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江
戸
時
代
に
学
ぶ

お
金
と
暮
ら
し

江
戸
時
代
に
学
ぶ

お
金
と
暮
ら
し

日
本
人
は
投
資
に
消
極
的
？

日
本
銀
行
が
２
０
２
１
年
６
月
に
公
表
し

た
「
資
金
循
環
統
計
」
の
速
報
値
に
よ
れ
ば
、

家
計
の
持
つ
金
融
資
産
は
約
１
９
４
６
兆

円
で
す
が
、
内
訳
を
見
る
と
現
預
金
が
約

１
０
５
６
兆
円
に
対
し
て
株
式
や
投
資
信
託

の
保
有
金
額
は
約
２
７
９
兆
円
（
い
ず
れ
も

２
０
２
１
年
３
月
末
残
高
）。
家
計
が
持
つ
金

融
資
産
は
、
現
金
な
い
し
各
種
預
金
が
過
半

を
占
め
、
比
較
的
リ
ス
ク
性
の
高
い
株
式
等

の
保
有
額
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
人
は
投
資
に
対
し

て
消
極
的
で
あ
る
、
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
は
た
し
て
「
日

本
人
の
特
性
」
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。
江
戸
時
代
の
人
々
を
見
て
い
る
と
、

少
し
違
っ
た
様
相
が
見
え
て
き
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
江
戸
時
代
に
つ
い
て
同
様
の
統
計
を

示
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
江
戸
幕
府

か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
資
産
運
用
（
当
時

の
言
葉
で
は
「
利り

殖し
ょ
く

」
な
い
し
「
貨か

殖し
ょ
く

」）

に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
比
較
的
大
き
な
商
家
や

江
戸
幕
府
・
諸
大
名
を
中
心
に
、
次
回
は
庶

民
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
資
産
運
用
の
実
態

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

米
切
手
と
い
う
金
融
商
品

   

「
大
坂
の
商
家
は
、『
遊
び
銀
』
を
蓄
え
て

お
く
こ
と
は
し
な
い
も
の
だ
。
諸
方
面
に
貸

付
け
て
、
そ
の
利
息
で
妻
子
を
養
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
お
金
を
持
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
証
文
の
形
で
持

っ
て
い
る
」。

（「
草
間
伊い

助す
け

筆
記
」『
大
阪
市
史
第
五
』
よ

り
現
代
語
訳
）

こ
れ
は
大
坂
の
豪
商
・
鴻こ
う
の
い
け
や

池
屋
善ぜ
ん

右
衛え

門も
ん

に
長
き
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
た
草く

さ

間ま

直な
お

方か
た

（
１
７
５
３
‐
１
８
３
１
）
が
残
し
た
手
記
に

書
か
れ
て
い
る
文
章
で
す
。「
遊
び
銀
」と
は
、

読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
何
に
も
使
わ
れ
ず
、

遊
ん
で
い
る
お
金
で
、
大
坂
の
商
家
は
そ
ん

な
も
の
は
持
た
な
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
ま

す
。
で
は
そ
う
し
た
お
金
を
何
に
使
う
の
か
。

こ
こ
で
は
、
貸
付
け
に
回
し
て
利
息
を
得
て

い
る
と
あ
り
ま
す
が
、
ほ
か
に
も
信
頼
で
き

る
両
替
屋
に
預
け
た
り
、
金
融
商
品
に
投
資

し
た
り
す
る
選
択
肢
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

金
融
商
品
の
中
で
も
、
特
に
大
坂
で
盛
ん

現
金
は
危
険
？

現
金
は
危
険
？ 

江
戸
の
資
産
運
用
の
実
態
と
背
景
に
迫
る

江
戸
の
資
産
運
用
の
実
態
と
背
景
に
迫
る

文
・
高
槻
泰
郎

※江戸時代の大坂は「大坂」、近代以降は「大阪」と表記しています。

第２回

江戸時代の人々は、現代の私たちが思っているよりも、
お金に関する優れた知恵や能力を持っていました。

現
金
は
危
険
？
江
戸
の
資
産
運
用
の
実
態
と
背
景
に
迫
る
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に
売
買
さ
れ
た
の
が
、
米こ
め

