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楕
円
の
板
に
墨
書
き
の
あ
る
金
貨
、「
大
判
」。
今
月
号
で
紹
介

す
る
天
正
大
判
は
、16
世
紀
末
に
豊
臣
秀
吉
が
彫
金
師
・
後
藤
家

に
命
じ
て
造
ら
せ
た
日
本
最
初
の
大
判
で
す
。
そ
れ
ま
で
に
日
本
で

造
ら
れ
た
金
貨
は
、重
さ
や
品
質
が一定
せ
ず
、使
う
た
び
に
秤
で
重

さ
を
量
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
天
正
大
判
は
、重
さ
や
品
質
、様

式
な
ど
を一定
に
す
る
こ
と
で
、秤（
は
か
り
）が
な
く
て
も
使
う
こ
と

が
で
き
る
、画
期
的
な
金
貨
で
し
た
。

天
正
大
判
の
大
き
さ
は
、
縦
約
17
セ
ン
チ
、
横
約
10
セ
ン
チ
で
、

「
拾
両
、後
藤
」の
文
字
と
後
藤
家
の
花
押（
サ
イ
ン
）が
墨
書
き
さ

れ
、上
下
に
桐
の
極
印
が
み
ら
れ
ま
す
。「
拾
両
」は
重
さ（
44
匁
＝

１
６
５
グ
ラ
ム
）を
表
し
た
も
の
で
し
た
。

秀
吉
が
造
ら
せ
た
大
判
の
形
態
は
、江
戸
幕
府
に
引
き
継
が
れ
、

江
戸
時
代
に
は
５
種
類
の
大
判
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
銀
行
貨
幣
博
物
館
で
は
、日
本
で
使
わ
れ
て
き
た
貨
幣
や
貨

幣
の
描
か
れ
た
絵
画
、貨
幣
を
入
れ
る
容
器（
千
両
箱
・
財
布
）な

ど
、貨
幣
に
関
す
る
様
ざ
ま
な
資
料
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中

か
ら
、和
同
開
珎
、大
判
・
小
判
、千
両
箱
や
日
本
銀
行
券
な
ど
主

な
資
料
を
展
示
し
、日
本
貨
幣
史
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
シ
リ

ー
ズ
で
は
、貨
幣
の
歴
史
と
あ
わ
せ
て
、貨
幣
が
使
わ
れ
て
き
た
様
子

が
わ
か
る
資
料
も
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

金の品位は 70〜 74％。写真の大判は、縦の長さが 18センチ近くあり、天正長大判と呼ばれる

［
て
ん
し
ょ
う
お
お
ば
ん
］

天
正
大
判

お
か
ね
今
昔
物
語
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「
和
同
開
珎
」は
、い
ま
か
ら
約
１
３
０
０
年
前
の
７
０
８
年（
和
銅

元
年
）に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
の
金
属
貨
幣
と
し
て「
無

文
銀
銭
」や「
富
本
銭
」が
畿
内
を
中
心
に
少
量
出
土
し
て
い
ま
す
が
、

和
同
開
珎
は
初
め
て
大
量
流
通
を
前
提
に
発
行
さ
れ
た
貨
幣
で
す
。

当
時
の
日
本
は
中
央
集
権
的
な
国
家
を
目
指
し
、中
国
の
制
度
や
文

化
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。
貨
幣
の
発
行
は
、国
家
の

権
威
を
内
外
に
示
す
た
め
に
、重
要
な
役
割
を
担
い
ま
し
た
。

和
同
開
珎
は
平
城
京
の
造
営
な
ど
国
家
的
プ
ロ
ジェク
ト
に
関
わ

る
人
の
給
料
や
資
材
購
入
の
支
払
い
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え

ば
、平
城
京
を
つ
く
る
労
働
者
に
は
１
日
１
文（
１
枚
）が
支
払
わ
れ
、

労
働
者
は
こ
れ
を
使
って
市
場
で
買
い
物
が
で
き
ま
し
た
。
和
同
開

珎
１
文
で
１
合
程
度
の
米
が
買
え
ま
し
た
。

和
同
開
珎
の
丸
く
て
四
角
い
穴
が
あ
い
た
形
は
、中
国
の
銭
貨
に

な
ら
って
い
ま
す
。
和
同
開
珎
の
鋳
型
か
ら
は
、表
と
裏
の
鋳
型
を

合
わ
せ
、溶
か
し
た
金
属
を
流
し
込
む
鋳
造
と
い
う
方
法
で
造
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、鋳
型
の
外
側
は
粗
い
土
で
覆
わ
れ

