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軒
数
で
す
。
天
秤
を
備
え
た
金
銀
両
替

の
店
舗
も
一
軒
あ
り
ま
す
。
銭
屋
の
店

先
で
は
紐ひ

も

に
通
し
た
銭ぜ

に

緡さ
し

を
品
定
め
す

る
武
士
が
描
か
れ
、
そ
こ
で
銀
を
銭
に

両
替
し
て
遣
っ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
都
市
の
日
常
は
貨
幣
に
満

ち
て
お
り
、
そ
れ
を
遣
っ
て
消
費
生
活

を
謳
歌
す
る
都
市
民
の
姿
が
印
象
的
で

す
。
画
面
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
不
安

定
な
銭
貨
流
通
の
な
か
で
行
わ
れ
て
き

た
撰
銭
え
り
ぜ
に

状
況
は
も
は
や
影
を
潜
め
、
安

定
的
な
通
貨
流
通
と
、
異
種
の
貨
幣
を

両
替
す
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
つ
つ
あ

っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

銭
屋
の
立
地
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
四

一
六
一
〇
年
代
の
京
都
の
景
観
を
描

写
し
た
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
は
、
貨
幣

史
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。

文
献
で
は
あ
ま
り
知
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
実
際
に
お
金
を
遣
う
姿
が
描
か
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
露
店
で
食
べ
物
を

買
い
、
勧
進
僧
に
喜
捨
し
、
芝
居
を
見

物
し
、
六
条
柳
町
の
遊
里
で
遊
ぶ
、
こ

れ
ら
の
場
面
に
登
場
す
る
武
士
や
町
人

は
銭
を
遣
っ
て
い
ま
す
。
店
舗
を
構
え

る
銭
屋
は
六
軒
、
芝
居
小
屋
の
前
の
露

店
を
含
め
れ
ば
八
軒
も
あ
っ
て
、
食
べ

物
屋
や
衣
服
・
反
物
を
商
う
店
に
次
ぐ

徳
川
家
康
に
よ
っ
て
天
下
統
一
が
な
さ
れ
た
江
戸
時
代
、
貨
幣
制
度
が
確
立

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
三
貨
制
度
と
呼
ば
れ
る
、
金
・
銀
・
銭
（
銅
）
三
つ
の

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
価
値
を
も
つ
貨
幣
が
統
合
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

貨
幣
間
の
両
替
レ
ー
ト
が
存
在
し
た
と
聞
く
と
、
な
に
や
ら
複
雑
そ
う
な
そ

の
制
度
に
、
さ
ぞ
や
人
々
は
困
惑
し
て
い
た
と
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
実
に
生
き
生
き
と
消
費
生
活
を
謳
歌
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
今
回
は
、
住
友
史
料
館
副
館
長
の
安
国
良
一
先
生
に
、
わ

が
国
独
自
に
発
展
し
た
三
貨
制
度
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

貨
幣
の
歴
史
学
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『洛中洛外図屏風』（舟木本、部分）。江戸時代の京都の市中と郊外を描くこの洛中洛外図には、2728人もの各層各種の人物が生き生きと描
写されている。その一部を拡大してみると、銭緡を並べた両替屋（銭屋）や扇屋などが建ち並び武士や町人で賑わう五条寺町界隈（上）や、
天秤を備えた金銀両替の店の前には、手に柄杓を持ち喜捨を求め町を行く勧進僧の姿（左）などが見てとれる。

｜
｜
貨
幣
統
合
の
近
世
的
か
た
ち

（東京国立博物館所蔵、重要文化財。Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp/ 複製禁止）。



軒
の
店
舗
は
五
条
通
に
面
し
て
お
り
、

こ
の
道
は
東
山
の
行
楽
地
へ
向
か
う
道

と
し
て
利
用
さ
れ
、
さ
ら
に
江
戸
や
、

伏
見
を
経
て
大
坂
へ
下
る
こ
と
も
で
き

ま
し
た
。
多
く
の
銭
屋
が
京
都
と
外
部

を
つ
な
ぐ
主
要
道
路
沿
い
に
営
業
し
て

い
た
わ
け
で
す
。
銭
は
旅
路
で
の
支
払

い
手
段
と
し
て
遣
わ
れ
た
の
で
す
。

日本近世史がご専門の住友史料館副館長
の安国良一先生。主論文に「近世初期の
撰銭令をめぐって」『越境する貨幣』（青
木書店1999年）、「貨幣の地域性と近世的
統合」『貨幣の地域史』（岩波書店2007年）。

