
貨
幣
の
歴
史
学

桜
井　
「
貨
幣
の
歴
史
学
」
も
今
回
が

最
終
回
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
連
載
に

よ
っ
て
日
本
の
貨
幣
史
の
流
れ
は
か
な

り
よ
く
見
え
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、

世
界
史
的
に
見
る
と
、
そ
れ
は
普
遍
的

な
の
か
特
殊
な
の
か
。
そ
こ
で
、
今
回

は
、
日
本
の
貨
幣
史
の
世
界
史
的
な
位

置
付
け
を
、
黒
田
先
生
と
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

東
ア
ジ
ア
全
体
の
流
れ
か
ら
日
本
の

貨
幣
史
を
見
ま
す
と
、
東
ア
ジ
ア
全
体

と
連
動
す
る
動
き
を
見
せ
る
時
期
と
、

非
常
に
孤
立
し
た
動
き
を
示
す
時
期
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
日
本
の
鋳
造
貨
幣
の
始
ま
り

は
七
世
紀
で
す
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
中

国
に
次
い
で
早
い
で
す
ね
。

黒
田　

貨
幣
の
始
ま
り
と
い
う
と
、
金

属
で
で
き
た
貨
幣
が
出
現
し
た
時
点
を

も
っ
て
始
ま
り
と
す
る
見
方
が
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
世
界
の

貨
幣
史
を
見
る
と
、
実
は
十
六
世
紀
ご

ろ
ま
で
は
穀
物
や
布
な
ど
の
物
品
貨
幣

が
一
般
的
で
し
た
。
穀
物
や
布
な
ど
は

そ
れ
自
体
が
消
費
で
き
る
の
で
受
領
さ

れ
や
す
い
の
で
す
が
、
あ
え
て
金
属
貨

幣
が
日
本
で
早
い
時
期
か
ら
造
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の

意
味
が
あ
る
は
ず
で
す
。
中
国
の
模
倣

と
い
う
面
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
日

本
で
銅
を
産
出
で
き
た
こ
と
も
大
き
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
地
中
海
世
界
、
特
に
ロ
ー
マ

帝
国
で
も
最
初
の
金
属
貨
幣
は
銅
貨
で

し
た
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
が
都
市
国
家
で

あ
り
、
都
市
住
民
の
生
活
に
小
額
貨
幣

が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
市
民

が
兵
役
を
担
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
中
国
も
同
様
に

兵
農
一
致
で
し
た
。
つ
ま
り
、
国
家
が

市
民
を
徴
兵
し
て
戦
争
に
送
る
に
は
、

食
糧
や
武
器
の
調
達
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
そ
の
資
金
を
各
兵
士
に
給
付
す
る

に
は
、
使
い
勝
手
の
良
い
小
額
貨
幣
が

適
当
で
す
。
そ
こ
で
、
比
較
的
大
量
に

産
出
す
る
卑
金
属
で
あ
る
銅
が
貨
幣
と

し
て
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

桜
井　

兵
農
一
致
は
古
代
の
日
本
も
同

様
で
し
た
が
、
た
だ
、
古
代
日
本
の
銅

銭
鋳
造
は
、
兵
役
よ
り
も
む
し
ろ
、
都

城
建
設
と
の
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
朝
鮮
半
島
の
新
羅
も
日
本

と
同
様
、
中
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

最
終
回

日
本
の
貨
幣
史
の

世
界
史
的
意
義
を
語
る

 

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授　

黒
田
明
伸

日
本
に
お
け
る
独
自
の
貨
幣
の
鋳
造
は
東
ア
ジ
ア
で
は
中
国
に
次
ぐ
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
鋳
造
貨
幣
か
ら
物
品
貨
幣
の
時
代
と
な
り
、
宋
銭
の
流
入
に
よ
る
渡
来
銭
の
使
用
、
貨
幣
の
自
鋳

再
開
と
独
自
の
歴
史
を
重
ね
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
の
持
つ
意
義
は
、
国
内
の
動
向
だ
け
を
見
て
い

て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、
こ
の
連
載
の
監
修
者
で
あ
る
桜
井
先
生

