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本
書
は
江
戸
幕
府
の
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
（
在
職
一
七
一
六
〜
一
七
四
五
）
が
実
施
し
た
武
芸
奨
励
、
特
に
旗
本
（
旗
本
五
番
方
）

に
対
す
る
武
芸
奨
励
の
実
態
解
明
を
目
的
と
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

徳
川
吉
宗
は
、
徳
川
御
三
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る
紀
州
藩
二
代
藩
主
、
徳
川
光
貞
（
在
職
一
六
六
七
〜
一
六
九
八
）
の
四
男
と
し
て
、

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
十
月
二
十
一
日
に
和
歌
山
城
下
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
源
六
と
い
う
。
母
親
が
素
性
の
あ
や
し
い
者
で

あ
っ
た
た
め
和
歌
山
城
内
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
紀
州
藩
士
加
納
五
郎
左
衛
門
の
も
と
で
五
歳
ま
で
過
ご
し
、
そ
の
後

和
歌
山
城
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
通
称
を
源
六
か
ら
新
六
郎
に
改
め
、
実
名
は
頼
方
と
称
し
た
。
同
八
年
、
朝
廷
官
位
の
従
五
位
下
に

叙
せ
ら
れ
、
主
税
頭
に
任
じ
ら
れ
た
。
同
九
年
、
十
三
歳
の
時
に
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
（
在
職
一
六
八
〇
〜
一
七
〇
九
）
へ
の
初
御

目
見
（
将
軍
に
初
め
て
拝
謁
す
る
こ
と
）
を
果
た
し
、
同
年
十
二
月
に
は
官
位
が
進
み
従
四
位
下
左
近
衛
権
少
将
と
な
っ
た
。
同
十
年
、

江
戸
の
紀
州
藩
邸
へ
の
綱
吉
の
御
成
の
際
、
頼
方
（
吉
宗
）
は
次
兄
頼
職
（
光
貞
三
男
。
光
貞
の
次
男
は
早
世
）
と
と
も
に
三
万
石
の
領

地
（
越
前
国
丹
生
郡
）
を
与
え
ら
れ
た
が
、
実
際
に
領
地
に
赴
く
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
、
和
歌
山
城
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
同
十
一
年
、
父
光
貞
が
藩
主
の
座
か
ら
退
き
、
頼
方
の
長
兄
綱
教
が
三
代
藩
主
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
七
年
後
の
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
）
五
月
、
綱
教
は
四
十
一
歳
で
死
去
し
、
次
兄
頼
職
が
四
代
藩
主
に
な
っ
た
も
の
の
、
頼
職
も
同
年
九
月
に
死
去
し
て
し

ま
う
。
同
年
十
月
、
頼
方
は
五
代
藩
主
と
な
り
、
同
年
十
二
月
に
従
三
位
左
近
衛
権
少
将
に
昇
進
し
、
将
軍
綱
吉
か
ら
諱
の
一
字
を

４



授
け
ら
れ
、
実
名
を
頼
方
か
ら
吉
宗
に
改
め
た
。

吉
宗
が
紀
州
藩
主
と
し
て
藩
政
を
司
っ
た
の
は
お
よ
そ
十
年
間
。
こ
の
間
、
農
政
改
革
を
進
め
る
と
同
時
に
倹
約
を
徹
底
し
、
当

時
財
政
窮
乏
に
あ
っ
た
紀
州
藩
を
立
て
直
し
た
。
藩
士
に
対
し
て
は
「
芸
目
付
」
を
設
置
し
て
武
芸
を
奨
励
す
る
な
ど
し
て
そ
の
気

風
の
是
正
に
努
め
た
と
（
1
）

い
う
。

紀
州
藩
に
お
け
る
吉
宗
の
統
治
が
進
む
な
か
、
江
戸
に
あ
っ
て
は
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
が
将
軍
職
に
あ
る
こ
と
三
年
で
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
に
死
去
し
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
七
代
将
軍
徳
川
家
継
も
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
、
六
月
に
享
保
と
改
元
）
四
月
に
夭
折
し
、

徳
川
本
家
の
血
筋
が
絶
え
る
と
い
う
緊
急
事
態
に
陥
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
御
三
家
筆
頭
の
尾
張
徳
川
家
の
藩
主
が
そ
の
後
継
者
と
し

て
招
か
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
尾
張
徳
川
家
自
体
も
藩
主
の
相
継
ぐ
死
去
に
よ
り
傍
系
が
藩
主
の
座
に
あ
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た

た
め
、
将
軍
職
を
要
求
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
こ
の
様
な
偶
然
が
重
な
り
、
同
時
に
紀
州
藩
主
と
し
て
の
手
腕
が
評
価
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
吉
宗
は
将
軍
家
の
後
継
者
と
な
っ
た
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
八
月
十
三
日
、
吉
宗
は
朝
廷
か
ら
征
夷
大

将
軍
の
宣
下
を
受
け
、
そ
の
後
三
十
年
の
間
、
将
軍
と
し
て
幕
政
に
臨
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
（
2
）

あ
る
。

享
保
改
革
と
武
芸
奨
励

将
軍
と
な
っ
た
吉
宗
は
後
世
に
「
享
保
改
革
」
と
称
さ
れ
る
幕
政
改
革
に
乗
り
出
す
。
判
決
の
基
準
と

な
る
『
公
事
方
御
定
書
』
の
編
纂
に
代
表
さ
れ
る
司
法
改
革
、
能
力
主
義
に
基
づ
く
足
高
制
の
導
入
や
勘
定
所
の
整
備
と
い
っ
た
官

