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た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
一
七
世
紀
初
頭
よ
り
、

伊
勢
の
宇
治
山
田
地
方
や
畿
内
の
大
坂

近
辺
で
は
小
額
の
貨
幣
不
足
も
あ
っ
て
、

信
用
あ
る
発
行
元
に
よ
る
銀
札
が
局
地

的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
三
貨
で

統
一
し
た
い
幕
府
は
神
領
の
山
田
羽
書

を
除
い
て
そ
れ
ら
私
札
へ
の
規
制
を
強

め
た
の
で
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
姿
を

消
し
、
か
わ
っ
て
徐
々
に
全
国
各
地
で

藩
札
が
発
行
さ
れ
始
め
た
わ
け
で
す
。

一
八
六
九
年
の
明
治
政
府
調
査
に
よ

れ
ば
、
全
国
で
二
〇
七
藩
の
藩
札
が
使

用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
大
名
領
は

わ
が
国
で
は
じ
め
て
全
国
一
元
的
に

流
通
し
た
「
政
府
紙
幣
」
は
一
八
六
八

年
発
行
の
太
政
官
札
で
す
が
、
そ
の
前

身
と
み
な
さ
れ
る
藩
札
の
発
行
は
、
一

七
世
紀
中
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ま
す
。

江
戸
幕
府
発
行
の
金
・
銀
・
銭
三
貨
が

あ
り
な
が
ら
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
と
さ

れ
、
早
い
時
期
か
ら
発
行
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
一
六
六

一
年
に
越
前
福
井
藩
が
発
行
し
た
も
の

を
最
初
の
藩
札
と
な
が
く
見
な
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
実
物
は
存
在
し
ま
せ

ん
が
、
水
野
氏
時
代
の
備
後
福
山
藩
で

一
六
三
〇
年
の
藩
政
史
料
に
銀
札
が
新

た
に
発
行
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
、
そ
の

こ
と
が
近
年
熊
本

藩
な
ど
の
第
三
者

史
料
で
も
確
認
さ

れ
て
、
よ
り
早
期

に
使
わ
れ
始
め
た

こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。

た
だ
、
大
坂
町
人
学
者
で
金
融
商
・

鴻
池
別
家
当
主
で
も
あ
っ
た
草
間
直
方

（
鴻
池
伊
助
）
は
江
戸
期
貨
幣
や
物
価

に
関
す
る
膨
大
な
著
作
『
三
貨
図
彙
ず

い

』

を
一
八
二
〇
年
代
に
完
成
さ
せ
ま
し
た

が
、
藩
札
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
「
延

宝
・
天
和
（
一
六
七
三
―
八
三
）
ノ
頃

迄
ハ
其
例
ヲ
不
聞

き
か
ず

、
元
禄
五
・
六
（
一

六
九
二
―
三
）
年
頃
ヨ
リ
諸
侯
ノ
国
ニ

テ
用よ

う

度ど

乏
と
ぼ
し
きニ

仍よ
り

テ
始
テ
起
ル
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
今
日
、
そ
れ
ま
で
に
少

な
く
と
も
二
〇
藩
以
上
で
発
行
事
実
が

確
認
で
き
て
い
ま
す
の
で
、
当
時
の
専

門
識
者
に
よ
っ
て
も
江
戸
前
期
の
藩
札

発
行
は
広
く
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
藩

経
済
へ
の
影
響
も
さ
ほ
ど
で
は
な
か
っ

わ
が
国
の
紙
幣
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
一
六
〇
〇
年
頃
、
伊
勢
山
田
地
方
で
流
通
し
た
「
山
田
羽は

書が
き

」
が
そ
の
起
源

と
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
近
畿
地
方
を
中
心
に
有
力
商
人
が
発
行
し
た
私
札
が
流
通
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
三
貨
制
度

の
下
、
江
戸
幕
府
に
よ
り
山
田
羽
書
を
除
い
て
規
制
さ
れ
た
初
期
の
私
札
は
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
ほ
ぼ
姿
を
消
し
ま

す
。
一
方
、
全
国
的
に
増
大
す
る
通
貨
需
要
や
、
地
方
経
済
に
お
け
る
信
用
取
引
の
発
達
を
背
景
に
、
藩
の
財
政
赤
字

