
日本銀行旧小樽支店 

 

日本銀行小樽支店は、街の富と国営銀行の金融力を反映するよう設計されました。1920年代半

ばまでに、北海道の県庁所在地である札幌が 13行であるのに対し、小樽市内でおよそ 25行の銀

行が営業していました。小樽は、19 世紀の終わりには北海道の玄関口となっていました。つまり、物

や移住者は小樽港から到着し、穀物などの商品はロシアやヨーロッパ同様に本州のあらゆる場所へ

輸出されていました。成長する港町のために、銀行は金融取引と国際通貨交換を促進していました。 

 

通貨改革 

徳川幕府（1603年–1867年）の下、国際貿易では、金貨と銀貨が使用されていました。19世

紀半ばにおける幕府と外国勢力の間の不平等な通商条約により、日本の通貨が過小評価され、そ

の結果、大量の金が海外に流出しました。これに対応して銀行券を発行し、日本の通貨・金融制

度を改革するため、1882 年に日本銀行が設立されました。明治政府（1868 年–1912 年）が

公式通貨として「円」を導入した 1年後のことでした。 

 

1885 年に日本銀行が最初の紙幣を発行し、紙幣は銀との交換が保証されていました。その後、

1887 年に、日本は、多くの西洋諸国の後に続き、貨幣の基準として金を採用しました。北海道で

の金融取引を推し進めるため、1893 年、日本銀行の支店が小樽に開設されました。財政資金の

保管、受領、循環を取り扱うだけでなく、小樽支店は、世に知られるようになるにつれ、北海道で採

られた金を買い付け、自らの金準備を構築しました。 

 

成功の象徴 

小樽の日本銀行の新社屋が1909年から 1912年までの 3年で建設されました。これは、辰野金

吾(1854 年–1919 年)と彼の弟子長野宇平治（1867 年－1937 年）が設計した、ルネッサン

ス・リバイバル様式によるものでした。辰野は、その当時の日本でもっとも有名な建築家の 1 人であり、

東京日本橋にある日本銀行本店（1896 年）や赤レンガ造りの東京駅丸の内駅舎（1914 年）

を設計したことで、最も記憶に残っています。辰野は、帝国工科大学（現在の東京大学工学部）

で、イギリスの建築家であるジョサイア・コンドル（1852 年–1920 年）の一期生のうちの 1 人でし

た。 

 

2 階建ての小樽支店の社屋では、鉄骨骨組構造、防火用のコンクリート打ちの床や屋根など、新し

い建築法を用いました。鉄骨屋根小屋組を用いることにより、支柱を使わず、銀行ホールの広いオー

プンスペースを創り出すことが可能となりました。中2階の回廊から銀行ホールを見渡せるようになって

おり、ここから銀行支店長が階下での様子を見ることができました。内装全体を通して、辰野は日本

銀行のシンボルである、「図案化された円」を組み込みました。この丸いデザインは今日に至るまで日

本銀行券に印刷されています。 



 

社屋の煉瓦造りの外装は石に似せたセメントで覆われ、雨や雪から煉瓦を守っています。北側の屋

根に沿って 4 つのドーム、南東の角には小樽港を見渡せる 4 階建ての望楼が取り付けられています。 

 

この銀行は 2002年まで営業され、2003年に復元されて「日本銀行旧小樽支店金融資料館」と

して一般公開されました。展示物には、小樽の金融地区の縮尺模型、元の銀行金庫室などがあり

ます。入場料は無料です。 


