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作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
東
大
寺

の
盧る

舎し
ゃ

那な

仏
像
（
奈
良
の
大
仏
）
建

立
時
の
金
め
っ
き
の
た
め
に
、
初
め

て
砂
金
が
陸
奥
国
か
ら
献
上
さ
れ
た

天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
か
ら

一
一
年
後
に
あ
た
り
ま
す
（
注
１
）。

開
基
勝
寳
は
、
宮
内
庁
御
物
と
し
て

一
枚
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
資
料

（
重
要
文
化
財
）
と
し
て
三
一
枚
の
計

三
二
枚
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

　

皇
朝
十
二
銭
は
平
安
時
代
中
期
の

乾
元
大
寳
を
も
っ
て
終
焉
を
迎
え
、

中
世
に
な
る
と
、
中
国
か
ら
輸
入
し

た
渡
来
銭
や
、
そ
れ
ら
を
模
し
て
日

　

世
の
中
に
金
属
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
た
だ

の
灰
白
色
に
見
え
ま
す
。
そ
の
中
で
、

金
と
銅
の
二
つ
だ
け
は
、
は
っ
き
り

と
し
た
色
を
持
っ
て
い
ま
す
。
金
は
、

色
相
と
し
て
は
黄
色
で
す
が
、
そ
れ

に
金
属
光
沢
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
の
荘
厳
な
感
じ
を
私
た
ち
に

与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

古
代
の
日
本
が
、
中
国
や
朝
鮮
半

島
か
ら
の
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
お
り
で
す
。
特
に
七
世
紀
か
ら

八
世
紀
に
は
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
な

ど
の
他
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
系

の
人
た
ち
が
多
く
の
新
し
い
文
化
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
鉱
山
の
開
発
や

金
属
製
錬
の
技
術
も
、
日
本
で
さ
ま

ざ
ま
な
制
度
を
整
え
、
国
家
と
し
て

の
力
を
高
め
よ
う
と
い
う
、
当
時
の

機
運
の
中
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
一

つ
で
す
。

　

律
令
国
家
体
制
を
整
備
す
る
に
あ

た
り
、青
銅
の
銭
貨
で
あ
る「
富
本
銭
」

や
「
皇
朝
十
二
銭
」
の
他
、
天
平
宝

字
四
年
（
七
六
〇
）
に
、
日
本
で
初

め
て
「
開か

い

基き

勝し
ょ
う

寳ほ
う
」
と
い
う
金
貨
が

本
で
私
的
に
鋳
造
し
た
模
鋳
銭
が
流

通
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時

期
に
は
、
家
や
土
地
の
売
買
な
ど
の

高
額
取
引
に
銅
銭
が
使
用
さ
れ
る
こ

と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
穴
に
ひ
も

を
通
し
て
く
く
っ
た
「
銭
さ
し
」
が
、

壺
の
中
に
大
量
に
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
が
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
奈
良
時
代
以
降
は
、

砂
金
が
素
材
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

重
要
な
取
引
手
段
と
し
て
も
使
用
さ

　四
回
に
わ
た
っ
て
「
銅
」、「
銀
」、「
金
」、「
紙
」
と
い
っ
た
貨
幣
の
素
材
や
製
作
方
法
に
焦
点
を
当
て
て
わ

が
国
の
貨
幣
の
歴
史
を
紹
介
す
る
「
お
金
の
源
─
素
材
の
歴
史
と
作
り
方
」。

　第
三
回
は
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
の
輝
き
で
人
を
魅
了
し
続
け
て
き
た
「
金
」
を
取
り
上
げ
ま

す
。「
砂
金
」
か
ら
金
塊
状
の
貨
幣
へ
の
移
行
の
歴
史
、
時
代
劇
で
お
な
じ
み
の
江
戸
時
代
の
小
判
の
黄
金
色

の
秘
密
、
そ
し
て
、
日
常
使
い
の
「
金
貨
」
が
日
本
か
ら
名
実
と
も
に
消
え
る
ま
で
を
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
齋
藤
努
先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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１

 