切き
っ
て手
で
し
た
。
ご

存
知
の
通
り
、
江
戸
時
代
の
年
貢
は
原
則
と

し
て
米
で
納
め
ら
れ
ま
し
た
。
諸
大
名
は
、

そ
の
米
を
大
き
な
市
場
で
売
却
し
、
そ
こ
で

得
た
現
金
で
財
政
を
切
り
盛
り
し
て
い
ま
し

た
。
な
か
で
も
、
当
時
最
大
の
米
市
場
が
大

坂
に
あ
り
ま
し
た
。

大
名
は
、
国
元
か
ら
廻
送
し
た
米
を
大
坂

に
設
置
し
た
蔵く
ら

屋や

敷し
き

に
格
納
し
た
後
、
入
札

に
よ
っ
て
米
を
売
却
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
落

札
し
た
商
人
に
渡
さ
れ
た
の
が
、
米
俵
で
は

な
く
、
米
切
手
と
い
う
証
券
だ
っ
た
の
で
す
。

米
切
手
は
、
１
枚
あ
た
り
米
10
石
（
重
さ

に
し
て
約
１・
５
ｔ
）
と
の
交
換
を
約
束
す
る

も
の
で
、
こ
れ
は
ど
の
大
名
が
発
行
し
た
米

切
手
も
同
じ
で
し
た
。
米
を
落
札
し
、
米
切

手
を
受
け
取
っ
た
商
人
は
、
こ
れ
を
蔵
屋
敷

に
提
出
す
れ
ば
、
米
俵
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
米
切

手
を
転
売
し
ま
し
た
。
そ
の
転
売
市
場
こ
そ
、

歴
史
の
教
科
書
で
も
お
な
じ
み
の
堂ど
う

島じ
ま

米こ
め

市い
ち

場ば

で
し
た
。「
米
」
市
場
と
い
い
な
が
ら
、
内

実
は
「
証
券
」
市
場
だ
っ
た
の
で
す
。

米
切
手
は
、
い
つ
、
誰
が
持
参
し
て
も
、

発
行
者
で
あ
る
諸
大
名
の
蔵
屋
敷
が
米
を
渡

し
て
く
れ
る
便
利
な
証
券
で
し
た
の
で
、
米

切
手
を
人
に
売
っ
た
り
、
人
か
ら
買
っ
た
り
、

と
い
う
こ
と
が
堂
島
米
市
場
を
通
じ
て
盛
ん

に
行
わ
れ
ま
し
た
。

   

「
現
金
を
持
っ
て
い
る
よ
り
米
切
手
を
持
っ

て
い
た
方
が
い
い
」。（「
大
坂
米
売
買
之
大
意
」

『
古
事
類
苑
産
業
部
二
』
よ
り
現
代
語
訳
）

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
史
料
も
あ
る
ぐ
ら
い
、

大
坂
で
は
盛
ん
に
取
引
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
現
金
よ
り
米
切
手

の
方
が
い
い
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

現
金
は
危
険
？

大
坂
に
設
置
さ
れ
た
半
官
半
民
の
学
校
・

懐か
い

徳と
く

堂ど
う

で
英
才
を
う
た
わ
れ
た
山や

ま

片が
た

蟠ば
ん

桃と
う

（
１
７
４
８
‐
１
８
２
１
）（
注
１
）
は
、
そ
の

著
書
『
夢ゆ

め

ノの

代し
ろ

』
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

   

「
米
切
手
で
持
っ
て
お
け
ば
、
米
の
運
送
費

も
か
か
ら
な
い
し
、
鼠
に
食
べ
ら
れ
た
り
熱

で
劣
化
し
た
り
す
る
こ
と
も
な

い
。
火
災
が
発
生
し
た
ら
懐
ふ
と
こ
ろに
入

れ
て
走
れ
ば
よ
い
か
ら
、
非
常
に

便
利
で
あ
る
」。

米
切
手
の
便
利
さ
は
、
こ
こ
に

書
い
て
あ
る
通
り
で
す
。
米
俵
に

換
算
し
て
25
俵
〜
40
俵
も
の
米

を
１
枚
の
証
券
で
保
有
で
き
ま
す

し
、
鼠
に
食
べ
ら
れ
る
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

火
災
の
と
き
に
は
持
っ
て
走
れ
ば
い
い
わ
け

で
す
か
ら
大
変
便
利
で
す
。

火
災
の
話
題
が
出
ま
し
た
が
、
現
金
で
持

つ
こ
と
の
泣
き
所
の
一
つ
が
、
こ
う
し
た
火
災

に
よ
る
被
害
で
す
。
江
戸
時
代
は
火
災
の
発

生
頻
度
も
高
く
、
ま
た
類
焼
範
囲
も
広
か
っ

た
の
で
、
火
災
が
現
実
的
な
リ
ス
ク
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
自
宅
で
現
金
を
保

