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日
本
の
貨
幣
の
生
い
立
ち

　

２
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
連
載
「
会
計
士
の
や
さ
し
い

お
金
の
話
」
も
、
と
う
と
う
最
終
回
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
私
が
好
き
な
「
歴
史
」
に
つ
い
て
語
ら
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。
お
金
の
視
点
か
ら
見
る
と
、学
校
で
習
っ

た
日
本
史
も
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
に
見
え
て
く
る
、
と

い
う
の
が
最
終
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
戦
国
時
代
。
こ
の
時
代
が
「
日
本
の
『
貨
幣
』

の
歴
史
に
お
け
る
一
大
転
換
期
で
あ
っ
た
」
と
い
う
事
実

は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
核
心
に
迫
る
前
に
、
戦
国
以
前
の
日
本
の
貨
幣

史
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
簡
単
に
お
さ
ら
い
し

よ
う
。

　

ま
ず
、
飛
鳥
時
代
に
国
内
最
初
と
い
わ
れ
る
金
属
貨

幣
「
富
本
銭
」
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
平
城
京
の
建

設
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
発
行
さ
れ
た
の
が
「
和
同
開

珎
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
あ
ま
り
に
有
名
な
た
め
、
日
本

で
は
国
産
の
貨
幣
が
絶
え
ず
流
通
し
て
い
た
と
思
っ
て
い

る
人
も
い
る
。
だ
が
、
実
は
国
産
貨
幣
の
歴
史
は
平
安
前

期
に
い
っ
た
ん
終
焉
を
迎
え
て
い
る
。
原
料
で
あ
る
銅
の

枯
渇
や
貨
幣
政
策
の
失
敗
な
ど
が
原
因
だ
。

　

そ
し
て
金
属
貨
幣
を
失
っ
た
日
本
は
、
絹
や
布
を
貨

幣
代
わ
り
に
す
る
「
物
品
貨
幣
」
の
時
代
へ
と
逆
戻
り

し
て
し
ま
う
。
こ
の
逆
行
は
世
界
史
的
に
見
て
も
珍
し
い

現
象
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
が
再
び
金
属
貨
幣
を
手
に
す
る
の
は
、

平
安
末
期
。
平
清
盛
が
、
中
国
の
貨
幣
で
あ
る
「
宋
銭
」

を
輸
入
し
日
本
の
通
貨
と
し
て
使
用
す
る
政
策
を
と
っ
た

の
だ
。
こ
の
宋
銭
は
、
朝
廷
や
鎌
倉
幕
府
の
反
対
に
も
か

か
わ
ら
ず
民
間
主
導
で
爆
発
的
に
普
及
し
、
そ
の
後
の

連載エッセイ
会計士の
やさしい
お金のお話

第
8
回

山田 真哉 やまだ・しんや

公認会計士・税理士。1976年兵庫県神戸市生まれ。大
阪大学文学部史学科卒業。大手監査法人を経て、現在、
会計事務所所長。企業のCFOや政府の委員、経済ドラ
マのブレーン等も務める。
代表作は160万部突破の『さおだけ屋はなぜ潰れない
のか？』など。会計ミステリー小説『女子大生会計士の
事件簿』はシリーズ100万部を突破し、TVドラマも放映
された。現在、NHK総合『ビジネス新伝説 ルソンの壺』、
BS11『宮崎美子のすずらん本屋堂』などにレギュラー出
演中。最新刊は、『問題です。2000円の弁当を3秒で

「安い！」と思わせなさい』。

公
認
会
計
士
と
し
て
も
作
家
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
山
田
真
哉
さ
ん
。

連
載
の
最
終
回
は
日
本
の
貨
幣
の
黎
明
期
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
で
す
。

意
外
な
事
実
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

試
練
に
さ
ら
さ
れ
た

貨
幣
経
済
の
あ
け
ぼ
の
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と
し
た
貨
幣
制
度
に
シ
フ
ト
し
、
銅
銭
を
作
ら
な
く
な
っ

た
結
果
、
日
本
は
銭
不
足
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
が
中
国
の
通
貨
政
策
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
た

形
で
あ
り
、
現
在
の
世
界
経
済
が
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
経
済
発
展
を
支
え
続
け
た
。

　

と
こ
ろ
が
戦
国
時
代
、
貨
幣
の
世
界
は
大
混
乱
期
を

迎
え
る
。
こ
れ
ま
で
貨
幣
普
及
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た

「
銭
の
価
値
は
す
べ
て
同
じ
（
１
枚
＝
１
文
）」
と
い
う

ル
ー
ル
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
結
果
的
に
日
本
で

流
通
す
る
銭
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
１
枚
＝

０
・
５
文
」、「
１
枚
＝
０
・
１
文
」
と
い
っ
た
異
な
る
レ
ー

ト
が
つ
け
ら
れ
、
円
滑
な
取
引
を
阻
害
す
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
貨
幣
の
混
乱
は
経
済
に
影
響
を
与
え
た
だ

