
上
で
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
で
は
国
王
の
役
人
の
次
に
位
置
し
、
リ
ン
カ
ン
で
は
六
人
の
指
導
的
な
市
民
に
入
っ
て
い
た）

70
（

。
し
か
し
、
有
力
な
銭
貨
製
造
人
は
、
そ

の
技
術
や
職
人
の
編
成
な
ど
か
ら
も
、
社
会
的
流
動
性
は
あ
っ
て
も
、
世
襲
が
原
則
と
な
っ
て
い
っ
た）

71
（

。 

一
〇
九
三
年
か
ら
九
六
年
頃
の
「
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
の
騎
士
た
ち
の
リ
ス
ト）

72
（

」
に
大
司
教
に
二
分
の
一
騎
士
役
を
負
う
デ
オ
ル
マ
ン
と
い

う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
系
の
名
前
を
も
つ
騎
士
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、
国
王
の
直
属
封
臣
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
有

力
市
民
で
あ
り
、
か
つ
代
表
的
な
銭
貨
製
造
人
の
家
系
に
属
し
て
い
た）

73
（

。

「〔
一
〇
八
六
年
時
点
で
〕
デ
オ
ル
マ
ン
は
〔
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
の
〕
イ
ス
リ
ン
グ
ト
ン
（Islington

）
に
二
分
の
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
国
王

か
ら
保
有
し
て
い
る
。
…
〔
征
服
前
は
〕
エ
ド
ワ
ー
ド
〔
王
〕
の
セ
イ
ン
で
あ
る
ア
ル
ガ
ー
が
こ
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
。
ア
ル
ガ
ー
は
こ

こ
を
売
る
こ
と
も
譲
渡
す
る
こ
と
も
で
き
た
（G

reat D
om

esday B
ook, 130v

）」
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ア
ル
ガ
ー
は
、
自
由
に
処
分
が
で
き
る
自
分
の
土
地
を
持
つ
国
王
セ
イ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
銭
貨
製
造
人
と
し
て
一
〇
四
四

年
か
ら
一
〇
七
二
年
ま
で
ほ
ぼ
継
続
的
に
活
動
し
た）

74
（

。
別
の
デ
オ
ル
マ
ン
と
い
う
名
の
銭
貨
製
造
人
が
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
二
一
型
と
二
四

型
の
製
造
に
関
係
し
て
お
り
一
族
で
あ
ろ
う
。
一
〇
八
六
年
に
土
地
を
保
有
し
て
い
た
デ
オ
ル
マ
ン
は
ア
ル
ガ
ー
の
子
で
、、
カ
ン
タ
ベ
リ
大

司
教
の
「
騎
士
リ
ス
ト
」
に
記
録
さ
れ
た
一
〇
九
三
年
か
ら
九
六
年
頃
に
な
く
な
っ
た
が
、
銭
貨
製
造
人
と
し
て
活
動
し
た
記
録
は
な
い）

75
（

。
彼

の
息
子
と
し
て
、
ア
ル
ガ
ー
、
オ
ル
ド
ガ
ー
、
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
、
そ
し
て
エ
ド
ウ
ィ
ン
の
四
人
が
知
ら
れ
て
い
る
。
息
子
の
ア
ル
ガ
ー
は
、
ロ

ン
ド
ン
司
教
座
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
で
一
一
〇
四
年
頃
な
く
な
っ
た）

76
（

。
オ
ル
ド
ガ
ー
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
銭
貨
製
造
人
と
し
て
一
〇
九
二
年
か

ら
一
一
三
五
年
ま
で
活
動
し）

77
（

、
ロ
ン
ド
ン
の
「
騎
士
の
ギ
ル
ド
（cnihten-gild

）」
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
も
ロ
ン
ド
ン
の
銭

貨
製
造
人
と
し
て
、
一
〇
九
二
年
か
ら
一
一
一
九
年
頃
ま
で
活
動
し
て
い
た）

78
（

。
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
の
子
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
年
寄
り
役
（A

lderm
an

）
79
（

）

を
勤
め
、
別
の
子
デ
オ
ル
マ
ン
〔
二
世
〕
も
銭
貨
製
造
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
デ
オ
ル
マ
ン
〔
二
世
〕
の
子
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
〔
二
世
〕
は
、
ペ
ン

ブ
ロ
ッ
ク
伯
の
血
縁
で
あ
る
モ
ウ
ド
と
結
婚
し
て
上
級
貴
族
と
繋
が
り
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
王
（
在
位
一
一
三
五
─
五
四
年
）
の
時
代
に
は
地
方

裁
判
官
と
し
て
活
躍
す
る
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
の
「
騎
士
の
ギ
ル
ド
」
の
構
成
員
で
も
あ
っ
た
。

テ
オ
ド
リ
ッ
ク
な
ど
デ
オ
ル
マ
ン
の
家
系
に
現
れ
る
名
前
は
、
こ
の
一
族
が
ド
イ
ツ
系
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。「
王
権
と
鷹
」

（
二
四
型
）
や
「
正
面
向
き
胸
像
」（
二
六
型
）
の
意
匠
や
令
状
の
印
璽
の
意
匠
な
ど
に
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
金
銀
細
工
師
で
あ
っ
た
ド

イ
ツ
人
と
思
わ
れ
る
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
や
オ
ッ
ト
ー
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
征
服
後
も
変
わ
ら
ず
、
金
銀
細
工
師
オ
ッ
ト
ー
の
一
族
は
、

王
国
銭
貨
の
母
型
作
成
を
独
占
し
た
と
主
張
し
て
い
る）

80
（

。
二
六
型
を
嚆
矢
と
す
る
、
ド
イ
ツ
的
な
「
正
面
向
き
胸
像
」
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
的
な

横
向
き
胸
像
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
銭
貨
の
意
匠
を
変
え
た
の
で
あ
る）

81
（

。

「
騎
士
の
ギ
ル
ド
」
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
は
、
裁
判
権
を
確
認
し
た
令
状
を
発
給
し
て
い
る）

82
（

。
ギ
ル
ド
は
、
独
自
の
裁
判
管
区
（soke

）

と
街
区
を
有
し
、
そ
の
治
安
維
持
と
防
衛
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
州
の
な
か
に
治
安
維
持
組
織
で
あ
る
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
作
ら
れ
た
よ
う
に
、

都
市
の
中
に
も
平
和
＝
軍
事
＝
治
安
維
持
組
織
で
あ
る
街
区
（w

ard

）
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
起
源
は
征
服
前
に
属
す
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
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い
て
は
史
料
上
の
初
出
は
ヘ
ン
リ
ー
一
世
治
世
の
司
教
座
教
会
が
所
有
し
て
い
た
「
市
内
の
不
動
産
に
関
す
る
調
査
報
告
リ
ス
ト
」（
一
一
二
七

年
頃
）
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い）

83
（

。
そ
こ
で
は
二
四
の
街
区
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
大
半
に
は
人
名
が
冠
さ
れ
て
い
て
、
街
区
の
起
源

が
有
力
者
を
中
心
と
し
た
地
域
の
組
織
化
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
の
有
力
者
が
お
そ
ら
く
年
寄
り
役
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

デ
オ
ル
マ
ン
の
一
家
も
、
年
寄
り
役
を
務
め
て
い
た
こ
こ
と
は
、
地
域
有
力
者
と
し
て
の
そ
の
出
自
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
騎
士
ギ

ル
ド
は
ポ
ー
ト
ソ
ー
ケ
ン
を
そ
の
街
区
と
し
て
い
た
。
ポ
ー
ト
ソ
ー
ケ
ン
は
、
東
の
市
壁
に
隣
接
し
、
テ
ム
ズ
川
沿
い
の
ビ
リ
ン
グ
ス
ゲ
イ
ト

の
東
側
に
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
塔
が
で
き
る
前
は
、
南
岸
に
も
「
川
か
ら
槍
を
投
げ
て
届
く
ま
で
の
土
地
」
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら

判
断
す
る
と
、
騎
士
ギ
ル
ド
の
役
割
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
お
け
る
交
易
の
も
っ
と
も
重
要
な
拠
点
で
あ
る
市
壁
の
東
部
と
門
、
お
よ
び
テ
ム
ズ

河
川
の
防
衛
に
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ギ
ル
ド
の
構
成
員
の
多
く
は
商
人
で
あ
っ
た
し
、
と
く
に
流
通
の
要
で
あ
る
銭
貨
製
造

人
た
ち
に
そ
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る）

84
（

。
征
服
後
、
ロ
ン
ド
ン
塔
に
テ
ム
ズ
川
の
防
衛
機
能
は
移
り
、
平
和
維
持
機
構
と
し
て
の
騎
士

ギ
ル
ド
は
そ
の
役
目
を
終
え
て
い
っ
た
。　
　

エ
ド
ガ
ー
王
と
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
王
が
定
礎
し
た
貨
幣
制
度
を
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世
が
変
革
し
、
銭
貨
製
造
の
実
質
を
地
域
有
力
者
の
手
か
ら
王

権
の
も
と
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
銭
貨
製
造
と
製
造
人
の
地
域
名
望
家
と
い
う
社
会
的
立
場
を
切
り
離
す
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
ヘ
ン
リ
ー
二
世
は
地
域
名
望
家
の
銭
貨
製
造
人
に
迫
害
に
近
い
圧
力
を
加
え
、
一
部
を
破
産
さ
せ
、
そ
の
役
人
化
を
図
っ
た
の
で
あ

る）
85
（

。

四　

生
涯
─
な
ぜ
銭
貨
は
流
通
し
た
の
か
─

キ
リ
ス
ト
教
的
皇
帝
理
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
は
、
ラ
テ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
、
極
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め
て
特
異
な
「
集
権
的
統
治
構
造）

86
（

」
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
的
な
戴
冠
式
を
九
七
三
年
に
バ
ー
ス
で
挙
行
し
、
そ
の
統
合
王
権

の
確
立
を
示
す
象
徴
的
存
在
と
言
わ
れ
る
エ
ド
ガ
ー
王
は
、
ほ
ぼ
同
じ
年
に
貨
幣
改
革
を
断
行
し
た
。
銭
貨
に
刻
ま
れ
た
国
王
の
肖
像
は
、「
皇

帝
の
も
の
は
皇
帝
に
、
神
の
も
の
は
神
に）

87
（

」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
が
伝
え
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
デ
ナ
リ
ウ
ス
貨
を
強
く
意
識
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
（
九
七
八
─
一
〇
一
六
年
）
の
時
期
に
は
制
度
化
す
る
令
状
に
つ
け
ら
れ
た
印
璽
と
同
じ
く
、

王
の
現
存
を
意
識
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る）

88
（

。

図
三
の
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
印
璽
に
お
い
て
、
玉
座
で
国
王
は
右
手
に
王
笏
を
も
ち
、
左
手
で
宝
珠
を
差
し
上
げ
て
い
る
。
こ
の
姿
は
、

図
二
の
二
四
型
（「
王
権
と
鷹
」）
の
エ
ド
ワ
ー
ド
や
、
図
四
の
「
バ
イ
ユ
ー
の
綴
織
」
の
戴
冠
式
を
お
こ
な
う
ハ
ロ
ル
ド
二
世
と
ほ
ぼ
同
じ
図

柄
で
あ
る
。

こ
の
エ
ド
ガ
ー
様
式
は
一
二
七
九
年
の
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
に
よ
る
変
革
に
よ
っ
て
銭
貨
製
造
人
が
刻
印
さ
れ
な
く
な
る
ま
で
続
い
た
。

九
七
三
年
の
改
革
は
、
銭
貨
の
意
匠
と
そ
の
打
型
を
王
権
が
独
占
し
、
か
つ
短
期
間
（
二
年
か
ら
六
年
の
間
隔
）
で
型
を
交
換
し
、
そ
の
国
王

銭
貨
以
外
の
流
通
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
短
期
間
で
の
打
型
交
換
は
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
一
一
五
八
年
の
改
革
で
廃
止
さ
れ
た
が
、
型
の
独
占

は
壊
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
国
王
大
権
の
基
盤
と
も
い
え
る
銭
貨
製
造
権
は
、
大
陸
に
お
い
て
は

国
王
に
よ
る
独
占
体
制
か
ら
地
域
諸
権
力
（
諸
侯
）
に
分
有
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
王
権
は
先
駆
的
な
「
法
貨
」
を
発
行
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
や
ク
ヌ
ー

ト
の
「
定
め
」
は
銭
貨
製
造
の
指
針
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
王
の
命
令
と
し
て
一

定
の
効
力
を
も
ち
、
銭
貨
が
流
通
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
高
品
位
な
銀
の
含
有
量
の
た
め
か
。

い
や
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
品
位
の
低
下
は
、
局
地
的
に
は
そ
の
流
通
を
必
ず
し
も
妨

げ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
純
銀
に
近
い
品
位
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
別
に
銀
貨
で