僚
機
構
の
整
備
、
首
都
圏
の
再
編
、
町
火
消
の
設
置
や
風
紀
の
取
り
締
ま
り
と
い
っ
た
市
政
改
革
、
上
米
制
や
新
田
開
発
、
倹
約
令
、

米
価
調
整
、
貨
幣
改
鋳
な
ど
の
財
政
再
建
策
、
さ
ら
に
は
、
国
内
産
業
の
充
実
を
目
論
ん
だ
薬
種
の
調
査
・
栽
培
、
海
外
の
実
学
導

入
の
た
め
の
漢
訳
洋
書
の
輸
入
緩
和
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
改
革
は
広
範
に
わ
た
る
も
の
で

（
3
）

あ
っ
た
。

こ
う
し
た
種
々
の
施
策
を
推
進
す
る
と
同
時
に
、
吉
宗
は
当
時
安
逸
に
流
れ
て
い
た
幕
臣
の
気
風
を
引
き
締
め
る
た
め
、
武
芸
奨

励
を
推
進
し
た
。
吉
宗
の
年
代
記
で
あ
る
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』（
江
戸
幕
府
の
正
史
で
あ
る
『
徳
川
実
紀
』
の
一
部
）
の
附
録
、『
有
徳

（
怠
）

院
殿
御
実
紀
附
録
』
に
は
、
吉
宗
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
「
御
家
人
太
平
に
な
れ
て
。
武
芸
に
を
こ
た
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ら
む
事
を
な
げ
か
せ
給
ひ
。
ひ
た
す
ら
講
武
の
事
を
沙
汰
せ
ら
れ
（
4
）

け
る
」
と
い
う
一
文
は
、
そ
れ
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
吉
宗
が
武
芸
を
奨
励
し
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
徳
富
猪
一
郎
（
蘇
峰
）『
近
世
国
（
5
）

民
史
』
の
様

な
古
典
的
名
著
を
は
じ
め
と
し
て
、
吉
宗
に
関
す
る
伝
記
や
概
説
書
の
類
に
あ
っ
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
武
芸
上
覧
の
度
重
な
る
実
施
、
狩
猟
の
復
興
、
在
野
お
よ
び
非
幕
臣
の
武
芸
者
の
登
用
、
歩
射
儀
礼
・
騎
射
儀
礼
（
歩
射
と
は

歩
行
立
ち
、
す
な
わ
ち
馬
に
乗
ら
ず
に
行
う
弓
射
）
の
研
究
と
復
興
、
大
炮
開
発
、
海
外
武
芸
の
研
究
・
上
覧
、
こ
れ
に
加
え
て
、
新
刀

の
開
発
や
馬
の
品
種
改
良
な
ど
、
多
方
面
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
の
蓄
積
も
（
6
）

あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、

大
き
な
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
旗
本
五
番
方
（
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
軍
事
部
隊
）
に
対
す
る
武
芸
奨
励
に
つ
い
て
の
分
析
で

あ
る
。

旗
本
五
番
方
の
強
化
と
武
芸
奨
励

吉
宗
の
武
芸
奨
励
を
俯
瞰
す
る
時
、
旗
本
五
番
方
に
対
す
る
そ
れ
が
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

そ
れ
ゆ
え
に
分
析
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
本
書
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
番
方
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
、
五
番
方
に
武
芸
を
奨
励
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
考
え
た
場
合
、
お
の
ず
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

旗
本
と
は
将
軍
拝
謁
を
許
さ
れ
た
上
級
の
幕
臣
で
あ
る
。
幕
府
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
軍
事
部
隊
が
編
成
さ
れ
て
い
る
が
、「
五
番

方
」
と
総
称
さ
れ
る
書
院
番
、
小
性
組
、
大
番
、
新
番
、
小
十
人
組
の
各
部
隊
は
、
す
べ
て
旗
本
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
五

番
方
は
平
時
に
お
い
て
は
重
要
拠
点
で
の
駐
屯
や
将
軍
の
護
衛
、
江
戸
城
内
の
警
衛
な
ど
を
主
た
る
任
務
と
し
、
戦
時
に
お
い
て
は

幕
軍
の
主
力
部
隊
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
軍
の
中
核
と
し
て
五
番
方
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

五
番
方
に
所
属
す
る
旗
本
に
は
戦
闘
者
と
し
て
の
一
定
の
力
量
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
平
の
世
に
あ
っ
て

質
実
剛
健
の
士
風
は
廃
れ
、
五
番
方
を
構
成
す
る
旗
本
も
惰
弱
化
し
て
い
く
一
方
で
あ
っ
た
。

旗
本
に
対
す
る
武
芸
奨
励
と
は
こ
う
し
た
風
潮
に
歯
止
め
を
か
け
、
逞
し
い
旗
本
を
増
や
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
畢
竟
、
幕
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府
の
軍
事
力
の
土
台
を
保
全
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
旗
本
に
対
す
る
武
芸
奨
励
の
目
的
は
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。
問
題

は
、
武
芸
奨
励
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
発
揮
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
取
り
あ
げ
る
通
り
、
旗
本
に
対
す
る
武
芸
奨

励
は
吉
宗
期
以
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
旗
本
が
武
芸
に
励
む
こ
と
に
は
繫
が
ら
な
か
っ
た
。
尚
武
の
気
風
を

次
第
に
失
い
つ
つ
あ
る
旗
本
と
、
そ
れ
に
対
し
て
有
効
な
対
策
を
打
て
な
い
幕
府
。
こ
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
で
吉
宗
に
持

