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世
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( 1 0 7) 研 究 ノ ー ト

加

藤

博

一

ほ

じ
め

に

歴
史
の

浅
い

中
世
イ
ス

ラ

ム

社

会
経

済
史
研
究
に

お

い

て
､

貨
幣
問
題

は

比

較
的
研
究
の

進
ん

で

い

る

分

野
で

あ

る
｡

そ
の

第
一

の

理

由
は

､

物

価
と

貨
幣
交
換
比

率
に

つ

い

て

の

豊

富
な

デ
ー

タ

を

資
料
と

し

て

利
用
し

得
る

こ

と

に

あ

る

が
､

第
二

の

理

由
と

し
て

補
助
学
科
と

し

て

の

古
銭
学

が
､

世
界
各
地
に

現
存
す

る

多
く
の

イ
ス

ラ
ム

古
銭
を

社
会
経

済
史
的
視

角
か

ら

研
究
し

て

き

た
こ

と

も

見
逃
せ

な
い

｡

一

方
で

は

物
価
と

貨
幣
交

換
比

率
が

時
系
列
的
に

収
集

､

整
理

さ

れ
､

他
方
で

は

古
銭
の

重

量
と

品

位
が

分
析
さ

れ

る

こ

と
に

ょ
っ

て
､

記
述
資
料
と

古
銭
資
料
が

詳
細
に

比

較
検
証
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

こ

う
し
た

一

連
の

研
究
の

積
重

ね

を

踏

ま

え

て
､

最
近

の

貨
幣
史
研
究
は
こ

れ

ら

統
計
数
字
を

経
済

一

般
の

指
標

と

し

て

扱
い

､

そ
こ

に

素
朴
な

経
済
理

論
を

適
用
す

る

と
い

う
数
量
経
済

史
的
研
究
の

色
彩
を

濃
く

し
て

い

る
｡

こ

う
し

た

学
界
動
向
の

た

め
か

､

貨
幣
史
研

究
は

他
の

社
会
経
済
史
研
究
の

分
野
と

は

関
連
づ

け

ら
れ

ず
､

孤
立
し

た

領

域
を

な

し
て

い

る

観
が

あ

る
｡

こ

の

事
態
は

奇
妙
で

あ

る
｡

何
故
な

ら

ば
､

貨
幣
供
給
が

国
家
の

造
幣
大
権
の

下
に

置
か

れ

た

こ

と

に

よ

り
､

中
世
の

貨
幣
は

国
家
体
制
と

の

関
係
を

抜
き
に

し

て

は

考
え

ら
れ

な
い

筈
だ

か

ら

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

数
量
経
済

史
的
研

究
が

貨

幣
史
研
究

に

お

い

て

画

期
的
意
味
を

持
つ

に

し
て

も
､

統
計
数
字
を

操
作
す

る

以

前

に
､

中
世
イ
ス

ラ

ム

社
会
の

貨
幣
制
度
と

そ
の

運
営
の

実
態
を

知
る

こ

と

が

不

可
欠
で

あ

ろ

う
と

考
え

ら

れ
る

｡

し

か

し

な

が

ら
､

い

ざ

貨
幣
史
の

制
度
的
側
面
を

研

究
し

ょ

う
と

す

る

と
､

そ

れ
が

困
難
な
こ

と
が

分
か

る
｡

確
か

に

物
価
と

貨

幣
交
換
比

率
の

記
述
の

多
さ

ほ

際
立
っ

て

い

る

が
､

そ

れ

ら
は

時
の

社

会
変
動
を

示

す
一

つ

の

現
象
と

し

て

述
べ

ら
れ

て

い

る

場
合
が

多
く

､

貨
幣
を

専
門
に

扱
っ

て

い

る

史
料
は

限
ら

れ
て

い

る
｡

ま

た

史
料
の

量
的
制

約
を

別
に

し
て

も
､

貨
幣
の

扱
い

方
が

史
料
の

種
類
に

よ
っ

て

異
な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

契
約

書
な

ど
の

私
文

書
に

は

商
人
の

貨
幣
観
が

､

法
律
書
や

年

代
記
な

ど
の

法
律
家
と

歴
史
家
の

著
作
に

は

知
識
人

､

さ

ら
に

は

支
配
者

階
級
の

貨
幣
観
が

反
映
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

両
者
の

間
に

は

大
き

な

隔
り
が

あ
る

｡

従
っ

て
､

貨
幣
史
を

再

構
成
し
ょ

う
と

す
る

時
､

史
料
の

性
格
か

ら

く
る

バ

イ
ア

ス

を

考
慮
し

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

し

か

し

翻
っ

て

考
え
て

み

る

と
､

こ

う
し

た

異
質
な

貨
幣
観
が

史
料
に

み

ら
れ

る

と
い

う
こ

と

は
､

と

り

も

な

お

さ

ず
当
時
の

貨
幣
事
情
が

複
雑
で

あ
っ

た
こ

と

を
示

し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

本
稿
の

目

的
は

､

こ

の

貨
幣

観
の

差
を

念
頭
に

置
き

な

が

ら
､

中
世

エ

ジ

プ

ト

社
会
で

の

貨
幣
政

策
を

検
討
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

貨
幣
史
を

当
時
の

国
家
体
制
の

枠
組
の

内
で

捕
え

直
そ

う
と

す
る
一

つ

の

試
み

で

あ
る

｡

本
論
に

移
る

前
に

､

ま

ず
史

料
か

ら

抽
出
で

き

る
二

つ

の

異
質
な

貨
幣

観
を

概
略
し

て

み

ょ

う
｡
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二

商
人
の

貸
臥
鮎

こ

こ

で

商
人

と
ほ

､

国
際
交
易
に

従

事
し

た

都
市
の

有
力
者
と

し

て

の

大

商
人

を

意
味
す
る

｡

彼
ら
の

間
に

み

ら

れ

る

の

は
､

貨
幣
を

商
品
と

み

な

す

貨
幣
観
で

あ
る

｡

彼
ら
の

間
に

は

抽
象

的
に

貨
幣

一

般
を

さ

す
言
葉

ほ

存
在
せ

ず
､

貨
幣
業
務
は

財
の

売
買
業
務
と

同
じ

｢

売
る
+

､

｢

買
う
+

の

動
詞
で

表
現
さ
れ

て

い

た
｡

従
っ

て
､

官
幣
は

個
数
通

貨
と

し

て

で

は

な

く

秤
量
通
貨
と
し

て

流
通
す
る

の

を

常
と

し
､

支
払
い

の

概
念
は

｢

重

(

2
)

量
を

計
る
+

と
い

う

動
詞
に

よ
っ

て

表
現
さ

れ
て

い

た
｡

こ

う
し

て

彼
ら

が

対

象
と

し
た

貨
幣
と

は
､

金
､

銀

貨
の

貴
金
属
貨
幣
で

あ

り
､

金
､

銀

貨
は

､

イ
ス

ラ

ム

地

域
で

発
行
さ

れ
た

さ

ま

ざ

ま

な

通
貨
の

み

な

ら

ず
外

国
通

貨
ま
で

も
が

､

金
属
価
値
に

従
っ

て

ラ

ン

ク

づ

け
さ

れ
､

そ

れ

ぞ

れ

(

3
)

