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五

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
の
三
位
一
体
政
策
─
㈠
戦
国
大
名
、
㈡
寺
社
、
㈢
朝
廷

支
配
の
起
点

六

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
─
譜
代
大
名
へ
の
知
行
割

序

説

近
年
の
徳
川
家
康
、
或
い
は
徳
川
幕
府
の
研
究
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ど
う

す
る
家
康
」
の
放
送
の
影
響
も
あ
っ
て
、
戦
国
大
名
と
し
て
、
さ
ら
に

源
氏
の
頭
領
と
し
て
人
間
的
に
成
長
す
る
側
面
を
強
調
す
る
傾
向
を
強

め
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
方
の
研
究
史
の
流
れ
は
、
野
口
朋
隆

の
『
徳
川
将
軍
家

総
論
編
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
二
百
六
十
年
余
り
の
長
期
政
権
の
分
析
を
焦
点
に
す
る
支
配
の
長

期
理
由
と
そ
の
根
拠
を
求
め
る
研
究
で
あ
り
、
世
襲
的
家
支
配
に
そ
の

根
拠
を
求
め
る
研
究
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
期
支
配
を
根
拠
に
す
る
な
ら
、
八
代
将
軍
吉
宗
は
本
家

か
ら
分
家
支
配
へ
の
移
行
を
象
徴
す
る
。

し
か
も
、
徳
川
十
五
代
の
各
将
軍
は
世
襲
制
支
配
を
根
拠
に
し
な
が

ら
も
、
新
時
代
へ
の
新
政
策
と
人
的
支
配
を
そ
れ
ぞ
れ
相
違
さ
せ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
統
治
と
人
的
資
源
の
支
配
と
を
純
粋
封
建
制

の
発
達
を
背
景
に
し
て
一
貫
し
て
合
理
的
支
配
体
制
の
展
開
を
分
析
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＊（おおば よしお）北海学園大学開発研究所特別研究員
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し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
こ
う
し
た
長
期
政
権
を
築
い
た
三
代
将
軍
の
独
自
な

人
的
支
配
と
純
粋
封
建
制
と
の
因
果
関
係
か
ら
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
基
盤
と

な
る
⑴
武
家
棟
領
と
し
て
の
支
配
（
家
康
）、
⑵
公
武
合
体
に
よ
る
支
配
（
秀

忠
）、
そ
し
て
⑶
新
世
人
的
資
源
経
営
へ
の
人
的
支
配
（
家
光
）
を
分
析
す
る

こ
と
を
課
題
と
す
る
。

Ⅰ

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
と
徳
義
深
厚

序
─
現
代
史
と
の
関
係

徳
川
幕
府
の
二
百
六
十
年
余
に
恒
る
長
期
政
権
の
基
盤
の
見
え
な
い
側
面
を

見
え
る
化
し
て
そ
の
実
像
を
提
示
す
る
こ
と
は
研
究
史
の
不
可
欠
な
研
究
課
題

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
初
期
の
家
康
、
秀
忠
そ
し
て
家
光
の
三
代
将
軍
の
支
配

政
策
が
そ
の
長
期
政
権
へ
の
礎

い
し
ず
え

と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
、
三
代
将
軍
の
支
配
形
態
の
実
像
を
見
え
る
化
し
て
、
呈
示
す
る
こ

と
が
徳
川
幕
府
、
或
い
は
徳
川
家
康
の
研
究
に
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
現
代
的

課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
の
日
本
は
昭
和
二
十
年
の
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
以
来
、
最
大
の
危
機
を

迎
え
、
今
や
世
界
に
冠
た
る
高
度
経
済
成
長
国
か
ら
後
進
国
並
み
の
低
成
長
国

へ
後
退
し
、
対
外
的
に
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮
そ
し
て
中
国
と
の
安
全
保
障
上
の
危

機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
内
外
の
危
機
に
拍
車
を
掛
け
て
い
る
の
は
人
口
減
少
の
急
激
な
傾

向
で
あ
る
、
現
在
の
日
本
を
再
び
高
度
経
済
成
長
国
へ
転
換
さ
せ
、
国
際
的
安

全
保
障
体
制
を
再
確
立
す
る
た
め
に
も
、
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
へ
の
研
究
か

ら
学
び
取
る
こ
と
を
不
可
欠
に
す
る
と
、
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
現
代
史
は

過
去
の
学
び
か
ら
再
生
へ
の
手
懸
り
を
求
め
る
こ
と
で
過
去
と
現
代
と
の
緊
張

関
係
を
作
る
こ
と
と
な
り
、
生
き
た
歴
史
と
し
て
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

と
す
る
な
ら
、
現
代
史
か
ら
学
ぶ
べ
き
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
に
お
け
る
人

的
支
配
と
国
民
の
安
心
立
命
の
保
障
体
制
が
三
代
将
軍
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る

が
、
と
り
わ
け
徳
川
幕
府
の
人
的
支
配
へ
の
研
究
は
不
可
欠
な
側
面
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

⚑

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
と
徳
義
深
厚

徳
川
家
康
の
研
究
に
不
可
欠
な
課
題
は
、
㈠
内
的
支
配
と
し
て
源
氏
の
頭
領

と
な
り
、
征
夷
大
将
軍
と
し
て
人
的
支
配
を
確
立
す
る
点
で
あ
り
、
㈡
外
的
支

配
と
し
て
純
粋
封
建
制
を
成
立
さ
せ
、
さ
ら
に
朱
印
船
貿
易
を
導
入
し
、
ま

た
、
金
融
・
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
康
の
研
究

は
㈠
武
家
の
頭
領
と
し
て
の
人
的
支
配
、
㈡
純
粋
封
建
制
の
成
立
と
朱
印
船
貿

易
の
導
入
と
に
よ
る
経
済
政
策
に
よ
る
支
配
の
二
点
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と

で
あ
り
、
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
へ
の
礎

い
し
ず
え

を
明
ら
か
に
す
る
点
で
も
あ
る
。

⚒

徳
川
家
康
の
人
的
支
配

一

戦
国
大
名
か
ら
征
夷
大
将
軍
へ
の
道

徳
川
家
康
は
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
十
二
月
二
六
日
、
愛
知
県
三
河

岡
崎
城
に
て
生
ま
れ
、
父
松
平
広
忠
（
十
七
歳
）
と
母
於
大
の
方
（
十
五
歳
）

に
よ
っ
て
戦
国
大
名
、
ま
た
、
源
氏
の
頭
領
の
子
と
し
て
成
長
す
る
。
戦
国
大

名
と
し
て
三
河
国
の
領
主
と
し
て
初
め
て
戦
う
の
は
十
七
歳
の
時
に
寺
部
城

（
岡
崎
）
を
攻
め
、
そ
し
て
、
終
り
の
戦
い
は
七
十
四
歳
で
の
大
阪
夏
の
陣
で

真
田
幸
村
と
激
戦
し
、
大
坂
城
を
陥
落
さ
せ
、
豊
臣
淀
君
・
秀
頼
親
子
を
自
害

(2)



さ
せ
た
戦
い
で
あ
る
。
家
康
は
十

七
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
、
人
生

の
ほ
と
ん
ど
を
戦
国
大
名
と
し
て

闘
い
続
け
る
人
生
を
送
り
、
こ
の

長
期
に
恒
る
戦
い
の
中
で
独
自
な

人
的
支
配
を
身
に
つ
け
、
戦
国
大

名
か
ら
征
夷
大
将
軍
へ
の
武
家
の

頭
領
と
し
て
全
国
統
一
を
計
る
と

同
時
に
、
江
戸
に
徳
川
幕
府
を
開

く
の
で
あ
っ
た
。
徳
川
家
康
が
岡

崎
の
地
方
領
主
か
ら
征
夷
大
将
軍

と
し
て
全
国
へ
の
天
下
人
へ
成
長

す
る
人
生
は
次
の
図
表
-⚑「
徳
川

家
康
の
戦
い
年
表
」に
示
さ
れ
る
。

家
康
は
戦
国
大
名
と
し
て
㈠
今

川
氏
真
、
㈡
武
田
信
玄
・
勝
頼
親

子
、
㈢
織
田
信
長
、
㈣
豊
臣
秀

吉
、
㈤
石
田
三
成
・
真
田
幸
村
等

の
ラ
イ
バ
ル
と
激
し
い
戦
い
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
武
田

信
玄
・
勝
頼
親
子
と
の
戦
い
は
一

進
一
退
の
展
開
と
な
り
、
家
康
の

戦
い
方
と
軍
事
力
編
成
に
影
響
を

及
ぼ
す
。
武
田
信
玄
・
勝
頼
を
支

図表-1 徳川家康の戦い年表

数え年 年号 西暦 戦い 事項
歳 一 天文十一 一五四二 十二月二六日 三河岡崎城にて誕生

父松平広忠十七歳
母於大の方（十五歳）

十七 永禄元 一五五八 二月 寺部城（岡崎）を占める
二十 〃 四 一五六一 四月 今川方と三河牛久保で戦う
二十三 〃 六 一五六三 九月 三河一向一揆 永禄七年三河一向一揆鎮圧
二十七 〃 十一 一五六八 二月 武田信玄と同盟 十二月 掛川城の今川氏真を攻める
二十八 〃 十二 一五六九 五月 今川氏真掛川城を開城（駿河今川氏滅亡）
二十九 元亀元 一五七〇 四月 織田信長の朝倉攻めに参陣。姉川の合戦に参陣
三十一 〃 三 一五七二 十二月 三方ヶ原の合戦で武田信玄に大敗。
三十二 天正元 一五七三 七月 長篠城を攻撃す。そして陥す。

九月 武田逍遥軒を破る
三十三 〃 二 一五七四 二月 高天神城を武田方に奪われる
三十四 〃 三 一五七五 五月 織田・徳川連合軍が長篠の戦で、武田勝頼を破る。
三十五 〃 四 一五七六 武田勝頼との戦いを続ける
三十六 〃 五 一五七七 武田氏との攻防を続ける。
四十 〃 九 一五八一 三月 武田勝頼の高天神城を奪還
四十一 〃 十 一五八二 七月 家康甲斐・信濃の平定に向かう。
四十三 〃 十二 一五八四 三～十一月 織田信雄に組し、小牧・長久手の合戦で豊臣秀吉と戦う。
四十四 〃 十三 一五八五 八月 真田の上田城を攻め、撃退される。
五十 〃 十九 一五九一 七～十月 秀吉の命により奥州平定に出陣。
五十一 文禄元 一五九二 三～四月 肥前名護屋に出陣、六月秀吉に朝鮮渡海を諫める。
五十九 慶長五 一六〇〇 五月 会津上杉景勝討伐を命じる

七月二十四日 石田三成挙兵、家康軍関ヶ原へ向かう 先発軍の岐阜城攻略
九月十五日 関ヶ原の合戦、小早川秀秋の内通により東軍の勝利へ。

七十三 〃 十九 一六一四 方広寺大仏殿鋳鐘問題生じる。十月大坂騒憂の報告で大坂討伐に兵を率い
る。
十二月十六日 大坂城を砲撃し、だが、淀・秀頼の講話に同意する。和議成
立。

七十四 元和元年 一六一五 五月五日、家康出陣 五月七日大坂方敗退、真田幸村と激戦する。大坂城陥
落 秀頼・淀自害。

七十五 〃 二年 一六一六 四月十七日 家康他界
（三井記念美術館『どうする家康』243-247 頁より作成）
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え
た
甲
斐
の
赤
色
軍
団
を
取
り
込
み
、
徳
川
家
康
の
基
幹
戦
闘
集
団
と
し
て
再

編
す
る
徳
川
家
康
と
井
伊
直
政
の
赤
軍
団
は
戦
国
随
一
の
軍
隊
へ
成
長
し
、
天

下
へ
の
戦
闘
軍
団
と
し
て
強
靭
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
先
頭
と
な
っ
た
の
は

井
伊
直
政
の
赤
軍
団
で
あ
り
、
武
田
軍
団
の
再
編
成
部
隊
で
も
あ
る
。

徳
川
家
康
が
戦
国
大
名
と
し
て
全
国
統
一
へ
の
道
を
歩
め
た
の
は
こ
う
し
た

武
田
軍
団
の
再
編
成
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
有
力
な
大
名
と
そ
の
家
臣
団
を
人
的

に
支
配
す
る
こ
と
に
あ
る
。
戦
国
大
名
へ
の
人
的
支
配
を
通
し
て
全
国
統
一
を

果
す
徳
川
家
康
の
人
的
支
配
に
つ
い
て
次
に
取
り
あ
げ
て
明
ら
か
に
す
る
。

二

徳
川
家
康
の
戦
国
大
名
に
対
す
る
人
的
支
配
と
徳
義
深
厚
政
策

家
康
が
戦
国
大
名
を
徳
義
深
厚
に
よ
っ
て
徳
川
支
配
の
下
に
再
編
成
し
よ
う

と
す
る
試
み
は
、
同
時
に
天
下
統
一
へ
の
道
と
し
て
開
か
れ
る
。
戦
国
大
名
を

代
表
す
る
今
川
氏
、
武
田
信
玄
、
織
田
信
長
そ
し
て
豊
臣
秀
吉
等
に
共
通
す
る

点
は
い
ず
れ
も
武
力
に
よ
る
戦
い
の
勝
利
を
目
ざ
し
、
或
い
は
同
盟
、
政
略
結

婚
を
通
し
て
の
人
的
支
配
を
特
徴
と
す
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
戦
国
大
名

の
天
運
へ
の
可
否
で
あ
り
、
武
田
信
玄
、
織
田
信
長
そ
し
て
豊
臣
秀
吉
に
代
表

さ
れ
る
戦
国
大
名
は
い
ず
れ
も
病
死
、
老
衰
死
或
い
は
下
剋
上
に
よ
る
死
と
不

運
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
家
康
は
最
も
長
生
き
し
て
最
後
の
覇

者
と
な
る
点
で
狸
親
爺
と
呼
ば
れ
る
が
、
最
後
の
勝
利
者
と
し
て
天
運
を
呼
び

込
む
大
権
化
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
徳
川
家
康
の
戦
国
大
名
と
し
て
の
徳
義

深
厚
政
策
と
人
的
支
配
政
策
と
は
戦
争
を
一
変
さ
せ
、
或
い
は
軍
を
強
靭
化
さ

せ
、
勝
利
者
へ
の
道
を
歩
ま
せ
る
推
進
力
と
な
る
。

徳
川
家
康
の
徳
義
深
厚
が
人
的
支
配
の
礎

い
し
ず
え

と
な
る
が
、
こ
の
徳
義
深
厚
は

戦
い
に
明
け
暮
れ
る
戦
国
大
名
支
配
へ
の
心
的
信
仰
心
と
し
て
次
の
よ
う
に
共

鳴
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

「
す
べ
て
御
徳
義
の
深
厚
に
お
は
し
ま
せ
し
か
ば
御
祖
先
を
い
や
ま
ひ
、
御
親
族
を

む
つ
び
給
ひ
し
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
古
き
筋
目
を
重
じ
、
故
舊
を
拾
さ
せ
給
は
ず
、

又
人
の
危
難
を
も
御
身
に
か
へ
て
。
救
は
せ
給
ひ
…
…
」

（『
徳
川
實
記
第
一
篇
』
二
八
七
頁
)

『
徳
川
實
記
』
を
資
料
に
し
て
徳
川
家
康
の
人
的
支
配
を
検
証
す
る
と
次
の

八
件
が
見
出
さ
れ
る
の
で
、
以
下
明
ら
か
に
す
る
。

⑴
「
家
康
致
力
干
今
川
氏
」（
家
康
、
今
川
氏
に
力
を
致
す
）

⑵
「
一
向
門
徒
赦
免
」（
一
向
門
徒
を
赦
免
す
）

⑶
「
夏
目
吉
信
帰
参
」（
夏
目
吉
信
帰
参
）

⑷
「
依
田
信
蕃
仕
家
康
」（
依
田
信
蕃
家
康
に
仕
え
る
）

⑸
「
家
康
庇
護
武
田
氏
遺
臣
」（
家
康
、
武
田
氏
遺
臣
を
庇
護
す
）

⑹
「
家
康
援
信
雄
抗
秀
吉
」（
家
康
、
信
雄
を
援
け
秀
吉
に
抗
う
）

⑺
「
家
康
救
解
伊
達
政
宗
」（
家
康
、
伊
達
政
宗
を
秀
吉
か
ら
救
い
解
つ
）

⑻
「
家
康
救
解
小
早
川
秀
秋
」（
家
康
、
小
早
川
秀
秋
を
石
田
三
成
か
ら
救

い
解
つ
）

以
下
⑴
～
⑻
の
資
料
内
容
の
検
証
は
次
の
よ
う
に
試
み
ら
れ
る
。

⑴
「
家
康
致
力
干
今
川
氏
」

家
康
は
今
川
義
元
の
た
め
に
大
高
城
に
軍
糧
を
運
び
入
れ
、
又
そ
の
孤
城
を
守
り
、
義

元
尾
張
の
桶
狭
間
に
て
討
死
あ
り
し
後
も
。
そ
の
子
氏
真
が
た
め
に
。
父
の
弔
合
戦
せ

ら
れ
ば
、
先
陣
に
進
み
織
田
信
長
に
矢
を
射
か
け
む
も
の
と
、
す
ゝ
め
給
ひ
し
か
ど

も
。
氏
真
軍
を
出
さ
ん
と
も
せ
ざ
り
し
か
ば
。
家
康
は
信
長
と
御
和
睦
あ
り
し
な
り
。

(4)



其
後
氏
真
は
武
田
信
玄
の
為
に
国
を
奪
は
れ
。
遠
江
国
掛
川
城
か
ら
小
田
原
へ
逃
こ
も

う
と
す
る
。
家
康
が
武
田
信
玄
と
同
盟
し
て
駿
河
国
を
手
に
入
れ
る
や
。
氏
真
に
半
国

を
わ
か
ち
授
ら
れ
ん
と
せ
し
に
。
信
長
に
反
対
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
氏
真
は
京
摂
を
徘

