
   

　
ち
ょ
っ
と
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。私
た
ち

の
お
財
布
の
中
に「
円
」「
ド
ル
」「
ユ
ー
ロ
」が
す

べ
て
入
っ
て
い
る
と
し
た
ら
…
…
。モ
ノ
を
買
う

と
き
に
主
に
使
う
の
は「
円
」、そ
の
た
め
に
は

手
持
ち
の「
ド
ル
」や「
ユ
ー
ロ
」を「
円
」に
両

替
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、し
か
も
そ
の
相
場
が

毎
日
変
動
す
る
と
し
た
ら
…
…
。 

　
実
は
江
戸
時
代
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状

況
で
し
た
。金
貨
、銀
貨
、銭（
銅
）貨
の
三
種
の

通
貨
が
全
国
に
流
通
し
、庶
民
も
、日
常
的
に

両
替
を
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
の
で
す
。 

　
金
貨
は
一
両（
小
判
一
枚
）＝
一
分
金
四
枚

＝
一
朱
金
十
六
枚
の
四
進
法
。銀
貨
は
枚
数
で

は
な
く
重
さ
の
匁
で
表
し
、不
定
形
な
丁
銀
・

豆
板
銀
が
あ
り
ま
し
た
。江
戸
初
期
の
金
銀
銭

の
公
定
交
換
比
率
は
、金
一
両
＝
銀
五
十
匁

＝
銭（
銅
貨
）四
貫
文（
四
千
枚
）で
し
た
。 

　
し
か
し
五
代
将
軍
綱
吉
の
元
禄
の
頃
か
ら
、

幕
府
が
貨
幣
の
質
を
落
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

銀
貨
の
価
値
が
下
落
。元
禄
十
三
年（
一
七
〇

〇
年
）以
降
の
公
定
交
換
比
率
は
、金
一
両
＝

銀
六
十
匁
に
、文
化
文
政
の
頃
に
は
銭
の
価
格

が
下
落
し
、金
一
両
＝
銭
六
貫
文
ぐ
ら
い
、さ

ら
に
は
お
よ
そ
七
貫
文
へ
と
変
化
し
ま
し
た
。

こ
の
相
場
は
地
域
や
日
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た

の
で
、よ
り
有
利
な
条
件
で
両
替
す
る
た
め
の

情
報
収
集
が
不
可
欠
で
し
た
。今
考
え
る
と
な

ん
と
も
面
倒
な
シ
ス
テ
ム
で
す
が
、江
戸
時
代
の

庶
民
は
、そ
れ
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
こ

な
し
て
い
た
の
で
す
。 

   

　
中
世
以
降
、貨
幣
は
徐
々
に
人
々
の
間
に
浸

透
し
て
売
買
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、日
常
生
活
に
使
う
銭
は
、宋
や
明
か
ら

輸
入
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。国
内
で
流
通
し
た

の
は
、中
国
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
宋
銭
や
明
銭

だ
っ
た
の
で
す
。 

　
三
代
将
軍
家
光
の
時
代
、寛
永
十
三
年（
一

六
三
六
年
）に
な
っ
て
、い
よ
い
よ「
寛
永
通
寶
」

の
鋳
造
が
始
ま
り
ま
す
。流
通
の
主
役
と
な
る

銭
を
、自
前
で
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
こ
そ
、真
の
意
味
で
の
貨
幣
経
済
の
始
ま

り
を
意
味
し
ま
す
。東
ア
ジ
ア
流
通
圏
か
ら
の

自
立
と
い
う
、経
済
の
一
大
転
機
で
も
あ
り
ま

し
た
。 

　「
寛
永
通
寶
」は
幕
末
ま
で
そ
の
名
称
を
受

け
継
ぎ
ま
す
。寛
永
か
ら
二
百
年
以
上
も
あ
と

の
安
政
年
間
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
も
、慶
応
年

間
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
も
す
べ
て
、そ
の
表
面

の
文
字
は
「
寛
永
通
寶
」
で
す
。 

   

