
1

「
生
類
憐
み
の
令
」
で
町
を
安
全
に

増

山

雄

三

「

生

類

憐

み

の

令

」

で

、

犬

や

鳥

類

の

保

護

を

命

じ

て

動

物

愛

護

を

強

要

し

、

「

犬

公

方

」

と

呼

ば

れ

庶

民

に

不

信

感

を

与

え

た

、

江

戸

幕

府

の

第

五

代

将

軍

「

徳

川

綱

吉

（

一

六

四

六

～

一

七

○

九

）
」

は

、

側

用

人

で

あ

る

柳

沢

吉

保

の

操

り

人

形

で

、

母

桂

昌

院

に

頭

の

上

が

ら

な

い

マ

ザ

コ

ン

で

あ

る

共

に

、

贅

沢

で

大

寺

院

の

造

営

な

ど

で

、

幕

府

の

財

政

難

に

拍

車

を

か

け

た

人

物

だ

っ

た

。

そ

れ

で

も

綱

吉

は

、

生

類

憐

み

の

令

で

野

犬

が

う

ろ

つ

く

殺

伐

と

し

た

状

況

を

改

め

、

ま

た

服

忌

令

に

よ

り

、

血

を

忌

み

嫌

う

風

習

を

作

り

、

武

力

を

重

視

す

る

価

値

観

を

転

換

し

て

学

問

を

尊

重

し

、

文

治

政

治

に

よ

る

、

天

下

泰

平

の

幕

を

開

け

、

元

禄

時

代

に

は

経

済

が

発

展

し

、

文

化

が

興

隆

し

た

。

そ

の

た

め

、

こ

の

元

禄

期

の

治

世

下

で

は

、

近

松

門

左

衛

門

や

井

原

西

鶴

、

そ

れ

に

松

尾

芭

蕉

と

い

っ
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た

文

化

人

を

生

み

、

好

景

気

の

時

代

だ

っ

た

事

も

あ

り

「

天

和

令

」

と

い

う

優

れ

た

経

済

政

策

も

執

ら

れ

、

そ

れ

な

り

に

高

い

評

価

も

得

て

い

る

。

と

は

い

え

、

綱

吉

の

評

価

が

低

い

の

は

、

晩

年

期

に

頻

発

し

た

不

幸

な

出

来

事

が

あ

っ

た

事

で

、

先

ず

元

禄

八

年

（

一

六

九

五

年

）

頃

か

ら

始

ま

る

「

奥

州

飢

饉

」
、

元

禄

十

六

年

（

一

七

○

三

年

）

の

「

元

禄

地

震

と

火

事

」
、

さ

ら

に

、

宝

永

四

年

（

一

七

○

七

年

）

の

「

宝

永

地

震

と

富

士

山

噴

火

」

な

ど

、

そ

の

外

に

も

大

火

に

よ

る

災

害

が

相

次

い

で

起

っ

た

。

そ

れ

ら

は

、

現

代

で

は

治

世

の

評

価

を

左

右

す

る

も

の

と

は

考

え

に

く

い

が

、

富

士

山

の

噴

火

で

大

穴

を

あ

け

る

な

ど

の

天

変

地

異

は

、

綱

吉

の

徳

が

な

い

た

め

に

起

っ

た

悪

政

の

「

天

罰

だ

」
、

と

捉

え

る

風

潮

が

あ

っ

た

た

か

ら

だ

と

考

え

ら

れ

て

い

た

。

将

軍

在

職

が

歴

代

三

番

目

と

な

る

、

二

十

八

年

を

務

め

た

綱

吉

が

、

な

ぜ

、

こ

れ

ほ

ど

悪

し

ざ

ま

に

言

わ

れ

る

の

か

と

い

う

事

に

つ

い

て

、

学

習

院

大

学

の

高

埜

利

彦

教

授

は

、

荻

生

徂

徠

に

師

事

し

た

、

江

戸

中

期

の

儒

者

だ

っ

た

太

宰

春

台

が

記

し

た

、

「

三

王
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外

記

」

の

影

響

が

あ

る

と

指

摘

し

て

い

る

。

そ

こ

に

は

、

「

子

ど

も

が

い

な

い

の

は

前

世

の

殺

生

の

報

い

」

と

か

、

「

戌

年

の

生

ま

れ

で

あ

る

か

ら

犬

を

大

事

に

す

る

よ

う

に

」

と

い

っ

て

、

綱

吉

は

母

と

と

も

に

帰

依

し

た

僧

隆

光

に

告

げ

ら

れ

、

生

類

憐

み

の

令

を

出

し

た

と

さ

れ

る

が

、

そ

れ

に

よ

っ

て

「

犬

公

方

」

の

イ

メ

ー

ジ

が

作

ら

れ

て

し

ま

っ

た

の

だ

」

と

高

埜

さ

ん

は

い

う

。

ま

た

、

「

仮

名

手

本

忠

臣

蔵

」

も

罪

深