徊
し
、
つ
い
に
家
康
の
浜
松
城
に
来
て
寄
食
し
て
。
氏
真
が
不
幸
を
あ
わ
れ
ま
せ
給

ひ
。
五
百
石
賜
ひ
て
老
を
養
は
せ
ら
れ
。
其
孫
刑
部
大
輔
直
房
。
二
男
新
六
郎
高
久
。

み
な
御
家
人
と
し
て
め
し
つ
か
は
る
（
高
家
の
今
川
。
品
川
は
こ
の
末
な
り
）

⑵

一
向
門
徒
赦
免

三
河
に
て
一
向
門
徒
一
揆
を
起
こ
し
た
が
。
既
に
家
康
軍
の
前
に
帰
降
し
奉
り
。
そ
の

う
ち
に
て
巨
魁
た
る
も
の
百
人
ば
か
り
岡
崎
に
め
し
呼
は
れ
。
御
直
に
仰
け
る
は
。
汝

等
こ
た
び
宗
門
に
く
み
し
譜
代
の
主
に
敵
せ
し
は
。
大
逆
無
道
と
い
へ
ど
も
。
高
き
も

い
や
し
き
も
こ
の
世
は
か
り
の
世
に
て
来
ん
世
は
長
し
。
ゆ
へ
に
わ
れ
ら
を
か
り
の
主

人
。
彌
陀
は
な
が
き
世
の
主
と
思
ひ
な
せ
し
汝
等
が
こ
ゝ
ろ
さ
も
あ
る
べ
し
。
よ
っ
て

い
づ
れ
も
御
ゆ
る
し
あ
る
か
ら
は
、
我
に
を
い
て
い
さ
さ
か
も
舊
怨
を
お
も
は
ず
。
汝

等
も
ま
た
是
迄
の
ご
と
く
本
心
に
立
か
へ
り
。
少
し
も
心
隔
て
ず
忠
勤
を
励
む
べ
し
。

こ
の
旨
末
々
ま
で
あ
ま
ね
く
い
ひ
し
ら
せ
。
い
づ
れ
も
安
心
せ
ん
や
う
に
い
た
す
べ
し

と
仰
諭
さ
れ
し
か
ば
。
か
の
者
ど
も
か
し
こ
さ
の
あ
ま
り
。
感
涙
に
た
へ
ず
し
て
御
前

を
ま
か
で
し
と
な
ん
。

⑶

夏
目
吉
信
帰
参
（
後
に
三
方
が
原
の
戦
で
家
康
の
影
武
者
と
し
て
忠
死
を
遂
げ
る
）

夏
目
次
郎
左
衛
門
吉
信
は
一
向
門
徒
で
一
族
多
き
も
の
な
れ
ば
、
深
溝
の
松
平
主
殿
助

伊
忠
と
常
に
戦
ひ
け
り
。
伊
吉
吉
信
が
押
寄
け
れ
ば
、
吉
信
う
ち
負
て
、
針
崎
の
寺
中

に
隠
け
る
を
。
伊
忠
、
其
旨
を
岡
崎
に
注
進
し
、
御
下
知
を
待
つ
。
君
そ
の
ま
ゝ
助
命

せ
し
む
べ
し
と
仰
せ
に
。
伊
忠
は
囲
を
解
て
引
か
し
ぬ
。
吉
信
は
命
助
か
り
。
御
恩
愛

の
主
君
に
む
か
ひ
。
主
君
の
御
用
に
立
て
。
こ
の
身
を
果
し
給
へ
と
仏
に
む
か
ひ
お
が

み
、
後
年
三
方
が
原
の
戦
で
負
け
る
際
、
主
君
の
身
返
り
の
影
武
者
と
な
っ
て
主
君
の

御
用
に
立
て
。
こ
の
身
を
果
し
給
へ
と
忠
死
を
遂
し
は
。
全
く
こ
の
お
り
の
御
厚
恩
に

む
く
ひ
た
て
ま
つ
り
し
な
り
。

⑷

依
田
信
蕃
仕
家
康

依
田
右
衛
門
佐
信
蕃
は
じ
め
武
田
が
旗
下
に
属
し
信
州
田
中
城
を
守
り
年
比
防
戦
し
た

る
が
。
勝
頼
ほ
ろ
び
て
後
や
う
や
く
城
を
家
康
に
明
渡
し
。
御
旗
下
に
属
せ
ん
と
す
。

か
か
る
所
に
織
田
右
府
（
信
長
）
よ
り
使
も
て
信
蕃
を
招
か
る
。
右
府
に
し
た
が
は
ざ

ら
ん
に
は
。
右
府
怒
っ
て
徳
川
殿
に
害
を
な
さ
ん
と
。
し
か
し
右
府
汝
を
に
く
む
事
甚

し
。
家
康
案
じ
て
早
く
身
を
山
林
に
か
く
し
時
節
を
待
べ
し
と
仰
な
り
。
後
に
織
田
殿

事
あ
り
し
（
京
・
本
能
寺
の
変
）
後
。
信
蕃
・
當
家
に
参
り
軍
忠
を
つ
く
し
。
天
正
十

一
年
（
一
五
八
三
）
二
月
信
州
岩
城
の
城
攻
に
、
兄
弟
三
人
と
も
に
鉄
砲
に
中
り
討
死

し
け
れ
ば
。
珠
に
御
悼
惜
あ
り
て
。
信
藩
が
両
児
を
召
て
御
称
号
御
諱
字
た
ま
わ
り
、

兄
を
源
十
郎
康
國
、
弟
を
新
六
郎
康
貞
と
て
。
父
が
遺
領
に
ま
し
て
十
萬
石
賜
は
り
し

と
ぞ
。

⑸

家
康
庇
護
武
田
氏
遺
臣

信
長
、
武
田
の
遺
臣
武
名
あ
る
も
の
は
。
み
な
捜
出
し
て
死
刑
に
行
は
ん
と
せ
し
か

ば
。
君
不
便
に
お
ぼ
し
め
し
。
三
枝
土
佐
守
虎
吉
を
ば
駿
河
の
藤
枝
東
雲
寺
に
隠
れ
し

め
。
武
川
の
諸
士
は
遠
州
桐
山
に
蟄
居
せ
し
め
。
岡
部
次
郎
右
衛
門
正
綱
、
渡
辺
囚
獄

正
等
も
。
そ
れ
ぞ
れ
御
扶
持
あ
り
し
か
ば
。
甲
信
の
者
共
み
な
御
仁
恵
を
か
し
こ
み
、

御
領
国
に
ひ
そ
ま
り
居
て
。
時
節
を
ま
つ
も
の
多
か
り
し
と
な
り
。
後
に
、
武
田
家
臣

は
家
康
に
採
用
さ
れ
、
家
康
軍
の
強
靭
な
中
心
部
隊
と
な
る
。

⑹

家
康
援
信
雄
抗
秀
吉

羽
柴
筑
前
守
秀
吉
既
に
主
の
仇
明
智
日
向
守
光
秀
を
誅
戮
し
。
武
名
天
下
に
か
く
れ
な

し
。
織
田
信
雄
は
主
家
の
事
な
れ
ば
、
表
に
崇
敬
す
る
さ
ま
な
れ
ど
。
う
ち
に
は
こ
れ

を
も
傾
覆
せ
ば
や
と
計
策
を
め
ぐ
ら
し
。
信
雄
が
家
の
長
た
る
津
川
玄
蕃
を
は
じ
め
、

三
人
の
老
臣
共
を
反
間
も
て
誅
戮
せ
し
め
。
信
雄
大
に
恐
れ
。
家
康
に
こ
た
び
の
危
急

を
救
わ
せ
給
へ
と
頼
み
た
て
ま
つ
れ
ば
。
家
康
あ
わ
れ
と
お
ぼ
し
め
し
。
窮
困
す
る
を

見
て
救
は
ざ
ら
ん
は
。
武
士
の
本
意
に
あ
ら
ず
と
宣
ひ
て
。
彼
使
に
向
は
せ
給
ひ
。
秀

吉
大
軍
と
い
へ
ど
も
さ
ら
に
恐
る
ゝ
に
た
ら
ず
。
い
さ
ゝ
か
御
心
を
労
し
給
ふ
な
と
復

命
あ
り
し
か
ば
。
信
雄
は
さ
ら
な
り
。
其
家
の
子
郎
等
ど
も
迄
大
い
に
喜
ぶ
。

(5)
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⑺

家
康
救
解
伊
達
政
宗

伊
達
政
宗
は
九
戸
一
揆
の
事
に
よ
り
、
豊
臣
太
閤
の
勘
事
を
蒙
り
、
京
に
め
し
上
せ
ら

れ
。
奥
の
旧
領
を
転
じ
て
伊
予
の
国
へ
所
替
命
せ
ら
れ
し
か
ば
。
政
宗
は
じ
め
そ
の
家

人
等
ま
で
い
づ
れ
も
當
惑
し
。
た
ゞ
茫
然
と
し
て
あ
り
し
が
、
政
宗
き
と
お
も
ひ
か
え

し
。
家
人
伊
達
上
野
に
今
一
人
を
そ
へ
て
當
家
へ
参
ら
せ
。
政
宗
今
後
殿
下
の
厳
譴
を

蒙
り
。
家
の
存
亡
た
ゞ
此
時
に
極
れ
り
。
あ
は
れ
願
く
は
洪
慈
の
御
は
か
ら
ひ
あ
り

て
。
と
も
か
う
も
よ
き
に
救
は
せ
給
へ
と
い
へ
り
。
家
康
、
秀
吉
に
歎
訴
す
る
所
を
不

便
に
お
ぼ
し
な
ば
。
此
度
は
ま
づ
ま
げ
て
御
ゆ
る
し
蒙
る
べ
き
に
や
と
宣
ひ
し
か
ば
。

太
閤
し
ば
し
思
案
せ
ら
れ
。
政
宗
が
事
は
徳
川
殿
の
は
か
ら
ひ
の
ま
ゝ
た
る
べ
し
と

て
。
国
替
の
事
は
と
ゞ
め
ら
れ
。
日
を
経
て
勘
事
も
ゆ
り
し
か
ば
。
政
宗
大
に
仰
ぎ
地

に
ふ
し
て
。
再
生
の
御
恩
を
か
し
こ
み
し
と
な
ん
。

⑻

家
康
救
解
小
早
川
秀
秋

金
吾
秀
秋
、
朝
鮮
の
惣
督
と
し
て
か
の
地
に
押
渡
り
。
蔚
山
の
後
巻
し
て
は
な
れ
た
る

戦
し
、
武
名
を
異
域
に
あ
ら
は
せ
り
、
し
か
る
を
石
田
三
成
太
閤
へ
あ
し
ざ
ま
に
い
ひ

な
せ
し
ゆ
へ
。
秀
秋
帰
朝
の
ゝ
ち
太
閤
け
し
き
よ
か
ら
ず
。
秀
秋
の
此
度
の
挙
動
軽
忽

に
し
て
。
大
将
た
ら
む
者
の
さ
ま
な
ら
ず
と
い
は
れ
て
恩
典
に
も
及
ば
ず
。
秀
秋
大
に

い
か
り
、
太
閤
の
前
に
て
既
に
石
田
を
打
果
さ
ん
と
せ
し
か
ば
、
君
も
そ
の
場
に
お
は

し
て
お
し
と
ど
め
給
ひ
。
そ
の
後
太
閤
よ
り
尼
孝
蔵
主
も
て
。
秀
秋
が
こ
た
び
の
失
躰

に
よ
て
。
領
国
筑
前
を
転
じ
て
、
越
前
に
う
つ
さ
る
べ
し
と
の
事
な
り
。
君
又
秀
秋
を

な
だ
め
ら
れ
。
仰
の
趣
謹
で
承
り
ぬ
と
申
さ
せ
給
ひ
。

や
が
て
秀
秋
と
打
つ
れ
て
参
ら
せ
給
へ
ば
、
太
閤
も
こ
ゝ
ろ
よ
く
た
い
め
有
て
。
秀
秋

が
朝
鮮
の
軍
功
を
賞
せ
ら
れ
。
さ
ま
ざ
ま
な
賜
物
あ
り
。
秀
秋
、
こ
の
御
恩
い
つ
の
世

に
か
亡
る
べ
き
。
報
じ
ま
い
ら
せ
ん
と
き
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
と
申
せ
し
が
。
果
し
て
後

関
原
の
役
に
東
国
の
御
味
方
し
。
上
方
勢
の
後
よ
り
切
て
か
ゝ
り
し
は
。
こ
の
と
き
の

御
恩
に
報
は
ん
と
の
本
意
な
り
し
と
ぞ
。

⑴
の
家
康
は
今
川
家
に
人
質
と
し
て
竹
千
代
時
代
を
過
ご
し
、
今
川
家
に
恩

を
受
け
、
そ
の
報
恩
の
た
め
武
田
信
玄
に
滅
ぼ
さ
れ
た
今
川
氏
真
の
救
済
と
駿

府
城
返
還
を
試
み
る
が
拒
否
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
家
康
は
今
川
家
の
孫
刑
部
大

輔
直
房
と
二
男
新
太
郎
高
久
を
御
家
人
と
し
て
家
臣
に
組
み
入
れ
、
ま
た
、
五

百
石
を
今
川
氏
真
に
与
え
、
支
え
る
の
で
あ
っ
た
。

⑵
家
康
は
三
河
の
一
向
門
徒
一
揆
を
浄
土
宗
の
教
え
に
叛そ

む

く
大
逆
無
道
で
あ

る
と
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
家
康
は
こ
の
世
は
仮
の
世
で
安
心
立
命
の
本
心
に

返
る
べ
し
と
諭
し
、
弥
陀
を
世
の
主
と
思
ひ
、
忠
勤
に
励
む
べ
し
と
諭
し
て
釈

放
し
、
岡
崎
城
主
の
徳
川
家
へ
の
支
配
の
綱
の
中
に
包
み
込
み
、
宗
徒
と
し
て

の
生
活
に
立
ち
返
ら
せ
た
。

⑶
夏
目
吉
信
は
三
方
が
原
の
戦
い
で
武
田
信
玄
に
敗
北
し
、
一
命
を
落
と
す

寸
前
の
家
康
を
救
う
べ
く
、
影
武
者
と
な
っ
て
代
り
に
敵
に
討
た
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
夏
目
吉
信
の
こ
う
し
た
犠
牲
を
払
う
の
は
若
い
時
に
深
溝
の
松
平
伊

忠
と
戦
っ
て
破
れ
た
の
を
家
康
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
こ
と
へ
の
恩
に
報
い
る

忠
死
で
あ
っ
た
。

⑷
依
田
信
蕃
は
武
田
信
玄
、
勝
頼
の
家
臣
と
し
て
活
躍
し
、
注
目
さ
れ
る
武

士
で
あ
っ
た
。
武
田
勝
頼
の
敗
戦
の
中
で
、
依
田
信
蕃
は
徳
川
家
康
に
招
か
れ

た
が
、
織
田
信
長
か
ら
も
誘
い
を
受
け
、
拒
否
す
る
と
信
長
の
怒
り
を
買
い
、

家
康
の
図は

か

ら
い
で
身
を
隠
し
た
。
本
能
寺
の
変
後
に
依
田
信
蕃
が
家
康
軍
に
忠

を
尽
し
、
天
正
十
一
年
信
州
岩
城
攻
め
で
戦
死
す
る
や
、
家
康
は
兄
源
十
郎
康

國
と
弟
新
六
郎
康
貞
を
父
の
遺
領
を
継
が
せ
、
十
万
石
を
与
え
る
の
で
あ
っ

た
。⑸

家
康
は
織
田
信
長
に
よ
る
武
田
家
の
遺
臣
で
あ
る
三
枝
虎
吉
、
武
川
の
諸

士
、
岡
部
正
綱
そ
し
て
渡
辺
囚
獄
正
等
の
死
刑
か
ら
救
い
、
家
臣
と
し
て
再
編

し
、
武
田
家
臣
の
再
編
を
果
た
し
て
軍
の
強
靭
化
に
努
め
、
天
下
統
一
へ
一
歩

(6)



を
進
め
た
の
で
あ
る
。

⑹
家
康
は
豊
臣
秀
吉
が
織
田
信
長
の
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
嫡
男
で
あ
る
織

田
信
雄
を
傾
覆
し
よ
う
と
策
を
巡
ら
せ
て
い
る
の
を
救
い
、
保
護
し
、
徳
川
幕

府
の
家
臣
団
へ
編
成
し
、
人
的
支
配
を
強
め
た
。

⑺
豊
臣
秀
吉
は
九
戸
一
揆
を
鎮
圧
し
た
伊
達
政
宗
へ
怒
り
、
四
国
伊
予
へ
の

配
置
を
命
じ
た
。
政
宗
は
伊
達
家
の
存
亡
に
立
た
さ
れ
た
た
め
、
家
康
に
助
け

を
求
め
た
。
こ
れ
を
受
け
、
家
康
は
豊
臣
秀
吉
に
配
置
替
え
の
「
御
ゆ
る
し
蒙

る
べ
き
に
や
と
宣
ひ
か
ば
」
と
願
い
出
て
、
救
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
伊

達
政
宗
は
外
様
大
名
と
し
て
譜
代
大
名
以
上
に
徳
川
幕
府
に
忠
臣
と
し
て
仕

え
、
人
的
支
配
の
礎

い
し
ず
え

と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

⑻
徳
川
家
康
が
関
ヶ
原
の
戦
い
で
西
軍
の
将
で
あ
る
小
早
川
秀
秋
の
寝
返
り

に
よ
っ
て
勝
利
を
得
た
の
も
家
康
の
人
的
支
配
へ
の
徳
義
深
厚
に
よ
る
結
果
で

あ
っ
た
。
小
早
川
秀
秋
も
徳
川
家
康
の
徳
義
深
厚
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
一
人
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
早
川
秀
秋
は
、
朝
鮮
・
明
へ
の
征
討
軍
惣
督
と
し
て
派

遣
さ
れ
、
渡
海
し
て
戦
さ
に
武
名
を
挙
げ
て
い
た
が
、
し
か
し
「
石
田
三
成
太

閤
へ
あ
し
ざ
ま
に
い
ひ
な
せ
し
」
に
よ
っ
て
怒
り
を
買
い
筑
前
か
ら
越
前
へ
の

転
封
を
命
じ
ら
れ
た
。
秀
秋
か
ら
助
力
を
求
め
ら
れ
た
家
康
は
そ
の
徳
義
深
厚

か
ら
豊
臣
秀
吉
に
再
考
し
て
御
ゆ
る
ひ
を
乞
う
助
命
嘆
願
を
願
い
出
て
、
受
け

入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
家
康
へ
の
御
恩
に
秀
秋
は
「
報
じ
ま
い
ら
せ
ん
」

と
深
く
胸
に
刻
み
込
む
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
小
早
川
秀
秋
は
「
関
原
の
役

に
東
軍
の
味
方
を
し
、
上
方
勢
の
後
よ
り
切
て
か
ゝ
り
し
は
。
こ
の
と
き
の
御

恩
に
報
は
ん
と
の
本
意
な
り
し
と
ぞ
」
の
結
果
で
あ
っ
た
。
多
く
の
戦
い
の
中

で
徳
川
家
康
が
徳
義
深
厚
か
ら
戦
国
大
名
と
し
て
勝
ち
続
け
た
の
も
人
的
支
配

の
功
徳
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
織
田
信
長
、
武
田
信
玄
そ
し
て
豊
臣
秀
吉

を
越
え
る
天
運
を
招
く
徳
義
を
信
条
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

徳
川
家
康
が
全
国
を
統
一
し
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た
の
は
天
運
と
徳
義
に
恵

ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
が
、
と
同
時
に
、
天
下
万
民
の
安
心
立
命

を
願
う
信
仰
心
に
由
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
家
康
の
「
大
権
言
」
へ
の
宣
言

は
天
下
万
民
の
「
悉
皆
成
仏
」
す
る
こ
と
を
徳
川
幕
府
の
人
的
支
配
の
精
神
と

す
る
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

⑼

家
康
重
諸
宗
門

駿
河
に
あ
る
浄
土
の
僧
申
上
し
は
。
佛
道
も
そ
の
は
じ
め
は
釋
迦
の
一
法
に
出
し
が
。

末
流
と
な
り
て
は
を
の
が
じ
ゝ
諸
宗
に
分
れ
た
り
。
こ
れ
を
学
ぶ
も
の
ゝ
。
も
と
は
一

法
な
れ
ば
。
何
れ
を
習
ふ
も
同
じ
事
と
思
ひ
取
て
。
諸
宗
の
わ
い
た
め
な
く
博
雑
に
学

ぶ
は
。
い
と
よ
か
ら
ぬ
事
な
り
。
わ
が
念
仏
宗
に
て
は
誠
に
嫌
ふ
よ
し
を
申
す
。
君
こ

れ
を
聞
せ
ら
れ
。
仏
道
に
も
か
ぎ
ら
ず
萬
の
技
芸
の
道
も
。
た
ゞ
一
筋
に
お
も
ひ
入
て

学
ば
ね
ば
。
な
り
が
た
き
も
の
な
り
。
お
ほ
よ
そ
後
世
を
願
ふ
に
も
。
其
身
の
高
下
に

よ
り
て
異
な
り
。
己
が
一
身
ば
か
り
後
世
を
願
ふ
は
。
そ
の
帰
依
す
る
所
の
宗
門
に
て

得
度
す
べ
き
な
り
。
天
下
国
家
の
主
と
し
て
は
。
人
を
す
て
ゝ
を
の
れ
ば
か
り
成
仏
せ

む
と
お
も
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
天
下
万
民
を
し
て
悉
皆
成
仏
せ
し
め
ん
と
思
ふ
大
願
を

