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お
殿
様
の
狩
り
に
お
供
し
た
鷹
匠
。時

代
は
変
わ
り
、米
国
産
の
タ
カ
の
一
種「
ハ

リ
ス
ホ
ー
ク
」を
自
在
に
操
る
田
中
和
博

さ
ん
は
、カ
ラ
ス
や
ハ
ト
の
害
鳥
を
追
い

払
う〝
現
代
の
鷹
匠
〟と
し
て
飛
び
回
っ
て

い
ま
す
。

「
そ
ん
な
仕
事
が
あ
る
な
ん
て
」 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら
転
身

　

あ
る
日
の
午
後
、田
中
さ
ん
は
生
活
ご

み
な
ど
を
処
理
す
る
寝
屋
川
市
の
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
に
い
ま
し
た
。鋭
い
眼
光
の
相

棒
は
、2
歳
に
な
る
メ
ス
の「
咲（
さ
き
）」。

田
中
さ
ん
の
左
腕
か
ら
放
た
れ
る
と
、周

辺
に
集
ま
っ
て
い
た
数
羽
の
カ
ラ
ス
が
一

斉
に
退
散
し
ま
し
た
。

　
「
鳥
の
仲
間
の
頂
点
に
立
つ
の
が
タ
カ

や
フ
ク
ロ
ウ
な
ど
の
猛
禽（
も
う
き
ん
）

類
。ハ
ト
や
カ
ラ
ス
の
天
敵
で
最
も
怖
い

存
在
な
の
で
す
」。

　
「
鷹
匠
に
な
ら
な
い
か
」。害
鳥
駆
除
な

ど
を
行
う
知
人
の
社
長
に
誘
わ
れ
た
の

は
5
年
前
で
し
た
。タ
カ
の
飼
育
や
訓
練

を
担
う
鷹
匠
の
歴
史
は
古
く
、そ
れ
ま
で

工
務
店
な
ど
に
勤
め
て
い
た
田
中
さ
ん
は

「
今
も
そ
ん
な
職
業
が
あ
る
な
ん
て
…
」

と
驚
き
ま
し
た
が
、す
ぐ
に「
面
白
そ
う
な

仕
事
や
」と
興
味
を
持
ち
、鷹
匠
の
伝
統
的

な
資
格
を
持
つ
先
輩
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
食
事
中
も
一
緒
で
し
た
」 

タ
カ
と
の
信
頼
関
係
築
く

　

ハ
リ
ス
ホ
ー
ク
は
環
境
に
順
応
し
や
す

い
そ
う
で
す
。そ
れ
で
も
ペ
ア
を
組
む
相

棒
と
し
て
信
頼
関
係
を
築
く
の
は
難
し
い

と
い
い
ま
す
。「
毎
日
2
～
3
時
間
、食
事

中
も
左
腕
に
乗
せ
、１
か
月
間
一
緒
に
過
ご

し
ま
し
た
」。警
戒
心
が
薄
れ
て
き
た
頃
、

徐
々
に
屋
外
へ
。騒
音
に
慣
れ
さ
せ
る
た

め
市
街
地
に
も
連
れ
て
出
る
な
ど
、1
年

間
か
け
て
ベ
テ
ラ
ン
の
技
を
学
び
ま
し
た
。

　
「『
人
馬
一
体
』な
ら
ぬ『
人
鷹（
じ
ん
よ

う
）一
体
』の
関
係
を
深
め
る
た
め
、自
宅
で

3
羽
の
ハ
リ
ス
ホ
ー
ク
を
飼
い
、目
の
動

き
な
ど
で
そ
の
日
の
調
子
を
つ
か
め
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」。

出
番
増
え
る〝
現
代
の
鷹
匠
〟 

「
皆
さ
ん
の
悩
み
解
消
し
た
い
」

　

害
鳥
駆
除
の
依
頼
は
年
々
増
え
て
い
ま

す
。カ
ラ
ス
退
治
は
週
に
1
回
3
時
間
程

度
活
動
。「
一
度
だ
け
で
は
効
果
が
な
く
、

1
か
月
か
ら
3
か
月
間
、定
期
的
に
飛
ば

し
て
カ
ラ
ス
に
危
険
な

場
所
だ
と
い
う
こ
と
を

認
識
さ
せ
ま
す
」。ベ
ラ

ン
ダ
の
洗
濯
物
が
汚
れ

る
な
ど
ハ
ト
の
フ
ン
害

も
深
刻
で
す
。「
な
か
な

か
手
ご
わ
い
相
手
で
、

ネ
ッ
ト
を
張
っ
て
も
思

う
よ
う
に
被
害
が
減
ら

ず
、タ
カ
に
よ
る
駆
除
の
依
頼
が
来
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」。

　

全
国
各
地
に
も
出
動
し
、駅
舎
や
野
球

場
、テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
も
活
動
し
て
き
ま

し
た
。「
珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
、漁
船
か
ら

タ
カ
を
飛
ば
し
て
海
苔（
の
り
）の
養
殖
場

に
群
が
る
カ
モ
メ
や
ウ
ミ
ウ
を
追
い
払
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
」。

　

同
じ
猛
禽
類
の
フ
ク
ロ
ウ
の
出
番
も
あ

り
ま
す
が
、調
教
し
て
い
る
た
め
カ
ラ
ス

や
ハ
ト
を
威
嚇
す
る
だ
け
で
襲
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
で
も「
狩
猟
が
解
禁
さ

れ
る
と
実
際
に
狩
り
を
さ
せ
、野
生
の
本

能
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。

　

市
内
の
点
野
地
区
は
、か
つ
て
天
皇
が
鷹

狩
り
を
し
た
猟
場
に
由
来
し
た
地
名
だ
そ

う
で
す
。寝
屋
川
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
田
中

さ
ん
は「
伝
統
的
な
仕
事
を
誇
り
に
思
っ
て

い
ま
す
。多
く
の
皆
さ
ん
の
悩
み
を
少
し
で

も
解
消
し
た
い
」と
話
し
て
い
ま
す
。

タカを放つ田中さん

田
た な か

中和
か ず ひ ろ

博さん（48歳）
左腕にタカを乗せる田中さん

鷹匠（たかじょう）

　今は大東市に住んで
いますが、寝屋川市には
北小学校を卒業するまで
いました。高学年のとき
はお笑いの世界で活躍
されている海原ともこさ
んと同じクラスで仲良く
し、今も応援しています。
　最寄りの香里園駅前
にあったスーパーにもよ
く出かけ、ガード下などで
も遊んでいました。
　100円玉を握りしめて
お菓子やおもちゃを売っ
ているお店に行くのが楽
しみでした。たこ焼きも6
個で100円でした。

私と

伝統的な仕事誇りに活躍

00

鷹匠とは
江戸時代には天皇家や大
名に仕えてタカを飼育、
調教し、鷹狩りに同行しま
した。訓練の方法などに
よって流派があり、伝統
的な技術を今に伝えてい
ます。最近は害鳥を追い
払う仕事としても注目さ
れ、女性や高校生の鷹匠
も誕生しています。
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