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（
一
両
小
判
、
一
分
金
、
一
朱
金
な
ど

で
、
こ
れ
ら
は
貨
幣
の
価
値
単
位
に
転

じ
た
）
制
度
の
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
に
甲
州
で

金
貨
の
使
用
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
徳
川
家
が
甲
州
を
領
有
し
た
後
、

そ
の
地
の
守
随
し
ゅ
ず
い

秤ば
か
り

を
関
東
一
円
の
標
準

と
し
て
採
用
し
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る

と
、
そ
の
つ
な
が
り
は
否
定
で
き
ま
せ

ん
。銀

貨
の
ほ
う
は
甲
州
に
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
江
戸

時
代
に
な
っ
て
も

重
量
を
一
定
に
し

な
い
ま
ま
の
丁
銀

や
豆
板
銀
と
し
て

続
き
ま
し
た
。
そ

れ
を
五
〇
〇
匁
で

厳
封
し
、
中
身
を

保
証
す
る
印
が
押

さ
れ
た
形
で
用
い

戦
国
時
代
に
は
そ
れ
ま
で
の
宋
銭
・

明
銭
に
加
え
て
、
い
く
つ
か
の
地
域
で

高
額
貨
幣
で
あ
る
金
貨
や
銀
貨
の
使
用

が
始
ま
り
ま
し
た
。
金
貨
や
銀
貨
と
い

っ
て
も
そ
れ
ら
し
く
形
を
整
え
た
も
の

で
は
な
く
、
金
や
銀
を
粒
状
に
丸
め
た

り
平
た
く
打
ち
延
ば
し
た
り
し
た
も
の

を
秤
っ
て
、
地
金
の
価
値
で
売
買
に
用

い
た
も
の
で
す
。

戦
国
時
代
の
金
貨
で
有
名
な
の
は
甲

州
金
で
、
当
初
は
粒
状
や
打
ち
延
ば
し

た
だ
け
の
も
の
で
し
た
が
、
江
戸
時
代

に
入
る
こ
ろ
か
ら
量
目
や
鋳
造
者
の
印

を
刻
し
た
も
の
が
作
ら
れ
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
唯
一
の
領
国
金
貨
と
し
て
流

通
を
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
甲
州
金
の
一

両
が
四
分
、
一
分
が
四
朱
（
銖
）
と
い

う
単
位
は
当
時
の
重
量
単
位
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
江
戸
幕
府
の
金
貨

戦
国
時
代
、
各
地
の
戦
国
武
将
た
ち
は
、
軍
資
金
確
保
の
た
め
鉱
山
を
積
極
的
に
開
発
し
、
金
、
銀
の
生
産
量
は
飛
躍

的
に
増
大
し
ま
し
た
。
甲
斐
の
武
田
氏
の
甲
州
金
は
、
日
本
の
金
貨
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ
、
武
田
家
滅
亡
の
悲
話
と
と
も

に
、
多
く
の
黄
金
伝
説
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
黒
川
金
山
は
採
掘
量
が
多
く
、
戦
国
最
強
と
評
さ
れ
る
武

田
軍
の
財
政
を
陰
で
支
え
た
と
さ
れ
ま
す
。
金
山
の
経
営
に
あ
た
っ
て
い
た
「
金
山

か
な
や
ま

衆し
ゅ
う
」
は
、
武
士
も
兼
ね
た
最
高

の
技
術
を
持
っ
た
職
業
集
団
で
あ
り
、
戦
の
際
に
は
工
作
部
隊
と
し
て
の
任
務
に
も
就
い
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
黒
川
金
山
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
伝
説
の
通
り
、
武
田
信
玄
の
時
代
に
金
山
が
全
盛
期
を
迎
え
て
い

た
こ
と
を
実
証
さ
れ
た
今
村
啓
爾
先
生
に
、
当
時
の
金
山
の
実
像
を
よ
み
が
え
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

貨
幣
の
歴
史
学

4

監
修
／
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教
授

桜
井
英
治

甲州金は長く鋳造された金貨であり、
古甲金と、元禄8年（1695年）以後
改鋳された新甲金に分けられる。山
梨県勝沼町福地で出土したこの粒金
と判金は、古甲金誕生前夜のものと
みられる（写真提供：今村啓爾氏）。

