
　サーチ・コストの貨幣史　

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
制
度
設
計
が
　

　
　

　
　
日
本
経
済
発
展
の
分
岐
点

名古屋市立大学大学院　　
経済学研究科准教授　　　

　　横山　和輝

　
よ
こ
や
ま
・
か
ず
き
　
経
済
史
・
金
融
論

博
士
︵
経
済
学
・
一
橋

大
学
︶
１
９
７
１
年
生
ま
れ


　
奈
良
時
代

和
同
開
珎
な
ど

金
属
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
た

だ

が
多
く
の
人
々
は
米
や
布
を
交

換
手
段
と
し
て
い
た

貨
幣
が

本
格
的
に
広
く
利
用
さ
れ
る
の

は
鎌
倉
・
室
町
時
代
以
降
の
こ

と
で
あ
る

な
ぜ

鎌
倉
・
室

町
時
代
に
な

て
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
？
　
鍵
と
な
る
の
は


ビ
ジ
ネ
ス
の
多
様
化
で
あ
る


　
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
清
滝

信
宏
教
授
は
﹁
サ

チ
・
コ
ス

ト
の
貨
幣
理
論
﹂を
開
発
し
た


取
引
相
手
を
探
す
手
間

こ
れ

が
サ

チ
・
コ
ス
ト
で
あ
る


物
々
交
換
の
場
合

相
思
相
愛

と
な
る
取
引
相
手
を
探
し
に
く

い

し
か
し
貨
幣
に
は

誰
も

が
受
け
取

て
く
れ
る

と
い

う
性
質
が
あ
る

受
け
取

た

貨
幣
が
他
の
誰
も
受
け
取
る
見

込
み
の
な
い
も
の
な
ら
ば

売

り
手
は
貨
幣
を
受
け
取
ら
な

い

そ
の
場
合
は

有
用
性
の

あ
る
物
品

米
も
し
く
は
塩
な

ど
の
方
が
好
都
合
と
感
じ
る
だ

ろ
う

他
の
誰
か
が
貨
幣
を
使

う
見
込
み
が
あ
る
か
ら
貨
幣
を

使
う

こ
れ
が
貨
幣
経
済
で
あ

る

一
方
で

誰
も
受
け
取
る

見
込
み
が
な
い
か
ら
誰
も
貨
幣

を
交
換
手
段
と
し
て
使
う
人
が

い
な
い

こ
れ
が
物
々
交
換
経

済
で
あ
る


　
例
え
ば

ハ
イ
パ

イ
ン
フ

レ
は
貨
幣
経
済
か
ら
物
々
交
換

経
済
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る

紙

く
ず
同
然
の
紙
幣
は
取
引
に
も

は
や
使
え
な
い

物
品
で
取
引

相
手
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い

ま
さ
に
物
々
交
換
経
済
で

あ
る

人
々
は
取
引
相
手
を
見

つ
け
る
困
難
さ
に
直
面
す
る


反
対
に

貨
幣
の
普
及
と
は
物

々
交
換
経
済
か
ら
貨
幣
経
済
へ

の
シ
フ
ト
を
指
す

清
滝
教
授

は

こ
の
シ
フ
ト
に
お
い
て
ビ

ジ
ネ
ス
の
多
様
化
が
鍵
に
な


て
い
る
こ
と
を
示
し
た

数
式

を
活
用
す
る
理
論
分
析
だ
が


そ
の
主
張
は

実
は
歴
史
と
整

合
的
で
あ
る


　
鎌
倉
・
室
町
時
代

先
端
部

分
に
鉄
を
用
い
た
農
具
が
普
及

す
る

こ
れ
は

鍛
冶
・
鋳
物

師
︵
い
も
じ
︶
と
い

た

金

属
加
工
品
を
生
産
す
る
職
人
の

活
躍
の
お
か
げ
だ

さ
ら
に
肥

料
の
品
種
改
良
も
進
む
な
ど


農
業
生
産
性
が
上
昇
す
る

稲

作
以
外
の
作
物
を
栽
培
す
る
余

裕
が
生
ま
れ
た
の
だ

藍
・
紅

花
︵
染
料
の
原
料
︶
楮
︵
和

紙
の
原
料
︶
あ
る
い
は
荏
胡

麻
︵
油
の
原
料
︶
な
ど
の
生
産

が
増
え
る

当
然
な
が
ら

そ

れ
は

染
料

和
紙

荏
胡
麻

油
と
い

た
加
工
品
の
生
産
・

販
売
に
従
事
す
る
人
が
増
え
る

こ
と
も
意
味
す
る


　
ビ
ジ
ネ
ス
が
多
様
化
す
れ

ば

取
引
相
手
を
探
し
や
す
く

す
る
工
夫

つ
ま
り
サ

チ
・

コ
ス
ト
を
節
約
す
る
工
夫
が
必

要
に
な
る

﹁
四
日
市
﹂
の
よ

う
に

日
時
と
場
所
を
定
め
て

定
期
市
を
開
催
す
る
こ
と
は
そ

の
工
夫
の
１
つ
だ

こ
こ
に


も
う
１
つ
重
要
な
手
段
が
登
場

し
た

中
国
と
の
貿
易
で
金
属

貨
幣
が
流
入
し
た
の
で
あ
る


鎌
倉
幕
府
は
中
国
銭
の
利
用
を

公
認
し
た

室
町
幕
府
は

段

銭
︵
た
ん
せ
ん

土
地
税
︶
・

棟
別
銭
︵
む
な
べ
つ
せ
ん

家

屋
税
︶
な
ど

貨
幣
収
入
を
税

制
の
中
心
に
据
え
た

こ
う
し

て
貨
幣
利
用
が
普
及
す
る

様

々
な
商
工
業
者
が

都
市
に
集

い

村
落
間
を
往
来
す
る

と

い
う
時
代
が
到
来
す
る


　
金
融
シ
ス
テ
ム
は

現
金
・

預
金
と
い
う
交
換
手
段
を
提
供

す
る
実
は
そ
の
こ
と
自
体
が


多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
共
存
す
る

社
会
を
発
展
的
に
持
続
す
る
た

め
の
制
度
設
計
な
の
だ

鎌
倉

・
室
町
時
代
の
人
々
は

こ
の

制
度
設
計
に
成
功
し
た

そ
れ

は

日
本
の
経
済
発
展
に
お
け

る
重
要
な
分
岐
点
と
な

た
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