ち
越
さ
れ
た
。
本
書
で
明
ら
か
に
す
る
通
り
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
と
は
こ
の
矛
盾
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
答
と
な
る
べ
き
水
準
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
手
法
は
後
世
の
範
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
全
体
の
な
か
で
、
旗
本
五
番
方
に
対
す
る
武

芸
奨
励
を
最
も
重
要
な
も
の
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

先
行
研
究
の
問
題
点

さ
て
、
こ
う
し
た
観
点
で
先
行
研
究
の
成
果
を
み
る
な
ら
ば
分
析
を
進
め
る
余
地
は
多
分
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
旗
本
五
番
方
を
対
象
と
し
た
武
芸
奨
励
、
直
接
的
に
は
武
芸
上
覧
や
狩
猟
の
復
興
が
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
が
、
こ
れ
ら
二
種
の

武
芸
奨
励
に
つ
い
て
は
分
析
が
進
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
武
芸
上
覧
と
は
将
軍
み
ず
か
ら
が
武
芸
を
観
閲
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
主
た
る
対
象
（
上
覧
参
加
者
）
は
五
番
方
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
狩
猟
、
特
に
大
規
模
な
狩
猟
に
お
い
て
は
五
番
方
が

せ

こ
勢
子
の
主
役
と
な
っ
た
（
勢
子
に
つ
い
て
は
後
述
）。
い
ず
れ
も
事
例
は
豊
富
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言

い
難
い
。

た
と
え
ば
武
道
学
の
泰
斗
今
村
嘉
雄
氏
は
、
そ
の
著
作
『
十
九
世
紀
に
於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
に
お
い
て
、『
徳
川
実
紀
』

の
記
述
か
ら
歴
代
の
将
軍
に
よ
る
武
芸
上
覧
・
狩
猟
の
実
施
回
数
を
提
示
す
る
と
い
う
壮
大
な
成
果
を
あ
（
7
）

げ
た
。
氏
の
成
果
は
本
書

の
先
駆
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
不
十
分
な
点
も
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
吉
宗
期
に
お
け
る
武
芸
上
覧
や
狩
猟

が
、
前
代
ま
で
と
比
し
て
量
的
に
充
実
し
た
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
も
の
の
、
そ
の
量
的
な
充
実
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
は
論
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
氏
の
成
果
と
は
、
吉
宗
に
よ
っ
て
武
芸
が
奨
励
さ
れ
た

と
い
う
旧
来
の
言
説
を
、
武
芸
上
覧
・
狩
猟
の
実
施
回
数
の
提
示
に
よ
っ
て
裏
打
ち
し
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
に
何
ら
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か
の
質
的
な
変
化
を
見
出
す
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
質
的
な
変
化
を
そ
こ
に
見
出
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
吉
宗
が
武
芸
上
覧
や
狩

猟
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
、
要
す
る
に
武
芸
好
き
の
将
軍
に
よ
る
一
過
性
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
吉
宗
の
取
り
組

み
は
、
そ
の
様
な
評
価
に
甘
ん
じ
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

ま
た
、
歴
史
学
の
分
野
に
あ
っ
て
は
、
吉
宗
の
武
芸
上
覧
を
主
題
と
し
た
研
究
は
筆
者
の
知
る
限
り
皆
無
で
あ
り
、
頻
繁
に
実
施

さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
一
方
で
、
中
絶
状
態
に
あ
っ
た
将
軍
の
狩
猟
を
吉
宗
が
復
興
し
た
こ
と
に
関
す

る
研
究
は
多
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
狩
猟
の
復
興
に
よ
る
猟
場
の
整
備
や
周
辺
地
域
の
禁
猟
政
策
、
鉄
炮
管
理
の
問
題
な
ど
、
狩
猟

そ
れ
自
体
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
狩
猟
に
関
わ
っ
て
実
施
さ
れ
た
地
域
政
策
を
分
析
の
主
題
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
狩
猟
に
か

か
る
儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
が
中
心
で
（
8
）

あ
る
。

狩
猟
の
持
つ
軍
事
的
・
調
練
的
な
性
格
、
こ
と
に
狩
猟
に
際
し
て
旗
本
が
勢
子
と
し
て
動
員
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ

た
研
究
と
し
て
は
、
高
見
澤
美
紀
氏
の
「
享
保
改
革
期
に
お
け
る
将
軍
狩
猟
と
旗
本
政
策
―
―
享
保
一
〇
年
小
金
原
鹿
狩
の
検
討
か

ら
（
9
）

―
―
」
が
あ
る
。
氏
は
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
に
実
施
さ
れ
た
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
、
旗
本
層
の
再
編
成
と
将
軍
権
力
の
強

化
と
い
う
観
点
で
評
価
し
て
い
る
。
旗
本
に
対
す
る
武
芸
奨
励
を
分
析
す
る
と
い
う
本
書
の
目
的
と
極
め
て
近
い
立
場
で
あ
る
と
い

え
る
。
し
か
し
高
見
澤
論
文
は
、
同
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
い
た
る
勢
子
運
用
の
試
行
錯
誤
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
上

に
、
よ
り
大
規
模
な
勢
子
動
員
が
見
ら
れ
る
翌
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
な
い
。
旗
本
に
対
す
る
武
芸
奨
励
と

し
て
狩
猟
を
論
じ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
論
点
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

以
下
、
本
書
は
右
の
課
題
を
解
決
す
べ
く
分
析
を
進
め
て
い
く
。

第
一
章
で
は
、
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
を
論
じ
る
上
で
前
提
と
な
る
問
題
を
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、
五
番
方
の
概
要
と
そ
の
先
行