戦
国
金
山
伝
説
の
実
像

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
教
授

今
村
啓
爾

日
本
の
金
貨
の
ル
ー
ツ
　

甲
州
金

黒川金山は、山梨県の東北部に位置する。昼な
お暗い樹木の生い茂った山の斜面での測量や発
掘作業は困難を極めた（写真提供：今村啓爾氏）。

｜
｜
戦
国
時
代
に
お
け
る
金
銀
貨
幣
の
形
成
と
鉱
山
開
発

甲斐武田氏の領国貨幣のひとつ「露
つゆ

一両金」。甲州金の貨幣単位のうち、
両、分(=1/4両）、朱(=1/4分)が江戸時
代幣制の金貨の単位として踏襲され
た（貨幣博物館所蔵）。



25 NICHIGIN 2007 NO.12

物質資料からどこまで歴史を復元でき
るか考古学の可能性を追求し、日本の
文化の本質をとらえる今村啓爾先生。
主なご著書に『戦国金山伝説を掘る』
（平凡社1997年）など。

ら
れ
て
い
ま
す
。
三
〇
〇
段
を
超
え
る

テ
ラ
ス
の
数
か
ら
み
て
、
最
大
時
の
人

口
は
千
人
近
く
に
及
ん
だ
で
し
ょ
う
。

遺
跡
全
体
の
測
量
調
査
に
続
く
Ａ
〜
Ｉ

の
九
地
点
を
選
定
し
て
行
っ
た
発
掘
調

査
は
、
こ
の
大
遺
跡
の
わ
ず
か
三
〇
〇

分
の
一
の
面
積
を
掘
っ
た
に
す
ぎ
ま
せ

ん
が
、
坑
道
、
鉱
石
の
粉
砕
作
業
場
、

金
の
熔
融
作
業
場
、
管
理
者
の
居
住
地
、

墓
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
鉱
山
町
の

構
造
が
的
確
に
解
明
さ
れ
ま
し
た
。

各
地
点
か
ら
は
当
時
の
生
活
を
物
語

る
様
々
な
遺
物
類
―
―
土
器
・
陶
磁

器
・
銅
銭
・
き
せ
る
・
か
ん
ざ
し
・
刀

子
・
は
さ
み
・
火
打
ち
金
・
つ
り
ば

り
・
碁
石
・
鉄
砲
玉
・
粉
挽
き
臼
・
茶

臼
・
石
仏
台
座
・
五
輪
塔
な
ど
が
出
土

し
ま
し
た
。
近
年
飛
躍
的
に
進
ん
だ

中
・
近
世
陶
磁
器
研
究
の
成
果
を
た
よ

り
に
鉱
山
町
の
年
代
を
推
定
す
る
と
、

一
六
世
紀
前
半
、
一
五
三
〇
年
に
は
出

現
し
て
お
り
、
一
七
世
紀
中
頃
に
姿
を

消
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
全
盛
期

は
伝
説
に
言
う
よ
う
に
武
田
信
玄
の
時

代
だ
っ
た
の
で
す
。

近
年
、
遺
跡
の
発
掘
と
古
文
書
に
よ

る
歴
史
学
の
共
同
研
究
が
盛
ん
に
な
っ

ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
幣
制
の
原
型

に
な
っ
た
戦
国
時
代
金
銀
貨
は
、
大
名

の
鉱
山
開
発
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま

す
が
、
金
貨
や
金
山
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
何
と
い
っ
て
も
甲
斐
武
田
氏
が
有

