
第
　
　
回 

   

　
江
戸
時
代
の
主
要
都
市
、江
戸
、京
、大
坂

を
俗
に
「
三
都
」
と
呼
び
ま
す
が
、人
口
を
基

準
に
す
る
と
、江
戸
は
三
都
の
中
で
、抜
き
ん

出
た
存
在
で
し
た
。 

　
と
り
わ
け
、十
八
世
紀
前
半
に
は
、百
万
都

市
に
ま
で
発
展
し
、京
、大
坂
を
合
わ
せ
た
人

口
よ
り
も
多
か
っ
た
ほ
ど
で
す
。
何
し
ろ
、当
時
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
都
市
で
あ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の
人

口
は
六
十
万
人
ほ
ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

ま
さ
に
、江
戸
は
世
界
最
大
の
都
市
だ
っ
た
と

い
え
ま
す
。 

　
し
か
し
、徳
川
家
康
が
入
府
し
た
天
正
十
八

（
一
五
九
〇
）年
の
時
点
で
は
、ま
だ
ま
だ
都
市

と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

　
本
格
的
な
江
戸
の
都
市
建
設
は
、徳
川
家

康
が
慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
に
征
夷
大
将
軍

に
就
任
し
た
以
後
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
将
軍

の
命
に
よ
り
、全
国
の
大
名
を
強
制
的
に
動
員

し
た
「
天
下
普
請
」
が
、家
康
、秀
忠
、家
光
と

三
代
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
行
わ
れ
、都
市
イ

ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

   

　
天
下
普
請
に
よ
り
急
ピ
ッ
チ
で
江
戸
の
都
市

建
設
が
推
進
さ
れ
た
も
の
の
、十
七
世
紀
の
半

ば
頃
は
、ま
だ
人
口
は
五
十
万
人
に
は
達
し
て

い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
そ
れ
が
、短
期
間
の
う
ち
に
二
倍
以
上
に
膨

れ
上
が
り
、十
八
世
紀
前
半
に
は
百
万
都
市
に

ま
で
発
展
し
た
の
に
は
、大
き
な
わ
け
が
あ
り

ま
す
。
寛
永
十
二（
一
六
三
五
）年
に
法
制
化
さ

れ
た
「
参
勤
交
代
制
度
」
が
き
っ
か
け
で
す
。 

　
こ
れ
に
よ
り
、諸
大
名
は
一
年
ご
と
に
、江
戸

と
国
許
で
の
生
活
を
交
互
に
送
る
と
と
も
に
、

大
名
の
奥
方
や
世
継
ぎ
は
江
戸
に
居
住
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
結
果
、江
戸
に
次
々
に
大
名
屋
敷
が
建
設
さ

れ
、大
名
の
世
話
を
す
る
家
臣
や
奉
公
人
が
大

名
と
と
も
に
江
戸
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
大
名
が
国
許
に
帰
っ
た
後
も
、一
定
の
家
臣
、

奉
公
人
な
ど
が
江
戸
の
藩
邸
に
定
住
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、そ
の
生
活
を
支

え
る
商
人
、職
人
も
江
戸
に
集
中
し
、雪
だ
る

ま
式
に
人
口
が
増
加
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

   

　
人
口
の
増
加
に
従
っ
て
、江
戸
は
一
大
消
費

都
市
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
き
ま
す
。こ

の
江
戸
の
経
済
を
支
え
た
の
が
、武
家
の
莫
大

な
消
費
力
で
し
た
。一
般
に
、各
藩
で
は
そ
の
財

政
全
体
の
約
半
分
を
、江
戸
で
消
費
し
て
い
た

の
で
す
。つ
ま
り
、江
戸
は
武
家
が
も
た
ら
す

多
大
な
消
費
に
よ
っ
て
、繁
栄
し
た
都
市
と
い

う
わ
け
で
す
。 

　
そ
の
た
め
、江
戸
は
商
人
や
職
人
に
と
っ
て
、

魅
力
的
な
都
市
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
他
都
市
に

比
べ
て
、は
る
か
に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
も
多
か
っ

た
は
ず
で
す
。 

　
通
常
、地
方
の
城
下
町
で
は
、大
取
引
先
は
、

各
藩
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、江
戸
で
は
、二

百
五
十
も
の
藩
が
、独
自
に
取
引
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
藩
邸
な
ど
に
出
入
り
す
る
商
人
、職