日
本
で
初
め
て
、
陸

奥
国
小
田
郡
（
現
在
の

宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷

町
）で
金
を
産
出
し
た
。

献
上
さ
れ
た
砂
金
は
九

〇
〇
両（
約
一
三
キ
ロ
）。
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れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
直
接
そ

れ
で
売
買
を
行
う
と
い
う
よ
り
も
、

い
っ
た
ん
、
銅
銭
や
、
物
品
貨
幣
で

あ
る
米
・
布
に
換
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
ら
の
砂
金
は
、
竹
筒
や
布
・
袋

に
入
れ
て
取
引
さ
れ
、
十
両
（
鎌
倉

後
期
か
ら
室
町
初
期
の
換
算
値
で

一
六
五
グ
ラ
ム
）
の
重
さ
の
砂
金
包

を
「
一
裹つ

つ
み」

と
言
い
ま
し
た
。
こ
の

重
さ
の
単
位
で
あ
る
「
両
」
は
、
江

戸
時
代
の
小
判
の
額
面
単
位
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。

　

室
町
時
代
末
期
か
ら
安
土
桃
山
時

代
に
か
け
て
、
部
下
の
論
功
行
賞
に

充
て
た
り
、
鉄て

っ

炮ぽ
う

の
よ
う
な
高
額
の

武
器
類
を
購
入
し
た
り
す
る
必
要
か

ら
、
少
量
で
高
い
価
値
を
持
っ
た
貨

幣
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
戦
国
武
将
た
ち
は
鉱
山
開
発

を
盛
ん
に
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
金

や
銀
の
産
出
量
が
大
幅
に
増
加
し
ま

し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
鉱
物
製
錬
技
術

の
進
歩
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、

金
は
ほ
と
ん
ど
砂
金
と
し
て
採
取
さ

れ
て
い
た
た
め
、
微
細
な
粒
子
ま
で

は
採
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、石
見
銀
山（
島
根
県
大お

お

田だ

市
）

に
伝
来
し
た
「
灰は

い

吹ふ
き

法ほ
う

」
が
広
く
普

及
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
砂
金
の
み

で
は
な
く
、
採
掘
し
た
鉱
石
の
中
に

含
ま
れ
る
「
山や

ま

金き
ん

」
の
採
取
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
（
注
２
）。

　

こ
れ
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
の
取
引

手
段
だ
っ
た
砂
金
に
代
わ
っ
て
、
山

金
を
製
錬
し
品
質
を
揃
え
た
、
金
塊

状
の
貨
幣
が
誕
生
し
ま
す
。
江
戸
時

代
の
金
貨
の
原
型
と
見
な
さ
れ
る
も

の
と
し
て
は
「
蛭ひ

る

藻も

金き
ん

」
や
「
譲

ゆ
ず
り
葉は

金き
ん

」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
茣ご

ざ

め
蓙
目
の

よ
う
な
横
向
き
の
凹
み
が
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

各
戦
国
武
将
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

領
国
貨
幣
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

越
後
上
杉
氏
の
「
天
正
越
座
金
」
や

甲
斐
武
田
氏
の
「
甲
州
金
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
、
江
戸
時
代
の

金
貨
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
極
印
」

が
打
た
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
甲
州

金
に
は
四
進
法
と
い
う
特
別
な
額
面

体
系
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
う
ち
、「
両
」「
分
」「
朱
」
の
単

位
は
江
戸
時
代
の
幣
制
に
も
採
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
豊
臣
氏
が
賞
賜
用
に
発

