
近
代
の
鷹
匠
と
宮
内
省

篠

﨑

佑

太

は
じ
め
に

本
稿
は
︑
明
治
期
以
降
に
宮
内
省
が
保
存
し
た
鷹
猟
に
注
目
し
︑
そ
れ
を
担
う
鷹
と
鷹

匠
を
め
ぐ
る
組
織
と
制
度
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
近
代
の
宮
内
省
に
よ

る
鷹
猟
に
つ
い
て
は
︑
戦
前
に
宮
内
省
式
部
職
が
刊
行
し
た
﹃
放
鷹
﹄
に
詳
し
い(�
)

︒
本
邦

放
鷹
史
︑
朝
鮮
放
鷹
史
︑
宮
内
省
に
於
け
る
放
鷹
な
ど
の
項
目
が
立
て
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ

に
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
同
書
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
近
代
の
宮
内
省

が
実
際
に
お
こ
な
っ
て
い
た
鷹
の
調
教
方
法
や
狩
猟
方
法
︑
狩
猟
道
具
に
つ
い
て
で
あ
り
︑

鷹
匠
や
そ
の
組
織
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い
︒

こ
こ
で
近
世
の
皇
室
と
鷹
猟
︵
鷹
狩
︶
に
つ
い
て
︑
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
従
来
︑
近

世
の
鷹
狩
権
は
幕
藩
領
主
の
特
権
と
見
な
さ
れ
︑
天
皇
や
公
家
の
鷹
狩
権
が
意
識
さ
れ
る

こ
と
は
少
な
く
︑
天
皇
︑
朝
廷
と
鷹
狩
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
い
︒

そ
う
し
た
な
か
︑
根
崎
光
男
の
研
究
は
重
要
で
あ
る
︒
根
崎
は
︑
近
世
前
期
に
お
い
て
天

皇
や
公
家
が
鷹
狩
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
︑
朝
廷
に
も
御
鷹
師
奉
行
︵
御
鷹
奉
行
︶
と
い

っ
た
職
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
︑
公
家
の
鷹
狩
に
制
限
を
加
え
た
の
は
幕
府
で
は
な
く
天

皇
の
叡
慮
で
あ
っ
た
こ
と
︑
朝
幕
間
の
み
な
ら
ず
天
皇
袞
公
家
間
︑
あ
る
い
は
公
家
同
士

の
間
で
も
諸
鳥
を
め
ぐ
る
贈
答
儀
礼
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た(

)
︒
し
か
し
︑

朝
廷
に
お
け
る
鷹
狩
は
︑
近
世
中
後
期
に
か
け
て
衰
退
・
縮
小
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
︑
根
崎
も
﹁
時
間
的
な
変
化
の
究
明
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら

は
︑
明
治
維
新
を
経
て
近
代
の
鷹
匠
に
つ
い
て
検
討
す
る
本
稿
に
お
い
て
も
︑
意
識
し
た

い
点
で
あ
る
︒

鷹
猟
に
つ
い
て
は
前
近
代
か
ら
大
部
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
︒
そ
の
研
究
史
の
概
要
に
つ

い
て
は
︑
近
年
編
ま
れ
た
福
田
千
鶴
・
武
井
弘
一
編
﹃
鷹
狩
の
日
本
史
﹄
に
詳
し
い(�
)
︒
同

書
は
︑
﹁
鷹
狩
の
歴
史
を
通
史
と
し
て
描
い
た
﹂
は
じ
め
て
の
本
で
︑
古
代
か
ら
近
世
ま

で
の
鷹
狩
の
歴
史
を
全
一
八
章
と
一
〇
の
コ
ラ
ム
で
描
い
て
い
る
︒
今
後
の
鷹
狩
研
究
に

お
い
て
は
基
本
文
献
と
な
る
だ
ろ
う
一
冊
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
近
代
の
鷹
猟
や
鷹

匠
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
︒
近
代
以
降
を
欠
く
理
由
に
つ
い
て
︑
編
者
の
福

田
は
﹁
江
戸
時
代
の
末
に
将
軍
や
大
名
た
ち
が
鷹
狩
を
中
止
し
︑
鷹
場
制
度
が
廃
止
さ
れ

た
こ
と
で
︑
鷹
狩
の
歴
史
は
終
焉
を
迎
え
た
か
ら
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
前
述
の

﹃
放
鷹
﹄
を
取
り
上
げ
な
が
ら
﹁
明
治
に
な
る
と
︑
鷹
狩
は
⁝
⁝
宮
内
省
に
引
き
継
が
れ

て
は
い
る
が
︑
前
近
代
の
よ
う
な
王
権
と
の
結
び
つ
き
や
鷹
を
所
有
す
る
こ
と
へ
の
特
権

（ 47 ）
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的
意
識
な
ど
は
失
わ
れ
て
お
り
︑
前
近
代
の
鷹
狩
と
近
代
以
降
の
鷹
狩
は
大
き
く
そ
の
役

割
を
変
容
さ
せ
た
﹂
と
指
摘
し
︑
そ
れ
ゆ
え
に
近
代
以
降
は
取
り
上
げ
ず
﹁
伝
統
的
・
特

権
的
に
営
ま
れ
て
き
た
前
近
代
の
日
本
の
鷹
狩
文
化
に
つ
い
て
の
通
史
を
叙
述
す
る
﹂
と

述
べ
て
い
る(�
)
︒

し
か
し
︑
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
﹃
放
鷹
﹄
は
宮
内
省
に
お
け
る
狩
猟
方
法
を
取
り
上

げ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
近
代
以
降
の
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
匠
や
鷹
猟
を

取
り
上
げ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
幕
末
期
の
鷹
場
制
度
を
取
り
上
げ
た

安
田
寛
子
が
︑
近
代
を
展
望
す
る
な
か
で
︑
後
述
す
る
戦
後
に
鷹
師
を
務
め
た
花
見
薫
の

回
顧
を
引
用
し
な
が
ら
﹁
明
治
一
二
年
︑
諏
訪
流
第
一
四
代
小
林
宇
太
郎
氏
が
宮
内
省
に

入
り
︑
浜
離
宮
内
に
あ
っ
た
幕
府
の
鴨
場
な
ど
の
復
興
準
備
を
す
る
こ
と
に
な
る
︒
復
興

計
画
が
す
で
に
明
治
六
年
頃
持
ち
上
が
っ
て
い
た
ら
し
い
が
︑
こ
の
時
は
頓
挫
し
た
と
い

う
︒
た
だ
し
︑
宮
内
省
に
正
式
に
放
鷹
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
鷹
匠
が
設
置
さ
れ
る
の
は
︑

明
治
一
四
年
政
変
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る(
)

︒
典
拠
が
花
見
薫
の
回
顧
談
で

あ
る
の
で
差
し
引
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
果
た
し
て
文
久
元
年
︵
一
八
六
一
︶

生
ま
れ
で
幕
府
の
鷹
匠
と
し
て
ほ
と
ん
ど
経
験
の
な
い
小
林
が
鴨
場
の
復
興
を
担
え
た
の

か
︑
あ
る
い
は
宮
内
省
に
鷹
匠
と
い
う
﹁
組
織
﹂
が
出
来
上
が
っ
た
の
か
な
ど
検
討
の
余

地
が
残
る
︒
つ
ま
り
︑
福
田
が
﹁
近
代
以
降
の
鷹
狩
は
大
き
く
そ
の
役
割
を
変
容
さ
せ

た
﹂
と
指
摘
す
る
ほ
ど
︑
近
代
の
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
猟
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
︑
と
い
う
研
究
状
況
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

こ
う
し
た
課
題
に
対
し
て
︑
筆
者
は
前
稿
で
宮
内
省
が
設
置
し
た
江
戸
川
筋
御
猟
場
で

実
施
さ
れ
た
﹁
御
猟
﹂
の
実
態
を
検
討
し
︑
①
宮
内
省
主
猟
局
長
の
山
口
正
定
を
中
心
に

明
治
天
皇
の
命
を
受
け
た
﹁
御
猟
﹂
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
②
﹁
御
猟
﹂
は
網
猟
と

鷹
猟
に
限
定
さ
れ
︑
禁
猟
区
で
あ
る
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
い
て
特
権
的
に
実
施
さ
れ
て

い
た
こ
と
︑
ま
た
こ
れ
ら
の
猟
法
を
保
護
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
こ
と
︑
③
﹁
御
猟
﹂
で
捕

え
た
獲
物
は
献
上
さ
れ
︑
皇
族
や
臣
下
へ
慰
労
の
意
味
合
い
も
込
め
下
賜
さ
れ
て
い
た
こ

と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
猟
の
導
入
や
贈
答

儀
礼
の
淵
源
は
近
世
武
家
儀
礼
の
な
か
に
見
い
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
展
望
し
た(�
)
︒

本
稿
で
は
︑
前
稿
を
受
け
て
宮
内
省
の
鷹
猟
を
担
っ
た
鷹
匠
と
︑
そ
の
組
織
︑
あ
る
い
は

実
際
に
猟
を
す
る
鷹
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
変
遷
を
跡
付
け
て
い
き
た
い
︒

な
お
︑
本
稿
の
末
に
明
治
十
六
年
︵
一
八
八
三
︶
か
ら
昭
和
二
十
年
︵
一
九
四
五
︶
の
あ

い
だ
に
宮
内
省
が
採
用
し
た
鷹
匠
の
一
覧
を
付
け
た
︵
︻
表
�
︼
︶
︒
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
︒一

黎
明
期
の
宮
内
省
鷹
匠
袞
主
猟
局
設
置
以
前
袞

(
�
︶
明
治
初
年
の
宮
内
省
鷹
匠

本
章
で
は
︑
鷹
匠
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
る
宮
内
省
主
猟
局
が
明
治
二
十
一
年
︵
一
八

八
八
︶
に
設
置
さ
れ
る
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

は
じ
め
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
︑
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
に
江
戸
幕
府
の
鷹

場
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
鷹
猟
の
文
化
が
そ
の
時
点
で
断
絶
し
た
わ
け
で
は

な
い
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
明
治
二
年
に
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
第
二
皇

子
エ
ジ
ン
バ
ラ
公
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
が
来
日
し
た
際
に
は
︑
外
国
官
判
事
か
ら
東
京
府
へ
駒

場
原
で
の
鷹
狩
実
施
が
差
し
支
え
る
か
ど
う
か
︑
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
る(�
)

︒
こ
の
時
︑

実
際
に
興
行
と
し
て
鷹
狩
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
︑
新
政
府
が
鷹
狩
を
外
賓

接
待
の
た
め
の
催
し
と
し
て
認
識
し
て
い
た
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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そ
う
し
た
な
か
︑
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
猟
や
鷹
匠
を
め
ぐ
る
動
き
は
︑
明
治
四
年
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
年
の
七
月
に
田
中
修
三
︵
恒
三
郎
︶
と
加
納
重
次
︵
十
次
郎
︶
が

相
次
い
で
宮
内
省
か
ら
﹁
御
鷹
御
用
掛
﹂
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る(�
)

︒
特
に
田
中
は
︑

幕
末
期
の
﹁
御
鷹
御
用
日
記
﹂
の
な
か
に
名
前
が
み
え
︑
幕
府
お
抱
え
の
鷹
匠
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る(�
)

︒

実
際
に
田
中
や
加
納
が
採
用
さ
れ
た
後
︑
明
治
四
年
八
月
十
八
日
お
よ
び
九
月
二
十
四

日
に
は
︑
明
治
天
皇
が
浜
離
宮
へ
行
幸
し
放
鷹
を
天
覧
し
て
い
る(10
)

︒
こ
の
時
に
は
︑
田
中

や
加
納
が
﹁
御
鷹
御
用
掛
﹂
と
し
て
放
鷹
を
披
露
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑

同
四
年
十
月
に
は
小
林
段
蔵
︵
鳩
三
︶
︑
山
本
源
之
助
の
両
名
が
﹁
御
鷹
掛
手
代
﹂
と
し

て
宮
内
省
に
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
小
林
は
︑
諏
訪
流
一
三
代
鷹
匠
で
︑
後
に
宮
内
省
に
仕

え
る
小
林
宇
太
郎
の
実
父
で
あ
り
︑
彼
も
ま
た
幕
府
の
鷹
匠
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る(11
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
宮
内
省
は
明
治
四
年
に
か
け
て
旧
幕
府
の
鷹
匠
を
﹁
御
鷹
御
用

掛
﹂
あ
る
い
は
そ
の
手
代
と
し
て
採
用
し
︑
宮
内
省
と
し
て
鷹
猟
を
再
興
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
明
治
五
年
八
月
十
四
日
︑
突
然
田
中
と
加
納
は
御
鷹
掛
を
免
じ
ら
れ
て
し

ま
う(12
)
︒
辞
令
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
恐
ら
く
御
鷹
掛
手
代
で
あ
っ
た
小
林
段
蔵
と
山
本

源
之
助
も
罷
免
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
昭
和
期

に
宮
内
省
の
鷹
匠
を
務
め
た
花
見
薫
の
回
顧
で
は
︑
明
治
初
年
に
宮
内
省
に
お
こ
っ
た
鷹

猟
の
再
興
を
﹁
時
期
尚
早
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
の
時
は
お
流
れ
﹂
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い

る(13
)

︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
明
治
四
年
前
後
に
宮
内
省
に
お
い
て
鷹
猟
を
再
興
さ
せ
よ
う
と
い

う
動
き
が
あ
り
︑
田
中
修
三
ら
幕
府
以
来
の
鷹
匠
が
宮
内
省
に
雇
用
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑

何
ら
か
の
理
由
で
こ
れ
ら
は
軌
道
に
の
ら
ず
︑
田
中
ら
は
罷
免
と
な
り
︑
明
治
初
年
に
お

け
る
宮
内
省
の
鷹
猟
復
興
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

(


︶
浜
離
宮
の
再
興
と
鷹
匠

明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
に
宮
内
省
を
罷
免
と
な
っ
た
鷹
匠
ら
は
︑
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
前
出
の
花
見
の
回
顧
に
よ
る
と
︑
小
林
宇
太
郎
の
実
父
小
林
段

蔵
は
仙
台
藩
伊
達
家
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
い
う
︒
そ
の
他
に
も
幕
府
鷹
匠
の
う
ち
諏
訪

