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自
然
界
に
は
銀
が
そ
の
ま
ま
析
出
し

た
自
然
銀
も
少
量
な
が
ら
あ
り
ま
す

が
、
大
方
は
、「
方ほ

う
え
ん
こ
う

鉛
鉱
（
注
１
）」、

「
輝き

銀ぎ
ん
こ
う鉱
」、「
含
銀
硫
化
銅
鉱
」
な
ど

の
鉱
石
の
形
で
存
在
し
ま
す
。
そ
こ

か
ら
銀
を
獲
得
す
る
技
術
を
人
類
は

手
に
入
れ
ま
し
た
。

　

最
初
は
、
鉛
の
鉱
石
で
あ
る
方
鉛

鉱
か
ら
銀
を
抽
出
し
た
こ
と
に
始
ま

り
ま
す
。
東
地
中
海
地
域
で
は
す
で

に
紀
元
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

方
鉛
鉱
を
焼
く
と
、
融
点
の
低
い
鉛

が
酸
化
さ
れ
、
銀
が
残
り
ま
す
。

　

実
は
、
銀
は
鉛
と
相
性
が
よ
く
、

鉛
と
一
緒
に
な
る
性
質
が
あ
り
ま
す
。

　
「
金
・
銀
・
銅
」
は
、
お
金
と
縁
が

深
い
金
属
で
す
。
日
本
で
も
古
代
か

ら
こ
の
三
種
の
金
属
の
お
金
が
用
い

ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
、「
金・銀・銅
」

を
用
い
た
三
貨
制
と
い
う
独
特
の
シ

ス
テ
ム
が
作
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
銀
に
注
目
し
て
み
る
と
、

こ
の
三
貨
制
で
も
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
メ
ダ
ル
で
も
、銀
は
い
つ
で
も
「
二

番
手
」
の
位
置
に
い
ま
す
が
、
こ
の

順
番
は
誰
が
決
め
た
の
で
し
ょ
う

か
？

　

三
つ
の
金
属
の
中
で
、
埋
蔵
量
と

産
出
量
が
一
番
多
い
の
が
銅
、
そ
し

て
銀
、
金
の
順
で
希
少
性
が
増
し
ま

す
。
ま
た
、「
金
・
銀
・
銅
」
は
、
化

学
的
に
み
て
も
同
族
で
あ
り
、
周
期

表
で
は
第
一
一
族
（
銅
族
元
素
）
と

し
て
上
か
ら
「
銅
・
銀
・
金
」
と
縦

に
並
び
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
地
球
が

で
き
た
時
か
ら
銀
は
不
動
の
二
番
手

を
担
い
、
こ
の
順
番
の
不
変
性
が
歴

史
的
に
大
事
な
の
で
す
。

　

我
々
が
手
に
す
る
銀
の
ル
ー
ツ
は
、

地
殻
の
中
に
あ
る
銀
の
鉱
石
で
す
。

　四
回
に
わ
た
っ
て
「
銅
」、「
銀
」、「
金
」、「
紙
」
と
い
っ
た
貨
幣
の
素
材
や
製
作
方
法
に
焦
点

を
当
て
て
わ
が
国
貨
幣
の
歴
史
を
紹
介
す
る
「
お
金
の
源
─
素
材
の
歴
史
と
作
り
方
」。

　第
二
回
は
、「
銀
」
に
着
目
し
ま
す
。
前
回
の
「
銅
貨
」
で
紹
介
し
た
飛
鳥
池
遺
跡
で
古
代
に
使

わ
れ
た
「
石
吹
法
（
皿
吹
法
）」
や
、世
界
遺
産
の
石
見
銀
山
で
一
六
世
紀
に
使
わ
れ
た
「
灰
吹
法
」

と
い
っ
た
、
日
本
の
銀
の
精
錬
技
術
の
長
い
歴
史
を
有
す
る
「
銀
貨
」
に
つ
い
て
、「
石
吹
法
（
皿

吹
法
）」
の
存
在
を
見
出
し
た
京
都
美
術
工
芸
大
学
の
村
上
隆
先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