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、関
東
で
は
主

に
金
、関
西
で
は
銀
が
流
通
の
主
役
で
し
た
。こ

れ
は
佐
渡
や
伊
豆
、甲
州
な
ど
の
金
山
が
関
東

に
多
く
、生
野
、石
見
な
ど
銀
山
は
関
西
に
多

か
っ
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
す
。 

　
今
に
残
る「
現
金
」と
い
う
言
葉
も
、関
西
で

は「
現
銀
」と
変
化
し
ま
し
た
。大
ヒ
ッ
ト
し
た

越
後
屋
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ「
現
金
掛
け
値
な

し
」は
、関
西
で
は「
現
銀
掛
け
値
な
し
」に
な

る
と
い
う
わ
け
で
す
。 

　
ち
な
み
に
そ
の
頃
は
、「
節
季
払
い（
年
二
回
）」

「
晦
日
払
い（
月
一
回
）」の
よ
う
に
ツ
ケ
で
買
っ

て
、後
か
ら
ま
と
め
て
払
う
の
が
主
流
。支
払
う

と
き
の「
掛
け
値
」に
は
、本
来
の
商
品
の
値
段

に
利
息
の
よ
う
な
割
り
増
し
料
金
が
加
算
さ

れ
ま
し
た
。そ
こ
で
買
う
と
き
に
は「
ち
ょ
っ
と

負
け
て
え
な
」と
い
う
値
引
き
交
渉
が
あ
た
り

ま
え
に
な
り
、大
坂
の
人
々
は
そ
れ
を
楽
し
ん

で
さ
え
い
ま
し
た
。 

　
し
か
し
江
戸
は
武
士
が
多
か
っ
た
た
め
か
、値

引
き
の
交
渉
な
ど
と
い
う„
潔
く
な
い
“行
為
は

な
か
な
か
気
風
に
合
わ
ず
、商
人
の
言
い
な
り

で
し
た
。現
金
で
そ
の
場
で
支
払
う
代
わ
り
に
、

正
札
ど
お
り
、そ
れ
以
上
の
掛
け
値
は
な
い
と

い
う
越
後
屋
の
商
売
の
や
り
方
が
大
歓
迎
さ
れ

た
の
は
、そ
ん
な
江
戸
市
民
の
心
理
に
ぴ
っ
た
り

と
は
ま
っ
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。 

   

　
幕
府
や
藩
は
、年
貢
を
主
に
米
で
徴
収
し
ま

す
。財
政
の
基
本
は
米
。地
方
の
藩
も
江
戸
か
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江
戸
時
代
の
通
貨
と 

　
　
　
　
　
物
価
の
変
動 

江
戸
東
京
博
物
館
館
長 

竹
内
誠 

米
価
の
下
落
に 

苦
慮
し
続
け
た
江
戸
幕
府 

三
つ
の
異
な
る
貨
幣
を
上
手 

に
使
い
分
け
た
江
戸
の
人
々 

宋
や
明
か
ら
の
輸
入
銭
か
ら 

自
前
の
「
寛
永
通
寶
」
へ 

1
第
　
　
回 

二世紀半にもわたる「天下泰平」を民衆が謳歌した江戸時代は、 
くらしや文化、経済が目覚ましく発展した時代でもありました。 
このコーナーでは、現在に通じる「市場経済」が確立したこの頃の
人々のくらしと金銭観を、4回にわたり紹介します。 

●竹内 誠（たけうちまこと） 
昭和８年（１９３３）東京生まれ。東京教育大学大学院博士
課程修了。文学博士。専攻は江戸文化史・近世都市史。
信州大学教授、徳川林政史研究所主任研究員、東京学
芸大学教授などを経て、現在東京学芸大学名誉教授。東
京都江戸東京博物館館長、徳川林政史研究所所長、日
本博物館協会会長なども務めている。著書は『江戸と大坂』
『徳川幕府と巨大都市江戸』など多数。ＮＨＫ大河ドラマ
などの時代考証も担当している。 