の
補
て
ん
や
貨
幣
不
足
を
補
う
た
め
各
藩
が
発
行
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
藩
札
に
つ
い
て
は
、
幕
府
は
容
認
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
藩
札
は
地
域
差
が
大
き
く
、
極
め
て
多
種
多
様
。
今
回
は
、
松
山
大
学
の
岩
橋
勝
先
生
に
、
当
時

の
流
通
実
態
を
通
じ
て
、
藩
札
に
つ
い
て
詳
し
く
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

貨
幣
の
歴
史
学

8
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／
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京
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化
研
究
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准
教
授

桜
井
英
治

さ
ま
ざ
ま
な
藩
札

松
山
大
学
経
済
学
部
教
授

岩
橋

勝

藩
札
の
始
ま
り

西
の
銀
札
、
東
の
金
札
？

現存する最古の藩札とされる「越前
福井藩札」（貨幣博物館所蔵）。江戸
時代に諸藩が発行した紙幣は、その
額面表示の種類によって、金札・銀
札・銭札・米札などと呼ばれていた。

（藩数） 

近畿　中国 　四国　九州　中部　関東　東北　   計 

宝永4年以前 
（～1707） 

13 　  12         5         7         6 　　 1         3       47

享保15年～宝暦8年 
（1730～1758） 18         8         4        7         3         1         1       42

宝暦9年～慶応3年 
（1759～1867） 

20         8         2        9    14（1） 11（11）  8（5）  72

年次未詳 7（2）      2         2         4 　　5         0        0       20

計 58（2）  30       13       27    28（1）13（11）12（5）  181

出典：鶴岡実枝子「藩札」（瀧澤武雄他編『貨幣』東京堂出版、1999）137頁。      
注：表内のカッコ数値は、西日本にある飛地のみでの流通を示す。       

■表1　江戸期藩札の時期別・地域別発行状況 

―
―
江
戸
期
藩
札
の
流
通
実
態



貨幣の経済史や、物価と経済変動の歴史が
ご専門の松山大学経済学部経済学科教授岩
橋勝先生。経済学博士。ご著書に『近世日
本物価史の研究』（大原新生社）など。

飛
地
を
持
ち
、
そ
こ
で
の
み
流
通
し
た

も
の
で
あ
っ
た
り
、
多
く
は
明
治
期
に

入
っ
て
か
ら
新
規
に
発
行
さ
れ
た
り
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

な
ぜ
藩
札
は
西
日
本
で
多
く
流
通
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
多
く
な

さ
れ
て
き
た
説
明
は
、
東
日
本
よ
り
も

経
済
発
展
度
が
高
か
っ
た
の
で
、
貨
幣

需
要
が
多
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
盛
岡
藩
の
よ

う
に
、
山
間
地
が
多
く
米
産
高
の
わ
り

に
他
の
商
品
生
産
の
多
か
っ
た
地
域
で

は
幕
府
の
貨
幣
が
流
入
し
や
す
か
っ
た

の
で
、
藩
札
を
さ
ほ
ど
必
要
と
し
な
か

っ
た
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
西
日
本
で
も
山
間
地
は
多
く
、
種
々
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二
七
〇
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
の
で
、
八
割

近
く
で
藩
札
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
数
字
上
は
幕
末
期
ま
で
に

国
内
全
般
で
藩
札
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
に
見
え
ま
す
が
、
相
当
に
地

域
差
が
あ
り
、
多
様
性
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
東
日
本
の
金
遣
い
、
西
の
銀

遣
い
と
い
わ
れ
る
の
で
、
東
日
本
で
は

金
札
が
多
か
っ

た
か
と
い
う
と
、

表
１
に
示
す
よ

う
に
、
藩
札
そ

の
も
の
が
ま
れ

で
し
た
。
存
在

が
確
認
さ
れ
て

も
、
西
日
本
に

発
行
総
額
が
二
〇
〇
貫
目
に
な
る
よ
う
、

一
・
二
〜
二
万
枚
で
適
当
に
割
り
振
ら

れ
て
い
ま
す
。
一
八
〇
二
年
の
内
訳
は

そ
の
後
の
領
内
需
要
動
向
に
応
じ
て
藩

が
増
発
し
た
結
果
を
示
し
て
い
る
と
判

断
で
き
ま
す
。
一
匁
札
が
全
体
の
四

〇
％
以
上
の
枚
数
で
突
出
し
、
つ
い
で

五
分
、
五
匁
札
と
合
わ
せ
た
三
種
額
面

が
全
体
の
八
〇
％
に
も
達
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
他
藩
で
も
確