て
い
ま
す
が
、銭
貨
の
形
を
正
確
に
写
し
取
る
た
め
、金
属
を
流
し

込
む
面
に
は
、き
め
の
細
か
な
土
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

銭
貨
の
形
や
基
本
的
な
造
り
方
は
、約
千
年
後
に
発
行
さ
れ
た
江

戸
時
代
の
銭
貨
で
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

〔和同開珎（銅銭）〕 

画像の和同開珎の主な材料は銅だが、銀銭も発行された。

〔和同開珎鋳型の表と裏〕

当館所蔵の和同開珎の鋳型は山口県（長門鋳銭司跡）出土と伝えられる。

山口県には古代の銅生産遺跡「長登銅山」がある。

［
わ
ど
う
か
い
ち
ん
］

和
同
開
珎

お
か
ね
今
昔
物
語
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和
同
開
珎
の
発
行（
７
０
８
年
）後
、国
家
は
こ
れ
が
広
く
使
わ
れ

る
よ
う
、税
を
銭
貨
で
納
め
る
な
ど
の
流
通
政
策
を
と
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、奈
良
時
代
に
２
種
類
、平
安
時
代
に
９
種
類
の
銅
銭
が

新
た
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
銭
貨
は
呪
術
的
に
も
用
い
ら

れ
、現
世
や
死
後
の
世
界
への
様
ざ
ま
な
願
い
を
込
め
て
、建
物
の
基

礎
部
分
や
お
墓
に
埋
納
さ
れ
た
事
例
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

た
だ
、９
世
紀
末
に
な
る
と
平
安
京
な
ど
の
大
規
模
な
造
営
工
事

も
終
わ
り
、国
家
が
銭
貨
を
支
払
う
機
会
が
減
少
し
、人
々
が
銭
貨

を
使
って
も
の
を
買
う
こ
と
も
少
な
く
なって
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

官
営
鉱
山
の
生
産
量
の
落
ち
込
み
や
銭
貨
の
質
の
低
下
な
ど
の
要
因

も
重
な
り
、10
世
紀
半
ば
の
乾
元
大
宝
発
行
の
後
、国
家
は
銭
貨
の

発
行
を
停
止
し
ま
し
た
。
以
降
、約
６
０
０
年
間
、日
本
で
は
国
家

に
よ
る
貨
幣
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
銭
貨
が
発
行
さ
れ
な
く

なって
か
ら
は
、以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
米
や
絹
・
布
が
主
に
貨
幣

と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

発
行
年
代
順
に
並
ん
だ
12
種
類
の
銭
貨
を
み
る
と
、次
第
に
サ
イ

ズ
が
小
さ
く
な
り
、文
字
も
不
鮮
明
に
なって
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
、成
分
を
調
べ
て
み
る
と
、銅
が
不
足
し
た
時
期
に
発
行

さ
れ
た
延
喜
通
宝
や
乾
元
大
宝
は
、鉛
の
割
合
が
非
常
に
高
かっ
た

こ
と
も
わ
かって
い
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

和同開珎
（708年）

万年通宝
（760年）

神功開宝
（765年）

隆平永宝
（796年）

富寿神宝
（818年）

承和昌宝
（835年）

長年大宝
（848年）

饒益神宝
（859年）

貞観永宝
（870年）

寛平大宝
（890年）

延喜通宝
（907年）

乾元大宝
（958年）

古
代
に
発
行
さ
れ
た
銭
貨

お
か
ね
今
昔
物
語
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日
本
で
は
10
世
紀
半
ば
に
銭
貨
が
発
行
さ
れ
な
く
な
り
、米
や
布

な
ど
が
貨
幣
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
12
世
紀

半
ば
の
平
安
時
代
末
期
に
な
る
と
、中
国
か
ら
大
量
の
銭
貨
が
流
入

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、そ
れ
に
先
立
つ
11
世
紀

に
、中
国
で
年
間
十
億
枚
を
超
え
る
大
量
の
銭
貨
が
造
ら
れ
た
と
い

う
当
時
の
事
情
が
あ
り
ま
す
。

海
外
か
ら
日
本
に
入
って
き
た
銭
貨
を
渡
来
銭
と
いい
ま
す
。
国

家
は
当
初
、そ
の
使
用
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、次
第
に
人
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
、広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
で
渡
来
銭
が
浸
透
し
た
理
由
と
し
て
は
、1
枚
が
1
文
と
し