行
し
た
「
天
正
大
判
」（
そ
の
一
つ
で

あ
る
「
天
正
長
大
判
」
は
、
現
存
す

る
金
貨
の
中
で
表
面
積
が
世
界
最
大

と
さ
れ
て
い
ま
す
）、
秀
吉
が
大
坂
城

内
に
備
蓄
し
た
と
い
わ
れ
る
「
分
銅

金
」、
関
東
に
移
封
さ
れ
た
徳
川
氏
が

製
造
さ
せ
た
「
武
蔵
墨す

み
が
き書

小
判
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
が
金
貨
・
銀
貨
・
銅
銭

の
三
種
類
の
貨
幣
か
ら
な
る
「
三
貨

制
度
」
を
確
立
し
た
の
は
寛
永
十
三

年
（
一
六
三
六
）
で
し
た
。
こ
れ
ら

蛭藻金／小判の原型のような形
で、水草の蛭藻に似ている

（縦 約 8cm）

戦
国
時
代
の

貴
金
属
貨
幣

沙金筒
（草間直方『三貨図彙』（1815）より）

領
国
貨
幣

江
戸
時
代
の
幣
制

近世砂金裹（右）、仙台家砂金裹（左）
（近藤守重『金銀図録』（1810）より）

（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

譲葉金／蛭藻金よりも大きく、
大判の原型のようなものと思
われる。形が樹木の譲葉の葉
に似ている（縦 約 14cm）

天正長大判／天正大判は天正 16 年（1588）
から作られるようになり、製造時期によっ
て古大判（枠が菱形の桐極印が打たれたも
のを菱大判という）、写真の長大判（縦 約
17cm）、大仏大判に分類される （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

注
２ 

「
灰
吹
法
」に
つ
い
て
は
、

本
誌
二
〇
一
五
年
夏
号

の
「
第
二
回　

銀
貨
」

参
照
。
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の
貨
幣
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
額
面
体

系
を
持
っ
て
お
り
、
公
定
の
交
換
比

率
は
あ
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
両

替
商
が
日
々
の
時
価
相
場
に
よ
っ
て

取
引
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

現
代
に
置
き
換
え
る
と
、
円
と
ド
ル

と
ユ
ー
ロ
が
、
一
つ
の
国
の
中
で
混
在

し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

す
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
幕
府
は
し

ば
し
ば
貨
幣
の
品
位
改
定
を
行
い
ま

し
た
。
小
判
は
純
金
で
は
な
く
、
金

と
銀
の
合
金
で
で
き
て
い
ま
す
が
、

そ
の
時
々
の
金
銀
産
出
量
や
経
済
状

況
に
よ
っ
て
、
金
と
銀
の
比
率
や
小

判
そ
の
も
の
の
重
さ
が
変
わ
り
ま
し

た
。
金
銀
比
率
を
鑑
定
す
る
簡
易
的

な
方
法
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
正
確
に

分
か
っ
て
い
る
試
金
棒
を
、
那な

ち智
黒ぐ

ろ

（
碁
石
に
使
わ
れ
る
那
智
産
の
上
質
な

黒
石
）
で
で
き
た
試
金
石
に
こ
す
り

つ
け
、
擦
り
痕
の
色
を
小
判
の
も
の

と
見
比
べ
る
と
い
う
や
り
方
が
と
ら

れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
発
行
さ
れ
た
小
判
の

う
ち
、
一
番
初
め
の
「
慶
長
小
判
」

は
金
が
八
七
％
近
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
次
の
「
元
禄
小
判
」
に

は
五
七
％
し
か
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

実
際
に
そ
の
比
率
で
小
判
を
再
現
製

作
し
て
み
る
と
、
わ
ず
か
に
黄
色
み

を
帯
び
た
白
っ
ぽ
い
金
属
に
し
か
な

ら
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
実
物
の
小
判
は
い
ず
れ
も
黄

金
色
に
輝
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、

日
本
銀
行
貨
幣
博
物
館
の
ご
協
力
で
、

異
な
る
時
期
の
小
判
を
「
オ
ー
ジ
ェ

電
子
分
光
分
析
法
（
注
３
）」
と
い
う

方
法
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、

表
面
で
は
金
の
濃
度
が
極
め
て
高
く
、

お
お
む
ね
九
〇
％
以
上
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
内
側
に
行
く
ほ
ど
金
の
濃

度
が
低
く
な
っ
て
い
き
、
〇・四
か
ら

八
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
で
所

定
の
金
・
銀
比
率
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
れ
が
慶
長
小
判
の
段