が
開
始
さ
れ
、
一
六
〇
八
年
か
ら
一
六

〇
九
年
に
か
け
て
三
貨
の
公
定
相
場
の

提
示
と
永
楽
通
宝
の
通
用
停
止
が
実
施

さ
れ
て
、
覇
権
を
獲
得
し
た
徳
川
氏
に

よ
る
貨
幣
統
合
が
本
格
化
し
ま
し
た
。

金
座
・
銀
座
に
よ
る
鋳
造
独
占
や
偽
造

の
厳
罰
化
、
地
金
の
確
保
な
ど
、
法
制

度
に
よ
る
裏
付
け
も
進
ん
で
い
き
ま
し

た
。
銭
に
つ
い
て
も
、
東
国
で
他
の
銭

よ
り
高
い
価
値
で
流
通
し
た
永
楽
通
宝

の
優
位
を
停
止
し
て
、
上
方
の
基
準
銭

で
あ
っ
た
一
枚
一
文
通
用
の
鐚び
た

銭
＝

京
き
ょ
う

銭
に
統
一
し
ま
し
た
。
関
東
の
慣

行
を
放
棄
し
当
時
の
先
進
地
の
基
準
を

舟
木
本
が
描
く
貨
幣
使
用
の
様
子

は
、
当
時
の
貨
幣
制
度
と
そ
れ
を
支
え

た
シ
ス
テ
ム
の
一
端
を
示
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
貨
幣
制
度
は
、
金
・

銀
・
銭
（
銅
）
に
よ
る
三
貨
制
度
と
呼

ば
れ
て
き
ま
し
た
。
金
に
は
大
判
も
含

め
て
考
え
る
の
が
普
通
で
す
。
そ
の
内

容
は
お
お
む
ね
、
①
三
貨
が
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
価
値
を
も
っ
て
流
通
し
た
こ

と
、
②
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が

統
合
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
の
二
点
に
ま

と
め
ら
れ
ま
す
。

一
七
世
紀
の
初
め
、
三
貨
は
そ
れ
ぞ

れ
通
用
す
る
地
域
や
階
層
を
異
に
し
て

い
ま
し
た
。
金
が
江
戸
を
中
心
と
し
た

東
日
本
、
銀
が
上
方
を
中
心
と
す
る
西

日
本
を
流
通
圏
と
し
て
、
領
主
層
や
上

層
農
民
・
都
市
民
の
間
で
使
わ
れ
た
の

に
対
し
、
銭
は
少
額
の
取
引
に
階
層
の

別
な
く
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
銭

は
金
・
銀
の
単
な
る
補
助
貨
幣
で
は
な

く
、
生
活
物
資
を
中
心
に
銭
を
建
値
と

す
る
商
品
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
金

銀
に
対
す
る
銭
相
場
も
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
銀
や
銭
に

地
域
ご
と
に
種
類
の
違
い
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
ま
だ
独
自
の
銀
貨
や
銭
を
鋳
造

発
行
す
る
大
名
も
い
た
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
地
域
性
を
は
ら
み
な
が
ら

も
、
一
六
〇
一
年
に
慶
長
金
銀
の
鋳
造

「
三
貨
制
度
」と
は
何
か

金貨は、小判1枚の1両を基準とし、
それ以下を四進法の単位で表わす計
数貨幣。つまり一分金4枚で1両とな
る。銀貨は、重さがそのまま貨幣と
しての価値となる秤量貨幣。銭貨は、
1枚が1文である計数貨幣。このよ
うに、三種の貨幣がそれぞれ別個の
体系を持ち､単位の名称も異なって
おり、相互の交換は相場によって行
われていた（貨幣博物館所蔵）。
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採
用
し
た
幕
府
の
銭
貨
政
策
は
、
全
国

的
政
権
と
し
て
当
然
の
帰
結
で
し
た
。

し
か
し
銭
の
中
味
は
、
中
国
の
宋
銭
を

主
体
と
し
た
渡
来
銭
や
そ
の
模
鋳
銭
で

あ
り
、
ひ
と
つ
の
範
疇
と
し
て
京
銭
を

定
め
た
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
真
の
統

一
は
、
一
六
三
六
年
以
降
の
寛
永
通
宝

の
鋳
造
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

国
内
通
貨
と
し
て
の
機
能
が
整
備
さ

れ
る
以
前
か
ら
、
三
貨
は
独
自
の
用
途

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
金
・
銀

は
軍
資
金
や
儀
礼
用
と
し
て
、
ま
た
銀

は
貿
易
用
と
し
て
多
く
が
輸
出
さ
れ
ま

し
た
。
儀
礼
用
の
大
判
や
丁
銀
は
江
戸

期
を
通
じ
て
作
ら
れ
使
用
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
領
主
編
成
に
関
わ
る
儀
礼