研
究
の
問
題
点
、
お
よ
び
吉
宗
期
以
前
に
実
施
さ
れ
た
武
芸
奨
励
の
限
界
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
吉
宗
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が
な
ぜ
武
芸
を
奨
励
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
武
芸
の
積
極
的
な
奨
励
が
吉
宗
の
嗜
好
に
よ
る
も

の
と
い
う
従
来
の
定
説
に
新
た
な
評
価
を
加
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
り
よ
う
ば
ん
い
り

第
二
章
で
は
、
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い

て
論
じ
る
。
同
制
度
は
、
主
と
し
て
五
番
方
に
属
す
る
旗
本
の
惣
領
（
旗
本
家
の
跡
取
り
、
次
期
当
主
）
を
対
象
と
し
、
惣
領
各
人
の

武
芸
へ
の
取
り
組
み
方
を
吟
味
し
た
上
で
、
家
を
継
ぐ
前
に
五
番
方
の
一
員
と
し
て
召
し
出
す
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
制
度
上
の
優

遇
を
と
も
な
う
武
芸
奨
励
で
あ
り
、
吉
宗
期
以
前
に
あ
っ
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
五
番
方
に
属
す
る
旗
本
を
対
象
に
繰
り
返
さ
れ
た
武
芸
上
覧
と
、
武
芸
上
覧
と
補
完
し
合
う
位
置
に
あ
っ
た
武
芸
見

分
に
つ
い
て
論
じ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
武
芸
上
覧
の
度
重
な
る
実
施
が
い
か
な
る
意
義
を
持
つ
の
か
、

こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
四
章
で
は
吉
宗
に
よ
っ
て
中
絶
状
態
か
ら
再
興
さ
れ
た
狩
猟
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
勢
子
運
用
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
あ

げ
る
。
狩
猟
に
あ
っ
て
、
獲
物
を
追
い
出
し
、
あ
る
い
は
止
め
を
さ
す
の
が
勢
子
で
あ
る
が
、
中
絶
状
態
か
ら
の
再
興
と
い
う
停
滞

期
を
経
て
、
勢
子
の
経
験
者
が
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
と
い
う
な
か
、
吉
宗
は
い
か
に
し
て
高
度
な
勢
子
運
用
を
実
現
し
て
い
っ
た
の
か
。

第
五
章
で
は
、
勢
子
運
用
の
発
展
を
土
台
と
し
て
実
現
し
た
、
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
。
小
金
原
鹿
狩
と
は
享
保
十

年
・
十
一
年
に
小
金
原
（
現
千
葉
県
松
戸
市
）
で
実
施
さ
れ
た
狩
猟
で
あ
り
、
吉
宗
期
の
狩
猟
で
は
最
大
の
規
模
を
誇
る
。
小
金
原
鹿

狩
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
極
め
て
高
度
な
勢
子
運
用
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
提
唱
す
る
。

終
章
で
は
第
五
章
ま
で
の
分
析
を
統
合
し
、
吉
宗
に
よ
る
旗
本
に
対
す
る
武
芸
奨
励
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
歴

史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
所
存
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
の
目
的
上
、「
武
芸
奨
励
」
と
は
旗
本
（
旗
本
五
番
方
）
に
対
す
る
そ
れ
を
意
味
す
る
こ
と
と
す
る
。
御
家
人
層
を
も
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対
象
と
す
る
武
芸
奨
励
全
体
を
意
味
す
る
場
合
な
ど
は
、
適
宜
そ
の
旨
を
記
載
す
る
。
ま
た
、
翻
刻
史
料
に
付
さ
れ
た
読
点
・
中

黒
・
傍
注
・
傍
点
な
ど
は
す
べ
て
本
書
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
旧
字
体
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。

（
1
）
『
南
紀
徳
川
史
』（
一
）、
清
文
堂
出
版
、
初
版
一
九
三
〇
年
・
復
刻
一
九
八
九
年
。

（
2
）
以
上
、
吉
宗
が
将
軍
と
な
る
ま
で
の
来
歴
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
よ
る
。
徳
富
蘇
峰
『
近
世
国
民
史
』（
二
一
、
吉
宗
時
代
）、
民
友

社
、
一
九
二
六
年
／
辻
達
也
『
徳
川
吉
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
／
同
『
徳
川
吉
宗
公
伝
』
日
光
東
照
宮
社
務
所
、
一
九
六
二
年
。

（
3
）
享
保
改
革
に
つ
い
て
の
研
究
を
す
べ
て
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
註（
2
）に
あ
げ
た
も
の
の
他
、
総
論
と
し
て
は
辻
達
也
『
享
保
改

革
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
／
同
『
江
戸
幕
府
政
治
史
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
六
年
／
大
石
慎
三
郎
「
享
保
の
改

革
」、『
日
本
歴
史
大
系
』（
三
）
所
収
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
八
年
／
高
埜
利
彦
「
一
八
世
紀
の
日
本
―
―
泰
平
の
な
か
の
転
換
」、『
岩

波
講
座
日
本
通
史
』（
一
三
）
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
／
笠
谷
和
比
古
『
徳
川
吉
宗
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
／
大
石
学
『
吉

宗
と
享
保
の
改
革
』
東
京
堂
出
版
、
初
版
一
九
九
五
年
・
改
訂
二
〇
〇
一
年
／
同
「
享
保
改
革
と
社
会
変
容
」、『
日
本
の
時
代
史
』（
一
六
）