名
で
、
武
田
氏
の
強
勢
の
理
由
の
ひ
と

つ
が
こ
の
金
に
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
甲
州
金
山
の
代
表

格
と
い
っ
て
よ
い
黒
川
金
山
の
発
掘
調

査
と
地
元
旧
家
に
伝
わ
る
古
文
書
の
研

究
が
明
ら
か
に
し
た
こ
の
鉱
山
の
実
像

を
紹
介
し
、
貴
金
属
貨
幣
の
誕
生
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

黒
川
金
山
遺
跡
は
、
山
梨
県
塩
山
市

の
東
部
、
多
摩
川
源
流
域
に
そ
び
え
る

鶏
冠
山
（
一
七
一
〇
ｍ
）
の
東
面
、
黒

川
谷
の
森
林
中
に
眠
っ
て
い
ま
す
。
今

は
訪
れ
る
人
も
稀
な
深
山
で
す
が
、
足

を
踏
み
入
れ
る
と
、
居
住
地
と
し
て
谷

の
両
岸
に
築
か
れ
た
広
大
な
テ
ラ
ス

群
、
半
ば
埋
も
れ
た
坑
口
、
散
乱
す
る

鉱
石
粉
砕
用
の
石
臼
が
過
去
の
繁
栄
を

語
り
か
け
て
き
ま
す
。
こ
の
廃
墟
の
圧

倒
的
な
規
模
と
保
存
の
良
さ
、
そ
し
て

何
よ
り
も
鉱
山
史
に
お
け
る
重
要
性
に

魅
せ
ら
れ
た
私
が
日
本
史
学
の
桜
井
英

治
氏(

現
東
京
大
学
総
合
文
化
研
究
科

准
教
授)

や
東
大
・
学
習
院
大
・
武
蔵

野
美
大
の
学
生
た
ち
を
誘
っ
て
共
同
調

査
を
開
始
し
た
の
は
一
九
八
六
年
の
こ

と
で
し
た
。
発
掘
調
査
は
、
す
べ
て
の

必
要
機
材
を
人
力
で
担
ぎ
上
げ
、
遺
跡

現
地
に
テ
ン
ト
村
を
設
営
す
る
厳
し
い

作
業
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
森
林
の

中
で
鳥
の
声
に
目
覚
め
、
沢
の
水
で
顔

を
洗
い
、
測
量
や
発
掘
作
業
と
い
う
労

働
が
終
わ
っ
た
夜
は
、
酒
を
酌
み
交
わ

し
、
語
り
合
い
、
眠
く
な
る
と
寝
袋
に

も
ぐ
り
こ
む
生
活
が
今
で
は
懐
か
し
い

思
い
出
で
す
。
調
査
は
夏
だ
け
で
す
が

四
年
間
続
き
、
さ
ら
に
六
年
の
整
理
分

析
を
経
て
、
一
九
九
七
年
に
報
告
書
刊

行
に
こ
ぎ
着
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

（
黒
川
金
山
遺
跡
研
究
会
『
甲
斐
黒
川

金
山
』
塩
山
市
一
九
九
七
年
）。
ま
た

そ
の
歴
史
的
重
要
性
が
文
化
庁
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
、
同
年
国
の
史
跡
に
指
定

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
遺
跡
の
調
査
、

記
録
に
携
わ
っ
た
者
と
し
て
と
く
に
嬉

し
い
こ
と
で
し
た
。

「
黒
川
千
軒
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
る

鉱
山
町
の
規
模
が
、
黒
川
の
谷
に
沿
っ

て
上
下
六
〇
〇
ｍ
、
最
大
幅
三
〇
〇
ｍ

に
及
ぶ
こ
と
は
、
居
住
用
テ
ラ
ス
と
そ

の
土
留
め
の
石
垣
の
分
布
に
よ
っ
て
知

鉱
山
町
の
実
態

古
文
書
研
究
と
考
古
学
の
協
力

Ａ地点の坑口前での発掘作業風景。陶磁器の破片や銅銭、キ
セルなど生々しい生活を感じさせる遺物が次々と出土した
（右）。Ｄ地点からは熔融物が付着したかわらけと炭が多数出
土し、製錬その他に関係した火を使った作業場であったと考
えられている（上）（写真提供：今村啓爾氏）。

黒川千軒全体図と発掘地点（『戦国金山
かなやま

伝説を掘る』平凡社より抜粋）。
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て
い
ま
す
が
、
黒
川
金
山
の
調
査
で
は