認
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
藩
札
は
日
常

使
用
す
る
こ
と
の
多
い
額
面
が
よ
り
多

く
受
容
さ
れ
、
藩
の
一
存
で
発
行
さ
れ

て
も
、
円
滑
に
は
流
通
し
難
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
藩
札
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、

信
用
貨
幣
か
、
藩
の
強
制
通
用
力
で
支

え
ら
れ
た
政
府
紙
幣
か
、
と
い
う
論
争

が
戦
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
際
、「
信
用
」

概
念
、
と
り
わ
け
そ
の
範
囲
を
広
義
、

狭
義
の
い
ず
れ
で
と
ら
え
る
か
に
よ
り

解
釈
は
大
き
く
異
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
極
端
な
話
、
発
行
当
初
は
ど
こ
で

も
領
内
に
お
け
る
「
藩
の
威
光
」
と
い

う
「
信
用
」
に
基
づ
い
て
流
通
し
た
わ

け
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
藩
札
は
信
用

貨
幣
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
、

の
商
品
生
産
が
展
開
し
た
地
域
も
少
な

く
な
い
の
で
、
決
定
的
な
説
明
に
は
な

り
ま
せ
ん
。

基
本
的
な
要
因
は
、
銀
遣
い
の
特
性

に
あ
り
ま
す
。
金
遣
い
の
東
日
本
で
は
、

庶
民
レ
ベ
ル
で
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る

貨
幣
は
実
は
銭
貨
だ
っ
た
の
で
す
。
一

九
世
紀
に
入
っ
て
、
金
貨
の
単
位
を
持

つ
小
額
の
計
数
銀
貨（
南
鐐

な
ん
り
ょ
う

弐
朱
銀
等
）

が
普
及
す
る
ま
で
、
最
小
の
流
通
金
貨

は
小
判
の
四
分
の
一
の
一
分
金
（
現
在

の
一
万
円
以
上
の
価
値
）
で
あ
り
、
そ

れ
が
日
常
生
活
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
銭
貨

が
主
に
江
戸
を
中
心
と
す
る
東
日
本
で

多
く
鋳
造
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
事

情
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

れ
に
対
し
、
銀
貨
は
丁
銀
の
み
で
な
く
、

豆
板
銀
と
い
わ
れ
る
不
定
重
量
の
小
粒

銀
が
広
く
使
わ
れ
、
一
匁
（
現
在
の
一

千
円
前
後
）
未
満
の
小
額
銀
貨
も
少
な

か
ら
ず
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
小
額
通
貨
不
足
が
常

に
生
じ
て
い
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

銀
札
の
額
面
で
ど
の
あ
た
り
が
最
も
需

要
さ
れ
た
か
、
表
２
を
見
て
く
だ
さ
い
。

幕
府
が
一
七
三
〇
年
に
藩
札
発
行
を
一

部
解
禁
し
た
時
の
但
馬
出い
ず

石し

藩
（
五
万

八
千
石
）
で
の
額
面
別
発
行
枚
数
は
、

■表2　但馬出石藩銀札発行内訳 

10匁札      12,000枚 　12%  　   14,078枚 　　  4% 　  140貫780匁 

 5匁札  　 14,000枚 　14%  　   71,282枚 　　18% 　  356貫410匁 

 1匁札   　16,000枚 　16% 　   166,535枚　　42% 　  166貫535匁 

 5分札   　18,000枚 　18%  　   83,569枚 　　21% 　    41貫784匁 

 3分札   　20,000枚 　20%    　 40,311枚 　　10%         12貫093匁 

 1分札   　20,000枚 　20%    　 23,972枚 　　  6%           2貫397匁 

　計　    100,000枚   100%   　399,747枚 　  100%      720貫000匁 
             （200貫目）    

出典：「出石銀札通用始末」（出石藩政史料）   

 額 面           枚数  　　            枚数  　　                銀　額 全体に占 
める割合 

全体に占 
める割合 

1730年10月               1802年3月  

延
宝
二
（
一
六
七
四
）年
来
、
但
馬
出
石
藩
で
発
行
さ
れ
た
「
出
石
藩
銀

札
」
の
一
〇
匁
札（
左
）と
、
領
内
で
最
も
流
通
し
て
い
た
一
匁
札（
右
）

（
貨
幣
博
物
館
所
蔵
）。

藩
札
流
通
を
支
え
た
条
件
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「
銀
行
が
振
り
出
す
兌
換
銀
行
券
」
と
い

