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ま
え
が
き

江
戸
時
代
の
戯ざ

れ
唄
に
「
勝
て
ば
官
軍
、
負
け
れ
ば
賊
軍
、
命
惜
し
む
な
国
の
た
め
」
と
い
う
の
が
あ
る
。「
官
軍
」

と
は
明
治
維
新
の
戊
辰
戦
争
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
、
天
皇
ま
た
は
朝
廷
に
属
す
る
軍
を
「
官
軍
」、
つ
ま
り
討
幕
派
の
軍

を
「
正
義
の
軍
」
と
称
し
、
こ
れ
に
対
抗
し
た
幕
府
側
諸
藩
の
軍
を
「
賊
軍
」
と
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
か
な
り
強
引
な
こ
じ
つ
け
で
、
戦
い
に
勝
者
と
敗
者
の
区
別
は
あ
っ
て
も
正
邪
の
区
別
は
な
い
。
海
賊

や
山
賊
の
類
は
別
と
し
て
、
明
ら
か
に
自
分
た
ち
が
悪
者
と
思
っ
て
戦
う
者
は
い
な
い
は
ず
で
、
た
ま
た
ま
戦
い
に
勝
利

し
た
側
を
す
べ
て
正
義
と
し
、
武
運
つ
た
な
く
敗
れ
た
者
を
す
べ
て
極
悪
人
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。

戊
辰
戦
争
の
時
も
、
そ
れ
ま
で
京
都
所
司
代
と
し
て
朝
廷
の
た
め
京
の
治
安
維
持
に
懸
命
に
努
力
し
た
会
津
藩
や
、
局

外
中
立
を
標
榜
し
た
長
岡
藩
が
朝
敵
の
賊
軍
と
し
て
攻
撃
さ
れ
滅
ぼ
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。
ま
た
、
二
百
五
十
年
の
長
い

間
国
内
の
平
和
を
維
持
し
特
に
民
衆
を
苦
し
め
る
よ
う
な
圧
政
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
徳
川
幕
府
が
、
討
幕
諸
藩
か
ら

寄
っ
て
た
か
っ
て
領
地
を
没
収
さ
れ
た
あ
げ
く
静
岡
の
田
舎
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
理
由
は
な
い
。

江
戸
時
代
の
武
家
の
時
代
か
ら
近
代
日
本
に
変
貌
さ
せ
た
明
治
維
新
は
、
従
来
の
権
威
者
の
幕
府
と
薩
長
ら
討
幕
諸
藩

の
新
興
勢
力
と
の
権
力
交
代
劇
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
否
の
キ
ー
は
天
皇
の
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
幕
府
の
最

大
の
ミ
ス
は
天
皇
を
味
方
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
薩
長
は
い
ち
早
く
、
そ
れ
ま
で
親
幕
派
だ
っ
た
孝
明
天
皇
が
急

逝
さ
れ
宮
廷
の
雰
囲
気
が
一
変
し
て
討
幕
ム
ー
ド
に
な
る
や
睦
仁
親
王
を
自
陣
に
取
り
入
れ
た
。
後
の
明
治
天
皇
に
な
る

睦
仁
親
王
は
当
時
十
五
歳
、
ま
だ
元
服
も
済
ん
で
な
い
少
年
で
あ
る
。

こ
の
玉
ぎ
ょ
く
（
天
皇
）
を
わ
が
陣
営
に
抱
え
込
ん
だ
討
幕
諸
藩
は
、
天
皇
の
所
在
を
示
す
錦
の
御
旗
を
先
頭
に
押
し
立
て
て
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各
地
の
戦
闘
で
幕
府
軍
を
席
巻
し
た
。
日
本
人
に
は
昔
か
ら
皇
室
崇
拝
の
心
情
が
あ
り
、
皇
室
を
敵
に
回
し
て
戦
う
こ
と

に
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
。
戦
意
を
無
く
し
た
幕
府
軍
を
圧
倒
的
な
武
力
で
制
圧
し
た
討
幕
軍
は
、
賊
軍
を
滅
ぼ
し
た
官

軍
と
し
て
す
べ
て
の
行
為
は
正
義
と
し
て
是
認
さ
れ
新
時
代
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
歴
史
の
通
り
で
、ま
さ
に「
勝

て
ば
官
軍
」
で
あ
っ
た
。

歴
史
は
常
に
勝
者
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
は
時
の
権
威
者
に

よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
り
歴
史
の
改
ざ
ん
が
行
な
わ
れ
た
り
す
る
が
敗
者
に
は
な
い
。
そ
ん
な
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

古
今
東
西
の
歴
史
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
敗
者
の
弁
に
偽
り
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
敗
者
こ
そ
歴
史
の
真
実
を
語
っ
て
い

る
と
信
じ
、
こ
こ
に
今
ま
で
書
き
溜
め
て
い
た
敗
者
の
弁
を
集
め
て
み
た
。
こ
れ
か
ら
の
世
代
を
担
う
若
い
人
達
が
歴
史

を
表
と
裏
か
ら
正
確
に
眺
め
、
正
し
い
歴
史
認
識
を
持
つ
た
め
の
お
役
に
立
て
ば
光
栄
で
あ
る
。

な
お
、
実
業
家
恩
田
田
氏
の
同
じ
題
名
の
本
『
勝
て
ば
官
軍
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
外
食
フ
ー
ド
に
関
す

る
ビ
ジ
ネ
ス
の
参
考
書
で
あ
り
歴
史
も
の
の
本
書
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
日　
　

傘
寿
を
迎
え
て　
　

原
口
清
澄
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幕
末
の
頃
の
会
津
は
、
第
九
代
会
津
藩
主
松ま

つ
だ
い
ら
か
た
も
り

平
容
保
二
十
三
万
石
（
後
に
五
万
石
増
加
）
の
城
下
町
で
、
仙
台
伊
達

六
十
二
万
石
に
次
ぐ
東
北
第
二
の
雄
藩
で
あ
っ
た
。
会
津
藩
は
長
沼
流
の
軍
学
を
奉
ず
る
尚し
ょ
う
ぶ武

の
藩
風
と
忠
勇
無
比
の
精

強
な
会
津
兵
で
知
ら
れ
、
し
か
も
、
徳
川
家
親
藩
の
会
津
藩
主
は
葵
の
紋
章
を
許
さ
れ
る
と
い
う
東
北
き
っ
て
の
名
門
で

あ
っ
た
。
当
時
流
行
し
た
唄
に
「
都
み
や
こ

見
た
く
ば
こ
こ
ま
で
ご
ざ
れ
、
今
に
会
津
か
江
戸
に
な
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、

会
津
が
東
北
の
一
、二
を
争
う
大
都
市
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。

幕
府
は
京き
ょ
う
と都

守し
ゅ
ご護

職し
ょ
くへ

の
就
任
を
藩
主
松ま

つ
だ
い
ら
か
た
も
り

平
容
保
公
に
熱
心
に
要
請
し
て
き
た
。
京
都
守
護
職
と
は
、
幕
府
が
朝
廷

の
動
向
を
監
視
す
る
と
と
も
に
京
の
治
安
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
新
設
さ
れ
た
職
務
で
、
京き
ょ
う
と
し
ょ
し
だ
い

都
所
司
代
、
大
阪
城じ

ょ
う
だ
い
代
、
近

国
大
名
ら
を
指
揮
で
き
る
大
き
な
権
限
を
持
っ
た
要
職
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
幕
府
は
会
津
藩
が
徳
川
家
の
親し
ん
ぱ
ん藩

で

あ
り
藩
主
容
保
公
が
忠
義
の
志
こ
こ
ろ
ざ
しの
厚
い
大
名
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
名め

い
も
く目
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
頃
、
な
に
か
と
騒
が
し
く
な
っ
て
き
た
倒
幕
の
気
運
を
抑
え
込
み
、
京
の
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
は
強
力
な
力

が
必
要
で
、
幕
府
は
そ
の
た
め
精
強
の
誉
れ
高
い
会
津
兵
の
武
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
任
務
の
重
大
さ

と
万
一
の
過
失
が
将
軍
家
に
及
ぶ
こ
と
を
心
配
し
た
容
保
公
は
病
気
を
理
由
に
辞
退
す
る
が
、
幕
府
の
要
請
は
執
拗
で

あ
っ
た
。

し
か
し
筆
頭
家
老
西さ
い
ご
う
た
の
も

郷
頼
母
は
あ
く
ま
で
守
護
職
就
任
に
反
対
し
た
。
そ
れ
は
、
火
の
車
の
藩
の
財
政
を
破
滅
さ
せ
る

こ
と
が
明
ら
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
の
情
勢
を
承
知
し
他ひ

と人
よ
り
先
見
洞
察
力
の
あ
る
頼
母
に
は
、
す
で

に
崩
壊
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
幕
府
の
運
命
を
会
津
が
一
身
に
背
負
っ
て
、
火
だ
る
ま
と
な
る
こ
と
が
目
に
見
え
る
よ
う
で

