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【
史
料
一
】 

蛇
遣
い
等
生
類
見
世
物
禁
止

 

元
禄
四
年
十
月
） 

 

令

（

 
      

『
撰
要
永
久
録 

御
触
事
巻
之
八
』 



史
料
の
解
読
と
読
み
下
し
例 

 
【
史
料
一
】
（
出
典
）
撰
要
永
久
録 

御
触
事
巻
之
八 

  

（
解
読
文
） 

 
 

 
 

覚 

一
頃
日
町
中
ニ
而
薬
売
へ
ひ
を
つ
か
ひ
候
者
有
之
、
牢
舎
被
仰
付 

 

 

候
、
」
へ
ひ
不
限
た
と
へ
犬
猫
鼠
等
ニ
至
迄
、
生
類
ニ
芸
を
仕
付

見
世
物
等
ニ
」
い
た
し
候
儀
無
用
た
る
へ
し
、
生
類
く
る
し
め

不
届
ニ
候
、
若
相
背
者
」
有
之
候
ハ
ヽ
、
急
度
曲
事
た
る
へ
き

よ
し
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
堅
相
守
へ
し 

 
 

未
十
月
廿
四
日 

 

右
同
日
御
触
町
中
連
判 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
読
み
下
し
文
） 

 
 

 

覚
え 

一
頃
日
、
町
中
に
て
薬
売
り
へ
び
を
つ
か
い
候
者
こ
れ
有
り
、
牢

舎
仰
せ
付
け
ら
れ
候
。
へ
び
（
に
）
限
ら
ず
、
た
と
え
犬
・
猫
・

鼠
等
に
至
る
ま
で
、
生
類
に
芸
を
仕
付
け
、
見
世
物
等
に
い
た

し
候
儀
、
無
用
た
る
べ
し
。
生
類
く
る
し
め
不
届
き
に
候
。
も

し
相
背
く
者
こ
れ
有
り
候
は
ば
、
き
っ
と
曲
事
た
る
べ
き
よ
し

仰
せ
渡
さ
れ
候
間
、
此
の
旨
堅
く
相
守
る
べ
し
。 

 
 

未
十
月
二
十
四
日 

 

右
同
日
御
触
、
町
中
連
判
。 

  
 

(

語
句
解
説) 

・
頃
日
↓
「
け
い
じ
つ
」
ま
た
は
「
き
ょ
う
じ
つ
」
と
読
み
、
こ

の
ご

、
ち
か
ご
ろ
の
意
味
。 

ろ

・
へ
ひ(

蛇)

↓
こ
こ
で
の
「
へ
」
の
字
は
、「
遍
」
を
字
源
と
し
た

く
ず
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
ひ
ら
が
な

は
明
治
三
十
三
年(

一
九
〇
〇)

小
学
校
令
施
行
規
則
で
採
用

さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
以
外
の
字
源
を
用
い
た
り
、
く
ず

し
方
が
異
な
っ
て
い
る
か
な
を
変
体
が
な
と
い
い
ま
す
が
、

近
世
の
古
文
書
に
は
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
、
慣
れ
る
ま
で
は

読
解
に
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
く
ず
し
字
辞
典

等
で
の
確
認
を
お
勧
め
し
ま
す
。 
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【
史
料
二
】 

「
趣

り
」
禁
止
令 

（
元
禄
六
年
八
月
） 

味
の
釣

 
 

 
      

（
上
野
東
照
宮
旧
蔵
）
『
町
触
』
元
禄
六
癸
酉
年
八
月
ヨ
リ
十
二
月
マ
テ 



【
史
料
二
】
（
出
典
）
（
上
野
東
照
宮
旧
蔵
）
『
町
触
』 

  

（
解
読
文
） 

一
酉
八
月
十
九
日
奈
良
屋
市
右
衛
門
殿
江
被
召
呼
被
仰
渡
候
者
、

頃
日
釣
船
」
多
出
候
。
家
業
ニ
致
候
漁
人
者
格
別
、
慰
ニ
釣
致
シ

候
者
向
後
出
候
ハ
ヽ
御
」
捕
可
被
成
旨
被
仰
付
候
間
、
堅
停
止
ニ

可
仕
候
。
前
々
よ
り
生
類
を
憐
候
様
」
被
為
仰
付
候
処
、
頃
日
ハ

誠
相
見
江
申
候
。
自
今
以
後
実
之
心
を
以
憐
」
候
様
与
被
仰
出
候

間
、
町
中
江
此
趣
急
度
可
申
聞
旨
被
仰
渡
候
。
就
夫
」
名
主
判
形

致
申
候
。 

 
 