連 載 

● 

江
戸
は
「
現
金
」 

関
西
は
「
現
銀
」 

● 

文政一朱金 銭さし（一貫文） 
※銅貨千枚 

慶長小判 

慶長一分金 

も
ん
め 

か
ん

え
い

つ
う

ほ
う 



大
坂
の
ど
ち
ら
か
に
年
貢
米
を
運
び
、そ
こ
で

換
金
し
ま
す
。そ
う
し
な
い
と
藩
の
財
政
が
成

り
立
た
な
い
の
で
す
。そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く

る
の
が
米
の
値
段
で
す
。 

　
単
純
に
考
え
れ
ば
、財
政
が
苦
し
く
な
っ
た

ら
、年
貢
米
を
今
ま
で
よ
り
も
た
く
さ
ん
徴
収

で
き
れ
ば
、手
持
ち
の
米
は
増
え
て
、財
政
も
潤

う
は
ず
。と
こ
ろ
が
そ
う
簡
単
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

米
の
量
が
増
え
れ
ば
価
格
が
下
が
り
、た
く
さ

ん
売
っ
て
も
入
っ
て
く
る
お
金
は
逆
に
減
っ
て
し

ま
う
。 

　
米
を
換
金
し
な
け
れ
ば
生
活
に
必
要
な
物

資
を
買
う
こ
と
も
、人
を
雇
う
こ
と
も
で
き
な

い
の
に
、米
以
外
の
物
資
の
値
段
は
高
く
な
る

ば
か
り
。結
果
的
に
財
政
難
は
解
消
さ
れ
な
い

の
で
す
。 

　
そ
こ
で
幕
府
は
、財
政
の
根
本
と
な
る
米
価

を
一
定
の
基
準（
金
一
両
＝
米
一
石
）で
維
持

し
よ
う
と
、あ
の
手
こ
の
手
の
対
策
を
打
ち
続

け
ま
す
。
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。市
場
に
出
回

る
米
の
量
が
少
な
く
な
れ
ば
、米
の
価
格
は
上

が
り
ま
す
。ま
ず
米
を
大
量
に
使
用
す
る
酒
造

業
者
に
、普
段
よ
り
も
た
く
さ
ん
酒
を
造
る
よ

う
、強
制
的
に
命
じ
ま
し
た
。市
場
に
出
る
米

を
減
ら
す
も
う
一
つ
の
方
法
は
買
占
め
。し
か

し
幕
府
自
身
に
は
買
占
め
を
行
う
だ
け
の
資

金
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、代
わ
り
に
米
を
大
量

に
扱
う
米
穀
業
者
や
、お
金
に
余
裕
の
あ
る
豪

商
に
米
を
買
い
占
め
さ
せ
て
米
の
値
段
を
吊
り

上
げ
る
。
こ
れ
が
買
米
令
で
す
。 

　
し
か
し
や
が
て
こ
う
し
た
方
策
も
行
き
詰
ま

り
ま
す
。そ
う
す
る
と
ま
た
新
た
な
工
夫
を
重

ね
る
。江
戸
時
代
の
二
世
紀
半
、特
に
後
半
は
、

幕
府
は
飢
饉
の
時
期
を
除
い
て
、米
の
値
段
を

„
適
正
な
価
格
ま
で
上
げ
る
“こ
と
に
追
わ
れ

て
い
た
感
が
あ
り
ま
す
。 

　
江
戸
時
代
は「
米
遣
い
経
済
」で
あ
る
と
よ

く
言
わ
れ
ま
す
が
、時
代
と
共
に
そ
の
内
容
は

少
し
ず
つ
変
化
し
ま
し
た
。九
代
将
軍
家
重
の

頃
か
ら
は
、米
だ
け
に
頼
る
経
済
か
ら
の
脱
却

も
試
み
ら
れ
ま
す
。老
中
田
沼
意
次
は
、商
人

に
特
権
を
与
え
て
そ
の
代
わ
り
に
冥
加
金
を

徴
収
。重
農
主
義
か
ら
重
商
主
義
を
も
加
味

し
た
方
向
へ
と
政
策
転
換
し
ま
し
た
。 

　
田
沼
失
脚
の
後
に
寛
政
の
改
革
を
行
っ
た
松

平
定
信
は
、入
っ
て
き
た
お
金
を
た
だ
そ
の
ま
ま

使
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、一
部
を
運
用
す

る
公
金
貸
付
政
策
を
導
入
し
ま
す
。財
政
金

融
政
策
、こ
れ
は
ま
さ
に
、金
融
の
論
理
の
実
践
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
は
、現
在
に
通
じ
る
経

済
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。（
談
） 
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連 載 

