
貨
幣
の
歴
史
学

　

私
た
ち
が
外
国
旅
行
に
際
し
て
外
貨

に
両
替
す
る
の
は
日
常
の
出
来
事
で
、

交
換
で
き
な
い
心
配
を
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
変
動
相
場
制
の
た
め
に
為

替
レ
ー
ト
に
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
レ
ー
ト
は
あ
ら
か
じ
め

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

一
五
〇
年
前
、
日
本
が
長
い
鎖
国
を
解

い
て
外
国
と
の
貿
易
を
始
め
よ
う
と
し

た
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
常
識
は
通
用

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
内
通
貨
と
ド
ル

と
の
交
換
比
率
を
決
め
る
こ
と
は
貿
易

の
開
始
に
不
可
欠
の
条
件
で
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
取
り
決
め
に
お
い
て
ア
メ

リ
カ
が
主
張
す
る
や
り
方
を
強
引
に
押

し
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
巨
額
の
金
貨

流
出
を
招
き
、
幕
末
の
経
済
的
な
混
乱

を
激
し
い
も
の
に
し
ま
し
た
。

　

開
港
時
の
条
約
交
渉
で
は
、
外
国
通

貨
と
の
交
換
比
率
は
「
同
種
同
量
」
の

原
則
に
基
づ
く
こ
と
が
最
終
的
に
合
意

さ
れ
ま
し
た
。
当
初
の
和
親
条
約
で
は

洋
銀
一
ド
ル
は
一
分
銀
と
等
価
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
当
時
国
際
市
場
に
お
い

て
洋
銀
一
ド
ル
で
買
え
る
金
の
重
量

は
、
小
判
一
両
に
含
ま
れ
る
金
の
約
四

分
の
一
で
（
一
両
＝
四
ド
ル
）、
し
か

も
江
戸
幕
府
の
通
貨
制
度
か
ら
い
う
と

一
両
は
一
分
銀
四
枚
と
等
価
で
し
た
か

ら
、
こ
れ
は
理
に
適
っ
た
取
り
決
め
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
リ
ス
は
、
国
際

市
場
で
は
一
分
銀
に
含
ま
れ
る
銀
素
材

の
価
値
が
三
分
の
一
ド
ル
分
し
か
な
い

こ
と
を
基
準
に
し
て
銀
貨
同
士
の
交
換

比
率
を
決
め
る
よ
う
に
改
め
る
こ
と
を

主
張
し
ま
し
た
。
金
に
換
算
す
る
の
で

な
く
、
あ
く
ま
で
も
含
ま
れ
る
銀
を
基

準
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
同
種
同
量
の

10「
両｣

制
度
の
崩
壊

 

東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授　

武
田
晴
人

—
—

幕
末
の
金
流
出

一
八
五
八
年
に
日
本
初
の
通
商
条
約
「
安
政
の
五
カ
国
条
約
」
が
締
結
さ
れ
て
か
ら
、
一
五
〇

余
年
。
同
条
約
と
そ
れ
に
基
づ
く
翌
年
の
開
港
に
よ
り
、
海
外
の
銀
貨
と
引
き
替
え
に
大
量
の

金
貨
が
流
出
し
、
わ
が
国
の
貨
幣
制
度
は
大
き
な
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、

日
本
経
済
史
が
ご
専
門
の
武
田
先
生
に
、
幕
末
に
お
い
て｢

両｣

制
度
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を

経
て
崩
壊
し
て
い
っ
た
の
か
を
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

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

桜
井
英
治

外
国
の
通
貨
と
の
出
合
い

「 改
あらため

三
さん

分
ぶ

定
さだめ

」と極印が打たれ
た洋銀（メキシコ・ドル）（貨
幣博物館所蔵）。ハリスの勧告
を受け入れ、幕府は洋銀に「改
三分定」の極印を打つことで
洋銀１枚を一分銀 3 枚で国内
に通用させることを認めた。

江戸幕府が米蘭露英仏の五カ国との間に締結した修好通商条約は
不平等条約として知られているが、貨幣についても同様だった。
江戸幕府が米蘭露英仏の五カ国との間に締結した修好通商条約は

