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江
戸
時
代
に
学
ぶ

お
金
と
暮
ら
し

江
戸
時
代
に
学
ぶ

お
金
と
暮
ら
し

前
回
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
江
戸
幕
府

や
大
名
が
、
資
産
運
用
（
当
時
の
言
葉
で
は

「
利
殖
（
貨
殖
）」）
を
盛
ん
に
行
う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
お
金
に

疎う
と

い
と
思
わ
れ
が
ち
な
武
士
た
ち
で
す
ら
資

産
運
用
に
熱
心
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
商
人

た
ち
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

一
部
の
庶
民
も
投
資
に
積
極
的
で
し
た
。
そ

こ
で
、
今
回
と
次
回
（
最
終
回
）
で
は
、
江

戸
時
代
の
庶
民
に
よ
る
投
資
活
動
に
つ
い
て
、

そ
の
実
態
に
迫
っ
て
い
き
ま
す
。

経
済
新
聞
社
の
さ
き
が
け
？

―
状
屋
の
活
動
―

現
代
で
は
、
株
式
投
資
や
債
券
投
資
な
ど
、

日
ご
ろ
か
ら
投
資
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る

人
々
に
と
っ
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
必
須
の

ア
イ
テ
ム
で
す
。
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
相

場
の
状
況
を
把
握
し
、
何
か
大
き
な
出
来
事

が
起
き
た
と
き
に
、
た
だ
ち
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
く
た
め
に
も
、
小
ま
め
な
情

報
収
集
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
ド

ン
と
構
え
る
、
と
い
う
タ
イ
プ
の
投
資
家
も

お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
一
概
に
は
い
え

ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
投
資
活
動
と
情
報

収
集
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ

る
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
ト
レ
ー
ダ
ー
た
ち
も
、
情
報

収
集
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
堂
島

米
市
場
に
注
文
を
出
す
人
々
が
各
地
に
登
場

し
、
江
戸
時
代
の
後
期
に
は
、
堂
島
で
活
躍

し
た
米
仲
買
（
現
代
の
証
券
会
社
に
近
い
存

在
）
が
出
す
注
文
の
う
ち
、
８
割
か
ら
９
割

は
こ
う
し
た
顧
客
か
ら
の
注
文
で
占
め
ら
れ

る
ま
で
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

現
代
の
株
式
市
場
で
は
、
市
場
で
売
買
を

行
う
権
利
を
保
有
す
る
証
券
会
社
が
顧
客
か

ら
の
注
文
を
取
り
次
ぎ
、
手
数
料
を
受
け
取

っ
て
い
ま
す
が
、
堂
島
の
米
仲
買
も
、
顧
客

か
ら
の
注
文
を
取
り
次
ぐ
こ
と
で
、
手
数
料

収
入
を
得
て
い
た
の
で
す
。

米
仲
買
が
取
り
次
い
だ
注
文
の
多
く
が
、

「
帳
ち
ょ
う
あ
い
ま
い

合
米
商
い
」、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ（
金
融
派
生
商
品
）取
引
で
し
た
。

前
回
紹
介
し
た
米
切
手
の
取
引
は
、
い
わ
ゆ

る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
間
の
取
引
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
帳
合
米
商
い
は
、
広
く
庶
民

に
も
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
帳
合
米
商

い
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
深
掘
り
し
ま
せ
ん

が
、
興
味
の
あ
る
方
は
、
拙
著
『
大
坂
堂
島

米
市
場
』（
講
談
社
、
２
０
１
８
年
）
な
ど
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

全
国
各
地
の
投
資
家
に
対
し
て
、
堂
島
米

市
場
の
様
子
を
伝
え
た
の
が
「
状じ
ょ
う
や屋
」
と
呼

ば
れ
た
人
々
で
し
た
。
史
料
に
よ
れ
ば
、
お

よ
そ
米
相
場
に
関
わ
る
情
報
を
集
め
、
そ
れ

文
・
高
槻
泰
郎

※江戸時代の大坂は「大坂」、近代以降は「大阪」と表記しています。

第3回

情
報
を
制
す
る
者
が
相
場
を
制
す
る
！

江
戸
時
代
の
ト
レ
ー
ダ
ー
た
ち

江戸時代の人々は、現代の私たちが思っているよりも、
お金に関する優れた知恵や能力を持っていました。
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を
書
面
に
し
た
た
め
て
売
る
こ
と
を
生な
り

