
　
江
戸
時
代
中
期
の
明
和
9

（
1
7
7
2
）年
は
、
語
呂
合
わ
せ

で
当
時
の
人
々
を
恐
れ
さ
せ
た
と

言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら「
め
い
わ
・

く
ね
ん
」は
迷
惑
年
に
通
じ
る
か

ら
で
す
。
元
号
が
明
和
に
決
し
た

時
、
い
ず
れ
は
9
年
が
来
る
、
そ

の
時
迷
信
深
い
人
た
ち
が
ど
う
考

え
る
か
、
ど
う
受
け
取
る
か
。
さ

す
が
に
そ
こ
ま
で
頭
を
巡
ら
せ
た

人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
と

も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
に
人
々
が
不

安
な
思
い
で
待
ち
構
え
て
い
た

時
、
2
月
29
日
、
江
戸
三
大
大
火

の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
る
明
和
の
大

火（
死
者
数
1
万
4
7
0
0
）が
起

こ
っ
た
の
で
す
か
ら
た
ま
り
ま
せ

ん
。
や
は
り
元
号
が
悪
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
、そ
の
年
11
月
、つ
い

に
安
永
へ
と
改
元
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
来
歴

を
持
つ
元
号「
明
和
」。
新
原
の
バ

ス
停
近
く
に
建
つ「
猿
田
彦
太
神
」

（
大
神
で
は
な
く
太
神
と
読
め
ま

す
）の
碑
に「
明
和
五
歳
／
六
月
上

旬
」と
書
か
れ
て
い
た
の
で
驚
き

ま
し
た（
写
真
❶
）。〝
迷
惑
年
〟の

4
年
前
、
明
和
5（
1
7
6
8
）年

の
建
立
で
し
た
。

　
前
回「
集
落
の
出
入
り
口
に
当

た
る
と
こ
ろ
、あ
る
い
は
三
つ
角
、

四
つ
角
な
ど
、
道
と
道
が
交
差
す

る
と
こ
ろ
に
石
碑
が
立
っ
て
い
る

こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。」と
書
き

ま
し
た
が
、
新
原
の
猿
田
彦
の
碑

は
ま
さ
し
く
三
つ
角
に
当
た
り
ま

す
。
現
状
は
整
地
さ
れ
た
区
画
に
、

「
海
軍
炭
礦
創
業
記
念
碑
」案
内
の

石
碑
と
並
ん
で
い
ま
す
が（
写
真

❷
）、整
地
さ
れ
る
前
も
同
じ
場
所

に
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

な
お「
猿
田
彦
太
神
」碑
の
上
部
に

は
右
側
に「
太
陽
」を
あ
ら
わ
す
○
、

左
側
に
三
日
月
の
裏
返
し
の
形
を

し
た「
月
」（
旧
暦
26
日
の
月
）が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
う

厳
密
に
裏
表
を
気
に
す
る
必
要
は

な
く
、
文
様
と
し
て
見
た
場
合
は

三
日
月
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
す
。

大
相
撲
の
行
司
の
軍
配
に
こ
の
日じ

つ

月げ
つ

の
文
様
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
日
月（
太
陽
と
月
）は
中
国
の
陰

陽
五
行
の
考
え
方
で
は
、
太
陽
が

「
陽
」、月
が「
陰
」を
あ
ら
わ
し
、並

べ
て
描
く
時
に
は
陰
を
向
か
っ
て

左
に
、
陽
を
向
か
っ
て
右
に
描
く

の
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
猿
田
彦
太
神
」碑
は
そ
の
約
束
に

従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

私
の
見
た
範
囲
で
は
猿
田
彦
の
碑

で
日
月
を
配
し
た
も
の
は
記
憶
に

あ
り
ま
せ
ん
。
大
神
が
太
神
と
書

か
れ
て
い
て
も
意
味
は
同
じ
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
わ
ざ
わ
ざ「
太
」の