の

交
換
比

率
に

従
っ

て

両
替
さ

れ
た

｡

従
っ

て

彼
ら
の

間
に

は
､

法
貨
の

概
念
は

極
め

て

稀
薄
で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

商
人
の

貨
幣
観
は

､

国
家

の

造
幣
大
権
か

ら

大
き

く

逸
脱
し
て

お

り
､

イ
ス

ラ

ム

金
､

銀

貨
が

国
際

決
済
手
段
と

し

て

使
用
さ

れ

た
の

ほ
､

当
時
の

イ
ス

ラ

ム

地

域
の

鋳
造
所

が

貴
金
属
ス

ト
ッ

ク

を

十

分
に

所
有
し

､

信
用
の

お

け

る

良
質
な

通
貨
を

発
行
し

得
た

か

ら
に

過
ぎ

な
い

｡

換
言
す

れ
ば

､

商
人
が

特
定
の

地

域
の

金
､

銀
貨
を

国
際
決
済
手
段
と

し
て

利
用
す
る

の

は
､

国
家
が

徴
収
す
る

貨
幣
鋳
造
料
金
と
い

う

損
失
を

補
っ

て

余
り
あ

る

流
動
性
を

そ
の

通
貨
に

認
め

た

時
の

み

で

あ
っ

た
と

考
え

ら
れ

る
｡

従
っ

て

後
述
す
る

よ

う
に

､

イ

ス

ラ
ム

地

域
で

の

貨
幣
制
度
が

動
揺
し

､

良
質
の

通

貨
発
行
が

保
証
で

き

な

く
な
っ

た

時
に

は

す

ぐ
さ

ま
､

商
人
は

国
際
決
済
通

貨
と

し

て

イ
ス

ラ
ム

金
､

銀
貨
を

放
棄
し

､

外
国
金

､

銀
貨
を

採
用
し

た
の

だ
っ

た
｡

(

1
)

依

拠

す

る

主

な

文

献
は

､

∽
･

P

G
O

芹
①

i

n

を

中

心
に

精
力
的

に

進
め

ら

れ

て

い

る

カ

イ

ロ

･

ゲ
ニ

ザ

文

書

研

究
で

あ
る

｡

長
年
に

亘

る

G
O

-

t
e

F
-

の

研

究
は

､

』

5

祭
礼
中

計
毒
虫

畠

昌
讃

叫
O
b

訂

ぎ
く
○
-

s

.
山

-

B
口

許
e

-

乃

甥

P
ロ

ー

｢
O
S

A
ロ

鷲
-

e

∽
､

-

宗
V

-

-

笥
-

(

三

巻
は

未

刊
)

に

集

大
成

さ

れ

た
｡

な

お
､

一

部
の

ゲ
ニ

ザ

文

書
の

翻

訳

が

卜

註
等
h

与
ら

曽
札
叫

昌
已

㍉
9

弓
訂
計

ゴ
､

邑
等
γ

一

斗
】

ロ
C

e
t

O

n

q
2.
く

･
=

P
O

軍
-

告
い

で

な

さ

れ

て

い

る
｡

(

2
)

G
O
ト

t
e

阜
ら

祭
礼

･

h
Q

P
､

く
○
-

-
-

p

ワ

N

旨
⊥

(

3
)

交

換
比

率
に

関

す
る

文

献
は

多
い

が
､

た

と

え

ば

以

下
の

文

献

を

参

照
の

こ

と
｡

I

J
n

汐
r

へ

岩
･

き
藍
計

長
已
･

莞
芸

…
㌣

■

吋

～

S

き
臣

巴
･

礼
丸

首

已
･

札

聖
て

ひ

已
･

ら

き
叫

3
.=
さ

､

き

e

d
.

亡
y

句
P

F

m
叫

､

C

巴
r

O
､

-

也

示
か

.

p

ワ

訟
-

竺
.

A
･

S

･
E
F

岩
口

町
0

亡
t

N
､

=

T
F
O

S

t

2
乙
胃
a

O
叫

抄
･

ロ
e

ロ
e

S

S

O
{

粥

○

己

c

O
i

ロ
S

C
山

r
c

已
P
t

F
粥

-

ロ

E
粥

叫

官

監
t

F
e

亡

m
e

O
h

t

F
e

C

コ
【

∽

邑
①
S

∴
-

ヽ
Q
や

買
3

已

阜
≠

ぎ

ゝ

S
等
旨

聖
¢

Q
3.
芸
訂
～

叫
Q

b

訂

ぎ
ー

M

已
く

.

-

芸
千

句

p
･

-

か

N

-
ひ
･

三

法
学
者
と

歴
史
家
の

貨
臥
軋

こ

こ

で

述
べ

る

法
学
者
と

歴
史
家
と

は
､

ア

ラ

ビ

ア

語
で

ウ

ラ

マ

ー

と

呼
ば

れ

た

知
識
人

を

意
味

す
る

｡

イ
ス

ラ
ム

共
同
体
(

ウ
ン

マ

)

の

理

念

の

体
現
者
と

し

て

の

彼
ら
ほ

､

せ

俗
権
力
で

あ
る

国
家
に

対

し
て

､

そ
の

至
上

権
の

弁
護
者
と

し

て

の
一

面
と

政
策
批
判
者
と

し

て

の
一

面
を

も
っ

て

い

た
｡

こ

う
し

た

社
会
体

制
内
に

お

け
る

彼
ら
の

立

場
ほ

､

そ
の

貸
瞥

観
に

も

反
映
し

て

い

る
｡

彼
ら
の

貨
幣
観
は

ウ
ン

マ

を
土

台
に

し

た

国
家

観
の

枠
組
の

内
に

あ

り
､

貨
幣
操
作
は

統
治
術
の

一

手
段
と

考
え

ら

れ

て

β垂0

)

一
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い

た
｡

事
実
鋳
造

所
は

､

貨
幣
の

発
行
業
務
だ

け
で

な

く
､

補
助

国
庫

､

さ

ら
に

貨
幣
改
革
の

際
に

は

貨
幣
交
換
所
と

し

て

も

機
能
し

た
の

で

あ
っ

(

2
)

た
｡

彼
ら

が

対

象
と

す
る

貨
幣
ほ

国
内
市
場
に

流
通
し

て

い

る

そ

れ
で

あ

り
､

従
っ

て

彼
ら
に

あ
っ

て

は
､

法
貨
の

概
念
は

決
定

的
に

重

要
な
も

の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

で
､

彼
ら
の

法
貨
概
念
の

内
容
を

検
討
し
て

み

る

と
､

そ
こ

に

は

彼
ら
の

国
家
政
策
に

対

す
る

批
判
者
と

し
て

の

立

場
が

強
く

反

映
し

て

い

る

の

が

分
か

る
｡

法
貨
と

は

デ
ィ

ナ

ー

ル

金

貨
と

デ
ィ

ル

ハ

ム

銀
貨
と
い

う

貴
金
属
貨
幣
で

あ

り
､

こ

の

二

つ

の

法
貨
は

補
助
貨
幣
に

過

ぎ

な
い

銅
貨
と

厳
し

く

区

別
さ

れ

た
｡

こ

こ

で

注
目

す
べ

き

は
､

彼
ら
に

と
っ

て

法
貨
と
は

､

国
家
信
用
に

裏
付
け

ら

れ
て

強
制
通

用
力
を

持
つ

通

貨
で

は

な

く
､

ま

ず
何
よ

り

も

金

属
価
値
の

裏
付
け

を

も
つ

通

貨
の

こ

と

で

あ
っ

た
こ

と
で

あ

る
｡

そ
の

た

め

彼
ら

は

国
家
に

対

し
て

､

規
定
の

重

量
と

品
位
を

も
つ

良
質
な

貨
幣
の

鋳

造
を

義
務
と

し
て

課
し

た
｡

こ

の

国

家
に

対

す
る

批
判
者
と

し

て

の

立

場
は

制
度
化
さ
れ

て

お

り
､

鋳
造
所
に

(

3
)

お

け
る

鋳
貨
の

品
位
監
督
は

法
学
者
に

よ
っ

て

な
さ

れ

て

い

た
｡

ま

た

銅

貨
の

法
貨
た

り

え

な
い

理

由
は

､

そ
の

通
用
根
拠
が

発
行
者
の

信
用
に

あ

(

4
)

