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に
全
員
が
専
念
し
て
い
ま
す
」

　

東
北
の
支
店
・
事
務
所
で
休
日
・
平
日
を
問
わ

ず
現
金
供
給
に
努
め
る
な
ど
、
日
銀
は
震
災
直
後

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
を
積
極
的
に
講
じ
て
き
ま

し
た
。
損
傷
現
金
の
引
き
換
え
業
務
に
つ
い
て
も

力
を
入
れ
、被
災
地
支
援
を
進
め
て
い
ま
す
。
佐
々

木
さ
ん
の
よ
う
に
、
東
京
の
本
店
や
名
古
屋
・
大

阪
な
ど
の
支
店
か
ら
仙
台
支
店
へ
応
援
の
職
員
を

交
代
で
派
遣
す
る
ほ
か
、
四
月
二
十
日
か
ら
七
月

二
十
日
ま
で
は
支
店
の
な
い
岩
手
県
に
も
臨
時
の

窓
口
を
設
け
（
盛
岡
市
の
岩
手
銀
行
本
店
内
）、
派

遣
職
員
が
引
き
換
え
業
務
に
当
た
り
ま
し
た
。

　

日
銀
は
金
融
庁
と
連
携
し
、
銀
行
や
信
用
金
庫

　
「
泥
で
固
ま
っ
た
紙
幣
や
海
水
に
漬
か
っ
て
さ
び

た
硬
貨
が
、
被
災
地
か
ら
湧わ

き
出
る
よ
う
に
次
か

ら
次
へ
と
持
ち
込
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
損
傷
し
た

お
金
の
向
こ
う
に
被
災
者
の
方
々
が
苦
し
ん
で
い

る
姿
が
浮
か
び
、
つ
ら
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
」

　

こ
う
話
す
の
は
、
日
本
銀
行
本
店
の
発
券
局
日

本
橋
発
券
課
（
取
材
当
時
、
現
在
は
名
古
屋
支
店

発
券
課
）
に
勤
務
す
る
佐
々
木
豪
さ
ん
。
東
日
本

大
震
災
の
被
災
地
で
は
、
津
波
や
火
災
な
ど
で
傷

ん
だ
紙
幣
や
硬
貨
が
大
量
に
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
「
損
傷
現
金
」
を
新
し
い
お
金
に
引
き

換
え
る
事
務
作
業
が
、
日
銀
の
東
北
地
方
の
四
支

店
（
青
森
・
仙
台
・
福
島
・
秋
田
）
で
急
増
し
ま

し
た
。
佐
々
木
さ
ん
は
三
月
末
、
仙
台
支
店
へ
の

応
援
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
て
一
週
間
派
遣
さ
れ
、

そ
の
後
五
月
初
め
と
六
月
末
に
も
東
京
か
ら
同
支

店
へ
赴
き
ま
し
た
。

　
「
津
波
の
被
害
で
泥
ま
み
れ
に
な
っ
た
紙
幣
は
、

汚
れ
を
落
と
す
た
め
に
ブ
ラ
シ
で
水
洗
い
し
、
ド

ラ
イ
ヤ
ー
や
ア
イ
ロ
ン
で
乾
か
し
ま
す
。
そ
れ
か

ら
一
枚
ず
つ
確
実
に
鑑
定
し
た
上
で
、
き
れ
い
な

紙
幣
に
交
換
す
る
の
で
す
。『
被
災
者
の
身
に
な
っ

て
』
と
い
う
思
い
で
、
手
作
業
の
引
き
換
え
業
務

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で

損
傷
現
金
の
引
き
換
え
を
進
め
る

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
半
年
余
り
。
日
本
銀
行
で
は
、
津
波
や
火
災
な
ど
で
汚
れ
た
り
傷
ん
だ
り
し
た
お
金
を
交
換

す
る
業
務
に
も
力
を
入
れ
て
被
災
地
支
援
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
交
換
し
た
合
計
金
額
は
約
三
三
億
円

に
も
な
り
ま
す
（
八
月
末
現
在
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
唯
一
の
発
券
銀
行
と
し
て
紙
幣
を
発
行
し
た
り
、
そ
の
紙
幣
や
硬
貨
を
新
し
い
も
の
に
し