の
場
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
儀
礼
的
貨
幣

の
授
受
が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

貿
易
銀
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
徳

川
家
康
は
丁
銀
に
限
る
姿
勢
を
み
せ
、

一
六
一
六
年
頃
に
は
輸
出
銀
取
り
締
ま

り
の
た
め
長
崎
に
銀
座
を
設
置
し
ま
し

た
。
品
位
八
〇
％
の
慶
長
丁
銀
は
東
ア

ジ
ア
の
貿
易
銀
の
中
で
は
品
位
が
劣
る

の
で
、
輸
出
に
は
純
良
な
灰
吹
き
銀
が

好
ま
れ
ま
し
た
。
あ
え
て
低
位
の
丁
銀

を
選
択
し
た
家
康
の
狙
い
は
、
銀
座
の

鋳
造
原
料
確
保
と
と
も
に
、
大
名
や
町

人
に
よ
る
自
由
な
灰
吹
き
銀
の
調
達
と

貿
易
を
制
限
し
、
自
ら
が
め
ざ
す
貿
易

統
制
を
強
化
す
る
目
的
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

中
世
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
遣

わ
れ
た
銭
は
、
金
・
銀
の
使
用
が
浸
透

す
る
に
つ
れ
そ
の
範
囲
が
限
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
銭
は
交
通
路
の
支
払

い
手
段
と
し
て
不
可
欠
で
し
た
。
銀
を

携
行
し
て
途
中
の
町
場
で
銭
に
両
替
し

な
が
ら
宿
代
や
飲
食
代
を
支
払
う
旅

は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
確
認
で
き
ま

す
。
家
康
は
関
ヶ
原
の
戦
い
に
勝
利
し

た
あ
と
東
海
道
を
は
じ
め
と
し
て
江
戸

―
上
方
間
の
街
道
整
備
を
開
始
し
ま
す

が
、
宿
駅
・
伝
馬
制
度
の
施
行
と
と
も

に
、
街
道
筋
で
授
受
さ
れ
る
銭
の
質
・

量
の
維
持
が
も
う
一
つ
の
課
題
で
し

た
。
幕
府
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
だ

っ
た
の
は
、
大
量
の
人
員
と
物
資
を
迅

速
に
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
武
士
団

の
移
動
で
す
。
将
軍
権
力
が
確
立
す
る

家
光
の
時
代
ま
で
は
、
将
軍
・
大
御
所

の
上
洛
が
何
度
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
た
び
に
撰
銭
令
を
出
し
て
銭
の
質
・

量
の
確
保
に
腐
心
し
て
い
ま
す
。
幕
府

が
定
め
た
前
述
の
鐚
銭
＝
京
銭
は
比
較

的
上
質
の
銭
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ

は
ま
だ
民
間
の
供
給
に
任
せ
て
い
た
た

め
、
質
・
量
両
面
で
不
安
定
で
し
た
。

そ
の
状
況
を
脱
す
べ
く
断
行
し
た
の

が
、
寛
永
通
宝
の
発
行
だ
っ
た
の
で
す
。

寛
永
通
宝
の
発
行
に
は
も
う
一
つ
の

背
景
が
あ
り
ま
し
た
。
国
内
で
鋳
造
さ

れ
た
鐚
銭
＝
京
銭
が
朱
印
船
や
オ
ラ
ン

ダ
船
に
よ
っ
て
大
量
に
ベ
ト
ナ
ム
方
面

に
輸
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る

統
制
で
す
。
輸
出
さ
れ
た
銭
の
名
称
と

し
て
「
サ
カ
モ
ト
」
や
「
ミ
ト
」
な
ど

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
近
江
の
坂

本
や
常
陸
の
水
戸
で
鋳
造
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
朱
印
船
貿
易
家
と
し
て