人
は
「
御
用
達
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、ま

さ
に
、多
く
の
御
用
達
が
、自
分
た
ち
の
提
供

す
る
サ
ー
ビ
ス
や
才
覚
、技
術
を
武
器
に
、江

戸
で
活
躍
し
て
い
た
の
で
す
。 

   

　
こ
の
よ
う
に
、巨
大
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
る
江
戸

の
消
費
を
支
え
て
い
た
の
は
武
家
で
す
が
、江

戸
中
期
ま
で
そ
の
物
資
を
供
給
し
続
け
て
き

た
の
は
、京
、大
坂
を
は
じ
め
と
す
る
上
方
の

商
人
た
ち
で
し
た
。
呉
服
な
ど
の
贅
沢
品
や
、

出
版
物
は
も
と
よ
り
、お
酒
や
塩
な
ど
の
生
活

必
需
品
も
、上
方
か
ら
大
量
に
江
戸
に
運
ば
れ

て
き
ま
し
た
。こ
れ
を
「
下
り
物
」
と
い
い
ま
す
。 

　
な
ぜ
、流
通
コ
ス
ト
を
要
す
る
「
下
り
物
」
が

江
戸
の
市
場
を
席
巻
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
、当
時
、江
戸
の
後
背
地
で
あ
る
関
東
周

辺
地
域
は
、ま
だ
十
分
に
産
業
生
産
体
制
が
発

展
し
て
お
ら
ず
、特
に
技
術
を
要
す
る
も
の
は
、

上
方
の
産
品
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
す
。 

　
当
時
の
江
戸
の
目
抜
き
通
り
は
ず
ら
っ
と
上

方
に
本
店
を
持
つ
支
店
が
軒
を
並
べ
て
い
た
と

い
い
ま
す
。こ
の
支
店
を
経
営
す
る
上
方
商
人

を
「
江
戸
店
持
上
方
商
人
」
と
い
い
ま
し
た
が
、

江
戸
前
期
は
、彼
ら
が
江
戸
市
場
を
独
占
し

て
い
た
の
で
す
。 
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巨
大
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
江
戸 

江
戸
東
京
博
物
館
館
長 

竹
内
誠 

2

●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。
徳川林政史研究所主任研究員、信州大学助教授、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。 

「東都名所日本橋真景并二魚市全図」（日本銀行貨幣博物館提供） 
日本橋近辺の全景図が描かれている 

て
ん
か
ぶ
し
ん 

ご
よ
う
た
し 

え
ど
だ
な
も
ち
か
み
が
た
あ
き
ん
ど 

く
だ 

じ

ま
わ 

とうとめいしょにほんばししんけいならびにうおいちぜんず 



●あさい しゅういち●ファイナンシャル・プランナー。1988年には学生初の
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員に。現在は、主に個人へのフ
ァイナンシャル・プランの作成に従事するほか、雑誌・新聞等への執筆、テレ
ビ出演、講演会などでも活躍。著書に『佐藤江梨子と浅井秀一のいちばん
やさしいマネープラン』『図解：わかる住宅ローン』など。 

くらしの金融知識 

    

　
ゼ
ロ
金
利
政
策
が
解
除
さ
れ
て
か
ら
一
年

あ
ま
り
経
ち
ま
し
た
。こ
の
間
、預
貯
金
金
利

も
少
し
で
す
が
上
昇
し
、家
計
に
利
息
収
入

が
戻
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

今
回
は
、金
利
状
況
に
合
わ
せ
た
上
手
な
金

融
商
品
の
利
用
法
を
解
説
す
る
こ
と
で
、皆
さ

ま
の
ご
参
考
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。 

  

　
Ａ
さ
ん
ご
夫
婦
は
、給
料
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
貯

蓄
に
励
ん
で
き
た
こ
と
も
あ
り
、貯
蓄
等
の
残

高
は
現
在
で
は
八
百
万
円
程
度
に
な
っ
て
い
ま

す
。 

  

Ａ
さ
ん
が
社
会
人
に
な
っ
て
以
来
、預
貯
金
金

利
は
低
下
の
一
途
を
辿
り
ま
し
た
。
特
に
、結

婚
後
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
金
利
の
状
態
が
続
い
た
の
で
、

