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と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
の
東
ア
ジ
ア
で
は

中
国
が
全
人
類
の
四
分
の
一
も
支
配
し

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
広
い
エ
リ
ア
に

大
量
の
、
し
か
も
銅
銭
と
い
う
小
額
の

貨
幣
を
発
行
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
発
行
し
た
お
金
は
な
か
な
か
戻
っ

て
き
ま
せ
ん
。

中
国
の
よ
う
に
広
い
地
域
に
小
額
通

貨
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
貨
幣

は
還
流
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
滞
っ
て

戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
考

え
な
い
と
、
現
実
の
お
金
の
動
き
は
分

か
ら
な
い
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

王
が
変
わ
る
と
そ
れ
ま
で
の
通
貨
を
回

収
し
て
新
し
い
通
貨
に
鋳
直
す
の
が
普

通
で
す
が
、
広
大
な
範
囲
に
細
か
い
お

金
が
ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
中
国
で
は
そ

先
日
福
井
県
の
あ
る
お
寺
の
裏
山
が

崩
れ
て
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
大
き
な

瓶
の
中
か
ら
何
千
枚
も
の
中
国
の
銅
銭

が
出
て
き
ま
し
た
。
一
六
世
紀
の
地
層

か
ら
出
土
し
た
瓶
の
中
に
、
七
世
紀
か

ら
一
五
世
紀
ま
で
の
数
百
年
に
わ
た
っ

て
発
行
さ
れ
た
銅
銭
が
一
緒
に
埋
ま
っ

て
い
た
の
で
す
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
こ

う
い
う
出
土
の
仕
方
を
す
る
ケ
ー
ス
が

数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で

す
。
一
一
世
紀
ご
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
の
埋
蔵
銀
貨
を
調
べ
て
み
て

も
、
せ
い
ぜ
い
一
〇
年
ぐ
ら
い
の
発
行

年
の
幅
で
す
。

こ
れ
は
貨
幣
を
発
行
す
る
王
や
諸
侯

が
再
鋳
造
の
指
令
の
た
び
に
旧
通
貨
の

使
用
を
停
止
し
た
西
洋
と
、
歴
代
の
古

銭
の
並
行
流
通
を
是
認
し
た
東
ア
ジ
ア

の
貨
幣
制
度
と
の
違
い
を
反
映
し
て
い

ま
す
。
こ
の
違
い
を
考
え
る
だ
け
で
も

面
白
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

お
金
は
還
流
す
る
の
が
当
然
と
考
え

て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
実
際
に
は
、

戻
り
や
す
い
お
金
と
そ
う
で
な
い
お
金

が
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
一
万
円
札

と
一
円
玉
の
物
理
的
な
動
き
を
ト
レ
ー

ス
し
た
と
し
ま
す
。
全
く
違
う
動
き
を

す
る
は
ず
で
す
。
一
万
円
札
（
高
額
通

貨
）
の
方
が
比
較
的
早
く
戻
り
や
す
い

一
方
、
一
円
玉
（
小
額
通
貨
）
は
一
度

ば
ら
ま
い
て
し
ま
う
と
、
ま
ず
も
と
へ

戻
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
同
じ
こ

と
が
過
去
の
貨
幣
に
も
い
え
る
の
で

す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
銀
貨
を
使
用

し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
発
行
量
も
少

な
く
地
域
も
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

比
較
的
お
金
は
戻
り
や
す
い
の
で
す
。

一
国
に
一
通
貨
が
常
識
で
あ
る
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
、
中
世
の
貨
幣
世
界
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、

ま
ず
そ
の
常
識
を
取
り
払
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
精
美
で
あ
れ
ば
正
式
な
通
貨
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
私

鋳
銭
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
外
観
に
よ
る
出
自
の
区
別
は
通
用
し
ま
せ
ん
し
、
人
口
に
膾
炙

か
い
し
ゃ

し
て
い
る
「
悪
貨

は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
は
、
官
鋳
銭
や
私
鋳
銭
、
物
品
貨
幣
が
重
層
的
に
流
通
し
て
い
た
中
世
の
日
本
や
中
国

で
は
成
り
立
た
な
い
よ
う
で
す
。
銅
銭
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
た
一
五
世
紀
、
日
本
と
中
国
で
は
、
時
を
同

じ
く
し
て
同
じ
よ
う
な
貨
幣
動
向
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
東
ア
ジ
ア
の
全
体
の
動
向
と
密
接
に
関
連
し