注
１ 

方
鉛
鉱

最
も
重
要
な
鉛
の
鉱
石

鉱
物
で
、色
は
銀
白
色
。

完
全
な
劈へ

き
か
い開

（
一
定
方

向
へ
割
れ
る
性
質
）
を

持
ち
、
結
晶
は
通
常
六

面
体
で
、
ま
れ
に
八
面

体
も
み
ら
れ
る
。

む
ら
か
み
・
り
ゅ
う

一
九
五
三
年
京
都
府
生
ま
れ
。
京
都
大
学
工
学
部
、

同
大
学
院
工
学
研
究
科
修
了
。
東
京
藝
術
大
学
大
学

院
美
術
研
究
科
修
了
。
学
術
博
士
。
平
成
二
十
六
年

三
月
ま
で
京
都
国
立
博
物
館
学
芸
部
長
、
四
月
よ
り

京
都
美
術
工
芸
大
学
工
芸
学
部
教
授
を
務
め
る
。
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
時
代
か
ら
、
金
属
材
料
を
中

心
に
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
材
料
と
技
術
の
変
遷

を
「
も
の
づ
く
り
の
歴
史
」
と
し
て
追
究
し
て
き
た
。

専
門
分
野
：
歴
史
材
料
科
学
、
文
化
財
保
存
修
理
、

博
物
館
学
。
現
在
、
高
岡
市
美
術
館
館
長
、
石
見
銀

山
資
料
館
名
誉
館
長
を
兼
務
。
主
な
著
書
：『
金
・
銀
・

銅
の
日
本
史
』（
岩
波
新
書
）、『
金
工
技
術
』（
至
文

堂
）、『
美
を
伝
え
る
』（
監
修
・
執
筆
：
京
都
新
聞

出
版
セ
ン
タ
ー
）、『
色
彩
か
ら
歴
史
を
読
む
』（
監
修・

執
筆
：
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
ほ
か
。
第
八
回
ロ
レ
ア

ル
国
際
賞「
色
の
科
学
と
芸
術
賞
金
賞
」、第
一
回「
石

見
銀
山
文
化
賞
」
ほ
か
。

い
つ
も
二
番
手
の
銀

京
都
美
術
工
芸
大
学
教
授  

村
上

　隆

第 

２ 

回

銀 
貨

素
材
の
歴
史
と
作
り
方

お
金
の
源

お
金
の
源

歴
史
的
な
銀
の
精
錬
法

─
灰
吹
法

方鉛鉱
（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）
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こ
の
性
質
を
、
輝
銀
鉱
な
ど
他
の
鉱

石
に
応
用
し
た
の
が「
灰
吹
法
」で
す
。

鉱
石
を
細
か
く
砕
き
、
鉛
を
加
え
て

火
に
か
け
て
熔
か
す
と
、
分
散
し
て

い
た
銀
が
鉛
と
一
緒
に
な
り
、
銀
を

取
り
込
ん
だ
鉛
の
塊
、「
貴き

鉛え
ん

」
が
得

ら
れ
ま
す
。
灰
を
詰
め
た
器
の
中
で

こ
の
貴
鉛
を
火
に
か
け
る
と
、
酸
化

鉛
だ
け
が
灰
に
吸
収
さ
れ
、
銀
の
塊

が
灰
の
上
に
残
り
ま
す
。こ
れ
が
、「
灰

吹
銀
」
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
日
本
に
お
け
る
灰
吹
法

は
、
一
五
三
三
年
に
初
め
て
朝
鮮
半

島
か
ら
石
見
銀
山
（
島
根
県
大お

お

田だ

市
）

に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

一
九
九
八
年
、
筆
者
も
参
画
し
た
石

見
銀
山
遺
跡
の
総
合
調
査
で
、
灰
が

詰
ま
っ
た
鉄
鍋
が
出
土
し
ま
し
た
。

早
速
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
な
ど
科
学
的
調
査
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
獣
骨
の
か
け
ら
を

含
む
灰
か
ら
銀
と
鉛
を
検
出
し
、
灰

吹
の
際
に
使
わ
れ
た
「
灰
吹
鍋
」
で

あ
る
こ
と
が
実
証
で
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、
同
銀
山
で
は
灰
吹
銀
と
貴
鉛

