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“おかね”を語る

　

江
戸
時
代
に
は
「
商
」
が
下
品
と
さ
れ
た
。
何
か
を
銭
で
あ

が
な
う
と
い
う
こ
と
が
不
浄
と
さ
れ
る
建
前
が
あ
っ
た
。
現
代

の
日
本
で
も
、
そ
う
し
た
社
会
通
念
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る

よ
う
に
見
え
る
。「
お
か
ね
」
に
携
わ
る
仕
事
を
す
る
読
者
の

皆
さ
ん
は
、「
お
か
ね
」
を
ど
う
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
お
か
ね
」
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
つ
い
こ
の
人
の

こ
と
を
思
い
だ
し
て
し
ま
う
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
父
と
呼
ば
れ

る
P. 

F. 

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
絶
賛
し
た
実
業
家
、
渋
沢
栄
一
の

こ
と
だ
。

　

不
浄
で
、
下
品
な
も
の
と
さ
れ
た
「
商
」
と
「
お
か
ね
」。
し

か
し
、
幕
末
・
明
治
期
に
は
、
経
済
的
な
発
展
が
国
の
基
盤
と

し
て
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
も
ま
た
し
か
り
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
絶
賛
し
た
渋
沢
栄
一
の
特
質
と
は
何

だ
っ
た
の
か
。

　
『
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
の
序
文
で
は
「
経
営
の
『
社
会
的
責
任
』

に
つ
い
て
論
じ
た
歴
史
的
人
物
の
中
で
、
か
の
偉
大
な
明
治
を

築
い
た
偉
大
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
渋
沢
栄
一
の
右
に
出
る
も

の
を
知
ら
な
い
」「
彼
は
世
界
の
だ
れ
よ
り
も
早
く
、
経
営
の

本
質
は
『
責
任
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て

い
た
の
で
あ
る
」
等
と
絶
賛
し
て
い
る
。

　

渋
沢
は
生
前
「
わ
た
し
が
、
も
し
一
身
一
家
の
富
む
こ
と
ば

か
り
考
え
た
ら
、
三
井
や
岩
崎
に
も
負
け
な
か
っ
た
ろ
う
」
と

発
言
し
た
と
い
う
。

　

私
が
書
く
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
渋
沢
は
五
〇
〇
に
も
及

ぶ
企
業
を
設
立
し
た
大
実
業
家
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
戦

後
、
渋
沢
家
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
財
閥
指
定
を
受
け
た
。
し
か
し
そ
の

後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
か
ら
財
閥
指
定
の
解
除
が
申
し
渡
さ
れ
た
。

渋
沢
家
は
裕
福
で
は
あ
っ
た
が
、
財
閥
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
資
産

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
。

　

彼
の
「
商
」
に
対
す
る
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
学
ん

だ
サ
ン=

シ
モ
ン
主
義
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
経
済
的
発
展
と

道
徳
的
規
範
に
則
る
行
動
が
相そ

う
こ
く剋
し
な
い
こ
と
に
渋
沢
は
着
目

し
た
。
そ
し
て
、
日
本
的
な
倫
理
観
と
「
商
」
と
を
合
体
さ
せ
、

経
営
者
と
し
て
こ
れ
を
実
社
会
で
成
功
さ
せ
る
と
い
う
ア
ク
ロ

バ
ッ
ト
を
や
っ
て
の
け
た
。

　

目
先
の
利
益
が
あ
る
と
き
、
ヒ
ト
は
欲
望
に
抗

あ
ら
がう
こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
、
行
動
学
的
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
目
先
の
欲
求

を
我
慢
で
き
る
タ
イ
プ
の
ヒ
ト
が
、
長
期
的
に
見
て
高
い
社
会・

経
済
的
地
位
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

み
も
ふ
た
も
な
い
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
目
先
の
利
益
に
つ
ら

れ
な
い
人
が
、年
収
も
高
く
な
り
、出
世
も
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

渋
沢
栄
一
の
試
み
は
ま
る
で
壮
大
な
社
会
実
験
を
見
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
個
人
と
し
て
の
彼
の
選
択
が
正
し
か
っ

た
こ
と
は
、
一
世
紀
を
経
て
実
証
さ
れ
た
と
い
え
そ
う
だ
。
ひ

と
つ
舵
を
取
り
間
違
え
れ
ば
、
日
本
は
一
握
り
の
「
下
品
な
」

超
富
裕
層
が
「
清
貧
な
」
国
民
か
ら
搾
取
す
る
国
に
な
っ
て
し

ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
観
念
を
操
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
な

搾
取
を
行
う
。
そ
う
し
た
構
造
を
持
つ
国
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

日
本
で
は
中
流
層
に
厚
み
が
あ
り
、
こ
の
層
が
比
較
的
豊
か
で

あ
る
の
は
、
渋
沢
の
試
み
が
成
功
し
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。

　

和
の
規
範
と
洋
の
商
才
を
見
事
に
融
合
さ
せ
た
渋
沢
の
「
お

か
ね
」
の
扱
い
方
。
欧
米
で
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ

る
が
、
百
年
後
を
見
越
し
た
意
思
決
定
が
で
き
る
か
、
一
世
紀

後
の
世
界
を
み
す
え
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う

か
。
私
た
ち
も
い
ま
、
歴
史
と
い
う
実
験
装
置
の
中
で
、
試
さ

れ
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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