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（
１
）
 

近
年
、
近
世
の
鷹
を
め
ぐ
る
研
究
は
鷹
の
鳥
の
贈
答
・
饗
応
関
係
を
中
心
と
す
る
儀
礼
論
、
江
戸
廻
り
鷹
揚
の
特
質
を
究
明
Ｉ
し
よ
う

（
２
）
 

と
す
る
地
域
編
成
論
・
江
戸
城
城
付
論
な
ど
の
観
点
か
ら
進
め
ら
れ
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
も
、
そ
も
そ
も
鷹
狩
や
騰
場
と
は
歴
史
的
・
社
会
的
に
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
か
、
そ
し
て
そ
の
鷹
揚
は
ど
の
よ
う
な

機
能
を
も
っ
て
い
た
か
な
ど
、
根
源
的
な
問
題
す
ら
い
ま
だ
一
定
の
合
意
を
み
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
近
世
の
鷹
揚
規
定
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
大
石
学
氏
は
、
騰
場
を
「
鷹
揚
と

（
３
）
 

し
て
の
制
約
を
受
け
、
負
担
を
負
っ
て
い
る
村
々
・
地
域
」
、
「
鰯
場
役
人
の
管
轄
下
に
あ
う
③
村
々
・
地
域
」
と
し
た
。
ま
た
筆
者
は
「
騰

場
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
」
、
「
鷹
揚
役
人
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
法
の
統
制
を
受
け
て
い
る
」
、
「
鷹
揚
負
担
を
強
制
さ
れ
て
い
る
」
、

（
４
）
 

こ
の
一
一
一
つ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
村
々
・
地
域
と
Ｉ
し
た
。
さ
ら
に
岩
田
浩
太
郎
氏
は
、
江
戸
周
辺
鷹
場
を
①
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る

礼
的
秩
序
の
維
持
・
再
生
産
を
保
障
す
る
領
域
、
②
公
儀
権
力
の
拠
城
Ⅱ
江
戸
城
の
「
御
用
害
之
筋
」
と
し
て
、
幕
領
・
私
領
の
入
り

組
み
・
錯
綜
し
た
知
行
形
態
を
有
す
る
江
戸
周
辺
地
域
の
広
域
的
一
円
的
支
配
を
行
う
領
域
、
③
公
儀
権
力
の
拠
城
Ⅱ
江
戸
城
に
お
け

（戸⑪）

る
日
常
生
活
の
維
持
・
再
生
産
を
保
障
す
る
領
域
と
い
う
一
一
一
つ
の
機
能
を
果
た
す
領
域
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
れ
に
対
Ｉ
し
て
、
伊
藤
好

は
じ
め
に

綱
吉
政
権
初
期
の
鷹
政
策

根

崎

光
男
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一
氏
は
、
大
石
氏
の
鷹
場
規
定
を
職
場
の
も
つ
「
属
性
」
と
し
て
批
判
し
、
ま
た
岩
田
氏
の
②
三
③
を
批
判
し
、
鷹
揚
を
「
領
主
が
鷹
狩

（
６
）
 

を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
特
定
し
た
場
所
」
と
規
定
し
た
。
さ
ら
に
、
斎
藤
司
氏
は
、
伊
藤
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
特
に
岩
田
氏

の
①
を
継
承
し
、
そ
れ
を
関
東
地
域
に
拡
大
・
適
用
し
た
上
で
、
幕
府
Ⅱ
公
儀
が
諸
大
名
へ
与
え
た
鷹
場
で
あ
る
「
拝
領
鷹
場
」
の
分

析
を
通
し
て
、
近
世
前
期
の
関
東
に
お
け
る
公
儀
鷹
場
を
、
ａ
将
軍
家
鷹
場
、
ｂ
鷹
師
頭
や
小
田
原
藩
な
ど
が
管
理
を
担
当
し
て
い
る

（
７
）
 

「
預
り
場
（
取
飼
場
）
」
、
ｃ
鷹
部
屋
が
管
理
し
て
い
る
地
域
、
ｄ
「
拝
領
鷹
場
」
の
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

大
石
氏
や
筆
者
の
鷹
揚
規
定
は
、
鷹
揚
の
支
配
関
係
の
現
象
面
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
伊
藤
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
そ

の
本
質
規
定
と
は
い
え
な
い
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
岩
田
氏
の
認
識
は
、
伊
藤
氏
の
批
判
点
の
ほ
か
、
江
戸
周
辺
鷹
揚
、

い
わ
ゆ
る
御
拳
場
の
、
そ
れ
も
享
保
期
以
降
の
視
点
か
ら
の
騰
場
論
で
あ
り
、
畿
内
・
東
海
地
域
に
も
存
在
し
た
広
域
に
わ
た
る
公
儀

鰯
場
を
前
提
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
規
定
内
容
は
江
戸
周
辺
職
場
の
地
域
綱
成
上
に
お
け
る
機
能
論
た
り
え

て
も
、
そ
の
本
質
論
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
伊
藤
氏
の
見
解
は
、
臓
場
の
本
質
規
定
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
果
し
て
そ
の

内
容
を
も
っ
て
近
世
の
職
場
を
規
定
し
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
問
題
点
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
橘
で
明

ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
将
耶
綱
吉
は
そ
の
就
任
当
初
か
ら
自
ら
の
愈
志
に
よ
っ
て
鵬
狩
を
中
止
し
て
お
り
、
将
軍
の
慨
狩
を

ｕ
的
と
し
な
く
と
も
幕
府
騰
場
が
存
在
し
た
事
実
を
伊
藤
説
で
は
説
明
で
き
な
い
。
歴
史
的
に
、
隅
場
と
は
鰯
狩
の
権
利
を
有
す
る
者

Ｉ
領
主
一
般
で
は
な
い
ｌ
が
臘
狩
を
中
心
と
す
る
織
蝋
の
場
と
し
て
領
打
し
た
特
定
の
霞
で
あ
ｌ
必
ず
し
も
臓
蕊
者
が
臓

狩
を
実
施
し
な
く
と
も
こ
の
領
域
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
斎
藤
氏
の
聡
場
論
は
、
岩
田
氏

の
主
と
し
て
①
の
見
解
に
拠
り
つ
つ
、
「
公
儀
鰯
場
は
幕
藩
間
の
礼
的
秩
序
を
再
確
認
す
る
場
」
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
公
儀
鷹
場
の

編
成
区
分
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
理
解
に
立
て
ば
、
幕
藩
間
の
膳
を
め
ぐ
る
礼
的
秩
序
の
諸
関
係
は
鷹
揚
の
存
在
を
前
提
と
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
鷹
揚
機
能
論
の
一
つ
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
論
で
は
な
い
と
い
え
る
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
近
世
膳
場
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
た
。
臘
場
の
規
定
が
い
ま
だ
一
定
の
合
意
を
み
て
い
な
い

原
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鷹
揚
研
究
の
視
点
の
相
違
も
あ
る
が
、
有
史
以
来
の
「
鷹
揚
」
の
あ
り
よ
う
が
未
解
明
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
近

世
全
期
に
わ
た
る
幕
府
放
購
制
度
の
研
究
が
進
展
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
公
儀
鷹
揚
の
領
域
が
未
確
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
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事
実
関
係
の
究
明
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
近
世
放
臘
制
度
の
研
究
は
そ
の

制
度
の
解
明
と
と
も
に
、
臓
狩
の
歴
史
的
性
格
と
そ
の
役
割
、
鱒
場
の
領
域
と
そ
の
役
割
、
権
力
と
鷹
狩
・
職
場
の
関
係
、
臘
狩
と
騰

場
の
関
係
、
そ
の
ほ
か
鷹
儀
礼
（
幕
府
と
朝
廷
・
大
名
・
家
臣
・
対
外
国
間
に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
鷹
に
か
か
わ
る
儀
礼
一
般
を
指

す
）
・
旛
場
支
配
権
・
鷹
場
役
な
ど
の
歴
史
的
構
造
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
鷹
狩
・
鷹
揚
研
究
を
深
め
る
一
助
と
し
て
、
綱
吉
政
権
初
期
の
鷹
政
策
（
鷹
の
取
得
・
管
理
、
鰯
狩
、
鷹
場
、

艫
儀
礼
等
、
鷹
に
か
か
わ
る
政
策
全
般
を
指
す
）
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
綱
吉
政
権
の
鷹
狩
・
鷹
揚
政
策
の
歴
史
的
評
価
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
次
の
三
つ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
北
島
正
元
氏
は
、
「
五
代
将
軍
綱
吉
の
代
に
な
り
、
放
臘
の
行
事
が
い
つ

（
８
）
 

た
ん
中
絶
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
放
騰
の
職
制
も
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
動
機
は
有
名
な
生
顛
憐
み
の
令
で
あ
っ
た
」
と
し
、

綱
背
政
権
の
「
生
類
憐
み
の
令
」
の
影
響
に
よ
り
、
臘
狩
が
中
断
し
、
鷹
職
制
が
廃
止
さ
れ
た
と
し
た
。
こ
の
北
島
説
が
長
い
間
定
説

化
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
「
生
類
憐
み
の
令
」
に
先
立
っ
て
鷹
役
人
が
多
数
削
減
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
大
館
右
悪

氏
は
、
「
綱
吉
が
そ
の
初
政
よ
り
生
類
殺
生
の
抑
止
を
意
図
し
て
い
た
」
と
し
、
綱
吉
は
「
生
類
憐
み
の
令
」
発
令
以
前
か
ら
生
類
殺
生

（
９
）
 

抑
止
を
意
図
し
て
い
た
た
め
、
鷹
役
人
が
多
数
削
減
さ
れ
た
と
し
た
。
そ
の
後
、
塚
本
学
氏
は
綱
圭
ロ
政
権
の
も
と
で
「
鷹
制
度
の
縮
小

に
早
く
か
ら
手
が
つ
け
ら
れ
て
も
、
そ
の
廃
止
に
年
月
を
要
し
た
こ
と
は
職
制
度
の
縮
小
に
よ
っ
て
生
類
憐
み
政
策
の
始
期
を
見
出
す

（
川
）

こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
」
と
し
て
大
館
説
を
批
判
し
、
綱
士
脚
初
政
の
脳
縮
減
は
凶
作
・
倹
約
を
動
機
と
し
て
い
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
三
氏
の
見
解
は
「
生
顛
憐
み
の
令
」
と
鷹
役
人
の
削
減
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
相
述
点
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
家
綱
政
権
の
鵬
政
策
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
将
軍
就
任
か
ら
「
生
類
憐
み
の
令
」

発
令
期
ま
で
の
綱
吉
政
権
初
期
の
鰯
政
策
を
検
討
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

徳
川
綱
吉
は
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
正
月
、
三
代
将
軍
家
光
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名
を
徳
松
と
い
っ
た
。
慶
安
四
年
（
一

将
軍
家
綱
・
綱
吉
間
の
鷹
儀
礼
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六
五
二
四
月
、
兄
長
松
（
綱
重
）
と
と
も
に
賄
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
五
万
石
の
領
知
を
賜
り
、
家
臣
も
付
属
し
た
。
は
じ
め
邸
宅

を
竹
橋
に
賜
っ
た
が
、
の
ち
神
田
に
移
り
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
八
月
元
服
、
右
馬
頭
に
叙
任
し
、
綱
吉
を
名
乗
っ
た
。
寛
文
元

年
（
’
六
六
一
）
閏
八
月
上
野
国
館
林
に
封
ぜ
ら
れ
、
一
○
万
石
を
加
増
さ
れ
て
二
五
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。
そ
し
て
家
綱
死
去
後

の
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
八
月
、
第
五
代
将
軍
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
綱
吉
が
将
軍
就
任
以
前
、
四
代
将
軍
家
綱
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
鷹
儀
礼
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
か
を
、
第
１
表
か
ら
探
っ

て
い
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
綱
吉
が
寛
文
元
年
閏
八
月
に
館
林
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
し
て
同
年
一
一
月
一
○
日
館
林

城
下
に
鷹
揚
を
下
賜
さ
れ
た
（
以
下
、
こ
の
騰
場
を
恩
賜
鷹
場
と
い
う
）
の
を
機
に
、
聡
の
鳥
下
賜
儀
礼
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
寛
文
元
年
以
前
の
将
軍
家
綱
か
ら
綱
吉
へ
の
鷹
の
烏
の
下
賜
は
徳
松
と
称
し
た
幼
少
期
か
ら
は
じ
ま
り
、
綱
吉
と
名
乗
っ

て
か
ら
は
鶴
・
雲
雀
・
蝿
・
雁
・
鴨
・
鶉
・
梅
首
鶏
な
ど
を
拝
領
し
、
一
方
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
か
ら
は
毎
年
五
月
頃
将
軍
家
綱
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;i鯛→綱吉

;i〔llI→綱吉

;i瀬→綱背

;i61Ii→綱吉

熱Ｉ→緋F

1繊i→綱吉

ｉｉﾋﾞｨii→綱吉

家綱→綱吉

識I→鬮青

ﾗｮﾄﾞﾘ→繍吉

!i鍋→綱箭

講ii→綱吉

藷胤→翻吉

;i鋼→綱吉

識Ｉ→調吉

識i→擁ｉ

;i(綱→鯛吉

;i('筒→綱背

:i〔綱→綱吉

家'’１→鯛背

;i6lli→綱吉

;;噸→綱背

家ljI→綱吉

熱ii→綱ili

鋪l→綱吉

;id#１－，綱吉

!；轍i→lil吉

!；6綱→綱古

家綱→綱吉

調ｉｉ→綱吉

家綱→綱吉

家禽→綱吉

家樹→綱吉

家葡→綱吉

泉鬮→綱吉

蒸$i→綱吉

２ 

５ 

２５ 

０ 

蝿側慰鰄繩鰄噸辮鶴繩鼬繊鰄難駒雁獅繊繊難鶴腸臓瞬蛎銚鶴纐駒繊“灘脇師獅繊總蕊魁鶴悔
凪閥懲

閥鶴２

２鵬鶴

厨風鰯

鶴前 ５．８家綱兇｣：
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第１表将軍家綱と網吉間の鷹儀礼

(注）『徳川実紀」第四・五篇より作成。

年月Ｈ 蝋#lIlIj係 偽の樋鬮･激 備考 年ⅡⅡ 陶答1M係 鳥の繭徽 備考

５町晦卿８鋤４Ｍ６９町閉８Ｍ４晦別妬Ｍ１川凹〃〃Ⅲ別ｌⅡ妬９〃３型４羽晦咀坊即別４ＱＴ３旧必剛可’５５５Ⅲ田Ⅱ５５Ⅱ切冊Ⅱ叫呵Ⅲ正Ⅱ何’ⅢⅢ刊刊》勺・や〃’’鮎呵りⅡイ繊辨鰄蠣蝿岬噸噸噸嚇蛎螂稔糀癒藏職硴”硴榊琳榊燕韓鐘輝趣輝騨騨遡韓““”“蝉“““
;i(ｉｉｉ→億松