な
く
て
も
、
銀
粒
や
銀
塊
で
も
よ
か
っ
た
。
実
際
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
活
動
で
知
ら
れ
る
ス
カ
ン
デ
ィ

図三　エドワード証聖王の印璽
（レプリカ）（89） 
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ナ
ヴ
ィ
ア
人
は
、
銀
貨
を
「
貨
幣
」
と
し
て
よ
り
は
「
銀
」
と
し
て
大
量
に
持
ち
出
し
た
。

す
ざ
ま
し
い
量
の
埋
蔵
貨
の
存
在
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

王
権
の
「
強
さ
」
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ペ
ニ
ー
貨
を
強
力
な
通
貨
と
し
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
現
代
の
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
「
帝
国
」
と
無
概
念
的
に
定
義

さ
れ
る
ク
ヌ
ー
ト
王
以
降
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
複
合
王
権）

91
（

は
、
ラ
テ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界

の
政
治
的
均
衡
を
脅
か
す
軍
事
的
な
強
さ
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
強
さ
は
、
銭

貨
の
流
通
を
推
し
進
め
る
「
強
さ
」
と
は
別
物
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
強
さ
」
と
は
、

王
権
が
、
銀
貨
の
品
質
と
安
定
し
た
量
目
を
保
証
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
当

時
の
水
準
で
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
国
王
の
銭
貨
以
外
の
国
内
に
お
け
る
流
通

禁
止
が
基
本
的
に
守
ら
れ
、
人
々
が
そ
の
銭
貨
を
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る）

92
（

。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
貨
は
、
中
世
を
通
し
て
概
ね
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
品
位
で
あ
る
銀
の
含

有
量
九
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
た
し
、
量
目
も
安
定
し
て
い
た
。
従
っ
て
周
辺

諸
地
域
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
重
量
基
準
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
一
〇
世
紀
末
か
ら
、
模
倣
貨
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
周
辺
地
域
で
製
造
さ
れ

始
め
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
海
域
で
は
、
九
九
七
年
に
ダ
ブ
リ
ン
の
銭
貨
製
造
場
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
の
銭
貨
製
造
場
か
ら
打
型
を
持
っ
て
き

て
、
九
九
一
年
か
ら
九
九
七
年
の
間
に
大
量
に
製
造
さ
れ
た）

93
（

。
横
向
き
で
王
笏
を
持
ち
国
王
ロ
ー
ブ
を
身
に
ま
と
っ
た
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の

六
型
（「
十
字
架
」）
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る）

94
（

。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
最
初
の
銭
貨
と
い
わ
れ
る
オ
ラ
ー
フ
・
ト
リ
グ
エ
ソ
ン
王
の
銀
貨
も
ま
た
こ

の
模
倣
で
あ
っ
た）

95
（

。
他
方
、
環
海
峡
世
界
で
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
ボ
ル
ド
ウ
ィ
ン
四
世
が
、
サ
ン
ト
・
メ
ー
ル
で
こ
の
型
の
模
倣
貨
を
発
行
し

て
い
た）

96
（

。

図四　「バイユーの綴織」のハロルド二世の戴冠式（90） 

王座のハロルドはフル・ダ・リ様の王冠を被り、左手に
宝珠を右手に王笏を持っている。正面左に貴族が剣を差
し出して彼の王位を支持し、右にカンタベリ大司教ステ
ィガンドが式を執り行い、その（向かって）右側で「庶
民」が歓呼を送っている。
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し
か
し
、
こ
れ
で
も
な
ぜ
流
通
し
た
の
か
は
説
明
で
き
て
い
な
い
。
ひ
と
つ
の
史
料
を
見
て
み
よ
う
。

「
一
人
の
男
が
現
れ
た
。
着
て
い
る
も
の
や
物
腰
か
ら
貧
し
い
男
で
あ
っ
た
。〔
聖
職
者
だ
っ
た
〕
ウ
ル
フ
リ
ッ
ク
に
、
新
し
い
銭
貨
を
弱
々

し
く
乞
う
た
。
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
御
代
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
新
銭
貨
の
製
造
が
行
わ
れ
て
い
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
新
し
い
も
の
は
ま
だ
そ

れ
ほ
ど
出
回
っ
て
は
い
な
か
っ
た
〔
著
者
の
ジ
ョ
ン
は
銭
貨
の
更
新
が
も
は
や
一
般
的
で
は
な
く
な
っ
た
時
代
か
ら
み
て
い
る）

97
（

〕。」

貧
者
で
さ
え
銀
貨
を
乞
う
た
。
そ
れ
も
品
位
が
高
く
量
目
が
安
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
更
新
さ
れ
た
銭
貨
を
。
な
ぜ
人
々
は
、
国
王
の
銭

貨
を
受
け
取
り
、
こ
れ
を
使
用
し
た
の
か
。

ガ
レ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
銭
貨
が
ブ
ロ
ー
チ
に
転
用
さ
れ
た
事
例
を
調
べ
た
。
六
八
〇
年
か
ら
七
五
〇
年
の
初
期
ペ
ニ
ー
貨
の
時
代
に

は
、
ブ
ロ
ー
チ
へ
の
転
用
の
事
例
は
な
く
、
明
ら
か
に
転
用
が
増
え
る
の
は
、
二
二
型
（
一
〇
五
〇
─
五
三
年
）
の
「
拡
大
十
字
架
」
か
ら
で

あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
金
箔
を
施
し
裏
面
の
十
字
架
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
転
用
の
割
合
は
一
〇
五
〇
年
か
ら
一
一
〇
〇
年
が
全
体
の
六
八
％

を
占
め
て
い
る
と
い
う）

98
（

。
銭
貨
が
あ
る
程
度
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
か
ら
、
人
々
は
、
銭
貨
に
単
な
る
装
飾
品
や
贈
答
品
と

い
っ
た
表
の
権
力
的
な
顔
だ
け
で
は
な
く
、
裏
の
顔
に
宗
教
的
な
「
象
徴
性
」
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
流
通
に
関
し
て
は
三
つ

目
の
理
由
が
存
在
す
る
。

材
質
、
権
力
と
権
威
に
続
く
三
つ
目
の
流
通
の
要
因
に
い
た
る
前
に
、
当
時
の
銭
貨
製
造
の
実
態
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

は
、
九
七
三
年
以
前
で
さ
え
三
五
の
都
市
的
集
落
で
銭
貨
製
造
場
が
活
動
し
て
い
た
が
、
一
〇
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
は
そ
の
数
は
七
〇
に
達

し
て
い
た
。
そ
れ
が
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
治
世
末
年
ま
で
に
は
九
つ
に
激
減
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
、
小
さ
な
銭
貨
製
造
人
の

集
団
は
、
集
中
さ
れ
た
工
房
へ
と
変
質
し
た）

99
（

。

図
五
は
、
エ
ド
ガ
ー
王
の
九
五
九
年
か
ら
ヘ
ン
リ
ー
一
世
治
世
の
末
年
の
一
一
三
五
年
ま
で
に
製
造
さ
れ
た
個
別
発
見
貨
三
四
二
二
枚
の
出
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土
地
を
示
し
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
図
で
あ
る
。
征
服
前
と
征
服
後
に
分
け
た
が
、
出
土
地
の
範

囲
に
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
。

表
二
は
九
五
九
年
か
ら
一
一
三
五
年
ま
で
、
活
動
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
銭
貨
製
造

場
を
、
Ｅ
Ｍ
Ｃ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
も
と
に
、
そ
の
生
産
枚
数
（
個
別
発
見
貨
と
埋
蔵

出
土
貨
を
含
む
）
に
従
っ
て
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
し

た
銭
貨
は
、
埋
蔵
貨
と
個
別
発
見
貨
を
合
わ
せ
て
二
八
三
五
三
枚
で
あ
る
が
、
こ
の
数

は
、
製
造
場
の
生
産
力
で
は
な
く
、
生
産
の
活
性
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

図
六
は
表
を
も
と
に
こ
れ
を
地
図
に
お
と
し
た
も
の
で
、
製
造
場
は
そ
の
場
所
が
同
定

で
き
な
い
も
の
も
含
め
て
九
五
ヵ
所
が
確
認
さ
れ
た
。

図
五
と
図
六
お
よ
び
表
二
を
比
較
し
て
み
る
と
、
交
易
活
動
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
な

る
個
別
発
見
貨
が
、
タ
イ
ン
川
と
セ
ヴ
ァ
ー
ン
川
の
両
河
口
を
結
ぶ
西
側
の
地
域
で
は

ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
レ
フ
ォ
ー

ド
、
シ
ュ
ル
ス
ベ
リ
、
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
、
そ
し
て
チ
ェ
ス
タ
ー
な
ど
、
そ
の
線
の
西

側
に
も
銭
貨
製
造
場
は
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
州
の
拠
点
に
お
か
れ
た
銭
貨

製
造
場
の
大
き
な
役
割
が
銀
貨
に
よ
る
ゲ
ル
ド
（
税
）
の
徴
収
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
な
ど
に

対
す
る
軍
事
目
的
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
徴
税
と
軍
事
が
一
つ
目
の
銭
貨
製

造
の
目
的
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
南
西
部
の
ド
ー
セ
ッ
ト
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
、
サ
マ
セ
ッ
ト
、
デ
ヴ
ォ
ン
シ

ャ
ー
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
に
小
規
模
銭
貨
製
造
場
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
は
、
こ

 （a） 九五九年から一〇六六年 （b）一〇六六年から一一三五年
図五　九五九年から一一三五年までの個別発見貨の出土地（FitzWilliam 
Museumからの掲載許可をえている）
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の
地
域
が
と
く
に
国
王
の
宮
廷
が
巡
回
し
て
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め）

100
（

、
宮
廷
の
需
要
に
応
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
リ
ス
ト

ル
と
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
結
ぶ
線
の
西
側
の
小
規
模
な
銭
貨
製
造
場
は
、
国
王
宮
廷
の
緊
急
の
需
要
に
応
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
き
に
出
現

し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
宮
廷
の
需
要
が
二
つ
目
の
銭
貨
製
造
の
目
的
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
銭
貨
製
造
は
交
易
の
た
め
に
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
こ
れ
が
三
つ
目
の
目
的
で
あ
る
。
最
大
規
模
の
製
造
場
は
、
ウ
ィ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー
か
ら
サ
ザ
ッ
ク
と
ロ
ン
ド
ン
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
リ
ン
カ
ン
そ
し
て
ヨ
ー
ク
を
結
ぶ
、
交
易
の
盛
ん
な
地
帯
に
集

中
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
市
場
に
お
け
る
銭
貨
流
通
は
、
税
徴
収
と
宮
廷
の
シ
ス
テ
ム
に
部
分
的
に
埋
め
込
ま
れ
た
「
経
済
」
で
あ
っ
た）

101
（

。
こ
の

「
埋
め
込
み
」
か
ら
銭
貨
製
造
を
解
放
し
、
本
格
的
な
流
通
と
貨
幣
経
済
へ
の
端
緒
を
開
い
た
の
が
、
一
一
五
八
年
と
一
一
八
〇
年
ヘ
ン
リ
ー

二
世
の
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
じ
こ
ろ
、
ゲ
ル
ド
徴
収
は
そ
の
役
目
を
終
え
て
、
新
し
い
税
制
の
構
築
の
試
み
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る）

102
（

。

一
一
八
〇
年
ご
ろ
に
始
ま
っ
た
、「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
そ
う
し
た
兆
候
で
あ
っ
た）

103
（

。

さ
て
、
三
つ
目
の
理
由
に
戻
ろ
う
。
本
稿
で
検
討
し
た
数
多
く
の
地
域
的
な
銭
貨
製
造
場
と
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
的
な
銭
貨
製
造
人
の
存
在
は

な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
銭
貨
の
裏
面
の
製
造
人
と
製
造
場
の
刻
印
は
、
現
地
で
受
け
取
り
あ
る
い
は
使
用
す
る
人
に
、
手
に
し
た
銀
貨
の
質

と
量
目
に
対
す
る
信
用
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
銭
貨
製
造
人
は
、
戦
士
と
し
て
防
衛
に
、
セ
イ
ン
と
し
て
治
安
に
、
法
発
見
人
と
し
て
紛
争

解
決
に
、
証
人
と
し
て
証
書
の
発
給
に
尽
力
し
た
地
域
の
名
望
家
＝
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
で
あ
っ
た
。
ペ
ニ
ー
貨
の
表
の
国
王
像
と
王
名
と
称
号

は
、
証
書
や
令
状
の
冒
頭
定
式
や
印
璽
と
同
じ
く
、
国
王
が
面
前
に
現
存
す
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
裏
面
の
十
字
架
と
銭