立
ね
ば
か
な
わ
ず
。
古
今
の
宗
門
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
れ
た
る
を
。
上
た
る
人
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
を
立
置
て
。
銘
々
の
宗
に
よ
て
普
く
引
導
化
度
せ
し
む
る
を
も
て
。
天
下
を
治
る

上
の
大
願
と
い
ふ
べ
き
な
り
と
宣
へ
ば
。
か
の
僧
も
盛
慮
の
寛
宏
に
し
て
。
弘
済
の
大

徳
お
は
し
ま
す
事
よ
と
て
。
一
か
た
な
ら
ず
感
じ
た
て
ま
つ
り
し
と
ぞ
。

（
前
掲
書
、
299
頁
)
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三

家
康
の
人
的
支
配
と
徳
義
深
厚

㈠

徳
川
家
康
の
家
系
図
─
天
下
統
一
へ
の
松
平
家
血
脈
の
相
承
─

徳
川
家
康
の
家
系
図
は
親
氏
か
ら
八
代
目
の
流
れ
を
受
け
継つ

い
で
次
の
図

表
-⚒
と
な
る
。

岩
津
城
を
支
配
し
た
の
は
二
代
泰
親
で
あ
り
、
さ
ら
に
山
下
に
も
砦
を
設
け

て
岩
津
城
の
援
護
に
充
て
た
。
ま
た
泰
親
は
信
光
の
安
祥
城
攻
撃
を
助
け
た
。

信
光
は
三
男
の
親
忠
を
安
祥
城
に
据
え
、
守
ら
し
め
た
。
信
光
は
安
祥
攻
略
に

次
い
で
、
岡
崎
城
攻
め
に
力
を
注
い
だ
。
岡
崎
城
主
西
郷
正
衛
門
頼
嗣
は
降
伏

し
信
光
に
明
け
渡
し
た
。
こ
こ
に
松
平
氏
は
岡
崎
城
を
拠
点
に
し
て
戦
国
大
名

へ
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
信
光
は
親
忠
に
岡
崎
城
を
相
続
さ
せ
る
。
松
平
和
泉
守
源
信
光
は
源

氏
の
武
家
と
し
て
子
孫
に
対
し
て
国
家
を
治
め
、
万
民
を
安
ん
じ
る
事
を
祈
願

し
、
子
孫
に
そ
の
実
現
へ
の
望
み
を
托
し
た
。

家
康
は
信
光
─
親
忠
の
家
系
を
継
承
し
、
源
氏
の
頭
領
と
し
て
天
下
統
一
へ

の
先
祖
の
遺
言
を
実
行
へ
移
す
血
筋
の
正
統
性
を
付
与
さ
れ
、
か
く
て
、
天
下

統
一
を
行
な
う
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

松
平
信
光
が
子
孫
へ
の
遺
言
と
し
て
、
子
孫
に
よ
る
天
下
統
一
へ
の
信
託
は

八
代
目
家
康
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
次
の
家
康
の
子
孫
へ
の

遺
言
は
征
夷
大
将
軍
の
地
位
を
世
襲
化
し
、
永
続
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

た
め
、
家
康
は
亡
く
な
る
前
に
、
天
台
血
脈
の
相
承
を
慶
長
十
九
年
五
月
二
十

一
日
天
海
と
の
間
に
結
び
、
天
台
宗
へ
帰
依
し
た
。
家
康
は
天
海
を
戒
師
と

し
、
門
葉
の
優う

婆ば

塞そ
く

（
仏
教
信
者
）
と
な
っ
て
、「
二
世
悉し

っ

地ち

の
相
続
を
終
了

し
た
」（『
日
光
市
史
』
中
巻
、
86
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
家
康
は
元
和

元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
二
日
ま
で
、「
顕け

ん

・
密み

つ

・
禅ぜ

ん

の
三
教
一
致
の
玄
旨
、

＊

成
譽
慶
門

信
康 

源
次
郞

廣
忠 

次
郞
三
郞

康
孝 

十
郞
三
郞

信
孝 

藏
人

淸
康 

世
良
田
次
郞
三
郞

利
長 

彥
四
郞

義
春 

甚
太
郞

親
盛 

左
京
亮

信
定 

内
膳
正

信
忠 

左
近
藏
人
佐

樵

惠
最

家
康 
竹
千
代
、
元
信
、
元
康

忠
政 
右
京
大
夫

乘
淸 

加
賀
右
衞
門

張
忠 

左
京
亮

長
家 

左
馬
助

親
光 

刑
部
丞

超
譽
存
牛

親
房 

玄
蕃
允

長
親 

藏
人
、
出
雲
守

乘
元 

加
賀
守

等
信
光
の
子
な
り
と
傳
ふ

親
光 

宮
内

親
世 

次
郞

光
算 

七
郞
右
衞
門

算
則 

彌
四
郞

親
勝 

八
郞
五
郞

な
ほ
親
正 

修
理
進

家
勝 

美
作
守

光
親 

次
郞
左
衞
門

元
芳 

彌
三
郞

親
則 

備
中
守

光
央 

八
郞
右
衞
門

昌
龍
光
重 

紀
伊
守

與
嗣 

佐
渡
守

親
忠 

左
京
進
　
右
京
亮

守
家 

左
京
亮

親
長 

修
理
亮

久
親 

備
中
守

家
弘 

筑
前
守

家
久 

出
雲
守

益
親 

遠
江
守

敎
然
良
頓

信
光 

和
泉
守

信
廣 

太
郞
左
衞
門

泰
親 

太
郞
左
衞
門

弟
や
す
ち
か

親
氏 

太
郞
左
衞
門

兄
ち
か
う
じ

図表-2 徳川家の系図

（『徳川家康と其周囲』上巻より作成）
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山さ
ん

王の
う

一い
ち

実じ
つ

神し
ん

道と
う

の
奥
儀
を
極
め
」（
前
掲
書
86
頁
）
る
の
で
あ
る
。
家
康
は
こ

の
天
台
血
脈
を
相
承
す
る
こ
と
で
、
天
台
宗
の
儀
式
に
基
づ
く
東
宮
の
造
営
を

遺
言
し
、
さ
ら
に
、
大
権
言
に
な
っ
て
徳
川
家
の
血
脈
相
承
を
見
守
る
遺
言
を

残
す
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
家
康
は
神
号
の
大
権
言
に
秀
忠
の
選
ん
だ
「
東

照
」
を
冠
し
、「
東
照
大
権
現
」
の
神
号
を
付
与
さ
れ
る
。
な
お
。「
東
照
」
と

は
、
東
に
照
る
薬
師
如
来
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
薬
師
如
来
は
家
康
の
本

地
仏
と
な
り
、
東
方
薬
師
瑠
璃
光
如
来
の
こ
と
で
、
東
の
方
の
浄
土
の
仏
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
東
照
大
権
言
」
と
は
薬
師
如
来
に
結
び
つ
い
た
神
号
で
あ

る
。
こ
う
し
た
「
東
照
大
権
言
」
は
神
仏
混
合
の
神
道
で
、
天
海
の
山
王
一
実

神
道
の
教
え
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
、
家
康
の
神
号
を
巡
る
論
争
は
結
着
す
る
。

す
な
わ
ち
、
豊
臣
秀
吉
が
人
格
を
神
へ
転
化
し
て
豊
国
神
社
に
祭
ら
れ
る
の
に

続
け
て
、
家
康
は
「
東
照
大
権
言
」
と
し
東
照
宮
に
祭
ら
れ
、
二
人
目
と
な
る
。

神
号
論
争
は
、
天
海
の
「
大
権
言
」
に
対
し
て
、
金
地
院
崇
伝
、
吉
田
神

道
、
星
野
閑
斎
、
林
羅
山
は
「
大
明
神
」
説
を
唱
え
、「
神
と
し
て
祭
る
神
位
」

論
争
と
し
て
対
立
を
深
め
た
の
で
あ
る
。

神
号
論
争
は
「
何
も
彼
も
南
光
坊
（
天
海
）
の
神
道
と
相
聞
え
申
候
」
と
次

の
よ
う
に
結
着
し
た
。

相し
ょ
う

国こ
く

様
（
家
康
）
御
神
号
の
こ
と
、
東
照
大
権
現
、
日
本
大
権
現
、
威
霊
大
権
現
、

東
光
大
権
現
、
右
四
つ
の
内
、
何い
ず
れ

へ
成な
り

共と
も

、
将
軍
様
次
第
に
定
さ
せ
ら
れ
候
様
に
と
、

内な
い

證し
ょ
う

遊
ば
さ
れ
禁
中
よ
り
仰
出
さ
れ
ず
候
。
伝で
ん

奏そ
う

衆
下げ

向こ
う

候
は
ば
、
御ご

雙そ
う

談だ
ん

に
て
相

定
べ
く
候
と
存
候
。
吉
田
殿
は
指さ
し

出い
で

ら
れ
ず
、
何
も
彼
も
南
光
坊
（
天
海
）
の
神
道
と

相
聞
へ
申
候

（『
本
朝
国
師
日
記
』)

（
前
掲
書
86
頁
)

㈡

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
の
礎

い
し
ず
え

─
今
川
・
武
田
・
北
條
の
婚
因
同
盟

と
そ
の
帰
属

徳
川
家
康
が
岡
崎
城
主
の
地
方
豪
族
か
ら
戦
国
大
名
へ
成
長
す
る
礎

い
し
ず
え

と

な
っ
た
の
は
岡
崎
城
を
取
囲
む
今
川
・
武
田
・
北
條
の
婚
因
同
盟
を
人
的
に
支

配
し
、
有
力
な
家
臣
を
徳
川
軍
に
再
編
成
す
る
こ
と
で
戦
国
最
強
の
軍
団
へ
強

靭
化
す
る
の
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。

次
の
図
表
-⚓
は
今
川
・
武
田
・
北
條
の
婚
因
同
盟
で
あ
る
。

今
川
義
元
、
武
田
信
虎
そ
し
て
北
條
氏
康
は
徳
川
家
康
の
三
河
を
囲
む
戦
国

大
名
の
最
強
軍
団
を
誇
り
、
徳
川
家
康
と
深
い
関
係
と
運
命
を
共
に
す
る
戦
国

大
名
で
あ
る
。
既
に
前
述
し
た
よ
う
に
徳
川
家
康
は
没
落
す
る
今
川
義
元
へ
の

恩
顧
に
報
い
る
た
め
、
そ
の
子
弟
と
家
臣
団
を
徳
川
家
臣
団
に
編
成
し
、
氏
真

に
は
五
百
石
を
給
し
、
幼
い
竹
千
代
時
代
の
恩
に
報
い
る
の
で
あ
る
。

家
康
は
一
時
武
田
信
玄
と
同
盟
し
、
今
川
義
元
と
対
決
し
、
遠と

う

江と
み

地
方
を
占

領
す
る
。
家
康
は
織
田
信
長
と
組
ん
で
、
武
田
勝
頼
を
攻
め
滅
ぼ
す
の
に
一
歩

踏
み
込
む
。
他
方
、
武
田
勝
頼
は
織
田
・
徳
川
軍
の
攻
撃
を
予
想
し
、
天
正
九

の
ち
武
田
勝

賴
に
嫁
し
、

多
野
に
於
て

勝
賴
に
殉
す
。

女
子

母
は
晴
信
の
女

氏
直

今
川
氏
眞
の
室

女
子

母
は
氏
親
の
女

室
は
武
田
晴
信
の
女

氏
政

義
元

の
父

室
は
今
川
上
總
介
氏
親
　
　
の
女

北
條
氏
康

北
條
左
京
大
夫
氏
政
室

女勝
賴

永
祿
十
年
十
月
十
九
日
死
、

室
は
今
川
義
元
の
女

義
信

女
　
今
川
義
元
の
室

信
玄

晴
信

武
田
信
虎

武
田
太
郞
義
信
の
室

女

母
は
信
虎
の
女

室
は
北
條
氏
政
の
女

氏
眞

室
は
武
田
陸
奧
守
信
虎
の
女

今
川
義
元

図表-3 今川・武田・北條の婚因同盟

（前掲書、252 頁より作成）
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年
（
一
五
八
一
）
甲
州
韮
崎
に
城
を
築
い
た
。
守
り
に
入
っ
た
理
由
は
穴
山
梅

雪
の
助
言
に
依
っ
た
。
既
に
武
田
勝
頼
は
北
條
氏
と
敵
対
関
係
と
な
り
、
今
川

氏
も
滅
び
、
孤
立
化
を
狙
っ
た
信
長
と
家
康
の
甲
州
討
入
に
よ
っ
て
滅
ぶ
の
で

あ
る
。

家
康
は
駿
府
城
を
占
領
す
る
や
、
今
川
氏
真
に
駿
府
城
を
与
え
よ
う
と
考

え
、
昔
の
恩
顧
に
報
い
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
家
康
は
駿
府
か
ら
甲
州
攻
め
を
開
始
し
、
江
尼
城
を
降
伏
さ
せ
、
穴
山
梅

雪
、
長
坂
血
槍
九
郎
信
宅
、
岡
崎
次
郎
右
衛
門
正
綱
、
依
田
信
蕃
等
を
家
康
の

家
臣
と
し
た
。
さ
ら
に
、
家
康
は
沼
津
城
の
伊
豆
衆
を
も
採
用
し
た
。
信
長
軍

は
甲
州
の
奥
深
く
攻
め
、
信
忠
の
高
遠
城
を
占
拠
し
た
。
こ
の
高
遠
城
の
陥
落

は
武
田
勝
頼
の
敗
北
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
勝
頼
は
天
正
十
年
三
月

真
田
昌
幸
親
子
の
勧
め
で
上
州
吾
妻
郡
岩
櫃
城
へ
退
く
こ
と
を
決
意
し
た
が
、

嫡
子
信
勝
に
反
対
さ
れ
、
新
府
に
留
ま
る
。
そ
の
後
、
信
長
・
家
康
軍
の
前

に
、
武
田
勝
頼
は
田
野
で
自
害
す
べ
く
切
腹
し
た
。
勝
頼
三
十
七
歳
、
そ
の
子

信
勝
は
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
勝
頼
の
先
室
は
織
田
信
長
の
姪
で
、
信
長
養
女
と

し
て
勝
頼
に
嫁と

つ

が
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
信
勝
を
生
む
と
亡
く
な
っ
た
。
北
條

氏
は
甲
相
和
睦
を
結
ん
だ
こ
と
か
ら
勝
頼
に
小
田
原
へ
戻
る
よ
う
勧
め
た
。
し

か
し
拒
ん
だ
こ
と
か
ら
か
く
て
、
武
田
家
廿
七
代
は
遂
に
亡
び
る
の
で
あ
っ

た
。本

能
寺
の
変
、
明
智
光
秀
と
豊
臣
秀
吉
の
山
崎
の
戦
い
の
後
、
家
康
は
甲
信

経
営
に
乗
り
出
し
、
甲
州
の
鎮
撫
に
全
力
を
注
ぎ
、
秀
吉
と
天
下
を
二
分
す
る

の
で
あ
る
。

㈢

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
─
武
田
家
臣
団
小
人
頭
の
編
入
─

信
長
の
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
や
、
甲
信
の
地
は
混
乱
し
、
一
方
で

上
杉
景
勝
を
頭
に
す
る
旧
武
田
家
臣
団
と
家
康
の
穴
山
衆
と
は
甲
信
経
営
を

巡
っ
て
対
立
し
た
。
家
康
は
深
志
城
の
旧
主
小
笠
原
貞
慶
を
使
っ
て
甲
州
の
鎮

撫
に
努
め
た
。
他
方
、
北
條
氏
政
も
甲
信
経
営
に
乗
り
出
し
、
氏
政
の
旧
臣
斉

藤
定
盛
を
勧
誘
し
た
。

こ
う
し
た
戦
国
時
代
を
迎
え
た
中
で
、
徳
川
家
康
は
甲
州
経
営
の
人
的
支
配

を
確
立
す
る
た
め
武
田
家
の
旧
臣
を
家
臣
と
し
て
招
い
た
。
家
康
は
津
金
衆
、

武
川
衆
を
招
き
、
米
倉
忠
継
、
折
井
次
昌
、
渡
辺
因
獄
守
の
九
一
色
の
十
九
騎

を
守
り
に
付
け
、
さ
ら
に
次
の
十
七
騎
を
家
臣
と
し
て
招
い
た
。

渡
邊
次
郞
左
衞
門

同

五

郞

兵

衞

同

次

郞

兵

衞

河

野

越

前

同

三

右

衞

門

同

新

十

郞

田

中

兵

部

同

彌

右

衞

門

向

山

又

八

郞

一

瀨

平

三

大

垣

圖

書

土

橋

大

藏

土

橋

左

衞

門

渡

邊

但

馬

内

藤

彌

十

郞

内

藤

織

部

藤

卷

彌

八

郞

家
康
は
辻
盛
昌
に
次
の
四
十
騎
を
付
け
て
家
臣
に
取
り
立
て
た
。

今

村

主

計

加
賀
美
七
郞
右
衞
門
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依
田
三
郞
左
衞
門

布

川

勘

兵

衞

佐
々
木
與
左
衞
門

佐
藤
權
左
衞
門

大

澤

新

兵

衞

山

本

次

兵

衞

窪

田

庄

介

中
根
與
右
衞
門

Ṥ
口
藤
右
衞
門

荒

川

八

兵

衞

北
村
九
左
衞
門

小
宮
山
貞
右
衞
門

鮎
澤
源
左
衞
門

逸

見

太

兵

衞

高
山
彌
五
左
衞
門

島

田

市

兵

衞

飯

塚

半

兵

衞

田
中
九
郞
左
衞
門

筒

井

權

兵

衞

後

藤

庄

兵

衞

西
宮
甚
左
衞
門

關
口
十
郞
兵
衞

津
田
半
左
衞
門

平
原
鄕
左
衞
門

近
藤
市
郞
右
衞
門

吉
川
八
郞
左
衞
門

中
條
新
左
衞
門

岡
部
武
左
衞
門

朝

比

奈

内

藏

小
島
源
太
左
衞
門

吉

村

織

部

伊

藤

勘

兵

衞

大
島
傳
右
衞
門

長
坂
吉
左
衞
門

戶
田
孫
左
衞
門

加
藤
治
左
衞
門

松
井
宮
内
左
衞
門

萩
野
庄
左
衞
門

さ
ら
に
、
家
康
は
寺
島
市
庵
、
室
賀
満
俊
、
三
枝
虎
吉
に
同
心
五
十
六
騎
を

付
け
、
三
枝
昌
吉
、
小
幡
昌
忠
と
弟
景
憲
、
初
鹿
野
昌
久
、
平
尾
平
三
、
守
山

豊
後
守
、
守
山
兵
部
丞
等
を
従
属
さ
せ
た
。
家
康
は
忠
誠
へ
の
誓
約
書
を
提
出

さ
せ
、
八
百
九
十
五
人
に
及
ん
だ
が
、
家
臣
と
し
て
採
用
し
た
点
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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又
左
衛
門
、
下
條
主
水
佑
に
或
は
本
領
を
安
堵
せ
し
め
或
は
替
地
を
給
し
た
。
ま
た
十

二
月
六
日
駿
河
の
士
朝
比
奈
彦
右
衛
門
に
本
領
の
内
五
十
貫
文
を
安
堵
せ
し
め
、
同
百

参
拾
貫
文
を
そ
の
子
朝
比
奈
又
三
郎
眞
直
に
与
え
、
十
二
月
廿
五
日
に
丸
山
傳
三
郎
光

定
に
安
堵
状
を
与
え
た
。

武
田
家
の
家
臣
は
家
康
に
召
抱
え
ら
れ
る
際
、「
敬
白
起
請
文
」
を
提
出
し
、

逆
心
の
無
い
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
忠
臣
を
誓
う
の
で
あ
っ
た
。

