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輸出銅は「御用銅」と呼ばれた。

山脇　滋　氏

越中　哲也　氏

長さ60cm～1ｍのものも。

輸出用棹銅
長さ25cm、直径2cm、重さ300g

輸
出
銅
が
な
ぜ

大
阪
で
精
錬
さ

れ
た
も
の
に
限

定
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。住
友
金

属
工
業（
株
）、

住
友
商
事（
株
）

の
要
職
を
勤
め
た
後
、長
崎
の
歴
史
研
究
に
携
わ
る
山
脇
滋

氏
に
う
か
が
っ
た
。

　「
当
時
の
冶
金
技
術
は
未
熟
だ
っ
た
た
め
銅
鉱
石
中
に
含

ま
れ
る
銀
を
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、銀
を
含
ん
だ
ま
ま

銅
は
輸
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、住
友
政
友

の
姉
婿
、蘇
我
理
右
衛
門
は
南
蛮
人
に
原
理
を
聞
き
、苦
心

の
末
、銅
か
ら
銀
や
不
純
物
を
取
り
除
く
精
錬
法「
南
蛮
吹

き
」を
開
発
し
ま
し
た
。技
術
は
大
阪
の
同
業
者
に
伝
授
さ

れ
た
た
め
、大
阪
は
銅
精
錬
の
中
心
地
と
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
、銀
の
国
外
流
出
を
防
ぎ
た
か
っ
た
幕
府
は
、南
蛮
吹
き

で
処
理
し
た
棹
銅
を
輸
出
銅
に
指
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
」

　
大
阪
の
住
友
の
出
店（
屋
号
：
泉
屋
）は
画
期
的
な
精
錬

技
術
に
よ
っ
て
銅
の
取
扱
量
を
増
や
し
て
い
き
、一六
八
○
年

頃
に
は
、長
崎
に
も
出
店
を
設
け
た
。そ
の
出
店
の
跡
地
が

長
崎
の
浦
五
島
町（
現
五
島
町
）に
あ
る
と
聞
き
、今
回
、長

崎
歴
史
文
化
協
会
の
方
々
の
案
内
に
よ
って
、そ
の
地
を
訪
ね

て
み
た
。

　
か
つ
て
は
海
に
面
し
た
と
い
う
長
崎
出
店
の
跡
地
は
、現
在

は
ビ
ル
の
建
ち
並
ぶ一角
と
な
っ
て
い
る
。敷
地
の
周
囲
を
歩
い

て
み
た
と
こ
ろ
、そ
の
面
積
は
予
想
以
上
に
広
く
、銅
蔵
や
銅

掛
場（
帳
場
）な
ど
を
備
え
た
か
な
り
の
規
模
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。大
阪
か
ら
船
で
運
ば
れ
た
棹
銅
は
出
店

の
銅
蔵
に
いっ
た
ん
収
め
ら
れ
、手
続
き
を
経
て
出
島
か
ら
輸

出
さ
れ
た
よ
う
だ
。

　「
住
友
の
出
店
は
幕
末
に
撤
退
す
る
ま
で
の
二
百
年
間
に

　
　

　
こ
こ
に一枚
の
絵
が
あ
る
。

　
日
本
の
役
人
と
西
洋
人
の
前
で
銅
が
計
量
さ
れ
、次
々
と

箱
に
つ
め
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
は
江
戸
時
代
の
銅
輸
出
の
様
子

で
あ
る
。そ
の
賑
わ
い
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
ほ
ど
、や
り
と

り
は
活
気
に
満
ち
て
い
る
。

　
鎖
国
時
代
、日
本
唯
一の
国
際
貿
易
都
市
と
し
て
栄
え
た

の
が
長
崎
で
あ
る
。海
に
浮
か
ぶ
扇
形
の
出
島
を
は
じ
め
と

し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
国
の
品
物
が
行
き
交
っ
た
。な
か
で
も
銅

