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貨
幣
は
進
ん
だ
貨
幣
と
い
う
と
ら
え
方

が
い
か
に
一
面
的
で
あ
る
か
が
お
分
か

り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
時
代
の
手
形
類
を
振

り
出
し
て
い
た
の
は
民
間
の
金
融
業
者

で
は
な
く
、
中
央
の
財
務
機
関
で
あ
る

大
蔵
省
や
、
諸
国
の
徴
税
を
担
当
し
て

い
た
国
司
（
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
遙よ
う

任に
ん

と
い
っ
て
任
国
に
赴
任
せ
ず
、
京
都

に
留
ま
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
）
な

ど
で
し
た
。
大
蔵
省
や
国
司
は
他
の
官

庁
な
ど
か
ら
経
費
の
請
求
を
受
け
る

と
、
所
管
の
出
納
担
当
者
に
支
払
い
を

命
じ
た
支
払
命
令
書
を
振
り
出
し
ま

す
。
請
求
者
は
そ
れ
を
当
該
担
当
者
の

も
と
に
持
参
し
て
経
費
の
支
払
い
を
受

一
〇
世
紀
後
半
に
古
代
律
令
政
府
の

鋳
銭
事
業
が
中
絶
す
る
と
、
日
本
は
米

と
絹
布
（
絹
と
麻
布
）
を
中
心
と
す
る

商
品
貨
幣
（
物
品
貨
幣
）
の
時
代
に
入

り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
国
銭

の
大
量
流
入
に
よ
っ
て
銭
経
済
が
復
活

す
る
一
二
世
紀
半
ば
ま
で
、
約
一
五
〇

年
間
に
わ
た
っ
て
続
き
ま
し
た
。
皆
さ

ん
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』

が
書
か
れ
た
こ
ろ
の
日
本
で
は
、
銭
は

使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

米
や
絹
布
が
銅
銭
に
取
っ
て
代
わ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
見
す
る
と
先

祖
返
り
、
つ
ま
り
経
済
の
発
展
段
階
を

逆
行
す
る
動
き
の
よ
う
に
み
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
正
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
商
品
貨
幣
経
済
は
物
々
交
換

と
は
異
な
り
ま
す
。
モ
ノ
な
ら
何
で
も

よ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
米
と
絹
布

と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
モ
ノ
に
し
か
貨

幣
の
資
格
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。
で
す
か
ら
、
金
属
で
な
い
と
い

う
理
由
だ
け
で
こ
れ
ら
を
後
れ
た
貨
幣

と
み
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
米
や

絹
布
も
立
派
な
貨
幣
な
の
で
す
。

こ
の
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
信
用
貨

幣
（
手
形
）
が
発
生
し
、
日
本
史
上
、

最
初
の
信
用
経
済
の
発
達
が
み
ら
れ
た

こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
米
や
絹
布
と

い
う
、
持
ち
運
び
に
不
便
な
貨
幣
を
使

っ
て
い
た
こ
と
が
、
逆
に
貨
幣
の
節
約

手
段
、
輸
送
の
省
力
化
の
手
段
と
し
て

の
手
形
決
済
を
発
達
さ
せ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
信
用
経
済
が
商

品
貨
幣
の
時
代
に
発
達
す
る
と
い
う
傾

向
は
世
界
史
的
に
も
広
く
確
認
さ
れ
ま

す
。
商
品
貨
幣
は
後
れ
た
貨
幣
、
信
用

平
安
後
期
に
な
る
と
、
国
家
に
よ
る
貨
幣
の
鋳
造
が
行
わ
れ
な
く
な
る
一
方
で
、
ま
さ
に
こ
の
金
属
貨
幣
空
白
期
に
日

本
で
最
初
の
手
形
が
発
生
し
、
信
用
経
済
の
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
状
況
が
出
現
・
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
の
貨

幣
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
非
常
に
複
雑
な
経
路
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
中
世
に
は
、
銀
行
の
起