信
玄
親
類
衆
、
譜
代
衆
、
惣
家
中
衆
、
家
康
樣
に
被
二
召
抱
一
候
時
之
起
請

敬
白
起
請
文
之
事

一
逆
心
申
儀
不
レ
可
レ
有
レ
之
、縱
雖
レ
爲
二
親
子
兄
弟
一、存
二
別
儀
一
者
則
言
上
可
レ
申
事

一
御
働
之
節
、虛
病
並
不
レ
相
二
構
自
由
一、御
日
限
次
第
、出
陣
可
レ
申
事

一
軍
法
相
背
申
間
鋪
事

一
御
使
被
二
下
置
一
候
刻
、其
仁
不
レ
存
二
貴
賤
一
違
背
申
間
鋪
事
脱
カ

一
自
然
爲
二
御
使
者
一
何
方
へ
被
二
仰
付
一
候
共
、樣
躰
之
趣
、無
二
依
怙
一
有
樣
可
二
申
上
一
事

一
御
國
を
見
限
、何
國
他
カ

仕
候
者
ニ
、一
切
合
力
已
下
申
間
鋪
事
。若
此
旨
僞
申
ニ
を
い
て
は

可
レ
蒙
二
梵
天
─
─

天
正
十
年
壬
午

八
月
廿
一
日

駒
井
右
京
進
昌
直

今
福
新
右
衞
門
昌
常
脱
カ

御
奉
行
成
瀨
吉
右
衞
門
殿

日
下
部
兵
部
助
殿

（
前
掲
書
、
546
～
550
頁
)
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靑
沼
助
兵
衞
忠
(尉
)

吉

跡
部
民
部
助
昌
(大
輔
)

秀

曾
彌
下
総(野
)

守
昌
世

三
枝
監
物
吉
親

同
平
右
衞
門
昌
(尉
)

重

小
菅
又
八
郞
信
有

跡
部
九
郞
右
衞
門
昌
(尉
)

忠

油
川
彌
平

豐
(次
)

子

栗
原
日
向
守
昌
頭

川(河
)

窪
孫
十
郞
信
正

油
川
刑
部

信

守

(少
輔
)

大
井
監
物
信
言

岩
手
助
九
郞
信
眞

下
曾
禰(根
)

源
六
信
辰

家
忠
日
記
增
補
に
は
是
ヲ
武
田
親
族
衆
ト
云
フ
と
あ
り

こ
の
「
敬
白
起
請
文
を
提
出
し
、
忠
誠
奉
仕
す
る
武
田
家
の
家
臣
団
は
、
①

信
玄
近
習
衆
、
②
遠
山
衆
、
③
備
中
衆
、
④
信
玄
直
参
衆
、
⑤
信
玄
直
参
子
供

衆
、
⑥
典
厩
衆
、
⑦
山
縣
衆
、
⑧
一
條
衆
等
を
中
心
と
す
る
小
人
頭
で
あ
り
、

五
ヶ
国
国
境
の
九
道
路
を
守
備
す
る
武
田
軍
の
精
鋭
部
隊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二

十
六
衆
の
約
千
人
か
ら
成
る
小
人
頭
は
㈠
道
中
奉
行
、
㈡
目
付
役
、
㈢
足
軽
・

馬
之
側
衆
の
足
軽
大
将
等
か
ら
な
る
武
田
軍
の
中
心
を
形
成
す
る
。
徳
川
家
康

は
こ
の
武
田
家
臣
団
の
精
鋭
部
隊
を
八
王
子
千
人
同
心
と
し
て
再
編
成
し
、
江

戸
東
部
の
防
衛
部
隊
と
し
て
再
編
成
す
る
。
徳
川
幕
府
の
旗
本
八
万
旗
と
御
家

人
は
武
田
家
臣
団
の
軍
団
を
母
胎
に
し
て
生
ま
れ
た
徳
川
親
衛
隊
の
一
形
態
で

あ
る
。

①
信
玄
近
習
衆
（
71
）

土
屋
三
郞
右
衞
門
(尉
)

岩

間

將

監

窪
島
平
五
郞
正
吉

有
賀
式
部
助
昌

(少
輔
)

元

高

森(林
)

又

十

良

土
屋
源
左
衞
門
昌
久

須
田
宗
市

(惣

市
)

郞
勝
滿

市
川
内
膳
淸
(正
)

成

石

原

孫

八

郞

飯
室
庄
左
衞
門
（
尉
）

同
名
與
左
衞
門
（
尉
）

西
川(河
)

孫
左(右
)

衞
門
（
尉
）

阿
部

(河

野
)

庄
左
衞
門
（
尉
）

塚
原
次
左
衞
門
（
尉
）

中

澤

主

稅

助

孫
田
孫

(鎌

田

權
)

左
衞
門
（
尉
）

御
手
洗
曾(藤
)

十
郞

橫

地

彌

三

郞

(兵
衞
尉
)

内

藤

織

部
（
正
）

橫

地

喜

三

郞

田(白
)

澤

久

助

永

井

又

五

郞

水
上
六
郞
兵
衞
（
尉
）

向

山

新

之

丞

窪

島

與

市(一
郞
)

阿(安
)

部

源

太

郞

保

科

新

兵

衞
（
尉
）

小
田
切
大
隅
守

山

本

主

殿

介(助
)

杉(松
)

月

齋

延

子

駒
井
宮
内
大
輔

工

藤

市

兵

衞
（
尉
）

坂

本

武

兵

衞

佐
々
木
肥
後
守

塚
原
六
右
衞
門

葉
田
四
郞
右
衞
門

窪
田
宗
左
衞
門
重
吉

小
見
山
又
七
郞
昌
親

原

三

右

衞

門
（
尉
）

山
本
源
左
衞
門

(
三

郞
)

跡
部
源
左
衞
門
（
尉
）

高

室

淸

三

郞

米

倉

隼

人

助

(
造

酒

之

丞
)

同

名

半

兵

衞
（
尉
）

午

奧(具
)

織

部
（
正
）

岡

甚

(
岡

野

神
)

太

郞

平

林

藤

助

山

中

主

水

助(正
)

窪

田

内

記

中

澤

宗(惣
)

九

郞

三
田
大
藏
少
輔

内

藤

源

助

飯

田

右

馬

助

今

福

求

女

助
(之
)

同

名

彥

藤

五

味

主

殿

介(助
)

保

坂

監

物

午
奧(具
)

與
三(惣
)

左
衞
門

工
藤
彌
左
衞
門
（
尉
）

同

名

甚

太

郞

市

川

宮

内

介(少
輔
)

同

名

彥(喜
)

三

郞

(13)
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小

畠

藤

五

郞

靑

沼

縫

殿

助

雨(南
)

宮

十

兵

衞
（
尉
）

風

祭

善

介

(
兵

助
)

兩(南
)

角
十
左
衞
門
（
尉
）

土

屋

宗

八

郞

萩

原

惣

兵

衞

三
神
宗
左
衞
門

五
味
太
郞

お

つ

こ

つ

衆

左
衞
門

②
遠
山
衆
（
36
）

五
味
與
左
衞
門
（
尉
）

大

島

五

兵

衞
（
尉
）

惣

田

加

兵

衞
（
尉
）

須
田
市
右
衞
門
（
尉
）

窪

田

彌

七

郞

橫

森

甚

三

郞

原

監

物

介

(
監

物
)

齋
藤
四
郞
左
衞
門
（
尉
）

古

屋

新

九

郞

藥
袋
勘
左
衞
門
（
尉
）

鮎
川
次
郞
左
衞
門
（
尉
）

藥

袋

與

介(助
)

飯(須
)

田

淡

路
（
守
）

原

田

仁

兵

衞
（
尉
）

細
野
新
右
衞
門
（
尉
）

長
谷
部
又
兵
衞

窪

田

右

近

介

薗

田

刑

部

介

竹

内(田
)

左

吉

藤

卷(堂
)

孫

八(四
)

郞

石
井
三
右
衞
門
（
尉
）

大
窪
四
郞
兵
衞
（
尉
）

同

名

新

兵

衞
（
尉
）

山
田
宗(惣
)

右
衞
門
（
尉
）

小

野

喜

兵

衞
（
尉
）

岩

下

淸

八

郞

平
井
作
左
衞
門
（
尉
）

萩
原
大
炊
左(助
)

衞
門

中

田

淸

兵

衞
（
尉
）

丹

澤

主

計

介(助
)

堀(坪
)

内

彥

作(一
郞
)

中(串
)

村

新

兵

衞
（
尉
）

保(三
)

科

孫

兵

衞
（
尉
）

宮
田
三
郞
右
衞
門

平
林
十
左
衞
門

若

原

才

三

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
薗
田
刑
部
介
、
及
び
宮
田
三
郞
右
衞
門
以
下
三
人
を
闕
き
、
鄕
場
主
稅
助
を
加
ふ
。

③
御
嶽
衆
（
20
）

相

原

内

匠

介(助
)

内

藤

縫

殿

介

(
織

部

正
)

深
澤
市
左
衞
門
（
尉
）

渡
邊
三
左
衞
門
（
尉
）

相
原
兵
部
左
衞
門
（
尉
）

下
條
九
郞
左
衞
門

(九

左

衞

門

尉
)

千
野
又
右
衞
門
（
尉
）

同
名
七
左
衞
門
（
尉
）

相
原
宗(惣
)

左
衞
門
（
尉
）

同

名

才(次
)

兵

衞
（
尉
）

同

名

靱

負
（
助
）

下
條
作
右
衞
門

(兵

衞

尉
)

同

名

彌

兵

衞
（
尉
）

窪

田(南
)

藤

三

郞

同

名

仁

兵

衞

千

野

左

門

鹽
入
久
右(左
)

衞
門
（
尉
）

石
原
治
左(右
)

衞
門
（
尉
）

相
原
九
左
衞
門
（
尉
）

井
上
市
右
衞
門
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
窪
田
仁
兵
衞
を
闕
き
、
蘆
澤
左
近
、
松
原
宮
内
太
夫
、
相
原
次
左
衞
門
尉
を
加
ふ
。

④
津
金
衆
（
5
）

小

尾

監

物

小

池

筑

前

津

金

修

理

跡

部

又

十

郞

小

尾

彥

五

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
こ
の
津
金
衆
を
闕
く
。

⑤
栗
原
衆
（
42
）

名

取

肥

後

守

林

主

水

介(正
)

駒

井

兵

部
（
少
輔
）

岩(石
)

村
源
五
左(右
)

衞
門
（
尉
）

下

條

主

水
（
正
）

保(穗
)

坂
淸
左
衞
門
（
尉
）

曾

禰

淸

次

(曾

根

淸

兵

衞

尉
)

若

原(名
)

新

九

郞

小

林

新

三

郞

桂(橘
)

田
三
郞
左(右
)

衞
門
（
尉
）

風
間
作
左
衞
門
（
尉
）

岡

勘

左

衞

門

(兵

衞

尉
)

羽
中
田

(羽

蓮
)

善
次
郞

内

田

善

十

郞

窪(萩
)

原

次

兵

衞
（
尉
）

板(坂
)

本
作
右
衞
門
（
尉
）

永(長
)

田
九
郞(助
)

右
衞
門

金(倉
)

森

主

水
（
正
）

神
宮
寺
右
近
介

(神

宮

右

近
)

羽
中
田
四
郞
兵
衞

同
名
次
右
衞
門

寺
崎(島
)

孫
右
衞
門
（
尉
）

(14)



岡

久

次

郞

(太

郞

次

郞
)

渡

邊

宗(惣
)

兵

衞
（
尉
）

小
池
七
郞
右
衞
門
（
尉
）

丸

山

縫

殿

介

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
小
林
新
三
郞
、
羽
中
田
四
郞
兵
衞
、
同
名
次
右
衞
門
、
丸
山
縫
殿
介
を
關
く
。

⑥
一
條
衆
（
70
）

水
上
市
郞
兵
衞

和

田

主

計

介(助
)

深(須
)

田

長

介

深

澤(津
)

藤

三

郞

(兵

衞

尉
)

窪

簡(藤
)

右

衞

門

大

島

平

五

郞

中

澤

與

八

郞

村
田
市
右(左
)

衞
門
（
尉
）

相

澤

(松

原
)

平

助

千

野

源

之

丞

中

澤

善

七

郞

窪

田

小

七

郞

丸

山

市

兵

衞
（
尉
）

鮎

澤

主

水
（
正
）

永
澤
彌
三
左
衞
門

(孫

左

衞

門

尉
)

飯

田

宗(惣
)

兵

衞
（
尉
）

大

澤

半

兵

衞

(左
衞
門
尉
)

向
山
宮
内
右
衞
門
（
尉
）

永

澤

雅

樂

介(助
)

相(小
)

澤

彌

兵

衞
（
尉
）

風

間

簡(藤
)

七

郞

大
村
六
右
衞
門
（
尉
）

永
澤
彌
右
衞
門
（
尉
）

萩

野

助

之

丞

河
西
作
右
衞
門
（
尉
）

細

田

六

三

依

田

善

五

郞

金
子
助
右
衞
門
（
尉
）

中
村
九
右
衞
門

石

田

善

介(助
)

塚

本

源

介(助
)

風
間
七
郞
右
衞
門
（
尉
）

依

田

縫

殿

丞

同(石
)

名

小

兵

衞
（
尉
）

細
野
佐
左
衞
門
（
尉
）

石

黑

五

兵

(與

惣
)

衞
（
尉
）

金

丸

簡

介

(藤

七

郞
)

橫(橋
)

森

織

部
（
正
）

雨
宮
七
右(左
)

衞
門
（
尉
）

野
澤
彌
左
衞
門
（
尉
）

井
尻
源
右
衞
門

(尾

源

三

郞
)

山

本

源

三

郞

四(志
)

村

小

兵

衞
（
尉
）

水

上

久

助

内

田

新

十

郞

相(鮎
)

澤

猪

之

助

靑

柳

平

五

郞

Ṥ
口
次
左
衞
門
（
尉
）

内

田

又

三

郞

上

野

助

六

郞

(之

丞
)

市

瀨

淸

四

郞

保(穗
)

坂

彌

介(助
)

鈴
木
與
三
兵
衞
（
尉
）

小
瀨
村
右
近
介

(右

近
)

高
野
五
左
衞
門
（
尉
）

桂

原

内

匠

介

岡

市

之

丞

藥

袋

源

七

郞

保(穗
)

坂

彥

次

郞

窪
田
久
右
衞
門
（
尉
）

中

村

孫

兵

衞
（
尉
）

小
宮
山
新
七
郞

野

澤

平

次

郞

(次

郞
)

古

屋

新

八(五
)

郞

大
窪
權
右
衞
門
（
尉
）

岩

下(本
)

又

次

郞

⁋

神

之

助

(甚

内
)

高

野

與

十

郞

内
藤
久
右(左
)

衞
門
（
尉
）

塚

原

簡(藤
)

八

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
千
野
源
之
丞
、
細
田
六
三
、
中
村
九
右
衞
門
、
桂
原
内
匠
介
、
岡
市
之
丞
、
高
野
與

十
郞
を
闕
き
、
廣
原
庄
右
衞
門
尉
、
筒
井
藤
七
郞
を
加
ふ
。

⑦
備
中
衆
家
忠
日
記
增
補
に
は

小
山
田
衆
と
あ
り

（
24
）

三
木
四
郞
右
衞
門

(助

左

衞

門

尉
)

高
橋
治(次
)

左
衞
門
（
尉
）

岩
間
與
右
衞
門

同

與

三

兵

衞

谷

尾

加(惣
)

兵

衞
（
尉
）

石

黑

吉

兵

衞
（
尉
）

矢
田
佐
左
衞
門
（
尉
）

庭(廣
)

瀨

主

計

介(助
)

同

名

市

介(助
)

塚

本

助

四(七
)

郞

福
島
三
郞
右
衞
門
（
尉
）

竹
田
助
右
衞
門

(十

郞
)

原
田
兵
右
衞
門

(原

助

兵

衞

尉
)

同

名

半

兵

衞
（
尉
）

大

澤

右

近

坂

本

傳

介(助
)

野
澤
仁(加
)

右
衞
門
（
尉
）

高
野
彌
左
衞
門
（
尉
）

西

山

金

藏

(兵

衞

尉
)

河

野

助

太

夫

(右
衞
門
尉
)

三

科

宗

四

(惣

七
)

郞

甘
利
民
部
左
衞
門
（
尉
）

切

原

宮

内

介(少
輔
)

野
口
又
左
衞
門
（
尉
）

⑧
信
玄
直
參
衆
（
15
）
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西
山
十
右
衞
門
（
尉
）

同

名

又

六

郞

跡(阿
)

部

源

十(一
)

郞

藥

袋

靱

負
（
助
）

西

山

宗

藏

山
本
十
左
衞
門
（
尉
）

西

山

八

兵

衞
（
尉
）

こ
の
所
一
行
空
白
、
家
忠
日
記
增
補
に
は
「
小
十
人
頭
」
と
あ
り
。

萩

原

甚

之

丞

窪

田

助

之

丞

同
名
簡(藤
)

右
衞
門
（
尉
）

原

半

左

衞

門

中

村

簡(藤
)

六

郞

石

坂

簡(藤
)

兵

衞
（
尉
）

志
村
又
左
衞
門
（
尉
）

阿

野

傳

之

丞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
原
半
左
衞
門
を
闕
き
、
山
本
孫
左
衞
門
尉
を
加
ふ
。

⑨
同
子
共
衆
（
11
）

萩

原

監

物

窪

田

吉

九

郞

原

新

七

郞

細

田

六

之

丞

同

名

助

十

郞

志

村

平

四

郞

石

坂

監

物

同

名

勘

四

郞

山

本

新

八

郞

同
名
彌
三
左
衞
門

萩

原

右

近

介

⑩
典
厩
衆
（
28
）

土

屋

才

兵

衞
（
尉
）

同

名

與

介(助
)

澤(深
)

登

左

近

介(太
夫
)

水

上

簡(藤
)

六

郞

井
上
三
郞
兵
衞
（
尉
）

丸
山
治
部
右
衞
門
（
尉
）

向

山

釆

女

介

(釆

女
)

伊

奈

半

兵

衞
（
尉
）

乙

黑

彌

三
（
郞
）

内

藤

又

八(七
)

郞

小

池

十

兵

衞
（
尉
）

駒

井

兵

部

飯
田
助
左
衞
門
（
尉
）

高

田

新

七

郞

小
田
切
雅
樂
介

飯

沼

主(右
)

馬

介(助
)

前

島

宮

内

助

同
名
與
左
衞
門
（
尉
）

同

名

織

部
（
正
）

若

尾

藤

三
（
郞
）

同

名

宗

三

郞

大

關

五

兵

衞
（
尉
）

矢
野(津
)

庄
右
衞
門
（
尉
）

小

野

助

太

夫

中

村

淸

三

郞

竹

河

新

三

郞

古

屋

仁(六
)

兵

衞
（
尉
）

同

名

與

十

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
白
井
内
三
郞
、
小
柳
津
右
衞
門
尉
、
飯
野
助
右
衞
門
尉
。

⑪
山
縣
衆
（
56
）

長
谷
部
藤
六
郞

藤

木(堂
)

新

兵

衞
（
尉
）

天

河

宮

内

助(少
輔
)

三

科

傳

藏(三
郞
)

飯
室
八
郞
兵
衞
（
尉
）

藥

袋

主

稅

介

(

藥

袋

原

庵

之

助

)

小
澤
作(佐
)

