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大工の年間収支 
家族構成　　夫婦と子ども１人 
住まい　　　 借家 
１年間に働いた日数　294日（正月、節句、悪天候の日は休み） 

　実収入　　銀1貫587匁6分 
　実支出　　銀1貫514匁 
　残　金　　　　銀73匁6分（予備金として臨時の出費などに使われた） 
 日雇いの大工の例。１日の収入は銀５匁４分、当時の銭相場に換
算すると、およそ銭540文。雨の日以外は常に仕事があると仮定
して、年に７０匁あまりの黒字。火事の多かった江戸のまちでは大
工の仕事は多かったといわれています。 
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2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、 
暮らしや文化、経済が目覚ましく発展した時代でもありました。 
第3回の今回は、江戸の庶民の家計、さらには高度なリサイクル
の仕組みなどから、江戸庶民の暮らしぶりを紹介します。 
 

●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。 

連 載 

共
助
の
精
神
で
助
け
合
い 

り
ゅ
う
あ
ん
ざ
っ
ぴ
つ 

く
り
は
ら
り
ゅ
う
あ
ん 

ふ
し
ん 

さ
え
ぎ 

た
な
ち
ん 

  
　
前
回
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、江
戸
は
武
家
の

大
き
な
支
出
に
支
え
ら
れ
た
巨
大
マ
ー
ケ
ッ
ト

都
市
で
し
た
。
必
然
的
に
、多
く
の
商
人
・
職
人

が
江
戸
に
住
み
つ
き
、武
家
の
需
要
を
満
た
し

て
い
た
の
で
す
。 

　
で
は
、江
戸
の
人
口
の
半
分
を
占
め
て
い
た
と

い
わ
れ
る
一
般
的
な
町
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
考
証

学
者
の
栗
原
柳
庵（
一
七
九
四
〜
一
八
七
〇
）が

一
九
世
紀
前
半
の
文
政
時
代
の
都
市
と
農
村

の
生
活
や
逸
話
を
集
め
た『
文
政
年
間
漫
録
』

を
基
に
、見
て
み
ま
し
ょ
う
。こ
こ
に
は
、あ
る

野
菜
の
行
商
人
の
一
日
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
朝
早
く
か
ら
夕
方
ま
で
、江
戸
の

町
を
、て
ん
び
ん
棒
を
担
い
で
、野
菜
を
売
り
に

歩
く
の
が
仕
事
で
す
。
仕
事
を
終
え
た
行
商
人

は
、家
に
帰
り
、一
日
の
売
り
上
げ
か
ら
、翌
日

の
仕
入
れ
代
金（
六
、七
百
文
）、日
割
り
し
た

店
賃（
家
賃
）を
取
り
置
き
、米
代
と
し
て
二
百

文
、調
味
料
代
と
し
て
五
十
文
を
奥
さ
ん
に
渡

し
、そ
し
て
子
ど
も
へ
お
小
遣
い
十
二
、十
三
文

を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、最
終
的
に
残
っ
た

二
百
文
足
ら
ず
の
使
い
道
に
つ
い
て
、お
酒
を
飲

も
う
か
、風
雨
で
仕
事
が
で
き
な
い
日
の
た
め

に
貯
金
を
し
よ
う
か
と
逡
巡
し
ま
す
。こ
ん
な

内
容
で
す
。 

　
こ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、一
日
働
き
さ

え
す
れ
ば
、生
活
に
若
干
の
余
裕
は
生
ま
れ
、

自
分
の
楽
し
み
の
た
め
に
、お
酒
を
飲
む
こ
と

も
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
最
後
に
、お

酒
を
飲
も
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
は
、現
在
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
、居
酒
屋

に
寄
ろ
う
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
姿
と
通
じ
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。 

  