所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
本
文
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
あ
っ
て
、
武
芸
奨
励
に
つ
い

て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

（
4
）
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
』、『
徳
川
実
紀
』（
九
）
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
。

（
5
）
前
掲
註（
2
）。

（
6
）
吉
宗
と
弓
馬
儀
礼
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
山
松
吉
「
日
本
弓
道
概
論
」、『
弓
道
講
座
』（
一
）
所
収
、
雄
山
閣
出
版
、
初
版
一
九
四

一
年
・
復
刻
一
九
九
四
年
／
斎
藤
直
芳
「
日
本
弓
道
史
」、
同
前
書
所
収
／
「
騎
射
」『
日
本
武
道
大
系
』（
四
、
弓
術
）
所
収
、
同
朋
舎
出

版
、
一
九
八
二
年
／
「
小
笠
原
流
」
同
前
書
所
収
／
入
江
康
平
「
弓
術
流
派
と
し
て
の
小
笠
原
流
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
」、『
弓
道
資
料

集
』（
四
）
所
収
、
い
な
ほ
書
房
、
一
九
九
〇
年
／
石
川
久
夫
『
近
世
日
本
弓
術
の
発
展
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
三
年
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。

海
外
の
武
芸
、
馬
の
品
種
改
良
な
ど
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
『
江
戸
時
代
の
日
中
秘
話
』
東
方
書
店
、
一
九
八
〇
年
／
同
「
解
題
」、『
享

保
時
代
の
日
中
関
係
資
料
』（
二
、
朱
子
三
兄
弟
集
）
所
収
、
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
／
同
『
徳
川
吉
宗
と
康
煕
帝
―
―
鎖
国
化
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で
の
日
中
交
流
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
／
濱
學
「
唐
人
馬
医
劉
経
先
の
こ
と
―
―
近
世
獣
医
史
の
中
か
ら
―
―
」、『
日
本
獣
医
史
学

雑
誌
』（
二
五
）
所
収
、
一
九
八
九
年
／
今
村
英
明
「
徳
川
吉
宗
と
洋
学
」（
そ
の
一
、
軍
事
・
工
学
）、『
洋
学
史
研
究
』（
一
九
）
所
収
、

二
〇
〇
二
年
な
ど
。

鉄
炮
・
大
炮
開
発
に
つ
い
て
は
、
同
右
今
村
論
文
、
郡
司
健
の
「
享
保
期
の
異
国
船
対
策
と
長
州
藩
に
お
け
る
大
砲
技
術
の
継
承
―
―
江

戸
中
期
の
大
砲
技
術
の
展
開
―
―
」、
笠
谷
和
比
古
編
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年

な
ど
。

こ
の
他
、
魚
住
孝
至
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
武
術
文
化
の
再
編
成
―
―
社
会
的
背
景
と
そ
の
影
響
―
―
」（
同
前
書
所
収
）
で
は
、
流
派

武
芸
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）
今
村
嘉
雄
『
十
九
世
紀
に
於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
第
一
書
房
、
一
九
八
九
年
。

（
8
）
村
上
直
・
根
崎
光
男
『
鷹
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
五
年
／
大
石
学
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
六
年
／
根
崎
光
男
『
将
軍
の
鷹
狩
』
同
成
社
、
一
九
九
九
年
／
同
『
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八

年
／
岡
崎
寛
徳
『
鷹
と
将
軍

徳
川
社
会
の
贈
答
シ
ス
テ
ム
』
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
な
ど
多
数
。

（
9
）
高
見
澤
美
紀
「
享
保
改
革
期
に
お
け
る
将
軍
狩
猟
と
旗
本
政
策
―
―
享
保
一
〇
年
小
金
原
巻
狩
の
検
討
か
ら
―
―
」、『
千
葉
史
学
』（
三

〇
）
所
収
、
一
九
九
七
年
。
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あ
と
が
き

本
書
は
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
総
合
研
究
大
学
院
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
江
戸
幕
府
武
芸
奨
励
策
の
研
究
―
―

画
期
と
し
て
の
徳
川
吉
宗
―
―
」
を
も
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
各
章
の
初
出
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序

論

博
士
論
文
序
論

第
一
章

博
士
論
文
第
一
章

第
二
章
「
惣
領
番
入
制
度
、
そ
の
成
立
と
意
義
―
―
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て
―
―
」『
日
本
研
究
』
第
四
十
五
集
、

二
〇
一
二
年

「
惣
領
番
入
制
度
と
五
番
方
―
―
吉
宗
期
の
事
例
を
中
心
に
―
―
」『
日
本
研
究
』
第
四
十
六
集
、
二
〇
一
二
年

第
三
章

博
士
論
文
第
三
章
。
の
ち
、
馬
術
上
覧
の
箇
所
は
「
徳
川
吉
宗
の
武
芸
上
覧
」
と
し
て
笠
谷
和
比
古
編
『
徳
川
社
会

と
日
本
の
近
代
化
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
所
収

付

論

博
士
論
文
付
論

第
四
章

博
士
論
文
第
四
章
、
の
ち
、「
徳
川
吉
宗
の
小
金
原
鹿
狩
―
―
勢
子
運
用
の
観
点
か
ら
―
―
」（『
日
本
研
究
』
第
五
十

集
、
二
〇
一
四
年
）

第
五
章

同
右

終

章

博
士
論
文
終
章

本
書
刊
行
に
あ
た
り
事
実
誤
認
の
修
正
や
そ
の
後
の
知
見
な
ど
を
加
え
て
い
る
の
で
、
内
容
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
場
合
、
本
書
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を
優
先
す
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
第
二
章
の
も
と
と
な
っ
た
二
論
文
の
デ
ー
タ
は
本
書
で
は
大
幅
に
縮
小
し
た
。
詳