て
使
わ
れ
、誰
に
で
も
わ
か
り
や
す
く
便
利
で
あ
っ
た
こ
と
、そ
れ
ま

で
貨
幣
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
米
や
布
な
ど
に
比
べ
、軽
量
で
持
ち
運

び
が
容
易
で
あった
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

13
世
紀
に
入
る
と
、国
家
も
渡
来
銭
の
使
用
を
認
め
ま
し
た
。

人
々
は
年
貢
を
米
の
代
わ
り
に
銭
貨
で
納
め
る
よ
う
に
な
り
、輸
送

の
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
年
貢
で
あ
っ
た
米
な
ど

の
生
産
物
が
商
品
と
し
て
市
で
活
発
に
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、銭
貨
に
対
す
る
需
要
も
更
に
高
ま
って
い
き
ま

す
が
、日
本
で
は
そ
の
後
17
世
紀
ま
で
国
家
が
貨
幣
を
発
行
す
る
こ

と
は
な
く
、渡
来
銭
が
活
発
な
商
品
流
通
を
支
え
て
い
き
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

—

中
世
の
渡
来
銭

—

海
を
越
え
て
き
た
お
金

お
か
ね
今
昔
物
語

【上・渡来銭　国内で大量に出土する上位10種類】
※銭貨の名称と発行王朝名（数字は順位）
　国内で出土する渡来銭のなかでも宋銭は特に多い。
日宋貿易などを通じて大量に輸入された銭貨は仏具な
どにも造りかえられた。

【右・錦絵「教導立志基 青砥藤綱」井上探景作 1885年】
　鎌倉時代の武士青砥藤綱が、川に落とした銭貨10文
を探すために、松明を50文で買い、探させた逸話を描い
たもの。藤綱は「落とした10文は少ないが、これを失え
ば天下の貨幣を永久に失う。購入に要した50文は自分
にとっては損になるが、他者にとっては益になる」と話
したと書かれている。鎌倉時代（13世紀頃）に銭貨が浸
透していたことをうかがわせる。

1.皇宋通宝　宋 3.熙寧元宝　宋

7.天聖元宝　宋

2.元豊通宝　宋

6.永楽通宝　明

10.聖宋元宝　宋

4.元祐通宝　宋

8.紹聖元宝　宋5.開元通宝　唐

9.政和通宝　宋
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13
世
紀
以
降
の
日
本
で
は
、中
国
か
ら
流
れ
込
ん
で
き
た
銭
貨

（
渡
来
銭
）の
使
用
が
浸
透
し
て
い
ま
し
た
。
14
世
紀
に
入
る
と
、銭

貨
は
各
地
で
壺
な
ど
に
入
れ
て
大
量
に
埋
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
渡
来
銭
が
国
内
で
広
く
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
大
量
の
銭
貨
が
埋
め
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、貯
蔵
・
貯
蓄
、

戦
争
や
災
害
時
の
緊
急
避
難
、ま
じ
な
い
な
ど
の
宗
教
的
な
意
味
合

い
と
いった
様
ざ
ま
な
説
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
を
み
る
と
、た
と
え
ば
大
工
の
賃
金
は
１
日

お
よ
そ
１
０
０
文
、都
市
の
茶
店
で
は
、抹
茶
を一服
１
文
で
飲
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

14
世
紀
半
ば
以
降
、中
国
か
ら
の
銭
貨
の
流
入
が
減
少
し
、銭
貨

が
不
足
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
中
国
の
銭
貨
を
真
似
た
銭
貨
が
民
間

で
造
ら
れ
ま
し
た
。
15
世
紀
後
半
に
は
、質
の
良
い
銭
・
悪
い
銭
な

ど
、様
ざ
ま
な
銭
貨
が
同
時
に
流
通
し
、区
別
さ
れ
選
り
好
み
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
１
枚
が
１
文
と
し
て
使
わ
れ
て

き
た
銭
貨
は
、品
質
や
種
類
に
よって
異
な
る
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
結
果
、支
払
い
や
納
税
な
ど
の
際
に
特
定
の
銭
貨
の