は
、一七
世
紀
後
半
以
降
、そ
れ
ま
で
の
銀
に
代
わ
っ
て
、輸
出

品
の
中
心
と
な
って
い
た
。最
盛
期
に
は
年
間
約
三
千
〜
五
千

四
百
ト
ン（
五
百
万
〜
九
百
万
斤
）の
銅
が
輸
出
さ
れ
、一六
九

七
年
に
は
、日
本
の
産
銅
は
約
六
千
ト
ン（
一千
万
斤
）と
世
界

一
を
記
録
し
た
。輸
出
さ
れ
た
銅
は
ア
ジ
ア
各
地
で
取
引
さ

れ
、日
本
の
銅
は
世
界
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　
そ
の
銅
は
、出
島
を
拠
点
と
し
て
、ど
の
よ
う
に
し
て
輸
出

が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。長
崎
歴
史
文
化
協
会
理
事

長
の
越
中
哲
也
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。越
中
先
生
は
地

元
の
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
も
広
く
活
躍
し
、講
演・著
書
も
多

数
手
が
け
る
、長
崎
の
歴
史・文
化
研
究
の
第
一人
者
で
あ
る
。

　「
長
崎
に
は「
銅
座
」と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、こ

の
場
所
は
銅
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
吹
所
が
設
置
さ
れ
た
こ

と
か
ら
こ
の
名
が
付
き
ま
し
た
。な
ん
ら
か
の
銅
の
加
工
を

行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
、輸
出
用
銅
は
全
て

大
阪
で
精
錬
さ
れ
た
銅
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、大
阪
の
棹
銅

が
長
崎
に
運
ば
れ
、輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　「
棹
銅
」

と
は
細
長

い
銅
の
イ
ン

ゴ
ッ
ト
の
こ

と
で
、そ
の

形
状
か
ら

呼
ば
れ
た

名
で
あ
る
。

謎をひもとく
長崎出島から世界へ渡った銅

世
界
一の
銅
輸
出
国

謎
に
包
ま
れ
た
長
崎
商
人
の
活
躍

わ
た
っ
て
、長
崎
の
地
で
銅
の
輸
出
に
深
く
関
わ
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。役
人
に
関

す
る
資
料
は
多
く
あ
る
の
で
す
が
、町
人
は
公
の
文
書
に
は

記
録
さ
れ
な
い
た
め
で
す
。ま
た
、不
思
議
な
こ
と
に
住
友
が

用
い
た
屋
号「
泉
屋
」が
資
料
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。正
確
に
は

一
店
あ
る
の
で
す
が
、住
友
と
の
関
係
性
は
薄
い
よ
う
で
す
。

な
ぜ
大
阪
で
用
い
た
屋
号
が
長
崎
で
は
な
い
の
か
、謎
だ
ら
け

と
言
って
い
い
で
し
ょ
う
」

　
長
崎
の
町
人
文
化
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
と
越
中

先
生
は
話
す
。

　
長
崎
は
商
人
に
よ
っ
て
繁
栄
し
た
街
で
あ
る
。幕
府
は
重

要
な
貿
易
拠
点
で
あ
る
長
崎
を
直
轄
領
で
あ
る「
天
領
」と

し
た
。天
領
に
は
殿
様
が
お
ら
ず
、少
人
数
の
奉
行
や
代
官
に

よ
る
ゆ
る
や
か
な
支
配
下
の
な
か
、大
商
人
か
ら
小
商
人
ま

で
そ
の
資
力
に
応
じ
て
貿
易
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、近
隣
の
私
領
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
長

崎
は
大
い
に
繁
栄
し
た
の
で
あ
る
。な
ん
と
今
で
い
う
ボ
ー
ナ

ス
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。「
か
し
ょ
銀
」、「
か
ま
ど

銀
」と
いっ
て
、長
崎
会
所
に
集
ま
っ
た
貿
易
の
利
益
か
ら
幕

府
へ
の
運
上
金
や
役
人
ら
の
給
与
が
差
し
引
か
れ
、残
り
の一

部
が
町
人
に
配
ら
れ
た
。身
分
制
度
の
厳
し
い
封
建
社
会
で

は
め
ず
ら
し
い
制
度
で
あ
る
。

　
異
国
文
化
を
う
ま
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、商
売
へ
と
結
び

付
け
て
いっ
た
長
崎
の
商
人
。年
中
行
事
に
費
や
す
エ
ネ
ル

ギ
ー
も
大
き
く
、秋
の
大
祭「
長
崎
く
ん
ち
」は
江
戸
時
代
か

ら
豪
華
絢
爛
な
祭
礼
と
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。坂
本
龍
馬
は