た
り
す
る
こ
と
は
、
日
銀
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
で
す
。
今
回
は
、
そ
う
し
た
役
割
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
カ
ス
し
ま
す
。

　
日
銀
が
発
行
す
る
紙
幣
は
、
正
式
に
は
「
日
本
銀
行
券
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
世
の
中
を
流
通

し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
流
通
の
過
程
で
日
銀
は
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
銀

発
券
局
で
の
取
材
を
も
と
に
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

世
の
中
の
お
金
を
き
れ
い
に
す
る

銀
行
券
の
流
通

取
材
・
文　

小
堂
敏
郎

◆1
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泥
だ
ら
け
の
紙
幣
（
左
上
）
や
焦
げ

た
紙
幣
（
右
上
）、
海
水
で
さ
び
た
硬

貨
（
右
下
）
な
ど
、
被
災
地
か
ら
の

損
傷
現
金
が
次
々
に
日
銀
に
持
ち
込

ま
れ
ま
し
た
。
ブ
ラ
シ
で
水
洗
い
し
、

ア
イ
ロ
ン
な
ど
で
乾
か
し
た
上
で
引

き
換
え
効
力
の
鑑
定
を
行
い
ま
す
。

な
ど
金
融
機
関
に
対
し
て
、
汚
れ
た
紙
幣
の
引
き

換
え
に
応
じ
る
よ
う
に
要
請
も
行
い
ま
し
た
。
日

銀
の
本
店
・
支
店
に
は
、
被
災
し
た
個
人
や
企
業
・

団
体
か
ら
だ
け
で
な
く
、
被
災
者
の
依
頼
を
取
り

次
い
だ
金
融
機
関
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
損
傷
現
金

が
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
八
月
末
ま
で
の
累
計

で
は
、
日
銀
が
引
き
換
え
た
紙
幣
は
約
四
三
万
枚
、

硬
貨
が
約
二
九
〇
万
枚
。
両
方
を
合
わ
せ
た
金
額

で
は
約
三
三
億
円
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
、阪
神・

淡
路
大
震
災
の
時
に
引
き
換
え
た
紙
幣
約
一
四
万

枚
、
硬
貨
約
一
一
三
万
枚
、
合
計
約
八
億
円
を
大

き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
佐
々
木
さ
ん
は
「
震
災
か
ら
時
間
が
た

つ
に
つ
れ
て
、
持
ち
込
ま
れ
る
損
傷
現
金
の
汚
れ

の
度
合
い
が
激
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
指
摘

し
ま
す
。

　
「
当
初
は
、
津
波
の
海
水
に
漬
か
っ
た
現
金
自
動

出
し
入
れ
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
内
の
紙
幣
の
束
な
ど
が

目
立
ち
ま
し
た
が
、
五
月
に
入
っ
た
頃
か
ら
、
ス

ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
レ
ジ
袋
な
ど
に
入
れ
た
損

傷
現
金
が
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

ガ
ソ
リ
ン
ら
し
き
油
が
こ
び
り
つ
い
た
紙
幣
や
、

廃
水
の
よ
う
な
に
お
い
が
す
る
紙
幣
も
入
っ
て
お

り
、
そ
の
持
ち
主
は
個
人
の
被
災
者
ば
か
り
。
よ

う
や
く
自
宅
な
ど
の
整
理
が
で
き
る
状
況
に
な
り
、

散
ら
ば
っ
て
い
た
お
金
を
拾
い
集
め
て
き
た
の
で

し
ょ
う
」

　