く

、

赤

穂

浪

士

討

入

り

を

題

材

に

し

た

浄

瑠

璃

は

、

一

七

四

八

年

に

大

坂

竹

本

座

で

初

演

さ

れ

、

歌

舞

伎

で

も

人

気

の

演

目

と

な

り

、

今

も

討

入

り

の

十

二

月

十

四

日

前

後

に

は

、

テ

レ

ビ

ド

ラ

マ

で

放

送

さ

れ

る

。

そ

れ

は

、

殿

中

で

刃

傷

に

及

ん

だ

、

主

君

浅

野

内

匠

守

の

敵

を

討

つ

物

語

は

御

承

知

の

通

り

だ

が

、

切

腹

を

命

じ

た

将

軍

綱

吉

は

、

や

は

り

損

な

役

回

り

を

演

じ

さ

せ

ら

れ

、

柳

沢

や

桂

昌

院

の

関

与

も

脚

色

さ

れ

、

「

最

悪

の

将

軍

」

と

い

う

事

が

、

そ

れ

に

よ

っ

て

既

成

事

実

化

し

て

し

ま

っ

た

。

ま

た

綱

吉

に

と

っ

て

も

う

一

つ

の

不

運

は

、

水

戸
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黄

門

で

知

ら

れ

る

水

戸

光

圀

の

存

在

で

、

光

圀

は

生

類

憐

み

の

令

に

抗

議

し

て

、

犬

の

毛

皮

を

綱

吉

に

送

っ

て

直

言

し

た

と

い

う

記

録

が

残

っ

て

い

て

、

「

水

戸

黄

門

」

の

い

く

つ

か

の

物

語

の

中

で

、

綱

吉

は

悪

役

を

演

じ

さ

せ

ら

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

。

そ

ん

な

話

に

見

直

し

が

さ

れ

始

め

た

の

は

最

近

の

こ

と

で

、

そ

れ

は

、

ド

イ

ツ

人

学

者

の

ベ

イ

リ

ー

博

士

が

、

一

九

九

四

年

に

出

版

し

た

「

ケ

ン

ペ

ル

と

徳

川

綱

吉

」

で

、

生

類

憐

み

の

令

を

「

近

代

の

社

会

福

祉

立

法

の

先

駆

的

な

も

の

だ

っ

た

」

と

、

高

く

評

価

し

た

か

ら

だ

っ

た

。

そ

の

中

で

ベ

イ

リ

ー

は

、

綱

吉

と

会

っ

た

オ

ラ

ン

ダ

商

館

の

ケ

ン

ペ

ル

が

彼

に

「

綱

吉

は

偉

大

で

卓

越

し

た

君

主

で

あ

る

。

ま

た

、

か

れ

の

も

と

で

、

全

国

民

が

完

全

に

調

和

し

て

生

活

し

て

い

る

」

と

記

し

て

い

る

事

を

紹

介

し

て

い

る

が

、

綱

吉

と

し

て

も

ケ

ン

ペ

ル

に

会

っ

た

時

に

は

、

そ

れ

な

り

に

威

厳

を

示

そ

う

と

、

虚

勢

を

張

っ

て

い

た

の

だ

の

だ

ろ

う

。

そ

れ

で

は

、

綱

吉

は

二

十

八

年

の

治

世

で

、

一

体

何

を

目

指

し

て

い

た

の

か

と

い

う

事

に

就

い

て

、
」
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先

の

高

埜

さ

ん

は

、

「

平

和

の

時

代

に

見

合

っ

た

価

値

観

の

転

換

を

図

っ

た

」

と

見

て

い

る

が

、

歴

代

将

軍

の

施

政

方

針

に

あ

る

武

家

諸

法

度

改

訂

で

は

、

第

一

条

に

は

「

文

武

忠

孝

を

励

ま

し

、

礼

儀

を

正

す

べ

き

こ

と

」

と

し

て

い

る

。

つ

ま

り

そ

れ

は

、

そ

れ

迄

の

「

文

武

弓

馬

の

道

、

も

っ

ぱ

ら

相

嗜

む

べ

き

こ

と

」

を

改

め

、

時

代

を

反

映

し

て

、

武

家

の

第

一

は

「

忠

孝

」

と

「

礼

儀

」

だ

と

宣

言

し

、

武

力

で

成

り

上

が

り

論

功

行

賞

に

あ

ず

か

る

主

従

関

係

は

、

家

格

を

細

か

く

定

め

て

秩

序

を

保

ち

、

大

嘗

祭

再

興

で

朝

廷

の

権

威

を

尊

重

し

、

対

立

で

は

な

く

協

調

路

線

を

敷

い

た

の

だ

。

ま

た

、

生

類

憐

み

の

令

で

は

、

犬

や

鳥

類

だ

け

で

は

な

く

、

捨

て

子

や

行

き

倒

れ

、

そ

れ

に

道

中

の

病

人

な

ど