知
ら
れ
る
平
野
藤
次
郎
が
、
一
六
三
五

年
に
日
本
人
の
海
外
渡
航
禁
止
に
よ
っ

て
持
ち
出
せ
な
く
な
っ
た
銭
を
オ
ラ
ン

ダ
商
館
に
売
却
し
ま
し
た
が
、
そ
の
数

は
約
四
〇
〇
〇
万
枚
に
の
ぼ
り
ま
す
。

こ
れ
が
平
野
一
人
の
年
間
調
達
量
だ
と

す
る
と
、
当
時
の
生
産
量
や
そ
の
技
術

に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
自
由
な
銭
輸
出
を
抑
え
、

そ
の
生
産
技
術
を
取
り
込
ん
で
寛
永
通

宝
の
発
行
が
計
画
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
東
ア
ジ
ア
貿
易
世
界
に
直
結
す

る
中
国
銭
名
を
も
つ
京
銭
は
、
も
は
や

停
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。
丁
銀

が
貿
易
銀
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
れ
ば
、
日
本
は
、
高
品
位
銀
貨

と
宋
銭
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の
通
貨
圏
か

ら
離
脱
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
三
貨
制
度
を
み
て
く

る
と
、
例
外
を
許
さ
な
い
硬
直
的
な
制

度
と
い
う
印
象
を
受
け
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
江
戸
期
に
お
い
て
、
幕

府
が
法
定
し
た
三
貨
が
全
国
に
く
ま
な

く
行
き
渡
り
、
そ
れ
以
外
の
貨
幣
が
す

べ
て
排
除
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味

で
の
統
一
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕

緩
や
か
な
貨
幣
統
合

加賀前田氏の領
国貨幣のひと
つ、加賀花

はな

降
ふり

百
目銀（貨幣博物
館所蔵）。

天正年間頃から江戸時代初
期にかけて、産出地等を表
わす極印を打った銀地金が
秤量貨幣として切遣いされ
た。このような地方の切遣
い銀は、江戸幕府発行の丁
銀、豆板銀の普及に伴い元
禄頃には姿を消していった
（貨幣博物館所蔵）。

藤字銀

出羽秋田新田銀

三
貨
の
系
譜
と

東
ア
ジ
ア
通
貨
圏
か
ら
の
離
脱
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府
が
定
め
た
標
準
貨
幣
と
し
て
、
小
判

や
丁
銀
や
寛
永
通
宝
の
流
通
を
阻
害
す

る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
名

領
国
で
は
他
の
貨
幣
も
許
容
さ
れ
ま
し

た
。
と
く
に
初
期
に
お
い
て
は
領
国
貨

幣
と
呼
ば
れ
た
独
自
の
金
銀
や
鋳
造
銭

が
流
通
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お

り
で
す
。
注
目
し
た
い
の
は
両
者
の
関

係
で
す
。
た
と
え
ば
銀
の
場
合
、
丁
銀

は
幕
府
が
公
許
し
た
銀
座
が
権
威
を
も

っ
て
鋳
造
し
た
全
国
的
通
貨
で
あ
る
の

に
対
し
、
領
国
銀
は
あ
く
ま
で
領
内
通

用
の
貨
幣
で
あ
っ
て
、
高
品
位
で
あ
っ

て
も
領
外
で
は
地
金
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で

し
た
。
銭
に
お
い
て
も
、
京
銭
の
時
代

に
は
幕
府
指
定
の
京
銭
に
比
し
て
質
が

劣
れ
ば
、
領
国
銭
は
通
用
を
許
さ
れ
る

と
い
う
認
識
も
あ
り
ま
し
た
。
両
者
は

決
し
て
平
等
に
並
立
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
は
幕
・
藩
関

係
に
お
け
る
前
者
の
政
治
的
・
経
済
的

優
位
の
構
造
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

幕
府
が
定
め
た
三
貨
は
、
そ
の
政
治
・

経
済
力
を
背
景
に
し
て
近
世
国
家
の
基

軸
通
貨
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
し
ょ
う
。
後
代
の
藩
札
の
よ
う
に
、

こ
れ
に
リ
ン
ク
す
る
よ
う
な
形
で
諸
藩

の
貨
幣
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
可
能
性

が
、
は
じ
め
か
ら
内
包
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
近
世
の

貨
幣
統
合
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。

赤字=日本 黒字=世界 

 

1600 イギリス、東インド会社設立 

 

1602 オランダ、東インド会社設立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1616 ヌルハチ、後金を建国� 

 

 

 

 

 

 

 

 

1636 後金を清と改称 

 

 

1642 イギリス、ピューリタン革命（～49） 

●イギリス、金匠手形流通 

1644 明の滅亡 

 