字
を
使
っ
た
の
も
珍
し
い
と
言
え

ま
す
。

　
猿
は
農
耕
馬
の
守
り
神
で
、「
厩

う
ま
や

神
」と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
、
猿
田
彦
大
神
と
庚

申
尊
天
は
猿
・
申（
ど
ち
ら
も「
さ

る
」）に
よ
っ
て
、
安
産
や
豊
作
を

祈
願
す
る「
厩う

ま
や
ざ
る猿

信
仰
」と
も
重
な

り
ま
す
。
豊
作・不
作
は
人
々
の
生

存
を
左
右
す
る
こ
と
か
ら
、
最
重

要
な
関
心
事
で
し
た
。

　
写
真
❸
は
須
恵
町
立
歴
史
民
俗

資
料
館
で
す
。
農
具
な
ど
の
展
示

の
中
に「
田
の
神
」2
体
が
置
か
れ

て
い
ま
し
た（
写
真
❹
）。
以
前
は

受
付
の
あ
た
り
に
置
か
れ
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
の
展
示
の
よ
う
に

農
具
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
に

意
味
が
あ
り
ま
す
。
本
来
は
田
の

畦
な
ど
に
立
っ
て
い
た
も
の
で
す
。

　
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の「
田
の
神
」

の
説
明
の
中
で「
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ
」

（
田
の
神
様
）に
ふ
れ
て
い
ま
す
。

資
料
館
開
館
の
際
に
、
九
州
全
域

を
回
っ
て
資
料
集
め
を
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
か
ら
、資
料
館
の「
田

の
神
」は
須
恵
町
や
糟
屋
郡
と
は

関
係
が
な
く
、
鹿
児
島
県
で
収
集

さ
れ
た
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ

は
旧
薩
摩
藩
領
に
限
っ
て
分
布
し

て
い
ま
す
。

　「
田
の
神
の
石
像
が
九
州
地
方

南
部
の
薩
摩
、
大
隅
、
日
向
の
一

部（
都
城
周
辺
）に
限
っ
て
分
布
す

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ

で
は
、
集
落
ご
と
に
杓
子
や
す
り

こ
ぎ
を
持
っ
た
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ

（
田
の
神
さ
ま
）と
称
す
る
石
像
を

田
の
岸
に
ま
つ
る
風
習
が
み
ら
れ

る
。」（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア「
田
の

神
」）

　
写
真
❺
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

2
体
共
に
右
手
に
し
ゃ
も
じ
様
の

も
の
、
左
手
に
茶
碗
様
の
も
の
を

持
っ
て
い
ま
す
。
向
か
っ
て
右
側

の
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ
は
顔
に
お
し
ろ

い
を
塗
っ
て
い
ま
す
が
、「
年
1
回

春
に
、
田
の
神
に
念
入
り
に
化
粧

が
施
さ
れ
た
う
え
、
戸
外
に
か
つ

ぎ
出
し
て
花
見
を
さ
せ
、
宿
う
つ

り
を
行
っ
て
い
る
」と
、行
事
の
中

で
そ
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
こ
と

が
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
も
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
写
真
❻
は
上
須
恵
口
バ
ス
停
近

く
の「
田
の
天
神
」の
遠
景（
遠
く

に
見
え
る
の
が
岳
城
山
）、
写
真
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❶❷

❸❹

❺❻

❼

❼
は「
田
の
天
神
」の
祠
で
す
。
田

の
天
神
は
田
ん
ぼ
の
中
の
天
神
様
、

つ
ま
り
太
宰
府
天
満
宮
に
祀
ら
れ

て
い
る
菅
原
道
真（
菅か

ん

公こ
う

）を
指
す

の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
近
く

の
交
差
点
の
名
が「
天
神
ノ
木
」と

あ
る
の
と
も
関
係
が
あ
る
は
ず
で

す
。
天
神
様
を
祀
る
の
も
、
こ
の

あ
た
り
が
古
く
は
太
宰
府
天
満
宮

（
安
楽
寺
）の
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
、
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
は
っ
き
り
し
た
由
来
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
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