け
で
は
な
く
、
領
主
た
ち
の
統
治
能
力
を
も
問
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　

実
は
、
こ
こ
で
見
事
な
経
済
手
腕
を
見
せ
た
の
が
、
全

国
統
一
の
先
駆
け
と
な
っ
た
織
田
信
長
と
徳
川
幕
府
を
完

成
さ
せ
た
三
代
将
軍
徳
川
家
光
で
あ
る
。

　

一
大
転
換
期
に
あ
っ
た
戦
国
の
貨
幣
経
済
に
立
ち
向

か
っ
た
、
彼
ら
の
活
躍
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
見
て
み

よ
う
。

　

戦
国
時
代
は
、
銅
銭
だ
け
で
も
40
種
類
以
上
が
乱
立

し
、
金
や
銀
、
布
や
米
も
貨
幣
と
さ
れ
た
と
い
う
日
本

史
上
、
稀
有
な
時
代
で
あ
る
。
こ
の
貨
幣
の
乱
れ
は
、
何

が
原
因
だ
っ
た
の
か
。

　

平
安
末
期
よ
り
、
銅
銭
は
自
国
で
は
作
ら
ず
、
中
国

か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
た
こ
と
は
先
に
お
話
し
し
た
。
そ
の

た
め
、
室
町
時
代
中
期
に
中
国
が
銅
銭
か
ら
銀
を
中
心

影
響
を
大
き
く
受
け
て
し
ま
う
点
に
よ
く
似
て
い
る
。

　

有
名
な
「
応
仁
の
乱
」
と
い
う
内
乱
が
１
４
６
７
年

に
あ
る
が
、
こ
れ
も
銭
不
足
を
原
因
と
す
る
、
細
川
家
と

大
内
家
と
の
間
の
銅
銭
輸
入
を
巡
る
争
い
と
い
う
側
面

も
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
後
、
銭
不
足
は
「
撰
銭
（
え
り
ぜ
に
）」
と
い
う

行
為
を
生
ん
だ
。
撰
銭
と
は
、
売
買
の
際
に
銭
貨
を
「
え

り
好
み
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
ど
ん
な
銅
銭

で
も
価
値
は
「
１
枚
＝
１
文
」
だ
っ
た
の
が
、
銅
銭
に
書

か
れ
た
銘
文
や
形
に
よ
っ
て
、
１
文
以
下
の
銅
銭
が
大
量

に
発
生
し
た
の
だ
。

　
「
撰
銭
」
の
原
因
に
は
諸
説
あ
る
の
だ
が
、
私
は
銅
銭

の
価
値
に
差
を
つ
け
る
こ
と
で
、
商
人
た
ち
が
独
自
に
通

貨
供
給
量
を
調
整
し
、
イ
ン
フ
レ
や
デ
フ
レ
に
傾
い
た
経

済
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て

い
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
の
日
銀
の
よ
う
な
役
割
を
そ
れ
ぞ

れ
独
自
に
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
が
、
戦
国

時
代
初
期
の
話
。

　

し
か
し
、
撰
銭
が
進
む
と
、
取
引
の
た
び
に
手
間
が
か

か
り
、
銭
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
銭
が
流

通
し
な
け
れ
ば
、
商
売
は
さ
ら
に
不
便
に
な
り
経
済
活

動
も
滞
る
。
そ
の
た
め
、
各
地
の
戦
国
大
名
は
撰
銭
を

規
制
す
る
法
律
を
出
す
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
一
番
革
新

的
な
法
律
を
出
し
た
の
が
織
田
信
長
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
法
律
で
は
「
×
×
と
い
う
銭
の

使
用
を
禁
止
す
る
」、「
△
△
と
い
う
銭
は
支
払
額
の
３
割

ま
で
混
ぜ
て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、

信
長
は
、「
銭
を
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
細
分
化
し
、
お
の

国
内
で
の
固
定
為
替
レ
ー
ト
を

導
入
し
た
信
長



銅
銭
復
活
を
成
し
遂
げ
た

徳
川
家
光
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お
の
レ
ー
ト
を
決
め
る
」
と
い
う
『
為
替
レ
ー
ト
』
の
概

念
を
追
加
し
た
の
だ
。

　

為
替
レ
ー
ト
は
民
間
の
撰
銭
で
も
使
わ
れ
て
い
た
が
、

人
に
よ
っ
て
基
準
が
異
な
る
う
え
、
日
々
レ
ー
ト
が
変
動

す
る
不
安
定
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
信
長
は
こ
の

無
秩
序
な
現
場
ル
ー
ル
を
統
一
し
、
安
定
し
た
「
固
定
相

場
制
」
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
信
長
は
、
他
の
戦
国
大
名
よ
り
も
一
歩
抜
け