流
の
﹁
千
駄
木
組
﹂
は
伊
達
家
へ
︑
吉
田
流
の
﹁
雑
司
ヶ
谷
組
﹂
は
旧
加
賀
藩
主
家
の
前

田
家
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
な
ど
︑
鷹
狩
の
流
派
ご
と
に
大
名
華
族
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る(14
)

︒

実
際
︑
明
治
八
年
一
月
三
十
一
日
に
明
治
天
皇
が
旧
福
岡
藩
主
家
の
黒
田
邸
へ
行
幸
し

た
際
も
︑
同
家
の
庭
園
に
て
鴨
猟
と
放
鷹
を
天
覧
し
て
い
る
︒
こ
の
時
︑
当
主
の
黒
田
長

知
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
中
で
あ
っ
た
た
め
︑
養
父
の
黒
田
長
溥
が
応
接
に
あ
た
っ
て
い
る
︒

黒
田
家
の
邸
内
に
は
一
大
鴨
池
が
あ
り
︑
世
に
知
ら
れ
る
も
の
で
︑
そ
こ
で
放
鷹
が
実
施

さ
れ
た
︒
さ
ら
に
実
際
に
鷹
猟
を
実
施
し
た
黒
田
邸
猟
場
担
当
の
鷹
匠
二
名
は
︑
後
年
植

物
御
苑
︵
現
新
宿
御
苑
︶
内
に
鴨
場
が
創
設
さ
れ
る
と
宮
内
省
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う(15
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
幕
府
が
瓦
解
し
︑
宮
内
省
の
鷹
猟
再
興
も
未
遂
に
終
わ
っ
た

の
ち
︑
鷹
匠
た
ち
は
大
名
華
族
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

興
味
深
い
点
は
︑
御
鷹
御
用
掛
を
罷
免
に
な
っ
た
田
中
修
三
と
加
納
重
次
の
動
向
で
あ

る
︒
明
治
十
三
年
九
月
︑
加
納
は
東
京
府
士
族
の
小
林
新
︑
神
奈
川
県
平
民
の
塩
谷
孝
三

郎
と
開
航
社
と
い
う
会
社
を
興
し
て
い
る
︒
開
航
社
は
︑
そ
の
営
業
目
的
を
﹁
濱
町
魚
市

場
幷
濱
方
荷
主
ト
結
約
シ
︑
汽
船
ヲ
以
テ
往
復
シ
専
ラ
魚
鳥
を
運
漕
︑
傍
ラ
依
頼
ニ
応
シ

テ
︑
旅
客
ヲ
搭
載
シ
荷
物
ヲ
輸
送
ス
ル
ニ
ア
リ
﹂
と
し
︑
汽
船
を
用
い
た
運
送
業
を
営
ん

で
い
た
︒
こ
の
時
︑
東
京
府
へ
提
出
さ
れ
た
資
料
に
は
︑
加
納
の
家
業
に
つ
い
て
﹁
麻
布

区
麻
布
永
坂
町
華
族
島
津
忠
亮
遊
猟
場
飼
付
営
業
﹂
と
あ
り
︑
他
の
鷹
匠
ら
と
同
様
に
加
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納
も
旧
佐
土
原
藩
主
の
大
名
華
族
家
に
雇
わ
れ
鳥
を
飼
い
付
け
る
業
務
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る(16
)

︒
さ
ら
に
︑
明
治
十
三
年
中
に
は
田
中
修
三
も
開
航
社
に
合
流
し
て
い
た

よ
う
で
︑
会
社
の
肝
煎
と
し
て
名
前
が
み
え
る(17
)

︒
こ
う
し
た
状
況
か
ら
は
︑
も
と
幕
府
鷹

匠
で
あ
り
︑
明
治
を
迎
え
た
の
ち
大
名
華
族
の
庇
護
を
受
け
て
い
な
が
ら
も
︑
鷹
匠
を
生

業
と
す
る
こ
と
が
難
し
い
社
会
状
況
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う(18
)

︒

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
状
況
は
開
航
社
が
設
立
さ
れ
た
︑
明
治
十
三
年
こ
ろ
か
ら
変
化
し

始
め
る
︒
明
治
十
三
年
二
月
十
六
日
︑
田
中
修
三
が
内
匠
課
雇
と
し
て
︑
再
び
宮
内
省
に

雇
用
さ
れ
る(19
)

︒
こ
の
背
景
を
考
え
る
時
︑
注
目
す
べ
き
は
浜
離
宮
に
あ
る
鴨
場
︵
庚
申
塔

鴨
場
・
新
銭
座
鴨
場
︶
の
修
繕
で
あ
る
︒

近
世
の
浜
離
宮
︵
当
時
は
浜
御
殿
︶
は
︑
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
る
享
保
改
革
の
一

環
と
し
て
鷹
場
制
度
が
復
活
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
︑
そ
れ
ま
で
甲
府
藩
の
屋
敷
が
置
か

れ
て
い
た
が
再
度
鷹
場
と
し
て
整
え
ら
れ
た
︒
十
八
世
紀
を
通
じ
て
鳥
寄
溜
池
︵
鴨
池
︶

の
維
持
管
理
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
︑
鷹
場
と
し
て
の
機
能
が
保
た
れ
た
︒
十
九
世
紀
以
降

は
庭
園
と
し
て
再
整
備
さ
れ
る
も
︑
基
本
的
な
鷹
場
と
し
て
の
機
能
は
幕
末
ま
で
維
持
さ

れ
て
い
る(20
)

︒
明
治
二
年
︑
新
政
府
は
幕
府
海
軍
が
設
置
し
た
石
室
を
延
遼
館
と
し
て
改
造

し
︑
外
賓
接
待
の
場
と
し
て
利
用
し
て
い
る
︒
浜
離
宮
は
宮
内
省
の
︑
延
遼
館
は
外
務
省

の
管
轄
と
な
り
︑
明
治
三
年
に
は
浜
殿
か
ら
浜
離
宮
と
改
称
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
明
治
十

七
年
に
延
遼
館
が
外
務
省
か
ら
宮
内
省
へ
移
管
さ
れ
︑
浜
離
宮
一
体
が
同
省
の
管
轄
と
な

っ
て
い
る(21
)

︒

宮
内
省
が
こ
の
よ
う
な
浜
離
宮
に
あ
っ
た
鴨
池
の
整
備
に
乗
り
出
し
た
の
は
︑
明
治
十

一
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
時
は
鴨
池
の
泥
浚
い
と
堀
筋
の
付
け
替
え
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る(22
)
︒
ま
た
︑
明
治
十
三
年
一
月
に
は
浜
離
宮
﹁
庚
申
塔
大
池
﹂
︵
鴨
池
︶
の
堀
浚

い
と
鴨
堀
の
修
繕
が(23
)

︑
同
年
八
月
に
は
﹁
庚
申
塔
大
池
﹂
に
土
手
が
築
造
さ
れ
︑
新
銭
座

鴨
池
も
模
様
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る(24
)

︒
ま
た
︑
同
年
十
二
月
に
は
植
物
御
苑
に
も
鴨

堀
が
新
設
さ
れ
る
な
ど(25
)

︑
明
治
十
三
年
に
前
後
し
て
宮
内
省
が
浜
離
宮
と
植
物
御
苑
の
鴨

池
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑
外
賓
接
待
の
増
加
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
明
治
十
二

年
七
月
に
前
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
グ
ラ
ン
ト
が
来
日
し
︑
国
賓
と
し
て
接
遇
さ
れ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
同
年
に
は
︑
グ
ラ
ン
ト
の
来
日
に
先
立
つ
五
月
に
ド
イ
ツ
皇
孫

の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
が
来
日
し
国
賓
と
し
て
も
て
な
さ
れ
た
ほ
か
︑
十
一
月
に
は
イ
タ
リ
ア

皇
帝
の
甥
ゼ
ー
ン
公
︵
ジ
ェ
ノ
バ
公
︶
が
来
日
し
て
い
る(26
)

︒
外
賓
の
来
日
に
先
立
っ
て
宮

内
省
か
ら
接
伴
掛
が
任
じ
ら
れ
︑
接
伴
掛
を
中
心
に
接
待
が
催
さ
れ
る
︒
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

の
来
日
に
と
も
な
い
接
伴
掛
に
任
じ
ら
れ
た
蜂
須
賀
茂
韶
は
︑
宮
内
大
書
記
官
の
香
川
敬

三
に
宛
て
︑
次
の
よ
う
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
︒

︻
史
料
一
】

近
日
之
内
於
浜
離
宮
︑
放
鷹
ヲ
入
供
覧
度
存
候
処
︑
是
迄
同
所
へ
鷹
御
放
之
事
無
之

趣
ニ
而
︑
如
何
之
御
模
様
ニ
可
有
之
哉
︑
可
然
御
賢
考
之
上
何
分
之
御
回
答
被
下
度
︑

尤

思
召
御
伺
之
上
な
ら
て
は
御
取
計
相
成
間
敷
と
存
候
間
︑
明
日
ニ
而
も
宜
敷

候
間
︑
御
評
決
之
処
御
報
知
被
下
度
候
︑
此
段
申
進
候
也
︑

六
月
一
日

接
伴
掛

香
川
宮
内
大
書
記
官

殿(27
)

蜂
須
賀
は
︑
接
遇
の
一
環
と
し
て
浜
離
宮
で
の
放
鷹
を
企
図
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
浜

離
宮
で
は
こ
れ
ま
で
鷹
を
放
し
た
こ
と
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
の
で
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

良
い
か
︑
あ
る
い
は
明
治
天
皇
の
思
し
召
し
を
う
か
が
う
必
要
が
あ
る
か
︑
香
川
に
尋
ね

て
い
る
︒
既
述
の
通
り
︑
明
治
四
年
に
は
浜
離
宮
で
放
鷹
の
天
覧
が
あ
っ
た
の
で
︑
こ
こ

で
は
外
賓
接
待
と
し
て
放
鷹
を
し
た
こ
と
が
な
い
︑
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
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れ
に
対
し
て
香
川
は
︑
翌
二
日
に
﹁
御
差
支
之
儀
無
之
候
間
︑
可
然
御
取
計
相
成
度
﹂
と
︑

放
鷹
を
許
可
し
て
い
る(28
)
︒
実
際
︑
六
月
六
日
に
放
鷹
が
催
さ
れ
︑
旧
宇
和
島
藩
主
の
伊
達

宗
城
な
ど
も
鷹
匠
と
一
緒
に
放
鷹
し
数
羽
の
鷺
を
獲
て
い
る(29
)

︒
外
賓
接
待
の
一
環
と
し
て

放
鷹
が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
鷹
猟
は
外
賓
接
待
の
な
か
で
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
浜
離
宮
や
植
物

御
苑
に
お
い
て
鴨
池
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
︑
再
び
宮

内
省
に
雇
用
さ
れ
た
の
が
田
中
修
三
ら
で
あ
る
︒
田
中
に
続
き
︑
明
治
十
五
年
二
月
に
は

小
林
宇
太
郎
︑
安
藤
知
四
︑
田
中
定
次
郎
ら
が
雇
用
さ
れ
て
い
る(30
)

︒
留
意
す
べ
き
は
︑
彼

ら
が
外
賓
接
待
を
所
掌
す
る
式
部
職
で
は
な
く
︑
内
匠
課
に
雇
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

さ
ら
に
鷹
匠
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
内
匠
課
雇
﹂
と
し
て
雇
用

さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
彼
ら
の
本
務
が
鷹
猟
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
内
匠
課
が

所
掌
す
る
鴨
池
の
新
設
・
整
備
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
外
賓

接
待
が
増
え
︑
接
待
と
し
て
の
鷹
猟
の
実
施
︑
鴨
池
整
備
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
な
か
︑
宮

内
省
は
鷹
匠
の
経
験
者
た
ち
を
再
び
雇
用
し
始
め
た
の
で
あ
る
︒

(
�
︶
宮
内
省
鷹
匠
の
誕
生

前
節
の
よ
う
に
︑
宮
内
省
内
匠
課
に
鷹
匠
の
経
験
者
た
ち
が
雇
わ
れ
て
い
く
な
か
︑
明

治
十
六
年
︵
一
八
八
三
︶
九
月
に
田
中
修
三
は
内
匠
課
雇
の
ま
ま
鷹
匠
取
締
に
任
じ
ら
れ

た(31
)

︒
宮
内
省
の
役
職
名
と
し
て
﹁
鷹
匠
﹂
が
使
わ
れ
る
嚆
矢
で
あ
り
︑
以
後
︑
田
中
が
中

心
と
な
っ
て
鷹
匠
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

さ
ら
に
︑
明
治
十
七
年
一
月
十
九
日
に
内
匠
課
が
中
心
と
な
っ
て
整
備
が
進
め
ら
れ
た

鴨
場
に
関
す
る
事
務
が
︑
新
設
の
御
猟
場
掛
へ
す
べ
て
引
き
渡
さ
れ
た(32
)

︒
御
猟
場
掛
は
︑

同
月
十
七
日
に
習
志
野
原
御
猟
場
︑
連
光
寺
村
御
猟
場
な
ど
各
地
に
設
置
さ
れ
た
﹁
御
猟

場
一
切
ノ
事
務
ヲ
主
管
﹂
す
る
部
局
と
し
て
宮
内
省
内
に
置
か
れ
た(33
)

︒
御
猟
場
掛
長
は
侍

従
の
山
口
正
定
が
務
め
て
い
る
︒

御
猟
場
掛
の
設
置
と
同
時
に
定
め
ら
れ
た
﹁
御
猟
場
掛
庶
務
規
程
﹂
を
み
る
と
︑
第
二

条
に
﹁
御
猟
場
掛
侍
従
長
ハ
掛
属
官
幷
監
守
長
以
下
及
鷹
匠
等
ノ
勤
怠
ヲ
勘
査
シ
其
進
退

賞
罰
共
掛
書
記
官
ト
協
議
ノ
上
︑
宮
内
卿
輔
ヘ
具
申
ス
ル
コ
ト
仭

ス
﹂
と
あ
る(34
)

︒
す
な
わ

ち
︑
鷹
匠
ら
の
人
事
賞
罰
に
つ
い
て
も
御
猟
場
掛
の
管
轄
下
に
入
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