と
世
界
史
的
な
視
点
で
貨
幣
を
研
究
さ
れ
て
い
る
黒
田
先
生
に
、
日
本
の
貨
幣
史
の
世
界
史
的
な
位

置
付
け
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

(

本
連
載
監
修
）

な
ぜ
、
日
本
で
銅
銭
鋳
造
が

始
ま
っ
た
の
か
？

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
の
黒
田
明
伸
教
授
。
ご
専
門
は
伝
統
中
国
の

貨
幣
・
金
融
・
市
場
構
造
・
財
政
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
日
本
・

朝
鮮
・
イ
ン
ド
・
紅
海
周
辺
お
よ
び
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
史
、
十
六

世
紀
以
降
の
世
界
経
済
と
ア
ジ
ア
諸
帝
国
と
の
相
互
連
関
、
貨
幣
の
非
対

称
性
に
つ
い
て
の
研
究
。
主
要
著
作
『
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
』

で
一
九
九
四
年
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞
。
近
著
に
「
東
ア
ジ
ア
貨
幣
史

の
中
の
中
世
後
期
日
本
」（『
貨
幣
の
地
域
史
―
中
世
か
ら
近
世
へ
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。

 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教
授　

桜
井
英
治
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を
導
入
し
ま
し
た
が
、
銅
銭
は
新
羅
で

は
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
違
い
も
、

も
し
か
す
る
と
都
城
の
規
模
と
関
係
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
日

本
の
鋳
銭
事
業
は
十
世
紀
後
半
に
断
絶

し
ま
す
が
、
面
白
い
こ
と
に
高
麗
や
ベ

ト
ナ
ム
で
は
、
逆
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
銭

の
鋳
造
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

黒
田　

中
国
の
銅
銭
鋳
造
の
ピ
ー
ク
は

同
時
期
の
北
宋
時
代
で
し
た
。
周
辺
諸

国
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
す

が
、
日
本
だ
け
は
違
っ
た
動
き
を
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

桜
井　

日
本
で
は
物
品
貨
幣
の
時
代
を

経
て
、
十
二
世
紀
半
ば
か
ら
は
中
国
銭

を
輸
入
し
て
使
い
始
め
ま
す
。
同
時
期

の
高
麗
で
は
、
中
国
に
隣
接
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
に
麻
布
が
貨
幣

と
し
て
使
用
さ
れ
、
中
国
銭
が
流
通
し

た
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
こ
で

も
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
は
違
う
動
き
を

し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

黒
田　

十
二
世
紀
半
ば
に
日
本
に
中
国

か
ら
銅
銭
が
入
り
始
め
た
き
っ
か
け

は
、
仏
具
の
原
材
料
と
し
て
の
需
要
で

は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
鎌
倉
の
大
仏
を
調
べ
ま
す
と
、
そ
の

成
分
は
北
宋
銭
の
も
の
と
一
致
し
ま

す
。
朝
鮮
半
島
に
は
そ
こ
ま
で
銅
需
要

が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
中
国
か
ら
陸
路

な
の
で
輸
送
コ
ス
ト
の
問
題
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
中
国
銭

が
日
本
に
入
り
始
め
た
と
き
に
は
、
民

間
で
す
で
に
使
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
が
先
に
あ
り
、
幕
府
や
朝

廷
は
こ
れ
を
仕
方
な
く
追
認
し
た
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
点
で
す
。

桜
井　

民
間
で
の
中
国
銭
人
気
と
い
う

こ
と
で
言
え
ば
、
銭
が
し
ば
し
ば
原
価

割
れ
を
起
こ
し
た
中
国
と
違
っ
て
、
中

世
の
日
本
で
は
、
中
国
銭
が
何
世
紀
も

の
間
、
地
金
の
約
三
倍
の
価
値
を
維
持

し
続
け
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
中
国
銭
が
東
ア
ジ
ア
に
広
が