生
活
資
金
に
充
て
た
い
か
ら
一
円
で
も
多
く
、

一
日
で
も
早
く
損
傷
現
金
を
引
き
換
え
て
ほ
し
い

―
―
そ
ん
な
切
実
な
願
い
を
窓
口
に
託
す
被
災
者

が
多
い
と
、
佐
々
木
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

損
傷
現
金
の
引
き
換
え
は
、
残
っ
て
い
る
面
積

な
ど
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
紙
幣
は
表
裏
両
面

が
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
三
分
の
二
以
上
が
残
っ

て
い
れ
ば
額
面
の
ま
ま
引
き
換
え
が
で
き
、
五
分

の
二
以
上
三
分
の
二
未
満
が
残
っ
て
い
れ
ば
額
面

の
半
分
の
額
に
引
き
換
え
で
き
ま
す
。
硬
貨
は
、

火
災
な
ど
で
一
部
が
溶
け
て
い
て
も
、
重
さ
が
二

分
の
一
を
超
え
て
い
れ
ば
額
面
の
ま
ま
で
引
き
換

え
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
銀
行
法

施
行
規
則
（
第
八
条
）
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る

基
準
で
す
。

　

佐
々
木
さ
ん
は
こ
う
強
調
し
ま
す
。

　
「
そ
の
基
準
に
の
っ
と
っ
て
一
枚
ず
つ
真
偽
や
引

き
換
え
効
力
の
鑑
定
を
行
う
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の

使
命
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
円
で
も
多
く
財

産
を
復
元
し
被
災
者
の
役
に
立
つ
こ
と
が
わ
れ
わ

れ
の
仕
事
の
や
り
が
い
で
す
」

　

損
傷
現
金
の
引
き
換
え
は
、
東
日
本
大
震
災
の

被
災
地
に
限
ら
ず
、
普
段
か
ら
日
銀
の
本
店
お
よ

び
全
国
三
二
カ
所
の
支
店
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

東
京
・
日
本
橋
本
石
町
の
本
店
で
も
、
午
前
九
時

か
ら
午
後
三
時
ま
で
損
傷
現
金
の
持
ち
込
み
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
発
券
局
日
本
橋
発
券

課
の
職
員
が
行
う
鑑
定
な
ど
も
、
前
述
の
仙
台
支

店
と
同
じ
く
手
作
業
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
引
き
換
え
業
務
も
含
め
、
日
銀
は

わ
が
国
唯
一
の
「
発
券
銀
行
」
と
し
て
紙
幣
を
世

の
中
に
送
り
出
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
流
通
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

日
銀
発
券
局
総
務
課
（
取
材
当
時
、
現
在
は
決

済
機
構
局
）
の
徳
高
康
弘
さ
ん
は
「
紙
幣
の
正
式

な
名
前
は
、
そ
の
表
面
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
よ
う

世
の
中
を
流
通
し
て
い
る

一
三
四
億
枚
の
「
日
本
銀
行
券
」
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国立印刷局 お札の印刷

鑑査 廃棄

傷んだお札を細かく裁断
（お札の最後）

傷んだ
お札の引き換え

預金引き出し

預入

発
行 還

収

流通に適さなくなっ
たお札は、細かく切
り刻まれ、一部は建
材などにリサイクル
されます

新
札

損傷した銀行券の引き換え

図表1　銀行券流通

日銀本店の発券局小口出納に持ち込ま
れた損傷券。現在流通している紙幣だ
けでなく、五百円券や百円券など古い
紙幣も持ち込まれます。

通
用
力
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
徳
高
さ
ん
。

　
「
日
銀
か
ら
金
融
機
関
に
払
い
出
さ
れ
た
銀
行
券

を
、
今
度
は
個
人
や
企
業
が
金
融
機
関
の
預
金
口

座
か
ら
引
き
出
し
、
買
い
物
や
取
引
に
使
い
ま
す
。

同
時
に
、
給
料
や
売
り
上
げ
を
得
た
個
人
や
企
業

は
、
金
融
機
関
の
預
金
口
座
に
銀
行
券
を
預
け
入

れ
ま
す
。
金
融
機
関
は
、
個
人
や
企
業
か
ら
集
ま

っ
た
銀
行
券
の
う
ち
、
当
面
必
要
と
し
な
い
分
を

日
銀
の
当
座
預
金
口
座
に
預
け
入
れ
ま
す
。
こ
う

し
て
日
銀
か
ら
発
行
さ
れ
た
銀
行
券
が
、
再
び
日

銀
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」

　