源
と
も
い
え
る
金
融
業
者
や
、
破
産
者
の
不
良
債
権
問
題
な
ど
も
既
に
発
生
し
て
お
り
、
現
代
に
も
通
じ
る
興
味
深
い

時
代
で
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
今
回
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
監
修
を
お
願
い
し
て
い
る
桜
井
先
生
に
、
ご
専
門
で
あ

る
中
世
の
信
用
経
済
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

信
用
経
済
の
起
源

最
初
の
信
用
経
済

米
と
絹
布
の
時
代

貨
幣
の
歴
史
学

2

「借上から金を借りる女房」（『山王霊験
さんのうれいげん

記
き

絵巻』和泉市久保
く ぼ

惣
そう

記念美
術館蔵）。13世紀前半、病気で金に困った女性が借上から銭（縁側に
ある数珠つなぎの形態のもの）を借りている様子が描かれている。

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教
授

桜
井
英
治

「肥満の女」（『病
やまいの

草
そう

紙
し

』福岡市美術館蔵〈松永コレクション〉、撮影：
山　信一）。「七条わたりにすむ、いゑとみ食ゆたかなる」借上の女性。
美食大食を重ね、歩くのも困難なほど太ってしまった様子が描かれて
いる。鎌倉時代から南北朝期、商業や金融の担い手に女性と僧侶が多
かったことを確認できる記録が多数残っている。
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け
る
の
で
す
。
こ
の
支
払
命
令

書
が
今
日
の
手
形
に
あ
た
る
わ

け
で
す
が
、
機
能
的
に
は
小
切

手
に
近
い
も
の
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

国
司
が
振
り
出
し
た
支
払
命

令
書
の
中
に
は
、
支
払
地
が
地

方
で
あ
る
も
の
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な

場
合
、
請
求
者
自
身
が
地
方
に

赴
く
の
は
大
変
な
の
で
、
民
間

の
金
融
業
者
で
あ
る
借
上
か
し
あ
げ

が
そ

れ
ら
の
支
払
命
令
書
を
買
い
取

っ
て
、
地
方
で
の
回
収
業
務
を

代
行
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
手
形

割
引
の
早
い
例
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に

お
け
る
最
初
の
信
用
経
済
は
、
平
安
時

代
の
財
政
シ
ス
テ
ム
の
中
か
ら
発
生
し

た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
手
形
類
は
、
い

緻密な実証と深い理論的想像力で日本中
世史を読み解く桜井英治先生。主な著書
に『日本中世の経済構造』、『室町人の精
神』など。

ず
れ
も
中
世
の
入
り
口
に
あ
た
る
一
二

世
紀
中
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。

国
司
の
徴
税
能
力
の
低
下
や
そ
れ
に
伴

う
財
政
シ
ス
テ
ム
の
改
編
の
影
響
も
あ

り
ま
し
た
が
、
一
二
世
紀
半
ば
に
銭
経

済
が
復
活
し
た
影
響
も
大
き
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
輸
送
性
能
に
優
れ
た
銭
の
普

及
は
手
形
決
済
の
必
要
性
を
低
下
さ
せ

た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

中
世
の
銭
経
済
は
、
中
国
銭
の
絶
え

間
な
い
流
入
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
中
で
も
宋
か
ら
元
へ
の
王