貨
製
造
人
の
名
前
と
製
造
場
の
刻
印
は
、
ち
ょ
う
ど
証
人
欄
の
十
字
架
と
地
域
の
良
き
人
々=

「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
が
証
書
の
有
効
性
を
保
証
し

た
よ
う
に
、、
銭
貨
の
品
位
と
量
目
を
銭
貨
製
造
人
が
保
証
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
製
造
地
で
最
初
に
銭
貨
を
手
に
し
た
も
の
は
、
そ
の
地

域
の
「
名
望
家
」
で
あ
る
製
造
人
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
製
造
者
へ
の
信
頼
が
、
そ
の
銭
貨
を
通
貨
と
し
て
受
容
す
る
最
初
の
信
用
で
あ
っ
た
。

地
域
的
な
信
用
は
い
わ
ば
流
通
へ
の
ス
タ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
銭
貨
は
一
度
受
容
さ
れ
る
と
、
そ
れ
自
体
に
内
蔵
さ
れ
た
信
用
（
質
と
権
力
＝
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権
威
）
で
流
通
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
三
番
目
の
理
由
で
あ
る
。

本
稿
が
対
象
と
し
た
通
貨
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
信
用
の
三
つ
の
要
素
の
間
に
は
、
そ
れ
が
有
効
な
地
理
的
範
囲
で
の
空
間
差
と
寿
命
で
の
時

差
が
あ
っ
た
。
概
念
的
に
言
え
ば
、
製
造
人
（
銭
貨
の
裏
面
）、
権
力
（
表
面
）、
質
（
内
実
）
の
順
で
信
用
の
空
間
的
時
間
的
な
有
効
範
囲
は

広
が
っ
て
い
っ
た
。
一
枚
の
銭
貨
が
内
包
す
る
こ
う
し
た
生
き
ら
れ
る
時
間
の
差
が
、
通
貨
の
更
新
や
改
革
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
改
革
（
一
二
七
九
年
）
で
、
銭
貨
製
造
人
の
名
前
が
消
さ
れ
た
こ
と
は
、
信
用
の
あ
り
方
と
統
治
構
造
と
そ
の
磁
場
が

大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
流
通
に
必
要
で
あ
っ
た
、
地
域
製
造
人
の
名
望
家
的
信
用
は
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
中
心

化
さ
れ
た
王
権
の
も
と
で
、
数
多
く
の
地
域
的
銭
貨
製
造
場
も
必
要
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
素
材
、
②
発
行
主
体
、
③
製
造
者
、
④
生
涯
と
い
う
四
つ
の
要
素
か
ら
、
銭
貨
が
流
通
し
た
理
由
を
検
討
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
は
、

本
稿
が
対
象
と
し
た
時
空
間
で
し
か
通
用
し
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
四
つ
の
要
素
そ
の
も
の
が
、
時
空
間
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
、
そ
れ

ゆ
え
そ
の
結
合
の
仕
方
も
多
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
結
論
は
、
あ
く
ま
で
も
九
七
三
年
か
ら
一
一
三
五
年
と
い
う
、
い
わ
ば
「
長
い
一
一
世

紀
」
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
時
代
と
地
域
で
の
同
様
な
検
証
と
全
体
的
な
相
互
関
連
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

︻
付
記
︼
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
（
Ａ
）
代
表
鶴
島
博
和
「
前
近
代
ユ
ー
ラ
シ
ア
西
部
に
お
け
る
貨
幣
と
流
通
の
シ
ス
テ
ム
の
構
造

と
展
開
」（
課
題
番
号16H

01953

）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
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注（
1
）m

oney, m
onetary

な
ど
に
は
貨
幣
を
、coin

に
は
銭
貨
を
、

currency
に
は
通
貨
と
い
う
言
葉
を
あ
て
る
。
コ
イ
ン
を
銭
貨
と

す
る
の
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
、
そ
れ
も
一
〇

世
紀
と
一
一
世
紀
と
い
う
地
域
と
時
代
に
お
い
て
は
、
銀
の
ペ
ニ
ー

（
ペ
ニ
ヒ
、
ド
ゥ
ニ
エ
）
貨
の
み
が
実
態
の
あ
る
貨
幣
と
し
て
機
能

し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
七
世
紀
に
始
ま

る
日
本
の
三
貨
体
制
以
前
の
ほ
ぼ
唯
一
の
貨
幣
で
あ
っ
た
銅
の
銭
貨

と
の
比
較
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
マ
時

代
や
七
世
紀
以
前
あ
る
い
は
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
貨
体
制
以
降
の

時
代
に
は
銀
貨
を
使
用
し
、
金
貨
や
銅
貨
と
区
別
す
る
。

（
2
）
中
世
に
お
け
る
貨
幣
史
研
究
は
、
日
本
に
お
い
て
は
ま
だ
十
分

な
研
究
成
果
が
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
先
駆
的
に
は
戸
上
一
『
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
初
期
貨
幣
史
の
研
究
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
二
）
と
森

本
芳
樹
「
個
別
発
見
貨
の
意
味
─
イ
ギ
リ
ス
中
世
古
銭
学
に
よ
る
問

題
提
起
と
所
領
明
細
帳
研
究
へ
の
波
及
」『
比
較
史
の
道
』（
創
文

社
、
二
〇
〇
四
）
一
四
五
〜
六
八
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
シ
ュ
ラ
ム
に
従
う
と
、
エ
ド
ガ
ー
に
関
し
て
残
存
し
て
い
る
国
王

戴
冠
式
次
第（coronation ordo

）
は
三
種
類
が
知
ら
れ
て
い
て
、

い
ず
れ
も
エ
ド
ガ
ー
を
補
佐
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
国
家
的
な

統
合
王
権
の
確
立
に
寄
与
し
た
ダ
ン
ス
タ
ン
に
関
係
す
る
。
最
初
の

式
次
第
、「
ダ
ン
ス
タ
ン
一
」
は
古
い
ド
イ
ツ
民
集
団
的
な
要
素
を
色

濃
く
残
し
て
お
り
、「
塗
油
」（anointing

）
と
「
即
位
」

（enthronem
ent

）
は
あ
る
も
の
の
、「
戴
冠
」（crow

ning

）
が
欠
如

し
て
い
る
。
こ
の
儀
式
を
補
っ
た
の
が
二
つ
目
の
「
ダ
ン
ス
タ
ン
二
」

で
あ
る
。
た
だ
し
、
聖
職
者
が
王
に
被
せ
る
の
は
冠
で
は
な
く
「
金

の
兜
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
「
短
い
王
笏
」（sceptre

）
と
長
い
王
杖

と
い
っ
た
「
レ
ガ
リ
ア
（
王
権
の
表
象
）」
が
加
わ
る
。
式
に
は
聖
俗

の
貴
顕
が
最
初
か
ら
参
加
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
後
に
歓
呼（
王
様
、

と
こ
し
え
に
万
歳
：vivat rex ill in sem

piternum
: Cf. 

「
列
王
記
」

上
一
章
三
四
）
を
三
度
あ
げ
て
か
ら
、
新
し
き
君
主
に
キ
ス
を
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
九
七
三
年
の
戴
冠
式
で
使
用
さ
れ
た
「
ダ
ン

ス
タ
ン
三
」
あ
る
い
は
「
エ
ド
ガ
ー
」
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
「
命
令
す
る
王
」
か
ら
「
約
束
す
る
王
」
へ
の
変
容
が
み

ら
る
。
式
の
始
め
に
、
王
は
公
式
の
約
束
に
よ
っ
て
民
に
結
ば
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
故
に
王
は
民
に
彼
ら
の
忠
誠
宣
誓
を
要

求
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
レ
ガ
リ
ア
に
剣
と
指
輪
が
加
わ
る
。
も

っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
兜
で
な
く
冠（corona

）
が
被
せ
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
『
旧
約
聖
書
』
の
王
冠
で
あ
り
、
皇
帝
冠

（diadem

）
で
あ
っ
た
。
キ
ス
は
廃
止
さ
れ
、
式
は
俗
人
が
は
ず
さ

れ
て
、
聖
職
者
の
独
占
と
な
っ
た
。「
王
様
」万
歳
の
歓
呼
は
、
聖
職

者
に
よ
る
聖
歌
に
代
わ
っ
た
。P. R. E. Schram

m
, A

 H
istory of 

the E
nglish Coronation, trans. by L. G. W

ickham
 Legg 

（O
xford, 1937

）, 21-25; E
nglish Coronation R

ecords, ed. by 
L. G. W

ickham
 Legg 

（W
estm

inster, 1901

）, 15-23. Cf. J. 
N

elson, ʻT
he earliest surviving royal O

rdo in som
e 

liturgical and historical aspectsʼ, A
uthority and Pow

er: 
Studies on M

edieval Law
 and G

overnm
ent, presented to 
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W
alter U

llm
ann on his seventieth birthday, ed. by B

. 
T

ierney and P. Linehan （Cam
bridge, 1981

）, 29-48 at 46. 

（
４
）
王
国
内
に
下
位
王
（sub-king

）
が
存
在
し
な
い
一
人
支
配
を

一
定
度
確
立
し
た
支
配
者
を
国
王
と
よ
ぶ
。

（
５
） 

統
合 
（unification

）
は
最
近
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
リ
ノ
ー
に
よ
っ
て

検
証
に
付
さ
れ
て
い
る
。George M

olyneaux, T
he Form

ation 
of the E

nglish K
ingdom

 in the T
enth Century 

（O
xford, 

2015

）. 

本
論
で
使
用
し
た
「
統
合
」
は
、
王
国
内
に
下
位
王
あ
る
い

は
競
合
す
る
権
力
が
存
在
し
な
い
政
治
過
程
の
こ
と
で
あ
り
、
民
族

的
な
一
体
性
は
ま
っ
た
く
意
図
し
て
い
な
い
。

（
６
） R. H

. M
. D

olley and D
. M

. M
etcalf, ʻT

he Reform
 of the 

English Coinage under Edgarʼ, in A
nglo-Saxon C

oins: 
Studies Presented to F. M

. Stenton on the O
ccasion of his 

80th B
irthday, 17 M

ay 1960, ed. by R
. H

. M
. D

olley 

（London, 1961

）, 136–68; I. Stew
art,ʻT

he E
nglish and 

N
orm

an M
ints, c. 600–1158ʼ, in A

 N
ew

 H
istory of the 

R
oyal M

int, ed. by C. E. Challis 

（Cam
bridge, 1992

）, 1–82; 
V

. J. Sm
art,ʻM

oneyers of the Late A
nglo-Saxon Coinage 

1016–1042ʼ, unpublished PhD
 thesis subm

itted to the 
U

niversity of N
ottingham

, O
ctober 1981; V

. J. Sm
art, 

ʻM
oneyers of the Late A

nglo-Saxon Coinage: the D
anish 

dynasty 1017–42ʼ, A
nglo-Saxon E

ngland, 16, 1987, 233–
308.

（
７
） 

便
宜
的
にm

int

に
銭
貨
製
造
場
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
し

か
し
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
一
一
八
〇
年
以

前
に
お
い
て
は
、m

int

は
製
造
所
と
い
う
よ
り
は
自
立
的
な
銭
貨
製

造
人
の
集
団
で
あ
っ
た
」。John Brand,T

he E
nglish Coinage 

1180–1247: M
oney, M

ints and Exchanges, British Num
ism

atic 
Special Publication 1 （1994

）, 18. 

（
８
）
同
じ
型
で
は
あ
る
が
、
意
匠
も
量
目
も
地
域
差
が
あ
り
、
品
位

も
お
そ
ら
く
は
銭
貨
製
造
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

量
目
に
関
し
て
は
、
王
権
が
度
量
衡
を
あ
る
程
度
統
一
し
よ
う
と
し

て
も
、
地
域
差
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
意
匠
に
関
し
て
は

国
王
の
下
で
母
型
製
造
者
が
最
初
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
打
型
母
型
と
、

そ
れ
を
も
と
に
各
主
要
都
市
の
銭
貨
製
造
人
・
打
型
製
造
人
や
群
小

の
銭
貨
製
造
場
の
製
造
人
・
打
型
製
造
人
が
造
る
打
型
の
間
の
連
係

は
、
職
人
間
の
密
接
な
関
係
が
な
く
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
彼
ら
の
間
の
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
も
あ

り
、
機
会
を
改
め
て
議
論
し
た
い
。

（
９
）
ペ
ニ
ー
貨
は
、
一
般
に
は
カ
ロ
リ
ン
グ
の
貨
幣
改
革
の
影
響
を

受
け
た
マ
ー
シ
ア
の
オ
ッ
フ
ァ
王
に
よ
っ
て
八
世
紀
後
半
に
製
造
さ

れ
た
薄
い
幅
広
の
銀
貨
を
嚆
矢
と
す
る
と
考
え
ら
れ
、
彼
以
前
の
少

し
軽
く
厚
ぼ
っ
た
い
銀
貨
を
シ
ャ
ッ
ト
貨
と
呼
ん
で
区
別
し
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
世
の
銀
貨
の
淵
源
を
、
ピ
ピ
ン=

シ
ャ
ル

ル
マ
ー
ニ
ュ
の
カ
ロ
リ
ン
グ
・
フ
ラ
ン
ク
と
オ
ッ
フ
ァ
に
求
め
る
一

元
的
な
起
源
論
で
あ
る
。
金
貨
か
ら
銀
貨
へ
の
移
行
が
基
本
線
な
の

だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
シ
ャ
ッ
ト
貨
と
呼
ん
で
き
た
銭
貨
は
初
期
ペ
ニ

ー
貨
と
呼
ぶ
ほ
う
が
整
合
的
で
あ
る
。
一
元
的
な
起
源
論
は
再
検
討
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を
要
す
る
。
シ
ャ
ッ
ト
は
、
六
〇
八
年
頃
の
ケ
ン
ト
王
で
あ
っ
た

「
エ
セ
ル
ベ
ル
フ
ト
王
の
定
め
」
か
ら
、
ペ
ニ
ー
と
い
う
言
葉
は
、

六
九
〇
年
頃
の
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
の
「
イ
ネ
王
の
定
め
」
か
ら
表
れ

る
。F. L. A

ttenborough ed. and trans. T
he Law

s of the 
E

arliest E
nglish K

ings （Cam
bridge, 1922

）, 6, 8, 12, 14, 50, 
56, 58, 176, n. 16.　