受
け
取
り
が
拒
否
さ
れ
る
な
ど
、銭
貨
の
使
用
が
混
乱
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、16
世
紀
後
半
に
な
る
と
、西
日
本
で
は
銭
貨
に
代
わって
米

が
再
び
貨
幣
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

—

銭
貨
使
用
の
浸
透
と
混
乱

—

埋
め
ら
れ
た
銭
貨

お
か
ね
今
昔
物
語

【永楽通宝（明銭）〔左〕と真似て造られた銭貨〔右３点〕】
永楽通宝のなかでも、正式に造られた永楽通宝と真似て造られた銭貨では、品質（大きさや文字の
見え方など）に大きな違いがあったことがわかる。

【大量の銭貨が入って出土した壺（宮崎県出土）】
　
当館所蔵の壺は、渡来銭66種、約7,700枚が入っ
た状態で出土したもの。銭貨の種類から16世紀
頃に埋められたと考えられる。
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金
や
銀
は
、古
代
よ
り
贈
答
に
使
わ
れ
た
り
、工
芸
品
の
原
料
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、16
世
紀
に
各
地
で
鉱
山
開
発
が
行

わ
れ
産
出
量
が
増
え
る
と
、金
や
銀
で
貨
幣
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
金
貨
や
銀
貨
は
、高
額
商
品
の
取
引
や
軍
資

金
、恩
賞
な
ど
に
利
用
さ
れ
、社
会
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。

２
０
０
７
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
石
見
銀
山

（
島
根
県
大
田
市
）は
、鉱
石
か
ら
高
品
位
の
銀
を
取
り
出
す
精
錬

技
術「
灰
吹
法
」を
導
入
し
、国
内
の
鉱
山
開
発
の
先
駆
け
と
な
り

ま
し
た
。
石
見
銀
山
か
ら
産
出
し
た
銀
で
つ
く
っ
た
銀
貨
は「
石
州

銀
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、重
さ
が一定
で
は
な
く
、使
用
す

る
際
に
重
さ
を
量
り
、必
要
に
応
じ
切って
使
わ
れ
ま
し
た
。

16
世
紀
か
ら
中
国
や
ヨ
ー
ロッパ
諸
国
で
銀
の
使
用
が
増
加
し
、石

州
銀
は
海
外
へ
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
石
見
銀
山
か
ら
大
量
に
産
出
さ

れ
る
良
質
な
銀
は
海
外
で
も
有
名
と
な
り
、16
世
紀
の
海
外
の
地
図

に
も
石
見
の
地
名
が
銀
鉱
山
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

石
見
銀
山
の
支
配
権
を
め
ぐ
り
戦
国
大
名
は
激
し
い
争
奪
戦
を

繰
り
広
げ
、最
終
的
に
は
江
戸
幕
府
が
直
轄
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
頃
に
は
、石
見
銀
山
以
外
に
も
多
く
の
銀
山
が
あ
っ
た
西

日
本
を
中
心
に
銀
貨
の
使
用
が
浸
透
し
て
お
り
、江
戸
幕
府
も
引
き

続
き
銀
貨
を
発
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

—

鉱
山
開
発
と
銀
貨
の
登
場

—

石
　
州
　
銀

お
か
ね
今
昔
物
語

【切って使われた石州銀】
　
表面に長方形と「御公用」と書か
れた極印が打たれている。極印
は、銀が切って使用された場合に
もわかるように複数箇所にある。
大きさ縦約６cm、重さ約90g。

【石州銀】　

表面には文字のない長方形の極印が
左右に規則的に打たれている。当時
の銀は、鉱山によって品質が異なって
いたため、極印で品質を証明した。写
真の資料は縦約16cm、重さ約370g。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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東
北
地
方
な
ど
で
は
古
代
か
ら
砂
金
や
金
塊
な
ど
が
採
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、16
世
紀
以
降
、鉱
石
か
ら
金
を
取
り
出
す
精
錬
技
術
の

発
達
に
よって
金
が
量
産
さ
れ
、形
を
整
え
た
金
貨
が
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
16
世
紀
中
頃
以
降
、武
田
氏
の
支
配
し
て
い
た
甲