【貨幣に関する条項の要旨】 

1.  すべての外国貨幣は日本において流通し、同種
類の日本貨幣の同量を以て通用すること。 

2.  両国人は支払いに日本および外国の貨幣を自
由に用いてよいこと。 

3.  日本人が外国貨幣に慣れるまで時間を要する
であろうため、開港後 1 年間は日本政府がア
メリカ人の持っている貨幣と引替に日本貨幣
を渡すこと。

4.  銅銭を除く日本貨幣および外国金銀を日本よ

り輸出できること。 

金
流
出
の
理
由
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意
味
で
す
。
銀
貨
で
は
含
有
量
と
貨
幣

重
量
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

実
際
に
は
洋
銀
一
ド
ル
貨
と
一
分
銀
と

の
交
換
数
量
が
決
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
基
準
が
採
ら
れ
た
理
由
は
、

こ
れ
以
外
に
通
貨
価
値
の
標
準
を
求
め

よ
う
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
本
位
貨
幣
に
だ
け
適
用
さ
れ
る

も
の
で
す
。
国
際
的
に
は
当
時
は
金
も

銀
も
そ
れ
ぞ
れ
に
本
位
貨
幣
で
、
ア
ジ

ア
の
貿
易
取
引
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は

銀
貨
で
し
た
か
ら
（
ア
ジ
ア
市
場
の
銀

本
位
）、
銀
貨
の
交
換
比
率
を
基
準
に
し

よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日

本
で
は
銀
貨
が
計
数
貨
幣
と
し
て
発
行

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
は
金
を
本
位

貨
幣
と
す
る
通
貨
制
度
で
、
一
分
銀
は

国
内
市
場
の
素
材
価
値
で
み
て
も
約
二

倍
で
通
用
す
る
実
質
的
な
補
助
貨
幣
で

す
か
ら
、
補
助
貨
幣
の
銀
貨
に
こ
の
原

則
の
適
用
は
不
合
理
な
の
で
す
。
日
本

側
は
抵
抗
を
試
み
ま
す
が
、
結
局
押
し

切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
て
銀

貨
の
交
換
比
率
は
一
分
銀
三
枚
と
洋
銀

一
ド
ル
と
の
交
換
に
な
り
ま
す
。
ハ
リ

ス
の
強
引
さ
の
前
に
道
理
が
引
っ
込
め

ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
洋
銀
四
ド
ル
を
金
貨
換

算
で
計
算
す
る
と
す
で
に
説
明
し
た
よ

う
に
小
判
一
両
と
等
し
く
、
四
枚
の
一

分
銀
と
等
価
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

銀
換
算
で
は
洋
銀
四
ド
ル
は
一
分
銀

一
二
枚
相
当
に
な
り
、
金
貨
で
計
算
し

た
場
合
の
三
倍
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
金
銀
比
価
の
差
を
利
用
し
た
か

ら
く
り
に
よ
り
、
図
表
１
の
よ
う
に
洋

銀
と
交
換
で
金
貨
を
日
本
で
手
に
入
れ

て
海
外
に
持
ち
出
し
、
こ
れ
を
銀
と
交

換
す
る
取
引
を
繰
り
返
す
だ
け
で
、
莫

大
な
利
益
が
外
国
商
人
た
ち
の
手
に
転

が
り
込
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

が
金
流
出
の
原
因
で
し
た
。

　

こ
の
金
流
出
の
経
済
的
影
響
を
物
価

変
動
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
図
表

２
は
、
開
港
前
後
の
主
要
物
価
の
対
前

年
増
減
率
を
示
し
た
も
の
で
す
。
か
な

り
激
し
い
変
動
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
は
貿
易
開
始
に
よ
る
変
化
と
、
金

貨
流
出
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
と
が
重

な
っ
て
い
ま
す
。

　

図
表
２
を
丁
寧
に
見
る
と
、
そ
の
二

つ
の
要
因
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
貿
易
が
始
ま
っ
て
輸
出
需
要
が
拡