る

に

過
ぎ

な
い

か

ら

で

あ
っ

た
｡

こ

こ

に

は
､

貨
幣
発
行
者
に

対

す
る

懐

疑
的
な

態

度
が

み

ら

れ

る
｡

従
っ

て

彼
ら
の

法
貨
概
念
に

は
､

国
家
の

信

用
に

貨
幣
の

強
制
通

用
力
の

根
拠
を
み

る

名
目

主
義
的
貨
幣
観
は

欠
如
し

て

い

た

と

ほ

言
え

な
い

ま
で

も
､

極
め

て

稀
薄
で

あ
っ

た

と

言
え
る

だ

ろ

1

つ
0

以

上
が

資
料
か

ら

抽
出
で

き

る

二

つ

の

異

質
な

貨
幣
観
の

概
略
で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

の

貨
幣
観
は

性
格
を

全
く

異
に

し
て

い

る

に

も

拘
ら

ず
､

貨

幣

通
用
カ
の

根
拠
を
金

属
価
値
に

み
る

金

属
主
義
的
貨
幣
観
が

共
通
に

み

ら

れ
る

と
い

う
こ

と

は

注
目
に

催
す
る

｡

従
っ

て
､

国
家
が

貴
金

属
に

基
礎

を

置
く

安
定
し

た

貨
幣
制
度
を

維
持
し

得
る

時
に

は
､

国
家
の

貨
幣
政

策

と
こ

の

二

つ

の

貨
幣
観
と

は
一

致
し

､

円

滑
な

貨
幣
政
策
の

実
施
は

経

済

生

活
に

好
影
響
を

与

え

た

で

あ

ろ

う

と

考
え

ら
れ

る
｡

問
題
と

な

る
の

は
､

国
家
支
出
が

国
家
収
入

を

上

回

り
､

鋳
造
所
の

保
有
貴
金

属
を

も
っ

て

は

国
家
行
政
が

遂
行
し

え

な
い

時
､

つ

ま

り

財
政

困
窮
の

時
で

あ

る
｡

そ
の

際
国
家
が

資
金
を

調

達
す
る

た

め
に

し
ば

し
ば

訴
え

た

最
も

安
易
な

手
段

の
一

つ

は
､

造

幣
大

権
を

利
用
し
て

の
､

貨
幣
の

悪
鋳
な

ど
に

よ

る

貨
幣

供
給
振
作
で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

実
際

､

中
世
エ

ジ

プ

ト

の

国
家
は

こ

の

手

段
に

訴
え

た
｡

そ
の

結
果

､

国
家
の

貨
幣
政
策
と

先
述
し

た
二

つ

の

貨
幣

観
が

衝
突
し
､

貨
幣
制

度
は

混
乱
し

た

の

で

あ
っ

た
｡

本
稿
が

主
題
と

す

る

の

は
､

こ

の

混
乱
の

原
因
と

な
っ

た

と

考
え

ら

れ
る

中
世

後
期
に

あ

ら

わ

れ

た

銅
貨
の

法
貨
へ

の

格
上

げ
の

問
題
で

あ

る
｡

さ
て

中
世
エ

ジ

プ

ト

貨
幣
史
に

お
い

て
､

銅
貨
が

初
め

て

法

貨
の

地

位
を

与

え

ら
れ

た

の

は

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
(

A
.

D
.
〓
S

⊥
N

苔
)

に

お

い

て

で

あ
っ

た
｡

(

1
)

法

学

者
と

歴

史
家
の

貨

幣

観

を

知
る

の

に

便

利
な

文

献

と

し
て

以

下
の

も

の

が

あ

る
｡

已
･

只

賀
m
已
叫

-

A
ロ

監
t

髭
?

】

芦
邑
0

-

已
･

老
中

ぶ

監

已
㌧

』

言
巴
)

ヾ
き

C

賀

早

-

芝
や

巳
･

岩
山

丘
ユ
N
叫

.

無
札

㌫
ひ

肴
ぎ
祖

宗
邑

已
-

ま

書
芸
臣

芋
か

記
号

已
･

叫
ゝ

至
言
玉
戸

a
.

首
り

声

せ

戸

N
-

邑
p

P

已

ナ

已
･

S

F
P

3
1

巴
-

C

P

ユ
〇

.

-

窒
○

(

フ

ラ

ン

ス

語

訳
､

G
.

ノ

5
e
t

∵

←
e

t

r

巴
t

臥

d
e
∽

叫

P

邑
口

語

n

b

呂
皿

丘
→

訂
H

･ ｡

ヽ

内
h

屯
○

-

く
.

【

芸
N

.

p

ワ

丁
苫
)

｡

Ⅰ

♂

日

出
p

イ
p
･

き
転
計

壌
白

ナ
e

邑
､

已
㌧
叫

～

芸

道
白

芋

礼
(

冒

已
･

乱

筆
ひ

已
･

竃
甘
ユ
)

ヾ
き

e

d

.
J

q

A
.
句
已
岩
阜

C

2 .

r

〇
.

-

心

示

P

-
⊥

な
お

､

ア

ラ

ビ

ア

語

文

献
に

関

し

て

は
､

佐

藤
次

高

氏
の

蔵

書
か

ら

朗
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コ

ピ

ー

さ

せ

て

い

た
だ

い

た
｡

こ

こ

に

篤

く
お

礼
を

申
し

上

げ

る
｡

(

2
)

補
助

国

庫
に

つ

い

て

は
､

H

b

ロ

U
P

イ
ヂ

○

ワ

C

声

p
･

£
･

参

殿
｡

こ

こ

に

は
､

鋳

造

所
が

｢

国

庫
の

な
か

で

最
も

豊

富
な

も
の

+

(

已
p

ヨ
m

ぎ

b

卓
P

t

ご
r

T

p

m
宅
巴
J

と

呼

ば
れ

て

い

る
｡

貨

幣
交

換

所
に

つ

い

て

は
､

た

と

え

ば
､

已
･

呂
む

丘
1
叫

N
H

､

h
ゝ

云
礼
＼

冨
1

已
㌧

ま
勾

監

七

億
丸

ぎ

已
･

豊
崎

監
､

e

d
･

b
叫

A
･
声
已
･

只
P

r

2
已

ご
n

声
丁

考

虐
監

已
㌧

ゝ

…
芝
)

ヾ

ヂ

p
.

芸
-

i

d

.

玩
記

恕

ヽ
叫

監
叩

旨
き

勺

や

已
-
ひ

ー

t
r
･

W
-

e
t

､

p

p
.

芸
-

汁

を

参
照

｡

(

3
)

已
･

E

ぷ
n
～
H

.

､

琵
.

骨

已
･

音
詩

阜
叫

-

O

d
.

b

}

ナ

已
･

S

F
p

y

忘
-

.

C
-

P

岩
､

-

竜
山

-

-

耳

p

.
い

い

叫

∵
d

.

.

玩

富
ひ

已
･

S
白

琴

芝
h

∈
臣

已
･

丸
.

監
守
(

ほ
一

首
p

C
巴
r

O
､

-

00

ヒ
r

小
-

p
･

£
○

､

I

ロ

コ

只
F

巴

告
ロ

･

→

き

き
や

遭

邑
丸
丸

S

監

こ
ロ

一

首

句
･

河
○

岩
ロ
t

F

阜
勺
ユ
n

完
t

O

n

U
ロ

ぎ

勺

記
S

∽
.

-

設
ご

r

ワ

会
中

(

4
)

A
.

L

U
仁
b

ユ
t

c

F

勺

聖
賢
等
旨
母
白

畠
札

勺
1

息
こ
謹

皇
｢

乱
山

容
已

～

乳
包

言
.

勺
ユ
ロ
O

e
t

O

ロ

亡
n

F

勺

言
S
S

.

-

笥
○

､

勺

訟
.