 

酉
八
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
読
み
下
し
文
） 

一
酉
（
元
禄
六
年
）
八
月
十
九
日
、
奈
良
屋
市
右
衛
門
殿
へ
召
し

呼
ば
れ
仰
せ
渡
さ
れ
候
は
、
頃
日
釣
り
船
多
く
出
候
。
家
業
に

致
し
候
漁
人
は
格
別
、
慰
み
に
釣
り
致
し
候
者
向
後
出
候
は
ば

御
捕
り
成
ら
る
べ
き
旨
仰
せ
付
け
ら
れ
候
間
、
堅
く
停
止
に
仕

る
べ
く
候
。
前
々
よ
り
生
類
を
憐
れ
み
候
様
仰
せ
付
け
さ
せ
ら

れ
候
と
こ
ろ
、
頃
日
は
誠
相
見
え
申
し
候
。
自
今
以
後
、
実
之

心
を
以
っ
て
憐
れ
み
候
様
と
仰
せ
出
だ
さ
れ
候
間
、
町
中
へ
此

の
趣
き
っ
と
申
し
聞
く
べ
き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
候
。
そ
れ
に
つ
き

名
主
印
形
致
し
申
し
候
。 

 
 

酉
八
月
十
九
日 

  
 

(

語
句
解
説) 

・
奈
良
屋
市
右
衛
門
↓
江
戸
三
町
年
寄
の
一
人
。
奈
良
屋
の
他
、

樽
家
、
喜
多
村
家
が
務
め
て
い
ま
し
た
。 

・
江
、
者
、
与
↓
助
詞
と
し
て
使
う
、
「
～
え
」(

現
在
は
「
へ
」

と
表
記)

、「
～
は
」
、「
～
と
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
江
」「
者
」「
与
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
史
料
集
等
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
を

少
し
小
さ
め
に
し
て
右
寄
せ
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
ひ
ら
が
な

に
直
し
て
し
ま
っ
た
り
と
、
そ
れ
ぞ
れ
統
一
的
な
方
針
で
活
字

化
し
て
い
ま
す
。 

・

↓
「
よ
り
」
と
読
み
ま
す
。
二
つ
の
文
字
を
合
わ
せ
て
一

文
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
近
世
文
書
に
は
よ
く
出
て
く
る
文

字
で
す
。
そ
の
ま
ま
の
形
を
筆
写
し
て
も
け
っ
こ
う
で
す
。 
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今
回
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
東
京
都
公
文
書
館
が

所
蔵
し
て
い
る
二
種
類
の
町
触
集
で
す
。 

 

一
般
に
江
戸
町
方
に
出
さ
れ
た
法
令
を
町
触

ま
ち
ぶ
れ

と
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
発
令
し
た
幕
府
側
・
町
奉
行
側
に
は
町
触
を
網
羅
し
た
法
令

集
の
よ
う
な
も
の
は
つ
い
に
作
成
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

通
常
町
触
は
町
奉
行
↓
町
年
寄
↓
町
名
主
レ
ベ
ル
と
い
う
経
路
で

伝
達
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
町
年
寄
の
下
に
は
網
羅
的
な
記

録
が
累
積
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
町
年
寄

家
の
文
書
は
東
京
に
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
江
戸
の
町

触
を
通
覧
す
る
史
料
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
す
。 

 

江
戸
の
町
触 

 

し
か
し
、
江
戸
町
方
に
出
さ
れ
た
法
令
は
都
市
江
戸
を
研
究
す

る
際
最
も
基
本
的
な
史
料
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
町
方
住
民

に
直
接
町
触
を
伝
達
す
る
立
場
に
あ
っ
た
町
名
主
等
に
よ
っ
て
、

記
録
類
を
寄
せ
集
め
た
り
、
抜
粋
し
て
分
類
し
た
り
と
い
っ
た
努

力
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

史
料
解
説 

 