っ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
雲
南
や
イ

ン
ド
洋
沿
岸
、
ア
フ
リ
カ
に
は
モ
ル
デ

ィ
ブ
産
の
子こ

安や
す
が
い貝

が
貨
幣
と
し
て
普
及

し
ま
す
。
東
の
銭
文
化
圏
と
西
の
貝
貨

文
化
圏
、
ど
ち
ら
も
素
材
価
値
に
基
づ

か
な
い
一
種
の
記
号
が
貨
幣
と
し
て
広

域
的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
、
パ
ラ
レ

ル
な
現
象
と
し
て
面
白
い
で
す
ね
。

黒
田　

モ
ン
ゴ
ル
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

を
統
一
し
た
十
三
世
紀
終
わ
り
か
ら

十
四
世
紀
は
世
界
的
に
銀
貨
が
流
通
し

て
い
て
、
日
本
で
の
中
国
銭
や
雲
南
・

イ
ン
ド
洋
な
ど
で
の
貝
貨
は
そ
れ
と
連

関
し
て
流
通
し
て
い
た
と
い
う
面
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
世
界
的
に
通
貨

が
不
足
す
る
時
期
が
あ
り
、
十
六
世
紀

に
至
っ
て
日
本
や
中
南
米
で
銀
が
大
量

に
産
出
さ
れ
る
こ
と
で
再
び
銀
の
流
通

が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

世
界
各
地
で
一
見
ロ
ー
カ
ル
に
起
こ
っ

て
い
る
よ
う
な
現
象
も
、
実
は
世
界
的

な
現
象
の
中
の
一
つ
だ
と
言
え
ま
す
。

地
域
的
な
現
象
と

世
界
的
な
現
象

西洋の古代銅貨　
アス銅貨（古代ローマ）
都市国家ローマでは、
都市住民の生活や兵役
に当たる市民のための
小額貨幣として銅貨が
使われた。

東
京
大
学
総
合
文
化
研
究
科
の
桜
井
英
治
准
教
授
。
ご
専
門
は
中
世
日
本

を
中
心
に
、
税
制
や
財
政
な
ど
の
諸
シ
ス
テ
ム
の
形
成
に
贈
与
原
理
が
果

た
し
た
役
割
や
、
贈
与
経
済
と
市
場
経
済
の
関
係
、
前
近
代
特
有
の
価
格

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
背
後
に
あ
る
労
働
観
念
、
時
間
観
念
の
解
明
に
つ
い

て
研
究
。
主
な
著
書
に
『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』、『
室
町
人
の
精
神
』

な
ど
。
近
著
に
「
銭
貨
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」（『
貨
幣
の
地
域
史
―
中
世
か

ら
近
世
へ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。

東アジアの古代銅貨
日本は、中国の制度や文化を吸収しながら、律令国家
の制度を固めた。和同開珎は、開元通宝など中国の伝
統的な銭貨の形「円形方孔」をモデルに発行された。
中国の都をモデルにつくられた平城京の建設にあたっ
ての労働者への労賃の支払いなどに使われた。

大量に発行された中
国・北宋銭　

元
げんぽうつうほう

豊通宝（中国・北宋）
北宋は多いときは年
50 億枚を超える銭貨
を発行した。

北宋銭の影響を受けて発行された周辺諸国の銭貨
10 世紀後半、日本で銭貨の発行が途絶えたのと対
照的に、朝鮮半島やベトナムではこのころから銭
貨が発行されるようになった。

和
わどうかいちん

同開珎（日本・708年）　　開
かいげんつうほう

元通宝（中国・唐621年）

天
てんふくちんほう

福鎮宝（ベトナム）　　　　　海
かいとうつうほう

東通宝（朝鮮半島）
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桜
井　

中
世
日
本
の
国
制
は
西
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
封
建
制
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ

ま
す
が
、
貨
幣
政
策
や
貨
幣
流
通
の
あ

り
方
は
か
な
り
違
い
ま
す
ね
。

黒
田　

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貨
幣
史
は
銀

貨
中
心
で
す
が
、
実
は
十
七
世
紀
ま
で

一
般
庶
民
は
ほ
と
ん
ど
銀
貨
に
触
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
の