四

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
の

貨
幣
政

策

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
に

先
立
つ

フ

ァ

ー

テ
ィ

マ

朝
(

A
･

D
･

諾
ぃ

r

〓

ご
)

は
､

(

1
)

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
と

ほ

全
く

異
な

る

貨

幣
制
度
を

採
用
し

て

い

た
｡

こ

の

時

代
に

ほ
､

法
貨
と

し

て

金
､

銀
貨
が

発
行
さ

れ

た
が

､

銀
貨
の

価
値
は

デ

ィ

ナ
ー

ル

金
貨
と

の

比

率
に

よ
っ

て

示

さ

れ
､

ま
た

物
価

､

賃
金
は

デ
ィ

ナ
ー

ル

に

よ
っ

て

見
積
ら

れ

る

と
い

う
､

い

わ

ば

金
本
位
制
度
が

と

ら

れ

た
｡

銀
の

不

足
し
た
こ

ゐ

時
代
に

は
､

銀
貨
ほ

悪
鋳
さ

れ
､

主
に

日

常
の

(

3

)

小

額
取
引
に

使
用
さ

れ

て

い

た
｡

銅
貨
は

中
央
当
局
の

管
轄
外
に

置
か

れ
､

地

方
当
局
の

責
任
で

鋳
造
さ
れ

て

い

た
｡

そ

の

発
行
目

的
は

地

方
の

市
場

.

胡
ハ

0

に

小

額
の

支
払
い

手
段
を

供
給
す
る

こ

と

に

あ

り
､

そ
の

流
通

範
囲
ほ

限

ら
れ

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

こ

う
し

て
､

銅
貨
は

都
市
や

地

方
に

よ
っ

て

異

(

3
)

な
る

重

量
を

持
つ

個
数
通
貨
と

し

て

流
通
し

て

い

た
｡

と
こ

ろ

で
､

フ

ァ

ー

テ
ィ

マ

朝
末
期
か

ら
ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
初
頭
に

か

け

て

エ

ジ

プ

ト

は

貨
幣
混
乱
に

見
舞
わ
れ

､

サ

ラ

デ
ィ

ン

は

金
､

銀
貨
双

方

の

不

足
に

直
面
し

た
｡

特
に

金
貨
の

不

足
は

激
し

く
､

流
通
界
の

必

要
と

サ

ラ

デ
ィ

ン

の

莫
大
な

軍
事
遠
征
費
を

賄
う
に

は

金
貨
は

十
分
で

ほ

な
か

っ

た
｡

そ
の

た

め

サ

ラ

デ
ィ

ン

は

銀
貨
に

基
づ

く

貨

幣
制

度
の

採

用
に

踏
み

切
っ

た
｡

金

貨
の

重

量
規
準
は

放
棄
さ

れ
､

物
価
と

賃
金
は

銀
貨
で

見
積
ら
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

こ

の

時
代
の

貨
幣
制
度
の

混
乱
は

､

金
､

(

1
)

銀
貨
奴

方
に

悪
鋳
現
象
が

み

ら

れ
る

こ

と

に

よ

く

示

さ

れ

て

い

る
｡

こ

う

し
た

一

時
的
混
乱
の

後
､

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
は

二

つ

の

重

要
な

貸
幣
改
革
を

行
っ

た
｡

一

つ

ほ

金

貨
改
革
で

あ

り
､

重

量
規
準
は

依

然
放
棄
さ

れ

た

ま

(

5
)

ま
で

あ
っ

た

が
､

品

位
の

改
善
が

な
さ

れ

た
｡

も

う
一

つ

は
､

銅
貨
の

法

(

6
)

貸
へ

の

格
上

げ

と
い

う

銅
貨
改
革
で

あ
っ

た
｡

ま

ず
金
貨
改

革
か

ら

み
て

み

ょ

う
｡

重

量
基
準
の

放
棄
は

､

金
貨
が

本

位
通
貨
の

地

位
を

央
っ

た

た

め

と

考
え

ら
れ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

措
置
は

た
い

し

た

意
味
を

持
た

な
い

だ

ろ

う
｡

何
故
な

ら

ば
､

本
位
通
貨
で

な

く

な
っ

た

と

は
い

え
､

金

貨
は

決
し
て

法
貨
の

地

位
ま

で

失
っ

た

訳
で

ほ

な

い

し
､

ま

た

商
人

は

貨
幣
を

個
数
通
貨
と

し

て

で

は

な

く

秤
量
通
貨
と
し

て

扱
う
の

を

常
と

し
て

い

た
か

ら
で

あ

る
｡

品
位
改

善
の

理

由
は

ほ
っ

き

り

し

な
い

｡

ア

ラ

ブ

史
家
た

ち
は

そ
の

事
実
を

記
述
し

､

賞
賛
す
る

だ

け

で

あ

る
｡

ま

た

イ
ス

ラ
ム

貨
幣
史
研
究
者
た

ち

は
､

品
位
基
準
の

改
善
は

､

し

｢

二

√

L
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ー ト

金
貨
が

本
位
通

貨
の

地

位
を

失
っ

た
た

め
に

､

金
貨
の

惑
鋳

動
機
が

失
わ

(

7
)

れ

た

か

ら
だ

ろ

う
と

し
か

説
明

し
て

い

な
い

｡

し

か

し
､

フ

ァ

ー

テ
ィ

マ

朝
時
代
に

此

し

て

金
の

ス

ト
ッ

ク

が

大
き

く

減
少
し

て

い

た
こ

の

時
代
に

､

あ

え

て

金
貨
の

品
位
基
準
を
フ

ァ

ー

テ
ィ

マ

朝
の

そ

れ

に

回

復
さ

せ

よ

う

と

す
る

こ

の

政

策
の

背
後
に

は
､

政
治
的
威
信
の

誇
示

を

越
え
た

経
済
的

理

由
が

あ
っ

た
の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

そ

し

て

こ

の

経

済
的
理

由
と

は
､

(

8
)

国
際
決
済
通

貨
対

策
へ

の

配
慮
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

何
故
な

ら
ば

､

金

貨
が

主
に

大
取
引
に

使
わ

れ

た
こ

と

を

考
え

る

と
､

第
一

に
､

本
位
通

貨
で

あ
っ

た

銀
貨
が

悪
鋳
さ

れ

て

い

た

た

め
に

銀
貨
の

国
際
交
易
で

の

購

売
力
が

低
下

し
て

い

た

結
果

､

国

際
交
易
で

の

支
払
い

手
段
と

し

て

良

質

(

9
)

の

金
貨
を

必

要
と

し

て

い

た

と

考
え

ら

れ
る

か

ら
で

あ

り
､

第
二

に
､

第

一

の

理

由
と

関
連
す
る

が
､

金
貨
の

悪
鋳
は

そ
れ

ま
で

国
際
決
済
通
貨
と

し

て

得
て

い

た

デ
ィ

ナ

ー

ル

金
貨
の

高
い

信
用
を

傷
つ

け
る

結

果
に

な

る

と

考
え

ら
れ

る

か

ら

で

あ
る

｡

つ

ま

り
､

金
貨
を

悪
鋳
す

る

こ

と

で

資
金

を

増
加
さ

せ

よ

う
と

す

る

な

ら

ば
､

商
人
た

ち
は

国

際
決
済
通

貨
と
し

て

の

デ
ィ

ナ

ー

ル

金

貨
を

見
捨
て

る

た

め

に
､

鋳
造

所
へ

運
ば

れ
て

く
る

金

の

供
給
量
は

減
少
し
て

し

ま

う
危
険
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

一

方

銅
貨
改
革
に

つ

い

て

は

ど

う
で

あ

ろ

う

か
｡

ア

ラ

ブ

史
料
に

よ

れ

ば
､

こ

の

改
革
の

目

的
は

国
内
市
場
に

小

額
の

支
払
い

手
段
を

供
給
す
る

(

10
)

