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江
戸
時
代
の
大
坂
は
天
領
で
、
藩
侯
の
い
な
い
町
人
の
町
と

し
て
日
本
の
経
済
の
元
締
め
の
役
目
を
果
た
し
続
け
た
。
そ
の

特
異
な
町
の
性
格
が
文
化
の
面
で
も
日
本
の
他
の
地
に
は
見
ら

れ
な
い
独
特
な
発
展
の
跡
を
残
し
た
。
中
井
履
軒
、
山
片
蟠
桃

に
見
ら
れ
る
独
立
不
驫
の
思
想
や
木
村
兼
葭
堂
の
好
奇
心
に
徹

し
た
物
産
學
は
大
坂
の
町
人
文
化
を
特
徴
づ
け
る
性
格
を
形
成

し
た
。
自
然
科
学
の
面
で
は
、
麻
田
剛
が
実
測
に
支
え
ら
れ
た

実
証
的
な
天
文
学
を
わ
が
国
で
は
じ
め
て
打
ち
た
て
、
町
人
天

文
学
者
、
間
重
富
、
高
橋
至
時
を
輩
出
し
た
。

直
接
に
蘭
文
を
解
読
す
る
蘭
学
が
大
坂
に
芽
生
え
た
の
は
間

重
富
の
支
援
を
受
け
た
橋
本
宗
吉
か
ら
で
、
宗
吉
の
下
に
医
家

を
中
心
を
主
と
す
る
蘭
学
者
の
サ
ロ
ン
が
誕
生
し
た
。
宗
吉
は

大
坂
の
蘭
学
と
適
塾

芝
哲
夫

大
阪
大
学
名
誉
教
授

自
ら
電
気
学
に
深
い
関
心
を
示
し
、
日
本
の
実
験
物
理
学
の
端

緒
を
開
く
活
動
を
大
坂
で
展
開
し
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
医

家
の
中
か
ら
、
伏
屋
素
狄
は
腎
臓
が
血
液
の
濾
過
器
官
で
あ
る

こ
と
を
西
欧
に
先
駆
け
て
発
見
す
る
真
に
独
創
的
な
業
績
を
挙

げ
て
い
る
。
宗
吉
の
蘭
学
者
グ
ル
ー
プ
の
一
人
の
中
天
源
は
医

学
の
か
た
わ
ら
物
理
学
に
も
関
心
を
深
め
、
わ
が
国
最
初
の
光

学
の
研
究
を
始
め
て
い
る
。

こ
の
天
勝
の
塾
に
十
七
歳
で
入
っ
た
緒
方
洪
庵
は
こ
の
大
坂

の
町
の
伝
統
文
化
の
中
で
蘭
学
者
と
し
て
の
生
を
享
け
た
と
い

え
る
。
そ
の
後
、
江
戸
に
出
て
蘭
学
の
修
業
を
完
成
さ
せ
た
洪

庵
は
、
坪
井
信
道
、
宇
田
川
榛
斎
を
師
と
し
て
、
江
戸
の
地
で

培
わ
れ
て
い
た
正
統
の
蘭
学
の
真
髄
を
体
得
し
た
。
さ
ら
に
長

崎
に
遊
学
し
て
、
直
接
に
蘭
人
か
ら
の
感
化
を
受
け
て
、
大
坂

に
戻
っ
て
開
塾
し
た
適
塾
は
正
に
日
本
の
蘭
学
に
花
開
い
た
大

輪
の
銘
花
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

時
恰
も
開
国
の
危
機
と
西
欧
文
化
の
摂
取
の
緊
急
性
に
敏
感

に
感
応
し
た
こ
の
国
の
エ
リ
ー
ト
青
年
た
ち
が
競
っ
て
大
坂
の

適
塾
を
目
指
し
て
集
ま
り
、
適
塾
は
時
代
の
要
求
す
る
人
材
を

生
み
出
す
垳
墹
と
な
っ
た
こ
と
は
改
め
て
目
を
見
張
る
思
い
が
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す
る
。
洪
庵
は
自
ら
使
命
と
す
る
西
洋
医
学
の
日
本
へ
の
導
入

に
畢
生
の
力
を
傾
け
、
名
著
『
挾
氏
経
験
遺
訓
」
「
病
学
通
論
」

な
ど
を
遺
す
と
と
も
に
、
種
痘
普
及
に
関
す
る
わ
が
国
は
じ
め

て
の
社
会
医
療
を
実
施
し
た
功
績
は
わ
が
国
医
学
に
大
き
い
足

跡
を
残
し
た
。

適
塾
の
教
育
の
成
果
は
千
人
に
及
ぶ
適
塾
門
下
生
が
明
治
の

日
本
の
近
代
化
に
果
た
し
た
役
割
を
見
る
こ
と
で
十
分
証
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
不
思
議
な
こ
と
に
そ
れ
ら
優
秀
な
適

塾
生
た
ち
の
業
績
に
、
大
坂
に
蘭
学
が
入
る
前
に
育
っ
て
い
た

自
由
閼
達
な
精
神
に
基
づ
く
自
然
科
学
上
の
独
創
的
な
新
発
見

が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
明
治
に
な

っ
て
生
ま
れ
た
適
塾
の
後
身
と
い
え
る
大
阪
の
舎
密
局
と
医
学

校
で
直
接
間
接
に
オ
ラ
ン
ダ
人
科
学
者
の
影
響
を
受
け
た
者
の

中
か
ら
、
真
に
創
造
的
な
科
学
研
究
が
生
ま
れ
た
。
最
初
の
ホ

ル
モ
ン
の
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
を
分
離
し
た
高
峰
讓
吉
、
旨
味
の
本

体
の
味
の
素
を
発
見
し
た
池
田
菊
苗
は
そ
の
若
年
の
時
代
を
過

ご
し
た
大
阪
に
医
学
校
、
舎
密
局
が
な
け
れ
ば
育
た
な
か
っ
た

人
材
で
あ
る
。

顧
み
る
と
大
坂
の
蘭
学
が
生
ん
だ
適
塾
が
、
ま
た
日
本
の
創

造
を
目
指
す
自
然
科
学
の
素
地
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史
の

絆
を
感
じ
る
。
同
時
に
適
塾
時
代
に
直
接
に
な
ぜ
創
造
的
科
学

が
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
こ
の
国
の

科
学
政
策
を
考
え
る
上
で
も
一
つ
の
課
題
を
提
供
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。