細
な
デ
ー
タ
は
二
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

浅
学
菲
才
の
私
が
、
不
十
分
な
点
も
多
々
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
様
な
か
た
ち
で
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、

多
く
の
方
々
の
お
力
添
え
の
お
か
げ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
京
都
府
立
大
学
・
同
大
学
院
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
水
本
邦
彦
先
生
、

総
合
研
究
大
学
院
大
学
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
笠
谷
和
比
古
先
生
、
両
先
生
か
ら
賜
っ
た
学
恩
は
計
り
知
れ
な
い
。

水
本
先
生
に
は
、
歴
史
学
と
し
て
成
り
立
つ
の
か
覚
束
な
い
テ
ー
マ
で
卒
業
論
文
を
書
く
こ
と
を
お
許
し
下
さ
っ
た
こ
と
に
ま
ず

は
感
謝
し
て
い
る
。
学
部
の
三
回
生
の
頃
、
卒
業
論
文
に
向
け
た
ゼ
ミ
が
始
ま
っ
た
。
大
学
の
剣
道
部
に
所
属
し
て
い
た
私
は
、
卒

業
論
文
で
江
戸
時
代
の
剣
術
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
現
代
の
剣
道
に
お
け
る
主
要
な
稽
古
方
法
、
つ
ま
り
竹
刀
と
防
具
を

使
用
し
て
お
互
い
に
打
ち
合
う
と
い
う
竹
刀
稽
古
が
生
ま
れ
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
を
書
け
ば
面
白
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

卑
下
を
す
る
気
は
さ
ら
さ
ら
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
剣
術
云
々
と
い
う
テ
ー
マ
が
史
学
科
の
卒
業
論
文
と
し
て
突
飛
で
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
テ
ー
マ
の
変
更
を
促
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
水
本
先
生
か
ら
そ
の
様
な
言
葉
が
出
た
こ
と
は

一
度
も
な
か
っ
た
。
牽
強
付
会
、
視
野
狭
窄
な
研
究
発
表
を
繰
り
返
す
私
に
対
し
て
、
時
に
思
わ
ぬ
方
向
か
ら
の
ご
指
摘
を
含
め
て

根
気
よ
く
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。

当
時
の
研
究
ノ
ー
ト
を
読
み
返
す
と
、
本
書
に
お
け
る
論
点
の
い
く
つ
か
は
水
本
先
生
か
ら
の
ご
指
導
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
と
り
わ
け
「
剣
術
の
変
遷
は
剣
術
流
派
内
の
論
理
の
み
で
説
明
出
来
る
の
か
。
剣
術
流
派
を
取
り
巻
い
た
当
時
の

社
会
状
況
、
政
治
状
況
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
ご
指
摘
は
、
研
究
テ
ー
マ
を
剣
術
か
ら
武
芸
奨
励
へ
と
う
つ
し
た

こ
と
に
―
―
ひ
い
て
は
本
書
の
内
容
に
―
―
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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笠
谷
先
生
に
は
博
士
論
文
提
出
に
い
た
る
ま
で
、「
懇
切
丁
寧
」
と
い
う
言
葉
で
は
追
い
付
か
な
い
ほ
ど
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。

博
士
論
文
提
出
の
締
切
間
近
、「
深
夜
何
時
で
あ
っ
て
も
相
談
は
受
け
つ
け
る
。
い
つ
で
も
連
絡
し
て
き
な
さ
い
」
と
の
お
言
葉
通

り
、
笠
谷
先
生
は
私
か
ら
の
相
談
に
す
ぐ
さ
ま
対
応
し
て
下
さ
っ
た
。
あ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
に
あ
り
が
た
く
、
心
強
い
も
の
で
あ
っ
た

か
。近

世
武
家
社
会
研
究
の
専
門
家
で
あ
り
、
他
な
ら
ぬ
吉
宗
の
研
究
者
で
も
あ
る
笠
谷
先
生
か
ら
は
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
な
る
も
の

を
歴
史
学
の
論
文
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
上
で
重
要
な
ご
指
摘
を
い
く
つ
も
賜
っ
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い

が
、
総
じ
て
、
史
料
か
ら
得
た
事
実
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
な
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
私
は
史
料
か
ら
読
み
解
い
た
事
実
に
つ
い
て
、「
○
○
に
過
ぎ
な
い
」「
○
○
と
い
う
こ
と
だ
け

は
い
え
そ
う
で
あ
る
」
と
い
っ
た
評
価
を
必
要
以
上
に
下
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
笠
谷
先
生
か
ら
は
何
度
と
な
く
「
ど
う

し
て
そ
う
い
う
消
極
的
な
評
価
に
留
ま
っ
て
い
る
の
か
。
○
○
と
い
う
事
例
は
□
□
と
展
開
し
て
い
け
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
ご

指
導
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
笠
谷
先
生
か
ら
賜
っ
た
最
大
の
ご
指
導
は
、
研
究
に
対
す
る
あ
の
力
強
い
姿
勢
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。こ

の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
研
究
者
の
方
々
、
史
料
閲
覧
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
図
書
館
・
資
料
館
の
職

員
の
方
々
、
弱
音
や
愚
痴
に
つ
き
あ
い
叱
咤
激
励
し
続
け
て
く
れ
た
多
く
の
友
人
、
研
究
生
活
を
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
・
親
族