規
程
を
裏
付
け
る
よ
う
に
︑
明
治
十
七
年
一
月
十
八
日
に
は
田
中
修
三
︑
広
沢
徳
辰
︑
小

林
宇
太
郎
︑
安
藤
知
四
︑
田
中
権
之
助
︑
逸
見
與
光
の
六
名
が
内
匠
課
か
ら
御
猟
場
掛
へ

の
異
動
を
命
じ
ら
れ
て
い
る(35
)
︒
田
中
修
三
は
引
き
続
き
鷹
匠
取
締
に
︑
広
沢
以
下
五
名
は

鷹
匠
に
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ら
れ
︑
名
実
と
も
に
宮
内
省
に
鷹
匠
が
誕
生
し
た
︒
ま
た
︑
同
年

二
月
に
は
一
月
十
七
日
付
で
辞
職
し
た
田
中
定
次
郎
の
後
任
と
し
て
︑
明
治
初
年
に
田
中

と
共
に
﹁
御
鷹
御
用
掛
﹂
と
な
っ
た
加
納
重
次
が
鷹
匠
に
任
じ
ら
れ
て
い
る(36
)

︒
こ
の
よ
う

に
︑
明
治
十
七
年
に
御
猟
場
掛
が
設
置
さ
れ
る
と
︑
鴨
場
と
共
に
鷹
匠
も
内
匠
課
か
ら
移

さ
れ
て
お
り
︑
役
職
と
し
て
﹁
鷹
匠
﹂
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
後
︑
鷹
匠
の
業
務
は

鴨
場
に
留
ま
ら
ず
御
猟
場
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
鷹
匠
の
任
免
を
め
ぐ
っ
て
興
味
深
い
こ
と
は
︑
在
野
の
鷹
匠
を
採
用
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
︒
田
中
修
三
ら
が
幕
府
鷹
匠
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
︑
明
治
十

七
年
十
一
月
に
は
高
橋
豊
吉
を
鷹
匠
と
し
て
採
用
し
て
い
る
︒
高
橋
は
埼
玉
県
藤
塚
村
の

平
民
で
あ
り
︑
先
に
設
定
さ
れ
た
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
い
て
は
見
回
に
任
じ
ら
れ
て
い

る(37
)

︒
高
橋
の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
田
中
が
身
元
保
証
人
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
何

ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
高
橋
は
上
京
し
︑
田
中
宅
に
寄
留
し
て
い

た
よ
う
だ
が
︑
明
治
十
九
年
二
月
に
は
宮
内
省
雇
を
免
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
高
橋

は
大
正
四
年
八
月
に
亡
く
な
る
ま
で
江
戸
川
筋
御
猟
場
の
見
回
を
務
め
て
い
る
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
宮
内
省
内
匠
課
に
採
用
さ
れ
た
田
中
修
三
は
︑
明
治
十
六
年
に
鷹
匠
取

締
に
任
じ
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
明
治
十
七
年
に
鴨
場
と
共
に
鷹
匠
も
内
匠
課
か
ら
新
設
の

御
猟
場
掛
へ
移
さ
れ
る
と
広
沢
徳
辰
や
小
林
宇
太
郎
ら
も
鷹
匠
に
任
じ
ら
れ
た
︒
さ
ら
に

鷹
匠
の
人
材
を
確
保
す
る
な
か
で
︑
埼
玉
県
平
民
で
あ
る
高
橋
豊
吉
を
採
用
し
た
が
︑
こ

れ
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
明
治
初
年
に
一
度
は
挫
折
し

た
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
猟
の
再
興
は
︑
外
賓
接
待
に
よ
る
需
要
の
高
ま
り
と
︑
鴨
場
整
備

と
が
相
ま
っ
て
再
び
宮
内
省
に
鷹
匠
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
軌
道
に
乗
っ
た
︒
御
猟
場
掛

が
設
置
さ
れ
る
と
︑
正
式
に
鷹
匠
と
い
う
役
職
が
設
け
ら
れ
︑
鷹
匠
ら
は
鴨
場
だ
け
で
な

く
御
猟
場
に
も
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

二

宮
内
省
の
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織
と
人
材
養
成

(
�
︶
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
御
猟
場
掛
の
も
と
内
匠
課
か
ら
異
動
し
た
田
中
修
三
ら
が
鷹

匠
に
任
じ
ら
れ
て
い
っ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
宮
内
省
内
の
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織
に
つ
い
て
概

観
し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
︑
鷹
匠
を
主
管
し
た
部
局
で
あ
る
が
︑
明
治
十
七
年
︵
一
八
八
四
︶
当
初
は
御
猟

場
掛
で
あ
っ
た
︒
明
治
二
十
一
年
に
御
猟
場
掛
が
主
猟
局
に
改
め
ら
れ(38
)

︑
さ
ら
に
同
四
十

一
年
に
主
猟
寮
が
設
置
さ
れ
る(39
)

と
部
局
の
変
遷
に
と
も
な
い
主
管
部
局
が
移
り
変
わ
っ
て

い
る
︒
そ
の
後
︑
大
正
十
年
︵
一
九
二
一
︶
に
主
猟
寮
が
式
部
職
内
に
改
組
さ
れ
る
と
︑

鷹
匠
た
ち
も
式
部
職
の
管
轄
に
移
っ
て
い
る(40
)
︒

次
に
︑
鷹
匠
の
組
織
で
あ
る
が
︑
鷹
匠
た
ち
の
上
に
置
か
れ
た
の
が
鷹
匠
取
締
で
あ
る
︒

既
述
の
通
り
︑
明
治
十
六
年
に
田
中
修
三
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
鷹
匠
取
締
は
明
治
三
十

三
年
十
月
に
鷹
匠
長
に
改
め
ら
れ
︑
こ
の
時
は
引
き
続
き
田
中
が
務
め
て
い
る(41
)

︒
さ
ら
に
︑

明
治
四
十
二
年
六
月
に
は
鷹
師
と
改
め
ら
れ(42
)

︑
以
後
は
鷹
師
が
鷹
匠
た
ち
の
取
り
纏
め
と

し
て
置
か
れ
て
い
る
︒

鷹
匠
の
定
員
に
つ
い
て
も
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
御
猟
場
掛
の
当
初
は
鷹
匠
取
締

の
田
中
修
三
を
除
き
六
名
の
鷹
匠
が
任
じ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
定
員
は
主
猟
局
に
な
っ
た

の
ち
も
維
持
さ
れ
て
い
る(43
)

︒
そ
の
後
︑
明
治
三
十
二
年
五
月
に
鷹
匠
の
定
員
は
七
名
に
増

員
さ
れ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
主
猟
局
長
の
山
口
正
定
か
ら
宮
内
大
臣
の
田
中
光
顕
に
宛
て

た
次
の
書
簡
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

︻
史
料
二
】

千
葉
県
下
新
浜
鴨
場
取
締
及
鴨
飼
付
之
必
要
有
之
︑
曩
キ
ニ
雑
役
雇
壱
名
ヲ
置
キ
俸

給
年
額
金
百
八
拾
円
増
加
之
義
︑
予
テ
御
達
相
成
居
候
処
︑
爾
来
同
鴨
場
之
義
ハ
只

鴨
飼
付
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
雁
・
鷺
・
鷭
・
千
鳥
等
逐
年
増
殖
致
シ
来
リ
︑
雑
役
雇
ニ
テ

ハ
四
季
共
ニ
諸
鳥
捕
獲
之
御
用
ニ
不
相
立
差
支
候
間
︑
此
際
雑
役
雇
ヲ
被
相
廃
︑
自

今
以
後
鷹
匠
壱
名
在
勤
為
致
︑
平
時
充
分
取
締
為
致
候
ハ
仭

各
種
之
狩
猟
ニ
就
キ
都

テ
御
用
便
ニ
相
成
可
申
︑
就
テ
ハ
当
局
鷹
匠
定
員
六
人
ニ
有
之
候
処
︑
更
ニ
壱
人
増

員
相
成
︑
都
合
七
人
ト
被
相
定
︑
前
記
雑
役
雇
俸
給
年
額
金
百
八
拾
円
ヲ
鷹
匠
俸
給

年
額
ヘ
増
加
相
成
度
︑
此
段
上
請
候
也(44
)

︑

史
料
に
よ
れ
ば
︑
鷹
匠
が
増
員
と
な
っ
た
背
景
に
は
︑
千
葉
県
下
行
徳
村
に
設
置
さ
れ

た
新
浜
鴨
場
の
管
理
体
制
の
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
新
浜
鴨
場
は
︑
明
治
二
十
六

年
に
浜
離
宮
︑
植
物
御
苑
に
つ
い
で
設
置
さ
れ
た
鴨
場
で
︑
嘉
仁
親
王
の
教
育
・
遊
覧
を

目
的
と
し
た
狩
猟
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
ほ
か
︑
外
賓
・
外
交
官
の
鴨
場
接
待
の
場
と

し
て
も
利
用
さ
れ
た(45
)

︒

（ 52 ）

近代の鷹匠と宮内省



【
史
料
二
︼
に
よ
れ
ば
︑
新
浜
鴨
場
で
は
︑
当
初
﹁
雑
役
﹂
を
置
き
︑
鴨
場
の
取
り
締

ま
り
と
鴨
の
飼
い
付
け
を
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
次
第
に
鴨
の
飼
い
付
け
を
す
る
だ
け

で
な
く
︑
雁
・
鷺
・
鷭
・
千
鳥
な
ど
増
殖
し
て
き
た
鳥
類
の
捕
獲
を
す
る
必
要
が
生
じ
て

き
た
︒
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
︑
主
猟
局
長
の
山
口
正
定
は
雑
役
を
廃
し
て
︑
鷹
匠
を

一
名
増
員
し
新
浜
鴨
場
に
在
勤
さ
せ
て
は
ど
う
か
︑
と
上
請
し
て
い
る
︒
こ
の
上
請
は
採

用
さ
れ
五
月
十
八
日
に
雑
役
を
廃
し
︑
鷹
匠
を
一
名
増
員
す
る
こ
と
が
内
達
さ
れ
て
い
る(46
)

︒

こ
の
後
︑
実
際
に
六
月
に
は
小
林
国
松
が
鷹
匠
と
し
て
採
用
さ
れ
︑
従
前
鷹
匠
で
あ
っ
た

安
藤
知
四
が
新
浜
鴨
場
在
勤
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
︵
︻
表
�
︼
︶
︒

ま
た
︑
明
治
四
十
一
年
に
埼
玉
県
下
大
袋
村
に
埼
玉
鴨
場
が
設
置
さ
れ
る
と
︑
こ
れ
に

先
立
つ
同
四
十
年
十
月
に
鷹
匠
は
更
に
一
名
増
員
さ
れ
︑
合
計
八
名
と
な
っ
て
い
る(47
)

︒
こ

れ
は
新
浜
鴨
場
の
時
と
同
様
︑
埼
玉
鴨
場
に
鷹
匠
を
在
勤
さ
せ
る
た
め
の
増
員
で
あ
り
︑

同
年
十
一
月
に
は
村
越
文
次
郎
が
鷹
匠
に
採
用
さ
れ
︑
十
二
月
よ
り
﹁
大
袋
鴨
場
﹂
に
在

勤
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
︵
︻
表
�
︼
︶
︒
こ
の
よ
う
に
鷹
匠
の
増
員
は
鴨
場
の
増
設
と
一
体

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
以
後
︑
鷹
師
︵
鷹
匠
取
締
／
鷹
匠
長
︶
一
人
と
鷹

匠
八
人
の
体
制
で
組
織
は
運
営
さ
れ
て
い
く
︒

最
後
に
こ
う
し
た
鷹
匠
の
組
織
が
ど
こ
に
置
か
れ
た
の
か
︑
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
職

制
上
は
既
述
の
通
り
御
猟
場
掛
︑
主
猟
局
︑
主
猟
寮
と
変
遷
し
︑
最
後
は
式
部
職
内
に
置

か
れ
た
︒
実
際
の
鷹
匠
の
組
織
は
︑
当
初
は
浜
離
宮
に
置
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
既
述

の
新
浜
鴨
場
や
埼
玉
鴨
場
が
新
設
さ
れ
る
と
︑
各
鴨
場
の
在
勤
を
命
じ
ら
れ
る
鷹
匠
も
あ

っ
た
︒
こ
う
し
た
状
況
が
大
き
く
転
換
す
る
の
は
︑
大
正
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
同
年

に
鷹
匠
の
本
部
は
浜
離
宮
か
ら
埼
玉
鴨
場
へ
移
る
︒
花
見
薫
の
回
顧
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
理

由
は
二
つ
あ
る(48
)

︒
一
つ
は
︑
東
京
が
大
正
十
二
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
か
ら
復
興
し

て
い
く
な
か
で
︑
街
灯
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
増
え
︑
交
通
量
も
増
し
︑
物
音
や
光
に
敏
感

な
鷹
の
訓
練
に
必
要
な
静
け
さ
や
暗
が
り
が
得
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
︒
二
つ
は
︑

鷹
の
餌
は
埼
玉
県
下
に
設
置
さ
れ
た
江
戸
川
筋
御
猟
場
の
餌
差
が
捕
っ
た
鳥
を
御
用
商
人

に
運
ば
せ
て
い
た
が
︑
本
部
が
埼
玉
に
移
れ
ば
そ
う
し
た
費
用
や
時
間
を
省
く
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た(49
)

︒

こ
の
よ
う
に
︑
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織
は
︑
職
制
上
は
御
猟
場
掛
︑
主
猟
局
︑
主
猟
寮
と

皇
室
の
狩
猟
に
関
わ
る
部
局
に
置
か
れ
︑
最
後
は
式
部
職
へ
と
改
組
さ
れ
た
︒
実
際
の
鷹

匠
た
ち
の
本
部
は
︑
当
初
は
浜
離
宮
に
置
か
れ
て
い
た
が
︑
関
東
大
震
災
後
に
お
け
る
東

京
の
復
興
お
よ
び
都
市
化
の
な
か
で
埼
玉
鴨
場
へ
と
移
転
し
て
い
っ
た
︒
次
に
︑
鷹
匠
た

ち
を
取
り
ま
と
め
る
役
目
と
し
て
鷹
匠
取
締
が
置
か
れ
︑
次
い
で
鷹
匠
長
︑
鷹
師
が
置
か

れ
た
︒
鷹
匠
に
つ
い
て
は
当
初
の
定
員
は
六
名
で
あ
っ
た
が
︑
新
浜
鴨
場
の
設
置
に
と
も

な
い
明
治
三
十
二
年
に
七
名
と
な
り
︑
明
治
四
十
年
に
は
埼
玉
鴨
場
の
新
設
に
先
立
ち
八

名
に
増
員
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
鴨
場
の
新
設
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
︑
鷹
匠
の