じ
め
、得
体
の
知
れ
な
い
脱
藩
浪
士
た
ち
の
声
に
、最
初
に
耳

を
傾
け
た
の
も
長
崎
の
商
人
だ
っ
た
。し
か
し
残
念
な
が
ら
、

多
く
は
名
前
も
所
在
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。今
日
知
ら
れ
て
い

る
の
は
後
世
の
人
間
が
地
道
に
調
べ
上
げ
た
結
果
、足
跡
が

浮
か
び
上
が
っ
た
人
物
だ
け
だ
と
い
う
。

　
一体
ど
ん
な
魅
力
的
な
人
物
が
銅
の
貿
易
に
携
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。商
才
に
長
け
、人
生
を
楽
し
み
、街
を
繁
栄
さ
せ
た

長
崎
の
商
人
。冒
頭
の
銅
貿
易
の
絵
を
み
る
と
、活
気
あ
る

そ
の
声
が
今
に
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　

南蛮吹きの技法を説明している
『鼓銅図録』（左）
と昭和58年に映画製作のため
に再現された南蛮吹き（右）

一部復元された出島跡
出島は明治以降に埋め立てが進み、海に浮かぶ
扇形の出島は原形が失われ、市街地に埋もれて
しまったが、最近ではこの復元が進められている。

銅
座
跡
と
現
在
も

　
　そ
の
名
が
残
る
銅
座
町

長崎惣町絵図
○印は住友の出店があったところ
（長崎歴史文化博物館所蔵）

出
島

さ
お
ど
う

そ
が
　
り
え
も
ん

で
み
せ

周辺は幕府の藩邸で、
その中でも特に広かっ
たのが住友の出店

住
友
出
店
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輸出銅は「御用銅」と呼ばれた。

山脇　滋　氏

越中　哲也　氏

長さ60cm～1ｍのものも。

輸出用棹銅
長さ25cm、直径2cm、重さ300g

輸
出
銅
が
な
ぜ

大
阪
で
精
錬
さ

れ
た
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の
に
限

定
さ
れ
る
よ
う

に
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っ
た
の
だ
ろ

う
か
。住
友
金

属
工
業（
株
）、

住
友
商
事（
株
）

の
要
職
を
勤
め
た
後
、長
崎
の
歴
史
研
究
に
携
わ
る
山
脇
滋

氏
に
う
か
が
っ
た
。

　「
当
時
の
冶
金
技
術
は
未
熟
だ
っ
た
た
め
銅
鉱
石
中
に
含

ま
れ
る
銀
を
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、銀
を
含
ん
だ
ま
ま

銅
は
輸
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、住
友
政
友

の
姉
婿
、蘇
我
理
右
衛
門
は
南
蛮
人
に
原
理
を
聞
き
、苦
心

の
末
、銅
か
ら
銀
や
不
純
物
を
取
り
除
く
精
錬
法「
南
蛮
吹

き
」を
開
発
し
ま
し
た
。技
術
は
大
阪
の
同
業
者
に
伝
授
さ

れ
た
た
め
、大
阪
は
銅
精
錬
の
中
心
地
と
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
、銀
の
国
外
流
出
を
防
ぎ
た
か
っ
た
幕
府
は
、南
蛮
吹
き

で
処
理
し
た
棹
銅
を
輸
出
銅
に
指
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
」

　
大
阪
の
住
友
の
出
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屋
号
：
泉
屋
）は
画
期
的
な
精
錬

技
術
に
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っ
て
銅
の
取
扱
量
を
増
や
し
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い
き
、一六
八
○
年

頃
に
は
、長
崎
に
も
出
店
を
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け
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出
店
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跡
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が