大
し
た
生
糸
・
絹
製
品
は
一
八
五
八
年

の
開
港
直
後
か
ら
値
上
が
り
が
目
立
ち

錦
絵「
マ
ケ
ロ
マ
ケ
ヌ 

賣
買
大
合
戦
」（
一
恵
斎
芳
幾【
画
】、

貨
幣
博
物
館
所
蔵
）。
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
の
開
港

後
の
国
内
物
価
の
高
騰
を
、
小
判
を
大
将
と
す
る
貨
幣
軍

と
米
俵
を
大
将
と
す
る
商
品
群
の
戦
い
（
値
段
を
負
け
ろ
、

負
け
ぬ
の
戦
）
と
し
て
描
い
て
い
る
。
右
端
に
は
洋
装
の

外
国
貨
幣
や
三
種
類
の
寛
永
通
宝
が
描
か
れ
て
い
る
な

ど
、
当
時
の
複
雑
な
貨
幣
事
情
が
う
か
が
わ
れ
る
。

近
世
か
ら
現
代
ま
で
の
経
済
現
象
を
多
角
的
に
ご
研
究

さ
れ
て
い
る
日
本
経
済
史
が
ご
専
門
の
東
京
大
学
大
学

院
経
済
学
研
究
科
教
授
武
田
晴
人
先
生
。
経
済
学
博
士
。

ご
著
書
に『
日
本
人
の
経
済
観
念
』『
談
合
の
経
済
学
』『
仕

事
と
日
本
人
』
な
ど
多
数
。

図表 1 　金貨流出の図式
　　　　——洋銀を4枚から12枚に増やすことのできるカラクリ

洋銀を日本へ持ち込み
日本の銀貨と交換

日本の金貨を
海外で洋銀に交換

日本国内で
銀貨を金貨に交換

洋銀 4 枚 天保一分銀 12 枚 天保小判 3 枚 洋銀 12 枚

洋銀 1 枚＝一分金 3 枚
と交換可能

日本と外国の銀貨を
同種重量で交換

一分銀 4 枚＝小判 1 枚
と交換可能

江戸時代の貨幣制度で
四分＝ 1 両

小判 1 枚＝洋銀 4 枚
と交換可能

海外では銀に対する
金の価値が日本の 3 倍

= = =

金相場 米１石 繰り綿 木綿糸 白木綿 絹糸 秩父絹
1857 1.6% 14.8% 13.8% ▲ 3.3% 14.9% 2.8% 14.3%

1858 1.9% 31.0% 20.2% 0.0% ▲ 13.6% 5.6% 56.5%

1859 0.7% ▲ 1.0% 5.5% ▲ 5.0% ▲ 1.5% 21.1% 28.1%

1860 0.0% 26.0% 15.6% 15.1% 14.5% 35.7% 2.4%

1861 ▲ 0.8% ▲ 1.8% 25.9% 3.9% ▲ 4.7% 2.5% 15.0%

1862 3.1% ▲ 1.9% ▲ 4.5% 16.4% 4.3% 0.5% 7.2%

1863 12.8% 11.3% 6.3% 40.1% 42.1% 31.6% 15.4%

1864 6.0% 23.1% 45.3% 43.7% 43.4% 47.6% 42.9%

1865 12.8% 72.1% 59.0% 41.2% 34.9% 21.0% ▲ 1.3%

図表 2  諸物価の対前年上昇率貿
易
と
物
価

安藤良雄編『近代日本経済史要覧』より作成。
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ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
輸
入
品
で
あ
っ

た
綿
製
品
は
同
じ
時
期
に
値
下
が
り
し

て
い
ま
す
。
貿
易
の
影
響
は
輸
出
品
の

値
上
が
り
と
輸
入
品
の
値
下
が
り
と
い

う
自
然
な
結
果
を
示
し
て
い
ま
す
。
開

港
の
衝
撃
が
相
対
価
格
の
変
化
を
通
し

て
産
業
構
造
を
変
え
て
い
く
外
圧
に
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
金
貨
流
出
が
始
ま
る

五
九
年
か
ら
翌
六
〇
年
に
な
る
と
綿
製

品
の
価
格
も
上
昇
し
始
め
ま
す
。
そ
し

て
六
〇
年
に
海
外
と
の
金
銀
比
価
を
調

整
し
た
金
貨
の
発
行
を
経
て
六
一
年
に

は
、
い
っ
た
ん
物
価
は
安
定
に
向
か
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
短
い
小
康
状
態