朝
交
代
に
伴
っ
て
起
き
た
一
三
世
紀
後

半
（
鎌
倉
後
期
）
の
中
国
銭
流
入
は
、

一
二
世
紀
半
ば
の
第
一
波
を
し
の
ぐ
大

規
模
な
も
の
で
、
年
貢
の
代
銭
納
制
の

普
及
な
ど
、
そ
の
後
の
経
済
に
計
り
知

れ
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

年
貢
の
代
銭
納
制
の
も
と
で
は
、
生

産
物
は
荘
園
現
地
で
売
却
・
換
金
さ

れ
、
大
量
の
商
品
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま

す
。
そ
の
結
果
、
一
四
〜
一
五
世
紀

（
鎌
倉
末
期
〜
室
町
時
代
）
に
日
本
の

国
内
経
済
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
経
済
発
展
の
も
と

で
平
安
時
代
に
続
く
信
用
経
済
発
達
の

第
二
の
ピ
ー
ク
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
手
形
が
割さ
い

符ふ

で
す
。
江
戸
時
代
の
為
替
手
形
の
源

流
は
、
鎌
倉
時
代
に
発
生
し
た
、
他
地

返
済
の
特
約
の
付
い
た
特
殊
な
借
用
証

書
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

が
や
が
て
送
金
手
段
に
転
用
さ
れ
、
あ

る
い
は
商
業
上
の
決
済
手
段
に
も
利
用

さ
れ
て
、
江
戸
時
代
の
為
替
手
形
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
が
、
割
符
も

そ
の
一
種
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
す
。
た

だ
割
符
に
は
、
一
般
の
為
替
手
形
に
は

見
ら
れ
な
い
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
割
符
の
多
く
が
一
〇
貫

文
の
額
面
を
も
つ
定
額
手
形
だ
っ
た
こ

と
で
す
。
割
符
は
し
ば
し
ば
一
つ
、
二

つ
と
個
数
で
数
え
ら
れ
、
一
つ
と
い
え

ば
一
〇
貫
文
、
二
つ
と
い
え
ば
二
〇
貫

文
を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
の
事
実
か
ら

も
割
符
の
額
面
が
通
常
一
〇
貫
文
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

で
は
な
ぜ
割
符
は
定
額
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
不
特
定
多

数
の
人
び
と
の

間
を
転
々
流
通

す
る
こ
と
が
あ

ら
か
じ
め
前
提

と
さ
れ
て
い
た

中
国
銭
経
済
と
定
額
手
形

か
ら
で
し
ょ
う
。
一
回
の
取
り
組
み
で

役
割
を
終
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
定
額
で

あ
る
必
要
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
為
替

手
形
の
よ
う
に
額
面
に
端
数
が
出
て
も

よ
い
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
割
符
は

紙
幣
に
近
い
性
格
も
備
え
て
い
た
と
い

え
ま
す
。

割符案（『東寺百合
ひゃくごう

文書
もんじょ

』ｾ函71、ｻ函173、京都府立総合資料館蔵）。割符の振出人は、京都や堺など畿内諸都市の問屋
商人層が多く、割符が商業手形としての性格を色濃く持っていたことが分かる。いずれの割符も「拾貫文」と記されて
おり、10貫文が基本的な額面であったことを示している。
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と
こ
ろ
で
一
〇
貫
文
と
い
う
と
、
今

日
の
貨
幣
価
値
で
い
え
ば
一
〇
〇
万
円

前
後
に
相
当
し
ま
す
か
ら
、
か
な
り
の

高
額
貨
幣
で
す
。
そ
れ
が
問
屋
に
よ
っ

て
振
り
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
合

わ
せ
ま
す
と
、
割
符
は
遠
隔
地
間
の
巨

大
な
商
品
取
引
の
中
か
ら
発
生
し
て
き

た
も
の
と
い
え
そ
う
で
す
。

割
符
は
振
出
地
も
支
払
地
も
畿
内
や

そ
の
周
辺
の
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、

そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
遠
隔
地
商
人
の
手

で
地
方
へ
運
ば
れ
、
米
や
各
地
の
特
産

物
の
買
い
付
け
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
い
っ
た
ん
地
方
の
生
産
者
の

手
に
渡
っ
た
割
符
は
、
今
度
は
年
貢
の

送
進
手
段
と
し
て
再
び
荘
園
領
主
の
い

る
畿
内
に
送
ら
れ
、
換
金
さ
れ
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
高
額
の
信
用
貨
幣
が