階
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
江
戸
時

代
の
前
半
と
後
半
と
で
深
さ
に
違
い

が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
以

前
か
ら
、
文
政
小
判
以
降
に
発
行
さ

れ
た
小
判
は
、
肉
眼
的
に
も
、
明
ら

か
に
美
し
い
金
色
に
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
以
前
の
も
の
と
技
術
的
に
違
い

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
分
析
結
果
は
、

そ
れ
と
整
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

つ
ま
り
、
小
判
が
金
色
に
見
え
て

い
る
の
は
、
そ
の
最
表
面
だ
け
金
の

割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の

で
す
。
江
戸
時
代
に
、
ど
の
よ
う
に

し
て
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
の
金
座
絵
巻
や
小
判
所

絵
図
に
は
「
色い

ろ
つ
け付
場ば

」
の
様
子
が
描

か
れ
て
お
り
、
ま
た
金
座
の
製
造
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
『
金き

ん

位い

并
な
ら
び
に

金き
ん
ふ
き吹

方か
た

手て

続つ
づ
き

書し
ょ
』
に
は
、
そ
こ
で
使
用
す

る
六
種
類
の
薬
品
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
に
従
っ
て
、
実
際
に

小
判
の
再
現
製
作
を
し
て
み
た
と
こ

ろ
、白
っ
ぽ
か
っ
た
金
属
が
、見
事
に
、

黄
金
色
に
姿
を
変
え
ま
し
た
。
こ
れ

小
判
の
色
付

注
３　

オ
ー
ジ
ェ
電
子

分
光
分
析
法

試
料
に
電
子
線
を
照
射

す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

電
子
や
電
磁
波
が
放
出

さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の

オ
ー
ジ
ェ
電
子
と
い
う

電
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

解
析
す
る
こ
と
で
、
物

質
の
最
表
層
部
に
存
在

す
る
元
素
を
同
定
す
る

方
法
。
ア
ル
ゴ
ン
原
子

を
吹
き
付
け
て
表
面
を

わ
ず
か
ず
つ
掘
り
進
み

な
が
ら
分
析
す
る
こ
と

で
、
深
さ
方
向
に
お
け

る
元
素
の
濃
度
変
化
が

分
か
る
。

金濃度が高い小判

金
の
濃
度
（
％
）

金
の
濃
度
（
％
）

表面からの深さ（µm）

表面からの深さ（µm）

分
銅
金
（「
桐
」
極
印
、
菊
花
地
紋
）

（
提
供
：
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
）

江戸時代の早い時期の小判（慶長小判から元文小判）は金濃
度の高い部分の層が薄いが、江戸時代の後の時期（天保小判・
万延小判）になるとその層が厚くなっている （図作成：齋藤努）

万延小判

金濃度が低い小判

慶長小判

慶長小判

元禄小判
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は
、
薬
品
に
よ
っ
て
銀
だ
け
が
溶
け

て
除
か
れ
、
結
果
と
し
て
金
が
表
面

に
残
っ
た
た
め
に
起
き
た
現
象
で
す
。

　

こ
の
技
術
は
「
色
付
」
あ
る
い
は

「
色い

ろ

揚あ
げ
」
と
呼
ば
れ
、
薬
品
の
処
方
は

多
少
異
な
る
も
の
の
、
現
在
の
金
工

で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
徳
川
家
康

が
金
貨
製
造
に
当
た
ら
せ
た
後
藤
庄

三
郎
（
注
４
）
光
次
は
、
も
と
も
と
室

町
幕
府
で
刀
装
具
な
ど
を
手
掛
け
て

い
た
彫
金
師
の
家
筋
に
あ
た
り
ま
す

の
で
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
使
っ
て

い
た
技
術
を
応
用
し
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
後
藤
庄
三
郎

光
次
が
小
判
を
作
っ
た
「
金
座
」
跡

に
あ
る
の
が
、
現
在
の
日
本
銀
行
本

店
（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
）

で
す
。

　