を
経
て
六
三
年
か
ら
明
治
維
新
に
か
け

て
激
し
い
イ
ン
フ
レ
が
襲
い
ま
す
。
正

確
に
は
詳
し
い
分
析
が
必
要
で
す
が
、

六
一
～
六
二
年
に
沈
静
化
し
た
こ
と
を

重
視
す
れ
ば
、
金
貨
流
出
の
影
響
は
一

時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で

す
。
幕
末
最
後
の
数
年
間
の
イ
ン
フ
レ

は
、
金
流
出
を
抑
え
る
た
め
に
万
延
二

分
金
な
ど
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
に
加

え
、
内
戦
状
態
の
下
で
幕
府
財
政
が
急

膨
張
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
通
貨
価
値
の
著
し
い
低
下
を
通
し
て

幕
藩
体
制
の
通
貨
制
度
は
崩
壊
に
向
か

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
日
本
国
内
の
金
銀

比
価
が
国
際
市
場
の
動
向
と
は
乖
離
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
一
世
紀
後
半
に
は
国
内
の
金
銀
比

価
は
一
対
五
く
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
だ
け
か
ら
日
本
は
外
国
と

は
違
う
の
か
と
早
合
点
は
で
き
ま
せ

ん
。
鎖
国
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
答
え

も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
十
分

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
幕
府
成
立
期

ま
で
日
本
は
東
ア
ジ
ア
で
活
発
な
貿
易

取
引
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
フ
な

推
計
で
す
が
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世

紀
前
半
に
か
け
て
一
対
一
三
の
水
準

に
、
日
本
を
含
め
た
ア
ジ
ア
で
は
金
銀

比
価
が
平
準
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ロ
ン
ド
ン
銀
塊
相
場
は
一
七
世
紀
半
ば

か
ら
約
二
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
一
対

一
五
前
後
の
水
準
で
安
定
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
一
七
世
紀
初
め
に
内
外

の
金
銀
比
価
に
大
き
な
差
は
な
か
っ
た

の
で
す
。

　

海
外
相
場
が
安
定
し
て
い
た
の
で
す

か
ら
、
金
銀
比
価
乖
離
の
理
由
は
日
本

側
に
あ
り
ま
す
。
鎖
国
に
よ
る
貿
易
の

制
限
の
下
で
海
外
相
場
と
遮
断
さ
れ
た

こ
と
に
加
え
て
、
国
内
の
金
銀
比
価
を

変
化
さ
せ
た
要
因
が
あ
っ
た
は
ず
で

す
。
す
ぐ
思
い
付
く
の
は
、
江
戸
幕
府

が
財
政
逼
迫
を
背
景
に
改
鋳
を
繰
り
返

し
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

前
半
期
の
銀
貨
は
秤
量
貨
幣
で
し
た
。

金
貨
一
両
に
含
ま
れ
る
金
の
量
が
少
な

く
な
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
て
金
貨
一

両
と
交
換
す
る
の
に
必
要
な
銀
の
重
量

も
少
な
く
な
っ
た
は
ず
で
す
。

　

一
七
三
六
年
に
鋳
造
さ
れ
た
元
文
小

判
の
金
量
は
八・
六
二
ｇ
で
し
た
。
こ

れ
を
一
七
世
紀
は
じ
め
の
一
対
一
三
で

計
算
す
る
と
銀
一
一
二
ｇ
相
当
に
な
り

ま
す
。
少
し
後
に
な
り
ま
す
が
、

一
七
七
〇
年
代
の
銀
相
場
は
金
一
両
に

つ
い
て
一
〇
三・
五
ｇ
で
す
。
一
割
弱

く
ら
い
は
悪
鋳
の
影
響
で
銀
高
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
元
文
小
判
の
金
量
は
慶

長
小
判
の
五
六
％
で
す
か
ら
、
む
し
ろ

金
銀
比
価
を
維
持
す
る
よ
う
に
市
場
の

自
然
な
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

べ
き
で
し
ょ
う
。

　