流
通
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
、
中
世
後

期
に
お
け
る
信
用
経
済
の
進
展
ぶ
り
が

う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
時
代
、
自
由
に
流
通
し
た
の
は

手
形
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
銭

貸
借
時
に
つ
く
ら
れ
る
一
般
の
借
用
証

書
も
金
融
業
者
の
間
で
し
ば
し
ば
流
通

し
て
い
ま
し
た
。
現
行
民
法
で
は
債
権

を
債
務
者
に
無
断
で
譲
渡
す
る
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
世
に
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
債
務
者

の
前
に
あ
る
日
突
然
見
ず
知
ら
ず
の
債

権
者
が
現
れ
て
、
返
済
を
迫
ら
れ
る
と

い
っ
た
こ
と
も
こ
の
時
代
に
は
起
こ
り

え
た
の
で
す
。

中
世
後
期
は
金
融
業
が
著
し
く
発
達

し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の

金
融
業
者
は
質
物
を
保
管
す
る
倉
に
ち

な
ん
で
土ど

倉そ
う

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た

が
、
土
倉
か
ら
徴
収
さ
れ
た
営
業
税
は

土
倉
役
と
呼
ば
れ
、
室
町
幕
府
を
支
え

る
主
要
な
財
源
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

室
町
幕
府
は
独
自
の
官
庫
を
持
た
ず
、

そ
の
財
産
も
民
間
の
土
倉
に
預
け
て
し

ま
う
ほ
ど
、
金
融
業
界
に
大
き
く
依
存

し
て
い
た
の
で
す
。

京
都
の
土
倉
に
は
山さ
ん

徒と

と
呼
ば
れ
た

比
叡
山
の
下
級
僧
侶
が
多
か
っ
た
の
が

特
徴
で
す
。
中
世
前
期
に
活
躍
し
た
借

上
に
も
比
叡
山
や
そ
の
鎮
守
で
あ
る
日

吉
大
社
と
か
か
わ
り
の
深
い
者
が
多

く
、
中
世
後
期
の
土
倉
も
そ
の
系
譜
を

引
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
し
ょ
う
。

比
叡
山
が
蓄
え
て
い
た
莫
大
な
米
銭
が

彼
ら
の
最
初
の
元
手
に
な
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
土
倉
と
い
う
と
、
専
ら
金

貸
し
ば
か
り
を
し
て
い
た
よ
う
な
印
象

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
貸

し
出
し
の
ほ
か
に
、
預
金
業
務
も
行
っ

て
い
ま
し
た
。
大
口
の
出
資
者
は
「
土

倉
本
主
ほ
ん
し
ゅ

」「
本
所

ほ
ん
じ
ょ

」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
小

口
の
預
金
者
は
「
合
銭

ご
う
せ
ん

の
輩

と
も
が
ら」

と
呼
ば

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
営
業
利
益
が
出
る

と
、
彼
ら
に
は
出
資
額
や
預
金
額
に
応

じ
て
配
当
や
利
子
が
支
払
わ
れ
た
の
で

す
。
こ
の
経
営
方
式
は
今
日
の
銀
行
や

会
社
組
織
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。

土
倉
は
ま
さ
に
「
中
世
の
銀
行
」
と
い

っ
て
も
よ
い
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。

大
口
の
出
資
者
た
ち
に
は
、
自
ら
土

倉
を
経
営
す
る
傍
ら
、
他
の
土
倉
に
も

出
資
し
て
い
た
者
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
土
倉
同
士
が
網
の
目
の
よ

う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
て
い
た

の
で
す
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
短
期

的
な
資
金
の
調
達
に
も
役
立
っ
た
は
ず

で
す
。
顧
客
の
借
用
証
書
な
ど
も
、
こ

の
よ
う
な
土
倉
間
貸
借
の
決
済
手
段
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