　
で
は
、少
し
視
野
を
広
げ
て
、一
年
間
の
暮

ら
し
の
有
り
様
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
前
述
の

『
文
政
年
間
漫
録
』の
著
者
栗
原
柳
庵
が
長
年

に
わ
た
り
見
聞
し
た
こ
と
を
基
に
書
い
た
考
証

随
筆
『
柳
庵
雑
筆
』で
は
、江
戸
時
代
に
お
け

る
日
雇
い
大
工
の
年
間
収
支
が
記
さ
れ
て
い
ま

す（
グ
ラ
フ
参
照
）。こ
こ
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ

は
店
賃（
家
賃
）が
支
出
の
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
と

低
め
で
あ
る
こ
と
で
す
。 

　
ま
た
、食
費
な
ど
最
低
限
生
活
に
必
要
な

費
用
だ
け
で
、約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い

ま
す
が
、収
支
を
見
る
と
、決
し
て
裕
福
と
は
い

え
な
い
ま
で
も
、や
は
り
若
干
の
余
裕
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

　
た
だ
、こ
の
時
代
は
、当
然
、現
在
の
よ
う
な

社
会
保
障
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、病
気
や
け
が
を
し
て
仕
事
が
で
き
な

け
れ
ば
、収
入
は
た
ち
ま
ち
ゼ
ロ
に
な
り
ま
す
。

い
つ
の
時
代
で
も
身
体
は
資
本
と
い
い
ま
す
が
、

当
時
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

  

　
当
時
は
、こ
の
よ
う
に
公
の
支
援
が
乏
し
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、そ
の
代
わ
り
に
、隣
近
所
、肉

親
の
助
け
は
濃
密
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

何
し
ろ
、一
般
町
民
が
住
む
土
地
は
限
ら
れ
て

い
た
た
め
、町
民
の
人
口
密
度
は
非
常
に
高
く
、

多
く
が
長
屋
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
井
戸
や
ト

イ
レ
も
す
べ
て
共
同
で
、特
に
家
賃
が
安
い
裏
長

屋
と
な
る
と
、隣
家
を
遮
る
壁
も
薄
く
、会
話

は
筒
抜
け
で
す
。そ
の
親
密
さ
の
た
め
か
、自
然

と
長
屋
共
同
体
と
も
い
え
る
共
通
の
連
帯
意

識
が
生
ま
れ
、共
助
の
精
神
で
、普
段
か
ら
助

け
合
っ
て
生
活
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

　
ま
た
、老
後
に
な
る
と
、子
ど
も
た
ち
が
当

然
の
よ
う
に
親
の
面
倒
を
見
て
い
ま
し
た
。
幕

府
も
一
八
〇
一
年
に
善
行
者
の
表
彰
事
例
集
と

し
て『
孝
義
録
』
を
発
行
し
、親
孝
行
を
し
た

人
を
表
彰
す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、こ
の
よ
う
な
地
縁
・
血
縁
の
ほ
か
に
、