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
黒
田
明
伸
先
生
に
、
そ
の
共
時
性
を
テ
ー
マ
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

還
流
す
る
貨
幣
、
し
な
い
貨
幣

貨
幣
の
歴
史
学
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う
は
い
き
ま
せ
ん
。

中
国
貨
幣
史
の
最
大
の
特
色
は
、
そ

の
量
目
四
グ
ラ
ム
ほ
ど
の
銅
銭
と
い
う

一
文
額
面
の
単
位
貨
幣
に
二
〇
〇
〇
年

間
依
存
し
つ
づ
け
た
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
は
高
額
面
通
貨
中
心
の
幣
制
と
比
べ

て
費
用
の
か
か
る
制
度
で
し
た
。
王
朝

が
質
の
い
い
貨
幣
を
発
行
し
て
民
を
潤

し
て
こ
そ
天
下
が
治
ま
る
と
い
う
考
え

方
に
合
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
質
よ
り

充
分
な
量
を
求
め
る
民
衆
の
側
の
私
鋳

を
誘
発
し
ま
し
た
。
他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
中
世
も
一
三
世
紀
ま
で
は
高
額
通

貨
を
鋳
造
せ
ず
ペ
ン
ス
の
も
と
に
な
っ

た
単
位
貨
幣
銀
貨
に
依
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
決
定
的
に
違
う
の
は
、
ペ
ン
ス

の
方
は
四
〇
〇
年
の
う
ち
に
重
量
も
銀

の
純
度
も
次
第
に
減
っ
て
い
っ
た
こ
と

で
す
。
国
王
た
ち
が
財
政
危
機
を
迎
え

る
た
び
に
質
の
悪
い
貨
幣
を
発
行
す
る

の
で
、
商
人
た
ち
は
質
の
よ
い
貨
幣
を

出
す
こ
と
を
要
求

す
る
の
が
常
で
し

た
。
現
実
が
異
な

っ
て
い
た
の
で
、

貨
幣
思
想
も
両
者

で
は
か
な
り
違
っ

た
も
の
に
な
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。
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南
（
福
建
省
）
に
は
宋
代
に
大
量
発
行

さ
れ
た
銅
銭
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
り
、
そ

の
配
置
が
、
日
明
貿
易
で
中
国
に
行
っ

た
日
本
人
が
記
録
し
て
い
る
よ
う
な
、

「
北
は
銅
銭
が
高
く
、
南
は
安
い
」
状

況
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
で
す
。

た
だ
し
、
南
か
ら
北
に
大
量
に
銅
銭

が
動
い
た
き
っ
か
け
は
日
明
貿
易
だ
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
江
南
に
お
い
て

私
鋳
の
永
楽
通
宝
が
現
れ
た
と
い
う
一

四
六
〇
年
ご
ろ
か
ら
の
記
事
と
、
日
本

の
貿
易
船
が
銅
を
売
り
渡
し
た
時
期
、

そ
し
て
日
中
双
方
が
残
し
て
い
る
銅
価

格
が
一
致
し
て
い
る
の
で
す
。
銅
不
足

で
困
っ
て
い
る
と
き
に
日
本
か
ら
銅
が

き
た
の
で
す
。

北
京
で
は
一
四
八
〇
年
に
「
新
銭
」

が
大
量
に
入
っ
て
き
て
人
々
が
洪
武
や

永
楽
な
ど
の
既
存
の
明
銭
を
抜
き
取
り
、

保
蔵
し
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
す
ぐ
後

一
四
八
五
年
に
日
本
で
は
日
明
貿
易
の

当
事
者
で
あ
る
大
内
氏
が
撰
銭
令
を
発

布
し
、
明
銭
（
永
楽
銭
と
宣
徳
銭
）
の

一
定
条
件
の
も
と
で
の
使
用
が
命
じ
ら

れ
ま
し
た
。
明
銭
を
巡
る
動
き
が
、
一
四

八
〇
年
前
後
相
継
い
で
東
シ
ナ
海
で
起

き
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
頃
か
ら
日
本
、

中
国
と
も
に
銭
貨
流
通
の
多
層
化
を
共

時
的
に
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
〇
〇
〇
年
間
銅
銭
が
正
式
通
貨
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銅
銭
を
大
量