左
衞
門
（
尉
）

牛

込

賀

介

金
丸
助
右
衞
門

(七

郞
)

原

帶

刀

細

藏(籠
)

雅

樂

助

小
林
彌
右
衞
門
（
尉
）

兼(菊
)

嶋

彌

介

藤

田

彌

三
（
郞
）

今

井(村
)

作

兵

衞

(三

郞
)

深(須
)

澤

又

兵

衞
（
尉
）

風

間

甚

八

郞

武
藤
久
左
衞
門
（
尉
）

吉

田

助

三
（
郞
）

岩

間

作

内

武

河

市

兵

衞
（
尉
）

保(穗
)

坂

主

計
（
助
）

志

村

淸

三
（
郞
）

萩

原

孫

兵

衞
（
尉
）

小

澤

彥

平

(喜

平

次
)

大

窪

式

部
（
少
輔
）

三

井

勘

三
（
郞
）

大
鳥
井
庄

(居

藤
)

太
郞

廣

瀨

美

濃

守

飯

室

宮

内

丞(少
輔
)

花

輪

又

平(三
郞
)

石
原
合(鄕
)

右
衞
門
（
尉
）

石

黑

將

監

橫

田

善

太(次
)

郞

保
科
喜
右
衞
門
（
尉
）

石
原
五
郞
右
衞
門
（
尉
）

成

瀨(島
)

勘

五

郞

飯

河

彥

四

郞

福
島
十
左
衞
門
（
尉
）

河
手
又
左
衞
門
（
尉
）

(16)



轡

石

右

近

介

磯(磯
野
)

佐

太

夫

内

藤

主

膳
（
正
）

永

井

傳

内

窪
田
又
左
衞
門
（
尉
）

打(折
)

井

市

之

丞

北
村
源
右
衞
門
（
尉
）

同
名
八
左
衞
門
（
尉
）

橫

井(村
)

彌

兵

衞
（
尉
）

飯

田

藤

太

郞

長
坂
重
左
衞
門
（
尉
）

上

野(村
)

右

近

介(丞
)

齋

藤

修

理

亮

本

口(鄕
)

源

三
（
郞
）

廣
瀨
市
右
衞
門
（
尉
）

秋

山

權

之

助

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
長
谷
部
藤
六
郞
、
轡
石
右
近
介
、
飯
間
藤
太
郞
を
闕
き
、
中
込
又
兵
衞
尉
を
加
ふ
。

⑫
駒
井
右
京
進
昌直

同
心
衆
（
12
）

古

屋

八

兵

衞
（
尉
）

窪
田
平
左
衞
門
（
尉
）

岡

民

部

介

常
田
治
左
衞
門
（
尉
）

竹

田(井
)

織

部
（
正
）

Ṥ
口(田
)

五
郞
右
衞
門
（
尉
）

岡

宮

内

介

窪
田
作
右
衞
門
（
尉
）

沼

田

勘

七

郞

中

島

助

三

(勘

三

郞
)

金
竹
宗

(作

惣
)

右
衞
門
（
尉
）

西

川

新

兵

衞
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
岡
民
部
介
、
岡
宮
内
介
、
沼
田
勘
七
郞
を
闕
き
、
澁
江
藤
七
郞
、
古
屋
民
部
大
輔
を

加
ふ
。⑬

城
織
部
昌茂

同
心
衆
（
49
）

細
野
彌
右
衞
門
（
尉
）

金

尾

靱

負
（
助
）

高

砂

太

十

郞

内

田

駒

之

助

小

池

監

物

小

倉

淸

十(三
)

郞

窪

田

與

太

夫

萩
原
治
部
左
衞
門

(治

左

衞

門

尉
)

同

名

彌

兵

衞
（
尉
）

大
村
次
左
衞
門
（
尉
）

鶴
田
次
左(右
)

衞
門
（
尉
）

小

澤

源

兵

衞
（
尉
）

安
達(藤
)

佐
左
衞
門
（
尉
）

伴

惣

介

入

戶

野

四

方
介
(之
)

太(多
)

田
久
右
衞
門
（
尉
）

下

條

久

介(助
)

靑(松
)

原

權

兵

衞
（
尉
）

中

澤

儀

之

丞

(波

之

助
)

同

名

宗

介

西

河

金

平

中

山

佐

平
（
次
）

原
田
五
右
衞
門
（
尉
）

鹽(塜
)

田

善

内

杉

長

太(次
)

郞

大

窪

勘

介

(甚

助
)

岩
間
江(鄕
)

右
衞
門
（
尉
）

鵜(島
)

野

傳

之

丞

平
井
重
左
衞
門
（
尉
）

古

屋

小

兵

衞
（
尉
）

鈴

木

孫

次

郞

石

原

角

之

丞

(兵

衞

尉
)

牛

込

彥(喜
)

兵

衞
（
尉
）

雨
宮
七
左
衞
門
（
尉
）

日

貝

善

五

郞

町

田

縫

殿

介(助
)

今(金
)

西

甚

九

郞

尾

崎

彥

八

郞

淸

水

樂

部

介

竹
内
佐(作
)

右
衞
門
（
尉
）

駒
澤
宮
内
右
衞
門

(五

郞

左

衞

門

尉
)

來

間

(間

宮
)

甚

六

郞

小

林

加

兵

衞
（
尉
）

木

村

仁

兵

衞
（
尉
）

萩
原
久
右
衞
門
（
尉
）

檜
原
仁
右
衞
門
（
尉
）

春
日
四
郞
兵
衞
（
尉
）

山

下

新

三

郞

大

橋

八

兵

衞
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
内
田
駒
之
助
、
西
河
金
平
、
淸
水
樂
部
介
を
闕
く
。

⑭
井
伊
兵
部
少
輔
前
土
屋
衆
（
70
）

梶

原

肥

後

守

飯

島

宮

内

介(太
輔
)

早

川

半

兵

衞
（
尉
）

三(上
)

澤

美

濃

守

細

野

豐

後

守

代

繼

式

部

助

橫
屋
市
右(左
)

衞
門
（
尉
）

向

山

佐

渡

守

落

合

將

監

丸
山
半
右
衞
門
（
尉
）

渡

部(邊
)

右

馬

助

田
中
源
左
衞
門
（
尉
）

後
藤
久
左
衞
門
（
尉
）

高
塚
七
郞
太
夫

(兵
衞
尉
)

川
村(野
)

作
右
衞
門
（
尉
）

四
宮
彥(藤
)

右
衞
門
（
尉
）

水

口

平

太
（
夫
）

原
田
又
右
衞
門

(右

衞

門

尉
)

(17)
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田

村

介(助
)

三
（
郞
）

根(禰
)

津

小

兵

衞
（
尉
）

靍

田

内

匠

助

細
野
藤
右
衞
門
（
尉
）

中
村
平
右
衞
門
（
尉
）

古

屋

與

兵

衞
（
尉
）

飯
嶋
半

(野

藤
)

右
衞
門

一

瀨

平

三
（
郞
）

小

金(倉
)

久

五(四
)

郞

相

良

左

近

介

(左

近
)

周
善
寺
丹
後
守

矢
崎
又

(島

小
)

右
衞
門
（
尉
）

神

山

宗

七

郞

(惣

太

夫
)

淸

水

惣

兵

衞

(勘

七

郞
)

神
戶
忠
右
衞
門

(左

門
)

野

田

助

八(三
)

郞

渡

邊

新

七

郞

向

山

久

兵

衞
（
尉
）

關

主

水

助(正
)

渡

邊

靱

負

脇

又

十(一
)

郞

土
屋
次
郞
右
衞
門
（
尉
）

早
川
彌
三
右(左
)

衞
門
（
尉
）

中

村

與

兵

衞
（
尉
）

後
藤
彌
三
右
衞
門
（
尉
）

矢
田
儀
左
衞
門
（
尉
）

小
池
水
右
衞
門
（
尉
）

小

倉

源

兵

衞
（
尉
）

同

名

彌

六

郞

(彌

助
)

荒

川

善

之

丞

靑

柳

源

三
（
郞
）

井

戶(上
)

權

兵

衞
（
尉
）

淺
井
無
右
衞
門

大

塚

新

之

丞

關

新

兵

衞
（
尉
）

橫

田

甚(新
)

八

郞

伴

加(喜
)

右

衞

門
（
尉
）

川
口
藤
左
衞
門
（
尉
）

武

藤

長

介(助
)

渡

邊

佐

太

夫(郞
)

篠
彌

(篠

本
)

三
左
衞
門

岩

下(本
)

圖

書

介(之
助
)

千

野

牛

之

助

柳
澤
市
右
衞
門
（
尉
）

土

橋

助

太

夫

平
井
十
右
衞
門
（
尉
）

飯
塚
次
右
衞
門

神

尾

勘

兵

衞

金
丸
四
郞
兵
衞
（
尉
）

古

屋

新

十(七
)

郞

藥

袋

主

計

(九

兵

衞

尉
)

渡

邊

淸

七

郞

⑮
今
福
筑
前
守
同
心
衆
（
24
）

志

村

半

兵

衞
（
尉
）

下

新

兵

衞
（
尉
）

甘

利

帶

刀

志

村

九

兵

衞
（
尉
）

篠

原

藤

七

郞

小

田

切

平

次
（
郞
）

河

西

又

兵

衞
（
尉
）

塚
原
與
三
右(次
)

衞
門

野

呂

瀨

平

作

石

原

十

助

塚(鹽
)

本
善
左
衞
門

(三

郞
)

市

川

助

三

(新

三

郞
)

落

合

九

藏
(兵
衞
尉
)

奧
山
作
右
衞
門
（
尉
）

向

山

市(一
)

平

土

屋

新

三(太
)

郞

川

西

源

五

郞

三

井

織

部

小
田
切
久
七
郞

井

門

藤

市

(彥

一
)

郞

渡

部(邊
)

善

參(三
郞
)

森

本

作

藏

金

丸

藤

藏

川

村

新

三

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
三
井
織
部
、
森
本
作
藏
を
闕
く
。

⑯
今
福
新
右
衞
門
昌常

同
心
衆
（
62
）

入
藏
兵
部
之
助

(少

輔
)

川

野

又

兵

衞
（
尉
）

萩

原

喜

兵

衞
（
尉
）

Ṥ

口

又

兵

衞
（
尉
）

桐(柏
)

原

善(兵
)

四

郞

大

村

勘

介

(藤

四

郞
)

田

中

作

兵

衞
（
尉
）

中

澤

新

三

郞

齋

藤

喜(彥
)

兵

衞
（
尉
）

田

中

善

五

郞

同
名
藤
左
衞
門

(勝

之

丞
)

井

口(鄕
)

織

部
（
正
）

竹

野

源

之

允(丞
)

藤

卷

勝

藏

志

村

宗(惣
)

十

郞

同

名

宗

三

(惣

兵

衞

尉
)

中

山(澤
)

淸

三

郞

同

名

簡(藤
)

七

郞

内

藤

宗(惣
)

兵

衞
（
尉
）

靍(鷹
)

野

右

馬

介(助
)

同

名

戶

兵

衞
（
尉
）

同

名

彌

三
(兵
衞
尉
)

河(沼
)

上

新

十

郞

野

澤

宮

内

丞(少
輔
)

福

澤

彌

三

永

澤

才

兵

衞

(18)



小

林

新

三

牛
込
次
右
衞
門

小

林

善

參

山
田
次
左
衞
門

齋

藤

善

介(助
)

小
宮
山
小
兵
衞
（
尉
）

田
中
藤
右
衞
門

作(佐
)

熊
甚
右
衞
門
（
尉
）

同
名
與
惣
兵
衞
（
尉
）

矢

崎(島
)

淸

五

郞

名

取

善

次

郞

同
名
彌
左
衞
門
（
尉
）

石

原

善

兵

衞
（
尉
）

深

登

善

介

三
井
與
三
兵
衞
（
尉
）

田

中

太

門

(多

門

之

助
)

小

野

市

之

丞

谷(善
)

尾
淸
左
衞
門

(七

郞
)

三

科

淸

五

郞

中
澤
角
右
衞
門
（
尉
）

鹽

入

藤

兵

衞
（
尉
）

橫
林
六

(森

兵
)

左
衞
門
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
藤
卷
藤
三
、
福
澤
彌
三
、
永
澤
才
兵
衞
、
小
林
新
三
、
牛
込
次
左
衞
門
、
小
林
善

參
、
山
田
次
左
衞
門
、
深
登
善
介
。

⑰
靑
沼
助
兵
衞
同
心
衆
（
18
）

志
村
久
右
衞
門
（
尉
）

渡

邊

彥

三

郞

(藤

三
)

錦
井
與
三
右
衞
門

牛

込

勘(藤
)

之

丞

萩
原
次
右
衞
門

阿(安
)

部
七
郞
兵
衞
（
尉
）

矢

崎

長

介(助
)

橫
田(内
)

民
部
右
衞
門
（
尉
）

坂

本

淸

三

郞

飯

田

民

部

丞(少
輔
)

靑

柳

内

匠

介(助
)

角

田

將

監

靑
沼
郷
左
衞
門
（
尉
）

秋
山
九
右
衞
門
（
尉
）

橫

田(内
)

作

之

丞

萩
原
佐(作
)

左
衞
門
（
尉
）

高

野

簡

(輕

藤
)

四

郞

播(橘
)

田

簡(藤
)

十

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
錦
井
與
三
右
衞
門
、
萩
原
次
右
衞
門
、
角
田
將
監
を
闕
く
。

⑱
跡
部
大
炊
佐
勝資

同
心
衆
（
18
）

太

田

監

物

加
賀
美
源
次
郞

今

福

右

近

介

(
馬

助
)

與(依
)

田
三
郞
右(左
)

衞
門
（
尉
）

石

原

茂

介(助
)

兩(南
)

角

勘

十(七
)

郞

古

屋

作

兵

衞
（
尉
）

鹽

屋

市

之

丞

河
野
三
右
衞
門
（
尉
）

高

室

源

三
（
郞
）

今

福

善

六

郞

御
手
洗
甚
八
郞

(新
右
衞
門
尉
)

橫

井

彥

八

郞

飯

野(田
)

雅

樂

介(之
助
)

河

西

善

十

郞

山
下
彌
右
衞
門
（
尉
）

跡(阿
)

部

又

六

郞

野
呂
瀨
右
近

丞(太
夫
)

⑲
跡
部
九
郞
右
衞
門
昌忠

同
心
衆
（
23
）

萩

野

宮

内

介(助
)

播(橘
)

田
又
左
衞
門
（
尉
）

塚

越

彌

三
（
郞
）

井
口
與
三
兵
衞

(兵

衞

尉
)

加
賀
美
六
左
衞
門
（
尉
）

竹

居

(折

井
)

織

部

介(助
)

長

坂

右

近

助

村

松

勘

五

郞

岩
下
市
右(左
)

衞
門
（
尉
）

中

島

左

近

介(太
夫
)

同

名

宮

内

介(助
)

飯
室
次
郞
兵
衞
（
尉
）

入
藏
角
左
衞
門
（
尉
）

堀(坪
)

内

善

之

丞

保

坂

淸

九

郞

遠
藤
四
郞
兵
衞
（
尉
）

石
原
次(二
)

郞
三
郞

若

尾

兵

部

介(助
)

深

澤

淸

三

郞

古
屋
宗
左
衞
門
（
尉
）

淸

水

又

兵

衞
（
尉
）

同
名
四
郞
兵
衞

(庄

右

衞

門

尉
)

市

川

淸

兵

衞
（
尉
）

⑳
曾
根
下
總(野
)守
昌世

同
心
衆
（
34
）

矢

野

淡

路

守

森

主

水

介(正
)

同
名
源
右
衞
門

(之

丞
)

飯

島

傳

三
（
郞
）

野
澤
半
左
衞
門
（
尉
）

竹

内

小

崎(島
)

橫

村(井
)

矢

崎

野

口

小(北
)

川

白

井

奥

山

善(曾
)

三

郞

小
深(濱
)

宮
内
之
丞

(少

輔
)
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石

原

日

向

守

藥

袋

帶

刀

播(橘
)

田

孫

兵

衞
（
尉
）

奧

山

織

部
（
正
）

田
草
河
藤
太
郞

内

田

服

部

靍

田

簡(藤
)

七

郞

前

嶋
（
源
次
郞
）

三
井
次
郞
三
郞

楠

木

織

部

介(正
)

橫

林(森
)

山

下
（
三
右
衞
門
尉
）

太

多

木

佐(好
)

吉

渡
部
又
左
衞
門
（
尉
）

雨

宮

善(藤
)

九

郞

古

屋

助

兵

衞

(左
衞
門
尉
)

高

野

外

記

二
橋
三
郞
四
郞

岩
間
杢
左
衞
門
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
矢
野
淡
路
守
、
矢
崎
、
田
草
河
藤
太
郞
、
内
田
、
服
部
、
二
橋
三
郞
四
郞
を
闕
き
、

小
宮
山
淡
路
守
、
古
屋
宮
内
少
輔
、
鷹
野
傳
左
衞
門
尉
、
Ṥ
羽
三
藏
、
石
橋
忠
左
衞
門
尉
を
加
ふ
。

㉑
原
隼
人
貞胤

同
心
衆
（
46
）

根
津
宮
内
之
丞

(少

輔
)

落

合

宗(惣
)

兵

衞
（
尉
）

柏

原

平

兵

衞
（
尉
）

古

屋

織

部

介(正
)

川

野

靱

負
（
助
）

平
尾
三
右
衞
門
（
尉
）

飯

島

作

兵

衞

(三

郞
)

鷹

野

淸

四

郞

金

丸

善

次

郞

淸

水

主

殿

介

小
池
又
右
衞
門
（
尉
）

土

屋

内

匠

介

多
澤
茂
右
衞
門
（
尉
）

市
川
四
郞
右
衞
門
（
尉
）

切

部

助

七

郞

篠

本

彌

介(助
)

本(東
)

條
角
右
衞
門
（
尉
）

川
西
甚
五
兵
衞
（
尉
）

依

田

代

佐

野

代

向

山

又

八

郞

細
野
彌
左
衞
門
（
尉
）

市
瀨
傳
右
衞
門
（
尉
）

小
田
切
次
太
夫

川

野

内

記

小

倉

將

監

淸

水

庄

五

郞

丸

田

甚

四

郞

岡

角

三
（
郞
）

塚

原

新

四

郞

山

寺(本
)

源

三
（
郞
）

切
部
治
部
左
衞
門

(次

右

衞

門

尉
)

前

島

半

兵

衞
（
尉
）

平

林

作

三
(兵
衞
尉
)

飯

田

市

太

夫

(右
衞
門
尉
)

角

田

主

計
（
助
）

初
鹿
野
金
太
夫

(兵
衞
尉
)

石

田

左(作
)

太

夫

岩

下

宗

太

夫

金(今
)

井

淸

十

郞

深(須
)

田
彌
次
右
衞
門

川

西

與

太

郞

三

井

平

次

郞

東
條
民
部
之
丞

(少

輔
)

饗
庭
民
部
太
夫

(右
衞
門
尉
)

關

口

宗(惣
)

十

郞

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
鷹
野
淸
四
郞
、
土
屋
内
匠
介
、
依
田
代
、
佐
野
代
を
闕
き
、
古
屋
助
之
進
、
内
田
市

之
丞
を
加
ふ
。

㉒
甘
利
同
心
衆
（
16
）

經

島

平

五

郞

竹

川

監

物

田

部

新

兵

衞
（
尉
）

太
田
兵
衞
次
郞

(平

左

衞

門

尉
)

大

村

新

八

郞

丸

山

次

兵

衞
（
尉
）

朝
比
奈
權
右
衞
門
（
尉
）

飯
島
半
右
衞
門

⁋

次

郞

兵

衞
（
尉
）

谷(釜
)