人
員
が
各
鴨
場
に
紐
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
︒

(


︶
鷹
匠
養
成
規
則
の
制
定

近
代
に
お
け
る
宮
内
省
の
鷹
匠
に
つ
い
て
︑
特
徴
的
な
こ
と
の
一
つ
に
鷹
匠
の
養
成
を

実
施
し
て
い
る
点
が
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
こ
う
し
た
鷹
匠
養
成
の
制
度
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
︒

明
治
十
七
年
︵
一
八
八
四
︶
︑
宮
内
省
に
鷹
匠
が
置
か
れ
た
当
初
は
︑
幕
府
や
大
名
華
族

家
で
既
に
鷹
匠
と
し
て
の
経
験
を
積
み
︑
技
術
を
持
っ
た
人
物
を
採
用
す
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
状
況
は
転
じ
︑
後
継
者
の
不
足

が
露
見
す
る
︒
当
時
の
鷹
匠
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
前
稿
で
既
に
指
摘
し
て
い
る
の

で
概
要
だ
け
述
べ
る
と(50
)

︑
古
来
よ
り
日
本
に
伝
来
す
る
放
鷹
術
も
︑
年
々
鷹
匠
が
死
亡
し
︑
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現
在
熟
達
し
た
技
術
を
持
っ
た
者
は
宮
内
省
が
雇
用
す
る
鷹
匠
二
～
三
名
程
度
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
︒
そ
の
鷹
匠
も
年
齢
が
六
十
歳
前
後
と
高
齢
と
な
り
︑
こ
の
ま
ま
で
は
放
鷹
術

は
絶
え
て
し
ま
う
︑
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
︑
明
治
二
十
二
年
七
月
に
宮
内
省
主
猟
局
で
は
﹁
鷹

匠
生
徒
養
成
規
則
﹂
の
制
定
を
企
図
す
る
︒
こ
れ
は
鷹
匠
志
願
者
を
募
り
︑
三
名
を
定
員

と
し
て
鷹
匠
生
徒
と
し
︑
技
術
の
伝
承
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
同
規
則
は
︑
宮
内
大

臣
土
方
久
元
の
決
裁
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
︒
少
し
長
文
に
な
る
が
︑
こ
の
時
に
制
定
さ
れ

た
鷹
匠
養
成
規
則
の
全
文
を
次
に
あ
げ
る
︒

︻
史
料
三
】鷹

匠
養
成
規
則

第

一

条

主
猟
局
鷹
匠
志
願
者
ハ
第
一
第
二
書
式
ニ
拠
リ
保
証
書
ヲ
添
ヘ
主
猟
局

へ
願
書
差
出
ス
ヘ
シ
︑

但
︑
身
元
保
証
書
ハ
主
猟
局
鷹
匠
幷
戸
主
連
署
ニ
テ
差
出
ス
モ
ノ
ト
ス

第

二

条

主
猟
局
ニ
於
テ
ハ
鷹
匠
志
願
者
三
名
ヲ
限
リ
左
ノ
各
項
ニ
照
シ
一
時
之

採
用
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
︑
爾
後
鷹
匠
生
徒
必
用
ト
認
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
人
員

ヲ
定
メ
経
伺
ノ
上
募
集
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
︑

第

三

条

採
用
合
格

第
一

年
齢
満
十
五
年
以
上
十
八
年
マ
テ

第
二

終
身
鷹
匠
志
願
ノ
者

第
三

普
通
平
易
ノ
文
字
ヲ
解
シ
得
ル
者

第
四

勤
務
上
ニ
害
ア
ル
疾
病
ナ
キ
者

第
五

性
質
耐
忍
ニ
シ
テ
酒
癖
ナ
キ
者

第

四

条

採
用
合
格
者
ヘ
ハ
主
猟
局
鷹
匠
生
徒
申
付
ケ
爾
後
満
三
ケ
年
間
ハ
壱
ケ

月
金
五
円
ヲ
手
当
ト
シ
テ
下
付
ス
ヘ
シ
︑

第

五

条

生
徒
拝
命
後
満
三
ケ
年
間
ハ
壱
ケ
年
被
服
料
金
拾
円
ト
定
メ
夏
服
金
四

円
︑
冬
服
金
六
円
ト
シ
拝
命
季
節
ニ
応
シ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
︑

第

六

条

被
服
着
用
期
月
幷
調
製
方
左
ノ
通

夏
服

六
月
︑
七
月
︑
八
月
︑
九
月

冬
服

一
月
︑
二
月
︑
三
月
︑
四
月
︑

五
月
︑
十
月
︑
十
一
月
︑
十
二
月

調
製
方

上
衣

夏
服

バ
ン
ド
リ
製

冬
服

ミ
ユ
キ
ブ
リ
製

地
質
セ
ル

色

紺

第

七

条

鷹
匠
生
徒
拝
命
後
︑
満
三
ケ
年
練
習
ノ
上
ハ
其
技
倆
ニ
応
シ
︑
更
ニ
主

猟
局
雇
鷹
匠
ヲ
命
シ
別
表
ニ
拠
リ
相
当
ノ
月
俸
ヲ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第

八

条

生
徒
練
習
中
タ
リ
ト
モ
向
来
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者
︑
或
ハ
発
病
勤
務
ニ

堪
ヘ
ガ
タ
キ
見
込
ア
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
差
免
ス
ヘ
シ
︑

第

九

条

徴
兵
募
集
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
実
役
ヲ
了
ル
ノ
後
︑
猶
鷹
匠
生
徒
又
ハ

鷹
匠
ニ
復
職
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
︑

但
︑
徴
兵
実
役
中
ハ
鷹
匠
生
徒
又
ハ
雇
鷹
匠
ヲ
解
キ
︑
手
当
金
又
ハ
月

俸
被
服
料
等
一
時
停
止
ス
︑

第

十

条

鷹
匠
生
徒
或
ハ
鷹
匠
ヨ
リ
徴
兵
募
集
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
実
役
ヲ
了
リ
︑

予
備
兵
ト
相
成
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
主
猟
局
ヘ
届
出
ヘ
シ
︑

第
十
一
条

生
徒
中
及
ヒ
雇
鷹
匠
拝
命
後
拾
ケ
年
未
満
ニ
於
テ
万
一
自
己
ノ
都
合
ヲ

以
テ
退
職
願
出
又
ハ
徴
兵
実
役
ヲ
了
ル
ノ
後
復
職
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
生
徒

中
ニ
受
取
タ
ル
手
当
金
ノ
金
額
ヲ
其
本
人
ヨ
リ
返
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
︑

若
本
人
ニ
於
テ
返
納
ノ
資
力
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
戸
主
幷
保
証
人
ヨ
リ
返
納

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
︑

第
十
二
条

生
徒
中
ハ
鷹
匠
取
締
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
︑
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第
十
三
条

保
証
人
鷹
匠
退
職
ス
ル
歟
︑
或
ハ
死
亡
セ
シ
ト
キ
ハ
在
職
鷹
匠
ノ
内
ヲ

以
テ
保
証
人
ヲ
定
メ
更
ニ
保
証
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
︑
又
戸
主
隠
居
ス
ル

歟
或
ハ
死
亡
ノ
ト
キ
ハ
該
家
相
続
人
保
証
書
ヘ
記
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
︑
若
シ
本
人
相
続
人
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
︑
在
東
京
親
戚
ヲ
以
テ
連

署
致
サ
ス
ヘ
シ
︑

第
十
四
条

鷹
匠
月
俸
表
左
之
通
リ
︑

(
鷹
匠
月
俸
表
略
)

第
十
五
条

此
規
則
ハ
鷹
匠
生
徒
及
ヒ
鷹
匠
生
徒
ヨ
リ
雇
鷹
匠
ニ
採
用
セ
ラ
レ
タ
ル

者
ニ
ノ
ミ
適
用
ス
ル
モ
ノ
ト
ス(51
)
︑

右
に
よ
れ
ば
︑
鷹
匠
生
徒
は
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
で
︑
終
身
鷹
匠
を
志
願
す
る
も

の
に
限
ら
れ
た
︒
生
徒
と
し
て
の
採
用
は
お
よ
そ
三
年
間
が
想
定
さ
れ
て
お
り
︑
技
術
を

身
に
つ
け
れ
ば
︑
そ
の
後
宮
内
省
の
鷹
匠
に
採
用
さ
れ
る
が
︑
﹁
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者
﹂

な
ど
は
罷
免
さ
れ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
鷹
匠
に
採
用
さ
れ
た
後
︑
十
年
以
内
に
自
己
都
合

で
退
職
を
願
い
出
る
者
や
徴
兵
実
役
後
に
復
職
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
︑
生
徒
中
に
受
け

取
っ
た
手
当
金
を
返
却
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
︑
厳
し
い
規
則
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

同
規
則
は
︑
明
治
四
十
一
年
三
月
に
制
定
か
ら
﹁
殆
ン
ド
二
十
年
ニ
近
キ
長
日
月
ヲ
経

過
セ
シ
モ
ノ
ニ
付
﹂
全
面
的
に
見
直
さ
れ
︑
﹁
主
猟
寮
鷹
匠
生
規
則
﹂
と
改
め
ら
れ
鷹
匠

生
徒
は
鷹
匠
生
と
改
称
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
定
員
は
三
名
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
︑
募

集
の
年
齢
は
一
五
歳
か
ら
二
〇
歳
未
満
と
改
め
ら
れ
︑
自
己
都
合
に
よ
る
退
職
の
際
の
返

金
規
程
が
な
く
な
っ
て
い
る(52
)

︒
さ
ら
に
︑
同
年
六
月
に
は
鷹
匠
生
が
放
鷹
術
修
習
の
た
め

に
各
地
へ
出
張
す
る
際
の
旅
費
に
つ
い
て
も
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
な
ど
︑
鷹

匠
生
を
め
ぐ
る
環
境
が
整
え
ら
れ
︑
規
程
も
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
︑
結
果
と
し
て
鷹
匠
生
徒
は
三
名
︑
鷹
匠
生
は
八
名
が
採
用

と
な
っ
て
い
る
︵
︻
表
�
︼
︶
︒
但
し
︑
大
正
十
一
年
︵
一
九
二
二
︶
以
降
は
鷹
匠
生
が
採
用

さ
れ
な
く
な
り
︑
鷹
匠
補
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
鷹
匠
補
は
︑
大
正
十
一
年
十
月

に
置
か
れ
︑
﹁
鷹
隼
調
習
ノ
雑
務
ニ
従
事
ス
﹂
と
あ
り
︑
鷹
匠
の
補
助
的
な
業
務
を
担
っ

た(53
)

︒
花
見
薫
の
回
顧
に
よ
れ
ば
﹁
鷹
匠
補
と
い
う
の
は
鷹
匠
の
見
習
い
み
た
い
な
も
ん
で

す
﹂
と
述
べ
て
お
り(54
)

︑
恐
ら
く
前
年
の
大
正
十
年
に
鷹
匠
ら
の
組
織
が
式
部
職
へ
改
組
さ

れ
た
こ
と
を
背
景
に
︑
鷹
匠
生
に
代
わ
り
鷹
匠
補
が
設
置
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

同
十
一
年
十
月
に
は
戸
辺
輿
四
郎
と
坂
本
貞
生
の
両
名
が
鷹
匠
補
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い

る
︵
︻
表
�
︼
︶
︒

こ
の
よ
う
に
︑
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織
は
鷹
師
袞
鷹
匠
だ
け
で
な
く
︑
技
術
を
次
代
に
継

承
す
る
た
め
に
︑
鷹
匠
生
徒
︵
鷹
匠
生
／
鷹
匠
補
︑
定
員
三
名
︶
が
置
か
れ
て
い
た
︒
鷹

師
・
鷹
匠
に
彼
ら
三
名
を
加
え
た
最
大
十
二
名
が
宮
内
省
の
鷹
匠
組
織
を
担
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒

(
�
︶
鷹
匠
生
徒
の
採
用

で
は
︑
実
際
に
こ
う
し
た
鷹
匠
生
徒
や
鷹
匠
生
が
ど
の
よ
う
に
採
用
さ
れ
︑
研
鑽
を
積

ん
で
い
っ
た
の
か
︑
確
認
を
し
て
い
こ
う
︒
宮
内
省
の
公
文
書
中
に
は
︑
明
治
二
十
二
年

︵
一
八
八
九
︶
に
初
め
て
鷹
匠
生
徒
を
採
用
す
る
試
験
に
際
し
て
の
メ
モ
が
綴
り
こ
ま
れ
て

お
り
︑
ま
ず
は
こ
れ
を
確
認
し
て
い
こ
う
︒

︻
史
料
四
】

一
︑
椅
子
幷
卓
ヲ
備
ヘ
属
官
二
人
︑
鷹
匠
取
締
列
席
ス
︑

一
︑
志
願
者
一
人
ツ
仭

順
次
試
験
ス
ル
事
︑

一
︑
習
字
ハ
族
籍
︑
宿
所
︑
父
兄
ノ
氏
名
︑
本
人
氏
名
︑
年
齢
及
ヒ
履
歴
ヲ
自
記
ス

ル
事
︑
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一
︑
読
書
ハ
鷹
匠
養
成
規
則
ヲ
通
読
セ
シ
ム
︑

一
︑
体
格
ハ
〇
眼
力
︑
〇
耳
力
︑
〇
手
足
運
動
︑
〇
持
病
有
無
︑
〇
遺
伝
病
有
無
︑

右
試
験
済
︑
試
験
ノ
結
果
書
ヲ
添
ヘ
長
官
ヘ
上
申
ノ
上
︑
更
ニ
長
官
︑
主
事
勤
務
等

ヘ
一
同
面
謁
有
之
事(55
)
︑

こ
の
よ
う
に
︑
試
験
自
体
は
鷹
に
関
わ
る
も
の
は
な
く
︑
主
猟
局
の
属
官
二
人
と
鷹
匠

取
締
で
あ
る
田
中
修
三
が
臨
席
し
︑
読
み
書
き
能
力
と
身
体
能
力
の
確
認
が
主
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
試
験
後
に
は
︑
主
猟
局
長
で
あ
る
山
口
正
定
ら
に
一
同
面
謁
し