辮I→穂松

調'１→綱吉

;i611i→綱吉

綱吉→;if綱

家lil→綱背

家ｌｌｉ→綱吉

;i[|$i→網ili

:i[lIi→綱吉

綱吉→!；(綱

譲りi→綱吉

;i(1$i→綱吉

;i櫛；→綱吉

霧$;→綱吉

辮i→綱吉

綱吉→家綱

辮i→綱吉

家綱→綱吉

綱吉→調$Ｉ

調ﾄﾞﾘ→綱背

霧31→綱吉

綱吉→家綱

罰鋼→綱吉

調胤→綱吉

!i(ｉｉｉ→綱吉

綱背→調ＩＩ

譲りi→綱吉

調jI→綱吉

綱吉→;i瀞Ｉ

藷Ii→綱吉

;i鱒i→綱背

;i6IIi→綱吉

調Ｉi→綱吉

家1$Ｉ→綱吉

綱青→;i鋼

溌ii→網脊

索ｉｉｉ→網吉

家1$I→綱吉

家ｉｉｉ→綱音

調iｌ→綱箭

;識I→綱吉

臘鶴雲鴎雲腿蝋豐鶴梅紫雲鶴鷹鶴圏繩謝繩螂魁２

日や種小施庸輌心庄処目膚轡か極の
２２鴨囑鵠．鶴旙蝋鶴鵬鶏

繩

２別

鷹総２騰維繊細２ 
３２噸

赫陶顧卿腿脾鹿炳卯閏卯溺加示塑云戚晦鈍陶肌不霧舂額陶確耐墾声

８．１９綱吉とM(名

蝋|城下に職場下111

11鵬の鷹にて獲る

４．１８Ｍ（i『･lＨ

子|M1に臘場下賜 刑Ⅲ〃４８冊８舩側４Ⅱ皿８脳ｌ５ｕ旧町Ⅱ朋銘Ⅲ４郷８ⅡⅢ８節３８皿別噸８田Ⅱ８既８●●０、■０■■０■●●●●●■●■●ＤＣ●■几昨ｖｎｗｖ●●●Ｏ●●□●●■■■■■ｂ●川Ⅲｎｎｎ呵加Ⅲ側可９咀旧ⅢｕｕｕⅢ正刊Ⅱ〃Ⅲ剛剛ⅢⅢ⑤皿叫もイⅢ刈刊ⅢⅢ必もⅢⅡ５５５５５６６６７７７７８８８８８８９９９９９９９９９ⅢⅢⅡⅡⅡⅢⅢⅡⅡⅡ咀咀皿一兀駄迩睡賦迩泣戦迩迩睡迩戦迩鰔蛾睡趣蛾睡嘩蛾鰔迩鰄迩睡錘鰔鰔迩駄迩迩趣迩迩迩迩雌鐘鐘
;i瀞i→綱吉

家lli→綱帯

綱吉→;i鯛

綱吉→識；

綱吉→;i(ｌｉｉ

調ｉｌ→綱吉

;i(ｌｉｉ→綱吉

;i〔lN→網背

;i(ｌｌｉ→綱吉

調ii→綱吉

調ｉｉ→綱吉

;i(ljI→綱吉

:i(ｊＩｉ→綱吉

家ｌｉｉ→綱i1i

;i鯛→綱背

綱吉→罰ｄＩｉ

綱背→;i6lli

綱吉→郷！

;i(綱→綱滞

;i(|$i→綱背

;i(綱→綱吉

家綱→綱奇

隷i→綱吉

辮i→綱背

辮i→綱吉

綱背→;i['’１

綱吉→;i(ｌｉｌ

;i611i→綱背

辮i→綱吉

隷i→綱吉

辮i→綱吉

家lii→綱吉

;i51$1→綱吉

識Ｉ→網吉

綱吉→藷ｉｉ

綱吉→家綱

綱吉→藷i！

;i蝋|→綱背

家ｌｉＩ→綱吉

;i(綱→綱吉

;i(綱‐鋼吉

鶴

鷹３

脇２

閥２，鷺Ｉ

脇２

雲稚

側

ｌｉｌｉ 

梅首鶏

雲雀

白鶴l

RIのlii

慨の１１i｝

鶴

鷹３

Ｍiｌ 

鶴,鷲

腐２

鷹の腿

臘の腿２

梅首鶏

雲雀

鶴

腱

勝３

鴇２

IKil 

巣鶴

脇

鶴

巣鶴２

雲機

1iｉ 

臘３

１mi2 

鴨２

１mil 

鷹の勝

蝿(蝋鰯２

雁

梅首鶏５

綱背鷹狩に出かける

恩!$の畷にて獲る

､M3の111にて獲る

臘狩帰還lli拶

綱背鷹狩に111かける

j:蝿の鷹にて護る

恩賜の鷹にて獲る

i;i;卜帰還挨拶

綱吉Mi勝に出かIﾅ５

卿9の鷹にて獲る

liI符帰還挨拶

鯛背鷹狩に出かける

鷹I鵜還挨拶

Hosei University Repository



１２２ 
に
巣
臘
（
巣
鶴
）
を
献
上
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
将
軍
家
綱
と
綱
吉
と
の
間
に
は
そ
の
初
期
か
ら
一
定
し
た
鷹
の
鳥
の
下
賜
と
巣
癬

の
献
上
と
い
う
鵬
儀
礼
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
綱
吉
が
鷹
狩
に
出
か
け
て
い
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
寛
文
元
年
に
綱
吉
が
将
軍
家
綱
か
ら
恩
賜
聡
場
を
下
賜
さ
れ
る
と
、
騰
狩
に
出
か
け
、
自
ら
狸
っ
た
鷹
の
鳥
を
献
上
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
鷹
狩
の
頻
度
は
二
、
三
年
に
一
度
の
割
合
で
、
二
週
間
か
ら
一
一
一
週
間
の
行
程
で
出
か
け
て
い
た
。
恩
賜
鷹
揚
は
当

初
館
林
城
下
の
み
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
四
年
四
月
一
八
日
に
は
江
戸
周
辺
の
武
蔵
国
膝
折
と
白
子
と
の
間
の
地
域
に
も
下
賜
さ
れ
、
そ

れ
は
「
雲
雀
の
狩
場
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
「
雲
雀
の
狩
場
」
と
は
、
当
時
贈
答
用
の
鳥
と
し
て
最
も
珍
重
さ
れ
た
鶴
や
白
鳥
な
ど
を
獲

る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
鰯
場
で
あ
り
、
主
と
し
て
鰯
の
烏
と
し
て
の
雲
雀
（
雁
・
鴨
・
鷺
を
含
む
）
を
獲
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
鷹

揚
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
脳
の
烏
の
拝
領
が
烏
の
種
類
に
よ
っ
て
位
階
制
的
に
編
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
恩
賜
臓
場
も
被
下
賜
者
に

応
じ
て
位
階
制
的
に
編
成
さ
れ
、
捕
狼
で
き
る
鳥
が
限
定
さ
れ
て
蛎
場
の
下
賜
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
騰
場
を
下
賜
さ
れ
た
後
の
、
将
軍
か
ら
の
鷹
の
鳥
の
拝
領
儀
礼
は
、
何
月
頃
に
ど
の
種
類
の
臆
の
烏
を
拝
領
す
る
か
が
ほ
ぼ
形

式
化
し
て
い
た
。
三
、
四
月
頃
に
梅
首
鶏
、
六
、
七
月
頃
に
雲
雀
、
九
、
一
○
月
頃
に
鶴
が
下
賜
さ
れ
て
い
た
の
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
綱
吉
に
特
徴
的
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
鷹
の
為
の
拝
領
者
全
般
に
共
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
か
ら
は
綱
吉

が
臘
狩
の
暇
を
願
っ
た
際
に
将
軍
か
ら
隅
が
下
賜
さ
れ
、
そ
の
恩
賜
の
鰯
に
よ
っ
て
捕
獲
し
た
慨
の
烏
を
将
軍
に
献
上
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
鰯
場
下
賜
前
に
み
ら
れ
た
将
軍
へ
の
巣
鵬
の
献
上
儀
礼
は
、
下
賜
後
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
綱
吉
に
特
徴
的
な

も
の
の
よ
う
で
、
家
格
的
に
同
列
で
あ
っ
た
甲
府
徳
川
家
は
鵬
場
拝
領
後
も
将
軍
へ
の
巣
鰯
の
献
上
を
継
続
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
寛
文
一
二
年
以
降
、
綱
吉
が
鷹
狩
を
行
っ
た
形
跡
が
見
当
た
ら
な
く
な
る
。
将
軍
家
綱
は
死
去
す
る
前
年
の
延
宝
七
年
ま

で
隅
田
川
・
麻
布
辺
で
年
二
、
三
回
ほ
ど
日
帰
り
の
鷹
狩
を
挙
行
し
て
お
り
、
綱
吉
が
鷹
狩
を
行
わ
な
い
の
は
将
軍
と
連
動
し
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
の
原
因
を
特
定
で
き
な
い
が
、
儒
教
思
想
の
影
響
を
受
け
た
綱
吉
個
人
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

綱
吉
が
慨
狩
を
実
施
し
な
い
こ
と
で
将
軍
へ
の
聯
の
鳥
の
献
上
は
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
の
時
期
で
も
将
軍
家
綱
か
ら
綱
吉
へ
の
鷹

の
鳥
の
下
賜
儀
礼
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
継
続
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
綱
吉
は
将
軍
就
任
以
前
、
幕
藩
間
の
鵬
儀
礼
の
秩
序
に
基
づ
い
て
、
将
軍
と
の
間
に
騰
の
鳥
の
下
賜
・
献
上
関
係
を
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取
り
結
び
、
ま
た
将
軍
か
ら
恩
賜
鵬
場
を
下
賜
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
主
従
制
原
理
に
根
ざ
し
た
武
家
儀
礼
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
五
月
八
日
、
四
代
将
軍
家
綱
は
死
去
し
、
同
月
二
六
日
そ
の
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
家
綱
が
死
去
す
る
二
日

前
に
、
館
林
藩
主
徳
川
綱
吉
の
将
軍
後
継
が
決
定
し
て
お
り
、
同
年
七
月
一
○
日
綱
吉
は
江
戸
城
二
九
よ
り
本
丸
に
移
っ
た
。
そ
し
て

同
年
八
月
二
三
日
に
綱
吉
の
将
軍
宣
下
の
大
礼
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
間
の
八
月
五
日
、
綱
吉
は
老
中
堀
田
正
俊
を
農
民
統
治
の
専
管
者

に
任
じ
、
同
七
日
に
は
堀
田
正
俊
と
勘
定
頭
ら
に
「
近
年
公
料
の
農
民
疲
困
す
る
き
こ
え
あ
り
、
仁
政
を
施
し
、
衰
耗
な
さ
し
む
ま
じ

（
川
）

き
む
ね
」
を
命
じ
た
。
つ
ま
り
、
綱
士
ロ
政
権
の
幕
領
統
治
の
基
本
に
仁
政
方
針
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
同
一
六
日
に
は
堀

〈
胆
）

川
正
俊
・
京
都
町
奉
行
一
一
名
・
勘
定
頭
四
名
に
「
国
用
の
事
」
を
協
議
し
て
執
行
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
協
議
組
織
に
よ
っ
て
幕

領
統
治
の
政
務
が
進
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
老
中
堀
川
正
俊
が
将
軍
綱
吉
の
意
を
受
け
て
主
導
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
将
耶
就
任
直
後
か
ら
、
綱
吉
は
幕
府
の
騰
政
策
の
転
換
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
こ
の
鵬
政
策
の
転
換
に
亜
要
な
役
割
を
拠
っ

た
の
も
肌
川
正
俊
で
あ
る
。
堀
田
は
家
綱
政
権
下
の
寛
文
一
○
年
二
月
か
ら
若
年
奇
と
し
て
鵬
師
頭
・
烏
見
な
ど
の
職
役
人
を
従
属
下

に
置
き
、
鷹
方
支
配
の
中
心
に
い
た
が
、
延
宝
七
年
七
月
の
老
中
就
任
後
も
、
ま
た
翌
八
年
五
月
の
将
軍
家
綱
の
死
去
後
も
、
同
様
で

（
脇
）

あ
っ
た
。
一
方
で
、
綱
吉
政
権
発
足
直
後
に
は
農
政
担
当
の
中
心
人
物
と
も
な
っ
た
。
同
八
年
間
八
月
一
二
日
に
は
「
備
中
」
、
す
な
わ
ち

堀
田
正
俊
の
名
を
も
っ
て
幕
府
代
官
に
「
民
は
国
之
本
也
」
の
書
き
出
し
で
は
じ
ま
る
七
か
条
の
訓
令
を
発
し
、
綱
吉
の
農
政
の
基
本

（
脚
）

方
針
を
示
し
た
。
そ
し
て
堀
田
は
綱
圭
ロ
の
仁
政
路
線
に
沿
っ
て
、
勘
定
頭
ら
と
密
接
に
協
議
し
な
が
ら
、
鷹
政
策
の
転
換
を
推
進
し
て

い
っ
た
。
同
八
年
九
月
一
五
日
、
堀
田
の
命
を
受
け
た
勘
定
頭
徳
山
重
政
・
大
岡
重
清
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
鷹
揚
村
々
に
徹
底
さ

（
旧
）

せ
る
よ
う
関
東
郡
代
伊
奈
忠
篤
に
命
じ
て
い
る
。

１
将
軍
膳
狩
の
中
止

一
一
網
吉
政
権
初
期
の
鷹
政
策
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こ
れ
に
よ
り
、
①
当
年
（
延
宝
八
年
）
は
鷹
師
派
遣
に
よ
る
鷹
使
い
を
中
止
す
る
、
②
こ
の
た
め
作
物
が
荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
鳥

を
追
っ
払
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
鳥
を
追
い
払
う
た
め
の
案
山
子
を
立
て
た
り
、
紺
を
張
っ
て
も
よ
い
、
③
こ
の
方
針
は
老
中
堀
田
正
俊

の
指
令
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
④
勘
定
頭
二
名
か
ら
近
世
初
期
以
来
関
東
の
支
配
に
大
き
く
か
か
わ
り
、
ま
た
将
軍
の
騰
狩
に
供
奉
す

る
こ
と
の
多
い
関
東
郡
代
伊
奈
氏
に
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
に
郡
代
・
代
官
か
ら
村
々
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と
の
四
点
が
判
明
す
る
。
①
に
関

連
し
て
、
綱
吉
は
鰯
の
訓
練
で
脇
師
を
騰
場
に
派
適
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
将
軍
と
し
て
の
縢
狩
も
実
施
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

将
軍
の
騰
狩
の
前
提
と
し
て
、
騰
師
の
日
常
的
な
鰯
の
訓
練
は
必
須
で
あ
り
、
ま
た
将
軍
か
ら
下
賜
さ
れ
る
鷹
の
烏
は
、
将
軍
自
ら
が

鷹
狩
に
よ
っ
て
獲
た
穫
物
の
ほ
か
、
大
名
・
鰯
師
ら
が
献
上
す
る
鳥
な
ど
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
、
鰯
の
烏
下
賜
儀
礼
に
も
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
②
で
は
鷹
揚
で
の
鳥
追
い
案
山
子
立
て
・
縄
を
張
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