 

撰
要
永
久
録 

 

南
伝
馬
町
名
主
で
、
御
伝
馬
役
と
し
て
幕
府
御
用
に
関
わ
る
人

馬
の
調
達
業
務
に
も
当
た
っ
た
高
野
家
の
所
蔵
史
料
か
ら
、
重
要

な
内
容
の
も
の
を
集
め
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
す
。
高
野
家
十
代

直
孝
に
よ
り
進
め
ら
れ
、
そ
の
子
十
一
代
直
寛
の
代
に
完
成
さ
れ

た
、
貴
重
な
歴
史
的
・
文
化
的
事
業
の
成
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
「
撰
要
永
久
録
」
及
び
「
（
上
野
東
照
宮
旧

蔵
）
町
触
」
は
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
営
み
の
成
果
で
あ
り
、
今

日
の
江
戸
町
触
の
全
体
像
を
探
っ
て
い
く
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
貴
重
な
文
書
群
で
す
。 

 

 

編
さ
ん
を
始
め
た
直
孝
に
よ
れ
ば
、
文
化
年
間
の
あ
る
日
の
こ

と
、
彼
は
あ
る
書
物
の
中
に
高
野
家
の
古
事
が
記
さ
れ
て
い
る
の

を
発
見
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
自
分
の
家
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、

聞
い
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
内
容
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
直
孝
は
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
「
明
暦
以
来
の
記
録
数
千

冊
」
を
文
庫
で
繰
り
返
し
見
直
し
た
結
果
、
件

く
だ
ん

の
書
物
の
記
述
が

裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
史
料
全
体
で
は
大
部
に
及
ぶ
た
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め
検
索
が
こ
の
上
な
く
不
便
で
し
た
。
こ
う
し
て
膨
大
な
史
料
群

を
整
理
し
、
重
要
な
記
録
を
選
別
・
集
成
す
る
事
業
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。 

 

右
の
よ
う
な
事
情
で
編
集
さ
れ
た
の
が
撰
要
永
久
録
で
、
現
存

し
て
い
る
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

○
御
触
事 

江
戸
町
方
に
出
さ
れ
た
町
触
・
御
触
・
申
渡
等
を
編

年
体
に
集
成
し
た
記
録
（
七
十
九
巻
）
。
収
録
さ
れ
て
い
る

年
代
の
範
囲
は
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
か
ら
文
久
二
年
（
一

八
六
四
）
の
二
一
七
年
間
に
わ
た
り
、
現
存
す
る
町
触
集
の

中
で
は
最
長
の
も
の
で
す
。 

○
御
用
留 

御
伝
馬
御
用
に
関
わ
る
記
録
（
二
十
六
巻
・
付
録
一 

冊
）
。 

○
公
用
留 

町
政
一
般
に
関
わ
る
記
録
（
五
十
九
巻
・
付
録
一
冊
）
。 

  

（
上
野
東
照
宮
旧
蔵
）
町
触 

 

正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
か
ら
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
に

至
る
触
書
を
収
録
す
る
全
六
十
五
冊
の
史
料
群
。 

 

撰
要
永
久
録
が
そ
の
成
立
事
情
か
ら
、
基
本
的
な
触
書
を
選
択

的
に
収
載
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
町
触
」
に
は
他
に
見

ら
れ
な
い
詳
細
な
記
事
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

冬
の
風
の
強
い
日
に
は
、
一
日
の
う
ち
に
何
度
も
繰
り
返
し
て
「
火

の
用
心
」
の
触
れ
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
丹
念
に
拾

っ
て
い
た
り
、
ま
た
幕
府
が
行
う
普
請
の
際
の
入
札
触
が
逐
一
書

き
留
め
ら
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。 

こ
れ
ら
は
撰
要
永
久
録
の
よ
う
な
の
ち
に
編
集
し
た
町
触
集
で

あ
れ
ば
、
実
用
性
と
い
う
点
か
ら
判
断
し
て
収
録
し
な
い
は
ず
で

す
。
そ
う
し
た
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、

こ
の
「
町
触
」
は
触
れ
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
内
容
を

取
捨
選
択
せ
ず
そ
の
ま
ま
書
き
留
め
た
も
の
と
し
て
当
時
の
状
況

を
色
濃
く
残
し
て
い
る
史
料
と
い
え
ま
す
。 

こ
の
史
料
は
一
九
九
四
年
に
刊
行
を
開
始
し
た
『
江
戸
町
触
集

成
』
に
採
録
さ
れ
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
今
後
の
利
用
に
よ
っ
て
新
た
な
発
見
が
期
待
で
き
る
史

