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お
札
の
顔 

  

新
紙
幣
が
発
行
さ
れ
て
か
ら
約
三

ケ
月
。
徐
々
に
新
紙
幣
を
手
に
す
る

機
会
が
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

今
回
、
新
紙
幣
の
顔
と
な
っ
た
の

は
一
万
円
札
が
渋
沢
栄
一
、
五
千
円

札
が
津
田
梅
子
、
千
円
札
が
北
里
柴

三
郎
で
す
。 

 

渋
沢
栄
一
は
三
年
前
の
大
河
ド
ラ

マ
「
青
天
を
衝
け
」
で
も
そ
の
生
涯

が
描
か
れ
、
近
代
日
本
の
経
済
の
礎

を
作
っ
た
と
い
わ
れ
る
人
で
す
。 

日
本
で
は
じ
め
て
銀
行
を
設
立

し
、
株
式
会
社
の
仕
組
み
を
導
入
し
、

経
済
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し

た
。「
論
語
と
そ
ろ
ば
ん
」
を
理
念
と

し
て
提
唱
し
、
そ
ろ
ば
ん
（
経
済
）

だ
け
が
う
ま
く
て
も
ダ
メ
で
論
語

（
道
徳
）
を
き
ち
ん
と
自
分
の
中
に

持
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。
つ
ま

り
、
経
済
活
動
に
は
信
用
信
頼
が
一

番
大
切
で
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し

ま
う
と
「
お
金
の
た
め
」
に
ど
ん
な

悪
事
に
も
手
を
染
め
て
し
ま
い
か
ね

な
い
と
い
う
人
間
の
弱
さ
を
見
つ
め

て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。 

 
 

そ
ん
な
渋
沢
栄
一
が
新
一
万
円
札

の
顔
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
前

は
福
沢
諭
吉
で
し
た
。
福
沢
諭
吉
も

同
じ
く
近
代
日
本
の
礎
を
作
っ
た
人

で
し
た
。「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら

ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
の
言

葉
で
有
名
な
『
学
問
の
す
す
め
』
を

著
し
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
平
等
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
て
い
く
た

め
に
は
学
問
が
重
要
で
あ
る
と
説
き

ま
し
た
。 

学
問
を
身
に
つ
け
る
と
は
単
に
知

識
を
詰
め
込
む
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
人
間
性
を
高
め
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
福
沢
諭
吉
も
ま
た
「
お
金
の

た
め
」
だ
け
に
生
き
る
人
間
に
な
る

の
で
は
な
く
、
尊
敬
に
値
す
る
人
間

に
な
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
の
で

す
。 

 

そ
れ
だ
け
「
お
金
」
と
い
う
も
の

は
人
間
を
狂
わ
せ
て
し
ま
う
危
険
性

が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
渋
沢
栄
一

も
福
沢
諭
吉
も
人
間
力
を
高
め
る
必

要
性
を
説
い
た
と
い
え
ま
す
。 

 

し
か
し
、
も
っ
と
真
理
を
つ
い
た

こ
と
を
伝
え
た
お
札
の
顔
と
な
っ
た

方
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
聖
徳
太
子
。

若
い
人
は
聖
徳
太
子
が
お
札
の
顔
と

な
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

聖
徳
太
子
は
「
世
間
虚
仮 

唯
仏

是
真
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
世
の
中

の
も
の
は
す
べ
て
空
し
く
仮
の
も
の

で
あ
る
。
唯
一
本
物
は
仏
の
教
え
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
の
教
え

に
照
ら
す
と
人
間
は
ひ
と
し
く
「
凡

夫
」
で
あ
り
、
本
物
で
な
い
も
の
に

一
喜
一
憂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

示
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
み
る
と
、
歴
代
の
日
本

の
一
万
円
札
の
顔
と
な
っ
た
人
物
は

「
お
金
の
た
め
」
だ
け
に
生
き
る
こ

と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
と
い
え

る
の
で
す
。 
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報
恩
講 

 

11
月
８
日
（
金
）
午
前
10
時
～ 

 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

法
話 

伊
奈
祐
諦 

師 

（
西
尾
市
安
楽
寺
前
住
職
） 

※
午
前
の
み
の
法
要
で
す
。
持
ち
帰
り
用
の
軽
食

を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。 

  

本
山
報
恩
講
団
体
参
拝
（
日
帰
り
） 

11
月
21
日
（
木
） 

東
本
願
寺
報
恩
講
（
逮
夜
）
参
拝
、 

醍
醐
寺
（
三
宝
院
）
見
学 

他 

参
加
費 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

定
員 

30
名
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
） 

      

 

 

〇
今
年
も
11
月
16
日
（
土
）
に
東
別

院
の
定
例
法
話
の
ご
縁
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
午
前
が
11
時
10
分
か
ら
、

午
後
が
１
時
か
ら
（
各
30
分
）
と
な

り
ま
す
。
会
場
は
東
別
院
対
面
所
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
都
合
つ
き
ま
し

た
ら
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。 

  

〇
記
録
的
な
猛
暑
も
よ
う
や
く
落
ち

着
い
て
季
節
は
秋
、
そ
し
て
冬
へ
と

移
っ
て
い
き
ま
す
。
体
調
を
崩
し
や

す
い
時
期
で
す
。
ど
う
ぞ
お
身
体
を

大
切
に
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。 

  

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

      

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

成
績
低
迷
の
責
任
を
と
る
形
で
ド

ラ
ゴ
ン
ズ
の
立
浪
監
督
が
退
任
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
２
年
連
続
の

最
下
位
で
、
今
年
も
Ｃ
Ｓ
争
い
に
加

わ
る
こ
と
も
で
き
な
い
最
下
位
争
い

（
９
月
末
現
在
）。
さ
す
が
に
こ
の
成

績
で
は
仕
方
な
い
で
す
が
、
期
待
が

高
か
っ
た
だ
け
に
か
な
り
残
念
に
思

い
ま
す
。
成
績
は
ふ
る
わ
な
か
っ
た

で
す
が
、
立
浪
監
督
は
若
手
を
積
極

的
に
起
用
し
ま
し
た
。
そ
の
選
手
た

ち
が
次
の
新
監
督
の
も
と
で
花
開

き
、
黄
金
時
代
を
再
び
築
い
て
く
れ

る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
や
っ

ぱ
り
立
浪
監
督
で
一
度
は
優
勝
し
て

ほ
し
か
っ
た
な
ぁ
。 

（
住
職
記
） 

   

〇
９
月
８
日
の
秋
の
彼
岸
会
・
永

代
経
法
要
に
は
、
猛
暑
に
も
か
か

わ
ら
ず
多
く
の
方
に
お
参
り
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
、
法
要
が
終
わ
っ

た
正
午
か
ら
某
テ
レ
ビ
局
で
「
東

別
院
」
を
紹
介
す
る
番
組
が
あ
り
、

法
話
の
田
中
先
生
が
出
演
し
て
い

ま
し
た
（
見
ら
れ
た
方
は
い
る
か

な
？
） 

  

〇
11
月
８
日
（
金
）
に
は
浄
土
真

宗
で
一
番
大
切
な
法
要
で
あ
る
報

恩
講
を
お
つ
と
め
い
た
し
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
に
は
過
ご
し
や
す
く
な

っ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。
法
話
は

西
尾
市
の
伊
奈
先
生
に
お
越
し
い

た
だ
き
ま
す
。 

  

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 
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