癬
場
規
制
が
き
わ
め
て
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を
窺
知
で
き
る
。
こ
の
措
置
は
、
凶
作
に
よ
る
農
村
疲
弊
の
現
状
認
識
か
ら
、
綱
吉
が
仁
政

の
一
環
と
し
て
決
断
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
鷹
政
策
の
大
転
換
を
も
意
味
し
た
。

館
林
藩
主
時
代
の
寛
文
一
二
年
か
ら
鰯
狩
に
出
か
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
綱
吉
は
、
将
軍
就
任
直
後
に
仁
政
と
い
う
施
政
方
針
か
ら

幕
府
鷹
揚
で
の
臘
狩
中
止
を
決
定
し
、
自
ら
も
鷹
狩
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
近
年
公
料
の
農
民
疲
困
」
と
い
う
社
会

状
況
の
も
と
で
、
農
民
へ
の
慈
悲
と
し
て
の
側
面
を
有
し
、
綱
吉
の
仁
政
実
現
の
一
つ
の
具
体
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
針
の
幕

当
年
者
御
鷹
使
二
被
遣
候
儀
相
止
候
間
、
於
在
々
作
毛
不
喰
様
二
鳥
お
い
申
様
一
一
と
御
代
宮
中
へ
可
被
申
遣
候
旨
、
今
日
堀

備
中
守
殿
被
仰
渡
候
間
被
得
其
意
、
右
之
段
村
々
江
被
申
触
、
か
、
し
致
候
而
成
共
、
又
ハ
縄
を
張
候
而
成
共
、
百
姓
勝
手
次

第
作
毛
不
喰
様
一
一
可
被
申
付
候
、
以
上

延
宝
八
年
申
九
月
十
五
日

伊
奈
隼
人
殿

大徳

五
兵
衛

五
郎
左
衛
門
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綱
吉
に
よ
る
将
軍
鷹
狩
の
中
止
方
針
は
、
鷹
職
制
の
改
変
・
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
そ
れ
ま
で
老
中
堀
田
正
俊
の
支
配
下
に
置

か
れ
て
い
た
鷹
役
人
は
、
延
宝
八
年
一
二
月
一
六
日
に
「
少
老
松
平
因
幡
守
信
輿
、
石
川
美
作
守
乗
政
、
今
よ
り
鷹
馬
の
こ
と
奉
る
べ

（
Ⅳ
）
 

し
と
命
ぜ
ら
れ
、
鷹
匠
、
鳥
見
、
殺
生
の
者
み
な
其
隷
下
に
属
せ
ら
る
」
こ
と
に
な
り
、
若
年
寄
の
管
轄
へ
と
移
行
し
た
。
秀
忠
・
家

光
の
一
一
元
政
治
が
解
消
し
て
家
光
の
将
軍
親
政
が
開
始
さ
れ
た
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
以
降
、
鷹
方
の
支
配
は
老
中
・
奏
者
番
・
若

年
寄
な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
職
制
に
基
づ
く
職
務
管
轄
で
は
な
く
、
将
軍
の
信
任
を
受
け
た
者
が
勤
め
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
綱
吉
の
将
顛
就
任
直
後
か
ら
鷹
方
支
配
が
若
年
寄
の
職
務
分
課
の
一
つ
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
時
期

領
村
鐘
へ
の
鬮
蟄
老
中
堀
田
正
俊
１
－
徽
襄
ｌ
鬮
襄
代
一
代
裏
）
を
諾
し
て
醤
き
せ
た
の
で
あ
る
．
そ
の
縫
臘

師
の
鷹
狩
は
再
開
し
た
が
、
将
軍
に
よ
る
鷹
狩
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
延
宝
八
年
九
月
以
降
、
将
軍
の
鷹
狩
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
（
以
下
、
「
実
紀
」

と
い
う
）
の
天
和
二
年
（
’
六
八
二
）
六
月
一
○
日
条
に
は
「
小
石
川
離
第
に
わ
た
ら
せ
総
ふ
、
掘
田
筑
前
守
正
俊
、
牧
野
備
後
守
成

（
肥
）

貞
、
汗
に
御
側
の
輩
は
羽
織
袴
着
し
て
陪
行
す
、
其
外
は
各
放
鷹
の
時
の
よ
そ
ひ
の
評
｝
と
し
」
と
あ
り
、
将
軍
の
御
成
に
際
し
て
供
奉

者
の
多
く
は
鷹
狩
時
の
装
束
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鷹
狩
を
行
わ
ず
と
も
、
御
成
行
列
は
鷹
狩
時
を
模
し
、
武
備
訓
練
の
一
翼

を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
将
軍
が
鷹
狩
を
中
止
し
た
と
は
い
え
、
大
名
の
鷹
狩
を
禁
じ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
綱
吉
政

（
Ⅳ
〉

権
が
騰
狩
禁
止
令
を
出
す
の
は
元
禄
六
年
（
一
六
九
一
一
一
）
九
月
一
○
日
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
原
則
と
し
て
鷹
狩
を
実
施
で
き
た
。
し

か
し
、
御
三
家
の
恩
賜
鷹
揚
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
こ
で
の
鷹
狩
は
貞
享
元
年
一
二
月
の
紀
伊
・
水
戸
両
家
の
も
の
を
最
後
と
し
て
行

（
旧
）

わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
一
一
年
か
ら
は
鵬
狩
を
行
い
得
な
い
状
況
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
況
と

は
、
い
わ
ゆ
る
「
天
和
の
拾
」
の
賞
罰
厳
明
政
策
に
よ
っ
て
、
綱
吉
の
将
軍
専
制
政
治
が
あ
ら
わ
と
な
り
、
そ
の
将
軍
が
中
止
し
た
鷹

狩
を
行
い
え
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
貞
享
元
年
六
月
頃
か
ら
幕
府
権
力
に
よ
る
生
類
保
護
の
方
向
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。

２
膳
方
支
配
の
帰
属
再
編
と
鷹
役
人
の
削
減
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鷹
方
支
配
が
若
年
寄
の
専
管
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
将
躯
の
鰯
狩
中
止
に
よ
っ
て
鷹
方
支

配
の
役
割
が
後
退
し
て
い
く
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
鷹
職
制
の
改
変
は
幕
府
職
制
へ
の
鷹
方
支
配
の
帰
属
問
題
だ
け
で
な
く
、
こ
の

後
鷹
役
人
の
削
減
、
廃
止
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
。
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
一
一
一
月
一
一
一
日
に

「
こ
の
日
鷹
師
を
省
か
れ
、
頭
の
内
三
人
は
大
番
、
一
人
は
腰
物
番
、
一
人
は
小
十
人
組
に
い
れ

ら
れ
、
御
手
鷹
師
四
十
五
人
小
十
人
組
に
入
ら
れ
、
廿
六
人
、
鵜
頭
二
人
小
普
請
に
入
ら
れ
、

（
鋤
）

聡
方
二
人
小
十
人
組
に
人
、
一
人
小
並
口
請
に
入
、
脇
見
六
人
火
番
と
せ
ら
る
」
こ
と
に
な
り
、

ま
た
同
年
一
二
月
五
日
に
は
「
鵬
匠
、
烏
見
よ
り
大
番
に
入
も
の
二
人
、
臘
匠
、
烏
見
、
馬
方

（
別
）

よ
り
小
十
人
組
に
入
も
の
五
人
、
網
奉
行
は
五
人
と
も
小
池
口
講
に
入
ら
る
」
こ
と
に
な
り
、
さ

ら
に
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
’
○
月
五
日
に
は
「
手
臘
師
廿
七
人
、
鳥
見
十
七
人
み
を
小
普

（
魂
）

華
鯛
に
入
ら
る
」
こ
と
に
な
り
、
鷹
役
人
の
他
職
へ
の
大
幅
な
配
転
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
網
奉
行
は
享
保
期
の
放
鷹
制
度
再
編
過
程
に
お
い
て
も
復
活
す
る
こ
と
な
く
消
滅

し
た
。
こ
の
時
期
の
鷹
匠
系
統
人
数
の
推
移
を
第
２
表
に
よ
っ
て
み
て
み
る
と
、
臆
の
飼
育
・

訓
練
に
あ
た
る
手
慨
匠
の
大
趾
削
減
が
顕
著
で
あ
り
、
総
体
的
に
鵬
役
人
が
漸
次
減
少
し
て

い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
の
人
貝
削
減
が
蝋
役
人
に
特
徴
的
な
こ
と
な
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で

は
な
く
、
そ
の
対
象
は
他
の
役
職
で
も
み
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
舟
手
役
人
の
削
減
で
あ
る
。

天
和
二
年
九
月
一
八
日
に
は
、
中
奥
小
姓
小
笠
原
長
定
・
寄
合
鍋
島
正
泰
・
舟
手
頭
向
井
正
盛

ら
が
協
議
し
て
、
幕
府
の
大
船
安
宅
九
を
解
体
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
此
安
宅
九

は
古
今
比
類
な
き
大
船
な
り
し
か
ば
、
水
主
、
揖
取
を
初
め
、
こ
れ
に
あ
づ
か
る
も
の
数
百
人

あ
り
、
し
か
の
み
な
ら
ず
こ
の
一
船
の
澱
用
、
年
中
に
は
十
万
石
の
税
額
を
用
ゆ
る
に
至
れ
り

第２表厩役人の推移

(注）橘本博編「改訂墹補大武鑑」よ')作成。空欄は記IMI(なし。

鷹師頭 鶴LTI 奇合組頭 手臓師 脳I1iiiliij心 餌差

延宝３．１６７５

天和元・１６８１

天和３．１６８３

元禄４．１６９１

享保３．１７１８ ５５３２２ ５５２１ 
３３ 116 

6６ 

４２ 

３８ ２２３５０ ５５９６３ ２２１１ 
108 

9６ 

150（食飼・食

７ 
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こ
の
頃
、
町
奉
行
所
役
人
の
作
法
や
風
俗
が
乱
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
旧
弊
を
正
す
た
め
町
奉
行
所
改
革
に
着
手
し
、
そ
の
一
環

と
し
て
両
町
奉
行
所
同
心
八
○
人
を
削
減
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
役
人
の
削
減
を
推
進
し
た
の
は
一
つ
は
倹
約
、
も
う
一
つ
は
風
俗
矯
正
を
目
的
と
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
倹
約
と
は
い
っ
て
も
、
単
に
財
政
支
出
の
削
減
を
意
図
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
庶
民
の
奪
侈
を
な

く
す
た
め
に
ま
ず
幕
府
が
倹
約
を
励
行
し
、
そ
の
範
を
垂
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
風
俗
矯
正
に
つ
い
て
も
、
役
人

の
意
識
改
革
を
促
す
手
段
と
し
て
人
員
削
減
を
断
行
し
た
色
彩
が
強
い
。
「
実
紀
」
の
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
’
一
一
月
二
一
一
一
日
条
に
は

「
牧
野
備
後
守
成
負
も
て
大
目
付
、
目
付
、
町
奉
行
に
仰
下
さ
れ
し
は
、
こ
の
ご
ろ
官
臘
も
て
鶴
と
り
た
る
鱒
匠
、
同
心
の
事
糾
さ
れ
し

〈
”
）

に
、
余
議
心
と
ぎ
か
ざ
る
さ
ま
な
れ
ば
、
答
ら
る
べ
け
れ
ど
、
先
こ
た
び
は
ゆ
る
さ
れ
、
後
来
を
い
ま
し
む
く
し
と
な
り
」
と
あ
っ
て
、

鷹
匠
・
鷹
匠
同
心
の
不
正
が
糾
明
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
側
用
人
牧
野
成
貞
が
大
目
付
・
目
付
・
町
奉
行
ら
の
監
察
機
能
の
低
下

を
戒
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
同
月
二
五
日
に
は
所
属
の
鷹
匠
同
心
が
鶴
を
捕
獲
し
た
こ
と
に
連

〈
鯛
）

坐
し
て
鷹
匠
頭
間
宮
敦
信
が
罷
免
の
上
閉
門
を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。

と
ぞ
、
よ
て
堀
田
筑
前
守
正
俊
、
こ
の
こ
ろ
下
の
署
侈
を
停
禁
し
給
は
ん
に
は
、
先
上
の
浮
費
を
省
か
る
く
し
と
建
議
し
て
、
か
く
殿

（
躯
）

た
し
め
し
と
な
り
」
と
あ
り
、
庶
民
の
奪
侈
の
風
潮
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
、
ま
ず
は
幕
府
が
倹
約
を
垂
範
し
よ
う
と
し
て
安
宅
丸
の

（
湖
）

取
り
壊
し
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
同
年
一
一
月
一
一
二
日
に
は
舟
手
頭
向
井
正
盛
所
属
の
水
手
五
○
人
が
削
減
さ
れ
、

（
顔
）

翌
二
一
年
七
月
一
六
日
に
は
大
坂
舟
手
頭
が
減
員
さ
れ
て
一
人
と
な
り
、
補
充
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
町
奉
行

（
郡
｝

所
同
心
の
削
減
で
あ
る
。
天
和
一
一
年
一
一
月
一
一
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
覚
」
が
町
奉
行
に
仰
せ
渡
さ
れ
て
い
る
。

町
与
力
・
同
心
、
数
年
作
法
風
俗
不
宜
候
よ
し
、
兼
々
被
及
聞
召
候
、
作
法
風
俗
能
様
二
急
度
可
申
付
候
、
数
年
之
義
二
而
急
一
一

風
俗
難
改
存
候
ハ
、
、
何
も
御
扶
持
を
放
し
、
新
規
一
一
召
抱
可
申
候
、
惣
而
同
心
も
多
過
候
由
被
為
聞
召
侯
、
幸
・
本
所
一
一
罷

在
候
人
数
程
、
一
組
一
一
而
四
拾
人
程
、
両
組
一
一
而
八
拾
人
へ
ら
し
可
申
之
由
被
仰
渡
候
、
以
上
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こ
れ
ら
の
幕
府
鷹
儀
礼
は
家
康
の
代
か
ら
築
か
れ
は
じ
め
、
家
光
の
代
に
は
定
精
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
恩
賜
鷹
揚
の
下

（
抑
）

腸
儀
礼
に
つ
い
て
は
斉
藤
司
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
恩
賜
臓
場
（
斉
藤
氏
は
幕
府
・
将
軍
が
諸
大
名
へ
与
、
え
た

聡
場
を
「
拝
領
鷹
場
」
と
表
現
し
て
い
る
）
は
「
将
軍
と
各
大
名
の
主
従
制
的
な
関
係
を
臓
狩
と
い
う
一
つ
の
儀
礼
行
為
を
媒
介
と
し

て
確
認
す
る
空
間
」
で
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
「
拝
領
」
は
①
将
顕
家
の
血
縁
②
家
格
、
③
幕
府
の
役
職
に
対
し
て
行
わ
れ

た
と
す
る
。
そ
し
て
寛
永
一
○
年
二
月
を
境
に
、
そ
れ
以
前
の
「
拝
領
」
が
人
に
対
し
て
で
あ
っ
た
も
の
が
、
幕
府
職
制
の
整
備
や
家