預
金
等
で
と
に
か
く
貯
め
る
こ
と
だ
け
を
重

視
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 

し
か
し
、昨
年
の
夏
以
降
、金
利
が
少
し
で

す
が
上
昇
し
て
き
た
た
め
、有
利
な
方
法
は
な

い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
手
始
め

に
、Ｍ
Ｍ
Ｆ
と
米
ド
ル
建
て
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
を
今
年
に

入
っ
て
か
ら
利
用
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

　
ま
ず
、Ａ
さ
ん
が
利
用
し
て
い
る
金
融
商
品

を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

金
融
商
品
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
り
、

ど
れ
を
利
用
し
て
い
い
か
迷
う
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
に
つ
い
て
、特
徴
を

理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

  

こ
こ
で
は
、①
価
格
変
動
な
ど
の
リ
ス
ク
が
あ

る
か
ど
う
か
、②
金
利
、③
預
入
期
間
と
換
金

性
、と
い
っ
た
点
か
ら
、金
融
商
品
を
分
類
し
て

み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 
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と
こ
ろ
が
、十
八
世
紀
に
な
る
と
、関
東
周

辺
の
産
業
が
発
展
し
、上
方
に
も
劣
ら
な
い
産

業
生
産
体
制
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
特
に
、木
綿

や
油
、醤
油
な
ど
は
、関
東
周
辺
の「
地
廻
り
物
」

が
江
戸
の
市
場
の
中
心
と
な
り
、江
戸
商
人
は

徐
々
に
そ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
、重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
き
ま
す
。 

   

　
豊
か
な
消
費
体
制
が
確
立
し
て
い
た
江
戸

で
発
展
し
た
産
業
の
一
つ
が
、外
食
産
業
で
す
。

大
名
が
国
許
に
帰
っ
た
際
に
、各
藩
で
は
江
戸

で
幕
府
と
の
公
務
の
連
絡
を
担
当
す
る
留
守

居
役
を
置
き
ま
し
た
。こ
の
留
守
居
役
は
、他

藩
と
の
交
際
や
連
絡
を
行
う
役
目
も
担
っ
て
い

ま
し
た
が
、他
藩
と
の
会
合
は
、料
理
屋
で
行

う
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
は
贅

沢
な
料
理
屋
文
化
が
発
達
し
ま
し
た
が
、そ
の

背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

　
一
方
、庶
民
も
江
戸
の
豊
か
さ
を
十
分
に
享

受
し
て
い
ま
し
た
。
細
か
い
家
計
の
や
り
く
り

に
つ
い
て
は
次
号
で
紹
介
し
ま
す
が
、屋
台
を

中
心
に
、そ
ば
、天
ぷ
ら
、寿
司
な
ど
の
食
事
を

楽
し
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
中
に
は
、へ
そ
く

り
で
も
貯
め
た
の
で
し
ょ
う
か
、長
屋
の
お
か

み
さ
ん
方
が
向
島
に
あ
る
、少
々
値
が
張
る
料

理
屋
に
連
れ
立
っ
て
出
か
け
て
い
た
と
い
う
面

白
い
記
録
も
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、食
習
慣
と
し
て
、江
戸
の
人
々
が
大
い

に
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
が
、初
物
食
い
で
す
。

人
口
の
流
動
性
が
高
い
こ
と
も
あ
り
、江
戸
は

常
に
流
行
、最
先
端
が
好
ま
れ
、そ
れ
が
食
習

慣
に
ま
で
影
響
し
た
の
で
す
。 

　
特
に
、そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
た
の
が
、初
鰹

で
し
た
。
当
時
は
相
模
湾
で
鰹
の
漁
を
し
、品

川
沖
か
ら
小
船
で
魚
河
岸
に
搬
入
し
て
い
ま

し
た
が
、「
市
場
に
出
て
か
ら
で
は
遅
い
、人
よ

り
も
早
く
食
べ
た
い
」
と
、品
川
沖
ま
で
船
を

こ
い
で
直
接
高
値
で
購
入
し
、料
理
屋
で
す
ぐ

に
調
理
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。 

　
さ
ら
に
、鰹
に
限
ら
ず
、野
菜
の
促
成
栽
培

や
、魚
の
養
殖
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
の
記
録

も
あ
り
ま
す
。 

　
こ
う
し
て
見
る
と
、巨
大
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
江
戸

で
は
、現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
時
代
と
変
わ
ら
な

い
人
々
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、そ
れ
に
応
え
る
産
業
、

市
場
経
済
が
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分

か
り
ま
す
。 

 