こ

と
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

銅
貨
は

本
来
小

額
支
払
い

手
段
と

し

て

流
通

し
て

い

た

の

で

あ

り
､

従
っ

て

政
府
は

､

こ

の

目
的
の

た

め

に

は
､

銅
貨

の

通
用
根
拠
を

地

方
当
局
の

信
用
か

ら

中
央
当
局
の

そ

れ

に

換
え

る

に

と

ど

め
､

こ

れ

ま
で

同
様
に

銅
貨
を

補
助
貨
幣
と

し
て

発
行
す
れ

ば

よ

か
っ

た

筈
で

あ
. る

｡

し

か

る

た

政
府
は

､

銅
貨
を

個
数
通
貨
と

し

て

流
通
す

る

法

貨
の

地

位
に

格
上

げ

し
､

銅
貨
の

額
面
価
値
が

そ
の

金
属
価
値
と

大
き

く

離
れ
て

い

る

に

も

拘
ら

ず
､

銅
貨
と

貴
金

属
貨
幣
と
の

間
に

交
換
比

率

を

設
け
た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

結
果
は

予
想
さ

れ

る
ご

と

く
､

銅
貨
の

削

り

取
り

､

偽
造
銅
貨
の

抜
庖
な

ど
に

よ

る

悪
質
銅
貨
の

市
場
で

の

氾
濫
と

物
価
騰
貴

､

そ

し

て

最
後
に

市
場
の

閉

鎖
で

あ
っ

た
｡

こ

う
し

て
､

流
通

銅
貨
の

通
用
禁
止
と

低
い

交
換
比

率
で

の

回

収
､

そ

し

て

新
た

な

銅
貨
の

発
行
と
い

う
通
貨
改

革
が

繰
り

返
さ
れ

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て

結
局
政

(

1 1
)

府
は

､

法
貨
と

し

て

の

銅
貨
を

廃
止
せ

ざ
る

を

え

な

く

な
っ

た
｡

こ

う

し

た
こ

と

か

ら
､

貨
幣
供
給
操
作
に

よ
っ

て

国
庫
困
窮
か

ら

抜
け

出
そ

う
と

す
る

国
家
の

意
図
が

､

こ

の

銅
貨
改
革
実
施
の

少
な

く

と

も

理

由
の

一

つ

で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

法

貨
と

し
て

の

銅
貨
の

廃
止

後
も

､

政
府
は

銅
貨
の

発
行
と

い

う

誘
惑

に

抗
し

切

れ

な

か
っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

し

か

し
､

黄
金
民
ス

ト

γ

ク

が

ま

だ

十

分
に

あ

る

問
ほ

､

銅
貨
の

こ

う

し

た

現
象
は

そ
れ

程
目
立

つ

も

の

で

は

な
か

っ

た
｡

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
の

後
継

者
､

パ

フ

リ

ー
･

マ

ム

ル

ー

ク

朝

(

A
･

P
-

N

h

O

⊥
い

苫
)

の

時
代
は

､

銀
貨
に

基
づ

い

た

貨
幣

制

度
の

最

盛
期
で

あ
っ

た
｡

銅
貨
問
題
が

一

挙
に

顕
在
化
し
た

の

は
､

貴
金

属
ス

ト

ッ

ク

が

大
幅
に

減
少
し

た

次
の

ブ
ル

ジ

ー
･

マ

ム

ル

ー

ク

朝

時

代
(

A
t

P
-

N

加

N

⊥
㌍
J

に

お
い

て

で

あ
っ

た
｡

(

1
)

エ

ジ

プ

ト

が

独

白
の

貨

幣

制

度
を

確

立

し

た

九

世

紀

後

半
の

ト

ウ

ー

ル

ー

ン

朝
か

ら
､

十

六

世

紀

初

頭
に

オ

ス

マ

ン

･

ト

ル

コ

に

よ

っ

て

征

服
さ

れ

る

ま
で

の

中

世
エ

ジ

プ

ト

貨

幣

史
は

､

通

常
本

位
通

貨
に

従
っ

て
､

三

つ

の

時

期
に

分

け

ら

れ

て

考

察
さ

れ

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

フ

ァ

ー

テ

ィ

マ

朝
ま

で

が

金

貨
の

時

代
､

ア

イ

ユ

ー

プ

朝
ど

6 4 3
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パ

フ

リ
･

マ

ム

ル

ー

ク

朝
が

銀

貨
の

時
代

､

そ

し
て

ブ

ル

ジ

ー

･

マ

ム

ル

ー

ク

朝
が

銅

貨
の

時
代
で

あ

る
｡

こ

の

時

代

区

分
は

､

一

五

世

紀
の

歴
史

家

已
･

呂

ぷ
r
H

z
叫

に

よ
っ

て

な
さ

れ

た

も

の

で

あ

る
｡

巴
･

P

F
モ

叫

N
H

､

詮
邑
g
､

已
㌧

ぷ
昏
叫

､

マ

惣
r

笠

こ

の

時

代

区

分

に

従

っ

て

叙
述

さ

れ

た

中

世
エ

ジ

プ

ト

貨
幣

通

史
に

関

し
て

は
､

以

下
の

論
文
が

現

在
で

も

唯
一

の

も
の

で

あ

る
｡

芦

告

申
U

g
r

d
-

:

s

亡
H

-

ょ
く
○
-

已
5.
ロ

m
O

ロ

告
巴
岩

n

b

-

由

等
号
O

m
瓜

d

㌫
く

巴
㌧

卜
-

内
的

注
V

訂

〔

芸
訂

S
ト
甘
言
旨
♪

舛

舛
)

r

-

£
¢

､

勺

勺
･

志

丁
畠
P

(

2
)

G
O
i

t

e
i

n
.

:

T
F
e

E

曽
F

呂
g
e

r

p
t

e

O
{

g

O

E

呂
d

s

き
e

【

m
O

n
e

叫

-

n

句
爪

己
m
E

賀
d

A

ヨ
已
U
i

d

t

ど

ロ
e
S

∴
､

ヽ
内
的

屯
Q

､

く

芦

-

苫
h

-

勺

勺

･
い

㌣
¢

､

芦
-

竃
乱
･

哲
デ

r

勺

勺

･
い

芸
-

u

00

∞
･

勺
･

出
已
O
g
-

:

H

賢
0
1

}

O
f

t

F
e

U
i

旨
e

m

F

E
g

y

勺
t

{

岩
m

t

F
2

句
他

巨
m

-

d

C
O

ロ

β

喜
S

t

亡

n
-

ニ

ー

F
2

C
O

=

P

p

冨

O
f

t

F
e

呂
p

邑
口

打

E

m
p
-

声
:

知
寒

害

宅
ま

邑
h

S

邑
喝

ま

♪

ひ
Q

ロ

2

㌢
0

･

Ⅰ

-

H

こ
諾
r

p

･

-

-

h

(

3
)

巴
･

岩

ぷ
旨

叫
､

ほ
ま

憶
曽

已
㌧

ぷ

監
･

胃
･

笥
-
∽

二

千

5
昏

舟

g
≠

ぎ
ー

勺
り

票
1
¶

こ
r
･

W
訂
t

-

p

ワ

a

よ
｡

初

期

イ
ス

ラ

ム

時

代
に

お

け

る

フ

ァ

ル

ス

銅

貨
に

つ

い

て

は
､

口
早
じ

く
ー

t

c

F
､

賀
t
小

c
-

0

､

句

巴
s

.

-

n

加

害
盲
訂

L

甘
乱
丸

9

阜

訂
訂
S

-

N

邑
e

已
t
i

O

ロ

を

参
照

｡

(

4
)

サ

ラ

デ
ィ

ン

の

貨
幣
改

革
に

つ

い

て

は
､

串

R

旨
i

e
-

り

訂

勺
訂

睾
3.
已
,

ぜ
込
訂

喜

色

普
㌣

ゝ
･

串

篭
血

丁

記
七
ゝ
･

b
･
ヒ
q
h

T

】

恕
-

.

〇

已
O
r

仁

亡
2 .

く
.

冒
e
∽

S
-

-

ミ
N

.

勺

ワ

ー
{

芯

⊥
り
ひ

を

参
照

｡

サ

ラ

デ
ィ

ン

発
行

貨
幣
の

悪
鋳
に

つ

い

て

は
､

E
F

蒜
n

打
r

e

亡
t

N

㍉
→
F
e

C
r

邑
s

O
h

U
ぎ
腎

F
t

F
e

E
的

叫

p
t

O

-

∽

巴

邑
早

｡

ヽ
』
Q

♪
-

パ
パ

阜

一

芸
か

一

等
.