に
発
行
し
た
の
は
紀
元
前
二
〜
一
世
紀

の
漢
の
武
帝
の
と
き
と
、
一
一
世
紀
北

宋
の
王
安
石
の
時
代
、
そ
し
て
一
八
世

紀
の
乾
隆
帝
の
時
代
の
三
回
で
す
。
残

り
の
時
期
は
お
お
む
ね
通
貨
不
足
で
、

鋳
直
し
て
小
さ
く
な
っ
た
貨
幣
が
ま
と

も
な
貨
幣
と
併
存
す
る
わ
け
で
す
。

こ
と
に
一
五
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
は
、

銅
銭
の
影
が
薄
い
時
代
で
し
た
。
明
朝

は
費
用
も
か
か
る
銅
銭
鋳
造
に
き
わ
め

て
消
極
的
で
、
中
国
各
地
で
は
、
貝
貨

や
銀
塊
、
布
、
米
な
ど
、
硬
貨
で
は
な

い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
で
使
っ
て
い
た
の

が
実
情
で
す
。
た
だ
し
大
量
の
兵
士
を

駐
留
さ
せ
て
い
た
北
辺
で
は
銅
銭
を
頒

布
す
る
必
要
が
あ
り
、
銅
銭
の
相
場
が

高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
銅

銭
需
給
の
地
域
差
は
南
方
で
の
北
方
向

け
私
鋳
を
誘
発
し
ま
す
。
一
五
世
紀
半

ば
に
は
明
銭
の
私
鋳
も
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
一
五
世
紀
末
以
降
は
開
元
通

宝
や
元
豊
通
宝
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
古
い
年
代
の
銭
の
私
鋳
ば
か
り
に

な
り
ま
す
。
あ
る
一
七
世
紀
初
の
中
国

の
地
方
志
に
は
一
六
世
紀
中
頃
に
「
元

豊
通
宝
な
ど
を
私
鋳
し
た
」
と
は
っ
き

り
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
五
世
紀
末
か
ら
「
新
銭
」
と

い
う
表
現
が
史
料
に
よ
く
現
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
が
、
本
当
の
北
宋
銭
、
す

な
わ
ち
古
銭
に
対
し
て
、「
元
豊
通
宝
」

な
ど
と
一
一
世
紀
の
年
代
が
鋳
込
ん
で

あ
る
の
に
、
ぴ
か
ぴ
か
で
ど
う
見
て
も

古
く
な
い
。
そ
れ
を
「
新
銭
」
と
呼
ん

だ
よ
う
で
す
。

偽
宋
銭
の
大
量
流
入
は
市
場
で
の
銅

銭
の
取
捨
選
択
を
引
き
起
こ
し
ま
す

が
、
王
朝
が
主
と
し
て
禁
止
し
よ
う
と

し
た
の
は
、
私
鋳
銭
の
使
用
の
方
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
対
す
る
撰
銭
え
り
ぜ
に

の
方
で
し
た
。
そ
こ
に
は
、
流
通
貨
幣

を
制
限
す
る
と
物
価
が
上
が
る
と
い
う

現
代
の
貨
幣
数
量
説
と
は
逆
の
発
想
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
撰
銭
に
よ
り
貨

幣
数
量
が
減
少
す
る
と
物
が
出
回
ら
な

く
な
り
、
結
局
、
物
価
に
跳
ね
返
る
、

と
。
そ
し
て
、
こ
の
撰
銭
禁
止
は
、
同

じ
時
期
、
同
じ
よ
う
に
日
本
で
も
現
れ

る
の
で
す
。

明
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
と
の
戦
い
に

備
え
て
万
里
の
長
城
か
ら
北
京
に
大
量

の
兵
士
を
張
り
付
け
て
い
ま
し
た
が
、

銅
銭
不
足
と
「
新
銭
」
の
関
係

日
本
の
銅
の
影
響
力



NICHIGIN 2007 NO.11 30

一
六
世
紀
の
初
め
、
上
海
育
ち
の
士

大
夫
が
「
幼
い
頃
は
洪
武
銭
を
見
た
が
、

今
は
宋
銭
ば
か
り
だ
」
と
書
い
て
い
ま

す
。
明
朝
治
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明

銭
が
消
え
て
い
く
の
で
す
。
ぴ
か
ぴ
か

の
新
銭
を
含
め
て
宋
銭
が
は
び
こ
り
だ

し
た
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
共
通
し
た
出
土
銭
パ
タ

ー
ン
を
持
つ
日
本
と
中
国
で
す
が
、
ひ

と
つ
だ
け
違
う
の
は
、
宋
銭
が
多
い
中

で
も
日
本
は
永
楽
通
宝
が
随
分
多
い
と

い
う
点
で
す
。
最
近
、
茨
城
県
の
東
海

村
で
永
楽
銭
の
枝
銭
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
日
本
で
私
鋳
し
て
い
た
証