も
相
次
い
で
見
つ
か
り
、
二
〇
〇
七

年
の
世
界
遺
産
登
録
に
大
き
く
貢
献

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
石
見
銀
山
の
世
界
遺
産

登
録
が
決
ま
っ
た
二
〇
〇
七
年
、
灰

吹
法
の
原
型
と
も
い
え
る
銀
精
錬
が
、

実
は
日
本
で
も
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ

た
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
で
き
ま
し
た
。
銀
の
製
錬

技
術
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
の
は
石

見
銀
山
が
初
め
て
、
と
い
う
従
来
の

常
識
を
覆
す
発
見
で
し
た
。
以
後
、

古
代
か
ら
石
見
銀
山
へ
の
灰
吹
法
導

入
に
至
る
、
日
本
に
お
け
る
銀
の
精

錬
技
術
の
系
譜
が
い
ろ
い
ろ
と
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
発
見
の
き
っ
か
け
は
、
本
誌
前

号
（
二
〇
一
五
年
春
号
）
の
「
第
一

回
銅
貨
」
で
富
本
銭
の
製
作
地
と
し

て
紹
介
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
の
工
房

遺
跡
「
飛
鳥
池
遺
跡
」（
奈
良
県
明
日

香
村
）
の
調
査
で
、
灰
吹
銀
と
み
ら

れ
る
五
ミ
リ
程
度
の
銀
粒
が
出
土
し

た
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
灰
の
代
わ

り
を
す
る
多
孔
質
の
凝

ぎ
ょ
う
灰か

い

岩が
ん

に
小
さ

な
穴
を
う
が
っ
た
ル
ツ
ボ
か
ら
銀
と

鉛
の
存
在
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、

薄
手
の
土
器
片
に
残
る
残ざ

ん

滓し

か
ら
も

銀
と
共
に
鉛
な
ど
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
方
法
は
、
一
六
世
紀
に
導

入
さ
れ
た
骨こ

っ

灰ぱ
い

を
用
い
た
灰
吹
法
と

混
同
し
な
い
よ
う
、
ル
ツ
ボ
の
材
質

を
冠
し
た
「
石い

し

吹ふ
き

法ほ
う

」
あ
る
い
は

「
皿さ

ら

吹ふ
き

法ほ
う
」と
呼
ぶ
よ
う
に
し
ま
し
た
。

こ
の
石
吹
法
は
、
骨
灰
を
用
い
る
灰

吹
法
に
至
る
銀
精
錬
技
術
の
原
型
と

位
置
付
け
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

原
型
で
あ
る
石
吹
法
の
銀
の
回
収

率
を
向
上
さ
せ
た
灰
吹
法
が
も
た
ら

さ
れ
た
石
見
銀
山
は
、
一
六
世
紀
か

ら
一
七
世
紀
初
頭
の
頃
は
世
界
の
三

分
の
一
の
銀
を
産
出
し
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
新
た
な
灰
吹
法
が
大
い
に
貢

献
し
た
の
で
す
。

　

飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
は
、
日
本
最
古

の
銭
と
も
い
わ
れ
る
「
無
文
銀
銭
」

の
裁
断
片
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
無

文
銀
銭
は
、『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二

年
（
六
八
三
）
四
月
十
五
日
条
の
「
今

新
発
見
！

古
代
日
本
で
も
銀
精
錬
が

行
わ
れ
て
い
た

石見銀山遺跡から出土した灰吹用鉄鍋
（所蔵：島根県大田市教育委員会）

日
本
最
初
の
銀
貨

「
無
文
銀
銭
」

右／石見銀山の大久保間
ま ぶ

歩（鉱石を取るために掘った穴）：仙ノ
山本谷にある石見銀山最大級の坑道
左／石見銀山の清水谷製錬所跡：明治 28 年藤田組によって建設
された銀山地区清水谷にある製錬所跡。石垣が残る

（提供：島根県大田市教育委員会）
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よ
り
以
後
、
必
ず
銅
銭
を
用
い
よ
。