も
と
も
と
宗
教
的
な
集
ま
り
と
し
て
存
在
し

て
い
た
「
講
」
と
い
う
組
織
も
、江
戸
庶
民
に
と

っ
て
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。 

　
貯
蓄
や
融
資
の
た
め
の
相
互
扶
助
団
体
と

し
て
、
仲
間
同
士
で
お
互
い
に
掛
金
を
持
ち 

寄
っ
て
融
通
し
合
う
な
ど
、江
戸
庶
民
に
と
っ
て

大
切
な
庶
民
金
融
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

　
と
こ
ろ
で
、当
時
、江
戸
の
町
民
は
五
十
万
人

と
も
い
わ
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
を
治
め
る
町
奉
行

所
の
役
人
は
、三
百
人
ほ
ど
と
意
外
な
ほ
ど
に

少
な
い
も
の
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、江
戸
は
自

治
組
織
が
十
分
に
整
備
さ
れ
、町
民
は
自
分
た

ち
で
町
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
例
え
ば
、

橋
が
壊
れ
て
も
、街
道
沿
い
の
大
き
な
橋
以
外

は
、幕
府
か
ら
普
請
費
用
は
出
ま
せ
ん
。
地
主
が

す
べ
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、

自
治
組
織
に
は
夜
警
を
務
め
る
木
戸
番
な
ど

塩・醤油・ 
油・炭代 
７００匁　 
４６．２％ 

米代 
３５４匁　２３．３％ 

店賃 
１２０匁　

７．９％ 

道具・家具 
１２０匁 ７．９％ 

衣服代 
１２０匁 ７．９％ 

慶弔費 
１００匁 ６．６％ 

実収入 
銀１貫 

５８７匁６分 

実収入 
銀１貫 

５８７匁６分 

実支出 
銀１貫 
514匁 

（注）銀１貫＝銀 1,000匁 
　　 銀１匁＝銀10分 
 
　　 銀と銭の交換比率によって変わりますが、銀１匁は約銭100文に相当 



規制法 金融商品 

金融オンブズネット代表 

 原 早苗 

金融商品取引法の主なポイント 
●はら さなえ●百貨店、消費者団体事務局勤務を経て、現在は埼玉大学、
上智大学等で非常勤講師。国民生活審議会、金融審議会の委員を長く務
める。消費者の視点から金融分野の問題に取り組み、消費者グループであ
る金融オンブズネットの代表。 

くらしの金融知識 

金
融
商
品
取
引
法
の
狙
い 

対
象
金
融
商
品
の
範
囲
を
拡
大 

事
業
者
は
登
録
制
に 

このコーナーでは、 
暮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いただきます。 
今回は、金融オンブズネット代表の 
原 早苗さんに登場していただきました。 

   

　
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
、金
融
商
品
取

引
法
が
完
全
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
金
融
分
野
の
規
制
緩
和（
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
）

の
進
展
に
よ
り
、多
様
な
金
融
商
品
が
登
場
し
、

金
融
広
告
が
あ
ふ
れ
、ま
た
、銀
行
や
郵
便
局

で
投
資
信
託
や
保
険
が
買
え
る
時
代
に
な
っ
て

い
ま
す
。
一
方
、複
雑
な
金
融
商
品
や
取
引
が

増
え
、ト
ラ
ブ
ル
も
増
加
し
て
い
ま
す
。 

　
私
た
ち
消
費
者
が
金
融
取
引
に
お
い
て
も
、

合
理
的
で
自
立
し
た
行
動
を
問
わ
れ
る
時
代

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

　
金
融
商
品
取
引
法
は
、投
資
性
の
あ
る
金

融
商
品
を
取
引
す
る
際
の
利
用
者
保
護
と
、

透
明
で
公
正
な
市
場
づ
く
り
を
目
指
し
た
法

律
で
す
。
証
券
取
引
法
を
改
正
、四
本
の
法
律

を
廃
止
し
て
金
融
商
品
取
引
法
と
し
、八
十
九

法
律
の
一
部
を
改
正
し
て
出
来
上
が
り
ま
し
た
。 

　
そ
の
主
な
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

    

１
．規
制
対
象
範
囲
の
拡
大 

　
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、【
図
表
１
】に
あ
る

と
お
り
、従
来
の
証
券
取
引
法
に
あ
る
有
価
証

【図表1】規制と対象商品例の新旧比較 

規制法 金融商品 

証券取引法 

金
融
商
品
取
引
法 

・国債 
・地方債 
・社債 
・株式 
・投資信託 
・有価証券に関する 
　デリバティブ取引 
　等（限定列挙） 

・国債 
・地方債 
・社債 
・株式 
・投資信託 
・信託受益権 
  
・集団投資スキーム持分 
・様々なディリバティブ取引 

金
融
商
品
販
売
法

 銀 行 法  

保 険 業 法  

不動産特定共同事業法 

・外貨預金  

・変額年金保険 

・不動産特定共同事業契約 

 

・投資性のある預金商品 

・投資性のある保険商品 

・不動産ファンド等 

 
金融商品取引法の販売・勧誘ルールに準ずる 

新
し
い
法
制 
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連 載 

も
お
り
、治
安
も
維
持
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
幕
府
か
ら
費
用
が
出
な
い
の
で
す
か
ら
、自

治
活
動
も
自
然
と
効
率
性
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

い
か
に
無
駄
を
省
く
か
と
い
う
視
点
を
大
切
に
、

自
治
を
運
営
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

　
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、一
般
庶
民
の
生
活
に

も
深
く
根
づ
い
て
い
ま
し
た
。
資
源
が
貴
重
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、で
き
る
限
り
暮
ら
し
の
中
で