拠
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
金
属
分
析

を
す
る
と
、
中
国
製
の
永
楽
銭
と
日
本

製
と
思
わ
れ
る
永
楽
銭
の
中
間
に
あ
た

り
ま
す
。
中
国
銭
と
日
本
産
金
属
を
混

ぜ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
相

当
数
の
永
楽
銭
は
永
楽
年
間
よ
り
後
の

時
代
に
私
鋳
さ
れ
た
と
考
え
た
方
が
よ

い
で
し
ょ
う
。

貨
幣
の
歴
史
が
物
語
る
の
は
、
政
府

保
証
や
素
材
価
値
が
な
く
と
も
、
取
引

す
る
仲
間
が
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を

つ
く
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル
に
合
意
が
成
立

す
れ
ば
お
金
ら
し
き
も
の
は
成
立
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
レ

ベ
ル
の
も
の
は
、
日
常
の
米
や
み
そ
を

買
う
と
き
に
は
い
い
け
れ
ど
、
城
下
町

に
お
出
か
け
し
て
絹
の
織
物
を
買
う
場

合
に
は
受
け
取
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

ど
う
し
て
も
お
金
が
重
層
的
に
な
ら
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
重
層
的
な

世
界
で
は
、「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」

と
い
う
「
常
識
」
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

一
つ
の
お
金
し
か
通
用
し
な
い
と
い
う

世
界
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
悪
い
お
金
が

入
っ
て
く
る
と
、
良
い
お
金
は
み
ん
な

保
存
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
悪
い
お
金

に
代
替
さ
れ
て
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
重
層
的
な
世
界
で
は
、
良

い
お
金
は
ス
テ
ー
ジ
を
上
げ
て
も
う
少

し
高
額
な
取
引
に
使
う
。
つ
ま
り
駆
逐

さ
れ
な
い
の
で
す
。
額
面
や
流
通
空
間

の
広
さ
に
よ
る
貨
幣
の
動
き
の
違
い
を

お
さ
え
る
と
、
銭
貨
の
多
層
化
の
意
味

も
理
解
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

室
町
時
代
に
は
知
行
を
銭
建
て
に
す

る
貫
高
制
が
進
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

普
段
の
売
買
で
は
米
も
使
っ
て
い
ま
し

た
が
、
土
地
売
買
で
は
銭
建
て
化
が
進

ん
で
い
き
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
な
る
と
石
高
制
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
金
属
貨
幣
か
ら

物
品
貨
幣
に
戻
っ
た
世
界
的
に
も
珍
し

い
現
象
で
す
。

こ
れ
は
一
五
六
〇
〜
七
〇
年
代
に
東

ア
ジ
ア
で
大
き
な
土
台
変
化
が
起
こ
っ

た
余
波
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
東
ア
ジ

ア
全
体
、
特
に
中
国
が
銀
経
済
に
向
か

っ
て
い
っ
た
時
代
な
の
で
す
。
当
時
の

中
国
は
、
世
界
で
最
も
付
加
価
値
の
高

い
商
品
で
あ
る
絹
、
生
糸
の
輸
出
国
で

す
。
一
方
、
日
本
で
は
、
一
五
四
〇
年

「テイセラ日本図」（島根県教育委員会所蔵）。ポルトガル人ルイス・テイセラによって1595年
に製作された日本図には、石見銀山（現在の島根県大田市）の場所に大きくラテン語で
「Argenti fodinae（銀鉱山）」と記されているのが見て取れる。

ご
ろ
本
格
的
に
石
見
銀
山
の
開
発
が
始

ま
っ
て
、
中
国
へ
の
銀
の
最
初
の
大
量

供
給
者
に
な
り
ま
す
。
銀
を
中
国
へ
持

っ
て
い
け
ば
高
価
な
絹
や
唐
物
が
買

え
、
何
倍
に
も
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
の

で
す
。
た
だ
し
、
勘
合
貿
易
以
外
は
禁

止
さ
れ
て
い
る
当
時
、
そ
れ
は
海
賊
貿

易
に
な
り
ま
す
が
。
非
公
式
で
あ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
銅
銭
の
供
給
も
で
き
て