長
崎
の
浦
五
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町（
現
五
島
町
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あ
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と
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回
、長

崎
歴
史
文
化
協
会
の
方
々
の
案
内
に
よ
って
、そ
の
地
を
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ね

て
み
た
。

　
か
つ
て
は
海
に
面
し
た
と
い
う
長
崎
出
店
の
跡
地
は
、現
在

は
ビ
ル
の
建
ち
並
ぶ一角
と
な
っ
て
い
る
。敷
地
の
周
囲
を
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い

て
み
た
と
こ
ろ
、そ
の
面
積
は
予
想
以
上
に
広
く
、銅
蔵
や
銅

掛
場（
帳
場
）な
ど
を
備
え
た
か
な
り
の
規
模
の
も
の
で
あ
っ

た
と
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え
ら
れ
る
。大
阪
か
ら
船
で
運
ば
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た
棹
銅
は
出
店

の
銅
蔵
に
いっ
た
ん
収
め
ら
れ
、手
続
き
を
経
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ら
輸

出
さ
れ
た
よ
う
だ
。

　「
住
友
の
出
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は
幕
末
に
撤
退
す
る
ま
で
の
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間
に

　
　

　
こ
こ
に一枚
の
絵
が
あ
る
。

　
日
本
の
役
人
と
西
洋
人
の
前
で
銅
が
計
量
さ
れ
、次
々
と

箱
に
つ
め
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
は
江
戸
時
代
の
銅
輸
出
の
様
子

で
あ
る
。そ
の
賑
わ
い
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
ほ
ど
、や
り
と

り
は
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
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国
時
代
、日
本
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際
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易
都
市
と
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て
栄
え
た

の
が
長
崎
で
あ
る
。海
に
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ぶ
扇
形
の
出
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を
は
じ
め
と

し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
国
の
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物
が
行
き
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っ
た
。な
か
で
も
銅

は
、一七
世
紀
後
半
以
降
、そ
れ
ま
で
の
銀
に
代
わ
っ
て
、輸
出

品
の
中
心
と
な
って
い
た
。最
盛
期
に
は
年
間
約
三
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〜
五
千
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百
ト
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五
百
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〜
九
百
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が
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出
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れ
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九
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に
は
、日
本
の
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銅
は
約
六
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ト
ン（
一千
万
斤
）と
世
界

一
を
記
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た
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は
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で
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れ
、日
本
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銅
は
世
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に
影
響
を
与
え
て
い
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と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　
そ
の
銅
は
、出
島
を
拠
点
と
し
て
、ど
の
よ
う
に
し
て
輸
出

が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。長
崎
歴
史
文
化
協
会
理
事

長
の
越
中
哲
也
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。越
中
先
生
は
地

元
の
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
も
広
く
活
躍
し
、講
演・著
書
も
多

数
手
が
け
る
、長
崎
の
歴
史・文
化
研
究
の
第
一人
者
で
あ
る
。

　「
長
崎
に
は「
銅
座
」と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、こ

の
場
所
は
銅
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
吹
所
が
設
置
さ
れ
た
こ

と
か
ら
こ
の
名
が
付
き
ま
し
た
。な
ん
ら
か
の
銅
の
加
工
を

行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
、輸
出
用
銅
は
全
て

大
阪
で
精
錬
さ
れ
た
銅
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、大
阪
の
棹
銅

が
長
崎
に
運
ば
れ
、輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　「
棹
銅
」

と
は
細
長

い
銅
の
イ
ン

ゴ
ッ
ト
の
こ

と
で
、そ
の

形
状
か
ら
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ば
れ
た
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で
あ
る
。

謎をひもとく
長崎出島から世界へ渡った銅
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に
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ま
れ
た
長
崎
商
人
の
活
躍

わ
た
っ
て
、長
崎
の
地
で
銅
の
輸
出
に
深
く
関
わ
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。役
人
に
関