乖
離
が
大
き
く
な
っ
た
理
由
は
、
金

貨
の
改
鋳
で
は
な
く
、
計
数
貨
幣
と
し

て
二
朱
銀
や
一
分
銀
を
発
行
す
る
と
き

含
有
銀
量
を
大
幅
に
減
量
し
た
か
ら
で

す
。
最
初
の
計
数
貨
幣
と
さ
れ
る
南な
ん

鐐り
ょ
う

二
朱
銀
で
は
四
割
近
く
銀
量
を
減

な
ぜ
金
銀
比
価
は

乖
離
し
た
の
か

万 延 元 年（1860 年 ）、
１両当たりの純金量を
1/3 近く減らし小型・軽
量化した万延小判を発行
した（貨幣博物館所蔵）。

万延小判 (1860 年 )
縦 36mm ×横 20mm 
重量3.3g　品位57%

開港前日、幕府は金貨流出
を防ぐため洋銀との交換用
に「安政二朱銀」を発行。
同種同量の原則により、洋
銀１ドル＝安政二朱銀 2 枚

（＝一分）とし、日本の金
銀比価を海外に近づけよう
と調整を図るも、外国商人
らに受け取りを忌避され間
もなく通用停止となった

（貨幣博物館所蔵）。

図表 3  先進国の銀消費推計と世界の銀生産

天保小判 (1837 年 ) 
縦 60mm ×横 32mm 
重量 11.3g　品位 57%

（単位：1000オンス）
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よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
を
示
し
た
も

の
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
清
国
と
日

本
が
続
い
て
開
港
し
た
一
九
世
紀
の
後

半
に
は
大
量
の
銀
が
ア
ジ
ア
に
向
け
て

輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
鋳
貨
材

料
の
マ
イ
ナ
ス
表
示
が
示
す
よ
う
に
、

銀
貨
を
鋳
潰
し
て
ま
で
ア
ジ
ア
に
銀
が

輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら

の
輸
入
増
加
に
対
応
し
た
も
の
で
す
。

他
方
で
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
を
基
盤
に

新
大
陸
な
ど
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
金
が

集
中
さ
れ
て
金
準
備
が
潤
沢
に
な
っ
た

た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
国

際
金
本
位
制
が
確
立
し
て
い
き
ま
す
。

　

ア
ジ
ア
へ
の
激
し
い
銀
の
流
れ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
銀
貨
が
本
位
貨
幣
と
し

て
不
要
に
な
っ
た
こ
と
で
加
速
さ
れ
、

あ
れ
ほ
ど
長
い
こ
と
安
定
し
て
い
た
金

銀
比
価
を
、
一
九
世
紀
の
最
後
の
四
半

世
紀
に
一
対
三
四
～
三
五
と
い
う
急
激

な
銀
安
へ
と
導
い
て
い
く
序
曲
と
な
り

ま
し
た
。
日
本
か
ら
の
金
貨
流
出
は
、

こ
う
し
た
世
界
の
動
き
の
中
で
は
、
金

貨
を
本
位
貨
幣
と
し
て
い
た
日
本
の
通

貨
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
し
、
事
実
上

の
銀
本
位
制
度
に
追
い
込
ん
で
い
き
ま

し
た
。
金
本
位
制
度
へ
の
確
立
ま
で
、

そ
れ
か
ら
三
〇
年
以
上
の
年
月
を
要
し

た
の
で
す
。

銀
本
位
の
ア
ジ
ア
世
界

【参考】貨幣史の流れ──幕末のインフレーション 　鎖国をしいていた江戸時代のわが国では、江戸

末期に向けて金銀比価が国際相場（1対15）か

ら大きく乖離し１対5程度にまで銀高が進んだ。

金銀比価の国際相場からの乖離は、鎖国が行わ

れている間は内外の金融市場の遮断によって可

能となっていたが、安政6（1859）年の開港と

ともに、大規模な金貨流出が始まった。「同種同

量の原則」に基づき洋銀（メキシコ・ドル）1枚

は、およそ一分銀3枚に相当するとされた。つ

まり、外国商人は、日本に洋銀を持ち込み、金

貨に換えて海外へ持ち去り、例えば上海で再び

洋銀に替えれば約3倍の銀貨を得ることができ

多額の利益を上げられたのである。その流出量は、

半年間で10万両とも50万両とも言われている。

　こうした金貨流出を防止するため、まず安政7

（1860）年1月、幕府は天保・安政小判の銀貨

に対する価値を約3倍に引き上げる「直増通用令」

を発した上で、万延元（1860）年4月には、１

両当たりの純金量を1/3に減らした万延小判を

発行した。この結果、国内の金銀比価は国際基

準にようやく平準化し、金貨流出は収束に向かっ

ていった。

　その一方で、開港以降の幕末期、これらの改

鋳の影響に加え、内戦状態の政治・社会的混乱

のなかで物価が急騰し、激しいインフレーショ

ンに見舞われたのである。

ら
し
た
た
め
に
、
含
有
量
で
金
貨
と
銀

貨
の
重
量
比
を
見
る
と
お
よ
そ
一
対

八・
八
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
比
率
は
天
保
一
分
銀
で
は
一
対
四
・