業わ
い
に

し
た
の
が
状
屋
だ
そ
う
で
、
経
済
新
聞
社
の

さ
き
が
け
と
も
い
え
る
存
在
で
し
た
。

状
屋
が
作
成
し
た
書
状
（「
相
場
状
」、「
相

場
書が
き
」
な
ど
と
呼
ば
れ
ま
し
た
）
に
は
、
堂

島
米
市
場
で
形
成
さ
れ
た
日
々
の
米
価
は
も

と
よ
り
、
時
に
は
全
国
各
地
の
作
柄
な
ど
の

情
報
も
記
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
書
状
を
各
地
に
運
ぶ
こ
と
に
特
化
し
た

集
団
が
、「
米こ
め
び
き
ゃ
く

飛
脚
」
で
し
た
。

速
報
サ
ー
ビ
ス
を
担
っ
た
米
飛
脚

当
時
の
庶
民
が
利
用
し
た
町
飛
脚
は
、
書

状
の
伝
送
を
は
じ
め
、
荷
物
や
現
金
の
輸
送

も
担
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
米
飛
脚
は

相
場
書
の
伝
送
に
専
門
化
し
、
伝
送
速
度
の

速
さ
を
売
り
と
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ

れ
は
彼
ら
の
走
る
速
度
が
速
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
伝
送
間
隔
が
短
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
。

現
存
す
る
米
飛
脚
の
引
き
札
（
現
代
で
い

う
チ
ラ
シ
）
か
ら
、
彼
ら
の
サ
ー
ビ
ス
内
容

を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
（
図
表
）。
こ
の
引

き
札
の
作
成
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
刷
り
物

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
当
数
が
作
成
・
配
布

さ
れ
、
米
飛
脚
間
の
競
争
が
あ
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
ま
す
。
こ
の
引
き
札
の
差
出
人

で
あ
る
堺さ
か
い
や屋
記き

次じ

郎ろ
う
と
、
そ
の
出
店
の
堺さ
か
い
や屋

佐さ

兵へ

衛え

が
店
を
構
え
た
渡
辺
橋
は
、
堂
島
米

市
場
の
す
ぐ
西
側
に
位
置
し
て
お
り
（
現
在

も
橋
の
名
が
残
っ
て
い
ま
す
）、
米
飛
脚
が
店

を
構
え
る
場
と
し
て
は
都
合
が
よ
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、「
毎
日
出
シ
」
の

文
言
で
す
。
兵
庫
灘
、
播
州
路
、
泉
州
路
、

池
田
、
伊
丹
、
三
田
、
江
州
路
、
伊
賀
、
伊

勢
に
つ
い
て
は
、
毎
日
米
飛
脚
を
出
す
こ
と

を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
庶
民
が
利
用
し
た
町
飛
脚

は
、
書
状
や
荷
物
を
受
け
取
り
次
第
、
た
だ

ち
に
出
立
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
（
希
望
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
書
状
を
発
送

す
る
場
合
に
は
、
追
加
料
金
を
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
し
た
）。こ
れ
に
対
し
て
米
飛
脚
は
、

毎
日
出
立
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
追
加

料
金
を
支
払
う
顧
客
の
た
め
に
、
１
日
に
複

数
回
出
立
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
図
表
の
米
飛
脚
引
き
札
か
ら
兵