て
い
る
︒
山
口
の
日
記
に
は
︑
明
治
二
十
二
年
八
月
二
十
日
条
に
﹁
午
後

(
午
前
カ
)

十
一
時
半
ヨ

リ
長
崎
主
事
ト
共
ニ
新
宿
御
猟
場
ニ
行
ク
︑
鷹
匠
生
徒
志
願
者
三
人
ヲ
試
験
ス
﹂
と
あ
り(56
)
︑

鷹
匠
生
徒
の
試
験
が
同
日
に
﹁
新
宿
御
猟
場
﹂
︵
現
新
宿
御
苑
︶
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
︒

右
の
試
験
を
経
て
︑
明
治
二
十
二
年
十
月
に
青
木
多
計
志
︑
長
谷
川
臣
︑
佐
藤
平
吉
の

三
名
が
鷹
匠
生
徒
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
︵
︻
表
�
︼
︶
︒
鷹
匠
生
徒
の
訓
練
に
つ
い
て

は
︑
判
然
と
し
な
い
が
︑
山
口
正
定
は
し
ば
し
ば
訓
練
を
見
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
そ

の
様
子
を
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日
に
は

﹁
晴
天
ニ
乗
シ
テ
田
中
以
下
鷹
匠
数
人
ヲ
伴
ヒ
︑
二
郎
三
郎
四
郎
を
携
テ
︑
亀
井
村
ヨ
リ

逆
井
辺
ノ
耕
地
ヲ
徘
徊
シ
揚
ケ
鷹
ヲ
為
シ
テ
鷹
匠
生
徒
ノ
修
業
ヲ
一
見
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑

同
年
四
月
十
九
日
に
は
﹁
安
藤
及
ヒ
鷹
匠
生
徒
等
ト
共
ニ
鷹
ヲ
携
ヘ
新
井
薬
師
裏
ノ
田
圃

ニ
テ
揚
ケ
鷹
ヲ
試
ム
﹂
と
あ
る(57
)

︒
こ
こ
か
ら
は
︑
鷹
匠
生
徒
の
訓
練
が
﹁
逆
井
辺
﹂
︵
現

埼
玉
県
宮
代
町
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
江
戸
川
筋
御
猟
場
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
こ
う
し
た
実
地
の
ほ
か
に
も
︑
明
治
二
十
六
年
三
月
に
鷹
匠
を
免
じ
ら
れ
た
加
納
重

次
を
同
三
十
六
年
十
月
に
再
び
採
用
し
﹁
当
局
鷹
匠
養
成
上
必
要
有
之
候
ニ
付
︑
放
鷹
其

他
之
技
術
ニ
シ
テ
同
人
実
験
上
自
得
シ
タ
ル
要
領
︑
時
々
新
宿
動
物
園
ヘ
出
席
之
上
講
述

之
事
ヲ
嘱
託
﹂
し
て
い
る(58
)

︒
加
納
の
よ
う
な
熟
練
の
鷹
匠
か
ら
も
指
導
を
得
る
機
会
を
設

け
て
い
る
︒

こ
う
し
た
訓
練
を
経
て
︑
青
木
・
長
谷
川
・
佐
藤
の
三
名
は
明
治
二
十
五
年
十
月
に
無

事
に
鷹
匠
に
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
青
木
は
一
度
の
免
職
を
挟
み
︑
昭
和
四
年
︵
一
九
二
九
︶

に
鷹
師
と
な
り
︑
同
九
年
六
月
ま
で
務
め
て
い
る
︒
長
谷
川
も
大
正
八
年
︵
一
九
一
九
︶

ま
で
鷹
匠
を
務
め
て
い
る
が
︑
佐
藤
は
日
露
戦
争
に
従
軍
し
︑
明
治
三
十
七
年
十
月
に
清

国
に
て
戦
死
し
て
い
る
︒

鷹
匠
生
徒
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
三
名
以
外
に
採
用
は
無
か
っ
た
︒
続
く
採
用
は
︑
明
治

四
十
一
年
に
鷹
匠
生
と
し
て
採
用
さ
れ
た
石
崎
政
太
郎
と
峯
崎
仙
蔵
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑

石
崎
は
埼
玉
県
下
荻
島
村
︵
現
越
谷
市
︶
の
出
身
で
あ
り
︑
父
親
の
大
次
郎
は
江
戸
川
筋

御
猟
場
の
見
回
を
︑
兄
の
長
吉
は
餌
差
︵
の
ち
に
見
回
︶
を
務
め
て
い
た
︒
花
見
が
﹁
宮

内
省
の
鷹
匠
に
な
る
者
は
︑
私
の
師
匠
︵
小
林
宇
太
郎
袞
筆
者
注
︶
の
よ
う
に
昔
か
ら
代
々

鷹
を
扱
う
家
柄
と
か
そ
の
縁
故
の
者
︑
そ
れ
か
ら
御
猟
場
の
﹁
見
廻
り
﹂
や
﹁
監
守
﹂
︑

鷹
の
餌
に
す
る
小
鳥
を
捕
る
﹁
餌
差
﹂
ら
の
子
弟
が
多
か
っ
た
の
で
す(59
)
﹂
と
回
顧
し
て
い

る
︒
鷹
匠
生
徒
や
鷹
匠
生
の
供
給
源
と
し
て
は
︑
石
崎
の
よ
う
に
各
御
猟
場
の
運
営
に
関

わ
る
家
の
子
弟
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
石
崎
は
前
述
の
青
木
の
跡
を
受
け
て
︑
昭
和

九
年
に
鷹
師
と
な
る
が
同
十
一
年
六
月
に
事
故
死
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
鷹
の
調
教
中
の
交

通
事
故
で
あ
っ
た(60
)

︒
大
正
十
五
年
に
都
市
化
を
避
け
て
浜
離
宮
か
ら
埼
玉
鴨
場
へ
移
っ
て

き
た
鷹
匠
た
ち
で
あ
っ
た
が
︑
昭
和
期
に
入
る
と
埼
玉
鴨
場
の
周
辺
も
ま
た
交
通
量
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
︻
表
�
︼
を
見
れ
ば
︑
青
木
や
石

崎
の
よ
う
に
鷹
匠
生
徒
あ
る
い
は
鷹
匠
生
に
採
用
さ
れ
︑
鷹
師
に
ま
で
昇
進
す
る
も
の
も

い
た
が
︑
鷹
匠
生
の
ま
ま
辞
め
る
者
や
鷹
匠
に
な
っ
て
か
ら
も
長
続
き
し
な
い
者
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
宮
内
省
は
既
に
技
術
を
習
得
し
た
鷹
匠
を
採
用
す
る
だ
け
で
な
く
︑
技

術
を
再
生
産
す
る
べ
く
若
者
を
鷹
匠
生
徒
あ
る
い
は
鷹
匠
生
︑
鷹
匠
補
と
し
て
採
用
し
︑

鷹
猟
の
技
術
を
伝
承
し
て
い
っ
た
︒
本
稿
で
も
た
び
た
び
回
顧
を
引
用
し
て
い
る
戦
後
に

鷹
師
を
務
め
た
花
見
薫
も
鷹
匠
補
と
し
て
採
用
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
︒
養
成
の
結
果
︑
鷹

師
を
務
め
る
者
も
出
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
宮
内
省
の
鷹
匠
養
成
は
一
定
程
度

の
成
果
を
あ
げ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

三

鷹
の
捕
獲

こ
こ
ま
で
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織
と
人
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
︒
本
章

で
は
︑
鷹
匠
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
も
う
一
つ
重
要
な
鷹
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
︒

(
�
︶
明
治
期
に
お
け
る
鷹
の
確
保
と
捜
索

明
治
三
十
一
年
︵
一
八
九
八
︶
六
月
四
日
︑
主
猟
局
長
で
あ
っ
た
山
口
正
定
は
︑
鷹
匠

取
締
で
あ
る
田
中
修
三
が
前
日
に
入
手
し
た
﹁
熊
鷹
ノ
児
鷹
﹂
を
見
る
た
め
に
新
宿
御
苑

を
訪
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
田
中
が
鷹
の
入
手
方
法
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
︑
山
口
は
日

記
に
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
︒

︻
史
料
五
】

一
体
鷹
ハ
一
児
ノ
モ
ノ
ニ
テ
卵
化
ノ
後
︑
綿
毛
ト
唱
ヘ
テ
一
団
ノ
雪
ノ
如
ク
純
白
ナ

ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
十
日
前
後
ノ
処
ニ
テ
猟
師
木
ヲ
攀
リ
扇
子
ヲ
広
テ
鷹
ノ
巣
ヲ
ア
オ
リ
︑

綿
毛
ノ
散
布
シ
ア
ル
ヲ
除
キ
去
リ
テ
︑
鷹
児
ヲ
擒
ニ
シ
︑
右
扇
子
ヲ
畳
ミ
テ
其
巣
ノ

上
ニ
置
キ
帰
ル
ナ
リ
︑
是
古
来
ノ
法
ナ
リ
︑
ト
カ
ク
ス
レ
バ
来
年
モ
亦
タ
鷹
其
巣
ニ

児
ヲ
生
ム
ト
云
︑
若
シ
扇
子
ヲ
置
カ
ス
シ
テ
児
ヲ
拉
ケ
去
レ
バ
再
ヒ
鷹
ハ
其
巣
ニ
児

ヲ
生
マ
ス
奇
ト
云
ベ
シ
︑
而
シ
テ
漸
ク
成
長
猟
師
ノ
擒
ト
ナ
ラ

サ
ル
時
ノ
事
ナ
リ
已
ニ
飛
揚
ス
ル
ニ
至
レ

バ
親
鷹
他
ノ
鳥
ヲ
獲
テ
来
リ
︑
児
鷹
ノ
力
ニ
耐
エ
ル
丈
ケ
ノ
鳥
ヲ
放
ツ
︑
児
鷹
直
ニ

飛
テ
之
ヲ
拉
ケ
食
フ
︑
カ
ク
児
ヲ
教
育
ス
ル
事
数
回
ニ
シ
テ
最
早
親
鷹
ノ
世
話
ニ
及

バ
ス
ト
ナ
ル
時
ニ
至
テ
親
鷹
天
高
ク
飛
テ
舞
上
ル
︑
児
鷹
モ
同
シ
ク
舞
テ
上
ル
モ
及

ハ
ス
︑
之
ヲ
称
シ
テ
鷹
ノ
子
別
レ
ト
云
フ
︑
児
鷹
親
ヲ
失
テ
地
ニ
下
ル
ヤ
︑
猟
師
網

ヲ
張
リ
小
鳥
ヲ
餌
ニ
出
シ
テ
此
ノ
児
鷹
ヲ
捕
ル
︑
之
ヲ
﹁
ア
ガ
ケ
﹂
ト
唱
ヘ
テ
鷹
匠

之
ヲ
仕
込
ム
ナ
リ
︑
又
タ
ハ
シ
鷹
ト
唱
ル
ハ
觜
鷹
ト
書
テ
ア
ル
通
リ
鷹
ノ
觜
ヲ
削
リ
︑

焼
鉄
ニ
テ
血
ヲ
留
メ
之
ヲ
使
用
ス
︑
爪
モ
同
シ
事
ナ
リ
︑
亦
タ
箸
鷹
ト
書
キ
タ
ル
モ

ア
リ
︑
是
レ
ハ
綿
毛
ノ
時
捕
リ
タ
ル
児
鷹
ニ
ハ
餌
板
ニ
雀
肉
ヲ
載
セ
テ
与
フ
ル
モ
児

鷹
食
セ
ス
故
ニ
箸
ニ
テ
其
肉
ヲ
ハ
サ
ミ
︑
児
鷹
ノ
觜
ニ
ア
テ
ガ
ヘ
バ
口
ヲ
開
ク
故
ニ

之
ヲ
食
ハ
セ
ル
ヲ
得
ル
ト
云(61
)

︑

史
料
中
に
出
て
く
る
﹁
ア
ガ
ケ
﹂
と
は
﹁
網
懸
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
年
に
巣
立
っ

た
若
鷹
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る(62
)

︒
ま
た
︑
﹁
ハ
シ
鷹
﹂
は
捕
獲
し
た
鷹
を
鷹
部
屋

に
繫
ぐ
前
に
爪
や
觜
な
ど
の
鋭
利
な
と
こ
ろ
を
削
る
作
業
の
こ
と
で
あ
る(63
)
︒
鷹
匠
は
︑
猟

師
が
捕
え
た
﹁
ア
ガ
ケ
﹂
と
呼
ば
れ
る
児
鷹
を
仕
込
み
︑
鷹
猟
に
用
い
て
い
た
︒
換
言
す

れ
ば
︑
同
時
期
に
は
猟
師
か
ら
定
期
的
に
鷹
を
入
手
す
る
経
路
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

明
治
の
初
期
こ
ろ
ま
で
は
日
本
に
お
い
て
も
︑
北
海
道
の
松
前
や
秋
田
県
仙
北
郡
︑
あ
る

い
は
東
北
地
方
に
て
良
い
大
鷹
を
入
手
で
き
た
と
い
う(64
)

︒
田
中
が
児
鷹
を
入
手
し
た
明
治

三
十
年
代
の
前
半
も
辛
う
じ
て
国
内
で
大
鷹
を
入
手
出
来
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

銃
猟
が
盛
ん
に
な
る
と
鳥
類
が
乱
獲
さ
れ
︑
鷹
の
餌
と
な
る
鳥
類
は
ほ
と
ん
ど
生
息
し
な

く
な
り
︑
次
第
に
国
内
に
お
い
て
は
良
い
大
鷹
を
入
手
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た
と
い

う(65
)

︒宮
内
省
の
公
文
書
か
ら
は
︑
既
に
明
治
三
十
年
代
の
後
半
に
は
国
産
の
鷹
を
入
手
す
る
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こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
明
治
三
十
七
年
六
月
九
日
︑
宮
内
省