岩城升屋店前之図 
（日本銀行貨幣博物館提供） 
麹町にあった上方商人「呉服 
木綿問屋升屋」の店先と通り 
の賑わいが描かれている 

 

じ
ま
わ
　

も
の 

る

す 

い

や
く

 

下の「岩城升屋店前之図」の 
一部を拡大 

40歳　 会社員 
38歳　 専業主婦 
10歳　 小学校４年生 
  8歳　 小学校２年生 
650万円 

普通預金 ……………　70万円 
定期預金（１カ月）…… 300万円 
ＭＭＦ  ……………… 140万円 
米ドルＭＭＦ …………   90万円 
財形住宅貯蓄 ……… 200万円 
…………以上合計： 800万円 

Aさん 
妻 
長女 
長男 
年収 

貯蓄等 

Aさんのプロフィール 

いわきますやたなまえのず 
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Ａ
さ
ん
が
利
用
し
て
い
る
商
品
の
う
ち
、米
ド

ル
Ｍ
Ｍ
Ｆ
は
元
本
が
確
保
さ
れ
て
い
る
商
品
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
円
ド
ル
為
替
相
場
の
動
き
な

ど
に
よ
っ
て
収
益
性
が
変
わ
っ
て
く
る
、い
わ
ゆ

る
「
リ
ス
ク
商
品
」の
範
疇
に
入
り
ま
す
。 

 
 

そ
れ
以
外
の
預
金
や（
円
建
て
）Ｍ
Ｍ
Ｆ
は
、

元
本
保
証
が
あ
る
、あ
る
い
は
ほ
ぼ
安
全
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
「
安
全
性
商
品
」
に
分
類
さ
れ

ま
す
が
、こ
れ
も
金
利
な
ど
の
種
類
や
預
入
期

間
な
ど
で
さ
ら
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
【
図
表
１
】は
、安
全
性
金
融
商
品
を
こ
れ

ら
の
観
点
か
ら
分
類
し
た
も
の
で
す
。こ
こ
で

は
、預
入
期
間
が
一
年
以
下
で
あ
る
か
一
年

超
か
に
よ
っ
て
、短
期
商
品
と
長
期
商
品
を
分

け
て
お
き
ま
し
た
。 

  

短
期
商
品
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
の
方
が
利
用
し

て
い
る
の
が
定
期
性
預
貯
金（
銀
行
の
定
期
預

金
や
郵
便
局
な
ど
の
定
期
貯
金
）で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
、主
に
証
券
会
社
が
取
り
扱
っ
て
い
る「
Ｍ

Ｍ
Ｆ
」
と
い
う
商
品
も
馴
染
み
が
深
い
と
い
え

そ
う
で
す
。 

　
Ｍ
Ｍ
Ｆ
は
、一
円
か
ら
利
用
で
き
る
追
加
型

の
投
資
信
託
で
、三
十
日
経
て
ば
手
数
料
な
し

で
換
金
で
き
ま
す
。
元
本
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、短
期
の
公
社
債
や
Ｃ
Ｄ（
譲
渡
性
預
金
）、Ｃ

Ｐ（
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ペ
ー
パ
ー
）な
ど
で
運
用
し
て
い

る
た
め
、安
全
性
は
非
常
に
高
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
利
用
す
る
際
に
表
示
さ
れ
て
い
る
「
実
績

分
配
率
」
は
直
近
の
実
績
で
あ
っ
て
、今
後
も
こ

の
水
準
が
出
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、当
面
は
こ
れ
く
ら
い
の
利