格
の
確
定
と
い
う
時
代
の
趨
勢
に
対
応
す
る
形
で
家
や
役
職
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
斉
藤
氏
が
明

ら
か
に
し
た
「
拝
領
騰
場
」
二
五
例
の
ほ
か
に
、
筆
者
が
補
い
、
そ
れ
ら
の
恩
賜
鷹
揚
を
歴
代
政
権
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
が
第
３
表

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恩
賜
鵬
場
の
被
下
賜
者
の
範
囲
が
、
斉
藤
氏
の
指
摘
す
る
①
に
つ
い
て
は
概
ね
了
解
し
え
た
と
し
て
も
、

厳
格
に
い
え
ば
将
軍
家
の
血
縁
が
す
べ
て
等
し
く
下
賜
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
②
③
に
つ
い
て
は
そ
の
下
賜
が
家
格

膳
な
ど
の
儀
礼
が
あ
る
。

な
ど
の
儀
礼
も
あ
っ
た
。

雑
府
の
鷹
儀
礼
は
実
に
多
種
多
様
で
あ
っ
た
。
鳥
の
蛸
縛
関
係
で
は
朝
廷
へ
の
鵬
の
慨
・
鴻
・
白
蝸
な
ど
の
献
上
、
大
名
へ
の
慨
・

巣
鰯
・
鵬
の
鳥
の
下
賜
、
臓
場
関
係
で
は
大
名
へ
の
恩
賜
騰
場
の
下
賜
、
臘
狩
関
係
で
は
大
名
へ
の
臓
狩
暇
の
下
賜
、
大
名
狩
場
へ
の

幕
臣
派
遣
に
よ
る
ご
機
嫌
伺
い
、
臘
狩
供
奉
者
・
休
息
所
な
ど
へ
の
褒
美
の
下
賜
、
饗
応
関
係
で
は
大
名
・
線
臣
な
ど
へ
の
聡
の
烏
饗

膳
な
ど
の
儀
礼
が
あ
る
。
一
方
で
、
大
名
か
ら
の
職
・
巣
臘
・
聡
の
鳥
の
受
領
、
恩
賜
鰯
場
の
返
上
、
朝
鮮
通
信
便
か
ら
の
鵬
の
受
領

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
鱒
役
人
の
削
減
策
は
将
軍
の
臘
狩
中
止
を
契
機
と
し
て
必
然
化
し
、
そ
の
綱
紀
粛
正
と
臓
関
係
費
用
の
削
減

な
ど
に
寄
与
し
た
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
経
費
削
減
面
で
は
鯛
匠
の
路
銭
が
貞
享
二
年
に
は
一
八
五
両
余
で
あ
っ
た
も
の
が
翌
三

〈
”
）

年
に
は
三
○
両
一
分
余
に
、
同
様
に
鳥
見
の
伝
馬
代
・
路
銭
は
一
一
一
○
七
両
一
一
分
余
で
あ
っ
た
も
の
が
八
五
両
余
に
激
減
し
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
鷹
役
人
の
削
減
策
は
当
該
期
の
機
構
改
革
や
財
政
構
造
改
革
な
ど
と
連
動
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
根

底
に
は
将
軍
綱
吉
の
仁
政
方
針
が
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

３
腿
儀
礼
の
変
容
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第３表歴代政櫓の恩賜厩塙の下賜状況

(注）各政権の在位時期は将軍のほか、大御所時代も肯む゜
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や
役
峨
と
連
動
す
る
と
し
て
も
、
家
格
が
高
い
と
か
、
大
老
・
老
中
を
勤
め
た
者
が
必
ず
し
も
被
下
賜
者
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な

い
。
す
な
わ
ち
、
恩
賜
鵬
場
の
下
賜
対
象
は
将
軍
家
の
血
縁
、
家
格
・
役
職
が
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
十
分
条
件
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
寛
永
一
○
年
二
月
以
降
、
恩
賜
鷹
場
の
下
賜
が
人
か
ら
家
・
役
轍
へ
と
移
行
し
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
御
三

（
弧
）

家
な
ど
一
部
を
除
け
ば
、
了
解
し
え
な
い
。
「
鷹
場
賜
る
事
は
、
一
一
一
家
又
は
老
臣
に
か
ぎ
」
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
御
一
一
一
家
は
家
に
対
し

て
、
そ
の
他
は
概
ね
人
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
家
格
が
ま
っ
た
く
関
係
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ

家
系
の
者
が
代
々
下
賜
さ
れ
た
と
し
て
も
、
家
格
に
よ
る
世
襲
と
は
い
え
ず
、
あ
く
ま
で
も
将
軍
と
大
名
個
人
と
の
関
係
で
恩
賜
鰯
場

の
下
賜
が
行
わ
れ
て
い
た
。
付
言
す
れ
ば
、
下
賜
時
の
年
齢
は
、
将
軍
家
の
血
縁
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
壮
年
及
び
老
齢
に
達
し
て
お

り
、
被
下
賜
者
側
か
ら
み
れ
ば
恩
賜
鵬
場
で
の
臓
狩
は
江
戸
・
京
都
滞
在
時
の
晩
年
の
養
生
・
慰
み
と
し
て
位
祇
づ
い
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
寛
文
元
年
一
○
月
六
日
、
幕
府
は
伊
達
家
家
臣
に
対
し
て
、
第
四
代
藩
主
虹
千
代
（
の
ち
の
綱
村
）
が
「
幼
少
」
で
あ
る
こ
と

（
漣
）

を
理
由
に
恩
賜
鷹
揚
の
返
上
を
〈
叩
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
家
に
対
し
て
の
下
賜
で
あ
る
な
ら
ば
、
返
上
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

り
、
ま
た
将
軍
家
血
縁
以
外
の
恩
賜
臘
場
被
下
賜
者
の
多
く
が
一
代
限
り
で
鷹
場
を
返
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
下
賜
は
属
人

的
要
素
の
も
と
で
執
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
綱
吉
政
権
下
の
恩
賜
慨
場
の
下
賜
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
近
世
前
期
に
お
け
る
各
大
名
へ
の
恩
賜
鷹
揚
の
下
賜
は

家
綱
政
椎
期
ま
で
そ
れ
も
寛
文
八
年
七
月
の
酒
井
忠
淌
・
阿
部
忠
秋
へ
の
も
の
を
妓
後
と
し
て
お
り
、
綱
吉
政
権
期
で
は
ま
っ
た
く

み
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
恩
賜
騰
場
の
下
賜
適
任
者
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
綱
吉
政
椛
の
方
針
と
し
て
慨
場
の
下
賜
儀

礼
を
執
行
せ
ず
、
停
止
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
綱
吉
は
将
箙
恒
例
の
聡
狩
行
事
を
中
止
し
た
ば
か
り
か
、
恩
賜
職
場
の

下
賜
も
中
止
し
、
前
代
ま
で
続
い
た
古
礼
を
受
け
継
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
将
軍
綱
吉
の
仁
政
方
針
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、

儀
礼
の
改
変
と
そ
の
簡
素
化
が
著
し
く
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
鷹
の
鳥
の
献
上
・
下
賜
儀
礼
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
家

綱
政
権
下
の
模
様
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
家
綱
が
死
去
す
る
前
年
の
延
宝
七
年
に
お
け
る
状
況
を
ま
と
め
た
の
が
、
第
４
表
で
あ
る
。

こ
の
年
一
一
月
一
八
日
に
は
将
軍
家
綱
の
岐
後
の
騰
狩
が
麻
生
（
麻
布
か
）
辺
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
翌
日
に
は
館
林
徳
川
家
・
甲
府
徳
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１３１ 

第４表家網政権の鷹の鳥献上・下賜儀礼（延宝７年）

月日 11Ｗ答関係
鳥の柿lUi．

数
Ｕ’ HＨ １１Ｗ答関係

鳥の錘I！．
数lil
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１ 
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２ 

， 

●● 

● 

■０■■巳０
００■ 
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Ｃ●ｃ 
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４４４４４４４４４４４４４４５６６６６７７７７７【Ｉ
７７ 

７ 

家綱→館林徳Ⅱ|家、甲府徳jIl家

紀伊家、水戸家、千代姫

酒井忠滴はじめ識老Eｉ

家綱→尾張家（綱誠）

家綱→館林徳Ⅱ|家、甲府徳川家

紀伊家、水戸家、Ｔ代姫

家綱→紀ロト水戸家l比下

辮鏑繩辮
松平光及

→伊達鋼材はじめ５人

→松平頼常はじめ４人

→松平義１丁はじめ５人

→松平頼沁はじめ６人

家綱→職111便噸はじめ９人

家綱→前田綱紀はこめ７人

美濃衆３人

家綱→前川綱紀、松ＪＩＫ光ｲ''１

家綱→松J1[iII姫、松平網茂

家綱→酒井忠iMfはこめ諸老l１ｉ

松平光政はじめ５人

家綱→酒井忠挙

家網→燦蝋闘久

家綱→宗義頂

家綱→館林徳IIl家、甲府徳川求

家綱→尾張家、水戸家

家綱→紀伊・水j-i家世子

松平光長、前田綱紀

家綱→酒井忠iｉｌｉ

家綱→館林徳川家、甲府徳Ⅱ|家

lも張家、紀{Ｊ１家

家綱→千代姫

家綱→紀伊・水戸家l1子、

松平光長、前H1綱紀

家綱→松平光ｲ【１１はじめ５人

家綱→水j二i家（綱條）

家網→松乎義i了はじめ９人

島#１１綱t１tはじめ９人

館林徳１１１家、紀伊家

焔張・水戸家世子の北方

松平光晟斐

家綱→小笠原忠雄はじめ12人

家綱→酒井忠折はこめ諸老臣

水多重益はじめ９人

本多忠岡、松Ｗ誠1r、

家綱→iiHi井忠準

臓

鶏鴎

鶏

の

賜廿首

廿雛鶴騰鶴携樵推縦２惟
術術

撚

臘

臓縦梅糾鴎剛凹翻剛剛剛鶴醐鶴梅巣巣巣巣雲雲斐霊臘襲
雪岑難呑

襲呑 湖３８肥醐羽１旧肥ｎ町泌羽釦８ｍ⑫旧四則幽閉泌町四４７８川ⅢＥｎＭ巧円塊泌妬醐咀泌
０ 

０■●■●。●■●■●●●●●●●●●●●⑪●■●Ｃ
ＤＢ 

■●０●０●●●●●●Ｇ ７８８８８８９９９９９９９９，ＭＭＭⅢⅢⅢⅢｍｍｎｎｎⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢｎｎｎⅢ皿咀
家綱→済年寄、奏者番、IfillM誌

ﾐﾃ社奉行

家綱→禁袈

家綱→法皇、本院

家綱→禁裏

家綱→法皇、本院

家綱→新院

家綱→新院

Iiijm綱紀→家網

家綱→禁製

家綱→法鰹、本院

家綱→館林徳｣I|家､nJ府徳１１１家､新院

家綱→尾張家、水戸家

家綱→千代姫、紀伊黄１１`］

家綱→紀伊１１１将

家綱→1も躯''１将

家綱→松平光長、水戸羽林

家綱→前H1綱紀

素絹→脇il1光久

家綱→松平光仲

家綱→松平綱鵬

家綱→松平頼常

家綱→藤堂薇久、森艮継

家綱→松平網近

家綱→伊縫綱村、松平綱昌

家綱→ifiﾌﾞl:忠ifi､松平光般､松平呂親

家綱→尾張茂lｉＩ１

家綱→松平頼純はじめ３人

松平光政

家綱→I名張黄ｌ１１

水戸綱條→家綱

家綱→松平義行はじめ５人

家綱→有馬頼尤はじめ８人

;iに;ＩＭＩ→榊原政倫はじめ７人

家綱→戸Ⅱ|氏西はじめ12人

家綱→老IIi

尾張jlilM1→家綱

家綱→酒井忠拳、〕Ij(都所司代

家綱→水戸宰相

家綱→若年寄、春樹番

水戸宰相→家綱

水戸少将→家綱

水Fi宰相－，家綱

家綱→松平光茂

２２ 

２２鴨２２

術鶴鴻鴻鰯

雲新鶴新新鶴新泌鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴胴腿鷹腿脳脳腐腐腿腿雁臘個腐腰脳鶴
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年ハロ 悶答ＩｊＵ係
ハの鮒lUi．

数
１１；）１【１ 111答関係

川の楜額．

数ｌｉｔ

砲６ⅡＭ冊旧型邪刈１３旧皿ⅢⅢ旧胴胡四１４６旧泌〃卿２７Ⅱ冊朋Ⅲ阻肥型妬醐３Ⅱ●●巳■巴■●ＤＢ■■■●●●●●●□●●ｏ●●■■■■■０■巳●●●●●●●８９９９９９９９９ⅡⅡⅡⅡ旧咀旧咀３５６６６６６６６８８８８８８８９９９９ⅡⅡ●●●●●●■００●０■、０■０６■●Ｂ０●①●■●●●●●●■●●●●●●●３３３３３３３３３３３３３３３３３元元元元定元元元元勉尤尤尤応尤元元元尤冗元元和側和和和和和和棚和祁和和和和和和京単車卓車掌卒享辛享禦単享享享享享京京単享享犬天犬天天天犬天天犬天火天犬犬天Ｘｎｎｎｈｈ仇尚、、、閲血側側側側閲貞尚、向尚
綱吉→新焼

網吉→禁裏

甲府億Ⅱ1邸→綱吉

綱吉－，本院、束箇

欄吉→本院

綱吉-．新院

綱吉→尾張家、水｢i家、111府家

綱吉→徳Ⅱ|光尚

綱卉→紀伊･水戸家l汗

綱吉→徳Ⅱ|光友

綱宵→ｌＭ[lljF俊

綱i1i→)綱I所ii]化大坂殿化

綱吉→禁災

鰹！[|光友→綱吉

綱ili→徳Ⅱ1光友

億Ⅱ|光友→綱iIi

徳川光友→綱卉

調音→松Ｊ１譲行

徳Ⅱ|光友→綱吉

億ⅡI綱豊→閏吉

調吉→紀伊家､水戸家

甲府億''1家

綱吉→尾張・紀伊・水戸家ｌｌｌｒ

億Ⅱl光jｋ

億Ⅱ1綱豊→調音

調吉→紀伊家､水戸家

Ｗ府徳Ⅱ|家

綱吉→御三家世子、千代姫

綱吉→億１１１光fiの鰯''１

綱if→禁裏

綱吉→本院、束iii

綱吉→新院

伊達鋼材→綱背

綱古→禁裂

伊達鋼材、松５Ｍlb弘、ノi}羽ﾉﾐ次

綱吉→本院、新院、ｊ［徴

網吉→禁製

綱吉→本院、東宮

綱宵→新院

鋼吉→紀伊家、水j二i家

甲府億Ⅱl家

綱吉→徳Ⅱ1光友．千代lＩｌｉ

綱吉→焔張家、紀伊家

紀(ル水戸家1t子

-.綱iＩｉ

柵

：２側脳個幽厨風微微怖俶泌測測剛餌
刎斬凹脳処飢剛蝕帆剛側剛脳、脳廠腿腿堪仏典ⅢⅢ撚撒撚騨新噺断初初餌朗新朗岨嵐翻刎 ３５胆肥川蜘９ＭⅢ皿９ⅡⅢ肪凹４川別６型３４３６６Ⅲ４６Ⅱ泌幻９９４胆、妬１４７