い
た
た
め
、
貫
高
制
が
進
ん
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
一
五
六
七
年
前
後
に
、

明
軍
に
よ
っ
て
、
福
建
省
に
あ
る
倭
寇

の
拠
点
が
制
圧
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

同
時
に
、
西
日
本
で
土
地
売
買
が
銭
建

て
か
ら
米
建
て
に
一
斉
に
変
わ
り
ま

す
。
そ
の
後
徐
々
に
銀
建
て
に
変
わ
っ

て
い
く
の
で
す
が
。
こ
れ
は
中
国
か
ら

の
銅
銭
供
給
と
い
う
水
道
の
蛇
口
を
閉

め
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
を
契
機
に
、
中
国
へ
の
銀
供
給
の
主

悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
し
な
い

・

・

・

石
高
制
と
銀
経
済
へ
の
シ
フ
ト

石見銀でつくられ
た丁銀「石州銀

せきしゅうぎん

」
（貨幣博物館所蔵）。

茨
城
県
東
海
村
の
村
松
白
根
遺
跡
は
、

二
〇
〇
三
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
八

月
ま
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
中
世

後
半
以
降
の
大
規
模
製
塩
跡
を
中
心
と

す
る
生
産
集
落
と
さ
れ
る
同
遺
跡
か
ら

は
、一
七
〇
〇
枚
を
超
え
る
古
銭（
下
）や
、

鋳
銭
最
終
工
程
に
で
き
る
永
楽
通
宝
の

枝
銭（
右
）が
出
土
し
た（
写
真
提
供
（
財
）

茨
城
県
教
育
財
団
）。
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●渡来銭（宋銭）盛んに流通 
●日宋貿易盛んに（宋銭の輸入） 
1185 平氏滅亡 
1192 源頼朝、征夷大将軍となる 
1193 朝廷、宋銭の使用禁止 

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） 

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） 
 
 
 

1401 足利義満、遣明船派遣 
1404 日明勘合貿易開始 
●銅銭の輸入 
●宋銭・明銭（永楽通宝等）の利用 
1411 明との国交一時断絶 
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 
●公鋳明銭輸入減少、私鋳明銭を大量輸入 
●渡来銭を模した本邦私鋳銭の大量鋳造 
●朝鮮、琉球、安南（ベトナム）から銭貨を輸入 
1467 応仁の乱 
●私鋳銭の著しい増加、撰銭行為盛んに 
1485 最初の撰銭令（周防大内氏） 
1500～13 幕府、撰銭令発令を繰り返す 
1523 寧波の乱 
1542～69 幕府諸侯しばしば撰銭令布令 
1547 最後の勘合船出発 
●戦国大名による金・銀鉱山の開発 
●武田氏領国で「甲州金」使用される 
●倭寇の活動活発化（後期倭寇） 
1560 桶狭間の戦い 
1569 織田信長、撰銭令 
1573 室町幕府滅亡 
1570年代　銀による建値始まる 

 

西暦� 日　本 中　国 
●唐代～ 海外への銭貨流出による国内銭貨不足 
 （銭荒）のため、海外輸出禁止（銭禁） 
●世界最古の紙幣発生（北宋「交子」、商人が 
    発行元の私札紙幣） 
1023 官営の紙幣発行機関設立 
●北宋、鋳銭盛んに実施（中国歴代王朝中最大） 
1127 宋（北宋）が滅び、南宋成立 
　　  宋銭中国より流出 
1160 南宋、紙幣「会子」を発行 
 
 
 
1199 南宋、日本・高麗への銅銭帯出禁止 
1206 チンギス＝ハン、即位 

1260 フビライ＝ハン即位 
　    「中統元宝交鈔」発行、紙幣の発達・浸透 
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、元が中国全土を支配 
 
 
 
1368 明建国　元、北方に去る　銅銭鋳造 
●倭寇取り締まりのため、私貿易禁止 
1368～98 金、銀、銅銭の海外輸出禁止、「頒賜銭」 
                として朝貢使には銅銭を与える 
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 
1405～33 鄭和、南海諸国歴訪 
1408 第3代皇帝永楽帝「永楽通宝」発行開始 
 
 
 

●明、国内銅貨不足を理由に輸出禁止 
 
 
●明、撰銭行為盛んに 
 
 
●明中期、偽「古銭」の私鋳が流行 
 
1540頃 大量の銀流入、銀遣いへの傾斜 
 
 
 