よ
う
に
、
普
通
の
人
々
が
使
う
小
額
の

金
属
貨
幣
を
国
家
が
供
給
し
て
い
る
社

会
と
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
ま
た
、
小

額
貨
幣
は
回
収
が
困
難
で
す
か
ら
、
常

に
貨
幣
を
造
り
続
け
な
け
れ
ば
流
通
の

規
模
を
維
持
で
き
ま
せ
ん
。

桜
井　

中
世
日
本
に
は
、
代
銭
納
制
と

い
っ
て
、
年
貢
を
銭
で
納
め
さ
せ
る
シ

ス
テ
ム
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
中
国
よ

り
は
小
額
貨
幣
が
回
収
さ
れ
や
す
か
っ

た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

黒
田　

収
租
権
を
細
分
し
つ
つ
京
都
と

い
う
中
心
を
持
っ
た
荘
園
公
領
制
が
、

結
果
的
に
は
貨
幣
を
回
収
し
や
す
く
し

た
の
で
し
ょ
う
。

桜
井　

代
銭
納
制
は
、
た
ま
た
ま
銅
銭

が
中
国
か
ら
大
量
に
入
っ
て
き
た
か
ら

生
ま
れ
た
制
度
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば

現
物
納
が
続
い
た
で
し
ょ
う
。
貨
幣
の

歴
史
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
偶
然
の
大

き
さ
を
実
感
し
ま
す
ね
。

黒
田　

私
が
研
究
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
銀
貨
の
流

通
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
を
感
じ
ま

す
。
純
度
の
高
い
銀
貨
が
新
た
に
出
て

き
て
も
、
ア
フ
リ
カ
の
人
々
は
実
際
に

流
通
し
て
い
る
こ
の
銀
貨
を
受
け
取
り

た
が
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
流
通

の
仕
組
み
に
い
っ
た
ん
組
み
込
ま
れ
て

し
ま
う
と
、
そ
れ
が
偶
然
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
後
は
そ
れ
を
前
提
に
仕
組
み
が
回

り
始
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

桜
井　

日
本
の
貨
幣
流
通
へ
の
中
国
文

化
の
影
響
を
ど
う
見
ま
す
か
。

黒
田　

東
ア
ジ
ア
で
は
、
貨
幣
は
円
形

方
孔
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
し
た
。
受

け
取
る
側
は
、
誰
が
発
行
し
た
か
と
い

う
以
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
形
で
あ
る
こ

と
を
求
め
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ

ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
こ
の
形
が

通
貨
で
あ
る
こ
と
の
暗
黙
の
合
意
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
方
で
自
分
た
ち
の
貨
幣
と
し
て
ど

の
銭
を
受
け
取
る
か
と
い
う
ロ
ー
カ
ル

な
秩
序
が
生
ま
れ
て
く
る
。

桜
井　

十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
前
半

に
か
け
て
の
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ

ア
で
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
好
み
の
違
い
は

あ
る
に
し
て
も
、
大
体
宋
銭
か
、
私
鋳

銭
で
も
宋
銭
の
銭
文
を
持
つ
も
の
が
好

ま
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
、

十
七
世
紀
後
半
以
降
の
東
ア
ジ
ア
貨
幣

史
は
、
こ
の
宋
銭
文
化
圏
か
ら
の
脱
却

の
過
程
と
言
っ
て
も
い
い
。
日
本
で
は

寛か
ん
え
い
つ
う
ほ
う

永
通
宝
の
鋳
造
が
軌
道
に
乗
り
、
朝

鮮
で
も
常じ
ょ
う
へ
い
つ
う
ほ
う

平
通
宝
が
鋳
造
さ
れ
ま
し

た
。
ベ
ト
ナ
ム
で
も
銅
銭
が
大
量
に
鋳

造
さ
れ
ま
し
た
し
、
十
八
世
紀
に
な
る

と
、
中
国
で
も
乾
け
ん
り
ゅ
う
つ
う
ほ
う

隆
通
宝
が
大
量
に
鋳

造
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
東
ア
ジ
ア
全

体
で
連
動
し
て
い
た
貨
幣
史
が
、
各
地

域
で
独
立
し
た
動
き
を
見
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
す
ね
。

黒
田　

十
八
世
紀
に
な
る
と
、
世
界
各

地
で
一
般
庶
民
が
金
属
通
貨
を
使
う
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
貨
幣
を
国
と