●●●●●● 

●●のＯＧ●●●●●●●●●●
Ｂ■巳巳●Ｂ●●●●●
●●●●●●●Ｂ Ⅱ胆旧脳旧２’’６６８８８８８９９９１５６６８８８８ⅢⅡ川５５６６８８８８ｎｕｎ

●◆●●巴Ｏ

Ｓ●●●●●●●●●●の●●●
●●●●●●●●●①● 
■●●●●●●● 応尤兀沁尤２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３４４４４４４４４４４４京単辛単辛取取中単享玖単京単晒卓立・玖京単車単駆玖卓玖平取単朋騏単京・平取単卓？取立企川仏典し皿かⅢ叶皿小皿少Ⅲ小Ⅲ少Ⅲ小皿挑叫砂Ⅲ十Ⅲ小皿いⅢ鈍叺鵬皿か肌砂乢仁側卜Ⅲト肌鮓ⅢいⅢ占汎いⅢ小皿かⅢ鵬Ⅲ門川継皿呼瓜小ⅢトⅢ卜皿いⅢひ側仏側し叺俳側

綱吉→謝老臣

綱吉→禁裏（螺I|'見舞い）

徳Ⅱ1光向→綱吉（12.6～鷹狩）

億111光fi→綱吉

徳川光向→綱吉（～12.22瑞謁）

綱＃i→徳Ⅱl綱教

綱吉→徳Ⅱ|允貞

網ｆｉ→徳Ⅱｌ綱誠

徳１１１綱RIl→綱ｗｉｌｒ

徳111光友→綱吉

i#部1t侭→綱？「

綱吉→禁裏

綱iIi-，禁裏

綱吉→東宮

綱iIr→本院

綱吉→東宮、本院

綱吉→紫奥

綱吉→】〔宮、本院

綱宵→億１１１光友

憶111綱恩→綱宵

綱吉→紀伊家､水戸家

'１'府徳１１１家

綱吉→尾擬邸

綱背→禁奥

網？i→禁裏

鋼吉→本院、東宮

綱奇→本院、東宮

綱ｆｉ→禁裏

綱吉→東宮

綱i1i→本院

綱吉→徳IIl光貞

IiIlW徳Ⅱ|邸→綱吉

綱ｉＩｉ－，御三家、111府徳Ⅱl邸

iiiⅡ11綱紀

尾張邸→綱吉

綱背→禁典

綱ilr→禁裏

織ﾔｰ,本院、仙禰

Wi吉→卒院、Ｍ１洞

綱?j→紫奥

鯛宵→本院

綱吉→111洞

０ ２ 

２６ 

閥釦

鳥２

・子賜馬鵠鷹餌泌閥白岡脾臓螂雄鷹鷹巣蝋斬新働糊
２ 

２ 

醐圃風泌餌餌鶴圃巣巣
鷹鰯

鬮臘鷹巣新餌泌鶴糾鶴鶴鷹巣巣
鷹鴻鶴

巣新初藩鶴鶴鶴鰯
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第５表綱吉政権の厩の鳥献上・下賜儀礼

(注）「徳川実紀」第五篇より作成。

年月Ｈ 附答Ⅲ係
鳥の桃砿．

数砒
年月ロ 剛答関係

`M1の熟類．

数量

羽７ｍｕＥｎ１３３９肥皿３ｎＭ４Ⅲ聰皿珊泌妬幻泌１６６７Ｍ四４４旧泌７幻妬羽９Ⅲ皿１
０●●●●の■●●ＤＢＤＢ●００

６●■●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●● 
●● 、Ⅲ５６６７８８８８８８９９９川皿ⅧⅧ皿ⅧⅦⅦ汕皿ⅢⅡⅢⅢⅢ皿Ⅲ岨⑫３３３５６６６７

●●●■●ｐ■■０■■０■００日

●●●●●●●●●●●ＣＯ●●の●●
●●己●●●
■● ８８元元元元元元元元元元元元尤元元元元元元元元元元元元元元元元元元元２２２２２２２２宝宝和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和側和和和和和和和和和和和和和和和和和和和延延天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天

綱吉→本院

綱吉→新院

徳１１１綱豊→綱青

綱吉→御三家、甲府徳Ⅱ|家

調音→御三家、liiiHl綱紀

網吉→徳111網誠

綱吉→禁Hg

綱吉→禁襲

綱吉→本院

綱吉→松平光政

綱背‐'本院

綱吉→新院

若君（徳松)→綱吉

綱吉→禁製

綱吉→本院､新院

綱吉→IlIllir徳１１１家､尾搬家

水戸家

綱吉→紀伊家

liiilll綱紀→綱吉

綱背→億111調教､徳Ⅱ|綱條

綱吉→徳１１１綱戦

綱吉→liiH1綱紀

綱吉→島徽光久

綱吉→松j12光仲

綱吉→松平頼常はじめ４人

綱吉→松平日組はじめ２人

綱吉→松平頼純はじめ６人

徳１１１綱載→綱吉

網＃『→伊達系利はじめ５人

綱吉→老Bｉ

綱吉→松平)I直茂

綱吉→保科正春

徳Ⅱl光貞→綱青

若君(徳松)→綱吉

綱吉→堀111正統、井伊Ili[弦

老臣、側用人

女五官→綱吉

綱吉→徳111光友

網吉→松平薊常

徳Ⅱ|綱哩→網背

徳Ⅱ|光友→網吉

綱吉→甲府徳Ⅱl家､紀伊家

水戸家

綱吉→尾張・紀伊・水戸家ｌＨ子

億Ⅱ1綱蝋→綱吉

２ 

腿

庶騰鷹測鶴閥賜鶴
の鶴鶴災巣蝋鷹新斬新鷹初鶴鶴鶴鶴鷹
餌

烏賜賜鷹鵠庶鶴澗憾鶴鶴憾鶴鶴秘腿脇胸胸観閲倒鶴餌脳白臓鷹巣蝋巣
鷹従典雅封

天jN１２．７．３

犬和２．７．４

犬和２．７．１０

天和２．７．１８

天和２．８．３

天f|】２．８．２１

天fⅡ２．８．２１

天和２．８．２５

天和２．８．２７

天和２．８．２９

犬利２．８．２９

天ｲ１１２．９．４

天和２．９．１４

犬和２．９．１８

天i１２．９．１９

天ﾈ1１２．９．２５

天和２．９．２７

天和２．１０，１３

天和２．１０．１８

天机２．lLI2

x和２．１１．２５

天和３．３．１９

天ji1３．３．２３

犬和３．５．２

天和３，５．２８

天和３個５．１９

犬和３.IHI５．２２

天N１３．１Ｗ５．２３

犬和３．７．１３

天和３．７．１６

天和３．７．１９

天和３．７．１９

天ｲﾛ３．７．２２

犬和３．７．２２

天和３．７．２７

天和３．７．３０

天１１１３．７．３０

天和３．８．２

天Ｉ１１３．８．３

天和３．８．９

欄吉→甲府徳111裳紀伊家

水戸家

綱吉→千代姫

綱吉→尾張・紀伊・水戸家ｉｔ子

綱吉→禁饗

伊達綱村→綱吉

佐竹；luAi→綱吉

綱背→禁製

綱吉→本院､新院

iI鮮偏便→綱吉

伊達鋼材→網吉

綱吉→本院

網吉→新院

綱吉→禁製

綱宵→本院．新院

網謝→朧月院

綱吉→紐fjI家､水戸家

IF府徳111家

綱吉→徳Ⅱl光友

綱吉→堀、正俊

綱i1i→徳)１１光聞

綱吉→老|H1、側用人

徳ｌＩｌ光１２１→網吉

綱背→徳)１１光ｌｉ

綱吉→徳川綱誠

若君（億松)→綱吉

綱吉→＃|:伊if〔該

億１１１光友→綱吉

網吉→尾張家・甲府徳Ⅱ1家

調音→紀伊･水戸家1&子

liii1ll綱紀、徳Ⅱl光111

徳Ⅱ|光聞

W'府徳111邸→綱吉

綱吉→禁製

綱吉→徳Ⅱ|綱H1、Ｔ代姫

南部重信→綱i1i

綱吉→紐１１１・水戸家l1T

紀伊邸の鯛］

綱吉→本院、東宮

綱吉→新院

IJI達綱村→綱吉

綱吉→禁裏

綱吉→尾搬邸

綱吉→木脇、東宮

綱ilf→稲葉正住

０ １ 

鶴

１ １ 

馬児
！ 

■ 

横

樵鶴鴻泌鴻泌子

３ 

馬馬３馬鶴臘廠

醜齊

霊新斬新斬新鷹鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴繍鷹燗鶴臓鷹鶴鷹典巣巣
徹鶴雀推鶴雲新妻鰯雲新
鋼

測測推測烏斬新婁新白
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そ
れ
で
は
綱
吉
政
椛
下
の
諦
脇
下
賜
儀
礼
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
生
類
憐
み
の
令
」
が
本
格
的
に
触
れ
ら
れ
る

貞
享
四
年
二
六
八
七
）
ま
で
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
５
表
で
あ
る
。
本
表
が
そ
の
全
体
を
網
羅
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い

が
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
全
般
的
に
諸
蝸
拝
領
の
対
象
者
が
狭
ま
っ
て
い
る
、
②
家
綱
政
権
下
で
み
ら

れ
た
四
月
の
梅
首
鶏
・
鶴
の
下
賜
儀
礼
が
綱
吉
政
権
下
で
は
そ
の
就
任
当
初
か
ら
み
ら
れ
な
い
、
③
七
月
の
雲
維
の
下
賜
儀
礼
（
貞
享

元
年
は
六
月
）
が
貞
享
二
年
か
ら
み
ら
れ
な
く
な
る
、
④
八
月
か
ら
一
○
月
に
か
け
て
の
諸
大
名
な
ど
へ
の
鶴
の
下
賜
儀
礼
が
貞
享
二

年
か
ら
み
ら
れ
な
く
な
り
、
朝
廷
へ
の
鶴
・
潟
の
献
上
儀
礼
の
み
と
な
る
、
⑤
二
月
の
雁
の
下
賜
儀
礼
は
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）

で
は
有
力
諸
家
や
老
中
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
同
二
年
か
ら
貞
享
元
年
ま
で
は
幕
府
要
職
者
に
限
ら
れ
、
貞
享
二
年
以
降
で
は
こ
の
儀

礼
自
体
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
な
お
、
③
に
関
連
し
て
「
実
紀
」
の
元
禄
元
年
（
’
六
八
八
）
六
月
一
二
日
条
に
は
「
家
門
の
輩
へ
、

〈
鋼
）

今
年
よ
り
例
賜
の
雲
雀
を
停
廃
せ
ら
る
、
］
口
伝
へ
ら
る
」
と
あ
っ
て
、
雲
雀
の
下
賜
儀
礼
が
こ
の
年
ま
で
残
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る

が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
実
紀
」
か
ら
は
貞
享
二
年
以
降
確
認
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
綱
吉
政
権
下
の
鷹
の
烏
下
賜
儀

礼
は
、
綱
吉
の
将
軍
就
任
時
か
ら
前
代
よ
り
も
下
賜
対
象
者
が
縮
小
さ
れ
、
天
和
元
年
か
ら
は
諸
大
名
な
ど
へ
の
腿
の
雌
・
梅
首
鶏
の

と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

川
家
・
紀
伊
家
・
水
戸
家
・
千
代
姫
・
大
老
・
老
中
ら
が
鷹
の
雁
を
拝
領
し
て
い
る
。
ま
た
四
月
に
は
前
述
の
諸
家
及
び
役
職
、
そ
し

て
将
軍
家
血
縁
の
諸
家
、
伊
達
・
前
田
な
ど
の
有
力
諸
家
に
梅
首
鶏
・
鶴
を
、
六
月
に
は
館
林
徳
川
家
・
甲
府
徳
川
家
・
紀
伊
家
・
水

戸
家
、
紀
伊
家
・
水
戸
家
の
嫡
子
、
前
田
家
・
松
平
光
長
・
酒
井
忠
情
に
巣
鷹
（
巣
鶴
）
、
七
月
に
は
徳
川
家
の
血
縁
の
家
筋
と
そ
の
嫡

子
、
島
津
家
・
松
平
家
・
本
多
家
な
ど
の
有
力
諸
家
、
大
老
・
老
中
・
若
年
寄
・
奏
者
番
・
寺
社
奉
行
、
そ
し
て
雁
間
詰
の
諸
家
が
雲

雀
を
拝
領
し
て
い
る
。
さ
ら
に
八
月
か
ら
一
○
月
に
か
け
て
は
朝
廷
、
そ
れ
に
前
述
し
た
諸
家
な
ど
に
鶴
（
朝
廷
の
み
は
鴻
を
含
む
）
、

そ
し
て
二
月
に
は
有
馬
家
・
榊
原
家
・
戸
田
家
・
松
平
家
な
ど
の
有
力
諸
家
の
ほ
か
、
幕
府
の
要
職
に
就
い
て
い
る
者
が
雁
を
拝
領

し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
二
月
の
鷹
の
雁
は
将
軍
の
鷹
狩
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
拝
領
で
あ
る
か
ら
除
外
し
て
考

え
る
と
、
四
月
の
梅
首
鶏
・
鵺
の
下
賜
儀
礼
、
六
月
の
巣
鷹
（
巣
鶴
）
の
下
賜
儀
礼
、
七
月
の
雲
雀
の
下
賜
儀
礼
、
八
月
か
ら
一
○
月

に
か
け
て
の
朝
廷
へ
の
鶴
・
鴻
の
献
上
儀
礼
と
諸
大
名
な
ど
へ
の
鶴
の
下
賜
儀
礼
、
二
月
の
雁
の
下
賜
儀
礼
は
、
幕
府
の
年
中
行
躯
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下
賜
儀
礼
が
廃
止
さ
れ
、
貞
享
二
年
か
ら
は
鰯
の
雲
推
・
鶴
・
雁
の
下
賜
儀
礼
も
な
く
な
っ
た
。
貞
享
二
年
段
階
で
幕
府
の
年
中
行
事

と
し
て
残
存
し
た
鷹
儀
礼
は
、
朝
廷
へ
の
鰯
の
鶴
・
灘
の
献
上
儀
礼
と
御
三
家
・
甲
府
徳
川
家
・
加
賀
前
田
家
に
対
し
て
行
わ
れ
た
巣

臘
の
下
賜
儀
礼
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
綱
吉
政
権
下
で
は
将
軍
の
鷹
狩
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
鷹
狩
時
の
供
奉
者
・
休
息
所
な
ど
へ
の
褒
賜
儀
礼
も
み
ら
れ

〈
卿
）

な
く
な
り
、
ま
た
後
年
の
史
料
に
「
御
料
理
被
成
下
候
儀
、
常
憲
院
様
御
時
よ
り
中
純
せ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鷹
の
鳥
の
饗
膳
儀