庫
灘
へ
の
出
立
時
刻
に
着
目
す
る
と
、
並
便

が
出
発
す
る
の
は
九
ツ
半
時
（
午
後
１
時
前

後
）、
早
便
が
出
発
す
る
の
は
五
ツ
時
（
午
前

８
時
前
後
）、
四
ツ
半
時
（
午
前
11
時
前
後
）、

八
ツ
時
（
午
後
２
時
前
後
）
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

実
は
こ
れ
ら
の
時
刻
は
、
堂
島
米
市
場
で

の
取
引
の
節
目
と
正
確
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

「
並
便
」
の
出
立
時
刻
は
、
堂
島
米
市
場
に

お
け
る
米
切
手
取
引
の
終
了
時
刻
、「
早
便
」

が
出
立
し
た
３
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帳
合
米
商

い
の
開
始
時
刻
、
米
切
手
取
引
の
開
始
時
刻
、

帳
合
米
商
い
の
終
了
時
刻
に
対
応
し
て
い
ま

し
た
。
つ
ま
り
、「
並
便
」
は
米
切
手
取
引
の

終
値
が
確
定
し
た
段
階
で
発
送
さ
れ
、「
早
便
」

は
帳
合
米
商
い
の
始
値
、
米
切
手
取
引
の
始

値
、
帳
合
米
商
い
の
終
値
が
確
定
さ
れ
次
第
、

発
送
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

時
々
刻
々
と
変
化
す
る
米
相
場
に
関
心
を

寄
せ
る
人
々
に
、
毎
日
、
そ
れ
も
相
場
の
節

目
で
確
実
か
つ
定
期
的
に
出
立
し
て
相
場
書

を
届
け
た
の
が
米
飛
脚
だ
っ
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
通
信
革
命

―
旗
振
り
通
信
の
登
場
―

伝
送
速
度
を
売
り
に
し
た
米
飛
脚
で
し
た

が
、
そ
れ
で
も
な
お
飽
き
足
ら
な
い
人
々
が

い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
た
の
が「
旗
振
り
通
信
」で
し
た
。

遅
く
と
も
18
世
紀
初
頭
に
は
、
旗
や
幟の
ぼ
りな
ど

兵庫灘西国筋米飛脚出所年中休日定也
（出所）公益財団法人三井文庫蔵

【図表】 米飛脚引き札
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を
利
用
し
た
通
信
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す（
柴
田
昭
彦『
旗
振
り
山
』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
２
０
０
６
年
）。

残
念
な
が
ら
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
具

体
的
な
通
信
技
術
に
関
す
る
記
録
は
残
さ

れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
明
治
以
降
の
そ
れ

か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
明
治

42
（
１
９
０
９
）
年
に
、
大
阪
市
役
所
が
行

っ
た
調
査
（「
旗
振
信
号
の
沿
革
及
仕
方
附
、

伝
書
鳩
の
事
」）
に
よ
れ
ば
、
情
報
の
送
り

手
が
旗
振
り
通
信
に
用
い
た
旗
に
は
、
大
旗

（
約
９
１
０
×
１
６
６
６
㎜
）
と
小
旗
（
約

６
０
６
×
１
０
６
０
㎜
）
と
が
あ
り
ま
し
た
。

天
気
が
よ
い
時
は
小
旗
、
曇
天
の
時
は
大
旗

を
、
ま
た
山
上
に
あ
る
中
継
点
で
は
黒
旗
を
、

低
地
に
あ
る
中
継
点
で
は
白
旗
を
用
い
た
、

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
旗
振
信

号
の
情
報
を
、
情
報
の
受
け
手
は
望
遠
鏡
を

使
っ
て
受
け
取
っ
て
い
ま
し
た
。

旗
振
り
通
信
研
究
の
第
一
人
者
、
柴
田
昭

彦
氏
が
、
明
治
期
に
利
用
さ
れ
た
旗
振
り
場

の
間
隔
を
実
測
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ

の
距
離
は
短
い
も
の
で
一
里（
約
４
㎞
）か
ら
、

長
い
も
の
で
五
里
半
（
約
22
㎞
）、
平
均
す
れ

ば
三
里（
約
12
㎞
）。
伝
承
さ
れ
て
い
る
大
阪
・

地
方
都
市
間
の
通
信
所
用
時
間
と
、
旗
振
り

場
の
平
均
的
な
間
隔
か
ら
す
れ
ば
、
通
信
速

度
は
平
均
時
速
７
２
０
㎞
と
な
る
そ
う
で
す

（
前
掲
、
柴
田
氏
著
書
）。
こ
れ
は
小
型
の
プ

ロ
ペ
ラ
機
と
ほ
ぼ
同
じ
ぐ
ら
い
の
速
度
な
の

で
す
。
旗
振
り
通
信
頻
度
に
つ
い
て
は
地
域

差
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
１
日
に
５
〜
10

回
が
平
均
的
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

明
治
以
降
の
、
大
阪
か
ら
の
通
信
時
間
は
、

和
歌
山
が
３
分
、
京
都
が
４
分
、
神
戸
が
７

分
、
桑
名
が
10
分
、
岡
山
が
15
分
、
広
島
が

40
分
弱
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
望
遠
鏡
の

倍
率
に
限
界
が
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
あ
っ
て

は
、
よ
り
長
い
時
間
を
要
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
飛
脚
よ
り
も
速
か