銀
銭
を
用
い
る
こ
と
莫な

か

れ
」
と
い
う

詔
に
登
場
す
る
銀
銭
に
符
合
す
る
と

さ
れ
ま
す
。
他
で
出
土
し
て
い
た
無

文
銀
銭
と
同
様
、
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
断
片
も
、
銀
の
純
度
は
概

し
て
高
く
、
九
五
％
以
上
の
高
品
位

で
す
（
他
に
銅
な
ど
を
含
み
ま
す
）。

こ
の
よ
う
な
高
品
位
は
、
純
度
の
高

い
銀
を
作
り
出
せ
る
石
吹
法
が
あ
れ

ば
こ
そ
達
成
で
き
た
と
納
得
で
き
る

の
で
す
。

　

無
文
銀
銭
は
、
厚
さ
約
二
ミ
リ
、

直
径
約
三
セ
ン
チ
と
少
し
大
き
め
で
、

少
々
い
び
つ
な
円
形
で
す
。
銀
板
を

打
ち
延
べ
た
も
の
を
丸
く
整
形
し
た

も
の
で
、
中
心
に
無
造
作
に
穴
が
開

い
て
い
ま
す
。
表
面
に
、
○
や
×
の

マ
ー
ク
を
刻
印
し
た
も
の
や
、
中
に

は
文
字
を
刻
ん
だ
も
の
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
表
面
に
無
文

銀
銭
の
小
さ
な
か
け
ら
を
重
ね
て
接

合
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
、
重
さ
を
約
一
〇
グ
ラ
ム
に
調

整
す
る
た
め
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

銀
貨
は
、
一
六
世
紀
中
頃
以
降
に

は
、「
古
丁
銀
」
と
い
う
形
態
で
登
場

し
ま
す
。
も
と
も
と
は
流
通
貨
幣
と

い
う
よ
り
献
上
品
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
長
楕
円
形
で
一
五
セ
ン
チ

も
あ
る
大
ぶ
り
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

銀
は
重
さ
で
取
引
す
る
秤

ひ
ょ
う
り
ょ
う
量
貨
幣

で
あ
る
た
め
、
切
断
さ
れ
た
切き

り
ぎ
ん銀
も

残
っ
て
い
ま
す
。

　

古
丁
銀
は
、
表
裏
の
状
態
に
大
き

な
差
が
あ
り
ま
す
。
表
面
は
た
い
へ

ん
き
れ
い
に
仕
上
が
っ
て
お
り
、
銀

の
塊
を
叩
い
た
鎚つ

ち

目め

と
そ
れ
に
伴
う

ひ
び
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
裏
面
は
鋳
込
ん
だ
型
の
痕
跡
が

残
っ
て
荒
れ
た
ま
ま
で
す
。
材
質
は
、

概
し
て
高
品
位
で
銀
の
含
有
率
が

九
五
％
以
上
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

残
り
の
ほ
と
ん
ど
は
銅
で
あ
る
ほ
か
、

鉛
が
有
意
に
検
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら

も
灰
吹
法
で
得
た
灰
吹
銀
を
そ
の
ま

ま
使
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

銀
貨
は
、
三
貨
制
が
整
っ
た
一
七

世
紀
以
降
は
、
古
丁
銀
と
は
異
な
る

形
態
を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
品

位
は
幕
府
に
統
制
さ
れ
ま
す
が
、
鋳

放
し
た
ま
ま
の
不
定
形
な
ナ
マ
コ
形

の
銀
の
塊
に
、
銀
座
を
仕
切
っ
た
大

黒
屋
の
刻
印
を
打
っ
た
「
丁
銀
」
と
、

無
造
作
に
作
っ
た
銀
塊
に
同
じ
く
刻

印
を
打
っ
た
「
豆
板
銀
」
と
い
う
形

で
取
引
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
秤
量

貨
幣
で
あ
る
た
め
、
豆
板
銀
は
紙
包

み
の
ま
ま
流
通
し
ま
し
た
。
高
度
な

金
工
技
術
を
持
ち
え
た
当
時
の
日
本

人
が
、
丁
銀
や
豆
板
銀
の
奇
妙
な
形

を
容
認
し
、
長
続
き
さ
せ
た
こ
と
は

不
思
議
で
す
。
金
の
大
判
や
小
判
が
、

一
定
の
様
式
美
に
沿
っ
て
仕
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
な
の
で
す
。