金
は
天
下
の
回
り
物
―
―
と
い
う
こ
と
わ
ざ
通

り
、
銀
行
券
は
日
銀
と
金
融
機
関
と
個
人
・
企
業

の
間
を
回
り
回
っ
て
、
流
通
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

二
〇
一
一
年
三
月
末
現
在
、
金
融
機
関
や
一
般
家

庭
、
企
業
な
ど
に
流
通
し
て
い
る
銀
行
券
の
残
高

（
こ
れ
を
「
市
中
流
通
高
」
と
言
い
ま
す
）
は
約

八
一
兆
円
。
枚
数
で
は
約
一
三
四
億
枚
に
な
る
そ

う
で
す
。

　

こ
の
市
中
流
通
高
は
常
に
同
じ
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
の
中
で
ど
れ
だ
け
銀
行
券
に

対
す
る
需
要
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
。

例
え
ば
、
冬
季
ボ
ー
ナ
ス
と
年
末
年
始
の
資
金
手

当
が
重
な
る
年
末
に
は
個
人
や
企
業
の
銀
行
券
需

要
が
高
ま
り
、
市
中
流
通
高
は
増
え
る
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
時
期
的
な
変
動
に
加
え
て
、

地
域
に
よ
っ
て
も
差
異
が
現
れ
た
り
し
ま
す
。
そ

れ
ら
の
動
き
に
応
じ
、
日
銀
は
全
国
に
く
ま
な
く

銀
行
券
が
流
通
す
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
の
で

に
『
日
本
銀
行
券
』
で
す
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、

そ
の
銀
行
券
の
流
通
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す

（
図
表
１
を
参
照
）。

　
「
銀
行
券
は
用
紙
製
造
か
ら
印
刷
ま
で
国
立
印
刷

局
で
行
わ
れ
、
日
銀
が
製
造
費
を
支
払
っ
て
引
き

取
っ
て
い
ま
す
。
日
銀
の
本
店
・
支
店
に
は
全
国

の
金
融
機
関
の
当
座
預
金
口
座
が
あ
り
、
金
融
機

関
は
そ
の
口
座
か
ら
銀
行
券
を
引
き
出
し
ま
す
。

こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
日
銀
か

ら
金
融
機
関
に
対
し
て
銀
行
券
が
払
い
出
さ
れ
ま

す
。
こ
の
と
き
日
本
銀
行
券
は
『
発
行
』
さ
れ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
」

　

銀
行
券
が
「
発
行
」
さ
れ
る
と
お
金
と
し
て
使

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
「
日

本
銀
行
法
第
四
六
条
に
よ
り
、
法
貨
と
し
て
強
制



NICHIGIN 2011 NO.2727

アメリカ イギリス ヨーロッパ カナダ 日本

偽造券枚数
（万枚） — 56.6 86.0 7.0 0.3

流通銀行券
100万枚当たり
の偽造券枚数
（枚）

100 207 63 38 0.3

（上）金融機関への払い出しのためにパレットに積み上げら
れた銀行券。1 万円券の場合、1 つのパレットで 40 億円（40
万枚）になります。（下）埼玉県戸田市にある日銀の発券
センターでは、金融機関との間の紙幣の受け払いや鑑査に
関する事務処理の大部分が機械化・自動化されています。

図表2　主要国の偽造券枚数の比較（2009年）

す
。

　

こ
の
他
に
も
日
銀
が
銀
行
券
の
流
通
の
過
程
で

努
力
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
世

の
中
の
お
金
を
き
れ
い
に
す
る
」（
徳
高
さ
ん
）
こ

と
で
す
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
日
銀
か
ら
発
行
さ
れ
た
銀
行

券
は
金
融
機
関
を
経
由
し
て
戻
っ
て
き
ま
す
が
、

そ
の
際
に
日
銀
は
あ
ら
た
め
て
一
枚
ず
つ
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
す
。

　
「
枚
数
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
偽
札
が
混
じ
っ

て
い
な
い
か
、
真
偽
鑑
定
を
行
い
ま
す
。
ま
た
傷
み

や
汚
れ
な
ど
が
な
い
か
も
調
べ
ま
す
」（
徳
高
さ
ん
）

　