に
対
し
て
も
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
書
の
刊
行
に
つ
い
て
は
思
文
閣
出
版
社
の
田
中
峰
人
氏
の
ご
尽
力
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
。
こ
こ
に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
今
年
の
三
月
に
逝
去
さ
れ
た
丸
田
雄
生
師
範
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。

京
都
府
立
大
学
の
剣
道
部
に
所
属
し
て
い
た
私
は
、
数
年
に
わ
た
り
師
範
に
稽
古
を
つ
け
て
い
た
だ
い
た
。
師
範
は
当
時
七
十
代

あ と が き

２４９



の
半
ば
で
あ
っ
た
が
、
日
本
剣
道
最
高
位
の
範
士
九
段
の
技
、
達
人
の
そ
れ
と
で
も
い
う
べ
き
技
で
、
若
い
我
々
を
圧
倒
し
た
。
全

力
で
打
ち
か
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
手
痛
い
反
撃
を
喰
ら
っ
た
こ
と
は
数
え
切
れ
な
い
。

師
範
か
ら
教
わ
っ
た
の
は
剣
道
の
技
ば
か
り
で
は
な
い
。
剣
道
の
持
つ
深
遠
な
る
理
論
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
歴
史
な
ど

も
折
り
に
触
れ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
私
が
卒
業
論
文
で
江
戸
時
代
の
剣
術
を
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
、
師
範
の
語
る
そ
う
い
っ
た

も
ろ
も
ろ
が
面
白
く
、
自
分
で
も
何
か
研
究
し
て
み
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
で
論
じ
て
い
る
の
は
吉
宗
の
武
芸
奨
励
で

あ
り
、
剣
術
そ
れ
自
体
か
ら
は
隔
た
り
が
あ
る
が
、
そ
の
出
発
点
は
間
違
い
な
く
師
範
の
教
え
で
あ
っ
た
。

我
々
で
は
手
も
足
も
出
な
か
っ
た
技
の
数
々
。
裂
帛
の
気
合
。
そ
し
て
、
休
憩
中
や
稽
古
後
の
あ
の
笑
顔
。
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は

な
い
。
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
の
も
と
で
逞
し
く
成
長
し
て
い
く
番
士
た
ち
の
姿
に
妙
な
親
近
感
を
覚
え
た
の
は
、
あ
の
頃
の
自
分

と
重
ね
合
わ
せ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
卒
業
記
念
に
賜
っ
た
師
範
揮
毫
の
色
紙
は
私
の
宝
物
で
あ
る
。

亡
く
な
ら
れ
た
今
、
本
書
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
け
な
い
こ
と
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
今
は
た
だ
、
故
人
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月

横
山
輝
樹
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【史料名】

あ行

有徳院殿御実紀 5，46，101～103，106～
109，112，113，116，121，122，125，127，128，
132，134，135，148～150，152，163，166，
169，175，176，179，180，202，205，217
有徳院殿御実紀附録 5，23，24，110～113，
121，134，136，148，162，186
御徒方万年記 167，168，172，174，215
御狩日記 193～195，198，202，212
御小性組方例書私録 103，105，106，108，
116，122～124，127，174，182
御遊猟細記 208～210，214～216

か行

唐馬乗方聞書 111
寛政重修諸家譜 63，65，69，73，75～78，
82，112，121，134～137，140，193
享保遠御成一件 169～171
享保遠御成之記 149～151，169，170，173，
175，176，178～180，183
教令類纂 103
献可録 42
憲教類典 46
小金原御猪狩全図 228
御番入手続其外諸事留 138

御番士代々記 35

さ行

自家年譜（森山孝盛日記） 63，65
仕官格義弁 33，35～37，39，40，44，46，47，
50，126，127，149，153
渋谷隠岐守筆記（柳営夜話） 24

た行

対語驥録 111
大狩盛典 185，196，203，208，215，221
大猷院殿御実紀 18
断家譜 193
貞丈雑記 113，174
徳川実紀 5，7，18，22

は行

はつか草 24，120
番衆狂歌 92，99
文昭院殿御実紀 22

ま行

明良帯録 16，82

ら行

柳営日次記 40，43，46，50，56，61，64，
101～103，106～113，116，121～123，125～
128，132，134～137，152，153，163，169，
172，173，175，179，180，183～185，206～
209，214
柳営補任 82

�



徳川家継 5，21，22，26，166
徳川家綱 134，167
徳川家斉 139，140
徳川家宣 5，21～23，26，36，100，102，141
徳川家治 139，226
徳川家光 16～19，24，26，185
徳川綱吉

4，20，21，26，36，37，134，144，166，242
冨田又左衛門 111
鳥見 170～175，177，178，185

に

西丸徒頭 136
西丸小納戸 128，135
西丸書院番 酒井豊前守組 73

の

能勢能成（三十郎） 149，150，183

は

馬上槍 202，212，218，219
浜御殿・浜御園

64，102～104，132，133，140，153

ひ

百姓 162，174，175，177～180，185，192，
196～201，203，204，220～222
百人組 203，205，208，209

ふ

吹上 23，100～102，110，111，116，120，
125，126，128，136，139，149，150，207
歩射儀礼 6，120

へ

部屋住学問試 33，39，90

ほ

本郷馬場 21，22，104
本多忠統（伊予守） 123

ま

松下当恒（専助）
107，108，171，178，183，193

松平定信 219，220

松平乗興（内匠頭） 182
松平乗賢（能登守） 40，123
松平正常（下野守） 106，107
松前端広（八兵衛） 65

み

水野忠定（壱岐守） 106～108
水野忠之（和泉守） 121

む

室鳩巣 42

め

目賀田守咸（長門守） 110，112
目付 80，111，134，168，171，172，180，186，
194，212

も

持組 203，208，209
持筒頭 134
持筒組 196，198，201，203，205，208
持弓組 203，208
森川俊央（下総守） 214
森山盛芳（源五郎） 39，40，63，64

