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江
戸
の
貨
幣
と

暮
ら
し

～
統
一
貨
幣
の
あ
け
ぼ
の

にっぽん

お か ね
紀 行

　
江
戸
時
代
の
貨
幣
制
度
と
は
？

一両（小判一枚）を基準とした各貨幣等価表

　

お
金
に
は
物
な
ど
と
交
換
す
る
こ
と
、
値
打
ち

を
計
る
こ
と
、
そ
し
て
、
貯
め
る
こ
と
の
３
つ
の
働

き
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
働
き
は
、
古
の
時
代

か
ら
現
在
ま
で
、
基
本
的
に
か
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
た
ち
が
昔
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き

る
時
代
劇
の
舞
台
、
江
戸
時
代
の
お
金
は
ど
の
よ
う

な
仕
組
み
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
、
徳
川
幕
府
が
流
通
さ
せ
た
金
貨
、

銀
貨
、
銭
（
銅
）
貨
は
、
単
位
も
性
格
も
異
な
る

貨
幣
を
併
存
さ
せ
た
貨
幣
制
度
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
幕
府
は
全
国
通
用
の
貨
幣
制
度
を
定
め
、
貨

幣
発
行
権
の
独
占
と
、
貨
幣
様
式
の
統
一
を
図
り
ま

し
た
。
金
貨
は
小
判
１
枚
の
一
両
を
基
準
に
額
面
金

額
と
枚
数
で
価
値
を
表
す
「
計
数
貨
幣
」、
銀
貨
は

匁(=

３・７
５
ｇ)

と
い
う
重
さ
の
単
位
に
よ
り
価

値
を
示
す
「
秤
量
貨
幣
」、
銭
貨
は
１
枚
が
一
文
の

「
計
数
貨
幣
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の

価
値
体
系
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
各
貨
幣

そ
れ
ぞ
れ
で
交
換
（
両
替
）
す
る
と
き
に
は
、
そ
の

時
々
の
相
場
が
用
い
ら
れ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
お
金
は
ど
こ
で
作
ら
れ
て
い
た
の
か

ご
存
知
で
す
か
？

　

銀
座
（
今
の
銀
座
二
丁
目
あ
た
り
）
で
銀
貨
が

鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ご
存
知
の
方
は
多
い
と
思

い
ま
す
。
で
は
、
金
貨
は
ど
こ
で
鋳
造
さ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。 

江
戸
時
代
、
小
判
や
一
分
金
な
ど
、

大
判
以
外
の
金
貨
は
、「
金
座
」
と
い
う
鋳
造
所
で

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
に
あ
っ
た
金
座
の
場
所

は
、
現
在
の
日
本
銀
行
本
店
が
あ
る
日
本
橋
本
石

町
な
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
大
判
は
「
大
判
座
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

銀 貨

▼ 江戸中期以降 ▼
（計数貨幣）

金 貨 銭 貨

丁銀・豆板銀（秤量貨幣）
50～60匁

小判
×1

一文銭
×4,000～10,000

二分金
×2

五匁銀
×12

一分銀
×4

二朱銀
×8

一朱銀
×16

一分金
×4

二朱金
×8

一朱金
×16

［第1回］
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落語の大金は五十両
「芝浜」「文七元結」「柳田格之進」

など落語に登場する大金といえば

五十両。“切り餅”（小判を和紙に包

んで封印をした包み金の俗称）ふた

つ分です。一両4万円なら200万

円、一両12万円なら600万円とな

ります。

　
江
戸
時
代
の
暮
ら
し
、

　
そ
し
て
お
金

ことわざや時代劇に出てくるお金はいくら？

江戸時代のお金の価値が今のいくらに当たるかというのは、
大変難しい問題です。一応の目安として江戸中期の1両を当
時と現代の米価からみると約４万円、同じくそば代金でみると
12～13万円となると言われています。ここではこれを頭に置
いて想像してみましょう。

「早起きは三文の徳」の三文っていくらくらい？
江戸中～後期の幕府の公定レートは、金１両＝銀60匁＝銭4,000
文でした。1両が４万円～12万円だとすると、１文は10円～ 30円。
したがって三文は、30円～100円ぐらいでしょうか。ちなみに「三
文の得」と書く場合もありますが、「お金を得する」という意味で
はなく、「ご利益がある」という意味です。