い
う
行
政
の
枠
に
は
め
る
物
質
的
根
拠

と
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
日
本
で
は

寛
永
通
宝
が
そ
の
最
初
で
し
た
。
こ
う

し
て
、
歴
史
上
初
め
て
日
本
、
朝
鮮
、

中
国
と
い
っ
た
国
の
単
位
と
、
一
般
庶

民
の
使
う
通
貨
の
流
通
す
る
範
囲
が
一

致
し
ま
す
。

桜
井　

銀
を
中
心
と
し
た
世
界
シ
ス
テ

ム
の
中
で
の
日
本
の
位
置
付
け
、
そ
し

て
そ
こ
に
江
戸
幕
府
に
よ
る
「
鎖
国
」

が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
も
重

要
で
す
ね
。

黒
田　

寛
永
通
宝
は
、「
鎖
国
」
が
無

く
て
も
必
要
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
幕
藩

体
制
下
の
参
勤
交
代
と
い
う
制
度
は
、

大
勢
の
武
士
が
遠
距
離
を
頻
繁
に
移
動

し
た
の
で
、
統
一
的
な
小
額
通
貨
の
大

量
な
頒
布
が
無
い
と
運
営
で
き
ま
せ

ん
。

桜
井　

大
勢
の
武
士
が
宿
場
で
小
額
の

買
い
物
を
す
る
た
め
に
寛
永
通
宝
が
必

要
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
兵
士
へ
の
給

料
用
に
発
行
さ
れ
た
中
国
の
銭
や
、
都

城
建
設
の
人
件
費
を
賄
う
た
め
に
発
行

さ
れ
た
古
代
日
本
の
銭
と
同
様
に
、
小

額
貨
幣
を
大
勢
の
人
々
に
一
斉
に
支
給

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
が
、
統
一

的
な
小
額
貨
幣
発
行
の
引
き
金
に
な
っ

偶
然
の
果
た
す
役
割

マリア・テレジア銀貨（オーストリア）
18 世紀の女帝像が描かれたオーストリア
のこの銀貨は、20 世紀前半にオーストリ
アでは流通しなくなっていたが、本国から
遠く離れたアフリカ・西アジアで流通した。

宋
銭
文
化
圏
か
ら
の
脱
却
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手
形
や
藩
札
、
あ
る
い
は
銭せ

ん

匁め

勘か
ん
じ
ょ
う

定
と

い
っ
た
価
値
尺
度
と
し
て
残
る
だ
け
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
日

本
で
は
東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
国
際
通
貨

で
な
か
っ
た
金
を
基
軸
に
し
た
貨
幣
制

度
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、

銀
と
銭
が
完
全
に
補
助
貨
幣
と
な
る
わ

け
で
も
な
く
、
小
額
の
地
域
内
決
済
手

段
と
高
額
の
地
域
間
決
済
手
段
が
ぴ
た

っ
と
か
み
合
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
逆

に
、
貨
幣
流
通
に
弾
力
性
を
与
え
て
い

た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
ね
。

黒
田　

日
本
の
貨
幣
で
一
番
特
徴
的
な

の
は
近
世
の
藩
札
で
す
ね
。
地
域
通
貨

な
が
ら
互
換
性
が
あ
り
、
日
本
全
体
の

貨
幣
流
通
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
ま
し
た
。
藩
と
い
う
地
域