 

1567年前後  明軍による倭寇の拠点制圧 
1570年代　中国への南米銀流入開始 

平
　
　
安 

鎌
　
倉 

南
北
朝 

室
　
町 

戦
　
国 

1000 
 
 
 
1100 
 
　 
 
 
 
 1200 
 
 
 
 
 
 
1300 
 
 
 
 

1400 

 

 

 

 

 

 

 
1500

北
　
宋 
南
　
宋 

元 

明 

【参考】貨幣史の流れ──渡来銭経済の動揺

一
二
七
七
年
、
元
の
紙
幣
専
用
政
策
に
よ
り
、
使
用

が
禁
止
さ
れ
た
銅
銭
は
国
外
へ
大
量
に
流
出
し
、
日
本

を
含
む
東
ア
ジ
ア
全
域
に
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
明
く

る
一
四
世
紀
に
な
る
と
、
中
国
か
ら
の
銅
銭
流
出
が
鈍

化
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
日
本
は
一
転
し
て
銅
銭
不

足
の
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
の
補
完
的
役
割
を
果
た
し
た

の
が
私
鋳
銭
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
私
鋳
銭
は
、
国
内
で
鋳
造
さ
れ
た
ほ
か
、
中

国
か
ら
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
一
六
世
紀
に
入
る
と
、
中

国
か
ら
の
私
鋳
銭
が
大
量
に
入
り
、
精
銭
を
凌
駕

り
ょ
う
が

す
る

勢
い
と
な
っ
た
た
め
、
室
町
幕
府
を
は
じ
め
戦
国
大
名

た
ち
は
、
度
々
撰
銭

え
り
ぜ
に

令
を
公
布
し
て
、
取
引
の
混
乱
を

収
拾
し
よ
う
と
し
た
が
、
効
果
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。

日
本
の
銭
経
済
は
、
一
五
七
〇
年
前
後
に
お
き
た
中

国
か
ら
の
銅
銭
供
給
の
途
絶
に
よ
り
、
つ
い
に
破
綻
の

時
を
迎
え
る
。
明
軍
が
倭
寇
の
貿
易
拠
点
を
制
圧
し
た

こ
と
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
由
で
ペ
ル
ー
・
ポ
ト
シ
銀
山

の
銀
が
大
量
に
流
入
し
、
中
国
沿
岸
を
銀
遣
い
地
域
に

変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
日
本
へ
の
銭
の

供
給
が
停
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
西
日
本

で
は
、
銭
経
済
が
放
棄
さ
れ
、
米
遣
い
、
つ
い
で
一
六

世
紀
末
に
は
銀
遣
い
へ
の
急
激
な
転
換
が
起
き
た
。
一

方
、
銭
が
比
較
的
豊
富
だ
っ
た
東
日
本
で
は
、
し
ば
ら

く
は
永
楽
通
宝
を
基
準
貨
幣
と
す
る
銭
経
済
が
維
持
さ

れ
た
が
、
銭
の
希
少
化
は
こ
こ
で
も
進
行
し
、
や
が
て

永
楽
通
宝
は
市
中
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

役
は
、
マ
ニ
ラ
経
由
の
南
米
ペ
ル
ー
・

ポ
ト
シ
銀
山
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま

す
。
一
旦
行
き
場
を
失
っ
た
日
本
の
銀

は
国
内
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

銀
産
出
を
し
て
い
な
が
ら
、
銀
建
て
の

表
記
が
一
六
世
紀
の
末
に
な
っ
て
か
ら

史
料
に
現
れ
始
め
る
の
も
、
こ
う
し
た

東
ア
ジ
ア
全
体
の
銀
の
流
れ
を
考
え
る

と
、
つ
じ
つ
ま
が
合
う
の
で
す
。

こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
規
模
の
変
動
期

に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
織
田
信
長
は
上
洛

し
、
銭
の
交
換
比
率
を
定
め
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
時
代
の
流
れ
を
感
じ
取
っ

た
上
で
の
上
洛
で
あ
っ
た
な
ら
天
才
的

と
い
え
ま
す
が
。
こ
う
し
て
み
て
き
ま

し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
初
め
ま
で
は
、

日
本
列
島
内
の
歴
史
と
い
え
ど
も
東
ア

ジ
ア
全
体
の
流
れ
の
一
部
と
し
て
考
え

な
い
と
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

信
長
と
て
例
外
で
は
な
い
の
で
す
。


