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地
方
銀
の
一
考
察 

―

　
　

五
、仙
台
小
槌
銀

　

吉
備
古
泉
協
会
（
津
山
支
部
）

　
　
　

眞
銀
吹　

池
上　

宥
昭

つ
か
の
先
行
研
究
は
あ
る
も
の
の
、
い
ま
な
お
不
明
確

な
点
が
数
多
い
貨
幣
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
仙
台
小
槌
銀
に
つ
い
て
現
存
事
例
を
踏
ま
え

て
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

極
印
の
分
類
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
う
も
の
と
し
た
い
。

一
、
仙
台
小
槌
銀
の
概
要

　

仙
台
小
槌
銀
は
、
広
く
豆
板
銀
（
小
玉
銀
）
と
泉
界

で
も
呼
称
さ
れ
る
形
式
の
銀
貨
に
似
た
形
状
の
銀
貨
で

あ
る
。
そ
の
形
式
は
一
つ
の
み
で
あ
り
、
通
常
は
豆
板
銀

状
の
も
の
に
表
面
は
、
陽
刻
の
「
銀
山
」
極
印
、
そ
の
右

側
に
仙
台
藩
鋳
造
を
示
す
と
み
ら
れ
る
陰
刻
の
「
仙
」
極

印
が
打
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
裏
面
は
、
小
槌
の
陽
刻
の

極
印
と
、
鋳
造
時
期
を
示
す
陰
刻
の
「
文
久
」
極
印
が
打

刻
さ
れ
て
お
り
、
文
久
年
間
の
鋳
造
で
あ
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
小
型
の
銀
貨
で
あ
り
な
が
ら
、
面
背
に
陽
刻
と

陰
刻
の
極
印
を
四
種
類
打
刻
す
る
手
の
込
ん
だ
貨
幣
で
あ

る
と
い
え
る
。
な
お
、
陰
刻
で
あ
る
「
仙
」
極
印
や
「
文

久
」
極
印
が
落
ち
た
も
の
が
現
存
し
、
幕
府
貨
幣
の
定
落

と
同
様
少
な
い
も
の
と
言
え
る
（
図
①
・
図
②
参
照
）。

　

量
目
は
、
お
よ
そ
８
～
９
ｇ
の
範
囲
で
一
定
で
あ
り
、

秤
量
貨
幣
で
は
な
く
、
計
数
貨
幣
と
み
る
こ
と
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
銀
二
匁
通
用
・
一
分
通
用
・
二

は
じ
め
に

　

近
世
幕
末
の
と
く
に
東
北
諸
藩
に
お
い
て
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
独
自
通
貨
が
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
背
景
に
は
江
戸
幕
府
の
弱
体
化
も
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
全
国
的
な
通
貨
不
足
も
大
き
な
問
題
と
し

て
存
在
し
て
い
た
。

　

鉱
山
を
有
し
て
い
た
東
北
諸
藩
に
お
い
て
は
、
銀
・

銅
・
鉛
・
鉄
と
い
っ
た
様
々
な
金
属
の
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
、

領
内
で
の
通
用
を
試
み
た
。た
だ
し
、そ
れ
ら
の
貨
幣
は
、

先
の
通
貨
不
足
を
補
う
た
め
の
地
域
通
貨
と
し
て
の
役

割
、
戦
時
に
関
わ
る
軍
用
金
と
し
て
の
役
割
、
軍
役
に

就
く
藩
士
の
為
の
賞
賜
銭
と
し
て
の
役
割
、な
ど
と
い
っ

た
よ
う
に
用
途
が
諸
藩
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
ま
た

事
実
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
は
、
幕
府
の
許
可
を
得
ず
に

鋳
造
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
現
存
数
も

多
く
な
い
。
さ
ら
に
は
、
貨
幣
そ
の
も
の
が
現
存
し
て

い
て
も
、
そ
れ
に
関
わ
る
史
料
が
、
幕
末
と
い
う
比
較

的
文
書
が
残
る
時
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
存
在
が
認
め

ら
れ
な
い
現
状
に
あ
る
。

　

故
に
、
こ
れ
ら
の
地
方
貨
幣
の
研
究
に
お
い
て
は
、

鋳
造
さ
れ
た
背
景
な
ど
の
情
報
の
少
な
さ
と
、
残
存
の

絶
対
数
の
少
な
さ
が
、
そ
の
研
究
の
妨
げ
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
先

行
研
究
に
お
け
る
不
確
実
な
論
考
の
論
争
な
ど
か
ら
、

泉
界
に
お
い
て
も
収
集
の
対
象
か
ら
忌
避
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
仙
台
藩
が
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
貨
幣
は
、

江
戸
幕
府
が
許
可
し
寛
永
通
宝
の
鋳
銭
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
材
質
は
銅
銭
も
鉄
銭
も
存
在
す
る
。
そ
の
実

績
も
あ
っ
て
、
天
明
の
大
飢
饉
に
伴
う
鋳
銭
が
認
め

ら
れ
、
五
ヶ
年
の
領
内
通
用
銭
と
し
て
、
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
に
仙
台
通
宝
が
鋳
造
さ
れ
た
。
そ
の
他
に

も
、
幕・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

府
が
許
可
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
領
内
の

鉱
山
で
山
内
通
用
の
た
め
に
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
も
現
存
し

て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
に
は
、
鉛
銭
で
あ
り
細
倉
鉱
山

の
山
内
通
用
で
あ
る
細
倉
当
百
、
鉄
銭
で
あ
り
文
久
山
の

山
内
通
用
で
あ
る
文
久
貨
泉
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
、こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
幕
末
の
文
久
年
間
（
一
八
六
一