う
よ
う
に
厳
密
に
定
義
す
れ
ば
、
江
戸

期
に
は
ま
っ
た
く
流
通
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
題
は
、
概
念
定
義
も
大
切
で
す
が
、

藩
札
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
条
件
を

備
え
て
お
れ
ば
よ
り
安
定
的
に
流
通
し

得
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
発

行
動
機
が
財
政
赤
字
補
て
ん
で
あ
ろ
う

と
、
通
貨
不
足
で
あ
ろ
う
と
、
共
通
す

る
領
内
で
の
受
容
条
件
が
あ
っ
た
は
ず

で
す
。
基
本
的
に
は
、
札
価
が
維
持
さ

れ
、
い
つ
で
も
正
貨
と
交
換
で
き
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
同
時
に
領
民
に
と
っ
て

劣
ら
ず
望
ま
れ
た
こ
と
は
、
日
常
的
に

使
い
慣
れ
た
通
貨
で
あ
る
こ
と
で
、
そ

れ
は
先
に
確
認
し
た
額
面
の
ほ
か
、
貨

幣
の
種
別
に
か
か
わ
り
ま
す
。

西
日
本
は
「
銀
遣
い
」
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
畿
内
お
よ
び
そ
の

周
辺
で
の
こ
と
で
、
中
国
・
四
国
・
九

州
で
は
相
当
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て

い
ま
し
た
。
領
主
財
政
や
領
外
取
引
を

主
と
す
る
商
人
は
銀
遣
い
で
あ
っ
て
も
、

城
下
町
や
農
村
地
域
で
は
江
戸
後
期
で

も
銭
遣
い
の
ま
ま
で
あ
っ
た
地
域
が
少

な
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
日
常
的
に
銭

を
使
い
慣
れ
て
い
る
領
民
に
対
し
、
藩

の
都
合
で
銀
札
使
用
を
強
制
さ
れ
て
も

相
当
使
い
勝
手
の
悪
さ
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
め
ま
せ
ん
。
逆
に
あ
る
程
度
銀
遣

い
が
浸
透
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
い

は
さ
ほ
ど
貨
幣
経
済
化
が
進
展
し
て
い

な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
藩
札
発
行
を
契

機
に
、
そ
れ
が
領
内
の
一
般
的
な
通
貨

と
し
て
浸
透
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
し

ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
西
日
本
で
は
、
藩

札
の
受
け
入
れ
状
況
は
実
に
さ
ま
ざ
ま

で
あ
っ
た
の
で
す
。

か
つ
て
西
日
本
の
藩
札
は
大
半
が
銀

札
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

近
年
、
銭
匁
札
の
流
通
を
無
視
で
き
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
銭
匁