〈
郷
）

礼
も
廃
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
貞
享
期
以
降
、
幕
府
へ
の
職
献
上
を
止
め
る
藩
が
相
次
ぎ
、
一
ｍ
禄
期
に
は
全
面
的
に
停
止
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
綱
吉
は
そ
の
就
任
時
か
ら
諸
大
名
と
の
Ⅲ
で
取
り
結
ん
で
い
た
鰯
儀
礼
の
縮
小
に
取
り
組
み
、
徐
々
に
そ
の
度

合
い
を
強
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
刺
廷
へ
の
慨
の
慨
な
ど
の
献
上
儀
礼
が
こ
れ
以
後
も
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
雑
府
の

公
権
を
支
え
る
礼
の
体
系
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
鵬
儀
礼
が
貞
享
二
年
か
ら
さ

ら
に
縮
小
さ
れ
る
の
は
、
同
元
年
八
月
に
最
も
信
頼
し
て
い
た
側
近
の
一
人
で
あ
る
大
老
堀
田
正
俊
が
刺
殺
さ
れ
、
ま
た
「
天
和
の
拾
」

で
賞
罰
厳
明
政
策
を
強
力
に
推
進
し
た
こ
と
で
将
軍
専
制
体
制
が
整
い
、
仁
政
の
さ
ら
な
る
拡
大
の
な
か
で
生
類
保
護
や
倹
約
な
ど
が

徹
底
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

綱
吉
は
将
軍
の
鵬
狩
を
中
止
し
た
が
、
そ
れ
で
も
幕
府
鷹
揚
を
廃
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
将
軍
の
鷹
狩
を
目
的
と
し
な

い
幕
府
鷹
場
が
現
出
し
た
。
し
か
し
幕
府
鷹
場
で
は
、
将
軍
の
鷹
狩
が
行
わ
れ
な
く
と
も
、
放
隅
制
度
の
維
持
の
た
め
に
臓
師
の
臘
狩

が
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
こ
の
鷹
狩
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
獲
物
は
、
将
軍
か
ら
諸
大
名
な
ど
に
下
賜
す
る
鷹
の
鳥
の
対
象
と

な
り
得
た
。
そ
の
す
べ
て
が
鷹
師
か
ら
調
達
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
名
な
ど
か
ら
の
献
上
鳥
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
鷹
師
は
将
軍
が
献
上
・
下
賜
す
る
腿
の
鳥
の
調
達
の
一
端
も
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
綱
吉
政
権
の
初
期
段
階
で
は
、

ま
だ
鰐
が
多
数
飼
育
き
れ
い
た
の
で
、
そ
の
餌
を
調
達
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
餌
を
調
達
す
る
一
つ
の
領
域
が
騰
場
で
あ
っ
た
。
究

極
に
お
い
て
放
臘
制
度
を
廃
止
し
な
い
限
り
、
臘
場
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
朝
廷
へ
献
上
、
も
し
く
は
大

４
騰
場
政
策
の
変
容
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当
時
、
三
河
国
内
の
吉
良
臘
場
周
辺
で
は
、
鉄
砲
に
よ
る
鶴
・
白
鳥
な
ど
の
密
猟
が
相
次
い
で
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
取
締
る
た

め
三
河
国
内
の
領
主
を
動
員
し
て
犯
人
の
摘
発
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
良
鰯
場
は
も
と
も
と
豐
臣
政
権
が
鷹
場
に
設
定
し

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
徳
川
政
権
が
継
承
し
た
由
緒
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
吉
良
鷹
揚
の
支
配
は
、
公
儀
鳥
見
役
伊
藤
正
行

が
行
っ
て
い
た
。
こ
の
正
行
の
祖
父
正
知
は
は
じ
め
徳
川
家
康
に
仕
え
、
一
時
豊
臣
秀
吉
の
所
望
に
よ
り
吉
良
の
騰
場
奉
行
と
な
っ
た

こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
綱
吉
政
権
初
期
の
鷹
揚
政
策
を
み
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
家
綱
政
権
期
の
鷹
揚
政
策
と
の
比
較
を
通
し

て
、
そ
の
性
格
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
幕
府
鷹
揚
は
、
す
で
に
家
綱
政
権
下
の
寛
文
年
間
に
は
江
戸
廻
り
は
も
ち
ろ
ん
、
関
東
・

畿
内
近
国
・
東
海
な
ど
の
広
域
に
わ
た
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
関
東
北
部
の
事
例
と
し
て
「
実
紀
」
の
寛
文
二
年
（
一

（
妬
）

六
七
一
）
一
一
月
九
日
条
に
「
前
月
九
日
上
州
桐
生
の
鰯
場
に
て
銃
打
し
も
の
両
人
を
搦
取
し
脇
見
丼
に
農
民
に
賞
行
は
る
」
と
あ
り
、
（
源
）

ま
た
関
東
東
部
で
は
同
一
二
年
一
一
一
月
一
一
Ⅱ
灸
に
は
「
狩
場
に
て
烏
と
り
し
も
の
捕
へ
た
る
に
よ
り
、
東
金
烏
見
所
楓
の
同
心
に
銀
賜
ふ
」

と
あ
っ
て
、
上
野
国
や
上
総
国
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
相
模
国
一
国
も
、
小
田
原
藩
や
臘
師
頭

〈
洲
）

の
「
頂
り
場
」
、
八
王
子
鰯
部
屋
の
櫛
鯏
地
域
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
関
來
の
諸
地
域
に
は
大
名
に
与
唇
え
た
恩
賜
職
場
が
何
か
所
も
存
在

（
卿
）

し
、
そ
れ
は
畿
内
近
国
に
も
分
布
し
て
い
た
。
さ
ら
に
幕
府
職
場
は
一
一
一
河
国
内
に
も
存
在
し
た
。
次
の
史
料
は
、
寛
文
一
三
年
二
月
一
一
一

一
０
．

日
に
雑
府
老
中
四
名
が
一
一
一
河
国
内
で
領
域
支
配
を
展
開
し
て
い
る
大
名
・
雑
府
代
官
ら
に
下
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

名
な
ど
へ
下
賜
す
る
鷹
の
鳥
は
、
形
式
的
に
は
将
軍
の
拳
か
ら
放
た
れ
た
「
御
膳
」
に
よ
り
捕
護
し
た
狸
物
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ

の
場
が
「
御
鷹
揚
」
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
幕
府
の
政
治
儀
礼
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
鷹
儀
礼
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
状
況
の
な
か
で
縮
小
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
撤
廃
し
え
ず
、
癬
場
制
を
含
む
放
鷹
制
度
の
全
面
的
な
廃
止
を
困
難
た
ら
し

め
た
の
で
あ
る
。

参
州
吉
良
御
鷹
場
其
外
於
御
領
私
領
、
以
鉄
炮
蜜
々
鶴
・
白
鳥
・
雁
・
鴨
等
打
之
由
、
其
聞
有
之
候
間
、
入
糒
見
出
相
補
候
様
、

領
内
堅
可
被
申
付
候
、
若
捕
候
儀
於
難
成
者
切
殺
候
共
、
又
者
鉄
炮
に
て
打
殺
候
而
も
不
苦
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
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さ
て
、
幕
府
鷹
場
の
広
域
的
展
開
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
、
家
綱
政
権
期
の
鷹
政
策
の
推
移
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
三
代
将
軍
家

光
が
没
し
て
ま
も
な
い
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
四
月
二
四
日
、
幕
府
は
財
政
削
減
の
一
環
と
し
て
、
抱
え
ら
れ
て
い
た
大
奥
女
房
を

（
似
〉

多
数
解
雇
し
、
負
の
遺
産
を
整
理
し
て
い
る
。
鰯
関
係
も
例
外
で
は
な
く
、
同
一
一
九
日
に
は
「
今
年
は
巣
騰
献
ず
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず

（
網
）

と
令
せ
り
わ
れ
、
各
所
へ
ま
か
り
し
膳
匠
、
烏
見
等
召
か
へ
さ
し
め
修
め
る
」
と
あ
り
、
ま
た
同
五
月
一
四
日
に
は
「
膳
つ
か
は
せ
た
ま
ふ

（
拙
）

ま
で
は
職
も
塒
を
出
し
、
用
ゆ
べ
き
鰯
の
み
を
の
こ
し
て
、
並
〈
外
は
放
さ
る
べ
き
旨
、
鷹
匠
等
へ
松
平
伊
豆
守
信
綱
命
ず
」
と
あ
っ
て
、

（
組
｝

そ
の
方
針
に
よ
り
同
一
一
○
Ⅲ
に
は
「
鵬
五
十
迎
放
た
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
明
ら
か
に
聡
関
係
の
縮
小
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
頃
の
臘
場
で
は
ど
の
よ
う
な
規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
慶
安
四
年
九
Ⅱ
七
日
、
柑
模
国
來
郡
羽
烏
村
で
は

臘
匠
頭
間
宮
氏
の
支
配
に
属
し
た
脇
見
（
郷
脇
見
）
二
名
に
縢
場
取
締
り
に
関
す
る
諭
諜
を
提
川
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
鰯

使
い
許
可
の
鑑
札
を
持
た
な
い
脳
匠
等
に
は
臘
狩
を
さ
せ
な
い
、
鑑
札
を
持
た
な
い
者
が
脳
使
い
を
し
て
い
た
な
ら
ば
脇
見
に
報
告
す

る
、
②
職
場
内
で
は
田
の
水
干
し
を
し
て
お
く
こ
と
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
川
地
の
持
主
や
名
主
を
澗
す
る
、
③
案
山
子
を
立
て
な
い
、

④
す
べ
て
の
鳥
を
追
い
立
て
な
い
、
⑤
鵬
場
内
の
作
物
で
騰
狩
の
際
に
障
害
と
な
る
も
の
は
根
を
取
り
除
く
こ
と
、
⑥
餌
指
で
あ
っ
て

も
法
度
の
鳥
を
と
ら
せ
ず
、
「
御
墨
印
」
を
持
た
な
い
餌
指
に
一
切
の
殺
生
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
、
⑦
鷹
揚
で
は
道
橋
の
普
請
に
心
掛

け
、
鷹
番
を
設
置
し
て
お
く
こ
と
、
な
ど
が
鷹
揚
村
々
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
た
。
鳥
の
居
つ
き
を
良
く
し
て
鷹
使
い
の
支
障
に
な
ら
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
村
々
の
第
一
義
的
な
義
務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
規
制
が
徹
底
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
万
治
元
年
（
’
六
五
八
）
’
二
月
に
は
「
在
々
所
々
錐
為
御
膳
場
、
年
内
よ
り
か
、
し
を
い
た
し
、
麦
を
ま
か
セ
可
申

（
編
）

事
」
「
鹿
猪
追
セ
申
へ
く
、
勿
論
取
釆
候
所
ハ
猶
以
可
為
其
通
事
」
と
あ
っ
て
、
鷹
場
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
。
こ
れ
は
凶
作
に
よ
る
農
村

（
蛆
）

困
窮
を
背
景
と
し
た
も
の
で
、
ほ
ぼ
同
文
の
法
令
が
同
一
二
年
八
月
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
鷹
揚
に
お
い
て
案
山
子
を
立
て
、
鹿
や
猪

を
追
い
払
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
は
、
烏
の
居
つ
き
よ
り
も
農
村
保
護
を
優
先
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
鷹
揚
規
制
の
大
き
な
後
退
を
意

（
Ⅲ
）
 

た
の
で
あ
う
っ
。

が
、
の
ち
家
康
に
再
び
召
し
抱
え
ら
れ
、
伏
見
の
鷹
場
奉
行
を
勤
め
た
と
い
う
。
そ
の
時
代
に
は
伏
見
に
も
幕
府
鷹
揚
が
存
在
し
た
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
父
正
信
は
三
河
国
に
住
し
て
吉
良
の
鷹
揚
奉
行
を
勤
め
、
そ
れ
を
正
行
が
継
承
し
て
家
綱
の
代
ま
で
維
持
し
て
い
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寛
文
期
に
入
る
と
、
再
び
鷹
揚
規
制
が
強
化
さ
れ
た
。
同
六
年
（
一
六
六
六
）
’
一
月
二
日
、
勘
定
所
が
関
東
幕
領
村
々
に
触
れ

た
下
知
状
の
な
か
に
「
御
鷹
揚
之
儀
、
毎
度
不
相
触
候
と
も
、
道
橋
等
無
油
断
可
作
之
、
就
中
御
膳
野
之
時
分
可
入
念
、
餌
差
―
―
て
候

共
、
御
法
度
之
鳥
を
取
候
ハ
、
捕
置
之
、
可
注
進
、
又
鷹
っ
か
ひ
候
輩
有
之
ハ
相
改
、
何
方
迄
も
附
送
、
宿
可
聞
届
之
、
江
戸
え
相
越

候
ハ
、
、
屋
敷
迄
付
届
、
断
置
、
急
度
可
申
来
、
惣
て
御
鷹
揚
之
儀
、
従
跡
々
有
来
通
、
公
儀
御
法
度
か
た
く
可
相
守
郭
」
と
あ
っ
て
、

厳
し
い
鷹
揚
規
制
が
復
活
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
七
年
九
月
一
一
七
日
に
は
、
当
時
聡
方
支
配
の
統
括
者
で
あ
っ
た
若
年
寄
永
井

（
釦
〉

尚
庸
が
鷹
師
頭
一
一
名
に
餌
差
の
勤
方
に
つ
い
て
申
し
渡
し
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
、
鷹
師
頭
の
支
配
下
に
あ
る
餌
差
が
動
向
き

に
お
い
て
非
分
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
監
察
強
化
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
理
解
さ
れ
る
。

（
即
）

続
い
て
延
宝
期
に
入
る
と
、
同
一
一
一
年
（
一
六
七
五
）
’
’
一
月
、
鳥
見
（
郷
鳥
見
）
が
相
模
国
一
一
一
浦
郡
村
々
に
触
れ
た
鷹
揚
法
度
書
に

よ
れ
ば
、
①
各
村
に
一
軒
ず
つ
鱒
番
所
を
設
置
し
、
番
人
二
名
を
常
置
す
る
、
②
騰
札
を
臆
番
所
に
掛
け
置
き
、
鷹
匠
来
村
の
際
引
き

合
わ
せ
る
、
③
臆
番
人
は
動
向
き
を
厳
守
し
、
怠
っ
た
時
は
名
主
・
五
人
組
ま
で
処
罰
す
る
、
④
鷹
札
を
持
た
な
い
騰
匠
を
発
見
し
た

場
合
は
追
い
払
う
、
⑤
鷹
匠
が
来
村
し
た
場
合
は
即
時
に
鷹
番
人
が
駆
け
つ
け
て
鷹
札
を
改
め
る
、
⑥
鷹
札
を
持
た
な
い
鷹
匠
に
宿
を

提
供
し
た
者
が
い
た
な
ら
ば
公
儀
に
注
進
す
る
、
⑦
聡
匠
が
宿
に
着
い
た
場
合
、
宿
主
と
名
主
が
聡
札
を
引
き
合
わ
せ
る
、
⑧
他
組
の