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
幕
府
は
、
こ
の
旗
振
り
通
信
に
よ
る

相
場
報
知
を
禁
止
し
て
い
た
た
め
、
表
立
っ

て
記
録
に
残
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
江
戸

時
代
に
お
け
る
実
態
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
大
坂
|
京
都
間
、
大
坂
|

大
津
間
で
は
間
違
い
な
く
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
大
坂
堂
島
米
市
場
に
次
ぐ
規
模

を
誇
っ
た
「
御ご

用よ
う

米こ
め

会か
い

所し
ょ

」
を
擁
し
た
大
津

で
は
、
大
坂
か
ら
毎
日
、
飛
脚
と
旗
振
り
通

信
に
よ
っ
て
相
場
情
報
を
取
り
寄
せ
て
、
売

買
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
日

本
の
株
式
市
場
参
加
者
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

株
式
市
場
の
情
報
を
見
な
が
ら
取
引
を
行
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

旗
振
り
通
信
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
は
、
大

津
の
米
相
場
は
大
坂
の
米
相
場
か
ら
１
日
遅

れ
で
追
随
し
て
い
た
の
に
対
し
、
旗
振
り
通

信
が
導
入
さ
れ
て
以
降
は
、
１
日
の
遅
れ
も

な
く
連
動
し
て
い
た
こ
と
が
筆
者
の
研
究
で

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
飛
脚
か
ら
旗
振
り

通
信
へ
と
情
報
伝
達
の
速
度
が
上
昇
し
た
こ

と
に
伴
っ
て
、
二
つ
の
市
場
の
価
格
が
連
動

す
る
速
度
も
高
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

商
人
、
農
民
を
問
わ
ず
、
堂
島
米
市
場
で

の
取
引
は
多
く
の
人
々
の
注
目
を
集
め
、
そ

れ
に
伴
っ
て
情
報
収
集
・
伝
達
の
ス
ピ
ー
ド

も
、飛
躍
的
に
上
昇
し
て
い
き
ま
し
た
。実
際
、

大
津
の
郊
外
に
居
住
し
て
い
た
農
家
が
、
旗

振
り
通
信
を
利
用
し
て
情
報
収
集
を
行
い
、

投
資
活
動
に
活
か
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ

て
い
ま
す
。

毎
日
、
そ
れ
も
決
ま
っ
た
時
刻
に
飛
脚
が

出
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
ほ
ど
、
そ
し

て
旗
振
り
通
信
が
利
用
さ
れ
る
ほ
ど
、
江
戸

時
代
の
相
場
情
報
伝
達
に
求
め
ら
れ
る
速
報

性
は
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
変
化
を
も

た
ら
し
た
の
が
、
江
戸
時
代
に
暮
ら
し
た
庶

民
の
投
資
熱
だ
っ
た
の
で
す
。

神戸大学経済経営研究所・准教授
1979年生まれ。慶応義塾大学総合政
策学部卒業、大阪大学大学院博士前期
課程修了、東京大学大学院経済学研究
科博士課程修了（東京大学より博士号
（経済学）を取得）。専門は日本経済史。
NHK朝の連続テレビ小説 『あさが来た』
の時代考証を担当するなど幅広く活動。
著書に『近世米市場の形成と展開　幕
府司法と堂島米会所の発展』（名古屋大
学出版会）、『大坂堂島米市場　江戸幕
府vs市場経済』（講談社）がある。

高槻泰郎 （たかつき・やすお）

『風俗画報』1903年、276号「堂嶋の信号」
（著者蔵）

浪花十二景ノ内  堂島米市場／芳光画

堂島米市場 （右上に旗を振る人の姿が描かれている）

（出所）大阪府立中之島図書館蔵
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