こ
れ
を
「
鑑
査
」
と
呼
び
、
日
銀
の
全
支
店
に

配
備
さ
れ
た
銀
行
券
自
動
鑑
査
機
で
、
ほ
ぼ
す
べ

て
の
処
理
を
行
う
そ
う
で
す
。
鑑
査
の
結
果
、
問

題
な
い
銀
行
券
が
再
び
世
の
中
に
送
り
出
さ
れ
る

一
方
で
、
汚
れ
な
ど
で
流
通
に
適
さ
な
い
銀
行
券

は
細
か
く
裁
断
さ
れ
ま
す
（
こ
れ
を
「
消
却
」
と

呼
び
ま
す
）。
二
〇
一
〇
年
度
の
一
年
間
で
鑑
査
さ

れ
た
銀
行
券
は
約
一
〇
一
億
枚
。
そ
の
う
ち
約

三
二
億
枚
が
消
却
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
年
に
よ
っ
て
振
れ
は
あ
り
ま
す
が
、
大
ま
か
に

言
っ
て
、
消
却
し
た
枚
数
に
見
合
う
分
だ
け
新
札

を
世
の
中
に
払
い
出
し
て
い
ま
す
」（
徳
高
さ
ん
）

　

鑑
査
・
消
却
・
発
行
に
よ
っ
て
、
世
の
中
を
流

通
す
る
銀
行
券
は
ど
ん
ど
ん
入
れ
替
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
平
均
寿
命
は
、
お
釣
り
の
受
け
渡
し

な
ど
で
使
用
頻
度
が
高
い
五
千
円
券
や
千
円
券
で

一
～
二
年
、一
万
円
券
で
四
～
五
年
と
の
こ
と
。「
日

本
の
紙
幣
の
美
し
さ
は
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
」
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
流
通
過
程
に
お
け

る
日
銀
の
努
力
が
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

前
述
の
損
傷
現
金
の
引
き
換
え
も
、
新
し
い
銀

行
券
を
世
の
中
に
送
り
出
す
日
銀
の
努
力
と
言
え

ま
す
。
な
ぜ
日
銀
は
「
世
の
中
の
お
金
を
き
れ
い

に
す
る
」
こ
と
に
力
を
入
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

徳
高
さ
ん
は
こ
う
話
し
ま
す
。

　
「
銀
行
券
を
受
け
取
る
と
き
、
き
れ
い
な
も
の
を

手
に
す
れ
ば
誰
し
も
気
分
が
良
く
な
る
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
偽
札
と
の
見
分
け
が

つ
き
や
す
く
な
る
こ
と
で
す
」

　

日
本
の
銀
行
券
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
偽
造
防
止

技
術
が
施
さ
れ
、
そ
の
対
策
も
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ

ル
と
言
わ
れ
ま
す
。
日
本
の
偽
札
の
発
生
率
は
諸

外
国
の
そ
れ
よ
り
ケ
タ
違
い
に
低
く
、
流
通
銀
行

券
一
〇
〇
万
枚
あ
た
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

二
〇
七
枚
の
偽
札
が
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
は
〇
・

三
枚
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
図
表
２
を
参
照
）。

　

銀
行
券
を
発
行
す
る
日
銀
は
、
流
通
の
過
程
で

古
く
な
っ
た
銀
行
券
を
新
し
い
も
の
に
交
換
し
、

偽
札
の
予
防
も
し
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
、

日
々
当
た
り
前
の
よ
う
に
き
れ
い
な
紙
幣
を
安
心

し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
縁
の
下
の
力
持

ち
と
し
て
日
銀
の
職
員
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事

を
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
ね
。

　

現
在
も
損
傷
現
金
の
引
き
換
え
業
務
に
当
た
る

佐
々
木
さ
ん
は
、
こ
う
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
銀
行
券
の
流
通
の
た
め
に
、
ま
た
震
災
復
興
の

役
に
立
て
る
よ
う
に
、
目
の
前
の
仕
事
を
頑
張
る

だ
け
で
す
」

き
れ
い
な
銀
行
券
を
流
通
さ
せ
て

偽
札
の
発
生
を
予
防
す
る




