
日本史授業プリント中世１６(044) 中世後期の社会・経済（２） 

 

貨幣経済の発達 ←諸産業の発達 

  渡来銭の流通…１明銭・宋銭など  <例>２永楽通宝    (３永楽銭)、４洪武通宝など 

  貨幣経済の発達と弊害             東国では基準貨幣 

  ・年貢銭納の一般化→土地の５年貢高を貨幣で表示…６貫高制(７永高制) 

  ・為替(割符)の一般化              死者の冥福を祈るために寄進された金銭 

    ・高利貸の活動 <例>７土倉・８酒屋・９寺院(祠堂銭
しどうせん

を転用) 

    ・10撰銭  …流通の際に粗悪銭を嫌い良銭を選ぶ →円滑な流通を阻害 

                             焼銭、欠銭、11鐚(びた)銭、12私鋳銭
しちゅうせん

  (日本で偽造) 

      →幕府・戦国大名は13撰銭令を発布…貨幣間の交換比率を公定(14撰銭を制限)→効果少 

 

土一揆（徳政一揆）の発生 

15土一揆…広範囲で土民(庶民)が蜂起 多くの場合、16徳政令の発布を要求→17徳政一揆とも言う 

     背景に貨幣経済の浸透(農村へも)       債権・債務の破棄命令  

 <例> 181428．19 正 長
しょうちょう

の土一揆(徳政一揆) …20近江21坂本の22馬借の蜂起から 

「日本開白以来、土民の蜂起これ初めなり」（『大乗院日記目録』） 

     1429. 23播磨の土一揆…守護24赤松氏の支配に反発 幕府から徳政令発布 

「侍をして国中に在らしむべからず」（『薩戒記』） 

       251441. 26嘉吉の土一揆(徳政一揆)…土民、組織的行動で京都を包囲 

「今土民ら代始めにこの沙汰は先例と称すと云々」(『建内記』) 

☆幕府、徳政令を多発 →27分一銭   の徴収…負債額の１割の手数料（28分一徳政令） 

             分一徳政禁制(分一銭を納めた土倉には徳政令を適用しない)も →混乱 

  →将軍権威の失墜と社会の混乱、高利貸業者に打撃(→幕府収入も減少) 

 

 

作業 図表１６０ページを見て、以下主な都市の位置の地名の位置を示しなさい

３年   組   番            . 

山口、府中(今川)、府内(豊後）、 

鹿児島、春日山、一乗谷、 

府中(武田)、小田原、宇治山田、 

長野、石山本願寺、吉崎 

今井、富田林、堺、 

博多、桑名、兵庫、大湊、 

敦賀、小浜、尾道、坊津、 

草戸千軒町 
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け 遣明の 船は出ていく 堺港 

な 納屋衆の 利休は茶聖と あおがれる 

の 信長を おそれぬ意気の 会合衆 

ら 乱世に 平和な堺 文化町 

る ルソンへは 男度胸の 助左衛門 

と 東洋のベニスといわれたむかしの堺 

都市の発達  ←商業の発達 ※特に戦国時代に発展 

(ａ)29城下町…戦国大名の家臣団・商工業者の集住 →中世１３ 

(ｂ)30港町…中世都市の主流  ←遠隔地商業の活発化 

    <例>31堺、32博多、33桑名、34三国(福井)、35大湊(伊勢)、36敦賀、37小浜、38十三湊
とさみなと

(青森)、 

    尾道、坊津、淀、兵庫など 

(ｃ)39宿場町  <例> 草津(滋賀)、矢作(愛知) 、引間(静岡)など京・鎌倉間に多い                     

(ｄ)40門前町   …寺社への参詣者の増加から(←惣村の発展) 

    <例>41宇治山田   (伊勢神宮)、42長野(善光寺)、奈良(興福寺) 

(ｅ)43寺内町  …44一向宗寺院中心 一向一揆の拠点→土塁・堀で防衛        

    <例>45石山  (のちの大坂)、46吉崎  (越前)、47今井(大和)、48富田林、山科 
 

☆複数の要素を持つ都市も多い 49坂本(港町・延暦寺門前町) 、50大津(港町・園城寺門前町)など、 

☆51草戸千軒町…芦田川[広島]の川底から発掘 港町・常福寺門前町 

☆52自由(自治)都市の登場…有力商工業者による自治組織 

    <例> 53堺 …勘合貿易で繁栄  ３６人の54会合衆   (55三十六人衆・納屋衆)による自治 

宣教師56ガスパル=ビレラが『耶蘇会士
や そ か い し

日本通信』で紹介 

        57博多  …勘合貿易で繁栄  １２人の58年行司   による自治 

        59平野  [摂津]、桑名、大湊、宇治・山田でも同様の自治  

☆京の復興…60町衆  (有力商人)による自治的運営 代表者＝61月行事      62 町
ちょう

法
ほう

の制定など 

59 町
ちょう

を組織→集まって60町組
ちょうぐみ

→さらに広域の61惣
そう

町
ちょう

<例> 62上京
かみぎょう

・63下京
しもぎょう

  

       多くが64法華宗徒    ※65祇園祭  の復活…町衆たちの祭として  

  66法華一揆    1532. 管領細川晴元と結んで、一向宗の67山科本願寺を焼き討ちして京都を掌握 

1536．六角氏(近江)らと結んだ68延暦寺僧兵による焼き討ちを受ける→衰退 

(69天文
てんもん

法華の乱    ) 

参考：「堺かるた」より 

 

 

 

 

 

時代順問題練習 <大学入試センター2020年Ｂ本試験>   

Ⅰ①各地の湊(みなと)に，年貢などの運送や保管に当たる問(問丸)が現れた。鎌倉 

Ⅱ②新たに永楽通宝が中国から輸入され，流通し始めた。室町 

Ⅲ③関所や座の廃止など，商業取引を円滑にする政策がとられた。戦国 
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