重
さ
で
流
通
す
る
銀

技
術
に
裏
打
ち
さ
れ
た

品
質
と
形
態

慶長丁銀（左）・慶長豆板銀（右上）
（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

無
文
銀
銭
（
大
津
市
・
崇
福
寺
跡
出
土
）

（
所
蔵
：
近
江
神
宮
、
提
供
：
京
都
国
立
博
物
館
）

古丁銀：天正年間（1573 〜 1592）に鋳造された丁銀。
長楕円の石州文禄御

ご く

公用
ようぎん

銀（右）と切銀（左）
「御公用銀」とは、銀山から毛利氏への運上、毛利氏
から朝廷や室町幕府へ献上したもので、「御公用」の極印
が打たれている（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
銀
：
無
文
銀
銭
裁
断
片
（
左
下
部
）

と
石
吹
銀
（
右
か
ら
二
列
目
上
） （
提
供
：
奈
良
文
化
財
研
究
所
）
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壱圓銀貨 （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

下
手
に
整
形
し
な
い
こ
と
に
、
か
え

っ
て
真し

ん
が
ん贋

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

丁
銀
、
豆
板
銀
の
材
質
は
、
銀
と

銅
の
合
金
で
、初
期
の
慶
長
（
一
五
九

六
～
一
六
一
五
）
の
頃
は
、
八
〇
％

程
度
の
銀
品
位
を
示
し
ま
す
。
実
は
、

銀
と
銅
の
合
金
は
、
刀
の
鐔つ

ば
（
注
２
）

な
ど
の
刀
装
具
の
材
料
の
一
つ
で
あ

る
「
四し

ぶ分
一い

ち

」
と
い
う
当
時
の
金
工

で
は
な
じ
み
の
も
の
で
す
。
四
分
一

そ
の
も
の
は
、
銅
三
に
対
し
て
銀
が

一
、
つ
ま
り
全
体
の
四
分
の
一
の
銀

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
付
い
た

名
前
で
、
色
味
の
変
化
を
求
め
て
銀

の
比
率
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま

す
。
銀
の
品
位
が
高
い
丁
銀
の
色
味

は
銀
色
が
優
位
な
「
白
四
分
一
」（
銀

六
割
、
銅
四
割
）
に
近
い
の
で
す
。

戦
前
の
話
で
す
が
、
造
幣
局
で
、
丁

銀
を
試
作
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

四
分
一
の
伝
統
的
な
鋳
造
法
に
倣
っ

て
、鋳
型
と
し
て
布
を
張
っ
た「
湯
床
」

と
い
う
装
置
を
お
湯
の
中
に
設
け
、

熔
け
た
地
金
を
湯
床
に
流
し
込
む
と
、

少
し
い
び
つ
な
形
を
し
た
、
真
ん
中

に
く
ぼ
み
の
あ
る
丁
銀
ら
し
き
も
の

が
で
き
ま
し
た
。
四
分
一
と
い
う
合

金
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
の
貨
幣
と

刀
装
具
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
様
子
が

垣
間
見
え
、
丁
銀
の
不
定
形
な
ナ
マ

コ
形
の
形
態
に
も
納
得
で
き
る
の
で

す
。

　