料
群
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 



 

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
七
月
、
将
軍
御
成
り
の
節
、
犬
や
猫

を
出
し
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
、
犬
猫
を
繋
ぐ
こ
と
は
無
用
と
す

べ
し
、
と
令
さ
れ
た
の
を
端
緒
に
、
綱
吉
死
去
直
後
の
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
一
月
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
「
生
類
憐
み
」
と
い
う

政
策
基
調
が
機
能
し
続
け
ま
し
た
。 

 

生
類
憐
み
政
策
の
時
代 

 

～
時
代
の
中
で
史
料
を
読
む
～ 

 
 

 

 

五
代
将
軍
綱
吉
（
一
六
四
六
～
一
七
〇
九
）
と
い
え
ば
犬
公
方

と
も
呼
ば
れ
、
す
ぐ
さ
ま
生
類
憐
み
令

し
ょ
う
る
い
あ
わ
れ
み
れ
い

を
想
起
さ
れ
る
方
も
少
な

く
な
い
で
し
ょ
う
。
江
戸
期
に
発
令
さ
れ
た
諸
政
策
、
法
令
の
中

で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
一
連
の
法
令
が
出
さ
れ
た
動
機
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

根
拠
不
明
な
次
の
よ
う
な
説
明
が
半
ば
通
説
の
よ
う
に
さ
れ
て
き

ま
し
た
。 

 
生
類
憐
み
政
策
と
都
市
江
戸 

そ
れ
は
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
世
子
を
亡
く
し
て
か
ら

綱
吉
が
嗣
子
に
恵
ま
れ
な
い
の
は
、
前
世
で
殺
生
を
し
た
報
い
で

あ
り
、
戌
年
生
ま
れ
の
綱
吉
は
特
に
犬
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
と

い
う
大
僧
正
隆
光
の
進
言
を
容
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
う
し

た
説
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
従
来
生
類
憐
み
令
に
つ
い
て
は
犬
愛

護
令
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
、
又
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
も
綱
吉

個
人
の
性
格
に
起
因
す
る
専
制
的
な
悪
法
と
い
っ
た
、
や
や
一
面

的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

実
際
、
江
戸
町
触
か
ら
「
生
類
」
の
中
身
を
検
証
す
る
と
、
捨

て
子
禁
止
や
行
き
倒
れ
人
保
護
と
い
っ
た
弱
者
対
策
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
し
、
他
方
、
犬
・
馬
等
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
猿
・
鳥
類
・

亀
・
蛇
、
き
り
ぎ
り
す
・
松
虫
か
ら
、
い
も
り
に
至
る
ま
で
、
実

に
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。 

 
今
回
の
史
料
解
読
講
座
で
は
、
江
戸
市
中
に
発
令
さ
れ
た
町
触

の
中
か
ら
、
生
類
憐
み
政
策
の
内
容
を
伝
え
る
二
点
を
選
び
ま
し

 

し
か
し
近
年
の
研
究
で
は
、
生
類
憐
み
令
と
い
う
単
発
の
法
令

が
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
一
連
の
施
策
を
「
生
類

憐
み
政
策
」
と
し
て
捉
え
、
前
後
の
政
策
と
の
連
続
性
や
、
綱
吉

政
権
の
他
の
施
策
と
の
関
連
に
も
留
意
し
て
、
改
め
て
政
策
の
意

義
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
進
ん
で
い
ま
す
。 
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【
史
料
１
】
は
、
薬
売
り
が
人
集
め
の
た
め
に
行
う
芸
能
に
つ

い
て
、
蛇
遣
い
を
行
っ
て
い
た
者
が
お
り
、「
牢
舎
」
を
申
し
つ
け

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
蛇
遣
い
の
ほ
か
、
犬
猫
鼠
に
至
る
ま
で
す