札
と
は
、
券
面
が
「
銭
○
匁（
分
）」
と

い
う
よ
う
に
、
銀
貨
の
単
位
の
「
匁
」

が
書
か
れ
、
一
見
銀
札
表
示
に
見
え
な

が
ら
実
は
「
銭
札
」
で
、
一
匁
が
銭
何

枚
に
あ
た
る
か
は
地
域
に
よ
り
固
定
し

て
い
た
り
、
銭
相
場
に
よ
り
変
動
し
た

り
す
る
札
で
す
。
畿
内
周
辺
で
は
、
播

磨
で
多
種
確
認
で
き
る
ほ
か
、
紀
州
田

辺
、
丹
後
・
但
馬
地
方
で
も
散
見
で
き
、

こ
れ
ら
は
札
の
内
実
銭
量
が
変
動
す
る

銭
匁
札
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
備
中
の

一
部
、
徳
山
・
岩
国
の
支
藩
を
含
む
長

州
藩
領
全
域
、
伊
予
・
土
佐
全
域
の
中

国
・
四
国
、
そ
し
て
薩
摩
藩
領
と
日
向

を
除
く
九
州
全
域
で
は
一
八
世
紀
中
期

よ
り
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
内
実
固

定
型
の
銭
匁
札
が
広
範
に
流
通
し
て
い

た
の
で
す
。
例
え
ば
長
州
藩
領
で
は
八

〇
文
、
松
山
藩
領
で
は
六
〇
文
と
固
定

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

銭
匁
札
発
行
に
先
立
っ
て
銭
匁
遣
い

（「
銭
○
文
」
で
は
な
く
、
各
地
そ
れ
ぞ

れ
に
異
な
る
一
定
枚
数
の
銭
貨
を
一
匁

と
し
て
計
算
す
る
銭
遣
い
）
が
始
ま
っ

て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
藩

札
発
行
と
と
も
に
銭
匁
遣
い
が
始
ま
る

地
域
が
多
い
こ
と
か
ら
、
今
の
と
こ
ろ

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
西
日
本
の
貨
幣
流
通
は
藩
の
領

主
財
政
と
領
外
取
引
に
従
事
す
る
商
人

層
で
は
銀
遣
い
だ
が
、
藩
領
内
、
と
り

わ
け
農
村
・
山
間
地
域
で
は
銭
遣
い
と

い
う
二
層
構
造
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ

た
た
め
、
藩
は
二
種
貨
幣
を
リ
ン
ク
さ

せ
る
方
策
と
し
て
銭
匁
札
を
発
行
し
た

わ
け
で
す
。
こ
の
際
、
銭
匁
内
実
が
固
定

型
の
地
域
で
は
、
銭
相
場
の
変
動
に
か

か
わ
ら
ず
札
の
価
値
は
一
定
銭
貨
量
の

ま
ま
で
し
た
か
ら
、
そ
の
藩
札
は
銀
札

か
ら
銭
札
に
転
化
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。し
か
も
、
広
島
藩
の
よ
う
に
、銀
札

の
ま
ま
の
地
域
で
は
た
び
た
び
札
価
が

低
落
し
て
、
札
騒
動
が
生
じ
て
い
る
の

に
対
し
、
銭
匁
遣
い
地
域
で
は
比
較
的

安
定
的
に
流
通
し
、
伊
予
松
山
藩
札
の

よ
う
に
、
一
八
七
一
年
の
藩
札
整
理
以

降
も
な
お
数
年
間
、
旧
領
内
で
使
用
さ

れ
た
事
例
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

銭
匁
札
や
銭
匁
遣
い
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
明
ら
か
で
な
い
点
が
多
い
で
す

が
、
江
戸
期
藩
札
が
こ
れ
ま
で
理
解
さ

れ
て
い
た
以
上
に
複
雑
で
、
し
か
し
藩

が
領
内
の
貨
幣
流
通
実
態
に
応
じ
て
け

っ
こ
う
合
理
的
な
通
貨
政
策
を
と
っ
て

い
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
る

で
し
ょ
う
。

播磨赤穂藩延宝札（貨幣博物館所蔵）。元禄14（1701）年の赤穂藩浅野家改易の際、大石内蔵助は藩札を額面金額の6
割相当の幕府貨幣で引き換え、赤穂経済の混乱回避に努めた。非常時での6割償還は他に例を見ない善政と言われ、
忠臣蔵の一場面としても描かれている。1707年、幕府が一時的に藩札の使用を禁止した際は、2割償還したにすぎ
ない藩もあり、「千早振る紙札きかずたった二分、かねくれないに下困るとは」という領民の歌が残されている。

銭
匁
札
の
語
る
謎

姫路藩では、藩士の階級ごとに定めた慶弔時の贈呈
金額を藩へ納付させ、代わりに慶事用に鯣

するめ

札（左）、
弔事用に昆布札（右）を交付し使用させるなど、各藩
において特殊な用途の藩札もあった。
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赤字=日本 黒字=世界 

●この頃イギリスで金匠手形流通 

 
 

 
1661 ストックホルム銀行、世界初の銀行券発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●この頃イギリスで産業革命始まる 

 

 

 
1776 アメリカ独立宣言 

 
1789 フランス革命開始 

 

 

 

 

1848 米西海岸で金鉱発見 

 

 

 

 

 
1867 万国貨幣会議 

 

●この頃伊勢山田地方で山田羽書流通 
1601 慶長金銀貨発行 
1603 江戸幕府成立 
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） 
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 

1636 寛永通宝鋳造開始 

 

 

 

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） 

1695 初の金銀貨改鋳（元禄の改鋳） 

1707 一時的な藩札使用禁止 
1709 幕府、新井白石を登用（正徳の政治） 
1714 正徳の金銀貨改鋳（正徳小判鋳造） 
1716 享保の改革（～1745） 

1730 藩札使用禁止一部解除 
1732 享保の飢饉 
1736 元文の金銀貨改鋳 
1739 鉄銭出現 
 

 

 
1765 量目5匁と定めた新種銀貨を発行 
       （明和五匁銀、近世最初の計数銀貨） 

1772 定量計数銀貨・南鐐二朱銀の鋳造開始 
       （金貨の補助貨幣を意図して鋳造された金 
　      代わりの銀貨） 

 