回
り
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 
 

Ｍ
Ｍ
Ｆ
と
似
た
よ
う
な
商
品
に
は
、中
期
国

債
フ
ァ
ン
ド
や
証
券
口
座
用
の
商
品
で
あ
る
Ｍ

Ｒ
Ｆ
、信
託
銀
行
の
ヒ
ッ
ト
な
ど
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

【
図
表
１
】で
は
、期
間
と
金
利
の
種
類
で
分

類
し
て
お
き
ま
し
た
が
、こ
の
ほ
か
に
も
、利
息

が
定
期
的
に
支
払
わ
れ
る
タ
イ
プ（
利
払
い
型
）

か
、複
利
で
運
用
さ
れ
満
期
時
に
一
括
し
て
支

払
わ
れ
る
タ
イ
プ（
収
益
満
期
一
括
受
取
型
）

か
と
い
う
違
い
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
こ
ろ

で
す
。
前
者
の
代
表
と
し
て
は
国
債
な
ど
の
債

券
が
あ
り
、後
者
の
代
表
に
は
定
額
貯
金
な

ど
が
あ
り
ま
す
。 

      

た
く
さ
ん
あ
る
金
融
商
品
が
分
類
で
き
た
と

こ
ろ
で
、次
に
、金
融
情
勢
ご
と
で
威
力
を
発
揮

す
る
金
融
商
品
は
ど
れ
か
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、ど
ん
な
状
況
で

も
有
利
な
商
品
と
い
う
の
は
な
い
か
ら
で
す
。

一
般
的
に
は
、【
図
表
２
】の
よ
う
な
金
利
情
勢

に
よ
っ
て
、利
用
し
た
い
金
融
商
品
は
異
な
っ
て

き
ま
す
。 

 
 

①
の
よ
う
に
金
利
が
ピ
ー
ク
圏
で
、今
後
は

下
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
き
に
は
、「
期

間
の
長
い
固
定
金
利
商
品
」
を
利
用
す
る
の
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。こ
う
し
て
お
け
ば
、金
利
が
下

が
っ
て
も
利
用
し
た
と
き
の
高
い
金
利
が
長
期

に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理

由
。
実
際
、二
十
年
近
く
前
に
な
り
ま
す
が
、い

わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
崩
壊
前
の
高
金
利
時
代
に
こ
う

い
う
行
動
を
と
っ
た
人
は
、そ
の
後
の
金
利
低

下
局
面
で
も
高
い
金
利
を
長
く
享
受
で
き
ま

し
た（
当
時
は
、期
間
十
年
の
長
期
国
債
の
金

利
が
七
・
九
％
あ
り
、定
額
貯
金
も
六
・
三
三

％
で
し
た
）。 

  

い
つ
が
金
利
の
ピ
ー
ク
な
の
か
は
誰
に
も
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
目
安
と
し
て
、「
長
短

金
利
が
逆
転
し
た
ら
ピ
ー
ク
は
近
い
」
と
い
う

こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
ソ
ン
は
な
い
で
し
ょ
う
。

金
利
は
短
期
金
利
と
長
期
金
利（
長
期
国
債

の
利
回
り
が
代
表
）の
二
つ
に
大
別
さ
れ
ま
す

が
、通
常
は
長
期
金
利
の
ほ
う
が
高
い
水
準
に

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、過
去
の
経
験
則
で
は
、金

利
が
ピ
ー
ク
に
な
る
と
き
は
こ
の
二
つ
の
金
利

が
逆
転
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、「
長
短
金
利
が
逆
転
」
と
い
っ

た
記
事
が
将
来
的
に
新
聞
等
で
書
か
れ
た
ら
、

「
そ
ろ
そ
ろ
金
利
も
ピ
ー
ク
か
な
」
と
準
備
を

始
め
て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。 

 
 

も
ち
ろ
ん
、そ
う
い
う
状
況
に
な
ら
な
く
て

も
金
利
が
ピ
ー
ク
を
打
つ
こ
と
は
あ
る
わ
け
で

す
が
、安
全
性
商
品
の
場
合
、金
利
が
下
が
り

始
め
て
か
ら
長
期
固
定
金
利
商
品
を
利
用
し

て
も
遅
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、焦
ら
ず
に
対

処
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。 

  

続
い
て
、②
の
よ
う
に
金
利
が
低
下
し
て
い
る

局
面
で
は
、①
と
同
様
、期
間
の
長
い
固
定
金

利
商
品
を
利
用
す
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
、い
っ
た
ん
金
利
が
ピ
ー
ク
を
打

つ
と
、次
に
上
昇
す
る
ま
で
長
い
時
間
が
か
か

る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
理
由

で
す
。
た
だ
し
、今
後
と
も
そ
う
だ
と
決
ま
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、満
期
を
迎