や

流鏑馬 113，116，135

ゆ

弓場始 102，120，121，125，127，128，131

ろ

老中 16，19，21，44，103，133，219，220

わ

若年寄 14～16，21～23，26，38，40，46，50，
99，101，103，107，113，116，121，127，151，
166，167，171，193，205，220
渡邊永倫（外記） 194，198

索 引
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小姓 80，106，107，110，112，116，128，152，
163，178～180，185，194，197，199，200，221
小性組 秋元隼人正組 69，103
――― 阿部出雲守組 211
――― 大久保彦兵衛組 211，212
――― 酒井対馬守組 24，103
――― 高木伊勢守組 182
――― 瀧川播磨守組 67，73，76，106，107
――― 戸田肥前守組 102，132，133
――― 仁木周防守組 103，151
――― 松平阿波守組 106，107
――― 松平下野守組 54
――― 松平内匠頭組 103
――― 皆川山城守組 56，57
小納戸 46，78，80，106，107，110，112，116，
128，135，139，140，152，163，171，178～
180，183～185，193，194，197，199，200，
202，221，223，224
駒場野 110，185
小宮山昌世（杢之進） 199，209

さ

酒井重英（対馬守） 23，100，101，127，182
酒井忠隆（因幡守） 169～171
酒井忠佳（日向守） 182
先手組 203，205，208，209
先手鉄炮頭 135，139
先手鉄炮組 203，208
先手弓組 203，205，208
佐野泰正（伊右衛門） 193
三番方歩行勢子

210，214～217，220，221，224，225，228

し

渋谷良信（隠岐守） 25，108
島原の乱 19，143，161
射礼 120
朱佩章 110
書院番 秋元隼人正組 69
――― 伊沢播磨守組 102，132，133
――― 大久保豊前守組 106，107
――― 岡部左衛門佐組 24，101
――― 金田周防守組 73
――― 朽木信濃守組 55，67，69，73，76
――― 高力摂津守組 57

――― 酒井日向守組 43，211，212
――― 高木伊勢守組 73
――― 戸田主水組 128
――― 戸田若狭守組 55
――― 水谷出羽守組 73
沈大成 110，111
新番 大岡忠四郎組 63
―― 小笠原石見守組 63，64
―― 小笠原平兵衛組 64
―― 朽木五郎左衛門組 63
―― 倉橋内匠助組 63，64
―― 高力平八郎組 64
―― 松前八兵衛組 62，66

す

菅沼定虎（新左衛門） 200
杉浦正奉（出雲守） 114

そ

槍術上覧 142
素読吟味 39，42，65，66

た

鷹匠 166，170～172，207
高田馬場 18～20
足高制 5，33，34，91
立切勢子 196，197，206～209，214，221
伊達羽織 212，226
玉虫茂雅（八左衛門）

134～136，148，149，151，198
田安の馬場 110，111

ち

朝鮮馬場 116
陳采若 110，111

つ

使番 134，210～212，216，217，228

て

鉄炮方 196，198，201，205

と

土岐朝澄（八左衛門） 193
徳川家重 25，106，137，138，167，194，226
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索 引

【人名・事項】

あ

阿部正興（出雲守） 114，211
安藤信友（対馬守） 44

い

石川総茂（近江守）
23，38，100，101，103，105

伊勢貞丈 113，174
伊奈忠達（半左衛門） 174，175，177，178
稲葉正房（多宮） 168，170，171，186
井上正峯（河内守） 103

う

浦上直方（弥五左衛門） 193

お

追懸騎馬 194～196，198，199，201～203，
206，207，209～212，214，216，217，221，228，
241
大久保忠恒（弥三郎） 39，65，66，142，143
大久保常春（佐渡守） 38，40，99，101，103，
113～115，121～125，127，151～154，166～
169，171，184，186，193，205，208～210，215，
216
大番 板倉下野守組 55
―― 小堀備中守組 125，126
―― 酒井日向守組 126
―― 曾我周防守組 126
―― 米津出羽守組 126
小笠原常春（平兵衛）

110～116，121，127，242
小笠原政登（石見守） 64，110，112

小笠原持広（縫殿助）
110，120，121，127，128，131，242

岡部盛明（左衛門佐）23，100，101，127，182
御向勢子 208，209，214，221

か

学問吟味 33，39，90
駈騎馬 195，196，199，201～203，206，
209～212，214，216，217，220，221，223，224，
241
徒頭 81，136，148～150，167，168，171，
172，178，180，184，194，195，206
徒組（徒士組） 21，162，166～175，177～
180，183，184，196，206，207，215，243
歩行勢子 173，174，177，179，180，183～
185，203，214，215，217，218
徒目付 131，210
関東郡代 172，175

き

騎射儀礼 6，109，110，120
騎射衆 197，198，204，221
騎射挟物 113，115，116
騎馬勢子 106，162，163，173，176～180，
182～187，193～196，198～200，202，206，
207，209，210，212，214，216～219，241

く

久貝正順（忠左衛門） 106，107
口附百姓 198，199，202，209
倉橋久富（内匠助） 64
桑山盛政（内匠頭） 171

け

剣術上覧 142

こ

高力長行（平八郎） 64
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