「
ケ
ン
ト
の
一
シ
リ
ン
グ
（
ソ
リ
ド
ゥ
ス
）
は

二
〇
シ
ャ
ッ
ト
（scettas
）
の
価
値
が
あ
っ
た
」
と
い
う
が
、
シ

ャ
ッ
ト
貨
と
い
う
言
い
方
は
こ
の
文
言
の
誤
解
に
由
来
す
る
。
シ
ャ

ッ
ト
は
、
英
語
の
「
切
る
」
に
由
来
す
る
が
、
こ
の
文
言
で
は
、
一

グ
レ
イ
ン
（
〇
・
〇
六
四
八
グ
ラ
ム
）
の
重
量
を
意
味
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ペ
ニ
ー
は
、
ペ
ニ
ヒ
と
同
じ
く
ゲ
ル
マ
ン
語
の
プ
フ
ァ

ン
ド
（pfand

）
に
由
来
し
、
ト
ー
ク
ン
あ
る
い
は
コ
イ
ン
、
銭
貨

を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
ソ
ー
ヤ
は
、「
シ
リ
ン
グ
は
、
金
二
〇
ト

ロ
イ
・
グ
レ
イ
ン
（
一
・
三
グ
ラ
ム
）
の
重
さ
が
あ
る
金
粒
も
し
く

は
金
貨
で
、
エ
セ
ル
ベ
ル
フ
ト
の
定
め
で
は
、
そ
の
二
〇
分
の
一
が

シ
ャ
ッ
ト
と
よ
ば
れ
て
い
た
。」
と
い
う
。Peter Saw

yer, T
he 

W
ealth of A

nglo-Saxon E
ngland 

（O
xford, 2013

）, 49.
シ
ャ

ッ
ト
は
秤
量
貨
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
シ
ャ
ッ

ト
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
た
六
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
は
、
一
般
に
言

わ
れ
る
よ
う
な
貨
幣
と
し
て
の
「
シ
ャ
ッ
ト
」
は
存
在
し
て
い
な

い
。
従
っ
て
、
コ
イ
ン
を
あ
ら
わ
す
ペ
ニ
ー
貨
こ
そ
が
、
ロ
ー
マ
的

ソ
リ
ド
ゥ
ス
体
制
を
継
承
し
た
銭
貨
で
あ
っ
た
。

（
10
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
製
造
さ
れ
た
銭
貨
は
、
属
州
ブ
リ
タ
ニ
ア
の

遺
産
と
も
言
う
べ
き
ロ
ー
マ
の
貨
幣
を
モ
デ
ル
と
し
た
た
め
に
、
常

に
支
配
者
の
肖
像
を
表
面
に
打
刻
す
る
デ
ザ
イ
ン
が
主
流
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
陸
で
は
、
肖
像
型
と
並
ん
で
十
字
架
、
組

み
文
字
、
銘
文
、
そ
の
他
の
図
像
が
多
用
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
拙
稿
「
初
期
ペ
ニ
ー
貨
の
意
匠
に
関
す
る
考
察
」（
未
定
）
を

参
考
に
さ
れ
た
い
。
ブ
リ
タ
ニ
ア
は
帝
国
属
州
の
な
か
で
、
も
っ
と

も
そ
の
埋
蔵
貨
が
出
土
す
る
地
域
で
あ
る
。
四
一
〇
年
の
軍
隊
の
突

然
の
撤
退
と
、
市
民
に
よ
る
自
衛
指
令
の
結
果
、
大
量
の
硬
貨
が
埋

蔵
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
進
入
し
て
き
た
ゲ
ル
マ
ン
民
集
団
は
ロ
ー

マ
の
硬
貨
を
目
に
す
る
機
会
が
多
く
、
そ
の
意
匠
を
馴
染
み
の
も
の

と
し
た
で
あ
ろ
う
。「
こ
の
年
、
ロ
ー
マ
人
は
ブ
リ
テ
ン
に
あ
る
す

べ
て
の
金
の
財
宝
を
集
め
、
誰
も
そ
れ
を
発
見
で
き
な
い
よ
う
に
そ

の
あ
る
部
分
を
地
中
に
埋
め
、
残
り
を
ゴ
ー
ル
に
持
ち
込
ん
だ
。」

A
nglo-Saxon C

hronicle, E
, 418 ; T

he A
nglo-Saxon 

Chronicle, ed. by D
. W

hitelock （London, 1961

）.

（
11
）
例
外
は
表
一
の
五
型
（
九
九
一
年
：「
祝
福
の
手
」）
と
九
型

（
一
〇
〇
九
年
：「
神
の
子
羊
」）
と
二
八
型
（
一
〇
六
六
年
：「
平

和
」）
で
あ
る
。

（
12
） D

olley and M
etcalf, ʻT

he R
eform

 of the E
nglish 

C
oinage under E

dgarʼ, 152-58; J. D
. B

rand, P
eriodic 

Change of T
ype in the A

nglo-Saxon and N
orm

an Periods 
（Rochester, 1984

）.
（
13
） P. Cam

pbell, ʻO
bservations on English Governm

ent 
from

 the T
enth to the T

w
elfth Centuryʼ, in D

o., E
ssays 

in A
nglo-Saxon H

istory （London, 1986

）, 155-70 at 155-61. 
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（
14
） 

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
フ
ィ
ッ
ツ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
博
物
館
の
デ
ー

タ
ベ
ー
スC

orpus of E
arly M

edieval C
oin F

inds

（
以
下

EM
C

）
よ
り
。

（
15
） P. Spufford, M

oney and its U
se in M

edieval E
urope 

（C
am

bridge, 1988

）, 74-9; P. N
ightingale, A

 M
edieval 

M
ercantile Com

m
unity （N

ew
 H

aven, 1995

）, 24.

（
16
） Bedeʼs E

cclesiastical H
istory of the E

nglish People, ed. 
and trans. by B. Colgrave and R. A

. B. M
ynors 

（O
xford, 

1969

）, 16.

（
17
） 

一
二
世
紀
の
カ
ー
ラ
イ
ル
銀
山
と
一
三
世
紀
の
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ

ー
の
銀
山
が
有
名
で
あ
る
。P. Claughton, ʻSilver M

ining on 
England and W

ales, 1066-1500ʼ, unpublished Ph. D
. thesis, 

U
niversity of Exeter, 2003; D

o., ʻProduction and Econom
ic 

Im
pact; N

orthern Pennine 

（English

） Silver in the T
w

elfth 
Centuryʼ, P

roceedings of the 6th International M
ining 

H
istory Congress, A

kabira City, Japan 

（2003
）, 146-49.

否

定
的
な
見
方
と
し
て
は
、 M

.  A
llen, ʻSilver Production and 

the M
oney Supply in England and W

alesʼ, E
conom

ic 
H

istory R
eview

 64 （2011

）, 114-31. 

（
18
） P. Saw

yer, ʻT
he W

ealth of E
ngland in the 11th 

centuryʼ, T
ransactiton of the R

oyal H
istorical Society, 5

th 
series 15 （1965

）, 145-64 at 159.

（
19
）「
貨
幣
使
用
者
の
手
中
に
大
量
に
蓄
積
さ
れ
た
上
で
埋
納
さ
れ
、

な
ん
ら
か
の
事
情
の
も
と
で
ま
と
ま
り
を
保
っ
た
ま
ま
で
発
見
さ
れ

た
」
埋
蔵
貨
に
対
し
て
、
一
つ
あ
る
い
は
少
数
ず
つ
別
々
に
発
見
さ

れ
た
貨
幣
を
個
別
発
見
貨
と
よ
ぶ
。
個
別
発
見
貨
は
、「
貨
幣
使
用

の
過
程
（
銭
貨
受
け
渡
し
の
現
場
）
で
の
「
逸
失
」coin loss

に
か

か
わ
る
も
の
と
し
て
、
統
計
的
に
有
意
義
な
数
で
記
録
で
き
る
な
ら

ば
、
貨
幣
流
通
の
状
況
を
よ
り
正
確
に
再
現
で
き
る
素
材
」
で
あ

り
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
個
別
発
見
貨
は
、
初

期
中
世
に
お
け
る
貨
幣
活
性m

onetary activity

の
指
標
と
な
り

う
る
の
で
あ
る
。
森
本
芳
樹
「
個
別
発
見
貨
の
意
味
」『
比
較
史
の

道
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
）
一
四
六
〜
四
七
。

（
20
） M

. Blackburn, ʻ

“Productive

” sites and the pattern of 
coin loss in England in 600-1800ʼ, in T

. Pestell and K
. 

U
lm

schneider eds. M
arkets in E

arly M
edieval E

urope: 
T

rading and ʻProductiveʼ Sites, 650-850 

（M
acclesfield, 

2003

）, 20-36; Peter Saw
yer, T

he W
ealth of A

nglo-Saxon 
E

ngland, 58-60.

（
21
） R

. N
aism

ith, ʻIslam
ic C

oins from
 E

arly M
edieval 

Englandʼ, N
um

ism
atic Chronicle 165

（2005

）, 193-222.

（
22
） M

. M
cCorm

ick, O
rigins of the E

uropean E
conom

y: 
Com

m
unication and Com

m
erce A. D. 300-900 

（Cam
bridge, 

2006

）, 343-51 &
 M

ap 12-1

は
示
唆
的
で
あ
る
。

（
23
） D

. M
. M

etcalf, A
n A

tlas of A
nglo-Saxon and N

orm
an 

Coin Finds 973-1086 （London, 1998

）, 28-30.
（
24
） 
統
合
権
力
と
周
辺
の
従
属
的
な
地
域
君
主
の
関
係
は
、「
実
体
な

き
帝
国
」
の
皇
帝
意
識
を
醸
成
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
機
会
改
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め
て
論
ず
べ
き
主
題
で
あ
る
。

（
25
） 
ス
タ
ー
リ
ン
グ
（sterilesis

）
と
い
う
言
葉
の
初
出
は
一
〇
七
八

年
頃
で
、
強
さ
や
安
定
性
を
意
味
し
た
と
言
わ
れ
る
。 P. Grierosn, 

ʻSterlingʼ in R. H
. M

. D
olley ed. A

nglo-Saxon Coins: Studies 
Preserved to F. M

. Stenton, 266-83. 

一
三
四
三
年
に
、
法
定
基
準

と
な
っ
た
。M

. A
llen, M

ints and M
oney in M

edieval E
ngland 

（Cam
bridge, 2012

）, 162. 

（
26
） 

表
一
の
二
二
型
（
一
〇
五
〇
─
五
三
年
）
は
一
〇
五
一
年
を
境

に
軽
量
の
規
準
か
ら
重
い
規
準
に
変
わ
っ
た
と
し
て
よ
く
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
。M

. A
llen, M

ints and M
oney in M

edieval 
E

ngland, 134-42.

こ
こ
で
は
前
半
の
軽
量
の
も
の
を
さ
す
。

（
27
） M

. A
llen, M

ints and M
oney in M

edieval E
ngland, 156-

62.　