-

諾
-

軍

出

巴
｡

g
-

｡

H
】

∽

t

｡
H

七

〇
叫

t

F
e

⊇
旨
e

m
∵

必
β

U

勺
ワ

ー

N

い
､

-

N

∞

-
い

○

を

参
照

｡

(

5
)

サ

ラ

デ

ィ

ン

以

後
の

ス

ル

タ

ン

に

よ

っ

て

鋳
造
さ

れ

た

金

貨
の

品

位
に

つ

い

て

は
､

H
F
r
e

ロ

町
e

已
N

-

:

→
h
口

C

ユ
巴
∽

○
{

D
ぎ

腎
･

p
.

-

∞

-

を

参
照

｡

ま

た
､

ス

ル

タ

ン

巴
･

只

ぎ
ー

〓

(

A
･

P

-

N

-

∽

-

-

N

い

∞
)

の

金

貨
改

革
に

つ

い

て

は
､

ロ

旨
声
○

ワ

各
･
p

ワ
ー

ヨ
一
心

･

H

亡

口

切
p

イ
ヂ

○

ワ

C

F

ワ

芦
E
F

詔
口

打
r

e

亡
t

N

㌧

T
F
e

∽
t

a

ロ

d

寛
仁

O
f

P
ロ
e

n
e
S

S
.

｡

p

ワ

一

芸
-
h

を

参

照
｡

(

6
)

一

二

二

五

年
の

巴
･

只
P .

邑
-

に

よ

る

銅

貨
改

革
に

つ

い

て

ほ
､

田

旨
訂

-

O

p
･

C
i

-
･

胃
∴

∞

丁
山

､

d
e

出
○
亡

由

昆
･

〇

ワ
C

F
勺
勺

･

£

T
N

を

参
照

｡

(

7
)

た

と

え

ば
､

河
P

b
i

2
-

O

p
･

C

声

p
･

-

ざ

(

8
)

国
内

通

貨
対

策
の

側

面

も

ま
た

考
え

ら

れ

る
｡

つ

ま

り
､

銀

本

位
制

度
の

採

用

に

よ
っ

て

銀
の

需

要
が

増

大
し

､

市
場
此

価
に

お

け

る

銀

の

金
に

対

す
る

高

値
が

生

じ

た

結

果
､

金

銀

貨
交

換

此

率
の

維

持
を

計
る

た

め
に

､

銀

貨
を

悪

鋳

す
る

と

同

時
に

､

金

貨
の

品

位

を

改

善
し

た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

当

時
の

金

銀

比

価
に

お

け

る

銀

優

位
に

つ

い

て

は
､

E
.
A
∽

F
t

0
1

､

ト
Q

h

竜

賢
や

§

勺
3
ど

訂
や

買

監

訂

h
叫

已
9
達
ト

へ

h
竹

丘
莞
-

=

田
P

C

打

知
恥

e
叫

屯

ぎ

礼

設

竹
丘

､

～

…

芸
訂

賢

勺
…
b

訂
･

〇
■3.
芸

≠

恥

訂

b
聖
篭

S

.
E
.
く

､

ヮ

E
.

ウ
r

-

¢

ご
ー

ワ
い

¶

こ

A
.

芦

W
芝
s

O

n
､

-

O

g
O
-

仁

1
P

邑
s

-

-

く
e
r

∴
.

り

訂

内
岩

莞
Y

邑
へ

托
邑
Q

づ

H
㍍

.

-

宗
㍗

ワ

N

N

を

参
照

｡

(

9
)

C

r

C

巴
}

e

ロ

∵
へ

灯

莞
-

止
亡
e

S

P

招
e

C
t
∽

d
①

-
-

P

d
-

ゴ
小

口
i

s
t

【

P
t

i

O

ロ

e

粥
七

勺
t

訂
n

n
e

ヨ
爪

d

㌫
く

巴
e

く

宏

勺
P
l

亡

日

計
s

g

訂
ロ
C
t

】

○

ロ

ロ

巴
岩
の

･



ゼ

ナ

ー

◆

∴

で
‥

】

心

外

サ

( 1 1 3) 研 究 ノ ー ト
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､

b

邑
訂
読
手

恕

訂

勺
莞
邑
鼓

礼

顎

卜

邑
言
ゎ

弘
也

9
1

已
ど
ま

式
-

N

か
血

巴
-

n

計
､

-

窒
00

､

顎
一

-

【
h

T
ヰ

.

G
O

芹
e
i

ロ
,

ゝ

合
札

●

叫

声
-

小
-

p
●

N

笥
,

ワ

会
か

n
.

N
.

一

二

三

八

年
､

一

二

五

四

年
､

一

三

〇
二

年
､

そ

し

て
一

三

五

五

年
に

､

エ

ジ

プ

ト

君

主

が
ベ

ニ

ス

人
に

与
え

た

特
橙

条

約
の

一

条
に

は
､

ベ

ニ

ス

人

が

ア

レ

タ

サ

ン

ド
ワ

ァ

に

も

ち

込
ん

だ

金
､

銀
は

､

競
売
に

よ
っ

て

処
分

さ

れ
る

か
､

鋳

造

所
へ

も
っ

て

い

か

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

旨
の

規
定
が

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

A
s

F
t

0
1

､

O

p
.

2 .

t
.

勺

ワ
l (

岩

⊥

(

1 0
)

巴
･

呂

ぷ

旨
叫

､

き
㌫
か

庵

膚
-

p
･

か

ご

t
【

･

W
訂
t

-

ワ

宗

(

1 1
)

註
㈲

の

文

献
参
照

｡

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝

ス

ル

タ

ン

巴
㌧

知
己
-

H
H

(

A
◆

P
-

N

誌
上
○

)

に

よ
る

銅
貨
の

通

用

禁
止

に

つ

い

て

ほ
､

已
･

E

ぶ
1
州

N
叫

-

内
叫

芯
ひ

已
よ
已
革
計

-

▲
邑
･

b
叫

声

芦

N
-

邑
a

-

C

巴
岩
､

-

巴
♪

-
.

p
.

N

ヨ
r

t

ロ

b
y

E
.

望
O
C

F
e
t

∴
■

昌
s

t

O
-

r
①

卑
称
g

岩
t

e

d
O

呂
p

打

ユ
N

】

∴
-

知

昌
一

竃

礼
q

～
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Q
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害
≠

訂
託

ぎ

く
O

r

㍍
.

-
1 (

岩
h

T
阜

.

匂

い

O

N

を

参
照

｡

五

ブ
ル

ジ

ー
･

マ

ム

ル

ー

ク

朝
の

貨
幣
政
策

こ

の

時
代
に

は
､

ア

イ
ユ

ー

ブ

朝
で

み

ら
れ

た

よ

う
な

国
家
の

信
用
を

挺
子
と

し

て

銅
貨
と

貴
金
属
貨
幣
を

結
び

つ

け
る

と
い

う

空
し
い

試
み
ほ

放
棄
さ

れ
､

貴
金
属
貨
幣
政
策
と

銅
貨
政
策
と

は

全
く

分

離
し
て

と

ら
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

貴
金
属
貨
幣
政
策
の

典
型
は

､

一

四
二

五

年
の

金
貨

改
革
に

み

ら

れ

る
｡

当
時
の

エ

ジ

プ

ー

貨
幣
事
情
の

注
目

す
べ

き

現
象
は

､

イ

タ

リ

ア

金
貨
の

エ

ジ

プ

ト

国
内
市

場
で

の

氾

濫
で

あ
っ

た
｡

十
四

世
紀

後
半
以

降
大

商
人
た

ち
は

､

国
際
決
済
通

貨
と

し

て
､

不

安
定
な

デ
ィ

ナ

ー

ル

金

貨
を

見
捨
て

､

良
質
で

規
格
重

量
を

も
つ

た

め
に

個
数
通
貨
と

し

て

取
扱
う
こ

と

が

で

き

た

イ

タ
リ

ア

金
貨
を

使
用
す

る

よ

う
に

な
っ

て

い

た
｡

こ

う
し

た

事
態
に

対

処
す
る

た

め

に

断
行
さ

れ

た
の

が
一

四
二

五

年

の

金
貨
改
革
で

あ
っ

た
｡

こ

の

改
革
に

よ
っ

て

政

府
ほ

､

金
貨
に

重

量
規

準
を

再
導
入

し
､

デ
ィ

ナ
ー

ル

金
貨
を

個
数
通
貨
と

し
て

流
通
さ
せ

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

イ

タ

リ

ア

金
貨
を

国
内
市
場
か

ら

放
逐
し

ょ

う
と

試
み

た
｡

と

こ

ろ
■
で

､

政
府
が

採
用
し
た

規
格
重

量
は

､

八

世
紀
以

来
デ
ィ

ナ
ー

ル

重

量
の

伝
統
と

な
っ

て

い

た

四
･

二

五

グ

ラ

ム

で

は

な

く
､

イ

タ
リ

ア

金

へ

1
)