寛永通寶（銅一文銭） 

 

慶長丁銀 

慶長豆板銀 

※掲載写真（貨幣）は日本銀行貨幣博物館提供 

つ
か 

お
き
つ
ぐ み

ょ
う
が
き
ん 

家計の見直し相談センター 
藤川 太 

家計の見直し 
　4つのポイント 

●ふじかわ ふとし●ファイナンシャルプランナー。日々、相談業務、
全国各地での講演や新聞・雑誌・書籍への執筆を行う。 著書に
『生命保険料は半額になる！』『サラリーマンは2度破産する』など。 

くらしの金融知識 

     

　
マ
イ
ホ
ー
ム
を
購
入
し
た
い
、子
ど
も
を
中

学
か
ら
私
学
に
入
れ
た
い
、な
ど
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
夢
を
語
っ
て
く
れ
た
Ａ
さ
ん
。と
こ
ろ
が
、 

「
ま
だ
世
の
中
は
厳
し
い
し
、家
計
的
に
こ
れ
ら

を
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
」 

と
不
安
な
様
子
。Ａ
さ
ん
は
家
計
の
方
向
性
を

検
討
す
る
た
め
に
、ご
相
談
に
来
ら
れ
ま
し
た
。 

 

             

　
Ａ
さ
ん
は
あ
る
大
手
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
る
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
。年
収
は
平
均
よ
り
も
や
や
高
め
で

す
。い
ま
の
会
社
で
働
き
続
け
れ
ば
、六
十
歳
で

一
旦
退
職
と
な
り
ま
す
が
、そ
の
後
六
十
五
歳

ま
で
は
継
続
雇
用
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。退

職
金
は
二
千
五
百
万
円
程
度
も
ら
え
そ
う
で
す
。

　
長
男
も
小
学
校
高
学
年
に
な
り
、つ
い
に「
自

分
の
部
屋
が
欲
し
い
」と
い
い
始
め
た
よ
う
で
す
。

私
立
中
学
を
目
指
し
て
猛
勉
強
中
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、静
か
な
個
室
を
与
え
て
あ
げ
た
い

と
こ
ろ
。こ
れ
ま
で
は
住
宅
購
入
に
つ
い
て
の
勉

強
す
ら
し
て
お
ら
ず
、あ
わ
て
て
モ
デ
ル
ル
ー
ム

の
見
学
や
、頭
金
の
積
立
を
始
め
ま
し
た
。 

　
近
隣
の
マ
ン
シ
ョ
ン
相
場
は
七
〇
平
米
台
の
フ

ァ
ミ
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
タ
イ
プ
で
、三
千
〜
四
千
万

円
が
相
場
。頭
金
は
少
な
い
も
の
の
、営
業
員
か

ら
は「
住
宅
ロ
ー
ン
の
審
査
は
大
丈
夫
」と
太
鼓

判
を
押
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

　
ご
く
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
A
さ
ん
。教
育

費
は
普
通
よ
り
高
く
な
り
そ
う
で
す
が
、他
は

特
に
贅
沢
を
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
が
、A
さ
ん
の
家
計
の
将
来
を
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
る
と
、こ
の
ま
ま
で
は
A
さ
ん

の
家
計
は
あ
っ
と
い
う
間
に
金
融
資
産
残
高
が

マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、借
金
が
で
き
な
け
れ
ば
破
産

あ
な
た
の
家
計
に
も 

危
機
が
訪
れ
る
？ 

このコーナーでは、 
くらしに身近な金融知識やその役立て方について、 
有識者からわかりやすくアドバイスして頂きます。 
今回は、「家計の見直し相談センター」の 
藤川さんに登場して頂きました。 

40歳　 会社員 
40歳　 専業主婦 
11歳　 小学校5年生 
8歳 小学校2年生 
７００万円 
６００万円 

Aさん 
妻 
長男 
長女 
年収 
貯蓄 

Aさんのプロフィール 

月22万円、その他生活費年60万円、 
保険料月2万円 

基本 
生活費 

小学校までは公立、中学校からは私立に 
入れたい。 

教育 
プラン 

賃貸マンション　 
家賃月12万円（駐車場代含む） 住居 


	江戸のくらしと金銭観