五
と
な
り
ま
す
。
天
保
小
判
に
は
六
・

四
ｇ
の
金
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

本
位
貨
幣
と
し
て
金
銀
比
価
が
維
持
さ

れ
て
い
れ
は
約
八
〇
ｇ
の
銀
の
含
有
が

必
要
で
す
が
、
実
際
に
は
三
四・
五
ｇ

と
半
分
以
下
で
し
た
。
こ
れ
が
銀
貨
を

計
数
貨
幣
と
し
て
鋳
造
し
、
補
助
貨
幣

化
す
る
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
り
ま
し
た
。

比
価
が
乖
離
し
た
理
由
は
こ
の
よ
う
に

銀
貨
を
計
数
貨
幣
に
変
え
た
江
戸
幕
府

の
政
策
の
結
果
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

幕
府
財
政
の
延
命
策
と
し
て
採
ら
れ

て
き
た
通
貨
改
鋳
に
よ
る
財
源
確
保

は
、
開
港
に
よ
る
衝
撃
の
下
で
、
積
年

の
や
り
く
り
の
ツ
ケ
を
一
挙
に
表
面
化

さ
せ
、
日
本
を
経
済
的
な
混
乱
に
陥
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
幕
藩

体
制
は
終
幕
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

こ
の
幕
が
下
り
よ
う
と
す
る
ち
ょ
う

ど
同
じ
時
期
に
、
世
界
で
は
大
き
な
ド

ラ
マ
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

図
表
３
は
欧
米
先
進
国
で
銀
が
ど
の

西暦 将軍 日　本  世  界 
1850 江戸 【家定】 1853 ペリー浦賀に来航 1849 米、ゴールドラッシュ

安政 1854 日米和親条約 　　  （〜 1880)
【家茂】 1858 米蘭露英仏と修好通商条約締結 1853  米、補助貨鋳造法

貨幣の同種同量交換を協定 　　  （事実上の金本位制）
安政の大獄（〜 1859）

1859.6.1 安政小判・一分金・二朱銀発行
        6.2 横浜・長崎・箱館開港

外国人に洋銀と二朱銀の交換開始
        6.22 外国側の抗議により 1 ﾄﾞﾙ銀貨を一分銀 3

枚に替えることを約す→　金貨大量流出

        8.11 安政小判・一分金・二朱銀製造停止

      11.24 ハリス、幕府に金銀比価是正と「極印付
洋銀」流通方を文書で勧告

      12.28 洋銀「改三分定」の流通を布達

1860 1860.1.20 直増通用令により金価格釣り上げ 1860  露、国立銀行設立
万延 　　  3 月 桜田門外の変 1860  スイス、金本位制採用

　閏  3.27 万延大判製造 　　  （仏幣制採用）
　　  4.10 万延小判・一分金・二分金・二朱金の通

用開始（＝金銀比価が外国と同様となる）
　→　金貨流出が収束に向かう

        5 月 極印打洋銀「改三分定」廃止（自由流通）

文久
寛永通宝四文銭（鉄銭）製造

1861 米、南北戦争（〜1865）
1863 文久永宝四文銭（銅銭）製造 1862  米、合衆国紙幣

元治
慶応

1863  米、国法銀行制度

1867.5 月 兵庫開港勅許 1867 仏、パリ国際通貨会議
        8 月 幕府金札「江戸横浜通用金札」発行 　   （金本位制の国際化に寄与）

「ええじゃないか」おこる（〜 1868）
       10.14 大政奉還
       12 月 幕府金札「江戸及関八州通用金札」「兵庫

開港金札」発行
       12.9 王政復古の大号令

明治 1868 政府「太政官札」発行
銀目廃止令

【慶喜】
＊ この頃、物価上昇や社会不安により世

直し一揆や打ちこわしが頻発
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