こ
の
協
力
が
計
画
的
に
行
わ
れ
、
と
り

わ
け
大
き
な
成
功
を
収
め
ま
し
た
。
古

文
書
研
究
が
金
山
の
社
会
や
組
織
を
解

明
し
た
の
に
対
し
、
考
古
学
は
鉱
山
の

規
模
・
物
質
文
化
・
技
術
面
を
解
明

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
と
す
る
分
野
で

力
を
発
揮
し
て
、
こ
の
鉱
山
の
歴
史
を

よ
み
が
え
ら
せ
た
の
で
す
。

遺
跡
現
地
の
発
掘
結
果
は
、
断
片
的

な
古
文
書
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
推
定
さ

れ
た
こ
の
鉱
山
の
盛
衰
と
よ
く
一
致
し

ま
す
。
た
だ
唯
一
の
、
そ
し
て
重
要
な

例
外
は
、
こ
の
金
山
の
最
盛
期
が
古
文

書
の
残
さ
れ
て
い
な
い
、
記
録
以
前
の

時
期
に
あ
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
考
古

学
調
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
事
実
で
す
。

考
古
学
に
は
そ
の
対
象
と
す
る
時
代

や
遺
跡
の
性
質
に
よ
っ
て
研
究
の
鍵
と

な
る
種
類
の
遺
物
が
あ
り
ま
す
が
、
鉱

山
の
考
古
学
の
場
合
そ
れ
は
鉱
石
の
粉

砕
用
石
臼
で
す
。
地
味
な
遺
物
で
す
が
、

ど
こ
の
鉱
山
で
も
大
量
に
用
い
ら
れ
、

固
い
鉱
石
の
粉
砕
作
業
で
消
耗
し
て
大

量
に
捨
て
ら
れ
、
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
点
に
注
目
し
た
私
は
、
黒
川
千
軒
遺

跡
の
調
査
と
並
行
し
て
全
国
二
〇
以
上

の
鉱
山
遺
跡
で
鉱
山
臼
を
調
査
し
、
次

の
よ
う
な
変
遷
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

ま
ず
鉱
石
を
自
然
の
平
石
の
上
に
置
き
、

手
に
持
っ
た
磨
り
石
で
す
り
潰
す
と
い

う
原
始
的
な
方
法
か
ら
始
ま
り
、
次
に

回
転
式
の
臼
が
こ
れ
に
代
わ
り
ま
す
。

そ
し
て
一
七
世
紀
の
初
頭
に
は
回
転
式

の
臼
に
軸
受
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
主
要
な
変
化
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
と

細
か
い
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
黒

川
の
石
臼
は
第
一
段
階
の
も
の
が
主
で
、

第
二
段
階
の
も
の
が
少
し
あ
り
ま
す
。

第
三
段
階
の
も
の
は
佐
渡
相
川
金
山
な

ど
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

微
粉
砕
し
た
鉱
石
は
流
水
に
よ
っ
て

選
鉱
さ
れ
、
得
ら
れ
た
金
粒
は
、
日
常

生
活
で
用
い
ら
れ
た
の
と
同
じ
何
の
変

哲
も
な
い
土
器
の
皿
で
熔
融
し
、
金
餅

状
に
さ
れ
ま
し
た
。
黒
川
金
山
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
粗
末
な
道
具
立
て
は
、

当
時
ま
だ
鉱
山
用
具
と
し
て
特
別
な
も

の
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
試
行
錯
誤
で

金
の
採
掘
・
製
錬
が
開
始
さ
れ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
で
独
自

に
金
の
坑
道
掘
り
が
開
始
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
最
終
的
な
金
の

熔
融
作
業
が
小
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
考
古
学
調
査
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、

金
山
衆
と
い
う
鉱
山
稼
業
者
が
豪
農
と

未
分
化
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
古
文

書
調
査
の
結
果
と
も
合
致
し
ま
す
。
い

ず
れ
も
近
世
の
専
門
化
し
た
鉱
山
経
営

と
は
異
な
る
古
い
側
面
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

金
山
衆
は
そ
の
ト
ン
ネ
ル
掘
削
技
術

を
か
わ
れ
、
戦
争
に
お
け
る
特
殊
工
作

部
隊
と
し
て
も
活
躍
し
、
や
が
て
武
士

と
し
て
の
身
分
を
獲
得
し
て
い
き
ま

す
。
し
か
し
あ
く
ま
で
鉱
山
経
営
者
と

し
て
の
道
を
進
も
う
と
し
た
金
山
衆
も

い
ま
し
た
。
多
様
な
性
格
を
合
わ
せ
も

っ
た
金
山
衆
も
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の

社
会
変
化
の
中
で
、
官
吏
・
農
民
・
鉱

山
経
営
者
・
職
人
と
し
て
の
身
分
の
明

確
化
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

黒
川
金
山
は
勝
頼
が
武
田
家
を
継
い

だ
一
六
世
紀
末
に
は
急
速
に
衰
退
し
、

有
力
金
山
衆
は
こ
の
地
を
去
り
ま
し

た
。
一
七
世
紀
、
江
戸
時
代
に
入
る
と

も
は
や
金
は
産
出
し
な
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、
金
山
再
興
を
願
っ
て
居
残
っ
た