中
世
に
も
多
額
の
借
金
を
か
か
え
て

事
実
上
破
産
す
る
者
は
い
ま
し
た
。
室

町
幕
府
の
裁
判
記
録
を
読
む
と
、
幕
府

が
有
力
な
土
倉
に
破
産
者
の
所
領
を
預

け
、
債
務
処
理
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
ケ

火事で残った土倉（『春日
かすが

権現験
ごんげんけん

記
き

絵』宮内庁三の丸尚蔵館蔵）。土倉はもと
もと聖なる倉庫としての性格を持っており、戦争時などに大切なものを預け
ておく場であったが、室町時代になると土倉を管理する人々は、私的な利銭
の貸し出しを盛んに行うようになる。室町時代の徳政令で破棄されるのは、
このような私的な利銭であった。中世は、聖なるものと結びついていた金融
が、次第に世俗的な金融へと変貌を遂げていった時期ともいえる。

ー
ス
も
み
ら
れ
ま
す
。
土
倉
は
と
き
に

破
産
管
財
人
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し

て
い
た
わ
け
で
す
。
ま
た
廃
業
し
た
土

倉
の
預
金
者
を
保
護
す
る
か
ど
う
か
が

問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

な
ど
は
ま
さ
に
中
世
版
ペ
イ
オ
フ
問
題

と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
中
世
後

期
に
お
け
る
信
用
経
済
の
到
達
点
の
高

さ
に
は
あ
ら
た
め
て
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
ま

す
が
、
し
か
し
こ
の
繁
栄
は
長
続
き
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

定
額
手
形
で
あ
る
割
符
が
一
六
世
紀

初
頭
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
を
は
じ

め
、
借
用
証
書
の
流
通
も
明
ら
か
に
鈍

化
の
傾
向
を
た
ど
り
ま
す
。
ま
た
、
そ

信
用
経
済
終
焉
の
な
ぞ

中
世
の
銀
行
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赤字=日本 黒字=世界 

 
 
 
 
 
 
 
1096 第1回十字軍（～1270まで計7回） 
1127 宋（北宋）が滅び、南宋成立 
　　  宋銭中国より流出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1199 南宋、日本・高麗への銅銭帯出禁止 
1206 チンギス＝ハン、即位 
1215 マグナ＝カルタ制定 
●フローリン金貨、欧州全域に流通 
 
 
 
 
 
1271 元建国 
 
1277 元、紙幣専用政策、銅銭使用禁止 
　　  大量の中国銭中国より流出 
1279 南宋滅亡 
 
 
 
 
 
 
1339～ 英仏百年戦争 
 
1368 明建国　元、北方に去る　銅銭鋳造 
 
1375「大明通行宝鈔」発行（世界最大の紙幣） 
 
1392 高麗滅亡、李氏朝鮮建国 
 
 
 
●明を中心とする朝貢貿易活発化 
 
 
 
 
 
　 
 
 
 
 
 

西暦� 日本・世界 
●鋳銭停止され銭貨流通とまる 
　商品貨幣の時代へ、信用貨幣の萌芽 
●藤原氏全盛 
1051 前九年合戦 
1083 後三年合戦 
●源氏の東国への勢力拡大 
1086 院政のはじまり  
  
 
 
●渡来銭（宋銭）さかんに流通 
1156 保元の乱 
1159 平治の乱 
●平氏全盛 
●日宋貿易盛んに（宋銭の輸入） 
1185 平氏滅亡、 
　　  源頼朝が守護・地頭を設置 
1192 源頼朝、征夷大将軍となる 
1193 朝廷、宋銭の使用禁止 
 
 
 
 
1221 承久の乱 
●執権北条氏が勢力拡大 
1226 幕府、渡来銭の利用を公式に認める 
 
1270代 年貢の代銭納化 
  
1274 元寇（文永の役） 
 
 
 
1281 元寇（弘安の役） 
●定期市の増加　商品経済の発達 
●為替（割符）の発生 
1333 鎌倉幕府滅亡 
1334 建武の新政（後醍醐天皇の銭・紙幣発行計画） 
1338 室町幕府成立 
 