鷹
匠
、
武
家
家
中
、
鷹
札
の
な
い
鷹
匠
が
往
還
を
通
過
し
よ
う
と
す
る
時
は
管
轄
す
る
鷹
揚
の
外
れ
ま
で
見
届
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
寛
文
期
よ
り
も
一
段
と
鷹
揚
規
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
規
制
強
化
は
、
単
に
聡
師
頭
や
鳥
見
の

権
限
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
⑥
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
公
儀
と
直
結
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
家
綱
政
権
期
の
騰
場
規
制
は
、
社
会
の
動
向
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
大
き
な
振
幅
を
み
せ
た
。
そ
し
て
寛
文
期
以
降
、

幕
府
役
人
に
対
す
る
監
察
体
制
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、
臓
匠
や
餌
差
の
鑑
札
所
持
が
厳
し
く
問
わ
れ
、
そ
の
取
締
り
が
癬
場
村
々
に

義
務
づ
け
ら
れ
、
延
宝
期
に
は
そ
れ
が
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
っ
た
。

次
に
、
綱
吉
政
権
初
期
の
騰
場
規
制
が
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
い
た
か
を
み
て
い
き
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
綱
吉
は
将
軍

就
任
早
々
、
幕
府
農
政
の
基
本
に
仁
政
を
掲
げ
、
そ
の
執
行
を
老
中
堀
田
正
俊
ら
に
命
じ
た
。
延
宝
八
年
九
月
一
五
日
に
は
堀
田
正
俊

味
し
て
い
た
。

Hosei University Repository



139 
の
命
を
受
け
た
勘
定
頭
一
一
名
が
関
來
郡
代
伊
奈
氏
に
、
当
年
の
鵬
使
い
の
中
止
を
勧
告
す
る
な
か
で
、
臘
場
で
の
為
追
い
・
案
山
子
立

て
・
縄
張
り
の
許
可
を
伝
達
し
、
村
々
へ
の
徹
底
を
計
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
職
場
規
制
の
緩
和
方
針
は
、
実
際
の
騰
場
支
配
に
携
わ
る

（
謎
）

騰
匠
頭
・
烏
兇
な
ど
へ
も
伝
達
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
翌
九
年
九
月
に
鷹
匠
頭
間
宮
敦
信
が
支
配
村
々
に
触
れ
た
「
申
渡
口
上
之
覚
」

に
よ
れ
ば
、
①
鷹
札
を
持
た
な
い
鷹
匠
に
鷹
を
使
わ
せ
な
い
、
②
黒
印
札
を
持
た
な
い
餌
差
に
殺
生
を
さ
せ
な
い
、
③
手
騰
師
や
鷹
匠

同
心
が
宿
泊
し
た
場
合
は
木
銭
・
夫
銭
を
受
け
取
る
こ
と
、
④
膳
師
ら
か
ら
馬
を
要
求
さ
れ
た
場
合
は
駄
賃
銭
を
取
っ
て
貸
す
こ
と
、

⑤
所
属
の
同
心
・
餌
指
・
犬
牽
の
不
正
に
留
意
し
、
村
々
か
ら
も
贈
り
物
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
あ
る
。
①
②
か
ら
は
こ
の
年
臘
匠

ら
の
慨
使
い
が
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
全
体
の
内
容
は
鵬
場
村
々
へ
の
規
制
と
い
う
よ
り
鷹
役
人
の
勤
務
動
向
の
在
検
を

村
々
に
義
務
づ
け
た
色
彩
が
強
い
。
勿
論
、
こ
れ
も
臓
場
規
制
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
従
来
よ
り
は
き
わ
め
て
緩
和
さ
れ
た
内
容
と
い
つ

そ
し
て
天
和
期
に
入
る
と
、
騰
場
支
配
の
み
な
ら
ず
、
幕
領
支
配
に
お
い
て
も
、
仁
政
の
実
現
を
期
す
べ
く
仁
心
教
化
を
主
体
と
す

る
政
策
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
農
民
生
活
に
お
い
て
は
、
忠
孝
・
倹
約
な
ど
が
強
く
織
り
込
ま
れ
、
そ
の
取
締
り
が
強

化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
鷹
揚
規
制
に
お
い
て
も
、
鰯
場
村
々
の
あ
る
べ
き
姿
が
要
求
さ
れ
た
。
綱
吉
の
仁
政
と
は
、
農
民
が

困
窮
し
て
い
れ
ば
慈
悲
の
政
治
が
股
開
さ
れ
た
が
、
回
復
す
れ
ば
農
民
と
し
て
の
分
限
を
求
め
る
強
権
的
政
治
へ
と
変
貌
し
た
。
こ
う

し
た
方
向
は
、
家
綱
政
権
期
あ
た
り
か
ら
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
綱
吉
政
権
で
は
そ
れ
が
よ
り
徹
底
さ
れ
た
。
た
だ
し
天
和
・

貞
享
期
あ
た
り
か
ら
、
以
前
に
も
期
し
て
特
徴
的
と
な
っ
て
く
る
の
が
殺
生
規
制
の
強
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
綱
吉
政
権
下
の
鉄
砲
規
制

の
全
国
的
広
が
り
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
三
月
九
日
、
紀
伊
徳
川
家
の

（
邦
）

恩
賜
鷹
揚
に
属
し
た
武
蔵
国
足
立
郡
染
谷
新
田
が
紀
州
烏
見
に
提
出
し
た
手
形
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

て
よ
い
。

指
上
申
手
形
之
事

紀
州
中
納
言
様
於
御
騰
場
一
一
雑
而
被
仰
付
候
通
り
、
大
鳥
ハ
不
及
申
一
一
□
鳥
迄
も
取
申
間
敷
候
事

他
所
５
参
候
殺
生
人
、
何
殺
生
人
一
一
而
も
御
職
場
之
内
江
入
山
間
敬
□
、
若
し
殺
生
人
入
申
候
欺
、
又
者
所
之
者
鳥
取
申
候
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雑
府
が
鷹
場
内
で
の
忍
び
の
鵬
使
い
や
鵬
餌
差
の
横
行
に
対
し
て
、
そ
の
取
締
り
を
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
鵬
札
を
持
つ

臘
師
の
慨
使
い
や
無
印
札
を
持
つ
仰
差
の
殺
生
は
公
認
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
こ
の
年
正
月
二
八
日
、
幕
府
は
牛
馬
な
ど
に
対
す
る
「
生

（
町
）

類
憐
み
の
令
」
を
出
し
て
お
り
、
臘
場
で
の
不
法
な
鵬
狩
・
殺
生
の
雑
丞
止
も
そ
の
流
れ
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
「
生
類
憐
み
の
令
」
の
始
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
生
類
を
憐
れ
む
思
想
が
何
に
根
ざ
し

て
い
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
殺
生
忌
避
が
問
題
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
儒
教
思
想
の
仁
の
な
か
に
も
慈
し
み
の
心
Ⅱ
仁
心
が
あ
り
、
殺
生
忌
避
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
、

貞
享
二
年
九
月
一
九
日
に
幕
府
は
「
馬
の
筋
の
ぶ
る
事
は
武
用
に
便
な
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
不
仁
な
れ
ば
、
官
厩
に
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
の
馬

〈
鍋
〉

は
、
先
年
よ
り
其
事
停
禁
せ
ら
れ
し
か
ど
、
今
に
於
て
世
な
を
其
事
す
る
も
の
あ
り
と
閃
ゆ
、
此
後
か
た
く
禁
ず
べ
し
」
と
令
し
、
馬

の
保
漣
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
馬
の
筋
を
伸
ば
す
こ
と
は
武
用
の
た
め
に
も
悪
く
、
不
仁
で
あ
る
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
。
「
生
類
憐

貞
享
期
に
な
る
と
、
殺
生
人
取
締
り
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
っ
た
。
同
四
年
（
一
六
八
六
）
二
月
一
六
日
に
は
、
勘
定
頭
彦
坂
重
治
・

（
琉
）

仙
石
政
勝
・
大
岡
重
清
と
「
御
勘
定
頭
に
副
て
つ
と
む
く
き
む
ね
」
を
命
じ
ら
れ
た
佐
野
正
周
・
国
領
菰
次
の
五
名
が
、
次
の
よ
う
な

（
鰯
｝

内
容
を
村
々
へ
徹
底
さ
せ
る
よ
う
関
東
郡
代
伊
奈
氏
に
指
示
し
て
い
る
。

（
別
）

こ
の
地
域
の
鷹
揚
規
制
に
伴
う
手
形
は
、
寛
文
一
一
一
一
年
段
階
で
は
五
か
条
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
期
に
は
一
一
か
条
へ
と
激
減
し
、
捕
鳥
・

殺
生
規
制
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
背
景
に
は
、
殺
生
人
の
横
行
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
手
形
の
内
容
か
ら
い
え
ば
大

き
な
変
化
で
あ
っ
た
。

所
々
御
鷹
揚
に
お
ゐ
て
、
脇
々
之
者
夏
冬
不
限
、
忍
臘
過
ひ
、
且
又
似
セ
餌
差
入
込
、
致
殺
生
者
有
之
候
ハ
、
相
改
、
其
者
宿
江

付
届
ケ
預
置
、
早
速
致
注
進
候
様
一
「
其
方
御
代
官
所
之
内
、
御
鷹
揚
之
村
々
江
急
度
可
被
申
付
候
、
以
上

上
後
日
御
聞
出
し
候
共
、
御
せ
ん
さ
く
之
上
何
様
之
□
事
一
一
も
可
被
仰
付
候
、
為
其
村
中
不
残
証
文
手
形
差
上
申
候
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1４１ 
み
の
今
」
の
強
化
が
進
行
し
て
い
る
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
四
月
三
○
日
の
法
令
に
も
「
す
べ
て
生
類
愛
憐
の
事
仰
出
さ
れ
し
は
、

（
弱
）

人
々
仁
心
に
至
る
べ
き
と
の
盛
】
曰
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
そ
の
旨
心
得
く
し
」
と
あ
っ
て
、
「
生
類
憐
み
の
令
」
を
触
れ
た
の
は
民
衆
の
仁

心
教
化
を
本
旨
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
綱
吉
の
仁
政
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
知
で
き
る
。

（
帥
）

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
幕
令
と
し
て
の
「
生
類
憐
み
の
令
」
の
始
期
は
狭
義
に
は
貞
享
－
工
年
六
月
の
法
令
に
求
め
ら
れ
、
ま
た

生
類
憐
み
の
志
の
源
泉
は
綱
吉
が
将
軍
就
任
時
に
掲
げ
た
仁
政
方
針
の
な
か
に
内
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
志

も
伝
統
的
な
礼
の
秩
序
や
人
間
の
本
性
と
の
狭
間
で
徹
底
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
「
実
紀
」
の
同
二
年
二
月

七
日
条
に
は
、
「
鳥
類
、
貝
類
、
海
老
等
、
い
ま
よ
り
後
庖
厨
に
用
ふ
く
か
ら
ず
、
し
か
り
と
い
へ
ど
も
公
卿
に
饗
賜
は
る
と
き
は
、
こ

く
⑪
）

の
限
に
あ
ら
ず
」
と
あ
り
、
江
戸
城
内
の
食
事
で
は
鳥
・
貝
・
海
老
な
ど
を
使
用
禁
止
と
し
た
が
、
公
卿
へ
の
饗
応
で
は
格
別
の
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
公
卿
へ
の
饗
応
が
朝
幕
間
の
礼
的
秩
序
の
一
つ
と
し
て
伝
統
的
に
作
用
し
て
い
た
た
め
に
停
止
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

以
上
、
家
綱
政
権
の
鯛
政
策
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
綱
吉
政
権
初
期
の
聡
政
策
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
詳
細
は

本
文
に
譲
る
こ
と
と
し
、
そ
の
大
要
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
綱
吉
は
将
軍
就
任
時
に
仁
政
を
幕
政
運
営
の
基
本
に
す
え
た
こ
と
に
よ

り
、
鷹
政
策
に
関
し
て
は
将
軍
の
臘
狩
を
中
止
し
、
ま
た
鷹
方
支
配
を
若
年
寄
の
職
務
分
課
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
、
鷹
役
人
の
削

減
を
実
施
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
膳
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
恩
賜
鷹
場
の
下
賜
を
行
わ
ず
、
鷹
の
鳥
の
拝
領
、
褒
賜
・
饗
膳
な
ど
の
儀
礼

も
大
幅
に
縮
小
・
廃
止
し
て
い
っ
た
。
貞
享
期
に
は
朝
廷
へ
の
膳
の
鶴
な
ど
の
献
上
儀
礼
や
御
三
家
・
甲
府
徳
川
家
な
ど
へ
の
巣
鷹
・

鷹
の
鳥
の
下
賜
儀
礼
の
み
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

将
軍
の
臘
狩
が
行
わ
れ
な
い
鷹
揚
で
は
、
延
宝
八
年
に
つ
い
て
は
鵬
師
の
鷹
使
い
も
中
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
鑑
札
を
持
つ
鷹
師
の

鷹
使
い
や
餌
差
の
殺
生
は
鷹
揚
村
々
の
厳
し
い
監
視
の
も
と
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
村
々
に
対
す
る
鷹
場
規
制
は
、
凶
作
な
ど
で
困
窮

結
び
に
か
え
て
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こ
う
し
た
鰯
政
策
の
変
革
は
、
「
生
類
憐
み
の
令
」
の
発
令
に
よ
っ
て
連
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
綱
吉
政
権
の
仁
政
方

針
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
幕
令
と
し
て
の
「
生
類
憐
み
の
令
」
の
始
期
を
、
狭
義
に
は
貞
享
元
年
六
月
令
に
求
め
、

こ
れ
も
仁
政
実
現
の
一
つ
の
具
体
化
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

さ
て
最
後
に
、
近
世
の
臘
場
概
念
に
つ
い
て
提
起
し
て
お
き
た
い
。
将
軍
の
騰
狩
を
中
止
し
た
綱
吉
政
権
の
も
と
で
は
、
そ
の
当
初

か
ら
鯛
儀
礼
・
鰯
役
人
を
縮
小
・
削
減
し
た
が
、
な
お
も
そ
れ
ら
は
残
存
し
、
慨
場
で
は
臘
場
法
度
も
機
能
し
て
い
た
。
将
雌
の
鷹
狩

を
目
的
と
し
な
い
幕
府
臓
場
が
現
出
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
期
の
臘
場
を
含
め
て
、
近
世
の
臘
場
と
は
将
耶
・
大
名
な
ど
が
鵬
狩
を
中

心
と
す
る
狩
猟
の
場
と
し
て
領
有
し
た
特
定
の
領
域
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
将
軍
・
大
名
な
ど
が
放
臘
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
領
有

し
た
特
定
の
領
域
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
放
鷹
制
度
と
は
法
と
組
織
と
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
放
臘
制
（
鷹
狩
・
鰯
部
屋

の
運
営
・
鷹
の
取
得
体
制
な
ど
を
含
む
）
・
鷹
揚
制
（
鷹
場
支
配
体
制
・
鷹
場
役
徴
収
体
制
な
ど
を
含
む
）
・
鷹
儀
礼
（
鷹
・
膳
の
鳥
・