主
猟
局
は
﹁
大
鷹
幷
ニ
ハ
ヤ
ブ
サ
﹂
を
飼
養
し
て
い
る
人
が
い
る
か
︑
あ
る
い
は
雛
を
す

ぐ
捕
獲
で
き
る
か
ど
う
か
︑
青
森
︑
岩
手
︑
福
島
︑
秋
田
︑
山
形
の
各
県
と
北
海
道
函
館

へ
照
会
し
て
い
る(66
)
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
翌
十
日
に
岩
手
県
か
ら
﹁
大
鷹
ハ
現
在
持
人
ア
リ
︑

ハ
ヤ
ブ
サ
幷
ニ
其
雛
ハ
四
五
日
ノ
内
ニ
ハ
捕
ヘ
得
ル
見
込
ア
リ
﹂
と
の
回
答
が
あ
っ
た
︒

こ
の
報
を
受
け
︑
六
月
二
十
日
に
は
主
猟
官
の
岡
崎
国
長
が
同
地
へ
出
張
し
て
い
る(67
)

︒

岡
崎
は
主
猟
局
属
の
子
林
精
一
と
鷹
匠
の
青
木
多
計
志
と
共
に
︑
六
月
二
十
一
日
に
上

野
駅
を
出
発
し
た
︒
翌
二
十
二
日
に
盛
岡
へ
到
着
す
る
と
︑
二
十
三
日
に
は
隼
が
い
る
と

報
告
の
あ
っ
た
川
尻
へ
と
向
か
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
隼
と
し
て
報
告
さ
れ
た
鳥
は
ほ

と
ん
ど
が
ノ
ス
リ
で
あ
っ
た
︒
川
尻
に
滞
在
中
も
大
鷹
や
隼
の
目
撃
情
報
は
多
数
寄
せ
ら

れ
て
い
た
︒
最
終
的
に
岡
崎
は
︑
隼
の
雛
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
一
羽
を
一
〇
円
一
五
銭

で
買
い
取
っ
て
い
る
︒
こ
の
間
︑
二
十
二
日
に
東
京
の
主
猟
局
か
ら
﹁
山
形
県
ヨ
リ
隼
五

羽
捕
獲
ノ
報
知
ア
リ
︑
岩
手
県
済
次
第
回
ワ
レ
﹂
と
の
電
報
を
得
て
お
り
︑
二
十
五
日
に

は
﹁
山
形
県
ヨ
リ
至
急
出
張
相
成
度
旨
﹂
の
一
報
を
得
て
い
た
︒
岡
崎
は
続
い
て
山
形
県

へ
向
か
い
︑
二
十
七
日
に
は
新
庄
か
ら
更
に
四
里
離
れ
た
金
山
分
署
へ
到
着
し
た
︒
金
山

分
署
で
は
一
室
に
七
羽
の
鷹
が
飼
わ
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
う
ち
五
羽
は
ノ
ス
リ
に
類
似
す

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
残
り
の
二
羽
に
つ
い
て
は
︑
疑
惑
は
残
る
が
﹁
他
ニ
隼
ヲ
求
ル
ノ
望

既
ニ
絶
エ
タ
ル
﹂
た
め
︑
参
考
と
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
に
し
た
︒
岡
崎
は
岩
手
県
お
よ
び

山
形
県
へ
出
張
し
︑
大
鷹
は
入
手
で
き
ず
︑
隼
か
も
し
れ
な
い
雛
鳥
を
三
羽
手
に
入
れ
て

帰
京
し
た
︒
雛
鳥
三
羽
は
新
宿
動
物
園
へ
送
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
時
期
に
は
主
猟
局

勤
務
の
鍋
島
精
次
郎
に
同
局
属
の
福
田
善
太
郎
︑
鷹
匠
の
小
林
国
松
と
長
谷
川
臣
が
随
行

し
て
香
川
県
お
よ
び
高
知
県
へ
隼
を
入
手
す
る
た
め
出
張
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
ち
ら

の
出
張
も
成
果
を
得
ず
雛
二
羽
を
買
い
上
げ
て
帰
京
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
主
猟
官
や
鷹
匠
は
大
鷹
や
隼
を
捕
獲
す
る
た
め
に
各
地
方
へ
出
張
し
て

い
た
︒
し
か
し
︑
大
鷹
は
も
と
よ
り
隼
に
つ
い
て
も
︑
国
内
に
お
い
て
入
手
す
る
こ
と
が

困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
ほ
か
に
︑
大
鷹
を
入
手
す
る
手
段
と

し
て
︑
軍
人
か
ら
の
献
上
が
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
明
治
二
十
七
年
か
ら
二
十
八
年
に
か

け
て
︑
日
清
戦
争
の
際
に
朝
鮮
や
清
国
で
入
手
し
た
鷹
や
隼
が
献
上
さ
れ
て
い
る(68
)

︒
こ
の

後
︑
鷹
匠
が
取
り
扱
う
大
鷹
は
満
州
産
の
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
く
︒

(


︶
大
正
・
昭
和
期
に
お
け
る
鷹

次
に
こ
う
し
た
鷹
を
め
ぐ
る
状
況
が
大
正
・
昭
和
期
に
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
︑
確

認
し
て
い
き
た
い
︒
鷹
の
入
手
に
つ
い
て
︑
花
見
薫
は
﹁
関
東
軍
司
令
官
か
ら
満
州
産
の

鷹
の
献
上
が
始
ま
っ
た
の
は
大
正
十
三
年
か
ら
で
⁝
歴
代
関
東
軍
司
令
官
の
名
で
毎
年
十

一
月
に
四
な
い
し
六
羽
の
鷹
が
献
上
さ
れ
ま
し
た
⁝
こ
の
鷹
の
献
上
は
︑
太
平
洋
戦
争
が

激
化
し
た
昭
和
十
八
年
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し
た
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
大
正
十
三
年
︵
一
九
二

四
︶
以
降
︑
関
東
軍
か
ら
の
献
上
に
よ
り
定
期
的
に
鷹
を
入
手
で
き
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒

こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
︑
︻
表


︼
を
確
認
し
て
い
こ
う
︒
同
表
は
大
正
十
三
年
と
同

十
四
年
の
二
年
に
わ
た
り
式
部
職
主
猟
課
が
管
理
し
て
い
た
鷹
と
隼
の
増
減
を
一
覧
に
し

た
も
の
で
あ
る
︒
史
料
の
性
格
上
︑
鷹
と
隼
の
内
訳
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
お
お
よ
そ
の

傾
向
を
摑
む
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
注
目
を
し
た
い
点
は
大
正
十
三
年
一
月
の

段
階
で
︑
鷹
と
隼
を
あ
わ
せ
て
六
羽
し
か
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ
の
時
︑
鷹
匠
の

定
員
が
八
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
少
な
く
︑
前
節
で
確
認
し
た
明
治
期
以
来
の
状

況
と
あ
わ
せ
る
と
︑
鷹
・
隼
と
も
に
枯
渇
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
︒
転
機
と
な

っ
た
の
は
︑
同
十
三
年
十
月
十
九
日
に
満
州
か
ら
大
鷹
十
六
羽
を
購
入
し
た
点
で
あ
る
︒

ま
た
︑
大
正
十
三
年
十
一
月
十
二
日
に
は
三
羽
︑
同
十
四
年
十
月
二
十
七
日
に
は
四
羽
︑
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大
鷹
が
献
上
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
花
見
が
述
べ
る
関
東
軍
司
令
官
か
ら
の
大
鷹
の
献

上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
以
降
は
大
鷹
と
隼
の
数
は
一
〇
羽
か
ら
二
〇
羽
の
間
で
安
定
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
一
方
︑
国
内
か
ら
の
供
給
に
注
目
す
る
と
﹁
鹿
島
﹂
︵
お

そ
ら
く
茨
城
県
鹿
島
郡
︶
か
ら
の
購
入
や
御
猟
場
で
捕
獲
す
る
も
の
も
あ
る
が
︑
数
は
少
な

い
︒
多
く
は
満
州
産
の
鷹
を
購
入
し
た
り
︑
献
上
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
で
賄
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
︒

次
に
︑
昭
和
三
年
︵
一
九
二
八
︶
一
月
の
段
階
で
主
猟
課
が
管
理
し
て
い
た
大
鷹
と
隼

の
調
書
を
一
覧
に
し
た
︻
表
�
︼
を
確
認
す
る
︒
隼
は
号
数
で
︑
大
鷹
は
名
称
を
付
け
管

理
さ
れ
て
い
る
︒
隼
は
三
羽
︑
大
鷹
は
一
〇
羽
が
記
載
さ
れ
合
計
一
三
羽
で
あ
り
︑
大
正

期
に
引
き
続
き
一
〇
羽
以
上
の
大
鷹
と
隼
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
隼
に
つ
い
て
は
︑
購

入
し
た
も
の
と
捕
獲
し
た
も
の
が
半
数
ず
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
大
鷹
に
つ
い
て
は
︑
大
正

十
年
に
秋
田
県
仙
北
郡
で
購
入
し
た
御
幸
野
が
最
も
古
い
︒
ま
た
︑
︻
表


︼
で
確
認
し

た
大
正
十
三
年
十
月
に
満
州
か
ら
購
入
し
た
大
鷹
は
︑
昭
和
三
年
の
段
階
で
既
に
山
東
が

一
羽
残
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
武
蔵
野
の
よ
う
に
埼
玉
鴨
場
で
捕
獲
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た

が
︑
多
く
は
関
東
軍
司
令
官
か
ら
献
上
さ
れ
る
鷹
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

鷹
匠
が
組
織
と
し
て
整
え
ら
れ
︑
養
成
の
た
め
の
規
則
が
作
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
肝
心

の
鷹
が
い
な
け
れ
ば
鷹
猟
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
︻
表


︼
と
︻
表
�
︼
か
ら

は
︑
そ
う
し
た
鷹
の
供
給
が
日
本
国
内
で
は
賄
い
き
れ
ず
︑
主
に
満
州
産
の
鷹
に
依
存
し

て
い
る
実
態
が
見
え
て
く
る
︒
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年月日 事由 受 払 現在数

大
正
13
年

1 月 1 日 前年より越高 6 6
1 月 29 日 2 4
4 月 26 日 1 3
8 月 25 日 大鷹雪山病死 1 2
10 月 09 日 隼鹿島より買上 1 3
10 月 19 日 大鷹満州より買上 16 19
10 月 25 日 隼鹿島より買上 1 20
10 月 27 日 隼鹿島より買上 2 22
11 月 03 日 大鷹病死 1 21
11 月 12 日 大鷹献上 3 24
11 月 20 日 大鷹東京公園ニ廻ス 3 21
11 月 22 日 大鷹病死 1 20

大
正
14
年

1 月 26 日 隼病死 1 19
2 月 25 日 大鷹病死 1 18
5 月 04 日 大鷹廃棄 1 17
6 月 06 日 大鷹病死 1 16
6 月 26 日 隼廃棄 3 13
6 月 28 日 岩瀬御猟場より巣鷹捕獲 2 15
7 月 06 日 巣鷹廃棄 1 14
8 月 25 日 大鷹泰山廃棄 1 13
9 月 21 日 大鷹満州病死 1 12
9 月 29 日 大鷹長春廃棄 1 11
10 月 27 日 大鷹献上 4 15
11 月 07 日 大鷹廃棄 1 14

「動物録大正 15 年」（11192）1 号文書より作成

【表 2】大正 13年・14年大鷹・隼受払現在数表

〇隼調書
号数 入手 廃棄 据前
壱号 捕獲 廃棄 福田鷹匠
弐号 捕獲 廃棄 坂本鷹匠
参号 捕獲 廃棄 花見鷹匠
四号 捕獲 小林鷹師・花見鷹匠
五号 捕獲 廃棄 坂本鷹匠
六号 購入 小林鷹師
七号 購入 廃棄 福田鷹匠
八号 購入 廃棄 福田鷹匠
九号 埼玉江戸川筋御猟場 廃棄 福田鷹匠
十号 購入 落鳥
十一号 購入
〇大鷹調書
鷹名 捕獲年月 入手 据前
御幸野 大正 10 年 11 月 15 日 秋田県仙北郡・購入 藤波鷹匠補
山東 大正 13 年 10 月 満州より購入 野地鷹匠補
南山 大正 15 年 11 月 01 日 関東軍司令官献上
泰嶺 大正 15 年 11 月 01 日 関東軍司令官献上 坂本鷹匠
雷州 大正 15 年 11 月 01 日 関東軍司令官献上 野地鷹匠補
武蔵野 昭和 2年 10 月 15 日 埼玉鴨場捕獲
蒙古 昭和 2年 11 月 06 日 関東軍司令官献上 花見鷹匠
満州 昭和 2年 11 月 06 日 関東軍司令官献上
全州 昭和 2年 11 月 06 日 関東軍司令官献上
鉄嶺 昭和 2年 11 月 06 日 関東軍司令官献上
「動物録昭和 3年」（11194）10 号文書より作成

【表 3】大鷹・隼調書（昭和 3年 1月 19日現在）



し
か
し
な
が
ら
︑
国
内
で
の
捕
獲
を
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑
昭

和
三
年
十
月
に
は
︑
鷹
師
の
小
林
宇
太
郎
と
鷹
匠
の
坂
本
貞
生
が
茨
城
県
鹿
島
郡
軽
野
村

に
﹁
放
鷹
術
研
究
用
﹂
の
隼
を
捕
獲
す
る
た
め
に
出
張
し
て
い
る(69
)

︒
こ
の
時
は
﹁
挟
︑
モ

チ
延
縄
及
�
用
ト
シ
テ
小
鴨
参
拾
五
羽
︵
浜
御
苑
鴨
場
ヨ
リ
持
参
︶
鳩
弐
拾
五
羽
﹂
を
埼
玉

鴨
場
か
ら
携
行
し
て
い
る
︒
結
果
と
し
て
二
羽
の
隼
を
捕
獲
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

大
鷹
に
つ
い
て
は
満
州
産
に
依
存
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
︑
隼
に
つ
い
て
は
国
内
に
鷹
師

や
鷹
匠
が
出
張
し
︑
捕
獲
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
近
代
に
宮
内
省
が
採
用
し
た
鷹
匠
を
め
ぐ
る
組
織
︑
人
︑
鷹
に
つ
い
て
︑

そ
の
概
要
を
検
討
し
て
き
た
︒
ま
ず
は
︑
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
き