無
駄
を
し
な
い
、不
要
に
な
っ
た
も
の
も
捨
て
ず

に
、再
利
用
す
る
こ
と
が
徹
底
さ
れ
ま
し
た
。

例
え
ば
、衣
料
に
お
い
て
も
、庶
民
は
通
常
、古

着
屋
で
着
物
を
買
い
ま
す
。そ
し
て
絶
え
ず
洗

い
張
り
や
継
ぎ
は
ぎ
を
す
る
な
ど
し
ま
す
。つ
い

に
、こ
れ
以
上
着
ら
れ
な
い
と
な
る
と
、お
し
め

に
再
利
用
し
ま
す
。お
し
め
と
し
て
も
使
え
な

く
な
る
ほ
ど
、ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
と
、今
度
は
ぞ

う
き
ん
と
し
て
使
い
ま
す
。そ
し
て
、最
後
に
火

に
く
べ
れ
ば
、ご
み
は
出
ま
せ
ん
。 

  

　
こ
の
よ
う
な
生
活
ス
タ
イ
ル
の
下
、江
戸
で
は

徹
底
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
が
、社
会
シ
ス
テ
ム
と
し

て
確
立
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

　
穴
の
空
い
た
鍋
な
ど
を
ハ
ン
ダ
で
繕
う
「
鋳
掛

け
屋
」
、煙
管
の
管
を
す
げ
替
え
る「
羅
宇
屋
」
、

桶
な
ど
に
た
が
を
か
け
た
り
、替
え
た
り
す
る

「
た
が
屋
」
ま
た
、「
ち
ょ
う
ち
ん
張
り
替
え
屋
」

な
ど
、多
く
の
修
理
業
者
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
さ
ら
に
、紙
や
金
属
な
ど
も
常
に
原
料
と
し

て
再
生
さ
れ
て
お
り
、例
え
ば
書
き
損
じ
た
紙

を
購
入
す
る
「
紙
屑
買
」
な
ど
も
現
れ
ま
す
。

中
に
は
、髪
の
毛
を
買
う
業
者
、落
ち
て
い
る
木

を
拾
う
「
木
拾
」
な
ど
も
い
ま
し
た
。 

　
ま
た
、し
尿
は
肥
料
と
し
て
農
家
に
売
ら
れ
、

そ
の
代
金
は
大
家
の
収
入
と
な
り
ま
し
た
。さ

ら
に
、江
戸
で
は
な
る
べ
く
新
し
い
も
の
を
買
わ

な
く
て
も
済
む
よ
う
に
、家
具
な
ど
を
レ
ン
タ

ル
す
る
「
損
料
屋
」
ま
で
あ
り
ま
し
た
。 

　
こ
の
よ
う
に
、江
戸
は
な
る
べ
く
ご
み
を
出
さ

な
い
、資
源
の
浪
費
を
し
な
い
社
会
シ
ス
テ
ム
が

確
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
少
な
い
と

は
い
え
ご
み
は
出
ま
す
。こ
の
ご
み
を
回
収
す
る

の
が「
芥
請
負
人
」
と
呼
ば
れ
る
回
収
業
者
で
す
。

長
屋
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
る
共
同
の
ご

み
た
め
場
か
ら
、船
で
永
代
島
な
ど
に
運
び
、こ

れ
が
埋
立
地
と
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、こ
の

芥
請
負
人
は
、町
内
ご
と
に
契
約
を
交
わ
し
、地

主
か
ら
回
収
費
用
を
得
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

　
環
境
問
題
に
配
慮
し
て
、現
在
「
も
っ
た
い
な

い
」
精
神
の
重
要
性
や
江
戸
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス

テ
ム
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
う
し
て
見
る

と
、な
る
ほ
ど
、江
戸
の
町
は
限
り
あ
る
資
源

を
大
切
に
す
る
シ
ス
テ
ム
が
す
み
ず
み
ま
で
行

き
渡
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。 

 

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
が
発
展 

 

い

か 

や 

ら

う

や

 