1342 足利尊氏、天竜寺船を元に派遣 
 
●倭寇の活動活発化（前期倭寇） 
 
1392 南北朝の合一 
 
1401 足利義満、遣明船派遣 
1404 日明勘合貿易開始　 
●銅銭の輸入 
 
●遠隔地取引拡大で為替の利用盛んに 
　 　　　 
1411 明との国交一時断絶 
1419 応永の外寇 
1429 琉球王国成立　のちに銅銭自鋳 
1432 足利義教、明に遣使、国交再開 　 
 
1467 応仁の乱 
 

平
　
　
安 

鎌
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●宋銭・明銭（永楽通宝等）の利用 

10世紀後半にいわゆる皇朝銭の鋳造が停止

されると銭は急速にその信任を失い、皇朝銭

の流通はついに途絶する。これ以後、12世紀

半ばまでの約150年間、日本社会は金属貨幣

を持たず、米と絹布に依存する商品（物品）

貨幣の時代に入る。注目すべきは、この金属

貨幣空白期に日本で最初に手形が発達し、信

用経済の萌芽ともいうべき状況が出現した点

である。

12世紀半ばになると、北宋時代に鋳造され

た大量の銅銭が日本にも流入しはじめ、これ

により、日本は再び金属貨幣の時代を迎える。

以後、江戸幕府が寛永通宝を鋳造する17世紀

前半まで、日本は銭の供給を概ね中国からの

輸入に頼り続けたのである。

宋銭が流入した当初、朝廷は宋銭使用禁止

令を出したにもかかわらず、民衆の宋銭使用

は一向に衰えず、なし崩し的に使用が容認さ

れていった。これは、宋銭の流通が民衆のイ

ニシアチブによって開始されたことを示して

いる。朝廷がいくら銅銭の使用を促しても

人々がなかなか使おうとしなかった古代とは

全く対照的な動きである。

13世紀末から14世紀ごろになると渡来銭使

用のもとで商品経済が発達し、遠隔地商人や、

商品の中継・委託販売などを業とする問
とい

（問
とい

丸
まる

・問
とい

屋
や

）が出現した。

そのような動向の中で

割
さい

符
ふ

と呼ばれる地域

間決済用の高額手

形が生み出されて

いったのである。

洪武通宝（明、1368年）聖宋元宝（北宋、1101年）

【参考】貨幣史の流れ
──渡来銭の時代へ（金属貨幣空白期から信用経済の萌芽まで）

れ
ま
で
京
都
の
金
融
界
を
牛
耳
っ
て
き

た
山
徒
の
土
倉
が
相
次
い
で
没
落
し
、

俗
人
の
土
倉
が
彼
ら
に
取
っ
て
代
わ
る

の
も
同
じ
こ
ろ
で
す
。
総
じ
て
一
五
世

紀
末
〜
一
六
世
紀
初
頭
に
大
き
な
断
絶

が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ

う
。そ

の
原
因
は
ま
だ
は
っ
き
り
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
た
だ
ひ
と
つ
確
実
に

い
え
る
こ
と
は
、
信
用
経
済
の
歴
史
は

必
ず
し
も
平
坦
な
も
の
で
は
な
く
、
寄

せ
て
は
返
す
波
の
よ
う
に
発
達
と
衰
退

を
繰
り
返
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
江
戸
中
期
、

両
替
商
や
堂
島
米
市
場
の
時
代
は
い
わ

ば
第
三
の
ピ
ー
ク
に
あ
た
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
背
景
に
は
今
回
お
話
し
し
た

よ
う
な
長
い
前
史
が
あ
る
こ
と
も
ぜ
ひ

知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

写真／貨幣博物館所蔵

銭名の文字は、上から右回りに読むように配置された
循読と、上下左右と十字に読む対読がある。

銅銭7700枚余が
入っていた壷