斐（
現
在
の
山
梨
県
）で
は
、金
山
の
開
発
が
進
み
、豊
富
に
産
出
し

た
金
で「
甲
州
金
」と
い
わ
れ
る
金
貨
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、こ

れ
が
武
田
氏
の
勢
力
拡
大
の
背
景
に
なっ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

甲
州
金
の
製
造
に
は
、金
山
の
経
営
、金
の
精
錬
や
品
位
の
鑑
定
の
技

術
、重
さ
を
正
確
に
量
る
た
め
の
秤
の
製
造
な
ど
の
専
門
的
な
技
術

を
もった
集
団
が
関
わって
い
ま
し
た
。

甲
州
金
の
始
ま
り
は
はっ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、当
初
は
使
用
す
る

都
度
、重
さ
を
量
って
使
う
金
貨
で
し
た
。
武
田
氏
時
代
の
金
貨
と

し
て
山
梨
県
で
は
、板
状
の
金
貨
や
後
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た「
甲
州

金 

露一両
金
」と
同
じ
碁
石
状
の
金
貨
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、甲
州
金
は
形
や
大
き
さ
が
統一さ
れ
、四
進
法
の
貨
幣
単

位「
両
」「
分
」「
朱
」「
糸
目
」が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
甲
州
金
の
製
造
技
術
や
四
進
法
の
貨
幣
単
位
は
、江
戸
幕

府
が
発
行
す
る
金
貨
に
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
甲
州
金
は
、貨
幣
制

度
が
全
国
的
に
統一さ
れ
た
後
も
、18
世
紀
前
半
ま
で
例
外
的
に
甲

斐
の
中
に
限
り
使
用
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

—

金
貨
を
つ
く
る
技
術
と
貨
幣
単
位

—

甲
　
州
　
金

お
か
ね
今
昔
物
語 露一両金

一分朱中糸目金 角一分金 吉一分金

二分一朱金

【甲州金】　

16世紀後半から江戸時代初期頃と推定される甲州金。碁石、円形、
四角の形状のものがあり、一つひとつに額面を表わす極印が打たれ
た。額面には、端数をもつものもあった。１両＝４分＝16朱＝64
糸目。写真の露一両金は縦約２cm、重さ約15g。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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16
世
紀
後
半
か
ら
17
世
紀
頃
に
か
け
て
、非
常
時
の
備
蓄
用
と
し

て
分
銅
型
の
金
塊「
分ふ
ん
ど
う銅

金き
ん

」が
作
ら
れ
ま
し
た
。
分
銅
金
に
は
、大

型
の「
大だ
い
ふ
ん
ど
う

分
銅
」と
小
型
の「
小
し
ょ
う
ふ
ん
ど
う

分
銅
」が
あ
り
ま
し
た
。

大
分
銅
は
現
存
し
ま
せ
ん
が
、豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
ら
が
、彫

金
師
の
後
藤
家
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
こ
と
が
わ
かって
い
ま
す
。一方
、

小
分
銅
は
、誰
が
作
ら
せ
た
の
か
な
ど
、作
ら
れ
た
経
緯
は
よ
く
わ
か

って
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、こ
の
頃
、権
力
者
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、金
貨

や
大
分
銅
の
製
作
に
関
わって
い
た
後
藤
家
が
、小
分
銅
の
製
作
に
も

携
わって
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

小
分
銅
の
金
の
品
位
は
95
％
前
後
で
、表
面
の
中
央
に
刻
ま
れ
た

極
印
の
違
い
か
ら
５
種
類
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
貨
幣
博
物
館
で
は
、

そ
の
う
ち「
吉
」「
桐
」「
亀
甲
桐
」「
定
」の
極
印
を
も
つ
４
種
類
の
小

分
銅
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

小
分
銅
に
つい
て
記
さ
れ
た
史
料
と
し
て
、徳
川
家
康
の
遺
産
分

与
に
関
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
家
康
の
九
男
で
尾
張
徳
川
家
の
始

祖
と
なった
徳
川
義
直
に
分
与
さ
れ
た
遺
産
の
な
か
に
は
、小
判
な
ど

の
金
貨
と
と
も
に
、重
さ
１
０
０
目（
約
３
７
５
グ
ラ
ム
）の
小
分
銅
が

含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
かって
い
ま
す
。
貨
幣
博
物
館
で
所
蔵
す
る