筆
者
が
行
っ
た
分
析
で
も
九
九
一
年
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

銭
貨
の
品
位
の
高
さ
は
確
認
さ
れ
て
い
て
、
ク
ヌ
ー
ト
王
の
一
三
型

（
一
〇
二
九
─
三
六
年
：
短
十
字
）
は
九
五
・
三
〇
％
、
エ
ド
ワ
ー
ド

証
聖
王
の
一
九
型
（
一
〇
四
四
─
四
六
年
：
広
が
り
王
冠
）
は
、

九
五
・
二
二
％
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
五
六
型
は
九
三
・
三
八
％
と
、
ア

レ
ン
の
推
定
値
よ
り
も
高
い
数
字
が
出
て
い
る
。
鶴
島
博
和
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
形
成
期
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
環
海
峡
世
界
の
『
構

造
』
と
展
開
」『
史
苑
』
七
五
─
二
（
二
〇
一
五
）、
八
一
。

（
28
） M

. Blackburn and S. Lyon, ʻRegional die-production in 
Cnutʼs Q

uatrefoil issueʼ, in Blackburn ed. A
nglo-Saxon 

M
onetary H

istory: E
ssay in m

em
ory of M

ichael D
olley 

（Leicester, 1986

）, 223-72.

（
29
） 

そ
れ
ま
で
の
一
オ
ン
ス
で
一
六
ペ
ン
ス
、
一
五
オ
ン
ス
で
一
ポ

ン
ド
を
、
ペ
ン
ス
を
三
分
の
二
に
し
て
、
軽
量
ペ
ニ
ー
の
二
四
ペ
ン

ス
で
一
オ
ン
ス
と
し
、
一
〇
オ
ン
ス
で
一
ポ
ン
ド
と
し
た
。P. 
N

ightingale, ʻT
he ora, the m

ark, and the m
ancus: w

eight-
standards and the coinage in eleventh century Englandʼ, 
tw

o parts, N
um

ism
atic C

hronicle 143 &
 144

（1983-84

）, 
248-57 &

 234-48, at pt. ii, 241-46. 

（
30
） 

推
測
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、C. Lyon, ʻSom

e problem
s in 

interpreting A
nglo-Saxon coinageʼ, A

nglo-Saxon E
ngland, 

5, 173-224 at 206-8.

（
31
） 

一
〇
一
二
年
に
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
に
よ
っ
て
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ア
の
軍
勢
を
雇
う
た
め
導
入
さ
れ
た
税
。
ハ
イ
ド
と
い
う
土
地

単
位
ご
と
に
賦
課
さ
れ
、
毎
年
地
域
役
人
が
徴
収
し
た
。
一
〇
五
一

年
に
エ
ド
ワ
ー
ド
王
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
が
、
翌
年
に
ゴ
ド
ウ
ィ

ン
伯
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
九
九
一
年
以
降
、
必

要
な
と
き
に
徴
収
さ
れ
た
上
納
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
ヘ

ル
ゲ
ル
ド
が
一
二
世
紀
に
「
デ
ー
ン
ゲ
ル
ド
」
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

S. K
eynes, ʻH

eregeldʼ, in Blackw
ell E

ncyclopaedia of A
nglo-

Saxon E
ngland （O

xford, 1999

）, 235.

（
32
） G

reat D
om

esday Book, fo. 1. A
lecto CD

-RO
M

 version.
（
33
） C. Lyon, ʻSilver w

eight and m
inted w

eight in England c. 
1000-c.1320, w

ith a discussion of D
om

esday term
inology, 

Edw
ardian farthings and the origin of English troyʼ, British 

N
um

ism
atic Journal 76, 2006, 227-41.
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（
34
） C. Lyon, ʻSilver w

eight and m
inted w

eight in England 
c.1000-c. 1320ʼ, 232-25.

（
35
） A

llen, M
ints and M

oney in M
edieval E

ngland, 139-40

のT
able 5-1

を
参
照
。

（
36
） E

nglish H
istorical D

ocum
ents c. 500-1042, i. ed. by 

D
orothy W

hitelock 

（London, 2nd edn, 1979

）, 455; A
. J. 

Robertson ed. and trans. T
he Law

s of the K
ings of E

ngland 
from

 E
dm

und to H
enry I （Cam

bridge, 1925

）, 178-79.

（
37
） P. W

orm
ald, T

he M
aking of the E

nglish L
aw

: K
ing 

A
lfred to the T

w
elfth Century, i. 

（O
xford, 1999

）, 345, 345n. 
382.

（
38
） 

統
合
と
は
、
分
立
し
て
い
た
権
力
が
一
人
の
王
の
支
配
に
集
約

さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
と
い
う
統
合
さ
れ
た
民

集
団
が
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
国
王
と

い
う
場
合
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
、
王
権
側
か
ら
の
臣
下
の
総
称

（nation

）
で
あ
っ
て
、
被
統
治
者
が
自
ら
を
ど
う
意
識
し
、
称
し

て
い
た
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。H

. T
surushim

a, N
ations in 

m
edieval Britain （D

onington, 2010

）.

（
39
） 「
ア
ン
グ
ル
人
と
サ
ク
ソ
ン
人
の
王
国
」
と
い
う
表
現
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
内
川
勇
太
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
的
統
合
─
「
ア
ン
グ

ル
人
と
サ
ク
ソ
ン
人
の
王
国
」
に
お
け
る
マ
ー
シ
ア
人
の
集
会
─
」

『
史
学
雑
誌
』
一
二
五
─
一
〇
（
二
〇
一
六
）、
一
〜
四
一
。

（
40
） 

九
七
三
年
頃
と
い
う
年
代
は
、
銭
貨
そ
の
も
の
や
同
時
代
の
史

料
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
。
年
代
が
確
認
で
き
る
の
は
一
三
世
紀
の

ロ
ジ
ャ=

ウ
ェ
ン
ド
ヴ
ァ
の
年
代
記
か
ら
で
あ
る
。R

ogeri de 
W

endover Chronica, 5 vols. ed. by H
. Cox 

（London, 1841-
2

）, i. 416.

（
41
） 

王
の
銭
貨
と
並
ん
で
、
ヨ
ー
ク
王
国
や
ヨ
ー
ク
大
司
教
の
自
立

性
も
顕
著
で
あ
る
。
エ
セ
ル
ス
タ
ン
の
貨
幣
制
度
に
関
し
て
はC. 

E. Blunt, ʻT
he Coinage of A

ethelstan, 924-939ʼ, British 
N

um
ism

atic Journal, 42-6 （1974

）, 39-158. 

（
42
） 

時
代
錯
誤
的
で
は
あ
る
が
、「
国
王
の
定
め
」（
命
令
）
に
よ
っ

て
、
支
払
い
手
段
と
し
て
受
け
取
り
を
拒
否
で
き
な
い
銭
貨
と
い
う

点
を
強
調
し
た
用
語
で
あ
る
。

（
43
） 

一
三
〇
〇
年
ご
ろ
の
「
重
さ
と
長
さ
の
ア
サ
イ
ズ
（
法
）」
で
は

七
六
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
。F

. C
ardarelli, E

ncyclopaedia of 
Scientific U

nits, W
eights and M

easures 

（London, 2003

）, 
49.

（
44
） 

ハ
ン
プ
シ
ャ
北
西
部
の
ア
ン
ド
ヴ
ァ（A

ndover

）
で
開
催
さ
れ

た
国
王
宮
廷
に
お
け
る
賢
人（「
最
上
の
人
々
」）会
議
の
宣
言
で
あ

る
。「
ア
ン
ド
ヴ
ァ
で
朕
の
賢
者
た
ち
が
宣
言
し
た
こ
と
」（「
エ
ド
ガ

ー
王
第
四
の
定
め
」四
章
の
一
）。Robertson, T

he Law
s of the 

K
ings, 28-29; W

orm
ald, T

he M
aking of the E

nglish Law
, 

313.
（
45
） R. E. Zupko, B

ritish w
eights &

 m
easures: a history 

from
 antiquity to the seventeenth century 

（U
niversity of 

W
isconsin Press, 1977

）,  11-12. 

（
46
） Robertson, T

he Law
s of the kings, 76-78. 

ウ
ィ
リ
ア
ム
二
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世
の
末
年
か
ら
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
一
一
〇
八
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た

『
四
分
冊
』（Q

uadripartitus

）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
法
典
」
と

慣
習
的
な
用
法
に
従
っ
た
が
、「
定
め
集
」
で
あ
る
。
一
章
は
ロ
ン

ド
ン
の
門
と
衛
兵
の
記
述
。
二
章
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
お
け
る
海
外

と
の
交
易
に
関
す
る
定
め
、
三
章
は
、
流
通
税
に
関
す
る
定
め
、
四

章
は
、
都
市
の
平
和
維
持
に
関
す
る
定
め
で
、
四
章
二
で
、「
も
し

国
王
が
こ
の
権
利
を
我
々
に
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
」
と
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
の
慣
習
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
五
章
か
ら

九
章
ま
で
が
貨
幣
制
度
と
度
量
衡
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
う
ち
六

章
と
七
章
は
、
一
人
称
複
数
、
八
章
は
国
王
が
主
語
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
王
の
命
令
を
、
五
章
は
三
人
称
複
数
で
、
国
王
の

評
議
会
（「
賢
人
会
議
」）
の
決
定
を
書
き
留
め
た
形
に
な
っ
て
い

る
。

（
47
） M

etcalf, A
n A

tlas of A
nglo-Saxon and N

orm
an Coin 

Finds 85; 

同
じ
数
字
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
よ
っ
て
も
提
示
さ
れ
て
い

る
。E. Screen, ʻA

nglo-Saxon Law
 and N

um
ism

atics: A
 

R
eassessm

ent in the light of Patrick W
orm

aldʼs the 
M

aking of E
nglish Law

ʼ, British N
um

ism
atic Journal 77 

（2007

）, 162 n. 110.

（
48
） 

こ
の
一
オ
ー
ル
は
一
六
ペ
ン
ス
。H

. M
. Chadw

ick, Studies 
in A

nglo-Saxon Institution （Cam
bridge, 1905

）, 24. 

（
49
）本
稿
の
対
象
外
で
あ
る
が
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
の
治
世
か
ら
、
国
王

の
周
辺
に
集
ま
る
貴
顕
た
ち
が
、
貴
族
化
し
、
国
王
集
会
が
諮
問
会

議
の
様
相
を
呈
し
始
め
て
い
る
。「
定
め
」
に
お
い
て
「
事
を
決
定

す
る
」際
の
主
語
が
、
二
人
称
や
三
人
称
の
複
数
で
書
か
れ
て
い
る
。

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
も
、
二
人
称
複
数
は
国
王
と
評
議
会
、
三
人
称
複
数

は
評
議
会
を
指
す
と
し
て
、
貴
族
の
政
策
決
定
へ
の
参
与
を
示
唆
し

て
い
る
。Robertson, T

he Law
s of the K

ings, 325. 

評
議
会
あ
る

い
は
国
王
集
会
に
関
し
て
は
、Levi R

oach, K
ingship and 

Consent in A
nglo-Saxon E

ngland, 871-978: A
ssem

blies and 
the State in the E

arly M
iddle A

ges

（Cam
bridge, 2013

）.

（
50
）Robertson, T

he Law
s of the K

ings, 76-79.

宮
廷
、
宮
廷
と

と
も
に
移
動
す
る
評
議
会
、
国
王
宮
廷
が
設
置
さ
れ
る
地
域
集
会
、

そ
し
て
地
域
の
独
自
の
集
会
と
い
う
様
々
な
場
に
お
い
て
、「
中
央
」

と
「
地
域
」
の
間
の
相
互
理
解
と
同
意
に
よ
っ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
織
物
」
こ
そ
が
当
時
の
統
治
の
あ
り
方
で

あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。
最
近
の

集
会
の
研
究
動
向
に
関
し
て
は
、
森
貴
子
「
中
世
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
け
る
集
会
を
め
ぐ
っ
て
」『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

六
一
（
二
〇
一
四
）
一
八
一
〜
九
〇
。

（
51
）本
来
の
意
味
は
仕
え
る
も
の
。
し
か
し
自
由
人
で
あ
り
、
一
〇
世

紀
か
ら
一
一
世
紀
に
は
、
国
王
セ
イ
ン
と
い
っ
た
貴
族
か
ら
、
地
域

の
統
治
を
担
う
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」（
素
性
良
き
も
の
、
良
き
人
）的
な

地
域
有
力
者
ま
で
幅
広
い
階
層
を
形
成
し
た
。「
良
き
人
」
と
い
う

の
は
王
権
側
か
ら
の
見
立
て
で
あ
る
。「
一
．
も
し
ケ
オ
ル
ル
（
自

由
人
）
が
繁
栄
し
て
、
五
ハ
イ
ド
の
土
地
、
教
会
、
台
所（
家
政
の

維
持
）、
鐘
楼
、
門
を
備
え
た
居
館
を
所
有
し
、
国
王
宮
廷
で
の
奉

仕
を
行
え
ば
、
こ
の
者
は
、
セ
イ
ン
の
権
利
の
資
格
を
得
る
。
二
．



　　お茶の水史学　61号　　144

繁
栄
し
た
セ
イ
ン
は
、
国
王
に
使
え
、
家
中
騎
士
軍
で
騎
乗
し
て
使

者
の
務
め
を
行
う
…
。」（G

eþyncðo:

一
〇
〇
二
─
二
三
年
）。

E
nglish H

istorical D
ocum

ents, i. 468.　