す
る
資
料
は
多
く
あ
る
の
で
す
が
、町
人
は
公
の
文
書
に
は

記
録
さ
れ
な
い
た
め
で
す
。ま
た
、不
思
議
な
こ
と
に
住
友
が

用
い
た
屋
号「
泉
屋
」が
資
料
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。正
確
に
は

一
店
あ
る
の
で
す
が
、住
友
と
の
関
係
性
は
薄
い
よ
う
で
す
。

な
ぜ
大
阪
で
用
い
た
屋
号
が
長
崎
で
は
な
い
の
か
、謎
だ
ら
け

と
言
って
い
い
で
し
ょ
う
」

　
長
崎
の
町
人
文
化
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
と
越
中

先
生
は
話
す
。

　
長
崎
は
商
人
に
よ
っ
て
繁
栄
し
た
街
で
あ
る
。幕
府
は
重

要
な
貿
易
拠
点
で
あ
る
長
崎
を
直
轄
領
で
あ
る「
天
領
」と

し
た
。天
領
に
は
殿
様
が
お
ら
ず
、少
人
数
の
奉
行
や
代
官
に

よ
る
ゆ
る
や
か
な
支
配
下
の
な
か
、大
商
人
か
ら
小
商
人
ま

で
そ
の
資
力
に
応
じ
て
貿
易
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、近
隣
の
私
領
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
長

崎
は
大
い
に
繁
栄
し
た
の
で
あ
る
。な
ん
と
今
で
い
う
ボ
ー
ナ

ス
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。「
か
し
ょ
銀
」、「
か
ま
ど

銀
」と
いっ
て
、長
崎
会
所
に
集
ま
っ
た
貿
易
の
利
益
か
ら
幕

府
へ
の
運
上
金
や
役
人
ら
の
給
与
が
差
し
引
か
れ
、残
り
の一

部
が
町
人
に
配
ら
れ
た
。身
分
制
度
の
厳
し
い
封
建
社
会
で

は
め
ず
ら
し
い
制
度
で
あ
る
。

　
異
国
文
化
を
う
ま
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、商
売
へ
と
結
び

付
け
て
いっ
た
長
崎
の
商
人
。年
中
行
事
に
費
や
す
エ
ネ
ル

ギ
ー
も
大
き
く
、秋
の
大
祭「
長
崎
く
ん
ち
」は
江
戸
時
代
か

ら
豪
華
絢
爛
な
祭
礼
と
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。坂
本
龍
馬
は

じ
め
、得
体
の
知
れ
な
い
脱
藩
浪
士
た
ち
の
声
に
、最
初
に
耳

を
傾
け
た
の
も
長
崎
の
商
人
だ
っ
た
。し
か
し
残
念
な
が
ら
、

多
く
は
名
前
も
所
在
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。今
日
知
ら
れ
て
い

る
の
は
後
世
の
人
間
が
地
道
に
調
べ
上
げ
た
結
果
、足
跡
が

浮
か
び
上
が
っ
た
人
物
だ
け
だ
と
い
う
。

　
一体
ど
ん
な
魅
力
的
な
人
物
が
銅
の
貿
易
に
携
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。商
才
に
長
け
、人
生
を
楽
し
み
、街
を
繁
栄
さ
せ
た

長
崎
の
商
人
。冒
頭
の
銅
貿
易
の
絵
を
み
る
と
、活
気
あ
る

そ
の
声
が
今
に
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　

南蛮吹きの技法を説明している
『鼓銅図録』（左）
と昭和58年に映画製作のため
に再現された南蛮吹き（右）

一部復元された出島跡
出島は明治以降に埋め立てが進み、海に浮かぶ
扇形の出島は原形が失われ、市街地に埋もれて
しまったが、最近ではこの復元が進められている。

銅
座
跡
と
現
在
も

　
　そ
の
名
が
残
る
銅
座
町

長崎惣町絵図
○印は住友の出店があったところ
（長崎歴史文化博物館所蔵）

出
島

さ
お
ど
う

そ
が
　
り
え
も
ん

で
み
せ

周辺は幕府の藩邸で、
その中でも特に広かっ
たのが住友の出店

住
友
出
店

11 10

ー越中哲也氏が語るー