小
分
銅
は
尾
張
徳
川
家
伝
来
で
、家
康
の
遺
産
と
し
て
尾
張
徳
川
家

に
分
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

黄
金
の
分
銅

お
か
ね
今
昔
物
語

【桐】
「桐」極印、菊花地紋

【吉】
「吉」極印、布目地紋

【亀甲桐】
「亀甲桐」極印、布目地紋

【定】
「定」極印、石目地紋

尾張徳川家伝来の「吉」「桐」「亀甲桐」「定」の極印をもつ小分銅。分銅金の形は、秤のおもり「分銅」
に由来する。分銅の形は江戸時代にはお金や富を表すものとして、両替商の看板などに使われ、
今日でも銀行の地図記号として使われている。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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徳
川
家
康
は
、16
世
紀
末
か
ら
17
世
紀
に
か
け
て
、全
国
を
治
め

る
た
め
様
ざ
ま
な
制
度
を
整
備
し
て
い
く
な
か
で
、全
国
の
鉱
山
を

直
轄
化
し
、金
銀
貨
を
独
占
的
に
製
造
す
る
体
制
を
整
え
て
い
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、様
式
や
品
位
・
形
態
・
重
さ
を
統
一し
た
慶
長
大

判
・
慶
長
小
判
や
慶
長
丁
銀
な
ど
の
金
銀
貨
を
発
行
し
ま
し
た
。

金
貨
の
う
ち
、大
判
は
、豊
臣
秀
吉
のつ
く
ら
せ
た
天
正
大
判
の
形

状
が
引
き
継
が
れ
、彫
金
師
で
あ
る
後
藤
家
が
引
き
続
き
製
造
に
あ

た
り
ま
し
た
。
小
判
や一分
金
な
ど
は
、金
貨
の
表
面
に
筆
で
製
造
者

や
額
面
を
書
く
方
法
か
ら
、文
字
な
ど
を
刻
む
極
印
に
変
更
さ
れ
、

量
産
が
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
家
康
は
、小
判
を
製
造
す
る「
金

座
」の
中
心
人
物
に
後
藤
家
の
後
藤
庄
三
郎
を
抜
擢
し
、金
貨
を
安

定
的
に
供
給
す
る
体
制
を
つ
く
り
ま
し
た
。

一方
、銀
貨
は
16
世
紀
半
ば
以
降
、西
日
本
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
と

の
貿
易
の
中
で
広
く
使
用
さ
れ
て
お
り
、家
康
は
銀
貨
を
引
き
続
き

使
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
銀
貨
の
製
造
に
あ
たって

い
た
湯
浅
作
兵
衛
常
是
に
慶
長
丁
銀
を
つ
く
ら
せ
、金
貨
と
同
よ
う

に
、「
銀
座
」で
の
銀
貨
の
製
造
体
制
を
整
え
ま
し
た
。

銅
銭「
寛
永
通
宝
」は
家
康
の
死
後
、１
６
３
６
年
に
発
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
江
戸
幕
府
に
よ
る
金
・
銀
・
銅
貨
は
、約
６
百
年
ぶ
り

に
国
家
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
貨
幣
で
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

ⒶⒷ

Ⓒ

Ⓓ Ⓔ

Ⓕ

家
康
の
つ
く
っ
た
貨
幣
制
度

お
か
ね
今
昔
物
語

【慶長大判（Ⓐ）・慶長小判（Ⓑ）・
慶長一分金（Ⓒ）】（1601年発行）
金貨は小判1枚の1両を基準とし、
それ以下を4進法の単位で表す計
数貨幣（金1両＝金4分）。大判の
表面には、墨で額面「拾両」と製造
者「後藤」のサインがある。小判や
一分金の表面には「壱両」・製造者
の「光次」・扇に桐の極印がある。

【慶長丁銀（Ⓓ）・慶長豆板銀（Ⓔ）】
（1601年発行）
銀は重さを量って使う秤量貨幣で
基本単位は匁（1匁＝約3.75g）。表
には製作者の保証を示す大黒像、
「常是」と「宝」の極印が一面に打
たれている。豆板銀は小額取引の
ためにつくられた。江戸初期は銀
50匁＝金1両。

【寛永通宝（Ⓕ）】
（1636年発行）
1枚が1文の計数貨幣。
江戸初期は銭4,000文＝
金1両。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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16
世
紀
以
降
、日
本
国
内
で
は
金
銀
銅
な
ど
の
鉱
山
開
発
が
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
。
特
に
、佐
渡
は
金
銀
の
埋
蔵
量
が
豊
富
で
、16
世