た
い
︒

明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
︑
宮
内
省
は
幕
府
鷹
匠
で
あ
っ
た
田
中
修
三
ら
を
﹁
御
鷹
御
用

掛
﹂
と
し
て
採
用
し
︑
鷹
猟
の
復
興
を
企
図
し
た
が
︑
そ
の
時
は
軌
道
に
乗
ら
ず
︑
同
五

年
に
田
中
ら
は
免
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
田
中
を
は
じ
め
と
し
た
鷹
匠
ら
は
︑
大
名

華
族
の
庇
護
を
受
け
る
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
明
治
十
年
代
に
入
り
︑
外
賓
接
待
の
増

加
や
浜
離
宮
・
植
物
御
苑
に
お
け
る
鴨
場
の
整
備
に
あ
わ
せ
て
︑
田
中
ら
は
宮
内
省
内
匠

課
雇
と
し
て
再
び
雇
用
さ
れ
た
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
鴨
場
の
整
備
を
田
中
ら
鷹
匠
に
担
わ

せ
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

各
地
に
皇
室
の
御
猟
場
が
整
備
さ
れ
︑
明
治
十
七
年
一
月
に
御
猟
場
掛
が
置
か
れ
る
と

田
中
ら
は
鴨
場
と
共
に
内
匠
課
か
ら
御
猟
場
掛
へ
と
移
さ
れ
た
︒
同
時
期
に
内
匠
課
雇
で

あ
っ
た
広
沢
徳
辰
や
小
林
宇
太
郎
ら
は
鷹
匠
に
任
じ
ら
れ
︑
こ
れ
に
先
立
つ
同
十
六
年
九

月
に
は
田
中
が
鷹
匠
取
締
に
任
じ
ら
れ
た
︒
宮
内
省
に
お
け
る
鷹
匠
の
誕
生
で
あ
る
︒

当
初
︑
鷹
匠
ら
は
御
猟
場
掛
の
所
管
で
あ
っ
た
が
︑
主
猟
局
︵
明
治
二
十
一
年
︶
︑
主
猟

寮
︵
明
治
四
十
一
年
︶
と
組
織
が
改
め
ら
れ
︑
そ
の
所
管
も
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
︒
さ

ら
に
︑
大
正
十
年
︵
一
九
二
一
︶
に
は
主
猟
寮
が
式
部
職
内
に
改
組
さ
れ
る
と
︑
以
後
は

同
職
主
猟
課
の
所
管
と
な
る
︒
鷹
匠
ら
の
本
部
は
宮
内
省
本
省
で
は
な
く
︑
当
初
は
浜
離

宮
に
置
か
れ
︑
大
正
十
五
年
に
埼
玉
鴨
場
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
る
︒

鷹
匠
ら
を
取
り
仕
切
る
役
と
し
て
︑
明
治
十
六
年
に
鷹
匠
取
締
が
置
か
れ
︑
そ
の
後
に

鷹
匠
長
︵
明
治
三
十
三
年
︶
︑
鷹
師
︵
明
治
四
十
二
年
︶
と
名
称
が
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
鷹
匠

の
定
員
は
当
初
六
名
で
あ
っ
た
が
︑
新
浜
鴨
場
の
設
置
に
と
も
な
い
七
名
︑
埼
玉
鴨
場
の

設
置
に
と
も
な
い
八
名
と
増
員
さ
れ
て
い
る
︒
増
員
後
に
は
各
鴨
場
へ
一
人
ず
つ
在
勤
が

命
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
は
鷹
匠
が
鴨
場
に
紐
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
︒

ま
た
︑
宮
内
省
の
鷹
匠
組
織
の
特
徴
と
し
て
は
︑
養
成
制
度
を
設
け
た
点
で
あ
る
︒
明

治
二
十
二
年
に
放
鷹
術
を
伝
承
す
る
目
的
で
鷹
匠
養
成
規
則
を
設
け
︑
三
名
の
鷹
匠
生
徒

を
採
用
し
た
︒
そ
の
三
名
は
養
成
を
経
て
同
二
十
五
年
に
鷹
匠
に
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
鷹

匠
生
徒
は
鷹
匠
生
︑
鷹
匠
補
へ
と
名
称
は
変
遷
し
て
い
く
が
︑
一
貫
し
て
養
成
制
度
は
続

け
ら
れ
て
い
る
︒
鷹
匠
生
徒
の
な
か
に
は
︑
最
終
的
に
鷹
師
と
な
る
者
も
お
り
︑
一
定
程

度
は
養
成
の
成
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
︒

大
鷹
に
つ
い
て
は
︑
明
治
三
十
年
代
前
半
こ
ろ
ま
で
は
日
本
国
内
で
捕
獲
し
鷹
匠
が
入

手
す
る
こ
と
も
出
来
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
都
市
化
が
進
み
︑
狩
猟
が
隆
盛
を
向
か
え
る
な

か
で
段
々
と
難
し
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
次
第
に
︑
満
州
産
の
大
鷹
に
依
存
す
る

よ
う
に
な
る
︒
国
内
に
鷹
師
や
鷹
匠
︑
あ
る
い
は
主
猟
官
ら
が
捜
し
に
行
く
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
だ
が
︑
多
く
の
場
合
は
隼
で
あ
り
︑
大
鷹
を
国
内
で
供
給
す
る
こ
と
は
難
し
く
な

（ 60 ）

近代の鷹匠と宮内省



っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
近
代
の
鷹
匠
と
宮
内
省
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
確
か
に
近
世
か
ら
近

代
へ
の
移
行
期
に
制
度
と
し
て
の
断
絶
が
あ
り
︑
主
体
も
幕
府
か
ら
宮
内
省
へ
移
り
変
わ

っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
鷹
猟
を
め
ぐ
る
技
術
や
人
材
は
一
定
程
度
︑
幕
府
か
ら
宮
内
省
へ

引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
天
皇
に
よ
る
﹁
御
猟
﹂
を
想

定
し
た
御
猟
場
や
鴨
場
が
整
備
さ
れ
︑
鷹
匠
と
鷹
は
そ
う
し
た
御
猟
場
や
鴨
場
に
紐
づ
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

前
稿
で
は
鷹
猟
で
捕
え
た
獲
物
が
天
皇
に
献
上
さ
れ
︑
慰
労
な
ど
の
意
味
合
い
も
込
め

て
臣
下
へ
下
賜
さ
れ
︑
そ
う
し
た
献
上
や
贈
答
の
儀
礼
の
実
質
部
分
を
宮
内
省
鷹
匠
ら
が

担
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
れ
ら
の
成
果
を
あ
わ
せ
る
と
︑
福
田
氏
の
い
う

﹁
日
本
の
鷹
狩
文
化
﹂
を
考
え
る
と
き
︑
近
代
に
お
い
て
宮
内
省
が
実
施
し
た
鷹
猟
と
鷹

匠
た
ち
も
そ
の
﹁
文
化
﹂
の
一
翼
を
担
っ
て
来
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
近

代
の
鷹
匠
や
鷹
猟
が
前
近
代
か
ら
﹁
大
き
く
そ
の
役
割
を
変
容
さ
せ
た
﹂
こ
と
は
間
違
い

な
い
︒
し
か
し
︑
大
小
は
あ
る
も
の
の
古
代
か
ら
中
世
︑
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に

も
同
様
の
変
化
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
む
し
ろ
︑
近
代
以
降
の
﹁
鷹
狩
文
化
﹂
を
見

通
す
と
き
︑
そ
の
な
か
に
あ
る
連
続
面
と
断
絶
面
を
紡
ぎ
だ
す
作
業
が
︑
今
後
も
必
要
な

の
で
は
な
い
か
︑
と
考
え
て
い
る
︒

注(
�
)

宮
内
省
式
部
職
﹃
放
鷹
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
三
一
年
︶
︒

(


)

根
崎
光
男
﹁
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家
﹂
︵
同
﹃
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
研

究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︶
︒

(
�
)

福
田
千
鶴
・
武
井
弘
一
編
﹃
鷹
狩
の
日
本
史
﹄
︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
二
一
年
︶
︒

(
�
)

前
掲
︑
﹃
鷹
狩
の
日
本
史
﹄
四
︑
五
頁
︒

(
)

安
田
寛
子
﹃
幕
末
期
の
江
戸
幕
府
鷹
場
制
度
袞
徳
川
慶
喜
の
政
治
構
想
袞
﹄
︵
河
出
書

房
新
社
︑
二
〇
二
〇
年
︶
三
二
九
︑
三
三
〇
頁
︒

(
�
)

篠
﨑
佑
太
﹁
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
け
る
�
御
猟
�
と
そ
の
意
義
袞
贈
答
儀
礼
・
網

猟
・
鷹
猟
袞
﹂
︵
﹃
埼
玉
地
方
史
﹄
八
七
︑
二
〇
二
三
年
︶

(�
)

｢
五
月
二
二
日

イ
ギ
リ
ス
公
子
来
朝
の
際
駒
込
吉
祥
寺
・
音
羽
護
持
院
を
小
休
所
と

し
︑
駒
場
原
に
て
鷹
狩
に
付
放
鷹
差
支
え
の
有
無
と
守
り
人
の
名
前
の
照
会
︑
盛
場
幷
風
景

場
所
等
案
内
の
用
意
た
め
小
休
所
を
取
置
き
場
所
調
査
の
達
方
等
の
申
進
幷
懸
合

外
国
官

判
事
↓
東
京
府
判
事
御
中
﹂
︵
﹁
外
務
省
御
用
留
﹂
︑
東
京
都
公
文
書
館
蔵
︑
請
求
番
号
六
〇

五
・
Ａ
八
・
一
五
︶
︒

(
�
)

｢
進
退
録
二
明
治
四
年
﹂
︵
宮
内
公
文
書
館
蔵
︑
識
別
番
号
二
〇
八
〇
三
袞
二
︶
二
三
号
︑

二
四
号
文
書
︒
以
下
︑
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
は
簿
冊
名
と

識
別
番
号
︑
文
書
番
号
の
み
を
付
す
︒
宮
内
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
加
納
の
履
歴
書
中

に
は
︑
明
治
三
年
三
月
に
﹁
御
鷹
御
用
掛
﹂
に
命
じ
ら
れ
た
と
す
る
も
の
も
残
っ
て
お
り
︑

実
際
の
採
用
時
期
は
判
然
と
し
な
い
︵
﹁
進
退
録
三
明
治
一
七
年
﹂
︵
二
〇
八
一
九
袞
三
︶
一

三
号
文
書
︶
︒

(
�
)

｢
御
鷹
御
用
日
記
﹂
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︑
請
求
記
号
八
二
九
袞
九
︶
︒
例
え
ば
田
中

は
︑
万
延
元
年
︵
一
八
六
〇
︶
二
月
に
捉
飼
の
た
め
浜
御
殿
へ
臨
ん
で
い
る
︒

(
10
)

八
月
十
八
日
の
浜
離
宮
行
幸
に
つ
い
て
は
︑
供
奉
し
た
吉
井
友
実
の
日
記
に
﹁
今
日
初

テ
御
馬
車
ニ
被
召
浜
殿
へ

行
幸
⁝
⁝
御
鷹
幷
網
打
等
之
御
興
有
リ
﹂
と
あ
る
︵
﹁
三
峰
日

記
︵
吉
井
友
実
日
記
︶
�
﹂
三
五
三
五
八
︑
明
治
四
年
八
月
十
八
日
条
︶
︒
ま
た
︑
九
月
二

十
四
日
の
行
幸
に
つ
い
て
は
︑
供
奉
し
た
嵯
峨
実
愛
の
日
記
に
﹁
於
浜
離
宮
此
間

臨
幸

云
々
⁝
⁝
放
鷹
漁
猟
等

御
覧
﹂
と
あ
り
︵
﹁
嵯
峨
実
愛
日
記

続
愚
林
記

東
京
三
明
治

四
年
﹂
三
五
〇
八
七
︑
明
治
四
年
九
月
二
十
四
日
条
︶
︒
い
ず
れ
も
浜
離
宮
に
お
い
て
︑
明

治
天
皇
が
鷹
狩
を
見
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

(
11
)

花
見
薫
﹃
天
皇
の
鷹
匠
﹄
︵
草
思
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
〇
～
一
五
頁
︒
本
書
の
内
容

は
︑
近
代
の
鷹
匠
の
実
態
を
知
る
う
え
で
貴
重
で
あ
る
が
︑
花
見
自
身
は
大
正
十
三
年
︵
一

九
二
四
︶
に
鷹
匠
補
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
以
前
の
時
期
に
関
わ
る
記
述
に
つ
い
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て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒

(
12
)

｢
進
退
録
明
治
五
年
﹂
︵
二
〇
八
〇
四
︶
八
号
文
書
︒

(
13
)

前
掲
︑
花
見
﹃
天
皇
の
鷹
匠
﹄
一
二
頁
︒

(
14
)

前
掲
︑
花
見
﹃
天
皇
の
鷹
匠
﹄
一
一
︑
一
二
頁
︒

(
15
)

『
明
治
天
皇
紀
﹄
三
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶
明
治
八
年
一
月
三
十
一
日
条
︒

(
16
)

｢
会
社

本
社
設
立
運
輸
営
業
願

開
航
社

加
納
重
次
﹂
︵
東
京
都
公
文
書
館
蔵
︑
請

求
番
号
六
一
一
・
Ａ
八
・
〇
五
︶
︒

(
17
)

｢
会
社

開
航
社
頭
取
改
選
届

田
中
修
三
﹂
︵
東
京
都
公
文
書
館
蔵
︑
六
一
一
・
Ａ

八
・
〇
六
︶
︒

(
18
)

鷹
匠
を
生
業
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
近
世
に
お
け
る
仙
台
藩
伊
達
家
の
鷹
匠
を
検
討

し
た
堀
田
幸
義
は
︑
鷹
匠
の
職
分
が
家
業
化
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
る
な
か
で
︑
鷹
匠
ら
は

﹁
経
済
的
に
も
﹁
鷹
事
﹂
に
専
念
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
近
世
に
お
い
て
も
﹁
鷹
事
﹂
を
生
業
と
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
︵
堀
田
幸
義
﹁
鷹
匠
と
し
て
生
き
る
武
士
た
ち
﹂
︑
前
掲
﹃
鷹
狩
の
日

本
史
﹄
所
収
︶
︒

(
19
)