～
六
四
）
に
鋳
造
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る 

1 

。
ま
た
、

仙
台
大
濶
縁
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
天
保
通
宝
の
存
在
も

広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鋳
銭
に
関
し
て
様
々
な
材
質
の
貨
幣

を
鋳
造
で
き
る
土
台
が
仙
台
藩
に
は
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
が
、
仙
台
小
槌
銀
は
そ
の
な
か
で
も

銀
貨
で
あ
り
、
鋳
銭
に
関
わ
る
史
料
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
詳
細
も
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
い
く
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朱
通
用
な
ど
の
説
が
あ
り
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。
そ

の
理
由
に
、
同
時
期
の
安
政
一
分
銀
と
同
程
度
の
量
目

で
あ
る
こ
と
や
、
小
槌
の
陽
刻
の
極
印
の
持
ち
手
部
分

の
左
右
に
「
二
」
に
見
え
る
紋
様
が
配
さ
れ
て
い
る
た

め
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
鋳
造
さ
れ
た
と
す
る

説
や
、
計
数
貨
幣
で
あ
る
こ
と
を
示
し
二
朱
通
用
と
す

る
説
、
同
じ
く
量
目
二
匁
を
表
し
銀
二
匁
通
用
と
す
る

説
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
決
定
的
で
は
な
い
。

  

二
、
先
行
研
究
の
考
察

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
貨
は
鋳
銭
に
関
わ
る
史

料
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
詳
細
も
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
、
鋳
造
地
や
鋳
造
時
期
を
推
察
す
る

に
は
、
極
印
か
ら
判
断
す
る
ほ
か
な
い
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、小
川
青
寳
楼（
浩
）氏
の『
日

本
貨
幣
図
史
』 

4 

お
よ
び
日
本
銀
行
調
査
局
の
『
図
録
日

本
の
貨
幣
』 

5 

を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
が
、い
ず
れ
も
松
浦
多
気
志
楼
（
武
四
郎
）
の
『
御

代
之
光
』
に
お
け
る
解
説
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
『
御

代
之
光
』に
つ
い
て
、平
尾
聚
泉（
貫
一
・
賛
平
）氏
の『
昭

和
泉
譜
』
に
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
（
史
料
①
）。

【
史
料
①
】 6 

一
、「
御
代
之
光
」
ハ
、
類
本
三
四
ノ
異
ア
ル
ヲ
見
ル
、

其
序
文
ニ
ヨ
レ
バ
元
治
・
慶
応
・
明
治
ト
各
代
ノ

紀
年
ア
リ
テ
、
各
本
多
少
ノ
出
入
ト
記
事
ノ
精
麁

ト
ア
リ
、
コ
ハ
其
時
々
人
ノ
請
フ
マ
ヽ
二
自
書
シ

テ
与
へ
シ
モ
ノ
ナ
レ
バ
ナ
リ
。
今
滋
ニ
採
録
セ
ル

セ
ノ
ハ
元
治
本
ノ
一
種
ナ
リ
。

一
、
最
近
健
堂
横
山
氏
ノ
発
表
ニ
ヨ
レ
バ
、「
多
気
志
楼

蔵
泉
譜
」
ナ
ル
モ
ノ
松
浦
家
ニ
ア
リ
テ
、
其
書
中

ニ
近
代
大
銭
ト
題
セ
ル
一
章
ア
リ
ト
。
夫
ニ
依
リ

テ
考
フ
レ
バ
蓋
シ
「
御
代
之
光
」
ハ
、
ソ
ヲ
抜
萃

シ
テ
一
冊
子
ト
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
。

　

こ
の
解
説
に
よ
れ
ば
、『
御
代
之
光
』
に
は
複
数
の
も

の
が
存
在
し
、
そ
の
序
文
に
そ
れ
ぞ
れ
元
治
・
慶
応
・

明
治
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

内
容
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
そ
の
時
分
時

分
に
、
人
に
請
わ
れ
る
が
ま
ま
に
書
き
記
し
与
え
た
た

め
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
横
山
健
堂
（
達
三
）
氏 

7 

に
よ
れ
ば
、
松
浦
家
に
『
多
気
志
楼
蔵
泉
譜
』
と
い
う

書
籍
が
伝
わ
り
、
そ
の
一
章
に
「
近
代
大
銭
」
と
題
さ

れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
御
代
之
光
』
を
抜
粋
し

た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　

平
尾
氏
は
、
こ
の
『
御
代
之
光
』
の
元
治
本
よ
り
、

箱
館
通
宝
・
細
倉
当
百
・
秋
田
波
銭
・
銅
山
至
宝
・
秋

田
鍔
銭
・
上
州
鉛
切
手
銭
に
関
わ
る
記
述
を
引
用
し
、『
昭

和
泉
譜
』
に
お
い
て
自
ら
も
解
説
を
加
え
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
同
氏
が
『
御
代
之
光
』
を
鋳
造
関

連
の
史
料
無
き
地
方
貨
幣
の
傍
証
の
一
つ
と
し
て
位
置

付
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
て
、『
御
代
之
光
』
に
お
い
て
、
仙
台
小
槌
銀
が
ど

の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
か
は
、
先
に
挙
げ
た
『
日

本
貨
幣
図
史
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い

る
（
史
料
②
） 8 

。

【
史
料
②
】 9 

小
槌
銀
、
銀
重
二
匁
、
奥
州
仙
台
に
於
て
御
領
内
通
用

（原寸の約2.5 倍大） （原寸の約2.5 倍大）

【図①】仙台小槌銀「仙」極印落現存事例 2 【図②】同「仙」「文久」極印落現存事例 3 