紀
後
半
か
ら
採
掘
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
17
世
紀
に
入
る
と
、徳
川

家
康
が
佐
渡
を
直
轄
領
と
し
ま
す
。

金
や
銀
は
、銅
や
硫
黄
、鉄
な
ど
の
様
ざ
ま
な
物
質
と
結
合
し
て

お
り
、そ
れ
ぞ
れ
を
分
け
て
金
や
銀
を
取
り
出
す
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
江
戸
幕
府
は
、最
新
の
技
術
を
導
入
し
て
佐
渡
の
相

川
金
銀
山
を
中
心
に
開
発
を
進
め
ま
し
た
。
江
戸
時
代
前
半
に
相

川
金
銀
山
は
全
盛
を
迎
え
、町
や
湾
岸
も
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
佐
渡
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
お
よ
そ
金
40
ト
ン
、銀
１
８
０
０

ト
ン
を
産
出
し
た
日
本
最
大
の
金
銀
山
の
島
で
し
た
。

ま
た
、佐
渡
で
は
、17
世
紀
前
半
に
江
戸
幕
府
か
ら
小
判
の
製
造

が
認
め
ら
れ
、江
戸
に
置
か
れ
て
い
た
金
貨
の
製
造
に
携
わ
る
金
座
の

出
張
所
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

貨
幣
博
物
館
所
蔵
の『
佐
州
金
銀
採
製
全
図
』に
は
、金
銀
山
の

中
で
、火
を
灯
し
な
が
ら
タ
ガ
ネ
で
鉱
石
を
採
掘
し
、湧
き
出
る
水

を
排
水
す
る
様
子
、金
銀
の
製
錬
や
小
判
の
製
造
な
ど
の
工
程
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
絵
巻
物
は
、複
雑
な
金
銀
山
で
の
作

業
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、18
世
紀
以
降
、佐
渡
奉
行
ら

が
交
代
す
る
た
び
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

佐
渡
金
銀
山
の
開
発

お
か
ね
今
昔
物
語

【佐州金銀採製全図】
佐渡金銀山での作業工程が描かれた絵
巻物（19世紀頃）。鉱石を掘る様子や鉱
脈を掘り進める際に湧き出る水を排水
する様子がわかる。

【佐渡小判】
佐渡で製造されたとされる小判。佐渡
で作られた元禄小判以降の小判の裏面
には、「佐」の極印が打たれている。 （裏）（表）
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日
本
最
初
の
紙
幣
は
、１
６
０
０
年
頃
か
ら
、伊
勢
神
宮
の
門
前

町
山
田
で
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
なった
山
田
羽
書
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
山
田
羽
書
は
、神
職
で
も
あ
っ
た
商
人（
御
師
）に
よ
り
、重

さ
を
量
って
使
う
秤
量
銀
貨
で
あ
る
丁
銀
の
釣
り
銭
の
代
わ
り
に
札

（
私
札
）が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
なった
も
の
で
、「
羽
書
」は
端
数
の
金

額
の
書
き
付
け
を
意
味
し
ま
す
。
御
師
は
参
宮
の
客
を
自
邸
に
案

内
し
て
宿
を
提
供
し
、伊
勢
参
り
の
便
宜
を
は
か
る
等
、こ
の一帯
の

経
済
に
も
深
く
か
か
わって
い
ま
し
た
。
山
田
羽
書
は
彼
ら
御
師
の

経
済
的
信
用
力
に
基
づい
て
発
行
さ
れ
、そ
れ
が
紙
幣
と
し
て
流
通

す
る
よ
う
に
なって
い
き
ま
し
た
。

山
田
羽
書
は
そ
の
後
、江
戸
幕
府
の
公
認
を
得
る
な
ど
発
行
の
制

度
を
整
え
て
い
き
、江
戸
時
代
を
通
じ
て
製
造
・
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、山
田
羽
書
に
続
き
、、伊
勢
や
近
畿
地
方
を
は
じ
め
と
し
て
、

私
札
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
なった
ほ
か
、各
藩
の
藩
政
の
確
立
と
相