か
み
く
ず
が
い 

あ
く
た
う
け
お
い
に
ん 

そ
ん
り
ょ
う
や 

長屋の外観を再現 

当時の長屋の内部を再現 

共同井戸を再現 

※写真は3枚とも江東区深川江戸資料館提供 

お
お
や 

従来の規制と対象商品例 新しい規制と対象商品例 
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券
の
範
囲
を
拡
大
し
、次
の
二
つ
を
取
り
込
み
、

で
き
る
だ
け
法
律
の
す
き
間
に
落
ち
る
金
融

商
品
を
な
く
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

○
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム（
フ
ァ
ン
ド
）の
持
分 

　
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
と
は
、①
他
者
か
ら

金
銭
等
の
出
資
を
受
け
、②
集
め
た
出
資
金

を
用
い
て
事
業
を
行
い
、③
そ
の
事
業
か
ら

生
じ
る
収
益
等
を
出
資
者
等
に
分
配
す
る

仕
組
み
で
す
。
仕
組
み
は
組
合
形
態
な
ど
さ

ま
ざ
ま
で
す
が
、対
象
範
囲
が
証
券
取
引
法

よ
り
幅
広
く
な
り
ま
し
た
。 

○
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
拡
大 

　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
は
、金
融
派
生
商
品

と
も
呼
ば
れ
、幅
広
い
資
産
・
指
標
に
関
す

る
複
雑
な
取
引
で
す
。
通
貨
・
金
利
ス
ワ
ッ
プ

取
引
や
天
候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
も
対
象
と

な
り
ま
す
。 

 

２
．投
資
性
の
あ
る
預
金
・
保
険
な
ど
は
、

　
ほ
ぼ
同
じ
行
為
規
制 

　
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、一
般
の
預
金
や
保

険
は
対
象
範
囲
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

仕
組
み
預
金
や
外
貨
預
金
、変
額
保
険
年
金
、

商
品
先
物
取
引（
国
内
）な
ど
投
資
性
の
あ
る

金
融
商
品
に
は
、金
融
商
品
取
引
法
と
同
等
の

販
売
・
勧
誘
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

３
．金
融
商
品
取
引
業
は
登
録
制 

　
金
融
商
品
の
取
引
を
行
う
業
者
は
、内
閣

総
理
大
臣
に
申
請
、登
録
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
。 

　
金
融
商
品
取
引
業
の
種
類
は
、次
の
四
つ
で
す
。 

・
第
一
種
金
融
取
引
業 

・
第
二
種
金
融
取
引
業 

・
投
資
運
用
業 

・
投
資
助
言
・
代
理
業 

　
金
融
商
品
取
引
業
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
く
な

っ
て
い
ま
す
か
ら
、多
様
な
業
者
が
参
入
し
て

く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、「
登
録

を
受
け
た
業
者
」
か
ど
う
か
、金
融
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
業
者
の
信
用

状
態
も
調
べ
ま
し
ょ
う
。  

あ
な
た
は
プ
ロ
？ 

ア
マ
？ 

　
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、対
象
者
が
特
定

投
資
家（
プ
ロ
）か
、一
般
投
資
家（
ア
マ
）か
に

よ
っ
て
利
用
者
保
護
ル
ー
ル
に
差
を
設
け
て
い

ま
す
。プ
ロ
に
は
、利
用
者
保
護
ル
ー
ル
の
ほ
と

ん
ど
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。 

　
ア
マ
が
プ
ロ
に
移
行
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

ま
し
た
が
、「
そ
の
取
引
に
つ
い
て
一
年
以
上

の
取
引
経
験
が
あ
り
、純
資
産
額
三
億
円
以

上
、投
資
性
の
あ
る
金
融
資
産
三
億
円
以
上
」

の
人
で
、取
引
ご
と
の
申
し
出
制
を
と
っ
て
い

ま
す
。 

      

　 １
． 

広
告
の
規
制
は
二
本
柱 

　
広
告
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
入
手
で
き
る

反
面
、広
告
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
と
、そ
の
表

現
に
消
費
者
は
引
っ
ぱ
ら
れ
が
ち
で
す
。
金
融

商
品
取
引
法
で
は
、広
告
規
制
に
つ
い
て
二
つ
の

柱
を
立
て
て
い
ま
す
。 

　
広
告
は
、郵
便
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、電
子
メ
ー
ル
、ビ
ラ
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
多
数
の
者
に
同
じ
よ
う
な
内