ジ
ェ
ン
ト
リ
は
一
般

的
に
は
議
会
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

統
治
に
関
与
し
た
地
域
的
有
力
者
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。John 

Gillingham
, ʻT

hegns and K
nights in Eleventh-Century 

England: W
ho w

as then the Gentlem
anʼ, in T

he E
nglish 

in the T
w

elfth Century （W
oodbridge, 2000

）, 163-85.

（
52
） V

eronica Sm
art, M

oneyers of late A
nglo-Saxon 

Coinage 1016-1042, 218.

オ
ス
フ
ァ
ー
ス
は
、
ド
ー
ヴ
ァ
で
、
三

型
の
「
第
一
の
手
」（
九
七
九
─
八
五
年
）
と
四
型
の
「
第
二
の
手
」

（
九
八
五
─
九
一
年
）
を
製
造
し
て
い
た
。
銭
貨
製
造
人
と
同
じ
く

刀
製
造
職
人
の
名
前
な
ど
も
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
。I. G. Peirce, 

Sw
ords of the V

iking A
ge （W

oodbridge, 2002
）, 8.

（
53
）
フ
ラ
ン
ド
ル
出
身
。
一
一
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
聖

者
伝
の
執
筆
に
あ
た
っ
た
。
一
〇
九
〇
年
代
に
カ
ン
タ
ベ
リ
に
来
て
、

こ
の
地
と
関
連
の
深
い
聖
人
伝
を
多
く
も
の
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

R. C. Low
er, ʻGoscelin of Saint-Bertinʼ, in T

he Blackw
ell 

E
ncyclopaedia of A

nglo-Saxon E
ngland （O

xford, 1999

）, 213.

（
54
）A

cta Sanctorum
, M

ay, vi. Paris &
 Rom

e, 1866, 402.

（
55
）金
や
銀
な
ど
を
い
っ
た
ん
鉛
に
溶
け
込
ま
せ
、
そ
こ
か
ら
純
度
の

高
い
金
や
銀
を
抽
出
す
る
方
法
。
製
塩
に
お
け
る
鉛
鍋
の
大
量
の
使

用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
鉛
に
あ
ふ
れ
て
い

た
。
金
属
考
古
学
は
、
ヨ
ー
ク
の
ウ
ー
ズ
川
に
沈
殿
し
た
鉛
を
析
出

し
て
い
る
。
当
時
の
人
々
は
、
鉛
中
毒
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
鉛
の
毒
性
は
一
四
世
紀
に
は
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。J. Bayley, ʻM

edieval precious m
etal refining: archaeology 

and contem
porary texts com

paredʼ, in A
rchaeology, H

istory 
and Science: Integrating A

pproaches to A
ncient M

aterials ed. 
by M

. M
artinón-T

orres and T
h. Rehren 

（W
alnut Creek, 

2008

）, 131-150; K
aren A

. H
udson-E

dw
ards, M

ark G
. 

M
acklin, Rhona Finlayson, D

avid G. Passm
ore, ʻM

ediaeval 
Lead Pollution in the River O

use at Y
ork, Englandʼ, Journal 

of A
rchaeological Science, 26-7 （1999

）, 809–819.

（
56
）
こ
う
し
た
技
術
は
ま
た
試
金（
銀
）
に
も
利
用
さ
れ
た
。S. 

Rippon, P. Claughton and C. Sm
art, M

inting in A
 M

edieval 
Landscape: the R

oyal M
ines of the T

am
ar V

alley 

（Exeter, 
2009

）, 97-9.　

試
金
で
よ
く
知
ら
れ
た
例
は
、
一
二
世
紀
後
半
だ
が

『
財
務
府
問
答
』
に
あ
る
。D

ialogus de Sccario and Constitutio 
D

om
us R

egis, ed. and trans. by Charles Johnson 

（London, 
1950

）, 36-37. 

（
57
） 

一
三
八
八
年
の
事
例
だ
がCalendar of Close R

olls R
ichard 

II, 6 vols.（London: Public Record O
ffi

ce, 1914-27

）, iii, 510; 
v 195

（
史
料
提
供 

北
野
か
ほ
る
）.

（
58
） The 

（so-called

） Law
s of W

illiam
 I, cap. 28 in Robertson, 

T
he Law

s of the K
ings, 266-67; W

orm
ald, T

he M
aking of the 

E
nglish Law

, 371.

（
59
）A

ttenborough, T
he L

aw
s of the E

arliest E
nglish 
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K
ings, 134-35.

（
60
）二
六
型
の
「
正
面
胸
像
」
と
二
七
型
の
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」 （EM

C 
1011.0177

）。
筆
者
は
、
父
の
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
も
、
一
〇
五
三
年
か

ら
六
二
年
ま
で
銭
貨
を
打
刻
し
た
銭
貨
製
造
人
と
位
置
づ
け
て
き
た
。

H
. T

surushim
a, ʻT

he m
oneyers of K

entʼ, in T
he E

nglish 
and their Legacy: E

ssays in H
onour of A

nn W
illiam

s, ed. by 
D

. Roffe 

（W
oodbridge, 2012

）, 37; 

鶴
島
博
和「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
成

期
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
環
海
峡
世
界
の
『
構
造
』
と
展
開
」、

七
六
。
現
時
点
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
書
籍
か
ら
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
と

い
う
銭
貨
製
造
人
と
し
て
は
異
色
の
名
前
を
も
つ
人
物
を
特
定
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、
筆
者
の
ノ
ー
ト
へ
の
転
記
ミ
ス
と
判
断
し
、
読
者

に
謝
罪
す
る
と
と
も
に
誤
り
を
修
正
す
る
。

（
61
）
こ
れ
ま
で
修
道
院
の
銭
貨
製
造
人
は
、
一
一
六
一
年
の
エ
ル
フ

レ
ッ
グ
（A

elfreg

）一
人
し
か
確
認
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
は
修

道
院
に
属
し
た
最
後
の
銭
貨
製
造
人
で
あ
る
。W

illiam
 T

hornʼs 
Chronicle of St A

ugustineʼs A
bbey, Canterbury, trans. by 

A
. H

. D
avis 

（O
xford, 1934

）, 94; D
. F. A

llen, A
 Catalogue 

of E
nglish Coins in the British M

useum
: T

he Cross-and-
C

rosslet 

（ʻT
ealbyʼ

） T
ype of H

enry II　
（London: T

he 
British M

useum

）, 1951, 120-21.

（
62
）
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
は
伝
え
る
。「〔
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

か
ら
の
ヘ
ン
リ
一
世
の
命
を
受
け
て
〕、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
司
教
ロ
ジ

ャ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
に
使
者
を
派
遣
し
て
、
銭
貨
製
造
人
に
ク

リ
ス
マ
ス
に
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
参
集
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ

こ
で
彼
ら
は
〔
悪
貨
を
製
造
し
た
咎
で
〕逮
捕
さ
れ
、
一
人
一
人
右

手
を
切
断
さ
れ
睾
丸
を
く
り
抜
か
れ
た
。A

nglo-Saxon 
Chronicle, E. 1125. 

そ
の
結
果
、
一
一
二
四
年
ま
で
五
五
型
を
製

造
し
た
五
一
の
銭
貨
製
造
場
と
そ
の
製
造
人
の
半
数
以
上
が

一
一
二
五
年
か
ら
三
五
年
ま
で
製
造
が
継
続
さ
れ
た
五
六
型
に
関
わ

っ
て
い
な
か
っ
た
。
ヘ
ン
リ
一
世
の
命
令
は
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
で
軍

勢
を
展
開
し
た
国
王
が
傭
兵
に
用
い
た
銭
貨
の
質
の
悪
さ
に
激
怒
し

た
た
め
と
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
グ
リ
ー
ン
は
推
測
し
て
い
る
。Judith 

G
reen, T

he G
overnm

ent of E
ngland under H

enry I 

（Cam
bridge, 1986

）, 18, 89-90; M
artin A

llen, ʻM
ints and 

M
oney in N

orm
an Englandʼ, A

nglo-N
orm

an Studies 34 

（2012

）, 3-4. 

（
63
）T

he W
hite Book of St A

ugustineʼs A
bbey, London 

T
N

A
, E. 164/27. fo. 15v; British Library, Royal M

S, xi. fo. 
146v.

（
64
） Judith Green, E

nglish Sheriffs to 1154, 24 

（London, 
1990

）, 50.

（
65
） BL M

S Cotton Claudius D
. x. fo. 98v. 

修
道
院
長
は
、
聖

具
保
管
係
に
二
つ
の
水
車
を
贈
与
し
た
。

（
66
）
例
え
ばEM

C1026.0119.
（
67
）G

reat D
om

esday Book, fo. 2.
（
68
） S 1390. N

. Brooks. ʻT
he A

rchbishop of Canterbury and 
the So-called Introduction of K

night-Serviceʼ, A
nglo-N

orm
an 

Studies 34 （2012

）, 41-62 at 57. S

はPeter Saw
yer ed. A

nglo-
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Saxon C
harters: A

n annotated L
ist and B

ibliography 
（London, 1968

）
の
分
類
番
号
。
現
在
はT

he E
lectronic 

Saw
yer

で
検
索
可
能 

（http://w
w

w
.esaw

yer.org.uk/about/
index.htm

l
）。

（
69
）
彼
ら
の
称
号
は
い
ず
れ
も
騎
士
（m

iles

）
で
あ
る
。

（
70
） R. S. Lopez, ʻA

n aristocracy of m
oney in the early 

m
iddle A

gesʼ, Speculum
 28 

（1953

）, 1-43; W
inchester in 

E
arly M

iddle A
ges, ed. by D

. Barlow
, M

. Biddle, O
laf von 

Feilitzen, D
. K

eene 

（O
xford, 1976

）, 445-47, 463; J. W
. F. 

H
ill, M

edieval Lincoln （Cam
bridge, 1965

）, 40.

（
71
） R. S. K

insey, ʻA
nglo-Saxon Law

 and Practice relating 
to m

ints and m
oneyersʼ, British N

um
ism

atic Journal 29

（1958-59

）, 12-50 at 28.

（
72
） T

he D
om

esday M
onachorum

, ed. by D
. C. D

ouglas 

（Royal H
istorical Society, 1944

）, 105.

（
73
） P. N

ightingale, ʻSom
e London M

oneyers and Reflection 
on the O

rganization of English M
ints in the Eleventh and 

T
w

elfth Centuriesʼ, N
um

ism
atic Chronicle 142 （1982

）, 34-
50.

（
74
） 

一
九
、二
〇
、二
一
、二
二
、二
四
、二
六
、二
七
、三
〇
、三
一
の
各

型
。
以
下
デ
オ
ル
マ
ン
の
家
の
情
報
は
い
ず
れ
もN

ightingale

と

Ｅ
Ｍ
Ｃ
の
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

（
75
） R

egesta R
egum

 A
nglo-N

orm
annorum

, i. ed. by H
. W

. 
C. D

avis （O
xford, 1913

）, 101; no. 399.

（
76
）
ア
ル
ガ
ー
と
エ
ド
ウ
ィ
ン
と
い
う
銭
貨
製
造
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
四
八
、五
一
か
ら
五
五
と
四
八
、五
三
、
そ
し
て

五
四
の
各
型
の
銭
貨
を
製
造
し
て
い
る
が
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
は

銭
貨
製
造
人
と
し
て
は
議
論
し
て
い
な
い
。

（
77
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
の
三
九
か
ら
四
一
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の

四
三
、五
五
、五
六
の
各
型
の
銭
貨
を
製
造
。

（
78
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
の
三
九
か
ら
四
一
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の

四
四
、四
八
、五
〇
、五
一
の
各
型
の
銭
貨
を
製
造
。

（
79
）
都
市
部
に
お
い
て
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
相
当
す
る
街
区
（w

ard

）

の
長
。

（
80
）
オ
ッ
ト
ー
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
墓
も
製
作
し
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
州
や
エ
セ
ッ
ク
ス
州
で
国
王
か
ら
土
地
を
保
有
し
て
い
た
。T

he 
E

cclesiastical H
istory of O

rderic V
italis, iv, ed. by 

M
arjorie Chibnall 

（O
xford, 1973

）, 110; Great D
om

esday 
Book, fo. 190; Little D

om
esday Book, fos., 3v, 4, 98, 106v. 

文
献
と
し
て
は
、Stew

art, ʻT
he English and N

orm
an M

ints, 
c. 600–1158ʼ, 78, 86.