べ
て
生
類
に
芸
を
し
つ
け
て
見
世
物
に
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い

ま
す
。
こ
の
発
令
か
ら
、
生
類
憐
み
政
策
下
の
江
戸
で
未
だ
動
物

を
使
っ
た
見
世
物
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
人
々
の
耳
目
を
集
め
て
い

た
実
態
を
逆
に
語
っ
て

る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

動
物
見
せ
物
と
蛇
遣
い 

た
。
政
策
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
後
に
掲
げ
た
参
考
文
献
に

当
た
っ
て
頂
く
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
町
触
を
通
じ
て
、
そ
の

背
景
と
な
っ
た
都
市
江
戸
の
具
体
的
な
様
相
に
目
を
向
け
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

 

い

 

寛
永
九
年(

一
六
三
二)

刊
の
『
尤
の
草
紙

も
っ
と
も
の
そ
う
し

』
中
「
う
る
さ
き
物

の
し
な
じ
な
」
の
項
で
、
酔
狂
な
人
、
腐
っ
た
も
の
の
匂
い
、
古

い
魚
の
売
れ
残
り
、
性
格
の
ね
じ
け
た
人
等
と
と
も
に
「
へ
び
つ

か
ひ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
近
世
初
期
に
お
い
て
す
で
に
蛇
遣

い
と
い
う
芸
能
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ

れ
は
京
都
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
江
戸
で
も
延
宝
七
年
（
一

六
七
七
）
刊
行
の
版
本
、
俳
諧
集
『
富
士
石

ふ

じ

い

し

』
に
、「
霜
寒
し
渡
世

の
枯
野
蛇
遣
ひ
」
と
あ
り
ま
す
。
寒
中
は
蛇
の
活
動
が
低
下
す
る

た
め
、
蛇
遣
い
た
ち
も
「
渡
世
の
枯
野
」
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
『
天
和
笑
委
集

て
ん
な
し
ょ
う
い
し
ゅ
う

』
に
は
次
の

よ
う
に
呼
び
込
み
の
口
上
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

江
戸
堺
町
の
様
子
を
活
写
し
た
こ
の
記
述
か
ら
、
怖
い
も
の
見

た
さ
の
観
客
を
引
き
込
み
、
薬
の
販
売
に
も
繋
げ
よ
う
と
い
う
呼

込
み
の
口
上
と
、
町
の
喧
騒

け
ん
そ
う

が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。 

 
 

厭
よ
う
る
さ
や
、
て
ん
と
気
の
毒
、
見
る
目
も
う
る
さ
し
差

合
ひ
知
ら
ぬ
蛇
女
、
こ
は
し
危
う
し
恐
ろ
し
き
見
世
物
、
や

れ
安
き
物
、
僅
か
六
文
、
し
か
も
宿
土
産
と
て
油
一
貝
剣
の

曲
、
か
れ
こ
れ
都
合
十
五
軒
。 

び

 

さ
て
そ
れ
で
は
江
戸
期
の
蛇
遣
い
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な

芸
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
朝
倉
夢
声
『
見
世
物
研
究
』
に
よ
れ

ば
、「
蛇
遣
い
の
多
く
は
女
子
で
、
笊
に
大
小
の
蛇
十
数
疋
を
入
れ
、

そ
れ
を
掴
出

つ
か
み
だ

し
て
は
、
首
や
両
手
に
巻
付
か
せ
て
見
せ
た
の
で
あ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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こ
う
し
た
蛇
遣
い
芸
は
十
七
世
紀
後
半
の
江
戸
で
多
く
の
観
客

を
集
め
て
お
り
、
生
類
憐
み
政
策
の
展
開
の
中
で
も
し
ぶ
と
く
生

き
延
び
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
止
め
を
刺
し
た
の
が
【
史

料
一
】
に
掲
げ
た
元
禄
四
年
十
月
令
で
し
た
。 

江

戸

の

見

世

物

に

つ

い

て

詳

述

し

て

い

る

随

筆

記

録

『
嬉
遊
笑
覧

き
ゆ
う
し
ょ
う
ら
ん

』
は
、
蛇
遣
い
が
蛇
を
使
い
こ
な
す
秘
訣
ま
で
解
説

し
て
い
ま
す
。 

 