出
し
た
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

な
お
、
時
代
劇
で
信
長
が
登
場
し
た
ら
、
ぜ
ひ
織
田

軍
の
旗
印
を
見
て
ほ
し
い
。
旗
に
は
、
永
楽
銭
と
い
う
銅

銭
が
描
か
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
信
長
が
ど
れ
だ
け
貨
幣
政

策
を
重
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
一
例
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
に
途
絶
え
た
「
日
本
独
自
の
銅
銭
」
を
、

７
０
０
年
ぶ
り
に
復
活
さ
せ
た
の
は
徳
川
家
で
あ
る
。

「
寛
永
通
宝
」
と
い
う
名
を
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
銭
形
平
次
で
お
な
じ
み
の
銅
銭
で
あ

る
。
徳
川
幕
府
の
成
立
時
に
権
威
の
象
徴
と
し
て
作
ら

れ
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
、
そ
の
登
場
は
三
代
将

軍
・
家
光
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

な
ぜ
家
康
や
秀
忠
が
作
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
日
本
独

自
の
銅
銭
を
、
家
光
が
復
活
さ
せ
た
の
か
？

　

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、「
海
外
へ
の
銅
銭
の
大
量
輸
出
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

日
本
は
、
戦
国
時
代
半
ば
ま
で
は
銅
銭
を
輸
入
に
頼
っ

て
い
た
が
、
国
内
の
鉱
山
開
発
が
進
ん
で
銅
が
大
量
産
出

さ
れ
た
た
め
、
各
地
の
大
名
や
民
間
人
に
よ
っ
て
、
中
国

銭
を
マ
ネ
た
銅
銭
が
大
量
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
逆
に
日
本
が
銅
銭
の

輸
出
国
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
品
質
が
極

め
て
高
か
っ
た
た
め
、
日
本
や
オ
ラ
ン
ダ
の
商
人
た
ち
が

大
量
に
買
い
付
け
て
東
南
ア
ジ
ア
に
輸
出
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
銅
銭
の
大
量
輸
出
が
続
く
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
国
内
の
銅
資
源
の
大
量
流
出
で
あ
る
。
銭
不
足
を

引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
当
時
は
銅
銭
の
ほ
か
に
金
貨
・

銀
貨
も
存
在
し
て
い
た
が
、
少
額
決
済
の
場
に
お
い
て
銅

銭
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
だ
。

　

こ
れ
を
食
い
止
め
る
に
は
、
銅
銭
の
輸
出
を
禁
止
す
る

と
と
も
に
、
外
国
で
流
通
し
な
い
よ
う
、
中
国
銭
の
マ
ネ

で
は
な
い
独
自
の
銭
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
家

光
は
、
１
６
３
５
年
に
日
本
人
の
海
外
渡
航
・
帰
国
を
禁

止
（
朱
印
船
貿
易
の
終
了
）、翌
年
に
寛
永
通
宝
を
発
行
、

さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
銅
の
輸
出
を
全
面
禁
止
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
１
６
３
９
年
に
は
鎖
国
が
完
成
す
る
。

鎖
国
に
は
、
新
た
に
構
築
さ
れ
た
貨
幣
シ
ス
テ
ム
に
、
銭

の
流
出
入
な
ど
海
外
か
ら
の
経
済
的
影
響
を
排
除
す
る

目
的
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

さ
て
、
寛
永
通
宝
の
発
行
に
は
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
１
６
３
５
年
の
「
参
勤
交
代
の
義
務
化
」

で
あ
る
。
参
勤
交
代
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
大
人
数
が
旅

す
る
こ
と
で
食
事
や
宿
の
代
金
が
大
変
な
額
に
な
る
う

え
、
宿
場
町
な
ど
で
そ
の
都
度
、
少
額
決
済
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
実
施
さ
せ
る
た
め

に
、幕
府
は
大
量
の
銭
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
大
量
で
あ
る
だ
け
で
は
ま
だ
足
り
な
い
。
全

国
で
価
値
が
統
一
さ
れ
た
銭
が
な
け
れ
ば
、
大
名
は
江
戸

ま
で
の
道
中
、
通
過
す
る
地
域
ご
と
に
通
用
す
る
銭
を
用

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
よ
り
、
家
光
は
旧
来
の
銭
を
廃
止

し
て
、
寛
永
通
宝
の
み
を
法
定
通
貨
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
寛
永
通
宝
は
明
治
時
代
中
期
ま
で
使
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
「
寛
永
通
宝
」、「
鎖
国
」、「
参
勤
交
代
」。
授
業
で
丸

暗
記
し
た
一
見
バ
ラ
バ
ラ
な
事
柄
も
、
背
景
を
知
れ
ば
す

べ
て
が
つ
な
が
る
。
こ
れ
が
、
お
金
か
ら
歴
史
を
見
る
利

点
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

日本の貨幣の生い立ち 連載エッセイ 会計士のやさしいお金のお話
第 8回
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