金
掘
り
た
ち
は
、
土
木
工
事
の
請
負
な

ど
で
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た
。
有
名

な
猿
橋
の
掛
け
替
え
工
事
な
ど
に
特
殊

技
能
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
重
要
な
の
は
、

黒
川
な
ど
甲
州
で
開
発
さ
れ
た
技
術
が

江
戸
時
代
に
各
地
の
鉱
山
に
応
用
さ

れ
、
一
七
世
紀
の
日
本
を
世
界
有
数
の

金
銀
産
出
国
に
変
え
、
江
戸
幕
府
の
財

政
確
立
に
貢
献
し
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、

黒
川
出
身
の
永
田
茂
右
衛
門
の
常
陸
の

国
の
用
水
工
事
に
お
け
る
活
躍
は
、
こ

の
鉱
山
で
生
ま
れ
た
技
術
が
水
田
開
発

に
も
応
用
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

鉱
山
技
術
の
展
開

沢の中の石臼。鉱石の磨り潰しに使用し、その面にドーナッツ型の磨り減りができているのが
見て取れる（右）。金を溶融した土器内部に残る金粒（左）。得られた金粒は素焼きのかわらけ
で熔融して粒金にされた（写真提供：今村啓爾氏）。

独
自
に
開
拓
さ
れ
た
鉱
山
技
術
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ま
す
。
遺
跡
現
地
で
も
水
抜
き
の
坑
道

と
み
ら
れ
る
も
の
の
存
在
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
坑
道
掘
削
技
術
と
用
水

工
事
の
技
術
は
双
子
の
関
係
に
あ
っ
た

と
い
え
ま
す
。
貨
幣
の
歴
史
を
考
え
る

際
に
も
、
そ
れ
を
支
え
る
こ
の
よ
う
な

多
く
の
技
術
者
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。

赤字=日本 黒字=世界 

 
 
●明、撰銭行為盛んに 
 
 
1479 スペイン王国成立 
 
 
 
1492 コロンブス、 アメリカ到達 
●明中期、偽「古銭」の私鋳が流行 
 
 
●大航海時代による国際商業の活発化 
1510 ポルトガル、ゴア占領 
1517 ルターの宗教改革 
1519 ヨアヒムスターレル銀貨発行 
1519～22 マゼラン、世界周航 
 
 
 
1534 イエズス会創立 
1540頃 明、大量の銀流入、銀遣いへの傾斜 
 
 
 
 
 
 
1557頃 ポルトガル、マカオ居住権獲得 
 
 
1567年前後 明軍による倭寇の拠点制圧 
 
1571 スペイン人、マニラ建設 
1570年代 中国への南米銀流入開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1588 イギリスがスペイン無敵艦隊を破る 
 
 
 
 
 
 
1600 イギリス、東インド会社設立 
 

 

西暦� 日本・世界 

1467 応仁の乱 
 
●私鋳銭の著しい増加、撰銭行為盛んに 
 
 
 
1485 最初の撰銭令（周防大内氏） 
 
 
 
1500～13 幕府、撰銭令発令を繰り返す 
●東日本で金山開発はじまる 
 
 
 
 
 
1523 寧波の乱 
●黒川金山全盛期を迎える 
1533 石見銀山に灰吹法が導入される 
 
 
1542～69 幕府諸侯しばしば撰銭令布令 
1543 鉄砲が伝わる 
1547 最後の勘合船出発 
1549 ザビエル、キリスト教を伝える 
●武田氏領国で「甲州金」使用される 
●倭寇の活動活発化（後期倭寇） 
 
1560 桶狭間の戦い 
 
 
1569 織田信長、撰銭令 
 
 
1570年代 銀による建値始まる 
1573 室町幕府滅亡 
1575 長篠の合戦 
1576 織田信長安土城築城 
 
1582 本能寺の変 
1582～98 太閤検地 
●石高制の確立 
1584 スペイン人平戸来航（貿易開始） 
1588 海賊取締令（倭寇の禁止） 
1588 豊臣秀吉、「天正大判」鋳造 
 