え
る
前
に
金
利
が
上
昇
に
転
じ
た
場
合
に
預

け
換
え
が
し
や
す
く
な
る
よ
う
、「
換
金
性
」

の
優
れ
た
商
品
を
利
用
し
て
お
け
ば
な
お
よ
い

で
し
ょ
う
。 

 
 

金
利
が
ボ
ト
ム
圏
に
あ
る
③
の
と
き
に
は
、

金
利
水
準
の
高
い
長
期
金
利
に
連
動
す
る
変

動
金
利
商
品
を
利
用
す
る
の
が
セ
オ
リ
ー
で
す
。

代
表
的
な
商
品
に
は
、十
年
も
の
の
個
人
向
け

国
債
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

  

そ
し
て
、④
の
金
利
上
昇
局
面
で
す
が
、一
般

的
に
は
短
期
の
金
融
商
品
で
つ
な
ぐ
の
が
よ
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
う
し
て
お
け
ば
、満
期
を

迎
え
る
た
び
に
、高
く
な
っ
た
金
利
が
適
用
さ

れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
。
具
体
的
に
は
一

カ
月
〜
三
カ
月
程
度
の
定
期
性
預
貯
金
を
自

動
継
続
で
利
用
す
る
と
か
、Ｍ
Ｍ
Ｆ
な
ど
流
動

性
の
高
い
金
融
商
品
を
利
用
す
る
と
い
う
イ 

メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
。 

 
 

くらしの金融知識 

【図表１】おもな安全性商品の大分類 

【図表２】 金利の循環と、安全性金融商品選びのポイント 

期間／金利 固定金利 変動金利 

１年以内 
定期性預貯金（期間１年以下） 
大口定期預金（期間１年以下）、など 

定期性預貯金（期間１年超） 
大口定期預金（期間１年超）  
定額貯金 
利付国債（2年､5年､10年） 
個人向け国債（5年もの） 
一時払養老保険、など 

変動金利定期預金 
個人向け国債（10年もの）、など 

ＭＭＦ、ＭＲＦ、中期国債ファンド、 
ヒット（１カ月据置型金銭信託） 
普通預貯金、など 

１年超 

①：金利のピーク圏…… 長期固定金利商品        

②：金利低下局面……… 中長期固定金利商品      

③：金利のボトム圏…… 変動金利商品（長期金利連動型）  

④：金利上昇局面……… 短期商品or変動金利商品（注） 

（注）金利上昇が緩やかなときは、長期金利に連動する中期商品がよい場合も。 

① 

② 

③ 

④ 

時間軸 

金
利
水
準 
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た
だ
し
、こ
の
方
法
が
最
も
威
力
を
発
揮
す

る
の
は
、短
期
間
で
金
利
が
急
激
に
上
が
っ
て
い

る
場
合
で
す
。
緩
や
か
に
し
か
上
が
っ
て
い
な
い

状
況
で
は
、金
利
水
準
の
高
い
長
期
金
利
に
連

動
す
る
変
動
金
利
商
品
を
利
用
し
た
ほ
う
が
、

結
果
的
に
正
解
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

  

　
ま
た
、こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
長
期
の
固
定

金
利
商
品
は
避
け
る
の
が
セ
オ
リ
ー
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
方
が
よ
い
こ

と
も
あ
り
得
ま
す
の
で
、拙
速
な
判
断
は
避
け

る
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 
 

こ
こ
で
、【
図
表
３
】を
ご
覧
く
だ
さ
い
。こ
こ

で
は
、緩
や
か
な
金
利
上
昇
局
面
で
、期
間
五

年
の
固
定
金
利
商
品
と
期
間
一
年
の
商
品
を

利
用
し
た
場
合
の
損
益
分
岐
点
の
例
を
示
し

て
お
き
ま
し
た
。 

  