有
し
て
い
る
と
、
火
災
の
と
き
に
は
担
い
で
運

ば
ね
ば
な
ら
ず
大
変
で
す
。
そ
の
点
、
米
切

手
に
し
て
お
け
ば
、
持
ち
運
び
が
簡
単
で
す
。

ま
た
、
今
も
昔
も
、
盗
難
に
遭
う
危
険
が

あ
り
ま
す
。
私
が
分
析
を
進
め
て
い
る
大
坂

の
豪
商
、加か

島じ
ま

屋や

久き
ゅ
う右
衛え

門も
ん
（
注
２
）（
N
H
K

朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
あ
さ
が
来
た
』
の

モ
デ
ル
に
な
っ
た
家
で
す
）
も
盗
難
に
遭
っ

て
い
ま
す
。
享
和
３
（
１
８
０
３
）
年
の
春
、

大
坂
の
富
豪
を
狙
っ
た
盗
み
が
多
発
し
た
そ

う
で
す
（
大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大
阪
市
史

史
料
第
二
十
四
輯し

ゅ
う』

大
阪
市
史
料
調
査
会
、

１
９
８
８
年
、
69
頁
）。
手
口
と
し
て
は
、
土

蔵
の
屋
根
を
切
り
抜
い
て
忍
び
込
み
、
衣
類

や
道
具
類
に
は
目
も
く
れ
ず
に
金
銀
ば
か
り

を
盗
む
と
い
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

被
害
者
と
し
て
、
唯
一
具
体
的
に
名
前

が
挙
が
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
加
島
屋
で
、

「
玉
水
町
加
島
屋
の
土
蔵
き
り
ぬ
き
、
金き
ん

子す

四
千
三
百
両
取
り
申
し
候
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
の
金
４
３
０
０
両
を
当
時
の
相
場
で

米
の
量
に
換
算
す
る
と
４
７
５
０
石
、
米

の
重
量
に
し
て
７
０
０
ｔ
を
超
え
ま
す
。
１

肥
前
蔵
米
切
手
（
佐
賀
藩
が
発
行
し
た
米
切
手
）

蔵屋敷

米仲買 商人

消費者堂島
米市場

米切手の流れ

コメの流れ

❶

❷
❸

❹
❺

❻

堂島米市場における取引の流れ

（
出
所
）
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
所
蔵

（出所）著者作成
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両
を
約
６
万
円
と
見
な
す
と
（
注
３
）、
約

２
億
５
８
０
０
万
円
に
相
当
し
ま
す
。
驚
く

べ
き
こ
と
に
、
こ
の
金
額
は
加
島
屋
の
資
産

総
額
の
１
％
に
も
満
た
な
い
の
で
、
加
島
屋

に
と
っ
て
さ
ほ
ど
の
打
撃
で
は
な
い
の
で
す

が
、
現
金
で
持
っ
て
い
る
こ
と
の
危
険
性
は
、

こ
う
し
た
事
例
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

「
利
殖
」
は
正
義
な
り

遊
ん
で
い
る
現
金
を
持
っ
て
お
く
こ
と
は

無
駄
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
現
金
保
有
に
は
危

険
が
伴
う
。
こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
江
戸

時
代
に
は
、
人
に
お
金
を
貸
し
た
り
、
米
切

手
を
代
表
と
す
る
金
融
商
品
を
買
っ
た
り
す

る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
商
人
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

全
国
の
鉱
山
か
ら
金
銀
銅
が
盛
ん
に
掘
り

出
さ
れ
た
江
戸
時
代
初
期
、
江
戸
幕
府
の
財

政
は
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
備
蓄
金
も
相

当
な
金
額
に
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
江

戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
米
価
の
低

落
も
あ
っ
て
幕
府
の
財
政
は
苦
し
く
な
っ
て

い
き
ま
す
。
大
名
も
例
外
で
は
な
く
、
米
頼

み
の
財
政
で
は
立
ち
ゆ
か
な
い
こ
と
が
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
田
沼
意お
き

次つ
ぐ

が

権
力
を
握
っ
た
18
世
紀
中
頃
に
は
、
幕
府

に
お
い
て
も
諸
藩
に
お
い
て
も
、
支
出
を
少

し
で
も
削
減
し
、
収
入
を
少
し
で
も
増
や
す

こ
と
が
「
正
義
」
と
見
な
さ
れ
ま
し
た
（
藤

田
覚
『
田
沼
意
次
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

２
０
０
７
年
）。

   