1590 秀吉全国統一完成 
1592 秀吉朝鮮出兵（文禄の役） 
 
1597 秀吉朝鮮出兵（慶長の役） 
●伊勢国で山田羽書流通 
1600 関ヶ原の戦い 
 
1601 慶長金銀貨発行 
1603 江戸幕府成立 
 
 

室
町 
安
土
・
桃
山 

江 

戸 

戦
　
国 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1600

1550

 

戦
国
大
名
は
富
国
強
兵
を
図
り
、
競
っ
て
領
内

の
鉱
山
開
発
を
進
め
た
。
こ
の
時
代
に
進
歩
し
た

鉱
山
技
術
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
鉱
山
開
発
ブ
ー

ム
と
結
び
つ
き
、
日
本
は
世
界
有
数
の
鉱
産
国
と

な
っ
て
い
く
。
江
戸
時
代
の
初
め
、
日
本
の
銀
輸

出
量
は
一
年
に
二
〇
万
kg
に
も
達
し
、
全
世
界
の

産
額
の
三
分
の
一
を
占
め
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
一
五
七
〇
年
前
後
に
お
き
た
中
国
か
ら

の
銅
銭
供
給
の
途
絶
に
よ
り
、
銭
経
済
は
破
綻
。

西
日
本
で
は
、
銭
経
済
が
放
棄
さ
れ
そ
れ
に
代
わ

る
支
払
い
手
段
と
し
て
一
時
的
に
米
が
使
用
さ
れ

た
の
ち
、
銀
遣
い
に
急
速
に
転
換
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
、
大
内
氏
や
大
友
氏
な
ど
西
日
本
の
戦
国

大
名
の
多
く
が
、
銀
を
国
際
通
貨
と
す
る
東
ア
ジ

ア
貿
易
に
直
接
参
入
し
て
い
た
こ
と
や
、
石
見
大

森
の
ほ
か
、
但
馬
生
野
な
ど
主
要
銀
山
が
西
日
本

に
集
中
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
影
響
し
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
外
国
貿
易
に
か
か

わ
る
大
名
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
東
日
本
で

は
、
甲
斐
の
黒
川
、
駿
河
、
伊
豆
、
佐
渡
相
川
金

銀
山
な
ど
の
良
好
な
金
山
を
背
景
に
、
金
遣
い
へ

と
向
か
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
時
代
、
上
杉
・
武
田
氏
な
ど
の
戦
国
大
名

は
領
国
貨
幣
と
し
て
、
品
位
の
み
が
標
準
化
さ
れ

た
秤
量
貨
幣
で
あ
る
金
貨
を
鋳
造
し
て
い
る
。
豊

臣
氏
の
発
行
し
た
天
正
大
判
は
量
目
・
品
位
と
も

一
定
に
鋳
造
さ
れ
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
賞
賜
・
贈
答

用
で
あ
り
通
貨
と
し
て
の
機
能
は
乏
し
か
っ
た
。

そ
ん
な
中
、
徳
川
氏
は
一
六
世
紀
末
に
は
、
の
ち

の
金
座
支
配
人
・
後
藤
庄
三
郎
に
領
内
向
け
の
小

判
や
一
分
金
を
鋳
造
さ
せ
て
お
り
、
三
貨
制
度
の

確
立
に
向
け
た
動
き
は
既
に
開
始
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

分銅
ふんどう

金。戦など非常時の備
蓄用として鋳造されたとい
われる重量100匁（375g）
の金塊（上）。秀吉がつく
らせた天正大判。この大判
は長径約17cm、短径約
10cmある（右）。

甲州金の一分金（15×15mm・左）と糸目金（8×5mm・右）。
語源は諸説あるが、「太鼓判を押す」は、甲州金に太鼓
の皮を留める鋲のような装飾があるもの（＝太鼓判）が
存在したことから、甲州金の品質の高さに基づいて生ま
れたという説がある。また、「金に糸目をつけない」は、
甲州金の端数単位である「糸目」をつけないという意味
が転じて、金品を惜しげもなく使うという意味になった
という説もある。