（
81
） C

. B
rooke and G

. K
eir, L

ondon 800-1216: T
he 

Shaping of a City, 40; T
. T

alvio, ʻT
he Stylistic Structure 

of Edw
ard the Confessorʼ, in E

arly M
edieval M

onetary 
H

istory: Studies in M
em

ory of M
ark Blackburn, ed. by 

R
ory N

aism
ith, M

artin A
llen, and E

lina Screen 
（Farnham

, 2014

）, 173-185, at 183.

（
82
） F. E. H

am
er, A

nglo-Saxon W
rits 

（M
anchester, 1952

）, 
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no. 51.
（
83
） H

. W
. C

. D
avis, ʻLondon lands and Liberties of St 

Paulʼs 1066-1135ʼ, E
ssays in M

edieval H
istory presented to 

T
hom

as Frederic T
out, ed. by F. M

. Pow
icke and A

. G. 
Little （M

anchester, 1925

）, 45-59.

（
84
）
商
人
が
セ
イ
ン
の
資
格
を
得
る
条
件
に
つ
い
て
は
、「
六
．
も
し

交
易
者
が
自
ら
の
力
で
大
海
原
を
三
度
航
海
す
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
以

降
セ
イ
ン
の
権
利
の
資
格
を
得
る
」（G

eþyncðo: c. 1002-1023

）。

E
nglish H

istorical D
ocum

ents, i. 469.

（
85
）一
一
八
〇
年
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世
が
「
短
十
字
」型
の
銭
貨
を
発
給

し
た
同
じ
年
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
に
銭
貨
製
造
人
に
対
す
る
迫
害

が
行
わ
れ
た
。」Gervase of Canterbury, O

pera H
istorica, 2 

vols. ed. by W
. Stubbs, Roll Series 73 

（London, 1879-80

）, 
i. 294. 

カ
ン
タ
ベ
リ
で
は
そ
の
前
か
ら
、
銭
貨
製
造
に
対
し
て
巨
額

な
ま
で
の
科
料
が
課
せ
ら
れ
た
。「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
銭
貨
製
造
人
、

ラ
イ
の
ラ
ル
フ
は
、
妻
と
と
も
に
一
〇
〇
〇
マ
ー
ク
（
約
六
六
七
ポ

ン
ド
）
を
〔
憐
憫
罰
と
し
て
〕課
せ
ら
れ
た
。
ロ
バ
ー
ト
の
息
子
ジ

ョ
ン
は
憐
憫
罰
と
し
て
四
〇
〇
マ
ー
ク
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ー
ベ
イ

ユ
は
同
じ
く
五
〇
〇
マ
ー
ク
を
、
ソ
ロ
モ
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
オ

ダ
ー
ト
ゥ
ス
は
六
〇
〇
マ
ー
ク
を
課
さ
れ
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
そ

の
財
力
で
、
何
人
か
は
数
年
で
科
料
を
完
済
し
た
。
そ
れ
で
も
破
滅

し
た
も
の
も
い
て
、
銭
貨
製
造
人
は
王
権
の
監
視
下
に
置
か
れ
、
役

人
化
し
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
と
き
、
銭
貨

か
ら
製
造
人
の
名
前
が
は
ず
さ
れ
、
彼
ら
は
役
人
と
な
り
、
銭
貨
製

造
場
は
ロ
ン
ド
ン
と
カ
ン
タ
ベ
リ
に
集
中
し
、
地
域
的
銭
貨
製
造
の

時
代
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。W

. U
rry, Canterbury under the 

A
ngevin K

ings （London, 1967

）, 116-18. 

（
86
）
こ
こ
で
の
集
権
と
は
、
国
王
の
命
令
が
統
治
の
手
順
と
し
て
貴

族
や
地
域
に
届
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
貴
族
や
地
域
社

会
が
ど
う
反
応
す
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
国
王
権
力
が
法
的
な
強

制
力
を
持
ち
始
め
る
の
は
、
長
い
一
一
世
紀
を
経
た
構
造
変
化
の
過

程
で
あ
る
。「
復
命
」
の
問
題
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
87
）
例
え
ば
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
二
〇
：
二
四
。

（
88
）
簡
潔
で
、
英
語
で
書
か
れ
宛
名
を
も
つ
「
書
簡
」
形
式
の
文
書

は
、
九
世
紀
後
半
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
現

存
す
る
も
の
は
一
一
世
紀
か
ら
で
あ
る
。
州
集
会
へ
の
出
席
者
へ
の

令
状
は
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
を
始
ま
り
と
し
、
征
服
前
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
証
書
に
な
い
、
両
面
に
印
影
の
あ
る
印
璽
が
つ
け
ら
れ
て
い

た
。
た
だ
し
現
存
す
る
印
影
は
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
も
の
か
ら
で

あ
る
。

（
89
）https://en.w

ikipedia.org/w
iki/Edw

ard_the_Confessor

（
最
終
閲
覧
日2017/09/22

）。
印
璽
の
銘
文
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
の
皇
帝
エ
ド
ワ
ー
ド
の
印
璽
」（SIG

IL
IU

M
 E

A
D

W
A

R
D

I 
A

N
G

LO
R

V
M

 BA
SILE

I

）。
皇
帝（Basileus

）
と
う
い
う
称
号

に
は
実
体
な
き
皇
帝
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
証
書
に
お
け
る

「
皇
帝
」称
号（basileus, im

perator

）
の
頻
繁
な
使
用
は
エ
ド
ガ
ー

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
全
ブ
リ
タ
ニ
ア
皇
帝（tocius Britannie 

basileus; S 747

）」
や
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
皇
帝
に
し
て
、
そ
の
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支
配
下
に
あ
る
ブ
リ
テ
ン
に
在
る
諸
王
国
と
諸
民
集
団
の
王
に
し
て
皇

帝（basileos A
nglorum

 et rex atque im
perator sub ipso 

dom
inio regum

 et nationum
 infra fines B

ritanniae 
com

m
orantum

; S 751

）」
な
ど
。Julia Crick, ʻEdgar, A

lbion and 
Insular Dom

inion,̓ in Edgar, K
ing of the English, 959-975, ed. 

by D
. Scragg 

（W
oodbridge, 2008

）, 168-70; Ben Snook, T
he 

Anglo-Saxon Chancery （W
oodbridge, 2015

）, 162-64. 

（
90
）
鶴
島
博
和
『
バ
イ
ユ
ー
の
綴
織
を
読
む
』（
山
川
出
版
、

二
〇
一
五
）、
八
七
〜
九
〇
。

（
91
）
所
謂
「
ク
ヌ
ー
ト
北
海
帝
国
」
と
「
ノ
ル
マ
ン
帝
国
」
そ
し
て

「
ア
ン
ジ
ュ
ー
帝
国
」
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の

「
帝
国
」
の
構
造
比
較
は
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、「
ク
ヌ
ー

ト
北
海
帝
国
」
と
「
ノ
ル
マ
ン
帝
国
」
の
間
の
ノ
ル
マ
ン
征
服
が
重

要
視
さ
れ
る
あ
ま
り
、
連
続
性
は
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿

で
は
捨
象
し
た
当
該
時
期
の
政
治
史
的
位
置
づ
け
は
、
よ
り
長
い
タ

イ
ム
ス
パ
ン
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
92
）
当
時
の
埋
蔵
貨
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銭
貨
が
独
占

し
て
い
て
、
海
外
貨
の
流
通
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
つ
の
試
算
を
し
て
み
よ
う
。
流
通
を
扱
う
の
で
個
別
発
見
貨
を

使
用
す
る
。
九
七
三
年
の
一
型
か
ら
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
最
後
の
五
六

型
ま
で
Ｅ
Ｍ
Ｃ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
確
認
で
き
る
銭
貨
は
、

三
三
二
七
枚
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ

ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ビ
ザ
ン
ツ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域

か
ら
の
ほ
ぼ
同
時
期
の
銭
貨
が
六
〇
枚
と
な
る
。
結
果
と
し
て
、
独

占
率
は
九
八
％
と
推
定
さ
れ
る
。
個
別
発
見
貨
か
ら
す
る
限
り
国
王

銭
貨
が
王
国
内
で
独
占
的
に
流
通
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
93
）
六
型
の
発
行
（
九
九
一
か
ら
九
九
七
年
）
は
、
九
九
一
年
に
記

録
さ
れ
て
い
る
所
謂
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
へ
の
和
解
金
支
払
い
の
た
め
と

推
定
さ
れ
る
。
九
九
一
年
に
一
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
九
九
四
年
に
は

一
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
計
二
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
支
払
い
の
分
だ
け

で
六
二
四
万
枚
の
銭
貨
に
相
当
す
る
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
打
型

が
四
〇
七
二
器
な
の
で
、
四
〇
〇
〇
万
枚
の
発
行
が
可
能
で
あ
っ

た
。M

etcalf, A
n A

tlas of A
nglo-Saxon and N

orm
an Coin 

Finds, 115.

（
94
） M

ichael D
olley and C. N

. M
oore, ʻSom

e Reflctions on 
the English Coinage of Sihtric Caoch, K

ing of D
ublin and 

Y
orkʼ, British N

um
ism

atic Journal 43-4 （1973

）, 45-59.

（
95
）
こ
の
時
代
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
貨
幣
状
況
に
関
し
て
は
、Svein H

. 
Gullbekk, ʻV

estfold: A
 m

onetary perspective on the V
iking 

A
geʼ in E

arly M
edieval M

onetary H
istory, 331-347; Elina 

Screen, ʻCurrency Conversion: Coins, Christianity and 
N

orw
egian Society in the late T

enth and Eleventh centuryʼ, 
ibid., 349-376. 

（
96
）
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
ボ
ル
ド
ウ
ィ
ン
（
九
八
九
─
一
〇
三
六
年
）
と

サ
ン
ト
・
メ
ー
ル
の
銘
が
入
っ
た
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
六
型
模

倣
貨
の
重
量
は
一
・
二
グ
ラ
ム
で
あ
る
。C

. R
ichebe, L

es 
M

onnaies féodales dʼA
rtois de X

e au debut du X
IV

e siècle 

（Paris, 1963

）.
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（
97
） M

. Bell ed. ʻT
he Life of W

ulfric of H
aselbury by John 

A
bbot of Fordʼ, Som

erset R
ecord Society 47 

（1933

）, 13.

こ

の
聖
者
伝
は
、
一
一
八
〇
年
頃
、
す
な
わ
ち
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
「
短

十
字
型
」改
革
の
頃
に
、
フ
ォ
ー
ド
の
シ
ト
ー
会
修
道
院
長
ジ
ョ
ン

の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
ウ
ル
フ
リ
ッ
ク
は
、
サ
マ
セ
ッ
ト
の
コ

ン
プ
ト
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
で
一
〇
八
〇
年
頃
に
生
ま
れ
た
。
小
教
区

の
聖
職
者
に
な
っ
た
が
、
鷹
狩
り
に
明
け
暮
れ
て
い
た
と
い
う
。
史

料
に
描
か
れ
た
乞
食
と
の
出
会
い
が
彼
を
変
え
、
一
一
二
五
年
頃
ヘ

イ
ゼ
ル
ベ
リ
・
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
の
教
会
の
内
陣
の
北
に
庵
を
結
び
、

鎖
を
ま
と
い
、
断
食
と
冷
水
に
よ
り
全
身
を
清
め
る
修
行
の
生
活
を

お
く
っ
た
。
司
教
の
認
可
を
受
け
て
は
い
な
い
が
、
モ
ン
タ
キ
ュ
ー

ト
の
シ
ト
ー
修
道
士
た
ち
の
支
持
を
受
け
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
コ

ン
プ
ト
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
と
ヘ
イ
ゼ
ル
ベ
リ
・
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
の
領

主
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ィ
ッ
ツ
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
彼
の
友
人
で
あ
っ

た
。
脚
色
が
あ
っ
た
と
し
て
も
ウ
ル
フ
リ
ッ
ク
は
、
狩
猟
を
好
み
荘

園
の
領
主
と
友
人
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
域「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」

の
家
系
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
三
〇
歳
で
聖
職
者
に
な
っ
た

と
す
れ
ば
、
乞
食
と
の
会
話
の
時
期
は
、
一
一
一
〇
年
か
ら
二
五
年

の
間
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
98
） G. W

illiam
s, ʻCoin brooches of Edw

ard the Confessor 
and W

illiam
 Iʼ, British N

um
ism

atic Journal 71 

（2001

）, 63-
70; D

o., ʻM
ore Late A

nglo-Saxon and N
orm

an coin 
Jew

elleryʼ, British N
um

ism
atic Journal 76 （2006

）, 337-39.

（
99
） M

artin A
llen, ʻH

enry II and the English Coinageʼ, 

H
enry II: N

ew
 Interpretations, ed. Christopher H

arper-Bill 
and N

icholas V
incent 

（W
oodbridge, 2007

）, 257-277 at 257; 
D

o., M
ints and M

oney in M
edieval E

ngland, 41. 