の

弱

者

救

済

や

保

護

も

求

め

、

死

と

血

を

穢

れ

と

し

て

排

す

る

服

忌

令

も

定

め

た

。

人

を

殺

し

殺

さ

れ

る

の

が

当

た

り

前

で

る

、

戦

国

以

来

の

常

識

を

覆

え

よ

う

と

し

た

綱

吉

は

、

丁

度

、

天

皇

の

勅

使

と

会

う

直

前

に

、

浅

野

内

匠

守

の

刃

傷

沙

汰

で

、

殿

中

松

の

廊

下

で

血

が

流

れ

た

。
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そ

れ

を

知

っ

た

綱

吉

の

目

に

、

そ

れ

は

、

い

ま

彼

が

進

め

て

い

る

朝

幕

強

調

路

線

と

、

服

忌

令

を

否

定

す

る

も

の

と

思

わ

れ

、

彼

の

進

め

よ

う

と

す

る

、

よ

り

一

層

の

平

和

へ

の

道

を

、

阻

む

も

の

と

映

っ

た

の

に

違

い

な

い

が

、

恐

ら

く

残

念

だ

っ

た

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

野

犬

は

当

時

、

大

き

な

社

会

問

題

に

な

っ

て

い

た

が

、

そ

れ

は

、

捨

て

子

を

噛

み

殺

す

な

ど

、

人

に

危

害

を

加

え

る

凶

暴

性

が

恐

れ

ら

れ

、

綱

吉

が

目

指

す

価

値

観

の

転

換

に

反

発

す

る

「

か

ぶ

き

者

」

な

ど

は

、

好

き

勝

手

に

そ

ん

な

野

犬

を

斬

り

殺

す

な

ど

、

江

戸

の

町

は

殺

伐

と

し

て

い

た

。

そ

し

て

、

綱

吉

が

一

六

八

五

年

頃

か

ら

、

次

々

に

発

し

た

生

類

憐

み

の

令

は

、

こ

う

し

た

懸

案

を

解

決

し

、

犬

を

食

べ

る

習

慣

も

な

く

な

り

、

今

の

東

京

都

中

野

区

役

所

一

帯

は

、

十

万

頭

を

収

容

す

る

保

護

施

設

の

「

お

囲

い

御

所

屋

敷

」

も

作

っ

た

。

こ

う

し

た

、

平

和

と

安

定

の

時

代

は

、

社

会

全

体

を

豊

か

に

し

、

農

家

の

次

男

や

三

男

は

、

戦

乱

に

駆

り

出

さ

れ

る

心

配

が

無

く

な

り

、

農

地

開

墾

に

励

ん

で

、

生

産

量

は

大

き

く

向

上

し

て

い

っ

た

。
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当

時

の

日

本

の

人

口

は

、

一

六

○

○

年

の

千

二

百

万

人

が

、

一

七

二

一

年

に

は

三

千

百

万

人

に

増

加

し

た

た

め

、

貨

幣

を

使

っ

た

商

品

経

済

も

発

展

し

て

い

き

、

井

原

西

鶴

や

近

松

門

左

衛

門

ら

に

代

表

さ

れ

る

元

禄

文

化

が

花

開

い

て

き

た

。

国

内

で

は

、

一

六

三

七

年

か

ら

三

八

年

に

か

け

て

起

っ

た

、

「

島

原

の

乱

一

」

で

戦

乱

が

終

結

し

、

東

ア

ジ

ア

で

は

、

清

が

、

九

八

一

年

に

反

乱

を

鎮

め

て

中

国

支

配

を

確

立

し

、

の

ち

国

内

は

安

定

し

た

。

綱

吉

は

、

こ

う

し

た

国

内

外

の

情

勢

を

踏

ま

え

、

よ

り

一

層

の

平

和

を

追

求

し

、

大

名

に

作

ら

せ

た

「

国

絵

図

」

を

組

み

合

わ

せ

て

日

本

絵

図

を

作

成

し

て

、

あ

わ

せ

貨

幣

改

鋳

を

行

な

う

事

で

、

よ

り

強

力

な

全

国

統

治

に

取

組

ん

で

い

っ

た

。

綱

吉

の

死

後

、

家

宣

が

将

軍

に

な

る

と

、

「

生

類

憐

み

の

令

」

は

す

ぐ

に

廃

止

さ

れ

た

が

、

同

じ

よ

う

な

殺

生

で

あ

る

「

鷹

狩

り

」

は

、

吉

宗

が

八

代

将

軍

に

な

っ

た

後

ま

で

、

復

活

す

る

事

が

な

か

っ

た

が

、

吉

宗

は

綱

吉

に

対

し

、

敬

愛

の

念

を

抱

い

て

い

た

。

令

和

三

年

五

月