場

彌

八

郞

五
味
四
郞
右
衞
門
（
尉
）

羽
中
田
庄
五
郞

(四
郞
右
衞
門
尉
)

松

山

森

出

雲

守

三
井
淸
右
衞
門
（
尉
）

小

林

内

藏
（
助
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
經
島
平
五
郞
、
大
村
新
八
郞
、
飯
島
半
右
衞
門
、
松
山
を
闕
く
。

㉓
三
枝
平
右
衞
門
昌吉

同
心
衆
（
54
）

初
鹿
野
庄
左(右
)

衞
門
（
尉
）

今

井

兵

部

介(少
輔
)

細

野

佐

渡

守

同

名

作

之

丞

今(折
)

井
民
部
之
丞

(少

輔
)

小

林

主

膳

介

(稅

助
)

小
田
切
主
稅
介(助
)

深(須
)

田
民
部
太
夫

末
木
宮
内
之
丞

(
太

輔
)

阿(安
)

部

式

部

丞(少
輔
)

太
田
宮
内
之
丞

(
少

輔
)

須(深
)

藤
兵
部
之
介

(
太

輔
)

深
海
民
部
之
助

(
太

輔
)

鮎

澤

織

部

丞(正
)
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若

槻

主

計
（
助
）

塚

本

喜

兵

衞
（
尉
）

川

口

彥

三
（
郞
）

鮎
澤
居(善
)

右
衞
門
（
尉
）

小
林
專
右
衞
門

山

下

彌

兵

衞
（
尉
）

河

野

又

市

郞

鹽(植
)

原

市

之

丞

河
野
好
右
衞
門
（
尉
）

住(任
)

連
木
郷
左
衞
門
（
尉
）

村

松

彥(喜
)

太

夫

雨

宮

源

之

丞

花

岡

簡(藤
)

兵

衞
（
尉
）

飯
田
神(甚
)

五
右
衞
門
（
尉
）

飯
島(邊
)

作
右
衞
門
（
尉
）

高

野

淸

七

郞

中
山
久
右
衞
門
（
尉
）

阿(安
)

部

宗

十

郞

山

村

彥

兵

衞
（
尉
）

細
野
源
五
右
衞
門
（
尉
）

小
池
四
郞
兵
衞

(兵

衞

尉
)

市
瀨
彌
左(五
)

衞
門
（
尉
）

加
賀
美

(加
加
爪
)

右
衞
門
丞(尉
)

岩
下
郷
左
衞
門
（
尉
）

若
槻
次
郞
左
衞
門
（
尉
）

Ṥ
口
三
郞
左(右
)

衞
門
（
尉
）

小
宮
山
八(鄕
)

左
衞
門
（
尉
）

渡
部
半
左
衞
門
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
細
野
佐
渡
守
、
同
名
作
之
丞
、
小
林
專
右
衞
門
を
闕
く
。

㉔
寄
合
衆
（
16
）

大
志
万
與
次
郞

川(海
)

野

市

介(助
)

半

利

兵

部

介

(六

之

助
)

大

窪

宗

次

郞

(惣

右

衞

門

尉
)

長
谷
部
宗
太
夫

(與
惣
右
衞
門
尉
)

今

井

主

計
（
助
）

靑

沼

與

兵

衞
（
尉
）

川

合

作

兵

衞
（
尉
）

塚

田

内

藏

介(助
)

岡
村
吉
右
衞
門

五

味

源

次
(兵
衞
尉
)

鹽
田

(鹽
里
屋
)

久
右
衞
門

(兵

衞

尉
)

萩

原

市

之

丞

岩
下
七
郞
左
衞
門
（
尉
）

周
善
寺
六
右
衞
門

惣

田

七

兵

衞
（
尉
）

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
岡
村
吉
右
衞
門
、
周
善
寺
六
右
衞
門
を
闕
き
、
中
澤
市
左
衞
門
尉
、
志
村
善
右
衞
門

尉
、
市
川
新
右
衞
門
尉
を
加
ふ
。

㉕
御
藏
前
衆
（
11
）

雨
宮
次
郞
右
衞
門

石
原
新
左
衞
門

小
宮
山
民
部
之
丞

鷹

野

喜

兵

衞

原

田

織

部

介

山

下

内

記

介

小
宮
山
源
之
丞

窪

田

源

五

郞

諸

星

簡

丸

山

簡

七

郞

中

川

雅

樂

介

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
こ
の
御
藏
前
衆
を
闕
く
。

㉖
貳
拾
人
衆
（
16
）

三
深(澤
)

四
郞
兵
衞
（
尉
）

雨(南
)

宮
彥(庄
)

左
衞
門
（
尉
）

鮎
河
甚
五
兵
衞
（
尉
）

野

呂

瀨

彥

(庄

之
)

助

小

池

主

計
（
助
）

切(杉
)

田
新(次
)

左
衞
門
（
尉
）

河

西

喜

兵

衞
（
尉
）

小(南
)

田

切

源

太
(右
衞
門
尉
)

竹

井

傳

兵

衞

窪

田

平

太
(右
衞
門
尉
)

島

田

外

記

奧
山
與
右
衞
門

甘

河

兵

部

介(少
輔
)

宮

澤

善

兵

衞
（
尉
）

岩
下
又
左
衞
門
（
尉
）

三

澤

佐

門
(右
衞
門
尉
)

家
忠
日
記
增
補
に
は
、
竹
井
傳
兵
衞
、
奧
山
與
右
衞
門
を
闕
く
。

人
數
合
八
百
九
拾
五
人

武
田
親
族
衆
以
下
交
名
の
傍
註
は
、
家
忠
日
記
增
補
に
據
る
。

（
濱
松
御
在
城
記
)

こ
れ
ら
武
田
家
臣
衆
は
徳
川
軍
団
の
中
核
に
編
成
さ
れ
、
家
康
の
全
国
征
覇

を
育
く
む
最
強
軍
団
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
と
な
る
。
二
十
六
の
武
士
集
団
衆

の
多
く
は
国
境
を
守
備
す
る
兵
団
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
康
は
武
田
家
臣

団
を
武
田
信
玄
、
勝
頼
の
作
り
上
げ
た
武
田
戦
法
を
継
承
し
、
伝
統
的
上
下
関

係
の
強
化
に
務
め
、
そ
の
強
靱
化
を
次
の
よ
う
に
努
め
る
。

「
前
々
武
田
制
法
に
循
ヒ
、
聊
モ
被
革
事
ナ
ク
、
安
護
撫
民
ノ
政
令
ヲ
被
施

シ
カ
バ
諸
民
悦
販
シ
テ
斎
ク
万
歳
ヲ
唱
フ
」
の
で
あ
る
。
家
康
は
武
田
家
臣
団

(21)
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の
所
領
安
堵
を
保
障
し
、
且
つ
生
活
の
伝
統
的
基
盤
を
再
生
さ
せ
る
の
で
あ

る
。以

上
の
よ
う
に
、
武
田
家
臣
団
は
徳
川
家
臣
団
の
中
に
再
編
成
さ
れ
、
徳
川

幕
府
の
成
立
に
際
し
て
旗
本
と
御
家
人
の
主
力
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
武
田
家
臣
団
の
徳
川
直
属
家
臣
団
に
編
成
さ
れ
る
次
の
代
表
は
八

王
子
千
人
頭
と
同
心
と
か
ら
な
る
㈠
小
人
頭
、
㈡
仲
間
頭
、
㈢
横
目
付
衆
、
㈣

筋
奉
行
等
の
武
士
階
層
で
あ
る
。
他
方
、
小
人
頭
の
十
人
と
は
㈠
萩
原
豊
前

守
、
㈡
萩
原
五
左
衛
門
、
㈢
原
大
隅
守
、
㈣
河
野
但
馬
守
、
㈤
石
坂
管
兵
衛
、

㈥
志
村
又
右
衛
門
、
㈦
山
本
土
佐
守
、
㈧
窪
田
助
之
丞
、
㈨
窪
田
監
物
そ
し
て

㈩
中
村
彌
左
衛
門
で
あ
る
。
こ
の
小
人
頭
十
人
は
武
州
八
王
子
の
千
人
組
と
し

て
同
心
の
役
割
を
果
す
が
、
こ
の
点
後
述
す
る
。

井
伊
直
政
は
武
田
家
臣
九
人
に
「
同
国
の
庶
務
」
と
し
て
前
と
同
じ
く
行
政

に
従
事
さ
せ
る
。
そ
の
行
政
と
は
㈠
人
足
の
取
扱
い
、
㈡
山
林
の
竹
、
木
等
の

無
断
伐
採
を
禁
止
す
る
こ
と
、
そ
し
て
㈢
川
辺
の
竹
木
及
草
の
刈
取

る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
禁
止
し
、
以
前
の
よ
う
に
行
政
中
心
の
奉
仕

を
要
請
す
る
。

「
定

一
国
中
人
足
以
下
諸
触
、不
レ
恐
二
権
門
、無
二
非
分
用
拾
一
可
二
申

付
一
之
事

一
府
中
近
邊
山
林
竹
木
伐
取
事
、如
二
前
一々
堅
可
二
停
止
一
之
事

一
川
端
之
竹
木
草
以
下
不
レ
可
二
前
取
一
之
旨
、嚴
密
可
二
申
付
一
之

事天
正
十
一
年
」

武
田
家
の
家
臣
が
徳
川
家
康
へ
帰
属
す
る
人
数
は
八
百
九
拾
五
人

と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
八
百
五
名
、
頭
領
を
入
れ
て
も
八
百
十
八
名
で
、
約

一
割
程
度
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
図
表
-⚔
は
武
田
衆
と
頭
と
を
含
ん

だ
数
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
武
田
家
臣
団
の
中
で
も
同
心
衆

を
中
心
と
す
る
行
政
・
警
察
及
び
近
習
・
小
姓
衆
及
び
屯
田
兵
か
ら
成
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
武
田
家
臣
団
の
中
心
を
な
す
騎
馬
衆
、
待
衆
は
信
玄
及
び
勝
頼

と
運
命
を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
他
に
徳
川
家
康
の
家
臣
に
編
入
さ
れ
、
或
い
は
本
領
を
安
堵
さ
れ
る

武
田
衆
と
朱
印
状
で
土
地
寄
進
の
朱
印
を
下
付
さ
れ
る
寺
社
と
は
次
の
図
表
-

⚕
に
要
約
さ
れ
る
。

徳
川
家
康
は
こ
の
図
表
-⚕
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
田
家
臣
団
へ
の

本
領
安
堵
と
寺
社
へ
の
朱
印
状
賦
与
、
及
び
土
地
寄
進
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

甲
州
経
営
に
心
を
砕
き
、
本
領
安
堵
の
朱
印
状
を
与
え
、
旧
来
の
伝
統
と
習
慣

の
永
続
化
、
世
襲
化
を
継
続
す
る
こ
と
を
甲
州
経
営
の
根
本
方
針
と
し
、
以
て

図表-4 武田家中衆の徳川家康召抱人数

順番 武田家中衆 人数
1 信玄近習衆 71
2 遠山衆 36
3 御獄衆 20
4 津金衆 5
5 栗原衆 26
6 一條衆 70
7 備中衆 24
8 信玄直参衆 15
9 同子供衆 11
10 典厩衆 28
11 山縣衆 56
12 駒井右京同心衆 12
13 城織部同心衆 49
14 井伊兵部少輔前土屋衆 70
15 今福筑前守同心衆 24
16 今福新右衛門同心衆 48
17 青沼助兵衛同心衆 18
18 跡部大炊佐同心衆 18
19 跡部九郎右衛門同心衆 23
20 曽根下野守同心衆 34
21 原隼人同心衆 46
22 甘利同心衆 16
23 三枝平右衛門同心衆 42
24 寄合衆 16
25 御蔵前衆 11
26 貳拾人衆 16

合計〈895〉 805（818）
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人
心
の
収
攬
に
努
め
て
恩
威
に
服
し
、
安
心
立
命
す
る
よ
う
に
力
を
注
ぐ
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
家
康
は
甲
州
経
営
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
伝
統
、
世
襲
化
そ
し

て
安
心
立
命
の
国
恩
を
生
活
の
礎

い
し
ず
え

に
据
え
る
が
、
後
の
江
戸
幕
府
の
人
的
支

配
の
精
神
的
支
柱
に
す
る
。

四

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
─
八
王
子
千
人
同
心
の
編
成

徳
川
家
康
の
日
光
東
照
宮
は
武
田
家
臣
団
の
八
王
子
千
人
同
心
に
よ
っ
て
守

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
武
田
家
臣
団
の
小
人
頭
制
度
が

八
王
子
千
人
同
心
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
東
へ
の
辺
境
守
備
隊
の
性
格
を
も
同

時
に
色
濃
く
し
、
東
へ
の
防
衛
に
力
を
注
ぐ
家
康
の
遺
言
を
実
践
す
べ
く
八
王

子
に
住
み
つ
く
在
郷
武
士
団
と
し
て
軍
事
的
役
割
を
課
せ
ら
れ
る
。

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
八
月
に
家
康
は
江
戸
城
に
入
り
、
関
東
八
州
の

支
配
と
統
治
体
制
に
全
力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
り
、
不
安
の
種
で
あ
っ
た
東
か
ら

の
攻
撃
へ
の
対
応
に
苦
心
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
江
戸
の
東

部
辺
境
で
あ
る
八
王
子
に
千
人
同
心
を
配
置
し
て
臨
戦
体
制
を
築
こ
う
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
家
康
は
武
田
の
直
属
家
臣
団
で
あ
る
小
人
頭
制
を
武
田
領
の

甲
州
・
信
濃
の
辺
境
守
備
か
ら
徳
川
幕
府
の
東
方
辺
境
に
再
配
置
し
、
そ
の
ま

ま
武
田
家
臣
団
の
国
境
守
備
隊
と
し
て
、
さ
ら
に
、
武
蔵
・
信
濃
・
駿
河
・
相

模
四
ヵ
国
の
街
道
守
備
隊
と
し
て
、
⑴
武
川
衆
、
⑵
津
金
衆
、
九
一
色
衆
そ
し

て
御
岳
衆
等
を
中
心
に
次
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

図表-5 甲州における徳川家康の本領安堵と寺社の寄進朱印
状・本領安堵一覧表

本領の安堵 神領安堵・寄進の朱印状
甲州ノ御中間 三百人 武田八幡宮
横山千人ノ頭衆 千人 熊野神社
甲府居住九人ノ頭 三百人 南宮明神
人足奉行 九筋ノ地下人足 宮原八幡
〈本領安堵〉 日光権現
河西孫左衛門 篠原八幡宮

中村彌左衛門 諏訪明神
⎧
⎜
⎨
⎜
⎩

志田村
穴山村
駒井村

田辺四郎兵衛 松尾明神
池田東市佐 千塚八幡宮

川窪新十郎信俊 諏訪神社
⎧
⎨
⎩
志田村・穴山村
駒井村

折井九郎次郎次忠 松尾神社
諸星民部右衛門政次 千塚八幡宮
石原新左衛門正元 四阿山権現

北村八幡宮
二ノ宮
住吉大明神
熊野権現
御崎明神
神座山石和八幡宮
三輪明神
加茂春日両社明神
橋立明神
三ノ宮
府中八幡宮
岩間明神
天澤寺
大泉寺
大永寺
福壽院
龍安寺
海島寺
善光寺

『徳川家康と其周囲』中巻 661 頁より作成

(23)

徳川家康の三位一体政策㈡



「
甲
州
に
於
い
て
武
田
目
付
役
相
勤
、
出
陣
之
時
者
、
鑓
之
者
を
支
配
致

し
、
諸
事
に
下
知
を
加
へ
候
、
甲
州
九
口
之
道
筋
奉
行
申
付
ら
れ
候
、
常
之

詰
所
は
、
巻
藁
之
間
近
習
二
ヶ
所
、
大
手
三
ヵ
所
門
、
足
軽
大
将
相
勤
候
、

番
所
江
壱
人
宛
相
越
、
非
常
を
相
改
申
候
、
陣
中
之
儀
、
当
番
八
組
を
召

連
、
信
玄
馬
之
側
ニ
乗
、
非
番
ハ
先
手
前
後
、
左
右
之
備
ニ
乗
、
目
代
相
勤

候
」（『
八
王
子
市
史
』
下
巻
600
頁
）

以
上
の
よ
う
に
、
武
田
家
臣
団
と
し
て
千
人
組
は
㈠
目
付
役
、
㈡
出
陣
の

「
鑓
之
者
」、
㈢
道
奉
行
の
国
境
守
備
隊
、
㈣
信
玄
馬
之
側
衆
、
㈤
目
代
と
㈥

足
軽
の
役
割
を
果
た
す
武
田
家
直
属
家
臣
団
の
先
鋭
部
隊
で
あ
る
点
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
千
人
組
の
戦
斗
集
団
と
し
て
の
性
格
は
既
に
天
文
一

六
年
（
一
五
四
七
）
前
後
、
信
玄
の
父
晴
信
は
織
田
信
秀
、
今
川
義
元
、
家
康

の
父
松
平
広
忠
等
と
三
巴
え
の
戦
い
を
繰
り
返
す
頃
に
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の

戦
国
時
代
に
お
い
て
松
平
広
忠
は
息
子
竹
千
代
を
今
川
家
へ
の
人
質
と
し
て
送

り
、
今
川
義
元
と
連
合
し
て
織
田
信
秀
と
闘た

た

か
う
の
で
あ
る
。
既
に
千
人
組
は

武
田
家
臣
団
の
先
鋭
部
隊
と
し
て
戦
果
を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
道
筋
奉
行
は
㈠
九
ヶ
国
の
国
境
守
備
と
し
て
中
間
・
小
者
を
従
え
て

守
備
し
、
㈡
九
ヶ
所
の
国
境
道
路
に
先
鋭
部
隊
の
屯
田
兵
を
次
の
図
表
-⚖

「
九
国
の
道
筋
奉
行
」
の
下
に
配
置
す
る
。

武
田
晴
信
は
小
人
頭
萩
原
弥
右
衛
ら
に
中
間
・
小
者
へ
の
取
締
を
小
人
頭
の

職
務
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

「
其
地
為
用
心
指
遺
之
上
者
、
昼
夜
無
油
断
用
心
専
用
候
、
就
中
、
同
心
之

中
間
・
小
者
之
無
沙
汰
、
改
之
可
及
進
者
也
、
如
作

秋
山
藤
左
衛
門

原

菅
左
衛
門

萩
原
弥
右
衛
門
」

以
上
の
よ
う
に
、
小
人
頭
は
目
付

役
と
し
て
屯
田
兵
を
統
率
し
て
い

て
、
道
中
奉
行
を
も
兼
ね
て
い
る
。

戦
頭
中
は
武
田
晴
信
、
信
玄
の
側
を

守
護
す
る
鑓
隊
の
役
割
を
兼
ね
た
。

千
人
組
の
礎

い
し
ず
え

と
な
る
小
人
頭
の

屯
田
兵
組
織
は
郷
＝
村
落
の
共
同
体

を
構
成
す
る
地
縁
・
血
縁
関
係
を
中

心
に
編
成
さ
れ
、
小
人
頭
（
寄
親

（
大
名
主
）)─
同
心
（
寄
子
（
＝
中

小
の
名
主
））
の
屯
田
兵
階
層
的
身

分
序
列
（
在
地
給
人
）
と
し
て
組
織

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
村
落
の
血
縁
・

地
縁
を
中
心
に
編
成
さ
れ
る
屯
田
兵

の
人
的
支
配
は
小
人
頭
で
あ
る
萩
原

豊
前
守
の
寄
子
支
配
関
係
に
次
の
如

く
見
出
さ
れ
る
。

『
有
野
郷

免
許

家
壱
間

有
厩
御
被
官

有
野
民
部
丞

壱

萩
原
豊
前
守
同
心

縫
右
衛
門

壱

従

同

衆

新
左
衛
門 図表-⚖ 九国の道筋奉行の配置

境 口 甲府より 道筋奉行
武州秩父境口 釜口、河浦、上荻原、上小田原 ⚕ 里 荻原甚之丞
信州佐久郡 黒平 ⚗ 〃 石坂勘兵衛
信州佐久郡 長沢、浅川、樫山、江尾、小尾 ⚗ 〃 窪田助之丞
信州諏訪境口 上教来石、小荒間、白井沢、大井森 10 〃 河野伝之丞
駿州奥津口 福士、万沢 15 〃 窪田菅右衛門
駿州富士川 井出、遠島 15 〃 中村弥左衛門
駿州 古関、精進、木栖 10 〃 原半左衛門
相州境口 上吉田、新尾、山中 志村又左衛門
相州津久井 鶴川、上野原 16 〃 山本弥右衛門