明
治
政
府
も
、
江
戸
幕
府
同
様
に

金
を
貨
幣
の
材
料
と
し
て
用
い
ま
し

た
。
欧
米
に
な
ら
っ
た
金
本
位
制
を

目
指
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

に
「
新
貨
条
例
」
を
発
布
、
金
貨
を

本
位
と
し
、
純
金
一・五
グ
ラ
ム
＝
一

圓
と
す
る
新
貨
幣
を
「
圓
（
円
）」
と

定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く
金
貨
を
製
造

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
制
定
の
「
貨
幣
法
」
に

お
い
て
純
金
〇・七
五
グ
ラ
ム
＝
一
圓

と
改
定
し
、
新
し
い
金
貨
を
製
造
し

ま
し
た
。

　

金
を
貨
幣
価
値
の
基
準
と
す
る
金

本
位
制
の
下
、
日
本
で
は
金
貨
（
お

よ
び
金
貨
と
の
兌
換
を
保
証
す
る
紙

幣
）
が
製
造
さ
れ
続
け
ま
し
た
。
し

か
し
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
銘

の
二
十
円
金
貨
を
最
後
に
本
位
貨
幣

と
し
て
の
金
貨
発
行
は
終
了
し
、
ま

た
、
中
央
銀
行
に
よ
る
金
融
政
策
に

よ
っ
て
貨
幣
価
値
が
決
ま
る
「
管
理

通
貨
制
度
」
に
移
行
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
日
常
か
ら
金
貨
は
消

え
て
い
き
ま
す
が
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
」

に
お
け
る
、
純
金
一
ト
ロ
イ
オ
ン
ス

（
約
三
一
グ
ラ
ム
）
＝
三
五
米
ド
ル
、

一
米
ド
ル
＝
三
六
〇
円
と
い
う
固
定

為
替
相
場
を
通
じ
て
、
円
の
価
値
は
、

ま
だ
金
と
結
び
付
い
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
結
び
付
き
も
、
昭
和

四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
米
国
に
よ

る
金
と
ド
ル
の
交
換
停
止
（「
ニ
ク
ソ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」）
と
そ
の
後
の
変
動

相
場
制
へ
の
移
行
を
経
て
断
ち
切
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

「
圓
」
を
正
式
な
通
貨
単
位
と
し
、
金

貨
を
本
位
貨
幣
と
す
る「
貨
幣
法
」が
、

昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
に
廃

止
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る

金
属
価
値
と
貨
幣
価
値
と
を
結
び
付

け
た
歴
史
─
飛
鳥
時
代
の
無
文
銀
銭

か
ら
見
て
も
千
年
を
超
え
る
歴
史
─

が
名
実
と
も
に
終
わ
り
を
迎
え
た
の

で
し
た
。
今
や
、
金
貨
は
、
記
念
貨

幣
等
で
時
た
ま
目
に
す
る
だ
け
の
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

注
４　

後
藤
庄
三
郎　

金
工
・
後
藤
徳
乗
の
門

人
で
、
江
戸
幕
府
金
座

の
御
金
改
役
（
金
座

の
統
轄
と
し
て
金
貨

な
ど
を
鑑
査
）。
初
代

光
次
（
一
五
七
一
～

一
六
二
五
）
以
後
代
々

庄
三
郎
を
名
乗
り
御
金

改
役
を
世
襲
。

金
座
絵
巻
に
描
か
れ
た
色
付
工
程
の
様
子
／
色
付
薬

を
塗
り
、
炭
火
で
加
熱
し
、
水
で
洗
い
落
と
す
。
こ

れ
を
二 

回
繰
り
返
す

（
提
供
：
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
）

金
貨
あ
る
い
は

金
属
価
値
に
裏
付
け
ら
れ
た

貨
幣
の
終
焉

色
付
の
前（
右
）と
後（
左
）の
復
元
小
判
／
元
禄
小
判

（
金
の
濃
度
：
五
七
％
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
成
し

た
も
の  

（
提
供
：
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

昭和7年銘　20円金貨／製
造されるものの、実際に市
中に流通することはなかっ
た。発行枚数は不明。現存
枚数は知られている限りで
70 枚程度。

（提供：独立行政法人造幣局）