具
体
的
に
は
、

T
able 2.1, 42-43; N

. J. M
ayhew

, ʻF
rom

 the R
egional to 

Central M
inting, 1158-1463ʼ, A

 N
ew

 H
istory of the R

oyal 
M

int, ed. by C. E. Challis 

（Cam
bridge, 1992

）, 83-178; M
. 

Blackburn, ʻCoinage and Currency under H
enry I: Review

ʼ, 
A

nglo N
orm

an Studies 13 （1991

）, 49-81. 

（
100
）Roach, K

ingship and Consent in A
nglo-Saxon E

ngland, 
871-978, 45-76.

（
101
）
当
時
の
貨
幣
経
済
の
性
格
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
議
論
し
た

い
。Cf. H

enry Cliver Fairbairn, T
he N

ature and Lim
its 

of the M
oney Econom

y in late A
nglo-Saxon and Early 

N
orm

an England, unpublished Ph. D
 thesis subm

itted to 
K

ingʼs College, London, A
ugust 2012.

（
102
）Judith Green, Form

ing the K
ingdom

: Pow
er in E

nglish 
Society 973-1189 （Cam

bridge, 2017

）, 67-70.

（
103
）P. D

. A
. H

arvey, ʻT
he English Inflation of 1180-1220ʼ, 

Past and Present 61 （1973

）, 3-30.

（
104
） 

型 

（type

）
の
時
期
や
順
番
は
暫
定
的
で
あ
る
。
ま
た
各
型
に

あ
う
異
型
は
無
視
し
た
。
通
称
は
、
適
宜
省
略
形
を
用
い
て
い
る
。

英
語
で
表
記
し
、
日
本
語
は
必
要
に
応
じ
て
本
文
中
で
表
記
し
た
。

参
考
文
献
は
、M

etcalf, A
n A

tlas of A
nglo-Saxon and 

N
orm

an Coin Finds; A
llen, G. C. Brooke, A

 Catalogue of 
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E
nglish Coins in the British M

useum
: T

he N
orm

an K
ings 

（London, 1916

）; EM
C

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。
表
記
と
し
て
は
、 

例

え
ばN

o 29

のi. 

はBrooke

の
カ
タ
ロ
グ
ナ
ン
バ
ー（BM

C

）
で
あ

る
。

（
105
） 

彼
の
順
番
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
ヨ
ー
ク
、
リ
ン
カ
ン
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
テ
ト
フ
ォ
ー
ド
、
ノ
リ
ッ
ジ
、
チ
ェ

ス
タ
ー
の
順
で
あ
る
。D

. M
. M

etcalf, ʻContinuity and Change 
in English M

onetary H
istory, c. 973-1086ʼ, pt. 1, BN

J 50-6 

（1980

）, 20-49, at 33.　

表
二
の
順
番
は
、
ヒ
ル
の
銭
貨
製
造
人
の

数
か
ら
分
類
し
た
生
産
力
順
位
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
。D
. H

ill, A
n 

A
tlas of A

nglo-Saxon E
ngland （O

xford, 1981

）, no. 222.

補
註

　

王
権
の
銭
貨
意
匠
の
独
占
と
各
地
の
銭
貨
製
造
人
に
よ
る
打
型
母
型

の
受
け
取
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う
な

モ
デ
ル
を
想
定
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
機
会
を
改
め
て
論
ず
る
予
定

で
あ
る
。
統
一
的
な
銭
貨
の
意
匠
と
打
型
母
型
の
製
作
は
国
王
宮
廷

の
書
記
（
あ
る
い
は
尚
書
）
と
お
抱
え
の
金
細
工
師
が
独
占
し
て
い

た
。
新
し
い
打
型
が
造
ら
れ
る
と
、
銭
貨
製
造
人
は
一
マ
ー
ク
あ
る

い
は
一
八
シ
リ
ン
グ
も
し
く
は
二
〇
シ
リ
ン
グ
を
国
王
に
支
払
い
、

金
銀
細
工
師
の
手
か
ら
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
（Great D

om
esday 

Book, fos. 75, 172.

）。
銭
貨
製
造
人
は
彼
の
名
前
と
製
造
場
が
刻

印
さ
れ
た
裏
面
の
打
型
を
造
り
、
自
分
の
製
造
場
の
戻
っ
て
か
ら
一

ヶ
月
以
内
に
、
国
王
に
銭
貨
製
造
の
請
負
料
と
し
て
二
〇
シ
リ
ン
グ

（
二
四
〇
ペ
ン
ス
）
を
支
払
い
、
国
王
の
銭
貨
製
造
人
と
し
て
認
証

さ
れ
た
。（Great D

om
esday Book, fos. 26, 179.

）
こ
う
し
て

銭
貨
の
製
造
は
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
熊
本
大
学
教
授
）
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表一　エドガー王からヘンリー一世までの銭貨の様式（104）

型 国王（通称） 時期① 型 国王（通称） 時期 型 国王（通称） 時期
1 エドガー（Reform） 973-975 21 （Small Flan） 1048-50 41 （Cross Fleury; v） 1098-1100
2 エドワード 975-979 22 （Expanding Cross） 1050-53 42 ヘンリー一世

（Annulets; i）
1100-1102

3 エセルレッド二世
（First Hand）

979-985 23 （Pointed Helmet） 1053-56 43 （Profile; ii） 1102-1103

4 （Second Hand） 985-991 24 （Sovereign/Eagles） 1056-59 44 （Pax; iii） 1103-1105
5 （Benediction Hand） 991 25 （Hammer Cross） 1059-62 45 （Annulets-Piles; iv）1105-1106
6 （Crux） 991-997 26 （Facing Bust） 1062-65 46 （Voided Cross; v） 1106-1107
7 （Long Cross） 997-1003 27 （Pyramids） 1065-66 47 （Pointing Bust; vi） 1107-1109
8 （Helmet） 1003-1009 28 ハロルド二世

（Pax）
1066 48 （Quatrefoil-Piles; 

vii）
?-1111

9 （Agnus Dei） 1009 29 ウィリアム一世
 （Profile; type i）

1066-68 49 （Larger Profile: 
viii）

?

10 （Last Small Cross） 1009-17 30 （Bonnet; ii）② 1068-70 50 （Cross in 
Quatrefoil; ix）

1111-13

11 クヌート
（Quatrefoil）

1017-23 31 （Canopy; iii） 1070-72 51 （Full Face; x） ?

12 （Pointed Helmet） 1023-29 32 （Two Sceptres; iv） 1072-74 52 （Double 
Inscription; xi）

1117-19

13 （Short Cross） 1029-36 33 （Two Stars; v） 1074-77 53 （Smaller Profile; 
xii）

1119-21

14 ハロルド一世
（Jewel Cross）

1036-38 34 （Sword; vi） 1077-80 54 （Star in Lozenge 
Fleury; xiii）

1121-23

15 （Fleur-de-lis） 1038-40 35 （Profile; vii） 1080-83 55 （Pellets in 
Quatrefoil; xiv）

1123-25

16 ハルサクヌート
（Jewel Cross）

1036-38 36 （Paxs; viii） 1083-86 56 （Quadrilateral on 
Cross Fleury; xv）

1125-35

17 （Arm and Sceptre） 1040-42 37 ウィリアム二世
（Profile, i）

1087-89

18 エドワード（証聖王）
（Pacx）

1042-44 38 （Cross-in-Quatrefoil; 
ii）

1089-92

19 （Radiate Crown） 1044-46 39 （Cross-voided; iii） 1092-95
20 （Trefoil-Quadrilateral） 1046-48 40 （Crosses pattée④; iv） 1095-98

①時期は推定値。　②以下typeを省略する。　④通称は後半を省略したものもある。
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表二　九五九年から一一三五年までのイングランドの銭貨製造場と生産力分類
分類 順位番号 銭貨製造場（枚数）

Ⅰ部（1000枚以上）
1）----5）

1）London （5110）, Y: 2） York （3095）, L:3） Lincoln （2911）, Ha: 4） 
Winchester （1514）, 5） L: Stamford （1220）

Ⅱ部（500枚以上）
6）----11）

Ch: 6） Chester （968）, Nf: 7） Thetford （798）; 8） Norwich （713）, K: 9） 
Canterbury （696）, De: 10）Exeter （619）, Ox: 11） Oxfrod （541）

Ⅲ部（100枚以上）
12）---42）

Mx: 12） Southwark （401）, K: 18） Dover （317）; 36） Rochester （144）, Sx: 
17） Lewes （313）; 19） Hastings （295）; 20） Chichester （246）; 42） Steyning 

（105）, W: 31） Salisbury （168）; 25） Wilton （197）, Do: 32） Shaftesbury 
（168）, So: 21） Bath （246）; 22） Bristol （243）; 35） Ilchester （149）, De: 40） 
Totnes （120）, Ber: 13） Wallingford（368）, G: 16） Gloucester （328）, H: 27） 
Hereford （196）, Wo: 34） Worcester （164）, Wa: 37） Warwick（141）,Sh; 24） 
Shrewsbury （203）, St: 23） Stafford （220）, Bed: 33） Bedford （168）, He: 37） 
Hertford （130）, N: 30） Northampton （187）, Le: 28） Leicetser （194）, Der: 
40） Derby （121）, No: 39） Nottingham （129）, Ca: 15） Cambridge （345）, Hu: 
29） Huntingdon （187）, E: 26） Colchester （197）, Sf:15） Ipswich （332）

Ⅳ部（50枚以上）
43）----56）

K:43） Romney （94）; 52） Sandwich （59）, Ha: 54） Southampton （55）, W: 
50） Cricklade （67）, Do: 47） Wareham （82）, 48） Dorchester （72）, So: 45） 
Taunton （96）, De: 46）  Lydford （83）; 53） Barnstaple （58）, St: 49） 
Tamworth （71）, E: 51） Maldon （66）, Sf: 44） Sudbury （94）

Ⅴ部（50枚未満）
57）----95）

K: 59） Lympne （43）; 67） Hythe （11）, Sx: 76） Pevensey （6）; 70） Cissbury 
（10）, Sr: 61） Guildford　（28）, Ha: 80） New Port（?）（3）;73） Christ Church
（8） （現在はDo）, W: 57） Malmesbury （48）; 68） Warminster （11）; 77） 
Beydwyn （6）, Do: 63） Bridport （18）; 78） Milbourne （6）, So: 58） Watchet 

（45）; 62） Bruton （26）; 64） Langport （17）; 69） Crewkerne （11）; 71） 
Cadbury （10）; 84） Axbridge （6）; 86）Ferne （1）; 87） Petherton （1）, C: 66） 
Gottha Castle （12）; 74） Launceston （8）, Ber: 88） Reading （1）, G: 60） 
Winchcombe （35）; 83） Berkely （2）, Wo: 85） Droitwich （2）; 92） Pershore 

（?）, Sh: 93） Bridgnorth （?）, Bu: 65） Buckingham （17）; 75） Aylesbury （7）, 
N: 89） Peterborough （1）, No: 72） Torksey （9）; 81） Newark （3）, L: 90） 
Horncastle （1）, Nf: 94） Caistor （?）, E: 95） Horden （?）; 82） Carlisle （3）, 79） 
Durham （6）, 91） Rhuddlan （1）

州の略語Bed: Bedfordshire, Ber: Berkshire, Bu: Buckinghamshire, C: Cornwall, Ca: Cambridgeshire, 
Ch: Cheshire, De: Devonshire, Der: Derbyshire, Do: Dorset, E: Essex, H: Herefordshire, Ha: 
Hampshire, He: Hertfordshire, Hu: Huntingdonshire, G: Gloucetershire, K: Kent, Le: Leicestershire, 
L: Lincolnshire, Mx: Middlesex, N: Northamptonshire, Nf: Norfolk, No: Nottinghamshire, Ox: 
Oxfordshire, Sf: Suffolk, Sh: Shropshire, So: Somerset, St: Staffordshire, Sx: Sussex, W: Wiltshire, 
Wa: Warwickshire, Wo: Worcestershire, Y: Yorkshire. CarlisleとDurhamそしてRhuddlanには州を
あてていない。表記の1）London （5110）の1）は、生産量の推定順位を示す番号で、地名は図六の
銭貨製造場を示す。銭貨製造場の配列順序はⅠ部とⅡ部は、生産数の順、Ⅲ部以下は、ロンドンと
ミドルセックスから始まり、ケント、サセックス、ウェセックス域（アンダーラインを引いた）、テ
ムズ川北岸の諸州、旧マーシア西部域からイングランド中部と東部、そしてハンバ川の北へと、州
と州内の生産数の順で並べた。対象時期で枚数の不明のものでHillのAtlasにあるものには？をつけ
てＶ部に収めた。Hill, Atlas, no.217. 銭貨製造場の生産力に関しては、最新のデータを用いた分析で
あるが、メタカフの推定をほぼ立証した結果となった（105）。