蛇
遣
い
の
蛇
は
は
じ
め
に
捕
へ
た
る
時
、
木
綿
き
れ
に
て
と

ら
へ
、
逆
し
ま
に
し
ご
け
ば
、
鱗

う
ろ
こ

の
縁
に
い
と
細
か
な
る
刺と

げ

あ
る
が
、
皆
木
綿
に
着
き
て
落
ち
る
。
又
口
を
あ
け
て
木
綿

ぎ
れ
を
含
ま
せ
て
、
堅
く
つ
め
て
引
出
せ
ば
、
細
な
る
歯
残

り
な
く
と
れ
て
、
蛇
は
力
な
く
よ
わ
る
を
つ
か
へ
ば
自
由
に

な
る
な
り
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
町
触
は
蛇
遣
い
を
標
的
と
し
た
ほ
か
、
「
犬
・

猫
・
鼠
」
に
至
る
ま
で
動
物
に
芸
を
し
つ
け
て
見
世
物
と
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
江
戸
に
は
動
物
を
調
教
し
て
芸

を
覚
え
さ
せ
、
こ
れ
を
香
具
師
等
に
売
り
つ
け
る
商
人
が
い
ま
し

た
。
下
に
掲
げ
た
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
版
『
江
戸
鹿
子

え

ど

か

の

こ

』
は

江
戸
の
名
所
・
名
物
・
名
店
等
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
が
、
そ
の

末
尾
に
、「
け
だ
物
芸
仕
付 

湯
島
天
神
前 

水
右
衛
門
」
と
記
さ

れ

 

て
い
る
の
が
そ
れ
で
す
。

 
                          

こ
の
『
江
戸
鹿
子
』
は
江
戸

の
名
所
ガ
イ
ド
と
買
い
物
ガ

イ
ド
の
性
格
を
合
わ
せ
持
つ

も
の
で
、
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
元
禄
三

年

（

一

六

九

〇

）

に

は

菱
川
師
宣

ひ
し
か
わ
も
ろ
の
ぶ

の
挿
絵
を
加
え
た

『
増
補
江
戸
惣
鹿
子
名
所
大

全
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
さ
ら

に
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
、

全
面
改
訂
版
の
『
再
訂
江
戸
惣

鹿
子
新
増
大
全
』
が
刊
行
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
寛
政
版
に
は

も
は
や
水
右
衛
門
の
名
も
、

「
け
だ
物
芸
仕
付
」
の
業
種
も 

 

『
江
戸

 
 

 
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵 

鹿
子
』
（
貞
享
四
年
刊
） 
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江
戸
は
釣
り
人
に
と
っ
て
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
も
い
え
る
都
市
で
し

た
。
物
資
流
通
の
た
め
都
市
の
内
部
ま
で
掘
割
が
は
り
め
ぐ
ら
さ

れ
、
岡
釣
り
ス
ポ
ッ
ト
が
無
数
に
出
現
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
江

戸
湾
は
潮
流
も
波
も
穏
や
か
で
舟
釣
り
に
は
最
適
で
あ
り
、
し
か

も
大
河
の
注
ぎ
込
む
浅
海
に
は
大
小
の
洲
が
形
成
さ
れ
、
絶
好
の

釣
り
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
環
境
に
、
時
間
に
余

裕
の
あ
る
人
々
が
存
在
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
豊
か
で
深
い
釣
り
の

世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

 

【
史
料
２
】
は
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
八
月
、
町
名
主
ら

が
町
年
寄
奈
良
屋
市
右
衛
門
方
に
呼
び
出
さ
れ
て
仰
せ
渡
さ
れ
た
、

趣
味
と
し
て
の
釣
り
を
対
象
と
す
る
禁
令
で
す
。
こ
れ
は
釣
り
の

世
界
に
深
く
浸
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
大
変
つ
ら
い
も
の
だ
っ

た
で
し
ょ
う
。 

 

釣
り
愛
好
者
の
受
難 

さ
す
が
に
動
物
芸
の
た
め
の
調
教
家
業
は
廃
業
の
や
む
な
き
に
至

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

掲
載
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。【
史
料
一
】
の
元
禄
四
年
令
に
よ
っ
て
、 