　

そ
れ
に
し
て
も
江
戸
時
代
の
貨
幣
制
度
は
複
雑

で
し
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
金
の
産
地
が
あ
っ
た
東
国
を
基
盤
に
天
下
統
一

し
た
家
康
は
、
は
じ
め
に
金
貨
を
中
心
と
し
た
貨
幣

制
度
の
導
入
を
試
み
ま
し
た
。
一
方
、
銀
の
産
地
の

多
い
西
国
で
は
、
当
時
強
い
経
済
力
を
持
つ
大
坂
商

人
た
ち
が
東
洋
諸
国
と
の
貿
易
に
銀
を
使
用
し
て
い

ま
し
た
。
家
康
も
西
国
で
の
「
銀
遣
い
」
の
習
慣
を

変
え
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
で
し
た
。
小
額
貨
幣
に

つ
い
て
は
、
海
外
渡
来
や
国
内
各
地
で
作
ら
れ
た
さ

ま
ざ
ま
な
銭
貨
が
庶
民
の
日
常
生
活
で
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
１
６
３
６
年
の
寛
永
通
宝
の
発
行
以
降
、

統
一
的
な
銭
貨
が
安
定
し
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
東
国
の
金
遣
い
、
西
国
の

銀
遣
い
、
そ
し
て
銅
貨
（
銭
貨
）
は
庶
民
」
と
い
う

三
貨
制
度
の
仕
組
み
が
成
立
し
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
時
代
劇
に
た
び
た
び
出
て
く
る
年
貢

米
で
す
が
、
お
米
を
お
金
に
交
換
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
現
在
の
台
東
区
蔵
前
に
あ
っ
た
「
札
差
（
ふ
だ

さ
し
）」
と
い
う
仕
事
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
当
時

幕
府
か
ら
旗
本
・
御
家
人
に
支
給
さ
れ
る
お
米
を

仲
介
し
た
の
が
こ
の
「
札
差
」
で
、
お
米
の
受
け
取

り
・
運
搬
・
売
却
な
ど
の
手
数
料
を
と
る
生
業
で

す
。
札
差
の
「
札
」
と
は
米
の
支
給
手
形
の
こ
と
で
、

蔵
米
の
藁わ
ら

束た
ば

に
差
し
て
順
番
待
ち
を
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
札
差
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
「
江
戸
っ
子
は
宵
越
し
の
銭
は
も
た
ね
ぇ
」

な
ど
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
江
戸
に
は
数
多
く
の

職
業
が
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

今
で
も
そ
う
で
す
が
、
当
時
の
江
戸
は
１
０
０
万
人

と
世
界
最
大
の
都
市
で
し
た
。
江
戸
に
住
む
た
く

さ
ん
の
人
と
、
そ
の
人
々
に
向
け
ら
れ
た
数
々
の

サ
ー
ビ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
生
み
出
し
て
い
た

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
水
道
水
が
な
か
っ
た
こ
の
時

代
、
水
を
売
り
歩
く
商
売
の
「
水
屋
」。
時
代
劇
で

見
る
井
戸
の
ほ
と
ん
ど
は
川
か
ら
引
き
込
ん
だ
水
を

溜
め
て
お
き
、
そ
れ
を
樋
で
渡
し
て
い
ま
す
。
こ
の

樋
が
行
き
渡
ら
な
い
場
所
へ
は
「
水
屋
」
が
売
り

歩
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
商
売
を
は
じ
め
、
多
く
の
商
売
の
ほ
と

ん
ど
は
、
明
日
か
ら
で
も
個
人
で
手
軽
に
始
め
ら
れ

る
も
の
。
つ
ま
り
「
今
日
一
文
も
無
く
な
っ
て
も
明

日
稼
げ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
が
真
相
の
よ
う
で
す
。

　

た
だ
し
「
宵
越
し
の
銭
」
の
使
い
道
は
「
チ
ッ
プ
」

だ
っ
た
り
「
仲
間
に
振
る
舞
う
」
こ
と
が
多
く
、
自

分
の
た
め
に
使
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。

千両箱っていくら入っているの？
江戸時代の歴史は265年と長く、当然のよう
にその間物価も変動しています。そのため千両

箱に入っているお金の価値
もずいぶん変化し、数百万
円から数億円前後とかなり幅
があると考えられています。