容
で
行
う
情
報
提
供
の
す
べ
て
を
含
み
ま
す
。 

○
「
重
要
事
項
」
な
ど
の
表
示
の
義
務
付
け 

　
表
示
す
べ
き
事
項
と
し
て
は
、事
業
者
名
、

登
録
番
号
、重
要
事
項（
手
数
料
、保
証
金

な
ど
の
情
報
、金
利
等
の
変
動
に
よ
っ
て
損
失

が
生
じ
る
お
そ
れ
、元
本
を
上
回
る
損
失
が

生
じ
る
お
そ
れ
、顧
客
が
不
利
益
と
な
る
事

実
な
ど
）が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
特
に
、リ
ス
ク
に
関
す
る
表
示
は
、そ
の
広

告
に
使
わ
れ
て
い
る
最
大
の
文
字
と
著
し
く

異
な
ら
な
い
大
き
さ
の
文
字
で
表
示
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

○
有
利
に
誤
認
さ
せ
る
表
示
の
禁
止 

　
利
益
の
見
込
み
に
つ
い
て
著
し
く
事
実
に

相
違
す
る
表
示
、著
し
く
人
を
誤
認
さ
せ
る

表
示
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。 

　
実
際
の
例
で
、注
意
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
見
て

み
ま
し
ょ
う（
事
例
１
、事
例
2
を
参
照
）。 

　
法
律
が
施
行
さ
れ
た
後
、金
融
広
告
は
ず
い

ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
法
律
の
効
果
が
表
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

２
．取
引
（
販
売
・
勧
誘
）の
場
面
の 

　
ル
ー
ル 

　
ま
ず
業
者
は
顧
客
の
知
識
や
経
験
、資
産

状
況
、購
入
目
的
等
を
確
認
し
た
上
で
、顧
客

に
合
っ
た
商
品
を
勧
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。（
適
合
性
の
原
則
） 

　
例
え
ば
、投
資
知
識
や
経
験
が
ま
っ
た
く
な

 

 

真実ではないことを言って
購入をすすめること。 
（虚偽の説明） 

頼んでもいないのに自宅
や勤務先に押しかけてき
たり、電話をかけてきて、取
引を勧誘すること。 
（不招請勧誘） 
※当面、外国為替証拠金取
　引（店頭取引）のみ 

「必ず上がります」とか「絶
対に○○になる」と断定す
ることや、そう思わせるような
表現を使って購入を誘うこと。 
（断定的判断の提供） 

「いりません」とはっきり断
ったのに、しつこく取引を勧
誘すること。（再勧誘） 
※当面、金融先物取引のみ 

【図表2】業者に禁止している行為 （事例1-リーフレット）預金よりかなり高利な定期預金ですが…（注） 

（事例2-新聞広告）収益追求型の株式投資信託ですが… 

 

くらしの金融知識 

広
告
の
規
制
お
よ
び  

販
売
・
勧
誘
の
ル
ー
ル 

・原則として中途解約を認めていません。

　中途解約すると元本割れするリスク商

　品（仕組み預金）です。 

　重要事項の「顧客が不利益となる事実」

　についての明記が必要です。 
 

（注）預金は金融商品取引法の対象外ですが、投資 
性のある預金については、金融商品取引法の
広告規制が準用されます。 

中途解約すると・・・ 

ここまで見ないと！ 

・株式で運用する投資信託ですから、リスクがあります。「利益の見込みについて著しく事実に相違する表示」のおそれがあります。 
・下の欄のこんな小さな活字の注意事項では見落としてしまいますね。「リスクに関する表示はその広告に使われている最大の文
　字と著しく異ならない大きさの文字で表示すること」に抵触するおそれがあります。 
・「手数料」の表示が必要です。 
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さ
ら
に
、業
者
は
、契
約
前
に
契
約
の
内
容

を
説
明
す
る
書
面
を
顧
客
に
必
ず
渡
す
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。（【
図
表
3
】参
照
）