 

 
 

御
制
禁
と
は
存
じ
て
い
た
が
、
若
い
時
か
ら
好
き
な
こ
と
で
、

老
後
に
い
た
っ
て
や
め
ら
れ
ず
、
公
務
の
合
間
に
は
こ
れ
ば

か
り
に
か
か
り
き
り
で
楽
し
み
暮
ら
し
て
い
る
。
（
生
類
憐

み
政
策
下
、
釣
り
針
な
ど
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
と
の
問
い

 

ま
ず
は
弥
太
夫
の
弁
。 

 

宝
永
（
一
七
〇
四
―
一
一
）
の
末
の
頃
か
、
殺
生
禁
断

せ
っ
し
ょ
う
き
ん
だ
ん

＝
生
類

憐
み
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
時
代
の
こ
と
。
釣
り
好
き
の
御
徒
組

頭
愛
久
保
弥
太
夫
が
同
僚
と
連
れ
立
っ
て
い
つ
も
釣
り
を
し
て
い

た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
取
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

弥
太
夫
が
同
僚
に
、
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
と
尋
ね
る
と
、
彼
は

「
自
分
は
釣
り
な
ど
し
て
い
な
い
」
と
言
う
つ
も
り
だ
と
言
い
ま

す
。
一
方
の
弥
太
夫
自
身
は
、「
私
は
は
じ
め
か
ら
釣
り
を
し
て
い

た
と
言
お
う
」
と
話
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
査
問
に
臨
み
ま
し
た
。 

 

長
辻
象
平
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
釣
り
ブ
ー
ム
は
三
期
に
分
け

ら
れ
、
元
禄
以
前
の
時
期
に
は
主
に
武
士
身
分
の
人
々
を
中
心
と

し
た
第
一
次
ブ
ー
ム
が
現
出
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
に
出

さ
れ
た
の
が
生
類
憐
み
政
策
で
あ
り
、
元
禄
六
年
令
で
し
た
。
当

然
、
お
い
そ
れ
と
は
引
き
下
が
れ
な
い
武
士
も
出
て
き
ま
す
。 
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対
す
る
同
僚
の
方
も
な
か
な
か
の
も
の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
さ
わ
や
か
に
」
応
答
し
た
と
い
い
ま
す
。
結
果 

 
 

自
分
は
釣
り
は
好
き
で
は
な
い
の
で
し
た
こ
と
は
な
い
。
人

の
言
う
の
は
「
虚
言
」
で
あ
ろ
う
。
（
釣
っ
て
き
た
魚
を
贈

っ
た
際
の
自
筆
の
書
状
を
証
拠
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
る

と
、
こ
れ
を
嘲
笑
っ
た
上
で
）
い
か
に
も
私
の
筆
跡
。
し
か

し
、
た
だ
の
贈
り
物
で
は
珍
し
く
な
い
か
ら
、
釣
っ
て
き
た

魚
と
い
い
、
あ
る
い
は
手
作
り
の
野
菜
と
い
っ
て
風
趣
に
致

し
な
す
こ
と
は
世
の
常
で
あ
る
。
魚
店
か
ら
買
っ
て
き
た
と

い
っ
て
贈
っ
た
の
で
は
身
も
ふ
た
も
な
い
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え

釣
っ
て
き
た
魚
と
申
し
た
。 

 

見
事
な
開
き
直
り
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

と
し
て
二
人
は
「
揚
屋
入

あ
が
り
や
い
り

」
と
な
り
ま
す
。「
揚
屋
」
と
い
う
の
は 

に
答
え
て
）
私
は
若
年
か
ら
こ
の
こ
と
に
熟
達
し
て
お
り
、

釣
り
針
も
人
の
作
成
し
た
も
の
で
は
納
得
で
き
ず
、
当
初
か

ら
自
分
で
手
作
り
し
、
今
で
は
世
間
で
「
愛
久
保
流
」
と
い

っ
て
手
本
に
も
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
、
購
入
し
た
こ
と
な
ど