ま
って
、西
日
本
を
中
心
に
藩
札
の
発
行
と
利
用
も
広
がって
い
き
ま

し
た
。

山
田
羽
書
の
表
面
に
は
、「
丁
銀
」「
五（
伍
）分
請
取
」の
文
字
と

発
行
者
の
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
田
羽
書
に
み
ら
れ
る
縦
長
の

紙
に
墨
書
と
小
型
の
印
を
押
し
た
札
の
様
式
は
、周
辺
の
私
札
や
藩

札
な
ど
に
踏
襲
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

日
本
で
最
初
の
紙
幣 

山
田
羽
書

お
か
ね
今
昔
物
語

【宇治羽書と原版】
17世紀。山田羽書と同じく
伊勢神宮の御師の住む門前町
で発行された「宇治羽書」と
同羽書の朱印部分の原版。

【山田羽書】
1600年頃。下部には、「この羽書と
引き換えに銀を渡す」との趣旨の
文言がある。
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江
戸
時
代
に
は
、幕
府
は
大
判
・
小
判
や一分
金
な
ど
の
金
貨
を
発

行
し
て
い
ま
し
た
。
主
に
恩
賞
や
贈
答
用
に
使
用
さ
れ
た
大
判
は

「
大
判
座
」で
つ
く
ら
れ
、広
く
金
貨
と
し
て
使
わ
れ
た
小
判
や一分
金

な
ど
は「
金
座
」で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
金
座
は
、彫
金
師
の
流
れ
を

汲
む
後
藤
庄
三
郎
に
よ
り
組
織
さ
れ
、代
々
後
藤
家
が
監
督
し
ま
し

た
。
金
座
と
後
藤
家
の
屋
敷
は
、東
京
の
日
本
橋
に
あ
る
現
在
の
日

本
銀
行
本
店
の
あ
た
り
に
あ
り
ま
し
た
。

金
座
絵
巻
に
は
、原
料
と
な
る
金
の
品
位
を
鑑
定
す
る
様
子
や
、

職
人
達
が
小
判
を
つ
く
る
工
程
が
細
か
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
小
判

は
、主
に
金
と
銀
の
合
金
で
つ
く
ら
れ
、金
の
含
有
量
は
、度
重
な
る

改
鋳
に
よって
87
〜
56
％
の
間
で
変
化
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、い

ず
れ
の
時
代
の
小
判
も
金
色
に
輝
い
て
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、小
判

の
表
面
に
色
付（
色
揚
）と
い
う
化
学
的
な
処
理
を
し
て
、表
面
だ
け

は
金
の
品
位
を
高
め
て
い
た
た
め
で
す
。

小
判
のつ
く
り
か
た
を
み
る
と
、ま
ず
金
と
銀
の
含
有
量
を
調
整

し
た
棹さ
お

金き
ん（

地
金
）を
つ
く
り
、そ
れ
を
叩
き
伸
ば
し
、小
判一枚
の
重

さ
に
合
わ
せ
て
切
り
ま
す
。
そ
の
後
、形
を
整
え
て
表
面
に
模
様
と

極
印
を
打
ち
、表
面
の
品
位
を
高
め
る
処
理
を
し
て
金
色
に
輝
く
小

判
に
仕
上
げ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
小
判
は
、幕
府
が
公

式
に
発
行
す
る
貨
幣
と
し
て
世
の
中
に
出
て
行
き
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

金
座
と
小
判
の
つ
く
り
か
た

お
か
ね
今
昔
物
語

【金座絵巻】
江戸の金座における小判の製造作業を描いた絵巻物。
（上）小判を重ねて側面を小槌で打ち、形を整えている場面。
（下）「色付」（色揚）のために薬品を塗って焼くという表面処理を行っている場面。

【享保小判】（右）1714年発行　金87％
【元禄小判】（左）1695年発行　金57％
改鋳により品位が異なる小判だが、「色付」
（色揚）処理が施されているためいずれも
金色に輝いて見える。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 

〈日本銀行金融研究所貨幣博物館〉


	1404_おかね今昔物語
	1405_おかね今昔物語
	1406_おかね今昔物語
	1407_おかね今昔物語
	1408_おかね今昔物語
	1409_おかね今昔物語
	1410_おかね今昔物語
	1411_おかね今昔物語
	1412_おかね今昔物語
	1501_おかね今昔物語
	1502_おかね今昔物語
	1503_おかね今昔物語