｢
進
退
録
二
明
治
十
三
年
﹂
︵
二
〇
八
一
三
袞
二
︶
一
一
号
︒
こ
の
た
め
か
︑
田
中
は
明

治
十
四
年
六
月
の
改
員
改
正
で
肝
煎
を
退
い
て
い
る
︵
﹁
諸
会
社

開
航
社
役
員
改
正
届

田
中
修
三
﹂
東
京
都
公
文
書
館
蔵
︑
請
求
番
号
六
一
一
・
Ｄ
七
・
〇
六
︶
︒

(
20
)

水
谷
三
公
﹃
将
軍
の
庭
袞
浜
離
宮
と
幕
府
政
治
の
風
景
袞
﹄
︵
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇

〇
二
年
︶
︑
工
藤
航
平
﹁
公
儀
の
庭
・
浜
御
殿
の
変
遷
と
意
義
﹂
︵
﹃
東
京
都
公
文
書
館
調
査

研
究
年
報
﹄
三
︑
二
〇
一
七
年
︶
︒

(
21
)

東
京
都
公
文
書
館
編
﹃
延
遼
館
の
時
代
袞
明
治
ニ
ッ
ポ
ン
お
も
て
な
し
事
始
め
袞
﹄

︵
東
京
都
︑
二
〇
一
六
年
︶
︒

(
22
)

｢
工
事
録
一
︵
概
算
伺
︶
明
治
一
一
年
﹂
︵
三
九
六
四
袞
一
︶
四
三
号
文
書
︒

(
23
)

｢
工
事
録
三
︵
概
算
伺
︶
明
治
一
二
年
﹂
︵
三
九
六
五
袞
三
︶
一
〇
号
文
書
︒

(
24
)

｢
工
事
録
一
︵
概
算
伺
︶
明
治
一
三
年
﹂
︵
三
九
六
六
袞
一
︶
三
〇
号
文
書
︒

(
25
)

｢
工
事
録
二
︵
概
算
伺
︶
明
治
一
三
年
﹂
︵
三
九
六
六
袞
二
︶
一
四
号
文
書
︒
新
宿
植
物

御
苑
の
鴨
場
に
つ
い
て
は
︑
辻
岡
健
志
﹁
福
羽
逸
人
と
新
宿
御
苑
袞
鴨
場
︑
小
園
芸
場
か
ら

庭
園
改
修
へ
袞
﹂
︵
﹃
新
宿
御
苑
袞
皇
室
庭
園
の
時
代
袞
﹄
新
宿
未
来
創
造
財
団
新
宿
歴
史
博

物
館
︑
二
〇
一
八
年
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

(
26
)

『
明
治
天
皇
紀
﹄
四
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
〇
年
︶
︒

(
27
)

｢
外
賓
接
待
録
三
四

独
逸
国
皇
孫
来
航
の
部
︵
一
︶
明
治
一
二
年
﹂
︵
六
〇
二
九
七
︶

一
四
号
文
書
︒

(
28
)

前
掲
︑
﹁
外
賓
接
待
録
三
四

独
逸
国
皇
孫
来
航
の
部
︵
一
︶
明
治
一
二
年
﹂
一
四
号

文
書
︒

(
29
)

｢
外
賓
接
待
録
五
明
治
一
二
年
﹂
︵
二
六
五
五
四
袞
三
︶
一
号
文
書
︒

(
30
)

｢
進
退
録
三
明
治
一
五
年
﹂
︵
二
〇
八
一
五
袞
三
︶
四
号
文
書
︑
﹁
進
退
録
五
明
治
一
七

年
﹂
︵
二
〇
八
一
九
袞
五
︶
三
号
文
書
︒

(
31
)

｢
進
退
録
二
明
治
一
六
年
﹂
︵
二
〇
八
一
六
袞
二
︶
一
三
〇
号
文
書
︒

(
32
)

｢
例
規
録
明
治
一
七
年
﹂
︵
四
一
二
九
︶
一
号
文
書
︒

(
33
)

｢
例
規
録
二
明
治
一
七
年
﹂
︵
三
七
五
袞
二
︶
五
四
号
文
書
︑
五
五
号
文
書
︒

(
34
)

前
掲
︑
﹁
例
規
録
二
明
治
一
七
年
﹂
五
五
号
文
書
︒

(
35
)

前
掲
︑
﹁
進
退
録
三
明
治
一
七
年
﹂
五
号
文
書
︒

(
36
)

前
掲
︑
﹁
進
退
録
三
明
治
一
七
年
﹂
一
三
号
文
書
︒

(
37
)

前
掲
︑
﹁
進
退
録
五
明
治
一
七
年
﹂
九
二
号
文
書
︒
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
け
る
見
回

や
高
橋
豊
吉
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
篠
﨑
﹁
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
け
る
﹁
御
猟
﹂
と
そ
の
意

義
﹂
も
参
照
の
こ
と
︒

(
38
)

｢
上
奏
録
三
明
治
二
一
年
﹂
︵
八
五
四
六
袞
三
︶
二
三
号
文
書
︒

(
39
)

｢
皇
室
令
録
二
明
治
四
〇
年
﹂
︵
一
三
〇
四
〇
袞
二
︶
一
号
文
書
︒

(
40
)

｢
皇
室
令
録
一
大
正
一
〇
年
﹂
︵
一
三
〇
五
五
袞
一
︶
一
三
号
文
書
︒

(
41
)

｢
例
規
録
明
治
三
四
年
﹂
︵
一
五
九
〇
︶
一
〇
号
文
書
︒

(
42
)

｢
例
規
録
明
治
四
二
年
﹂
︵
一
五
九
三
︶
五
号
文
書
︒

(
43
)

｢
例
規
録
明
治
二
三
年
﹂
︵
一
五
八
六
︶
八
号
文
書
︒

(
44
)

｢
例
規
録
明
治
三
二
年
﹂
︵
一
五
八
九
︶
九
号
文
書
︒
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(
45
)

新
浜
鴨
場
の
設
置
経
緯
や
利
用
に
つ
い
て
は
︑
辻
岡
健
志
﹁
御
料
牧
場
・
御
猟
場
・
鴨

場
袞
明
治
期
に
お
け
る
皇
室
と
千
葉
県
の
関
係
史
袞
﹂
︵
﹃
千
葉
県
の
文
書
館
﹄
二
二
︑
二
〇

一
七
年
︶
が
詳
し
い
︒

(
46
)

前
掲
︑
﹁
例
規
録
明
治
三
二
年
﹂
九
号
文
書
︒

(
47
)

｢
例
規
録
明
治
四
十
年
﹂
︵
一
五
九
二
︶
一
二
号
文
書
︒

(
48
)

前
掲
︑
花
見
﹃
天
皇
の
鷹
匠
﹄
八
九
︑
九
〇
頁
︒

(
49
)

江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
け
る
餌
差
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
篠
﨑
﹁
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お

け
る
﹁
御
猟
﹂
と
そ
の
意
義
﹂
を
参
照
の
こ
と
︒
な
お
︑
近
年
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
け
る

監
守
と
餌
差
の
役
割
を
検
討
し
た
榎
本
博
﹁
御
鷹
場
か
ら
御
猟
場
へ
袞
捉
飼
場
・
江
戸
川
筋

御
猟
場
に
お
け
る
鳥
猟
を
め
ぐ
っ
て
袞
﹂
︵
﹃
埼
玉
地
方
史
﹄
八
八
︑
二
〇
二
三
年
︶
が
発
表

さ
れ
た
︒
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒

(
50
)

前
掲
︑
篠
﨑
﹁
江
戸
川
筋
御
猟
場
に
お
け
る
﹁
御
猟
﹂
と
そ
の
意
義
﹂
を
参
照
の
こ
と
︒

(
51
)

｢
例
規
録
明
治
二
二
年
﹂
︵
一
五
八
五
︶
二
四
号
文
書
︒

(
52
)

｢
例
規
録
明
治
四
一
年
﹂
︵
一
五
九
三
︶
七
号
文
書
︒

(
53
)

｢
例
規
録
大
正
一
一
年
﹂
︵
一
九
九
九
︶
一
一
号
文
書
︒

(
54
)

前
掲
︑
花
見
﹃
天
皇
の
鷹
匠
﹄
二
一
頁
︒

(
55
)

前
掲
︑
﹁
例
規
録
明
治
二
二
年
﹂
二
四
号
文
書
︒

(
56
)

｢
山
口
正
定
日
記
一
四
﹂
︵
三
七
三
二
九
︶
明
治
二
十
二
年
八
月
二
十
日
条
︒

(
57
)

｢
山
口
正
定
日
記
一
六
﹂
︵
三
七
三
三
一
︶
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日
︑
四
月
十
九

日
条
︒

(
58
)

｢
進
退
録
明
治
三
十
六
年
﹂
︵
二
一
二
〇
〇
︶
一
五
号
文
書
︒

(
59
)

前
掲
︑
花
見
﹃
天
皇
の
鷹
匠
﹄
一
六
頁
︒

(
60
)

｢
進
退
録
七
昭
和
一
一
年
﹂
︵
二
〇
八
七
八
袞
七
︶
四
三
〇
号
文
書
︒

(
61
)

｢
山
口
正
定
日
記
二
三
﹂
︵
三
七
三
三
八
︶
明
治
三
十
一
年
六
月
四
日
条
︒

(
62
)

前
掲
︑
﹃
放
鷹
﹄
六
二
七
頁
︒

(
63
)

前
掲
︑
﹃
放
鷹
﹄
三
四
三
頁
︒

(
64
)

前
掲
︑
﹃
放
鷹
﹄
三
三
四
頁
︒

(
65
)

前
掲
︑
﹃
放
鷹
﹄
三
三
四
頁
︒

(
66
)

｢
大
鷹
及
隼
捕
獲
並
伝
書
鳩
に
関
す
る
書
類

明
治
三
七
年
﹂
︵
一
六
〇
八
︶
︒
以
下
︑

特
に
断
ら
な
い
限
り
︑
引
用
は
同
史
料
に
よ
る
︒

(
67
)

明
治
三
十
一
年
四
月
十
八
日
に
岡
崎
国
長
は
主
猟
官
と
し
て
御
鷹
掛
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
︒
﹁
御
鷹
﹂
を
担
う
業
務
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
︑
う
か
が
え
る
︵
﹁
進
退
録
一
明
治
三
一

年
﹂
︵
二
〇
八
三
六
袞
一
︶
一
〇
四
号
文
書
︶
︒

(
68
)

｢
動
物
録
明
治
二
十
八
年
﹂
︵
一
五
八
一
︶
七
号
文
書
︒

(
69
)

｢
動
物
録
昭
和
三
年
﹂
︵
一
一
一
九
四
︶
一
一
号
文
書
︒
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（2月鷹匠） （3月依頼免職）
加納重次
（十次郎）
田中修三
（恒三郎）

廣沢徳辰

小林宇太郎

安藤知四

田中権之助

逸見興光

高橋豊吉

坂本已三郎

青木多計志

長谷川臣

佐藤平吉

杉本吉五郎

小林國松

原久成

村越文次郎

石﨑政太郎

峯﨑仙蔵

村越貞之助

天笠久

吉田虎之助

福田亮助

飯島佐一

山田恒雄

峯﨑寒太郎

寺尾太郎

戸辺輿四郎

坂本貞生

野地市太郎

藤浪生一郎

花見薫

井上一郎

松本政義

高木薫

関根正信

福田正衛

岡村良松

飯生豊作

浜野安邦

田中（加
納）定次郎

名前№ 明治16年 明治17年 明治18年 明治19年 明治20年 明治21年 明治22年 明治23年 明治24年 明治25年 明治26年 明治27年 明治28年 明治29年 明治30年 明治31年 明治32年 明治33年 明治34年 明治35年 明治36年 明治37年 明治38年 明治39年 明治40年 明治41年 明治42年 明治43年 明治44年 明治45年 大正2年 大正3年 大正4年 大正5年 大正6年 大正7年 大正8年 大正9年 大正10年 大正11年 大正12年 大正13年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

（1月鷹匠） （8月諭旨免職）

（1月鷹匠） （8月諭旨免職）

（4月鷹匠）

（1月依頼免職）

（5月鷹匠長）（5月鷹師） （6月依頼免職）（7月新浜鴨場）

（4月鷹匠） （6月新浜鴨場） （7月帰京） （11月病死）

（1月鷹匠）

（1月鷹匠）

（3月依頼免職）

（9月鷹匠取締） （10月鷹匠長） （1月病死）

（4月依頼免職）

（1月鷹匠） （3月依頼免職）

（8月鷹匠生徒） （10月鷹匠） （4月依頼免職）

（8月鷹匠生徒） （10月鷹匠） （8月清国にて戦死）

（11月鷹匠） （2月宮内省雇免）

（10月鷹匠） （12月雑役､新浜御料地）

（8月鷹匠生徒） （10月鷹匠） （7月依頼免職）

（10月鷹匠） （5月依頼免職）

（6月鷹匠） （10月病気により依頼免職）

（12月鷹匠､浜御苑鴨場） （3月埼玉鴨場）（11月浜御苑鴨場）
（5月埼

（10月鷹匠生） （3月依頼免職） （5月鷹
（6月鷹匠）

（11月鷹匠補）（4月免）

（10月鷹匠補）

（8月鷹

（11月鷹匠） （6月依頼免職）

（7月鷹匠､8月浜御苑鴨場）

（12月鳥養人より鷹匠） （7月病死）

（11月鷹匠､12月大袋鴨場） （3月依頼免職）

（4月鷹匠生） （11月鷹匠） （6月浜御苑鴨場）（2月新浜鴨場）

（12月鷹匠生） （7月免職）

（4月鷹匠生） （11月鷹匠） （11月依頼免職）

（12月鷹匠生） （6月鷹匠） （2月依頼免職）

（5月鷹匠､6月新浜鴨場）（7月浜御苑鴨場）

（3月鷹匠生）

（8月鷹匠生）

（4月鷹匠生）

（10月鷹匠補）

（6月鷹匠､7月浜御苑）

（6月鷹匠､7月浜御苑､8月依頼

（12月鷹匠） （12月鷹師）（5月新浜鴨場）

【表１】宮内省鷹匠在勤表

※「進退録」（宮内公文書館蔵）をもとに作成。
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