1787 松平定信老中就任。寛政の改革（～1793） 

 

 

 

1833 天保の飢饉（～1839） 
1841 天保の改革（～1843） 

 
1853 ペリー浦賀に来航 
1854 日米和親条約 
1858 日米修好通商条約締結。安政の大獄 
1859 横浜・長崎・箱館開港。金貨大量流出 
1860 万延の金貨改鋳 
          桜田門外の変 
 

1867 大政奉還。王政復古の大号令 
 
1868 政府「太政官札」発行 

1550

 

 

 

 

西暦� 江戸   将軍 日本・世界 

 【家康】 
 【秀忠】 

 【家光】 

 【家綱】 

 【綱吉】 

 【家宣】 
 【家継】 

 【吉宗】 

 【家重】 

 【家治】 

 【家斉】 

 【家慶】 

 【家定】 

 【家茂】 

 【慶喜】 

慶長 

 

 

 

 

元和 

 
寛永 

 
正保 
慶安 
承応 
明暦 
万治 
寛文 

延宝 

天和 
貞享 
元禄 

宝永 

正徳 

享保 

 

 
元文 

寛保 
延享 
寛延 
宝暦 

明和 

 

安永 

 
 

天明 

寛政 

享和 
文化 
文政 

天保 

弘化 
嘉永 
 

安政 

 

万延 
文久 
元治 
慶応 

 
明治 

1600 
 
 
 
 
1610 
 

1620 

1630 

1640 

1650 

 
1660 

1670 

1680 

 
1690 

1700 

1710 
 

1720 

1730 
 
 

1740 
 

1750 
1760 
 
 

1770 
 
 
 
1780 
 
1790 

1800 

1810 
1820 
1830 
1840 

1850 
 
 

1860 

 

中世以来商業の発達した伊勢山田地方で、1600

年頃、御師
お し

と呼ばれる伊勢神宮に仕える神職（商

人でもあった）により、その高い信用力と宗教的

権威を背景に発行された山田羽
は

書
がき

（小額銀貨の預

り証）が出現し、紙幣として流通するようになっ

た。その時期は17世紀中頃に発行されたイギリス

の金
きん

匠
しょう

手形（ゴールドスミスノート）よりも早い

とされる。

やがて近畿地方を中心に有力商人などが私札を

発行し流通していくが、江戸幕府による監視体制

の下で発行され続けた山田羽書を除く初期の私札

は、幕府の取り締まり強化により17世紀後半には

ほぼ姿を消した。

各藩では、財政赤字補てんや幕府貨幣の不足緩

和などを目的に、幕府鋳造三貨との兌換を原則と

した藩札を発行するようになっていく。越前福井

藩が財政赤字の補てんに役立てるため、幕府の許

可を受けて寛文元（1661）年に発行した領内通用

の紙幣が、現存する最古の藩札とされている。発

行に際しては、藩内外の有力商人が札元
ふだもと

（発行事

務取扱機関）となり、発行準備金（幕府貨幣の手

持ち準備）の調達や発行・引き換え業務などに当

たる場合が多かった。

幕府は、金・銀・銭の貨幣発行権は独占する一

方、藩札などの紙幣の発行は基本的には容認し、

三貨制度と各藩における紙幣の分散発行の併存と

いう、わが国独自の幣制が成立し、明治維新後ま

でさまざまな藩札が発行され続けたのである。

【参考】貨幣史の流れ──紙幣の出現から藩札の流通まで

写真／貨幣博物館所蔵

丁銀
切遣い銀貨

戌
いぬ

発行年、慶長15
（1610）年と推定
されている

小
こ

は書
がき

端数金額の
書き付けの意

発行者の印

山田大路長右
発行者名、山田
大路長右衛門

伍
ご

分
ふん

請取
うけとり

5分＝1/2匁の預り証

五
ご

大力
だいりき

菩
ぼ

薩
さつ

大力のある五菩薩
の意。盗難除け等
のまじないの文言

「この羽書と引き換
えに銀を渡す。あ
とで間違いを申し
立てても受け付け
ない。羽書の有効
期間は2年」の意

伊勢山田地方で流通した
わが国最古の紙幣「山田
羽書」。銀貨の端数の預
り証として釣り銭の代わ
りに発行された私札。
「羽書」とは「端数の書
き付け」に由来する。