　
契
約
締
結
前
書
面
や
目
論
見
書
、業
者
と

の
や
り
と
り
の
メ
モ
な
ど
は
必
ず
保
管
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。ま
た
、契
約
締
結
後
も
、取
引
内

容
に
つ
い
て
は
定
期
的
に
チ
ェッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。 

 
  

金
融
商
品
販
売
法
に
つ
い
て
も
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う 

 

　
金
融
商
品
販
売
法（
平
成
十
三
年
施
行
　
十
八
年
改
正
）は
、

金
融
商
品
取
引
法
と
両
輪
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。 

　
金
融
商
品
販
売
法
で
は
、金
融
商
品
の
勧
誘
・
販
売
時
に
お

け
る
業
者
の
次
の
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
、販
売
業

者
に
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、立
証

責
任
は
、損
害
賠
償
を
求
め
る
消
費
者
側
に
あ
り
ま
す
。 

　
対
象
範
囲
は
、一
般
の
預
金
、保
険
、有
価
証
券
、海
外
商
品

先
物
取
引（
国
内
商
品
先
物
取
引
は
対
象
外
）な
ど
も
含
み
、金

融
商
品
取
引
法
よ
り
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

○
販
売
業
者
に
契
約
内
容
の
う
ち
、特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い 

　
て
説
明
義
務
を
課
し
、そ
の
違
反
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
場
合 

○
販
売
業
者
に
断
定
的
判
断
の
提
供
を
禁
止
し
、そ
の
違
反
に

　
よ
り
損
害
を
被
っ
た
場
合 

※
重
要
事
項
と
は
、リ
ス
ク
に
関
す
る
こ
と
、取
引
の
仕
組
み
の
重
要

　
な
部
分
、期
間
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。 

※
損
害
賠
償
の
請
求
が
で
き
る
損
害
額
は
、「
元
本
欠
損
額
」
で
す
。

　
元
本
欠
損
額
は
推
定
さ
れ
ま
す
。 

　
実
際
に
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場
合
の
相
談
は
、

各
地
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、法
テ
ラ
ス
、弁
護

士
会
な
ど
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
業
界

団
体
も
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。 

透
明
で
公
正
な
市
場
づ
く
り 

 