（「八王子市史」下 601 頁）
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戊
年
三
月

壱
間

御
方
様
御
小
者

助
八

残
而
可
納
分

合

五
貫
八
百
文

調
衆

矢
崎
右
衛
門

有
野
文
右
衛
門

右
、
此
奉
行
衆
、
従
廻
触
廿
日
之
内
可
其
償
過
廿
日
令
無
沙
汰
、
御
利
倍
之
勘
定
可
収

納
者
也
』

小
人
頭
萩
原
豊
前
守
は
小
人
組
の
組
頭
と
し
て
有
野
郷
の
家
付
大オ

オ

名ナ

主ヌ
シ

縫
右

衛
門
を
同
心
と
し
、
ま
た
、
同
衆
と
し
て
小
名
主
新
左
衛
門
を
支
配
し
て
い
た

こ
と
が
こ
の
資
料
か
ら
窺
え
る
。

右
の
資
料
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
小
人
頭
制
の
屯
田
兵
は
頭
領
─
郷
村
の
中

名
主
と
小
名
主
層
の
村
落
共
同
体
関
係
の
序
列
階
層
か
ら
構
成
さ
れ
、
武
田
家

臣
団
の
中
核
的
軍
制
の
担
い
手
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
徳
川
家
康
は
こ
の
八
王
子
千
人
同
心
（
＝
屯
田
兵
制
）
を
徳
川
家
臣
団

の
軍
事
組
織
へ
編
成
替
え
し
、
と
同
時
に
、
封
建
的
知
行
制
の
中
に
組
込
み
、

軍
事
力
の
強
靱
化
を
果
し
て
長
期
政
権
へ
の
礎

い
し
ず
え

に
据
え
る
の
で
あ
る
。
徳
川

家
康
は
八
王
子
千
人
同
心
の
小
人
頭
の
知
行
地
を
甲
州
の
中
で
分
散
か
ら
知
行

地
を
集
中
化
し
、
領
土
の
安
堵
を
進
め
、
生
活
基
盤
の
合
理
化
を
計
り
、
千
人

同
心
の
生
活
基
盤
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
知
行
地
の
分
散
化
か
ら
集
中
化
へ

の
発
展
は
次
の
図
表
-⚗
に
要
約
さ
れ
る
。

こ
の
図
表
-⚗
は
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
か
ら
同
十
七
年
（
一
五
八
九
）

へ
の
約
七
ヶ
年
間
に
於
け
る
変
化
で
あ
る
が
、
⚗
ヶ
所
か
ら
⚒
ヶ
所
へ
の
知
行

地
の
集
中
傾
向
を
示
し
、
地
域
的
に
和
土
郷
と
長
塚
郡
へ
の
知
行
地
集
中
傾
向

図表-7 小人頭の知行高の推移

六貫文＝1町として
知行高換算

天正 10 天正 17 1 反＝3俵
換算小人頭 知行高 知行地 知行高 知行地

50.8 町歩 窪田助之丞 305貫.500文 8カ所 1766俵.1720 2カ所 58 町
36 町歩 荻原甚之丞 221.500 3 1672.1232 2 55 町
30 町歩 河野伝之丞 182.300 7 1074. 048 1 35 町
29.5 町歩 窪田菅右衛門 177.700 7 1265.1736 3 42 町
33 町歩 原半左衛門 198.000 4 1072.1152 1 35 町
14 町 9 歩 中村弥左衛門 89.500 3 990.1600 1 35 町
13 町歩 志村又左衛門 79.000 6 1024.0400 1 37 町
9 町歩 石坂勘兵衛 55.500 6 894.0000 1 29 町
7 町 6 歩 山本弥右衛門 45.600 3 749.0000 4 24 町

合計 221
（平均 24 町） 平均 224貫.000 12242.6584 1360 俵 312

（平均 34.6 町）
（申伝書）（河野文書）
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が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
第
二
点
の
特
徴
は
天
正
十
年
の
知
行
高
の
貫
を
知
行

地
の
町
へ
換
算
す
る
と
、
窪
田
助
之
丞
は
五
一
町
歩
の
最
大
土
地
所
有
者
と
な

る
の
に
対
し
、
最
小
土
地
所
有
者
は
山
本
弥
右
衛
門
の
七
町
歩
で
、
最
大
土
地

所
有
と
の
間
で
七
・
二
倍
の
格
差
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
天
正
十
七
年
で
は

土
地
所
有
の
面
で
最
大
五
八
町
歩
に
対
し
、
最
小
土
地
所
有
の
二
四
町
歩
と
そ

の
格
差
を
二
・
四
倍
に
縮
小
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
天
正
十
年
と
十
七
年
と
の

間
に
於
け
る
土
地
所
有
規
模
の
増
加
率
を
比
較
す
る
と
、
窪
田
助
之
丞
は
一
一

六
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
率
で
あ
る
の
に
対
し
、
最
小
土
地
所
有
者
の
山
本
弥
右

衛
門
は
三
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
約
三
倍
強
の
規
模
拡
大
率
と
な
り
、
そ
の
格
差

を
縮
小
し
、
小
人
頭
の
経
済
面
で
の
均
質
化
傾
向
と
な
っ
て
い
る
点
注
文
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
人
頭
の
間
の
経
済
格
差
均
質
化
は
武
田
家
臣
団
の
軍

事
力
強
靱
化
を
強
め
て
い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

武
田
家
臣
団
の
小
人
頭
制
が
千
人
頭
制
へ
発
展
す
る
の
は
甲
州
か
ら
関
東
八

王
子
へ
移
転
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
小
頭
間
の
知
行

地
均
衡
化
傾
向
が
強
ま
り
、
そ
の
軍
事
力
強
靱
化
傾
向
へ
帰
結
す
る
こ
と
と
な

る
。
徳
川
家
康
の
東
方
へ
の
軍
事
力
編
成
の
中
枢
部
隊
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
千

人
頭
制
の
発
達
は
次
の
図
表
-⚘
に
要
約
さ
れ
る
。

天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）、
及
び
十
七
年
（
一
五
八
九
）
と
比
較
し
て
、

寛
永
八
年
（
一
六
六
八
年
）
の
図
表
-⚘
は
四
代
家
綱
の
時
代
に
入
り
、
79
年

後
の
千
人
頭
の
知
行
高
と
そ
の
分
布
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
79
年
後
の

小
人
頭
制
か
ら
八
王
子
千
人
頭
制
へ
の
変
化
は
徳
川
幕
府
の
形
成
に
ど
う
い
う

影
響
を
与
え
、
そ
し
て
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
人
頭
制
は
甲
州
経
営
に

お
け
る
武
田
家
臣
団
の
道
路
奉
行
の
五
ヶ
国
国
境
の
警
備
兵
団
の
役
割
を
果
た

す
武
田
家
臣
団
の
中
枢
的
兵
士
＝
武
家
軍
役
奉
仕
団
の
役
割
を
果
た
し
、
甲
府

図表-8 寛永 8年（1668）千人頭知行高一覧表

小頭
知行地

志村
勘左エ門

荻原
甚之丞

久保田
助之丞

石坂
忠兵エ

原
金兵エ

久保田
勝兵エ

中村
三左エ門

河野
小右エ門

山本
弥右エ門 合計

武州都筑山田村 ⎫
⎜

⎬
⎜

⎭
横
浜

229.6石 3.7石 2.1石 7.7石 石 2.5石 1.3石 216.9石 182.9石 647.1石

同 大棚村 7.8 90.7 59.2 45.3 45.2 67.1 39.1 8.9 9.8 373.1
武州荏原若林村 ⎫

⎜

⎬
⎜

⎭

世
田
ヶ
谷

137.5 137.5
同 太子堂村 1.7 1.7

武州多摩石川村 ⎫
⎜

⎬
⎜

⎭

八
王
子

199.5 97.9 133.8 431.2
大谷村 59.1 42.7 23.4 125.2
車返村 府

中 7.8 8.9 6.3 2.7 25.7
下石原村⎫⎜

⎬
⎜

⎭
調
布

1.1 119.4 0.8 0.3 121.6
布田村 21.5 21.5
仙沢村 21.6 21.6

上総周淮 台村 15.9 20.7 18.1 54.7
作木村 17.1 22.3 19.7 59.1
高原村 11.6 30.3 14.3 19.0 75.2
北子安村

⎫
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎭

千
葉
君
津

84.1 46.2 37.6 36.7 59.1 30.4 294.1
大寺村 7.8 4 5.6 17.4

上総望陀岩井村 147.9 107.2 98.1 355.2
永地村 188.8 138.7 124.9 452.4

庁南領山小川村 5.8 5 3.5 14.3
其 他 16.1 6.3 4 10.2 8.9 4.3 49.8
合 計 459.2 482.5 458.7 393.5 342.0 321.6 309.4 273.2 230.5 3277.6

割合（パーセント） 14 14 14 12 10 10 9 8 7 100

1 町＝ 10 石 45.9 町歩 48.2 町 45 町 39 町 34 町 32 町 30 町 27 町 23 町 327 町

（『日光市史』下 616 頁より作成）
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を
中
心
に
知
行
地
の
集
約
を
進
め
、
小
人
頭
の
間
も
知
行
地
規
模
の
均
衡
化
を

強
め
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
武
田
家
臣
団
の
小
人
頭
制
は
武
田
家
の
甲
州
経
営
を
軍
事
力
で
支

え
る
先
鋭
部
隊
と
し
て
武
田
家
の
中
枢
軍
団
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
徳

川
家
康
が
甲
州
経
営
を
継
承
し
、
小
人
頭
制
を
八
王
子
千
人
同
心
と
し
て
徳
川

幕
府
の
軍
役
機
構
へ
編
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
寛
永
八
年
（
一
六
六
八
）
の

時
点
で
は
武
田
家
臣
団
の
小
人
頭
制
か
ら
八
王
子
千
人
同
心
組
へ
変
化
す
る
と

同
時
に
、
小
人
頭
の
知
行
地
も
甲
州
府
中
か
ら
八
王
子
を
含
め
関
東
へ
分
散
す

る
変
化
を
強
め
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
図
表
-⚘
に
よ
れ
ば
、
八
王
子
千
人
同
心
の
小
人
頭
は
九
人
で
あ
り
、

そ
の
知
行
地
は
合
計
三
二
七
七
石
で
、
十
石
を
一
町
と
換
算
す
る
と
三
二
七
町

歩
の
知
行
地
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
天
正
十
年
の
小
人
頭
九
人
の
知
行
地
は
二

二
一
町
歩
、
天
正
十
七
年
は
三
一
二
町
歩
と
な
り
、
寛
永
八
年
は
九
人
小
人
頭

合
計
三
二
七
町
歩
で
天
正
十
七
年
と
比
べ
て
十
五
町
歩
の
微
増
と
な
っ
て
い

る
。
比
較
の
第
二
点
目
の
特
徴
は
最
大
知
行
地
は
天
正
十
七
年
、
窪
田
助
之
丞

の
知
行
地
五
十
八
町
歩
で
あ
り
、
寛
永
八
年
の
志
村
勘
左
ェ
門
の
約
四
六
町
歩

よ
り
十
二
町
歩
も
多
い
点
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
が
四
代
将
軍
家
綱
の
時
代
を
迎

え
、
平
和
時
代
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
中
で
の
軍
事
的
手
柄
に
よ
る
知
行
高
の
増

加
は
消
滅
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
む
し
ろ
減
少
す
る
逆
境
の
時
代
を
千
人
頭
の
知

行
地
減
少
と
し
て
現
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

第
三
点
目
は
戦
国
時
代
を
武
田
家
臣
の
精
鋭
軍
隊
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
手

柄
に
依
っ
て
知
行
高
を
増
加
さ
せ
、
甲
州
経
営
の
行
政
・
軍
役
を
担
っ
て
出
世

し
、
そ
の
結
果
、
知
行
地
の
増
加
と
共
に
甲
府
を
中
心
に
す
る
知
行
地
の
集
中

化
を
強
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
徳
川
幕
府
の
軍
役
機
構
に
編
入
さ
れ
、

79
年
後
の
八
王
子
千
人
頭
九
人
の
知
行
地
は
前
の
図
表
-⚘
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
八
王
子
を
中
心
に
関
東
に
分
散
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
次
の
順
位

と
な
る
。

㈠

横
浜
─
⑴
武
州
都
築
山
田
村
─
六
四
七
石
（
六
四
町
歩
）

⑵
同

大
棚
村
─
三
七
三
石
（
三
七
町
歩
）

㈡

上
総
望
陀
岩
井
村
─
三
五
五
石
（
三
五
町
歩
）

同

永
地
村
─
四
五
二
石
（
四
五
町
歩
）

㈢

八
王
子
─
武
州
多
摩
石
川
村
─
四
三
一
石
（
四
三
町
）

同

大
谷
村
─
一
二
五
石
（
一
二
町
）

㈣

君
津
─
上
総
周
准
北
子
安
村
─
二
九
四
石
（
二
九
町
）

第
四
点
の
特
徴
は
八
王
子
千
人
同
心
の
身
分
的
序
列
関
係
は
戦
国
時
代
の
村

落
共
同
体
に
お
け
る
屯
田
兵
の
身
分
序
列
で
あ
る
小
人
頭
（（
武
田
家
の
道
路

奉
行
＝
）
寄
親
）
─
村
役
人
層
の
大
庄
屋
・
中
・
小
名
主
層
の
寄
子
と
同
心
と

の
世
襲
制
を
軸
に
継
承
・
発
展
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
五
点
は
徳
川
幕
府
の
平
和
時
代
の
長
期
化
す
る
中
で
八
王
子
千
人
同
心
は

軍
役
的
屯
田
兵
か
ら
平
和
的
行
政
官
僚
組
織
へ
変
質
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
変
質
は
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
を
育
む
礎

い
し
ず
え

と
し
て
の
新
し
い
任
務

を
負
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
戦
国
武
田
家
封
建
家
臣
団
の
時
代
は
五
ヶ
国
国

境
の
道
路
奉
行
の
下
で
軍
役
奉
仕
し
、
徳
川
時
代
へ
の
移
行
は
八
王
子
の
千
人

同
心
と
し
て
東
方
の
国
境
を
守
る
徳
川
封
建
家
臣
団
の
軍
役
組
織
と
し
て
機
能

し
た
。
し
か
し
、
徳
川
幕
府
の
平
和
時
代
が
続
く
中
で
八
王
子
千
人
組
は
徳
川

幕
府
の
軍
役
奉
仕
か
ら
行
政
組
織
と
し
て
変
化
し
始
め
、
日
光
と
江
戸
の
防
火

役
＝
火
消
し
組
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
と
な
る
。
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八
王
子
千
人
同
心
は
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
略
、
開
港
要

求
に
対
し
て
警
備
と
開
拓
の
業
務
を
担
う
べ
く
、
原
胤
敦
・
同
新
介
兄
弟
に
引

率
さ
れ
、
蝦
夷
地
の
白
糠
に
入
る
の
で
あ
る
。
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に

原
胤
敦
千
人
頭
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
箱
館
奉
行
支
配
調
役
と
な
っ
た
。

他
方
、
弟
の
原
胤
暉
は
兄
胤
敦
の
手
代
と
し
て
勇
払
原
野
へ
移
住
し
、
文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）
有
珠
・
虻
田
牧
場
支
配
取
調
役
に
転
じ
た
。

八
王
子
千
人
同
心
は
㈠
街
道
奉
行
の
国
境
防
衛
の
軍
役
奉
仕
組
織
、
ま
た
、

㈡
火
消
し
組
、
或
い
は
㈢
蝦
夷
地
の
警
備
・
開
拓
を
通
し
て
二
六
〇
年
余
り
に

恒
っ
て
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
を
支
え
る
礎

い
し
ず
え

と
し
て
活
動
を
続
け
、
世
襲
制

の
家
制
度
に
支
え
ら
れ
る
長
期
活
動
を
特
質
と
す
る
特
異
な
封
建
的
家
臣
関
係

の
歴
史
を
刻
む
の
で
あ
る
。

五

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
の
三
位
一
体
政
策
─
㈠
戦
国
大
名
、
㈡
寺

社
、
㈢
朝
廷
支
配
の
起
点

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
は
そ
の
徳
義
深
厚
に
基
づ
く
道
徳
心
に
依
る
の
で
あ

り
、
こ
の
人
的
支
配
観
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
戦
っ
た
戦
国
大
名
の
家
臣
団
を

も
家
康
の
封
建
的
軍
役
奉
仕
へ
編
成
し
、
軍
事
力
の
確
立
へ
の
礎

い
し
ず
え

と
な
っ

た
。
三
河
以
来
の
普
代
大
名
は
こ
う
し
た
家
康
の
徳
義
深
厚
に
深
い
忠
誠
心
を

心
の
奥
に
刻
み
込
む
の
で
あ
る
。

㈠

戦
国
大
名
の
支
配
と
誓
約
書

さ
ら
に
、
家
康
は
こ
れ
ま
で
敗
北
さ
せ
た
今
川
、
武
田
そ
し
て
北
条
の
家
臣

団
の
他
に
、
外
様
大
名
の
織
田
、
豊
臣
、
前
田
、
仙
台
伊
達
、
福
島
、
加
藤
、

長
州
そ
し
て
薩
摩
等
を
も
徳
義
深
厚
の
下
に
そ
の
従
属
化
を
計
り
、
全
国
統
一

へ
の
封
建
制
を
そ
の
内
的
精
神
＝
徳
義
深
厚
に
基
づ
い
て
形
成
し
よ
う
と
す

る
。
こ
の
最
終
的
統
一
へ
の
障
壁
と
な
っ
た
の
は
大
阪
城
に
立
籠
る
淀
君
・
秀

頼
親
子
で
あ
っ
た
。

徳
川
家
康
は
関
ヶ
原
の
戦
以
後
、
徳
義
深
厚
に
基
づ
い
て
礼
を
尽
し
、
大
阪

周
辺
の
領
土
六
十
五
万
石
を
与
え
て
大
名
と
し
て
遇
す
こ
と
で
豊
臣
秀
吉
へ
の

恩
顧
に
報む

く

い
る
の
に
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
家
康
の
豊
臣
氏
へ
の
態
度
を
一
変
さ
せ
た
の
は
豊
臣
秀
頼
・

淀
親
子
の
家
康
に
対
す
る
対
立
と
嫌
悪
感
の
深
ま
り
で
あ
る
。
家
康
の
豊
臣
氏

に
対
す
る
感
情
の
悪
化
と
反
発
は
第
一
に
慶
長
十
年
に
秀
忠
に
二
代
将
軍
を
就

か
せ
た
こ
と
に
秀
頼
の
大
名
と
し
て
の
上
洛
を
催
促
し
た
け
れ
ど
も
拒
否
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
慶
長
十
二
年
駿
府
築
城
の
た
め
近
畿
諸
国
の
大