政
府
の
中
で
均
質
な
貨
幣
空
間
を
つ
く

る
一
方
で
、
大
坂
を
中
心
と
し
た
日
本

た
と
一
般
化
で
き
ま
す
ね
。

黒
田　

一
方
、
銀
貨
に
つ
い
て
は
、
中

国
の
銀
両
制
度
が
地
域
ご
と
に
バ
ラ
バ

ラ
な
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
基
本
的

に
幕
府
が
銀
座
で
造
る
丁
銀
に
一
元
化

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

桜
井　

こ
れ
は
「
鎖
国
」
無
し
に
は
維

持
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

「
鎖
国
」
下
で
あ
っ
て
も
銀
は
海
外
に

流
出
し
た
た
め
、
現
銀
は
国
内
で
は
ほ

と
ん
ど
流
通
し
な
く
な
り
、
銀
建
て
の

の
藩
ご
と
に
国
立
銀
行
が
で
き
、
か
つ

て
藩
札
の
発
行
に
関
わ
っ
て
い
た
武
士

た
ち
が
国
立
銀
行
に
流
れ
、
国
立
銀
行

券
を
発
行
し
て
い
き
ま
す
。

黒
田　

金
禄
公
債
、
つ
ま
り
年
貢
を
取

る
権
利
が
長
期
資
本
に
転
じ
た
わ
け
で

す
ね
。
一
方
で
、
信
用
に
つ
い
て
も
腑

分
け
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
村

で
行
わ
れ
る
相
互
融
通
な
ど
は
、
日
本

だ
け
で
な
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
見
ら

れ
、
そ
れ
が
工
業
化
の
資
金
と
な
っ
て

い
っ
た
点
に
も
注
目
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

桜
井　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
今
回
は
、
駆
け
足
で
し
た
が
、

日
本
の
貨
幣
史
を
、
世
界
史
的
な
視
点

か
ら
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
連

載
を
き
っ
か
け
に
、
多
く
の
皆
さ
ん
が

貨
幣
の
歴
史
に
関
心
を
持
っ
て
く
だ
さ

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

全
体
の
貨
幣
流
通
と
も
互
換
性
を
持
た

せ
て
い
た
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
、
世

界
に
も
あ
ま
り
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
と
話
を
し
て
い

る
と
、
紙
幣
の
常
識
が
日
本
と
か
な
り

違
う
の
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
金
貨
や
銀
貨
の
流
通
が
あ
っ

て
、
紙
幣
は
そ
れ
と
兌だ

換か
ん

す
る
高
額
紙

幣
が
一
般
的
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
場
合
、
藩
札
で
は
一
匁
札
と
い

っ
た
小
額
紙
幣
が
最
も
多
く
、
そ
も
そ

も
大
量
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に

造
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
藩
札
は
、

金
属
貨
幣
と
兌
換
で
き
る
か
ら
受
け
取

ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
わ
け
で

す
。
ま
た
、中
国
で
は
、銭
票
と
い
っ
て
、

個
人
商
店
が
紙
幣
を
発
行
し
た
例
も
あ

り
ま
す
。
日
本
、
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

な
ど
、
世
界
の
例
を
比
べ
て
み
る
と
、

な
ぜ
貨
幣
は
流
通
す
る
の
か
と
い
う
基

本
的
な
問
題
に
対
す
る
新
し
い
知
見
が

得
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

桜
井　

日
本
の
藩
札
は
、
地
方
政
権
と

し
て
の
藩
が
し
っ
か
り
と
管
理
し
て
発

行
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
同
時
代

の
世
界
の
中
で
も
特
異
な
ケ
ー
ス
だ
と

思
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
近
世
の
藩

札
と
近
代
の
国
立
銀
行
の
設
立
が
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
華
士
族
に
与

え
ら
れ
た
金
禄
公
債
を
元
手
に
ほ
ぼ
元

世
界
に
も
あ
ま
り
例
の
な
い

藩
札
と
い
う
貨
幣
空
間

士族らの資本を元に設立された国立銀行が発行した
紙幣　国立銀行券
1872 年の「国立銀行条例」により設立された民間
銀行が発行した紙幣。当初は正貨との兌換が義務付
けられていたが、1876 年に兌換が廃止された。秩
禄処分（1876 年終了）で年貢を徴収する権利を失
った旧藩主・藩士がその代償として受け取った金禄
公債を資本として、全国各地に国立銀行が設立され、
銀行券を発行した。

貨幣博物館企画展「海を越えた中世のお金」
2010年3月14日（日）まで開催中 !!
自国で銭貨を発行することなく、中国の銭貨を使用
し続けた中世日本の独特の貨幣流通の実態を、貨幣
博物館の多様な所蔵資料とともにご紹介しています。

江戸幕府により銀座で一元的に造られた銀錠
丁銀（日本・江戸時代）
中国の銀錠は制度が地域ごとに異なったが、
日本の銀錠は江戸幕府が一元的に発行した。
江戸時代の「三貨制度」のもとで金・銀・銅
貨は、それぞれ金座・銀座・銭座で造られた。

各地方政権により発行された紙幣
藩札（福井藩・江戸時代）
藩札は、江戸幕府による三貨制度
下の金属貨幣と並行して、地方政
府である各藩により発行され流通
した、世界でも特異な紙幣。
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