　
金
融
商
品
取
引
法
は
、透
明
で
公
正
な
市

場
づ
く
り
も
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

次
の
制
度
を
拡
充
し
ま
し
た
。 

○
上
場
企
業
の
情
報
開
示
制
度
を
充
実 

　
有
価
証
券
の
決
算
報
告
書
の
四
半
期
ご

と
の
開
示
や
、記
載
内
容
が
適
正
で
あ
る
こ

と
の「
確
認
書
」の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。 

○
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
違
反
や
不
公
正
な 

　
取
引
違
反
な
ど
の
罰
則
の
強
化 

　
不
公
正
な
取
引
や
風
説（
う
わ
さ
）の
流

布
、相
場
操
縦
、イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、見
せ

玉（
売
買
が
盛
ん
な
よ
う
に
見
せ
か
け
る
た

め
に
架
空
の
注
文
を
出
し
、約
定
が
成
立
し

そ
う
に
な
る
と
取
り
消
す
行
為
）な
ど
に
、

刑
事
罰
、課
徴
金
を
課
す
な
ど
の
罰
則
が

強
化
さ
れ
ま
し
た
。 

○
証
券
取
引
所
な
ど
自
主
規
制
機
関
の
機
能

　
を
強
化
し
、適
正
な
運
営
の
確
保 

○
公
開
買
付
制
度
や
大
量
保
有
報
告
制
度
の

　
見
直
し 

　
私
た
ち
個
人
も
市
場
に
参
加
し
て
い
る
一

員
で
す
。
不
公
正
な
取
引
違
反
を
し
た
場
合
は

罰
則
が
か
か
り
ま
す
。
金
融
商
品
取
引
法
は
、

自
立
し
た
消
費
者
の
登
場
を
求
め
て
い
ま
す
。 

《金融商品を契約するときのチェックポイント》 
チェックもれはないですか？チェックがつかない項目は、再度、確認をしましょう。 

（契約するときに） 
  1）あなたが運用しようとしている資金は、投資してもいいものですか。 

  2）金融取引業者は登録業者ですか。 

  3）契約の意思がないのに勧誘されていませんか。 

  4）金融商品の説明は書面にもとづいて受けましたか。 

  5）あなたにわかりやすい言葉で説明し、丁寧に質問に答えてくれましたか。 

  6）説明は十分わかりましたか。 

  7）金融商品の仕組みはわかりましたか。 
  8）元本割れのリスクや、追加の支払いを求められるといったリスクについては、
　   理解できましたか。 

  9）手数料や報酬がいくらかかるかわかりましたか。 
　  （契約時、契約中、解約時・総額） 

10）解約の条件の有無と内容がわかりましたか。 

11）「儲かります」「絶対損はありません」といった誘い文句で勧誘を受けていませんか。 

12）ネット取引は自己判断をより問われます。 
　  十分、商品内容を確認し、理解できましたか。 

13）契約締結前書面や目論見書の内容を確認しましたか。 

14）訪問や電話を受けて、すぐに契約するのはやめましょう。 
 
（契約後） 
15）契約の内容は、取引中も定期的にチェックしましょう。 

16）金融商品のパンフレットや説明書は、契約が終わるまで保管しておきましょう。 

17）質問したことや回答もメモに残しましょう。 
　  万一、金融取引業者とトラブルになったとき大事な証拠となります。 

18）金融取引業者とトラブルになったときに相談できるところを確認しておきましょう。 

このチェックポイントだけで万全というわけではありません。自分なりに工夫してみま
しょう。 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
 

□ 
 

□ 

□ 

□ 
 

□ 

□ 
 
 

□ 

□ 

□ 
 

□ 

 

わ
か
り
や
す
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す 

　
金
融
広
報
中
央
委
員
会
で
は
、初
心
者
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
は

や
わ
か
り
金
融
商
品
取
引
法
＆
金
融
商
品
販
売
法
」
を
作
成
し

て
い
ま
す（
執
筆
協
力:

原
早
苗
ほ
か
）。
全
文
が
、知
る
ぽ
る
と

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。http://w

w
w
.shirupo 

ruto.jp/finance/trouble/torihiki/index.htm
l 

くらしの金融知識 

①登録業の種類と登録番号　 

②事業者名と住所　　　　　 

③金融商品の概要 

④手数料や報酬などの費用 

⑤元本割れの可能性があるこ

　とと、その原因　　 

⑥最初に投資した金額を失った

　うえに追加の支払いを求めら

　れる可能性がある取引の場

　合は、その原因 

⑦契約が途中で終了するような

　ことがあるかどうか、ある場

　合にはその理由 

⑧クーリング･オフの対象か否か 

⑨顧客からの連絡先（例えば、

　お問い合わせ電話番号） 

など 

登録業者かどうかを、 

再確認しましょう。 

先物取引やオプション取

引等を行うと、大きな損

失を被ることがあります。 

購入時だけでなく購入後

も手数料や報酬がかかり

ます。トータルの費用を確

認することが重要です。 

解約に制限があるものや、

途中解約すると手数料を

課されるものもあります。 

例えば、次のような場合

に元本割れとなります。 

・時価が買値よりも下落

　した場合 

・約束されていた元金の

　支払が行われない場合 

・外貨建資産に投資を

　した場合は、時価>買
　値であっても、円換算

　すると元本割れとなる

　こともあります。 

クーリング・オフができる

のは、投資顧問契約に

限られています。契約内

容をしっかりと確認しまし

ょう。 

①・②・③・⑦・⑨は、文字の大きさ○（8pt）以上で、
④・⑤・⑥・⑧は、文字の大きさ○（12pt）以上での表示が必要です。

【図表3】書面に記載することが義務づけられている事項 
い
人
に
、そ
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
ハ
イ
リ
ス
ク

型
の
投
資
信
託
を
勧
め
る
よ
う
な
こ
と
は
、こ

の
義
務
に
違
反
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、業
者
の【
図
表
2
】（
前
頁
）の
よ
う
な

行
為
は
、顧
客
の
投
資
判
断
を
誤
ら
せ
る
も
の

と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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