な
い
。 

 
と
も
あ
れ
、
二
十
四
年
に
及
ん
だ
生
類
憐
み
政
策
の
時
代
は
、

多
く
の
釣
り
愛
好
者
に
も
受
難
の
時
期
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
過 

御
家
人
や
陪
臣
、
僧
侶
な
ど
が
収
容
さ
れ
る
牢
房
の
こ
と
で
、
小 

伝
馬
町
の
牢
屋
敷
内
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に 

間
も
な
く
将
軍
代
替
わ
り
と
な
り
、
生
類
憐
み
政
策
も
転
換
さ
れ 

て
、
二
人
は
無
事
許
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、
弥
太
夫
は 

ま
す
ま
す
釣
り
好
き
に
拍
車
が
か
か
り
、
他
方
、
同
僚
の
方
は
一 

度
釣
り
は
好
き
で
は
な
い
と
い
っ
た
以
上
、
二
度
と
竿
を
手
に
す 

る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
か
。
こ
の
話
を
書
き
留
め
た
松
崎
尭
臣
は 

「
二
人
と
も
に
柔
弱
な
ら
ざ
る
人
に
こ
そ
」
と
感
嘆
し
て
い
ま
す 。

 

な
お
、
こ
こ
で
弥
太
夫
は
自
分
の
釣
り
針
作
り
を
誇
ら
し
げ
に 

と
が
で
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

す
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
釣
り
禁
止
令
の
お
か
げ
で
、 

江
戸
釣
り
ブ
ー
ム
の
初
期
を
担
っ
た
練
達
の
釣
り
師
に
出
会
う
こ 

も
い
う
べ
き
「
何
羨
録

か

せ

ん

ろ

く

」
を
紹
介
し
た
長
辻
象
平
氏
は
、
そ
の
文 

太
夫
」
と
あ
る
の
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
ま 

献
に
記
録
さ
れ
て
い
る
三
十
四
種
類
の
釣
り
針
の
内
、「
阿
久
津
弥 

語
っ
て
い
ま
し
た
が
、
わ
が
国
の
釣
り
に
関
す
る
文
献
の
古
典
と 

- 12 - 



 
こ
の
後
江
戸
の
釣
り
ブ
ー
ム
は
、
さ
ら
に
広
範
な
人
々

が
り
を
見
せ
、
一
段
と
成
熟
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
で
す

ぎ
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

               

 

松
崎 
尭
臣
「
窓
の
す
さ
み
追
加
」(

『
温
故
叢
書
』
第
十
編
、
一
八
八
九

年
、
博
文
館) 
へ
と
広 

。 
 

 
 

 
 

 
 

 

「中川釣鱚」の図（『江戸名所図絵』巻十九） 

 

参
考
文
献
と
引
用
史
料 

 
 

 
 

 
 

 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

 
 

塚
本 

学 

『
江
戸
時
代
人
と
動
物
』(

一
九
九
五
年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
出
版
部) 

塚
本 

学 

『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』(

一
九
八
三
年
、
平
凡
社) 
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朝
倉 

夢
声
『
見
世
物
研
究
』(

一
九
七
七
年
、
思
文
閣
出
版
、
初
版
は
一

九
二
八
年
、
春
陽
堂) 

永
田 

一
脩
『
江
戸
時
代
か
ら
の
釣
り
』(

一
九
八
七
年
、

日
本
出
版
社) 

新

長
辻 

象
平
『
江
戸
釣
魚
大
全
』(

一
九
九
六
年
、
平
凡
社) 

「
天
和
笑
委
集
」(

『
新
燕
石
十
種 

第
五
』
一
九
一
三
年
、
国
書
刊
行
会) 

壺
瓢
軒
調
和
編
「
富
士
石
」(

『
近
世
文
学
資
料
類
従 

古
俳
諧
編
三
十
四
』

一
九
七
六
年
、
勉
誠
社) 

斎
藤 

徳
元
「
尤
の
草
紙
」(

『
日
本
随
筆
集
成 

第
二
期
第
六
巻
』
一
九

九
四
年
、
吉
川
弘
文
館) 

喜
多
村
信
節
「
嬉
遊
笑
覧
」(

『
日
本
随
筆
集
成
別
巻
第
七
～
十
』
一
九
九

六
年
、
吉
川
弘
文
館) 