あ
る
。

頼た
の
も母
は
必
死
で
容
保
公
に
請
願
し
た
。
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会津の異邦人

「
情
勢
緊
迫
の
折
、
京
都
守
護
職
を
承
諾
す
る
な
ど
薪

た
き
ぎ

を
背
負
っ
て
火
中
に
飛
び
込
む
よ
う
な
も
の
で
す
。
天
下
の
情
勢

明
ら
か
に
徳
川
に
有
利
な
ら
ざ
る
時
、
あ
え
て
火
中
の
栗
を
拾
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
…
…
」

ま
さ
に
、
西
郷
頼
母
一
世
一
代
の
熱
弁
で
あ
っ
た
。

頼
母
の
至
誠
溢
れ
る
諌か
ん
げ
ん言

に
容
保
公
の
心
も
大
き
く
揺
れ
動
く
が
、
結
局
、
容
保
公
は
頼
母
の
意
見
を
受
け
入
れ
な

か
っ
た
。
容
保
公
は
十
二
歳
の
時
、美
濃
の
三
万
石
の
大
名
松
平
義よ
し

建た
け

の
六
男
か
ら
会
津
藩
主
松
平
容か

た

敬た
か

の
養
子
と
な
り
、

十
八
歳
で
会
津
松
平
家
の
第
九
代
藩
主
と
な
っ
た
。
昔
か
ら
会
津
藩
に
は
藩
保ほ
し
な
ま
さ
ゆ
き

科
正
之
公
の
遺
訓
が
あ
り
、
神
道
、
儒
教

と
な
ら
ぶ
藩
の
指
導
理
念
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
遺
訓
の
第
一
に
「
大
君
の
義
、
一
心
太
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
し
、
他
国
の
例
を
以
っ
て
自
ら
処
す
べ
か
ら
ず
」
と

あ
る
。
徳
川
家
に
忠
勤
を
励
む
こ
と
は
会
津
の
藩は
ん
ぜ是

で
、
徳
川
家
の
血
を
引
き
養
子
か
ら
藩
主
に
な
っ
た
容
保
公
は
ど
う

し
て
も
こ
の
遺
訓
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
幕
府
か
ら
の
再
々
の
要
請
に
、
容
保
公
は
「
た
と
え
身
を
怒
濤
の

渦
中
に
投
ず
る
も
、
義
と
し
て
こ
れ
を
辞
す
る
を
得
ず
」
と
守
護
職
就
任
を
受
諾
し
た
。
藩
是
を
守
り
、
徳
川
家
へ
の
忠

誠
を
貫
こ
う
と
す
る
容
保
公
は
つ
い
に
「
火
中
の
栗
」
を
拾
う
こ
と
に
な
っ
た
。

諦
め
き
れ
な
い
頼
母
は
京
黒く
ろ
た
に谷
の
会
津
藩
の
本
陣
ま
で
赴

お
も
む
き
、
再
び
容
保
公
に
守
護
職
の
辞
任
を
迫
っ
た
。
頼
母
が
藩

内
で
異
端
者
の
熔
印
を
押
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
か
ら
で
、
頼
母
は
会
津
に
い
な
が
ら
「
会
津
の
異
邦
人
」
に
な
っ
た
。
後

か
ら
考
え
る
と
部
下
と
し
て
は
や
や
時
期
を
失
し
た
行
き
過
ぎ
の
感
は
否
定
で
き
な
い
。

本
来
な
ら
ば
、
藩
主
（
指
揮
官
）
が
決
心
し
た
ら
全
力
を
尽
し
て
そ
の
具
体
化
に
務
め
る
の
が
家
老
（
幕
僚
）
の
本
分

で
、
し
か
も
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
行
動
す
べ
き
筆
頭
家
老
が
い
ま
さ
ら
「
決
心
変
更
せ
よ
」
の
諫
言
は
少
し
無
謀
だ
っ
た

よ
う
だ
。
容
保
公
も
つ
い
に
御ご
め
ん
ご
し
つ

免
御
叱
と
し
て
頼
母
の
家
老
を
免
じ
た
。「
卑
怯
者
」、「
腰
抜
け
侍
」
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る