 

 

 

 

 
1661 ストックホルム銀行、世界初の銀行券発行 

 

 

 

 

 

 

 

 
1688 イギリス名誉革命 
 

 

1600 関ヶ原の戦い 

 

1601 慶長金銀貨発行 

 

1603 江戸幕府成立 

1604 糸割符制はじまる 

 

1608 銭と金の公定相場、永楽通宝通用停止 

1609 金と銀の公定相場 

　   （これにより三貨の公定相場が固まる） 

1609 オランダ、平戸に商館開設し貿易開始 

 

1612 幕府キリスト教を禁止 

1613 イギリス、平戸に商館開く 

1614 大坂冬の陣 

1615 大坂夏の陣、豊臣氏滅亡 

 
1616頃 輸出銀取締りのため長崎に銀座設置 

●丁銀切遣い禁止 

 

1623 イギリス、日本より撤退 

 

 

1635 日本人の海外渡航・帰国禁止 

1636 寛永通宝鋳造開始 

 

1639 ポルトガル人の来航禁止 

1641 平戸のオランダ商館を長崎出島へ移す 

 

 

 

 

 
1655 糸割符制廃止、相対貿易とする 

1657 明暦の大火 

 

1661 福井藩、藩札発行（現存最古） 

 

 

 

1670 古銭の通用禁止 

 

 

1685 生類憐みの令（～1709） 

　　 糸割符制復活 

 

 

1695 初の金銀貨改鋳（元禄の改鋳） 

1550

 

 

西暦� 江 

戸 1600 

 

 

 

 

 

1610 

 

 

 

1620 

 

 

1630 

 

 

1640 

 

 

 

1650 

 

1660 

 

1670 

1680 

 

 

1690

日本・世界 

 

【
家
康
】 

 

【
秀
忠
】 

 

【
家
光
】 

 
【
家
綱
】 

 

【
綱
吉
】 

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
年
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い

に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
貨
幣
制
度
の
統
一
に
着

手
し
、
翌
年
慶
長
金
銀
貨
を
発
行
し
た
。
銅
貨

（
銭ぜ

に

）
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
渡
来
銭
の
流
通
を

認
め
た
の
ち
、
幕
府
自
ら
発
行
し
た
寛
永
通
宝
に

統
一
し
た
。
こ
の
金
・
銀
・
銭
（
銅
）
三
種
の
性

格
の
異
な
っ
た
貨
幣
か
ら
な
る
貨
幣
制
度
を
「
三

貨
制
度
」
と
い
う
。

江
戸
幕
府
は
、
貨
幣
発
行
権
の
独
占
と
貨
幣
様

式
の
統
一
を
図
っ
た
が
、
そ
の
貨
幣
制
度
は
、
そ

れ
ま
で
各
地
に
流
通
し
て
い
た
種
々
の
貨
幣
の
形

態
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
金
、
銀
、

銭
の
三
種
の
貨
幣
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
体
系
を
持

ち
、
単
位
の
名
称
も
異
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

金
貨
は
小
判
一
枚
の
一
両
を
基
準
と
し
、
そ
れ
以

下
を
四
進
法
の
単
位
で
表
す
計
数
貨
幣
。
銀
貨
は

重
さ
（
貫か

ん

・
匁も

ん
め

）
が
そ
の
ま
ま
貨
幣
と
し
て
の

価
値
で
あ
る

秤

量
貨
幣
。
銭
は
一
枚
が
一
文

で
あ
る
計
数
貨
幣
で
あ
り
、
相
互
の
交
換
は
相
場

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

既
に
中
世
に
お
い
て
金
銀
の
売
買
を
業
と
す
る

商
人
が
い
た
が
、
三
貨
制
度
の
成
立
に
よ
り
各
種

貨
幣
間
の
交
換
取
引
が
増
大
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

両
替
商
が
発
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【参考】貨幣史の流れ
───江戸時代の三貨制度の確立

この慶長大判は、重量165.4ｇ、寸法は
長径約14.8cm、短径8.7cmあり、金位は
68％。大判は本来、贈答・献上・公納な
ど公私儀礼用や大規模な取引の支払いに
使われており、通貨として流通させる目
的で作られていないため、表面の額面
「拾両」や鋳造者による「後藤」の文字、
および「花押」は墨で書かれている。

し
ょ
う（
ひ
ょ
う
）り
ょ
う

写真／貨幣博物館所蔵