貸
の

規
格
重

量
に

近

似
の

三
･

四
五

グ

ラ

ム

で

あ
っ

た
｡

こ

の

事
実
は

､

地

中
海
交
易
の

決
済

通
貨
と

し
て

流
通
し

て

い

た

誇
り

高
き

デ
ィ

ナ
ー

ル

金
貨
の

時
代
が

終
っ

た
こ

と

を

象
徴
的
に

示

し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

確
か

に

エ

ジ

プ

ト

国
内
取
引
に

関
し
て

は
､

新
デ
ィ

ナ
ー

ル

金
貨
は

イ
タ

リ

ア

金
貨
に

取
っ

て

代
る

こ

と

が

で

き

た
｡

し

か

し
､

国
際
交
易
に

お

け

る

イ
タ

リ

ア

金

貨
の

決

済
通
貨
と

し
て

の

優
位
は

揺
が

な
か

っ

た
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

の

金

貨
改

革
を

行
っ

た

ス

ル

タ
ン

の

も

と

で
､

香
料
貿
易
の

国

家
独
占
と
い

う
以

後
の

エ

ジ

プ

ト

商
業
政
策
を

決
定
づ

け
る

政
策
が

な

さ

れ

た
｡

そ
の

結
果

､

そ

れ

ま
で

香
料
貿
易
か

ら
の

富
を

元

手
に

､

銀
行
業

や

政
府
へ

の

貸
付
け

な

ど
に

よ
っ

て

莫
大
な

利
益
を

得
て

い

た

カ

ー

リ
､

､

､

(

2
)

-

商
人
は

､

こ

の

香
料
貿
易
国
家
独

占
政

策
を

契
機
に

没
落
し

て

い

っ

た
｡

こ

の

商
業
政
策
の

転
換
と

金
貨
改
革
が

偶
然
に

同
じ

時
期
に

な

さ

れ

た

と

は

考
え

難
い

｡

こ

こ

で

注
意
す
べ

き
は

､

金
貨
改
革
に

よ
っ

て

も

回

復
で

き

な
い

程
､

デ

ィ

ナ

ー

ル

金
貨
の

国
際
決
済
通

貨
と

し

て

の

地

位
ほ

低
落

し
て

い

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

凝
っ

て
､

鋳
造
所
へ

運
ば

れ
て

く
る

貴

∂

金
属
の

量
が

減
少
し

た

た

め
に

､

慢
性
的
財
政
困
窮
の

状
態
に

あ
っ

た
ス

朗
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ル

タ
ン

政
府
は

､

商
人
が

国
際
交
易
か

ら

得
た

富
を

､

貨
幣
鋳
造

料
金
の

徴
収
と
い

う

間
接
的
手
段
で

吸
い

上

げ
る

だ

け

で

ほ

満
足
で

き

な
か

っ

た

(

3
)

と

考
え

ら

れ

る
｡

そ
の

た
め

､

ス

ル

タ
ン

政

府
は

香
料
伸
継
貿
易
へ

の

直

接
的
介
入

と
い

う
手

段
に

訴
え
た

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

と

も
か

く
､

こ

の

二

つ

の

政
策
は

､

仲
継
貿
易
か

ら
の

収
入

が

当
時
の

エ

ジ

プ

ト

財
政
に

お

い

て

大
き

な

比

重

を

占
め
て

い

た

こ

と
､

ま

た

そ

の

た

め
､

ス

ル

タ

ン

政
府
は

国
際
交
易
に

対

し
て

深
い

関
心

を

持
っ

て

い

た
こ

と

を

示

す
も

の

で

あ

る

こ

と

は

疑
い

な
い

｡

一

方
､

銅
貨
政
策
は

全
く

異
な
っ

た

様
相

を

呈

し

て

い

た
｡

パ

フ

リ

ー
･

マ

ム

ル

ー

ク

朝
末
期
以

降
､

銀
の

不

足
か

ら

銀
貨
は

悪
鋳
さ

れ

続
け

､

実
質
的
に

は

銅
貨
に

等
し
い

も

の

と

な
っ

て

い

っ

た
｡

こ

う

し

た

背
景
か

ら
､

ブ

ル

ジ

ー
･

マ

ム

ル

ー

ク

朝
は

銅

貨
に

基
づ

い

た

貨
幣
制
度
を

採
用

せ

ざ
る

を

え

な

く
な
っ

た
｡

こ

の

貨

幣
政
策
の

転
換
は

､

ス

ル

タ
ン

白
身

に

よ
る

銅
購
入
の

た

め

の

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

ヘ

の

特
使
派
遣
と

､

銅
貨
鋳
造
の

(

4
)

た

め
の

新
鋳
造
所
開
設
に

よ
っ

て

端
的
に

示

さ

れ
て

い

る
｡

当

初
銅
貨
は

個
数
通

貨
と

し
て

発
行
さ

れ
､

貴
金

属
貨
幣
と

の

間
に

交
換
比

率
が

設
定

さ

れ
た

｡

し

か

し
､

銅
貨
の

金
属

価
値
と

額
面
価
値
の

遊
離
が

余
り
に

も

大
き

か
っ

た

た

め

に
､

た

び

重

な

る

通

貨
改
革
と

銅
貨
相
場
固
定
政
策
に

も

拘
ら

ず
､

銅
貨
が

市
場
に

氾

濫
し

､

そ
の

結
果

､

銅
貨
の

価
値
は

下

落

を

続
け

､

物
価
は

騰
貴
し

続
け

た
｡

こ

の

事
態
に

､

政
府
ほ

銅
貨
を

個
数

通

貨
と

し
て

流
通
さ

す
こ

と

を

断
念
し

､

銅
貨
は

秤
量
通

貨
と

し

て

流
通

(

5
)

す
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

こ

う
し

た

措
置
と

と

も
に

､

か

つ

て

ほ

デ
ィ

ル

ハ

ム

銀
貨
の

重

量
を
も

つ

銅
貨
と
い

う

実
質
的
な

意
味
を

持
っ

て

い

た

デ
ィ

ヽ

ヽ

ル

ハ

ム

銅
貨
は

､

単
な

る

想
像
上
の

計

算
貨
幣
に

過
ぎ

な
く

な
っ

て

い

っ

(

$
)