囎
場
の
下
賜
、
そ
し
て
そ
の
受
領
な
ど
を
含
む
）
を
主
た
る
構
成
要
素
と
す
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
綱
吉
政
権
に
お
け
る
「
生

類
憐
み
の
今
」
発
令
後
の
鯛
政
策
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

し
て
い
れ
ば
き
わ
め
て
緩
和
さ
れ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
厳
格
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ
も
仁
政
の
実
現
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ

た
０ 

（
２
）
大
石
学
「
近
世
江
戸
周
辺
農
村
の
機
能
と
性
格
」
（
「
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
」
昭
和
五
十
八
年
度
、
’
九
八
三
年
、
の
ち
改
稿
し
て
「
享

保
改
革
と
地
域
政
篭
」
唾
吉
川
弘
文
飾
一
九
九
六
年
）
甥
川
浩
太
郎
「
関
東
螂
代
と
「
領
」
１
匹
胤
辺
の
地
域
繍
麟
の
特
徴
ｌ
」

（
「
側
束
近
世
史
研
究
」
第
一
六
号
、
一
九
八
四
年
）
、
斉
藤
可
「
近
世
前
期
、
関
東
に
お
け
る
職
場
綱
成
」
（
「
関
束
近
世
史
研
究
」
第
三
二
号
、

〈
注
〉

（
１
）
竿
者
・
村
上
直
共
著
「
鷹
揚
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
』
〈
雄
山
側
出
版
、
一
九
八
五
年
〉
一
七
七
～
八
一
頁
、
大
友
一
雄
「
胸
を
め
ぐ
る

贈
答
儀
礼
の
構
造
」
（
「
国
史
学
」
第
一
四
八
号
、
一
九
九
二
年
）
、
同
「
近
世
の
御
振
舞
い
の
構
造
と
「
御
膳
之
烏
」
概
念
」
（
「
史
料
館
研
究

紀
要
」
第
二
六
号
、
’
九
九
五
年
）
、
岡
崎
寛
徳
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
諸
鳥
下
賜
・
饗
応
儀
礼
の
展
開
」
（
「
中
央
史
学
」
第
一
九
号
、

紀
要
」
第
二
六

一
九
九
六
年
）
。
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一
九
九
二
年
）
、
同
「
近
世
前
期
に
お
け
る
五
畿
内
近
国
の
鷹
揚
編
成
」
（
関
東
近
世
史
研
究
会
編
「
近
世
の
地
域
編
成
と
国
家
」
、
岩
田
書
院
、

’
九
九
七
年
）
。

（
３
）
大
石
学
「
享
保
期
に
お
け
る
鷹
揚
制
度
の
再
編
・
強
化
と
そ
の
意
義
」
（
「
史
海
」
第
二
三
・
二
四
合
併
号
、
一
九
七
七
年
、
の
ち
改
稿
し

て
「
享
保
改
革
と
地
域
政
策
」
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
。

（
４
）
筆
者
「
寛
政
期
に
お
け
る
騰
場
制
度
の
展
開
過
程
」
（
「
法
政
史
論
」
第
五
号
、
一
九
七
八
年
）
、
同
「
近
世
鷹
揚
制
度
研
究
序
説
」
（
『
袖
ヶ

浦
町
史
研
究
」
創
刊
号
、
’
九
七
八
年
）
。

北
島
正
元
「
鷹
揚
と
目
黒
六
ケ
村
」
（
『
目
黒
区
史
」
通
史
編
、
二
四
五
～
六
五
頁
）
。

大
館
右
喜
「
生
類
憐
懲
政
策
の
展
開
」
（
「
所
沢
市
史
研
究
」
第
三
号
、
一
九
七
九
年
）
。

塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
」
〈
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
〉
一
○
○
～
二
○
頁
、
同
「
江
戸
時
代
人
と
動
物
」
〈
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク

ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
五
年
〉
’
九
六
～
二
一
六
頁
。

「
徳
川
実
紀
」
第
五
篇
、
三
六
八
頁
。

前
掲
注
（
、
）
に
同
じ
、
五
八
七
頁
。

前
掲
症
（
ｕ
）
に
同
じ
、
四
六
二
頁
。

前
掲
注
（
、
）
に
同
じ
、
四
六
五
頁
。

前
掲
注
（
、
）
に
同
じ
、
四
九
○
頁
。

－ｈコ▲中Ｌエー－Ｌヱー－h上一

HIjlRIリロI」Ｈリ

掲掲掲掲
注注注注
ゴー､〆￣、ニーヘ－￣～

ｌｌｌｌｌｌｌｌ 
、－〆、－－－－、＝〆

にＩこ仁に

同同同同
じじじじ
、、、、

四四三五
六四九三
六一二○

１頁頁’
七・・一

頁頁
｡ 。

前
掲
注
（
ｕ
）
に
同
じ
、
四
五
一
頁
。

「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
一
七
六
頁
。

岡
崎
寛
徳
「
近
世
前
期
に
お
け
る
江
戸
幕
府
御
鷹
方
文
配
役
と
若
年
寄
」
〈
『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
」
第
二
六
号
、
一
九
九
二
年
）
。

『
御
触
書
寛
保
集
成
」
一
三
一
二
号
、
六
八
八
頁
。

「
教
令
類
纂
」
初
集
十
一
一
一
（
一
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
二
一
、
「
教
令
類
纂
」
初
集
一
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
年
、
一
一
四
七
－
八
頁
）
。

右
に
同
じ
、

前
掲
注
（
２
）
岩
田
論
文
。

伊
藤
好
一
「
騰
場
と
広
域
一

前
掲
注
（
２
）
斉
藤
論
文
。

北
島
正
元
「
鷹
揚
と
目
里
上

「
臘
場
と
広
域
支
配
Ｉ
そ
の
研
究
史
に
そ
っ
て
ｌ
」
（
藪
鱸
の
歩
み
」
繁
五
一
蓋
一
九
八
八
年
一
・

第
五
篇
、

三
六
九
頁
。
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、－〆、－〆、－〆、－〆、－〆

〈
調
）

（
妬
）
「
憲
教
類
典
」
五
之
十
四
．
町
奉
行
（
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
四
三
、
「
懸
教
類
典
」
七
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
、
二
○
九
～
一

○
頁
）
、
「
古
事
類
苑
」
官
位
部
三
、
四
一
七
頁
。

（
”
）
（
鋼
）
前
掲
注
（
ｕ
）
に
同
じ
、
五
六
二
頁
。

（
豹
）
鱗
田
覚
「
元
織
卿
雛
府
財
政
の
新
史
料
ｌ
「
貞
享
３
年
御
入
川
払
湾
繊
瞥
』
・
元
禄
７
年
「
御
麟
入
闘
並
御
物
戯
元
払
繊
響
」
に
つ

い
て
Ｉ
ｌ
Ｌ
ｓ
史
学
雑
誌
」
第
九
○
編
第
一
○
号
、
一
九
八
一
年
）
。

（
卸
）
斉
藤
司
「
近
世
前
期
、
関
東
に
お
け
る
鰯
場
編
成
」
（
「
関
束
近
世
史
研
究
」
第
三
二
号
、
’
九
九
二
年
）
。
こ
の
な
か
で
、
斉
藤
氏
か
ら
筆

者
が
か
つ
て
規
定
し
た
「
御
借
場
」
論
に
つ
い
て
懇
切
な
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
確
か
に
、
現
在
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
御
借
場
」
と

は
近
世
中
期
以
降
、
将
軍
が
徳
川
一
門
（
御
三
卿
な
ど
）
の
大
名
に
御
拳
場
の
な
か
に
下
賜
し
た
鷹
揚
を
言
い
、
大
名
が
将
軍
か
ら
下
賜
さ

れ
た
騰
場
全
般
を
「
御
惜
場
」
概
念
で
把
握
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
斉
藤
氏
の
「
拝
領
鷹
揚
」
論
に
つ
い
て
、

筆
者
は
近
世
前
期
に
お
い
て
は
幕
府
に
よ
る
大
名
へ
の
鵬
場
の
下
賜
は
原
則
的
に
「
拝
領
」
と
称
し
う
る
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
将
箪
と

大
名
の
個
人
間
で
取
り
結
ば
れ
た
御
恩
関
係
の
一
環
と
考
え
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
自
説
を
訂
正
し
、
「
恩
賜
癬
場
」
と
表
現

す
る
こ
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
た
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
「
当
所
ハ
右
京
大
夫
（
佐
竹
義
宣
）
上
様
（
二
代
将
軍
徳
川

秀
忠
）
占
御
借
被
下
候
野
場
一
一
候
」
（
「
大
日
本
古
記
録
」
「
梅
津
政
景
日
記
四
」
三
七
頁
）
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
斉
藤
氏
に
対
す

る
筆
者
の
批
判
点
は
、
コ
メ
ン
ト
（
「
関
束
近
世
史
研
究
」
第
三
二
号
、
’
九
九
二
年
）
及
び
本
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
付
言
す
る
な
ら

ば
、
「
恩
賜
臓
場
」
は
被
下
賜
者
側
の
後
年
の
史
料
か
ら
は
「
拝
領
」
と
記
述
さ
れ
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
近
世
前
期
と
中
期

以
降
と
の
間
で
、
「
恩
賜
鷹
揚
」
に
つ
い
て
の
認
識
の
あ
り
よ
う
が
変
化
し
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

（
弧
）
「
徳
川
実
紀
」
第
三
篇
、
七
二
三
頁
。

（
犯
）
「
久
喜
市
史
」
資
料
編
Ⅱ
近
世
Ｉ
、
六
五
一
頁
。

（
翌
「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
’
五
頁
。

（
弘
）
「
宮
中
秘
策
」
巻
七
（
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
六
、
「
柳
営
秘
鑑
二
・
仕
官
格
義
辨
・
宮
中
秘
策
」
、
汲
古
書
院
、
’
九
八
一
年
、
八

六
一
～
二
頁
）
。

長
谷
川
成
一
「
鷹
・
鷹
献
上
と
奥
羽
大
名
小
論
・

前
期
を
中
心
に
ｌ
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
綱

前
掲
性
（
ｕ
）
に
同
じ
、
九
三
頁
。

前
掲
注
（
ｕ
）
に
同
じ
、
一
二
六
頁
。

前
掲
注
（
２
）
斉
藤
論
文
。

筆
者
「
江
戸
幕
府
鰯
場
制
度
の
形
成
と
機
能
」

「
被
仰
出
留
」
国
立
公
文
書
館
蔵
。

畷
臘
献
上
と
奥
羽
大
名
小
論
」
（
「
本
灘
市
瀞
究
」
雛
一
鑑
一
九
八
一
年
）
、
菊
池
功
夫
「
鵬
と
松
嚇
麟
ｌ
近
世
初

－
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
綱
鬮
爽
地
北
獅
遮
ｌ
朧
史
と
生
活
」
、
雄
山
蝋
出
版
一
九
八
一
“
）
．

に
同
じ
、
九
三
頁
。

に
同
じ
、
’
二
六
頁
。

（
「
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
」
第
五
号
、
’
九
八
○
年
）
、
前
掲
注
（
２
）
斉
藤
論
文
。
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（
弱
）
「
新
訂
迩
政
亜
修
諸
家
譜
」
第
十
五
、
六
三
頁
。

（
苑
）
前
掲
注
（
巧
）
に
同
じ
、
二
四
八
頁
、
「
御
触
讐
寛
保
集
成
」
一
一
二
二
号
、
五
八
四
頁
。

（
印
）
前
掲
症
（
ｕ
）
に
同
じ
、
五
九
四
頁
。

（
詔
）
前
掲
注
（
、
）
に
同
じ
、
五
五
五
頁
、
「
意
教
類
典
」
囚
之
十
七
・
殺
生
（
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
四
「
「
憲
教
類
典
」
五
、
汲
古

書
院
、
一
九
八
四
年
、
四
六
九
頁
）
。

（
型
前
掲
注
（
鍋
）
に
同
じ
、
一
六
九
頁
。

（
伽
）
「
家
世
実
紀
巻
之
六
十
四
」
の
貞
享
元
年
六
月
七
日
条
（
「
会
津
藩
家
世
実
紀
」
第
四
巻
、
二
九
頁
）
に
「
公
儀
江
巣
臘
御
献
上
被
成
候

事
者
（
中
略
）
当
年
迄
引
銃
年
々
被
献
候
処
、
今
稗
生
類
憐
之
事
被
仰
出
候
節
一
一
付
、
御
入
川
無
之
由
御
老
中
様
ら
御
断
一
一
候
川
、
此
以
来

被
相
止
之
」
と
あ
り
、
こ
の
時
の
「
生
頬
憐
み
の
今
」
に
関
逃
し
て
、
会
津
藩
は
雑
府
へ
の
巣
胸
献
上
を
停
止
し
た
。
な
お
、
こ
の
法
令
の

具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
叩
府
滞
な
ど
は
以
後
も
聯
府
に
巣
臓
を
献
上
し
て
い
て
、
そ
の
対
応
に
述
い
が
み
ら
れ
る
。

（
団
）
前
掲
注
（
、
）
に
同
じ
、
五
五
八
頁
。

〆戸へ￣～グー、〆￣～グー、グーへグーベグー、グー、〆￣へ－戸へ〆■へグー、〆￣、グーへデー､グー、

５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８４７４６４５４４４３４２ 
－〆、－－、－＝、－ン、－〆、－〆、－＝～＝￣、－〆、_〆、－〆、＝￣、－グ、－〆ペーン、－〆、－－

－、

４１ 
、－〆

「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
二
十
、
一
一
二
八
瓦
、
誠
者
「
江
戸
幕
府
職
場
制
度
の
成
立
過
程
」
（
村
上
面
編
「
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
関

東
」
、
吉
川
弘
文
節
、
一
九
八
六
年
）
。

「
徳
川
実
紀
」
第
四
筋
、
四
瓦
。

前
掲
注
（
妃
）
に
同
じ
、
八
頁
。

前
掲
注
（
⑫
）
に
同
じ
、
九
頁
。

「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
六
、
近
世
三
、
一
一
三
～
四
頁
。

「
御
触
書
寛
保
集
成
」
二
一
一
九
号
、
’
○
二
九
頁
。

右
に
同
じ
、
二
一
二
一
号
、
’
○
一
一
一
○
頁
。

「
御
当
家
令
條
」
巻
一
一
三
、
第
二
八
五
号
（
「
近
世
法
制
史
料
叢
書
一
一
一
、
一
六
一
頁
）
。

前
掲
注
（
追
）
に
同
じ
、
二
四
五
～
七
頁
。

前
掲
注
（
柏
）
に
同
じ
、
一
四
一
～
二
頁
。

前
掲
注
（
妬
）
に
同
じ
、
一
四
二
～
三
瓦
。

「
浦
和
巾
史
」
第
三
巻
・
近
世
史
料
細
一
、
一
一
一
一
一
瓦
。

右
に
同
じ
、
一
○
四
瓦
。

「
徳
川
実
紀
」
第
四

右
に
同
じ
、
五
頁
。
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