前
提
条
件
と
し
て
は
、期
間
五
年
の
固
定
金

利
商
品
の
金
利
が
年
一
・
五
％
で
、期
間
一
年

の
金
融
商
品
は
〇
・
五
％
で
す
。 

  
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、期
間
五
年
の
商
品
は
固
定

金
利
で
す
の
で
、今
後
の
金
利
動
向
に
関
わ
ら

ず
、毎
年
一
・
五
％
の
利
息
収
入
が
入
り
、五

年
間
の
合
計
で
は
七
・
五
％
に
な
り
ま
す（
税

金
は
無
視
し
て
あ
り
ま
す
）。 

　
一
方
、今
後
五
年
間
、ど
の
程
度
の
金
利
上

昇
が
あ
れ
ば
、期
間
一
年
の
商
品
と
期
間
五
年

の
商
品
の
五
年
間
の
利
息
が
同
じ
に
な
る
か
を

計
算
す
る
と
、図
表
に
示
し
た
よ
う
に
「
〇
・
五

％
ず
つ
毎
年
金
利
が
上
が
れ
ば
同
じ
」
と
い
う

結
果
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

具
体
的
に
は
、一
年
目
が
〇
・
五
％
で
、二
年

目
が
一
・
〇
％
、三
年
目
が
一
・
五
％
、四
年
目

が
二
・
〇
％
、五
年
目
が
二
・
五
％
と
い
う
よ
う

に
金
利
が
上
が
れ
ば
、一
年
も
の
の
商
品
を
利

用
し
た
ほ
う
が
有
利
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今

後
五
年
間
、こ
れ
以
上
の
金
利
上
昇
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
方
は
、セ
オ
リ
ー
通
り
「
短
期
で
様

子
を
見
る
」
と
い
う
方
法
を
選
ぶ
と
よ
い
で
し

ょ
う
。
一
方
、今
回
は
そ
こ
ま
で
金
利
が
上
が

ら
な
い
と
思
う
な
ら
、最
初
か
ら
金
利
水
準
の

高
い
五
年
も
の
金
融
商
品
を
利
用
す
る
の
が
よ

い
と
い
う
判
断
に
な
る
で
し
ょ
う
。セ
オ
リ
ー
は

大
切
で
す
が
、状
況
に
合
わ
せ
て
臨
機
応
変
に

対
応
す
る
こ
と
も
重
要
な
の
で
す
。 

  

ち
な
み
に
、こ
の
損
益
分
岐
点
水
準
は
、ど
の

よ
う
な
金
利
状
況
で
も
計
算
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
比
較
す
る
期
間
が
奇
数
年
の
場
合
は
、

ま
ず
、中
間
の
年
（
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
三
年
）の

金
利
が
、中
長
期
の
固
定
金
利
商
品
の
金
利

と
同
じ
に
な
る
よ
う
に
設
定
し
ま
す
。こ
こ
で

は
一
・
五
％
で
す
ね
。
次
に
、こ
の
金
利（
一
・
五

％
）か
ら
、一
年
目
の
金
利（
〇
・
五
％
）を
差
し

引
き
ま
す
。こ
の
結
果
、こ
の
二
年
間（
三
年
―

一
年
）の
金
利
差
が
一
・
〇
％
と
計
算
さ
れ
ま

し
た
の
で
、こ
れ
を
二（
年
）で
割
る
と
、一
年
当

た
り
の
金
利
差
は
〇
・
五
％
だ
と
計
算
で
き
る

わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
も
、現
在
の
金
利
水
準
で

計
算
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

       

こ
こ
ま
で
は
、元
本
割
れ
リ
ス
ク
の
な
い（
ま
た

は
、ほ
と
ん
ど
な
い
）安
全
性
商
品
の
選
び
方
に

つ
い
て
解
説
し
て
き
ま
し
た
が
、外
貨
建
て
商

品
な
ど
の
リ
ス
ク
商
品
も
、当
然
、金
利
の
影

響
を
受
け
ま
す
。 

 
 

【
図
表
４
】で
は
、こ
の
う
ち
金
利
と
の
関
係

が
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
取
り
上

げ
て
み
ま
し
た
。 

  

債
券（
固
定
金
利
）は
、金
利
が
上
が
る
と
価

格
が
下
が
る
た
め
、セ
オ
リ
ー
と
し
て
は
金
利

上
昇
局
面
で
は
長
期
の
債
券
は
避
け
る
ほ
う

が
い
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

外
貨
建
て
商
品
に
つ
い
て
は
、日
本
の
金
利
上

昇
で
内
外
の
金
利
差
が
縮
小
す
る
場
合
、円
高

要
因
と
な
り
ま
す
の
で
、金
利
上
昇
は
デ
メ
リ

ッ
ト
だ
と
い
う
点
は
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
、為
替
は
金
利
動
向
だ
け
で
動
く
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、あ
く
ま
で
も
一
般