江
戸
時
代
も
後
期
に
な
る
と
、
改

鋳
に
よ
り
銀
の
割
合
が
ど
ん
ど
ん
少

な
く
な
り
ま
す
。
銀
が
少
な
く
な
る

と
、
合
金
の
色
か
ら
銀
ら
し
さ
が
失

わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が

「
色
揚
げ
」
と
い
う
裏
ワ
ザ
で
す
。
丁

銀
を
酸
洗
い
す
る
な
ど
し
て
表
面
の

他
の
金
属
を
洗
い
落
と
し
て
銀
だ
け

を
残
す
と
い
う
巧
妙
な
技
で
す
。
色

揚
げ
は
、
小
判
な
ど
の
金
貨
で
用
い

ら
れ
ま
し
た
が
、
銀
貨
で
も
似
た
よ

う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
作
ら
れ
た

金
貨
、
銀
貨
、
銅
貨
の
間
を
両
替
商

が
取
り
持
ち
、
江
戸
は
金
貨
を
本
位

と
し
た
金
建
・
金
遣
い
、
こ
れ
に
対

し
て
上
方
は
銀
貨
を
本
位
と
す
る
銀

建
・
銀
遣
い
が
主
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
三
貨
制
は
、

「
金
・
銀
・
銅
」
そ
れ
ぞ
れ
が
本
位
で

あ
り
、
し
か
も
交
換
可
能
で
あ
り
な

が
ら
、
当
時
の
社
会
構
造
や
社
会
情

勢
を
も
包
含
し
た
上
に
成
り
立
つ
柔

軟
性
の
あ
る
制
度
で
あ
り
、
世
界
的

に
見
て
も
独
特
で
す
。「
金
・
銀
・
銅
」

を
め
ぐ
る
金
工
技
術
が
、
最
高
の
水

準
に
達
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
確
立
で

き
た
制
度
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

明
治
に
な
っ
て
、
造
幣
寮
（
注
３
）

で
最
初
に
作
ら
れ
た
硬
貨
の
一
つ
に

「
壱
圓
銀
貨
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
の
鋳
造
に
よ
る
銭
貨
作
り
で
は
な

く
、
プ
レ
ス
機
を
使
っ
た
打
刻
作
業

は
、
当
初
は
お
雇
い
外
国
人
で
あ
る

イ
ギ
リ
ス
人
の
指
導
の
も
と
で
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
銀
貨
の
表
面
を
飾
っ

た
龍
の
文
様
は
、
当
時
の
名
工
、
加

納
夏
雄
（
注
４
）
が
彫
金
し
ま
し
た
。

そ
の
出
来
栄
え
の
見
事
さ
に
イ
ギ
リ

ス
人
が
大
い
に
驚
い
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
我
々
が
日
常
的
に
使
っ
て

い
る
硬
貨
に
は
、
銀
貨
は
あ
り
ま
せ

ん
。
五
十
円
硬
貨
や
一
〇
〇
円
硬
貨

は
銀
色
を
し
て
い
ま
す
が
、
白
銅
貨

と
呼
ば
れ
、
実
は
銅
に
二
五
％
の
ニ

ッ
ケ
ル
を
含
ん
だ
合
金
で
す
。
日
本

以
外
の
海
外
の
多
く
の
国
で
も
日
常

的
に
使
わ
れ
る
銀
色
の
硬
貨
は
白
銅

で
す
。
銀
価
格
の
上
昇
や
お
金
の
信

用
力
が
金
属
の
価
値
を
裏
付
け
と
し

な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
記
念
銀
貨

以
外
で
は
、
我
々
が
日
常
的
に
銀
貨

の
手
触
り
を
味
わ
え
る
時
代
は
、
残

念
な
が
ら
、
も
う
二
度
と
来
る
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。

重
さ
か
ら
定
型
へ
、

そ
し
て
銀
貨
は
日
常
か
ら

消
え
て
い
っ
た

注
２ 

鐔

刀
剣
の
柄
と
刀
身
と
の

境
目
に
挟
み
、
柄
を
握

る
手
を
防
護
す
る
も

の
。

注
３ 

造
幣
寮

現
在
の
造
幣
局
。
大
阪

市
北
区
天
満
。

注
４ 

加
納
夏
雄

幕
末
・
明
治
期
の
彫
金

家
。
京
都
生
ま
れ
。
明

治
政
府
の
新
貨
幣
製
作

に
あ
た
り
造
幣
寮
に
出

仕
し
、
金
・
銀
貨
、
勲

章
の
原
型
を
製
作
。
東

京
美
術
学
校
（
現
在
の

東
京
藝
術
大
学
）教
授
、

帝
室
技
芸
員
。