「
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
米
以
外
の
商
品

作
物
で
あ
る
…
」
と
皆
さ
ん
は
日
本
史
の
授

業
で
習
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
間

違
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、実
は
「
利
殖
（
貨

殖
）」
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
落

と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
の
手

法
は
実
に
巧
妙
で
す
。

幕
府
の
手
法
を
例
に
と
り
ま
し
ょ
う
。

①
出
資
者
で
あ
る
商
人
か
ら
江
戸
幕
府
が
お

金
を
借
り
入
れ
る

②
そ
の
お
金
を
再
び
出
資
者
に
貸
し
下
げ
、

彼
ら
に
よ
っ
て
大
名
や
裕
福
な
農
民
・
商
人

に
貸
し
付
け
さ
せ
る

③
得
ら
れ
た
利
息
を
出
資
者
と
分
け
合
う

と
い
う
形
が
広
く
行
わ
れ
ま
し
た
（
高
槻
泰

郎
「
幕
藩
領
主
と
大
坂
金
融
市
場
」『
歴
史

学
研
究
』
２
０
１
２
年
）。

か
な
り
複
雑
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
江

戸
幕
府
は
民
間
に
お
金
を
借
り
て
か
ら
、
ま

た
貸
し
下
げ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
民
間
の
お
金

を
江
戸
幕
府
の
「
公
金
」
に
変
換
す
る
効
果

を
持
ち
ま
す
。「
公
金
」
を
貸
す
わ
け
で
す

か
ら
、
回
収
の
確
実
性
は
高
ま
り
ま
す
。「
こ

れ
が
ど
う
い
う
お
金
か
分
か
っ
て
い
ま
す
よ

ね
？
」
と
相
手
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
相
手
が
商
人
で

あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
大
名
で
あ
っ
て
も
効
果

は
て
き
め
ん
で
す
。
回
収
の
確
率
が
上
が
る

な
ら
、
出
資
し
た
商
人
に
と
っ
て
も
悪
い
話

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

商
人
の
お
金
を
い
っ
た
ん
幕
府
が
借
り
入

れ
て
、
そ
れ
を
ま
た
貸
し
下
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、「
葵
の
御
紋
」
付
き
の
お
金
に
変
換
し

て
か
ら
、
商
人
を
通
じ
て
諸
方
面
に
融
資
さ

せ
る
。
そ
の
運
用
益
（
年
利
で
10
％
弱
）
は
、

出
資
者
に
も
分
配
さ
れ
ま
す
が
（
約
７
％
）、

名
前
を
貸
し
た
幕
府
も
、
い
や
、
名
前
を
貸

し
た
「
だ
け
」
の
幕
府
も
、
分
け
前
を
受
け

取
っ
た
（
約
３
％
）
と
い
う
わ
け
で
す
。「
武

士
は
お
金
に
疎
い
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
と
ら
え
て
し
ま
う
の

は
ど
う
や
ら
危
う
い
よ
う
で
す
。

大
名
も
負
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
遊
び

銀
」
が
あ
れ
ば
、
大
坂
の
両
替
屋
に
預
け
て

利
息
を
受
け
取
っ
て
い
ま
し
た
し
（
年
利
で

６
％
〜
９
％
）、
熊
本
藩
に
い
た
っ
て
は
、
農

村
で
備
蓄
さ
れ
て
い
る
お
金
も
、
藩
の
「
遊

び
銀
」
と
一
緒
に
大
坂
に
送
っ
て
両
替
屋
に

預
け
て
い
ま
し
た
（
今
村
直
樹
「
近
世
中
後

期
の
地
域
財
政
と
地
域
運
営
財
源
‥
熊
本
藩

を
事
例
に
」『
永
青
文
庫
研
究
』、
２
０
１
９

年
）。
江
戸
や
大
坂
の
両
替
屋
は
、
こ
う
し
て

預
か
っ
た
資
金
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
名
や
商

人
に
貸
し
付
け
て
い
た
わ
け
で
す
。

お
米
を
作
っ
て
、
運
ん
で
、
売
る
。
こ
の

シ
ン
プ
ル
な
経
済
構
造
で
は
立
ち
ゆ
か
な
く

な
っ
た
江
戸
時
代
の
半
ば
ご
ろ
、
江
戸
幕
府

も
大
名
も
、
利
殖
に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と

し
ま
し
た
。「
遊
び
銀
」
を
保
有
し
て
お
く
こ

と
を
も
っ
た
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
武
士

た
ち
の
間
で
も
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
の
で

す
。次

回
以
降
は
、
庶
民
に
目
を
移
し
て
、
彼

ら
の
た
く
ま
し
い
投
資
戦
術
に
迫
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
注
１
）
大
坂
の
米
商
人
で
大
名
貸
を
営
む
升
屋
山

片
家
の
別
家
番
頭
と
し
て
商
才
を
発
揮
す
る
か
た
わ

ら
、
懐
徳
堂
で
儒
学
、
天
文
暦
学
を
学
ん
だ
町
人
学

者
。
そ
の
見
識
は
松
平
定
信
に
も
知
ら
れ
た
。

（
注
２
）
姓
は
廣
岡
。
17
世
紀
中
期
頃
、
精
米
業
者

と
し
て
創
業
し
た
後
、
堂
島
米
市
場
の
米
仲
買
人
と

し
て
頭
角
を
現
し
、
そ
こ
で
得
た
資
金
を
大
名
に
貸

し
付
け
る
こ
と
で
大
坂
を
代
表
す
る
豪
商
へ
と
成
長

し
た
。加
島
銀
行
、大
同
生
命
保
険
を
設
立
し
て
い
る
。

（
注
３
）
18
世
紀
に
お
い
て
１
両
を
米
価
で
換
算
し
た

額
（
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
に
よ
る
）。
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