論
と
し
て
捉
え
て
お
い
た
ほ
う
が
無
難
だ
と
い

う
点
も
お
忘
れ
な
く
。 

 
 

今
春
ま
で
、過
去
数
年
間
に
わ
た
っ
て
上
昇

し
て
き
た
「
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ（
上
場
不
動
産
投
信
）」

も
、金
利
上
昇
が
デ
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
商
品
で
す
。 

「
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
」
は
投
資
信
託
の
一
種
で
、投
資
家

か
ら
集
め
た
資
金
を
不
動
産
に
投
資
し
て
、賃

貸
収
入
や
売
却
益
を
分
配
す
る
と
い
う
仕
組

み
で
す
。「
金
利
が
上
が
っ
て
い
る
と
き
は
、景

気
も
よ
く
て
物
価
も
上
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か

ら
、家
賃
や
不
動
産
価
格
も
上
が
り
、Ｒ
Ｅ
Ｉ

Ｔ
に
と
っ
て
は
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意

見
も
多
い
よ
う
で
す
が
、実
際
に
は
違
う
解
釈

か
ら
、金
利
上
昇
で
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
は
値
下
が
り
す

る
と
考
え
る
の
が
セ
オ
リ
ー
な
の
で
す
。 

  

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、金
利
が

上
が
る
と
リ
ス
ク
の
あ
る
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
を
利
用
し

な
く
て
も
同
じ
程
度
の
収
益
が
安
全
性
商
品

で
も
期
待
で
き
ま
す
の
で
、Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
は
売
ら
れ

や
す
く
な
る
と
い
う
の
が
一
つ
め
。
そ
し
て
、二

つ
め
は
、日
本
の
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
の
場
合
、投
資
家
か

ら
集
め
た
資
金
だ
け
で
な
く
、お
金
を
借
り
て

さ
ら
に
不
動
産
に
投
資
し
て
い
る
も
の
が
圧
倒

的
で
あ
る
た
め
、金
利
上
昇
で
利
払
い
が
増
え
、

分
配
金
が
少
な
く
な
る（
＝
利
回
り
が
低
下
す

る
）と
い
う
の
が
理
由
で
す
。 

      

以
上
の
よ
う
に
、金
融
商
品
選
び
に
当
た
っ
て

は
、金
利
水
準
や
今
後
の
金
利
動
向
な
ど
を
踏

ま
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
に

加
え
て
、今
後
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
や
リ
ス
ク
許
容

度
な
ど
も
勘
案
し
て
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
組
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

  

マ
イ
ホ
ー
ム
の
取
得
を
計
画
し
て
い
る
Ａ
さ
ん

は
、気
に
入
っ
た
物
件
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
備

え
て
、換
金
性
重
視
で
考
え
た
い
と
い
う
こ
と

で
し
た
が
、少
し
先
の
教
育
資
金
に
つ
い
て
は
、

長
期
金
利
に
連
動
す
る
固
定
金
利
商
品
に
も

興
味
を
持
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
 

み
な
さ
ん
も
、こ
れ
を
機
会
に
、わ
が
家
の
金

融
商
品
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ（
組
み
合
わ
せ
）に

つ
い
て
、考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

 
くらしの金融知識 

【図表３】 中長期固定金利商品と短期商品の比較(例)

【図表４】 金利上昇とおもなリスク商品 
            (収益性商品) などの基本的な関係 
 

  →　今後、毎年0.5％ずつ１年もの商品の利率が上がった場合、最初から 
         ５年もの商品（固定金利）を利用した場合と同じ収益性となる。 

５年もの商品 

  １年ものを継続  

１年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合　計 平　均 

1.5％ 1.5％ 1.5％ 1.5％ 1.5％ 7.5％ 1.5％ 

0.5％ 1.0％ 1.5％ 2.0％ 2.5％ 7.5％ 1.5％ 

 →「○」の商品だけを利用するのではなく、 
　 「△」や「×」の商品も組み合わせるのが重要！ 

個人向け国債（10年もの） 

国内債券（長期固定金利） 

外貨建て商品 

国内ＲＥＩＴ（不動産投信） 

○ 

× 

△ 

△ 
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