た
｡

そ

し

て
､

物
価
と

貸
金
の

み

な

ら

ず
､

貴
金

属
貨
幣
と
フ

ァ

ル

ス

銅

舶

ヽ

ヽ

β

U

貸
ま
で

も

が
こ

の

デ
ィ

ル

ハ

ム

銅
貨
で

見
積
ら

れ

る

よ

う
に

な
り

､

そ

の

た

め
､

フ

ァ

ル

ス

銅
貨
の

貴
金
属
貨
幣
と

の

結
び

つ

き

は

断
た

れ
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

そ

の

結
果

､

十
五

世
紀
後
半
に

貴
金

属
貨
幣
の

相
場
が

一

応

の

安
定
を
み

た

時
も

､

貴
金
属
貨
幣
と

フ

ァ

ル

ス

銅
貨
の

結
び
つ

き
が

断

た
れ

て

い

た

た

め

に
､

こ

の

貴
金
属
貨
幣
の

相
場
の

安
定
は

､

フ

ァ

ル

ス

銅
貨
の

安
定
に

は

繋
が

ら

な
か

っ

た
｡

こ

う
し

て
､

一

般
庶
民
の

支
払
い

手
段
で

あ
っ

た

フ

ァ

ル

ス

銅
貨
は

､

貨
幣
当
局
の

慈

意
的
な

貨
幣
供
給
操

作
の

対

象
と

な
っ

て

い

っ

た
｡

こ

の

時
代
の

貨
幣
事
情
の

最
も

目
に

つ

く

特
徴
は

､

流
通
銅
貨
の

通
用
禁
止

と

低
い

交
換
比

率
で

の

回

収
､

そ

し
て

(

7
)

新
た

な

銅
貨
の

発
行
と
い

う
通
貨
改
革
の

単
調
な

繰
り

返
し

で

あ
っ

た
｡

以

上
の

よ

う
な

貨
幣
事
情
が

､

中
世
後
期
エ

ジ

プ

I
経
済
に

深
刻
な

影
響

を

及
ぼ

し
た

こ

と
は

疑
い

な
い

｡

(

1
)
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カ
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リ
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商
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W
･
ナ

ヨ
s

c

F
e

-

∵
.

T
F
e

∽

ヱ
c

の

t

r

邑
2

i

ロ

呂
P

邑
亡

打

E
g

y
】

羊
:

ヽ
内
h

屯
Q

-

く
○

-

+
-

}

芝
恥

,

勺

ワ

ー

h

T
-

ざ
Ⅰ

･

芦

L
p

甘
n

F
s

▼

転
ミ
設

営

C
丸

賢
:
治

こ
訂

卜

已
等

旨
邑
無
恥

』

駕
切

,

H

胃
く

賀
-

亡
ロ
i

く
･

P
r

の
∽

∽
-

-

芸
N

､

勺
p
･

-

N

㌣
N

を

二

∫

ト



r

一
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､

ヘ
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( 1 15) 研 究 ノ ー

ト

参
照

｡

(

3
)

鋳
造

所

を

通

過

す
る

貴
金

属
の

量
が

減
少

し
て

い

た

こ

と

は

間

違
い

な
い

｡

十
三

世

紀

後
半
に

至
っ

て
､

鋳

造

所
が

請
負
い

に

出

さ

れ

た
こ

と
は

､

こ

の

こ

と

を

示

す
一

例
の

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

H
F
r

?

ロ

打
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e

u
t
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p
一

ヒ
〇

･
外

国

貨

幣
の

使
用

禁
止

と

鋳
造

所
へ

の

回

収

命
令
に

つ

い

て

は
､

E
一

A
s

F
t

O
→

.

托
訂
旨
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礼
Q
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T
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｡

ま
た

､

前

節
の

註

㈲

も

参

照
の

こ

と
｡

(

4
)
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5
)
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彗
邑
一

ぜ
3

.

串

ミ
邑
等
≠

ぎ

〔

ぎ
り

已
h
叫

§
由

叫

邑
.

訂

已
∵

i
､

p
p
･

g
よ
ぃ

､

出

已
○

粥

∴
■

H
】

算
O
r

七

〇

〓
F
e

U
i

旨
e

m
∵

勺
勺
一

ヽ

ヽ

】

窒
､

-

宝
･

A
s

F
t

O

r

は
､

デ
ィ

ル

ハ

ム

銅
貨
は

単
な
る

憩

像
上

の

計

算
貨

幣
で

は

な
く

､

マ

ム

ル

ー

ク

朝
の

末

ま
で

実

際
に

流
通

し

て

い

た

銅

貨
で

あ
っ

た
､

と

主

張

し

て

い

る
｡

A
s

F
t

O
【

.

屯
訂
≠

e
言

札

設

勺
3
.
ざ

ワ

N

ご
丁

も

し

そ

う
で

あ
っ

た

と

し
て

も
､

こ

の

銅

貨

が

専

ら

用
い

ら
れ

た

の

は
､

価

値
の

標

準

手

段

と
し

て

で

あ

り
､

支

払
い

手

段
と

し

て

主

に

用
い

ら

れ

た
フ

ァ

ル

ス

銅
貨
と

は

区

別

し
て

取

り

扱

う

必

要
が

あ

る
｡

(

7
)

A
s

F
t

O

J

き
h

き
叫

言

替
ゎ

勺
3.
ざ

p

ワ

N

筈
-
加

N
.

六

む

す
び

以
上

､

史
料
か

ら

抽
出
で

き
る

二

つ

の

異

質
な

貨
幣
観
を

手
掛
り

と

し

て
､

中
世
エ

ジ

プ

ト

社
会
に

お

け
る

国
家
と

貨
幣
の

関
係
を

､

国
家
の

貨

幣
政

策
を

検

討
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

論
じ

て

き

た
｡

そ
の

結
論
は

以

下
の

よ

う
に

な

る
で

あ

ろ

う
｡

史
料
に

み

ら

れ

る
二

つ

の

貨
幣
観
は

､

国
際
交

易
市
易
と

国
内
市
場
が

そ

れ

ぞ

れ

そ
の

影
響
下
に

あ
っ

た

指
導
者
た

ち

の

貨
幣
観
で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ
で

､

中
世
イ
ス

ラ
ム

社
会
に

お

け
る

貴
金

属

の

豊

富
な

流
通
と
い

う
地

理

的
･

歴

史
的
条
件
の

た
め

に
､

こ

の

二

つ

の

市

場
は

貴
金
属
に

基
づ

い

た

貨
幣
制

度
に

よ
っ

て

結
び

つ

け
ら

れ

て

い

た
｡

こ

の

事
実
が

､

二

つ

の

貨
幣
観
に

金

属
主
義
的
貨
幣
観
が

共
通
し

て

み

ら

れ

る
こ

と

の

背
景
で

あ

る

と

考
え

ら

れ
る

｡

そ

し

て
､

中
世
エ

ジ

プ

ト

経

済
は

､

こ

の

二

つ

の

市
場
の

結
び
つ

き
の

上
に

発
展
し

た
｡

と
こ

ろ

が
､

国
家
の

財
政
が

困
窮
し

､

鋳
造

所
が

十

分
な

貴
金
属
を

保
有
し

得
な

く

な

っ

た

時
､

こ

の

結
び

つ

き

は
､

か

え
っ

て

エ

ジ

プ

ト

貨
幣
政

策
担
当
者
に

と
っ

て

大
き

な

栓
桔
と

な
っ

た
｡

そ

の

結
果

､

ス

ル

タ
ン

政
府
は

､

主
に

国
際
決
済
通

貨
対

策
と

考
え

ら

れ
る

貴
金
属
貨
幣
政

策
と

､

国
内
通
貨
対

策
で

あ
っ

た

銅
貨
政
策
と

を

分
離
し

て

行
わ

ざ

る

を

え

な

く

な
っ

て

い

っ

た
｡

そ

し
て

､

貴
金
属
貨
幣
の

安
定
は

､

圧

倒
的

国
内
通
貨
で

あ
っ

た

銅

貨
の

犠
牲
の

も

と
に

な

さ
れ

た
｡

そ
の

過
程
は

い

わ
ば

､

国
家
の

経
済
へ

の

間
接
的
介
入
か

ら

慈
意
的
な

直
接
的

介
入
へ

の

移
行
と

い

え

る
｡

そ

し

て
､

こ

う
し

た

推
移
は

､

貨
幣
の

分
野
の

み

な

ら

ず
､

■
中
世
後
期
エ

ジ

プ

ト

社
会
の

他
の

分
野
に

も

み

ら

れ

る

と

思
う
の

で

あ

る
｡

▲7

(

一

橋
大
学

大

学
院

博

士

課

程
)

朗




