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“おかね”を語る

平
準
化
す
る
よ
う
に
毎
月
の
消
費
額
を
決
め
る
。
そ
し

て
、そ
の
時
々
の
所
得
と
決
め
て
お
い
た
消
費
額
の
「
差

額
」
を
貯
蓄
す
る
。
こ
れ
が
老
後
に
な
っ
て
も
生
活
水

準
を
落
と
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
理
想
的
な
方
法

だ
。
確
か
に
、
賢
い
お
金
の
貯
め
方
だ
。
余
裕
の
あ
る

と
き
に
お
金
を
貯
め
て
、
余
裕
が
な
い
と
き
は
貯
蓄
を

取
り
崩
す
。

　

お
金
が
な
い
と
き
は
無
理
し
て
貯
め
な
く
て
よ
い
、

と
い
う
の
は
あ
り
が
た
い
ル
ー
ル
だ
。
し
か
し
、
こ
の

理
想
的
な
方
法
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
余

裕
の
あ
る
と
き
に
本
当
に
お
金
を
貯
め
ら
れ
る
の
か
と

い
う
問
題
だ
。
私
た
ち
は
、
遠
い
将
来
の
老
後
の
た
め

の
お
金
を
貯
め
る
と
い
う
重
要
性
は
知
っ
て
い
る
し
、

計
画
は
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
所
得
が
増
え
て
貯
蓄
す

る
余
裕
が
あ
る
と
き
に
、
貯
蓄
を
後
回
し
に
し
て
し
ま

う
の
も
人
間
だ
。
遠
い
老
後
の
た
め
の
貯
蓄
は
先
延
ば

し
し
て
、
今
を
楽
し
む
た
め
に
増
え
た
所
得
を
使
っ
て

し
ま
い
た
い
と
い
う
誘
惑
に
負
け
て
し
ま
う
の
だ
。
そ

れ
が
続
く
と
、
結
局
、
老
後
の
た
め
の
お
金
が
貯
ま
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
一
見
、
非
合
理
的
だ
が
、
所
得

が
多
い
と
き
も
少
な
い
と
き
も
一
定
額
の
貯
蓄
を
続
け

る
こ
と
だ
。
こ
れ
な
ら
、
老
後
の
た
め
の
お
金
が
確
実

に
貯
め
ら
れ
る
。
将
来
の
自
分
が
誘
惑
に
負
け
る
こ

と
を
予
期
し
て
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
が
実
際
に
は

「
ベ
ス
ト
な
選
択
」
に
な
る
。
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理想的な
「おかね」の貯め方

　

お
金
を
貯
め
る
目
的
に
は
、
様
々
な
も
の
が
あ

る
。
金
融
資
産
を
保
有
す
る
目
的
で
一
番
多
い
の

は
、「
老
後
の
生
活
資
金
に
あ
て
る
た
め
」
と
い
う
も

の
だ
（
二
〇
一
九
年
金
融
広
報
中
央
委
員
会
「
家
計

の
金
融
行
動
に
関
す
る
世
論
調
査
」）。
六
五
・
八
％
の

人
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
金
融
資
産
を
も
っ
て
い
る
。

第
二
位
は
、「
病
気
や
不
時
の
災
害
へ
の
備
え
」
で

五
八
・
〇
％
、
第
三
位
は
、「
こ
ど
も
の
教
育
資
金
」
の

三
二
・
〇
％
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
一
九
八
五
年
で
は
、
第
一
位
は
、「
病

気
や
不
時
の
災
害
へ
の
備
え
」
で
七
七
・
二
％
、
第
二

位
は
、「
こ
ど
も
の
教
育
資
金
」
の
四
三
・
〇
％
、
第
三

位
に
「
老
後
の
生
活
資
金
」
の
四
二
・
五
％
で
あ
っ
た
。

老
後
の
生
活
費
の
た
め
に
お
金
を
貯
め
て
い
る
人
た
ち

は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
「
こ
ど
も
の
教
育

資
金
」
を
追
い
越
し
て
第
二
位
に
な
り
、
二
〇
一
三
年

に
は
そ
れ
ま
で
一
位
だ
っ
た
「
病
気
や
不
時
の
災
害
へ

の
備
え
」
を
追
い
越
し
た
。
お
金
の
保
有
目
的
に
も
少

子
高
齢
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

人
々
は
、
引
退
後
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
貯
金
を
し
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
老

後
生
活
の
た
め
の
お
金
を
貯
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
経
済
学
で
は
、
所
得
が
高
い
と
き
の
生
活
水
準
と

所
得
が
減
っ
た
と
き
の
生
活
水
準
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
、
現
役
時
代
に
お
金
を
貯
め
る
と
考
え
る
。

ま
ず
、
生
涯
の
所
得
パ
タ
ー
ン
を
予
想
し
て
、
そ
れ
を