名
に
役
夫
を
課
し
た
こ
と
に
対
し
て
も
豊
臣
親
子
に
拒
否
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

第
三
点
は
家
康
が
慶
長
十
六
年
の
七
十
歳
の
時
、
後
陽
成
天
皇
譲
位
、
後
水
尾

天
皇
御
即
位
の
大
禮
に
対
し
、
上
洛
し
て
礼
を
尽
す
家
康
に
対
し
、
豊
臣
淀
・

秀
頼
親
子
が
出
席
し
な
か
っ
た
事
に
対
す
る
怒
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
点
で
家

康
は
豊
臣
征
伐
を
決
意
し
、
さ
ら
に
大
坂
城
の
戦
い
に
一
歩
踏
み
込
ま
せ
た
こ

と
で
あ
る
。

慶
長
十
六
年
江
戸
で
は
秀
忠
が
江
戸
城
修
築
の
工
事
に
対
し
て
軍
役
の
義
務

を
課
し
て
全
国
の
大
名
に
助
役
を
命
じ
た
。
三
月
に
京
都
で
は
家
康
が
二
条
城

に
入
り
、
御
三
家
と
な
る
第
九
子
徳
川
義
直
（
名
古
屋
）、
第
十
子
頼
宣
（
紀

州
）
そ
し
て
第
十
一
子
徳
川
頼
房
（
水
戸
）
を
伴
な
い
、
京
都
御
所
で
官
位
の
授

与
を
受
け
、
四
月
十
二
日
に
家
康
は
後
水
尾
天
皇
即
位
に
際
し
、
拝
観
し
た
。

家
康
は
豊
臣
秀
吉
が
天
正
十
六
年
四
月
十
五
日
、
正
親
町
天
皇
を
聚
楽
亭
へ

の
行
幸
を
仰
い
だ
時
、
諸
大
名
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
た
例
に
な
ら
っ
て
、
参
列
し

た
外
様
大
名
に
三
箇
條
の
誓
約
書
に
次
の
よ
う
に
署
名
さ
せ
た
。
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條
々

一
如
二
右
大
将
家
以
後
代
々
公
方
之
法
式
一、被
レ
考
二
損
益
一
而
、自
二
江
戸
一

於
二
被
レ
出
御
目
録
一
者
、彌
堅
可
レ
守
二
其
旨
一
事

一
或
背
二
御
法
度
一、或
違
二
上
意
一
之
輩
、各
國
々
可
レ
停
二
止
隠
置
一
事

一
各
拘
置
之
諸
侍
巳
下
、若
為
二
叛
逆
・
殺
害
人
一
之
由
、於
レ
有
二
其
届
一
者
、

互
可
レ
停
二
止
相
拘
一
事

右
條
々
若
於
二
相
違
一
者
、被
レ
遂
二
御
糺
明
一、可
レ
被
レ
處
二
厳
重
之
法
度
一
者

也
、慶

長
十
六
年
四
月
十
二
日

豊
前
宰
相
（
細
川
）

忠
興
（
花
押
）

越
前
少
将
（
松
平
）

忠
直
（
花
押
）

播
磨
少
将
（
池
田
）

輝
正
（
花
押
）

安
芸
少
将
（
福
島
）

正
則
（
花
押
）

薩
摩
少
将
（
島
津
）

家
久
（
花
押
）

美
作
侍
従
（
木
村
）

忠
政
（
花
押
）

加
賀
侍
従
（
前
田
）

利
光
（
利
常
）（
花
押
）

周
防
侍
従
（
毛
利
）

秀
就
（
花
押
）

若
狭
侍
従
（
京
極
）

忠
高
（
花
押
）

備
前
侍
従
（
池
田
）

輝
直
（
利
隆
）（
花
押
）

加
藤
肥
後
守清

正
（
花
押
）

浅
野
紀
伊
守幸

長
（
花
押
）

黒
田
筑
前
守長

政
（
花
押
）

藤
堂
和
泉
守高

虎
（
花
押
）

蜂
須
賀
阿
波
守

至
鎭
（
花
押
）

松
平

(山
内
)

土
佐
守忠

義
（
花
押
）

田
中
筑
後
守忠

政
（
花
押
）

生
駒
讃
岐
守正

俊
（
花
押
）

堀
尾
山
城
守忠

晴
（
花
押
）

鍋
島
信
濃
守
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勝
茂
（
花
押
）

金
森
出
雲
守可

重
（
花
押
）

慶
長
十
八
年
に
入
る
と
、
家
康
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
へ
の
伏
線
と
な
る
事
件

を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
事
件
は
キ
リ
シ
タ
ン
教
徒
の
有
馬
晴
信
・
岡
本

大
八
と
の
対
立
で
あ
る
。
岡
本
大
八
は
本
多
正
純
の
與
力
で
あ
り
、
晴
信
を

唆
そ
そ
の
か

し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
撃
沈
さ
せ
よ
う
と
企た

く
ら

ん
だ
こ
と
と
、
晴
信
の
長

崎
奉
行
長
谷
川
藤
廣
の
暗
殺
計
画
を
摘
発
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
晴

信
は
封
地
没
収
の
上
、
自
殺
し
、
そ
し
て
岡
本
大
八
は
火
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

こ
の
火
刑
の
日
、
家
康
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
令
を
所
司
代
板
倉
勝
重
に
命
じ

た
。
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
令
を
契
機
に
、
家
康
は
徳
義
深
厚
を
仏
教
の
法
度

と
し
て
位
置
づ
け
、
仏
教
の
寺
院
統
制
へ
の
礎

い
し
ず
え

と
し
て
天
海
と
共
に
強
力
に

推
進
し
よ
う
と
す
る
。

家
康
、
天
海
の
寺
院
統
制
を
巡
る
論
争
と
そ
の
法
制
化
は
徳
川
幕
府
の
長
期

支
配
体
制
を
確
立
す
る
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
家
康
は

大
坂
城
の
戦
い
ま
で
、
㈠
外
様
大
名
へ
の
統
制
と
㈡
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
と

し
て
の
寺
社
の
統
制
、
そ
し
て
㈢
豊
臣
親
子
へ
の
征
服
の
三
位
一
体
政
策
を
秀

忠
と
共
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
。

家
康
が
京
に
上
洛
し
た
際
、
後
水
尾
天
皇
の
即
位
の
際
、
西
国
の
外
様
大
名

に
誓
約
書
を
取
っ
た
の
に
対
応
し
、
江
戸
で
は
秀
忠
も
慶
長
十
七
年
一
月
五

日
、
東
北
大
名
に
誓
約
書
を
提
出
さ
せ
、
徳
川
家
に
よ
る
将
軍
職
の
世
襲
制
に

対
す
る
忠
誠
を
次
の
よ
う
に
求
め
た
。

将
軍
秀
忠
よ
り
東
北
大
名
に
示
し
て
誓
約
せ
し
め
た
る
修
書

（
慶
長
十
七
年
正
月
五
日
）

條
々

一
去
年
四
月
十
二
日
、前
右
府

(家
康
)

様
如
二
仰
出
一
仕
二
右
大
将

(源
頼
朝
)

将
家
以
来
代
々
将

軍
法
式
一、可
レ
奉
レ
仰
レ
之
、被
レ
考
二
損
益
一
而
、重
而
於
レ
被
レ
出
二
御
目
録
一

者
、彌
堅
可
レ
守
二
其
旨
一
事

一
諸
侍
於
下
或
背
二
御
法
度
一、或
違
中
上
意
上
者
、其
國
々
不
レ
可
二
隠
置
一
事

一
各
拘
置
諸
侍
之
中
、若
為
二
叛
逆
・
殺
害
人
一
之
由
、於
レ
有
二
其
届
一
者
、互

不
レ
可
二
相
拘
一
事

右
條
々
若
有
二
背
輩
一
者
、被
レ
遂
二
御
糺
明
一、速
可
レ
被
レ
処
二
厳
科
一
者
也
。

仍
如
レ
件
、津

軽
越
中
守

(信
政
)

・
陸
奥
弘
前
城
主

南
部
信
濃
守

(利
直
)

・
陸
奥
盛
岡
城
主

水
谷
伊
勢
守
勝
高

・
常
陸
下
館
城
主

成
田
左
衛
門
尉
泰
直

・
下
野
烏
山
城
主

六
郷
兵
庫
頭
政
乗

・
常
陸
府
中
城
主

那
須
左
京
大
夫
資
景

・
下
野
那
須
領
主

大
田
原
備
前
守
晴
清

・
下
野
大
田
原
城
主

大
関
彌
平
次
正
増

・
下
野
黒
羽
城
主

日
禰
野
織
部
正
但
𠮷

・
下
野
壬
生
城
主

土
方
掃
部
頭
勝
重

・
下
總
田
子
領
主

羽
柴
壹
岐
守
正
利

・
常
陸
片
野
邑
主
瀧
川
氏

土
方
丹
後
守
重
次

・
土
方
丹
後
守
雄
氏
か

岡
部
美
濃
守
長
次

・
岡
部
宣
勝
か
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戸
澤
右
京
亮
安
盛

・
常
陸
手
綱
城
主

相
馬
大
膳
亮
利
胤

・
陸
奥
中
村
城
主

村
上
周
防
守
忠
勝

・
越
後
本
庄
城
主
村
上
義
明
か

溝
口
伯
耆
守
秀
信

・
越
後
新
発
田
城
主

杉
原
伯
耆
守
長
房

・
常
陸
新
治
郎
小
栗
庄
領
主

浅
野
采
女
正
長
則

・
常
陸
神
谷
領
主

羽
柴
美
作
守
秀
成

・
下
野
眞
岡
領
主
堀
市

松
下
石
見
守
重
綱

・
常
陸
小
張
邑
主

鳥
居
土
佐
守
成
次

・
甲
斐
谷
村
城
主

松
平
將
監
勝
重

・
下
野
板
橋
邑
主
松
平
成
重
か

高
力
左
近
忠
長

・
武
蔵
岩
槻
城
主

諏
方
因
幡
守
瀬
満

・
信
濃
高
島
城
主

内
藤
左
馬
助
政
長

・
上
總
佐
貫
城
主

保
科
肥
後
守
正
光

・
信
濃
高
遠
城
主

北
條
出
羽
守
正
勝

・
下
總
岩
富
城
主
北
條
氏
重
か

秋
田
城
介
實
季

・
常
陸
穴
戸
城
主

土
岐
山
城
守
定
吉

・
下
總
相
馬
郡
領
主
土
岐
定
義
か

細
川
玄
蕃
頭
興
元

・
下
野
茂
木
邑
主

佐
野
修
理
大
夫
信
𠮷

・
下
野
佐
野
城
主

眞
田
伊
豆
守
信
幸

・
信
濃
上
田
城
主

仙
石
越
前
守
秀
久

・
信
濃
小
諸
城
主

小
笠
原
左
衛
門
佐
信
之

・
武
蔵
本
庄
城
主

酒
井
備
後
守
忠
利

・
武
蔵
河
越
城
主

牧
野
駿
河
守
忠
成

・
上
野
大
胡
城
主

石
川
玄
蕃
頭
三
長

・
信
濃
松
本
城
石
川
康
長

榊
原
遠
江
守
康
勝

・
上
野
館
林
領
主

鳥
居
左
京
亮
忠
政

・
陸
奥
岩
城
城
主

酒
井
河
内
守
重
忠

・
上
野
厩
橋
城
主

本
多
出
雲
守
忠
朝

・
上
總
大
多
喜
城
主

酒
井
左
衛
門
尉
家
次

・
上
野
高
崎
城
主

松
平
丹
波
守
康
長

・
下
總
古
河
城
主

松
平
越
中
守
定
綱

・
下
總
山
川
城
主

松
平
甲
斐
守
忠
良

・
下
總
関
宿
城
主

小
笠
原
兵
部
大
輔
秀
政

・
信
濃
飯
田
城
主

松
平
安
房
守
信
𠮷

・
常
陸
土
浦
城
主

奥
平
大
膳
大
夫
家
政

・
下
野
宇
都
宮
城
主

小
笠
原
信
濃
守
忠
脩

・
信
濃
飯
田
城
主
小
笠
原
秀
政
の
子

以
上
の
よ
う
に
、
慶
長
十
七
年
一
月
五
日
の
こ
の
條
書
は
秀
忠
が
信
濃
・
越

後
・
関
東
及
び
奥
羽
の
五
十
名
の
大
名
に
誓
約
さ
せ
た
が
、
家
康
の
指
示
、
つ

ま
り
「
前
右
府
（
家
康
）
様
仰
出
し
た
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
」。
と
。
家

康
は
大
坂
城
の
決
戦
を
踏
ま
え
た
東
軍
の
軍
事
編
成
を
既
に
想
定
し
、
強
固
な

東
軍
の
強
靱
化
を
計
る
誓
約
書
の
締
結
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
家
康
は
こ
れ
ら

誓
約
書
に
基
づ
い
て
東
と
西
と
か
ら
中
央
の
大
坂
城
を
包
囲
し
、
殲
滅
戦
を
想

定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
長
十
九
年
に
家
康
は
秀
忠
の
娘
和
子
を
後
水

尾
天
皇
の
女
御
（
中
宮
）
に
す
る
こ
と
を
朝
廷
に
要
望
す
る
と
同
時
に
、
太
政

大
臣
に
就
任
し
、
代
り
に
秀
忠
を
二
代
将
軍
に
就
任
さ
せ
る
内
諾
を
得
る
の
で

あ
る
。
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㈡

寺
社
支
配
と
紫
衣
法
度

徳
川
家
康
は
大
坂
城
の
勝
利
を
前
提
に
し
て
、
徳
川
幕
府
の
統
一
政
権
へ
の

道
を
計
画
し
、
そ
の
実
現
に
務
め
る
た
め
に
も
仏
教
と
統
一
政
権
へ
の
共
同
政

策
に
一
歩
踏
み
込
み
、
徳
義
深
厚
の
国
民
的
精
神
へ
の
上
昇
転
化
を
計
り
、
徳

川
幕
府
の
長
期
政
権
へ
の
礎

い
し
ず
え

に
す
べ
く
天
海
の
教
え
の
下
に
宗
門
論
争
を
解

決
し
よ
う
と
す
る
。
次
の
図
表
-⚙
は
家
康
の
徳
義
深
厚
を
寺
社
法
度
の
定
め

と
す
べ
く
天
海
と
共
に
取
り
組
ん
だ
の
を
年
表
に
し
て
、
要
約
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
図
表
-⚙
を
グ
ラ
フ
に
表
示
し
た
も
の
が
次
の
グ
ラ
フ
図
表
-10
で
あ

る
。徳

川
家
康
が
徳
義
深
厚
を
寺
社
の
法
度
と
し
て
位
置
づ
け
る
が
、
そ
の
修
得

は
仏
典
を
三
十
年
間
学
ぶ
こ
と
で
身
に
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
天
海
と
の
協
議

の
上
で
定
め
、
寺
社
の
階
層
的
序
列
の
学
問
的
支
柱
と
定
め
、
寺
社
経
営
の

礎
い
し
ず
え

と
す
る
。
こ
の
寺
社
の
法
度
の
代
表
と
し
て
山
城
智
積
院
の
法
度
の
ケ
ー

ス
を
次
に
取
り
あ
げ
る
。

「
山
城
智
積
院
に
下
せ
る
法
度
（
慶
長
十
八
年
四
月
十
日
）

智
積
院
法
度

一
為
二
学
問
之
一
住
山
之
所
化
、不
レ
満
二
廿
年
一
者
不
レ
可
レ
執
二
法
幢
一
事

一
所
化
衆
、不
レ
用
二
能
化
之
命
一、非
法
於
レ
在
レ
之
者
、可
レ
追
二
放
寺
中
一
事

一
所
化
衆
中
、結
二
徒
黨
一、企
二
公
事
一
者
、統
領
人
可
二
追
放
一
レ
之
、若
統
領

不
レ
知
時
者
、上
座
一
人
可
二
擯
出
一
之
事

一
當
院
領
者
、豊
國
領
之
内
貳
百
石
也
。全
令
二
院
納
二、如
二
有
来
一、可
レ
為
二
能

化
之
進
止
一
事

一
寺
屋
敷
上
下
、并
所
化
屋
敷
両
所
、如
二
先
規
一
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
事

図表-9 寺社法度論争と統一的寺社政策

年次／寺社法度論争
家康70歳 慶長十六年(一六一一)

71歳 慶長十七年(一六一二) ⚑ 五月一日 信濃戸隠山に下せる法度
⚒ 五月二十八日 曹洞宗に下せる法度
⚓ 九月二十七日 大和興福寺に下せる法度
⚔ 十月四日 大和長谷寺に下せる法度

72歳 慶長十八年(一六一三) ⚑ 二月二十八日 武蔵喜多院に下せる関東天台宗諸法度
⚒ 二月二十八日 武蔵中道院に下せる法度
⚓ 同 常陸千妙寺に下せる法度
⚔ 三月十三日 武蔵浅草寺に下せる法度
⚕ 四月十日 山城智積院に下せる法度
⚖ 五月廿一日 山城聖護院に下せる修道院役銭に関する法度
⚗ 山城醍醐三宝院に下せる修道院役銭に関する法度
⚘ 山城聖護院に下せる修験道入峯に関する法度
⚙ 山城醍醐三宝院に下せる修験道入峯に関する法度
10 関東新義眞言宗諸本寺に下せる関東新義眞言宗法度

＊⑪ 六月十六日 大徳寺以下七大寺入院に関する法度
12 七月二十三日 山城石清水八幡宮に下せる法度

73歳 慶長十九年(一六一四) ⚑ 三月十三日 将軍秀忠より伯耆大山寺に下せる法度
⚒ 九月五日 上野榛名山厳殿寺に下せる法度

＊⚓ 四月十六日 文英清韓作京都方廣寺大佛鐘銘
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右
堅
可
レ
守
二
此
旨
一
也
。

慶
長
十
八
年
四
月
十
日

御
朱
印

(家
康
)

當
院能

化
坊
」
（
中
村
孝
也
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
763
─
764
頁
)

智
積
院
は
豊
国
山
に
位
置
し
、
紀
伊
根
来
寺
頼
瑜
阿
闍
梨
の
法
統
に
属
し
、

新
義
真
言
宗
智
山
派
の
本
山
で
あ
る
。
日
誉
は
家
康
の
前
で
他
の
新
義
真
言
宗

の
僧
と
論
議
し
、
こ
の
法
度
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
第
一
条
は
住
山
の
所
化
は

満
二
十
年
の
修
業
に
よ
っ
て
、
能
化
と
し
て
衆
僧
の
師
と
な
り
、
第
二
条
で
は

師
の
能
化
の
命
に
従
わ
な
い
所
化
は
寺
か
ら
追
放
さ
れ
る
身
分
的
上
下
関
係
を

紀
律
と
し
て
定
め
た
。
第
三
条
は
徒
党
を
組
ん
で
訟
訴
す
る
所
化
の
首
領
、
或

い
は
そ
の
上
座
の
者
は
寺
社
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
定
め
で
あ
る
。
第
四
条

は
院
領
の
朱
印
状
に
基
づ
く
知
行
地
は
豊
国
社
領
の
中
の
二
百
石
で
、
能
化
の

支
配
下
に
置
か
れ
る
、
そ
し
て
第
五
条
は
寺
社
の
能
化
屋
敷
と
所
化
屋
敷
は
朱

印
状
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

徳
川
家
康
が
寺
社
の
法
度
の
定
め
と
し
て
注
目
す
る
定
め
は
「
勅
許
紫
衣
之

法
度
」
で
あ
る
。
こ
の
紫
衣
の
法
衣
を
徳
川
幕
府
の
許
可
を
得
た
上
で
、
次
に

朝
廷
の
勅
許
を
受
け
る
と
い
う
二
重
の
定
め
を
規
則
と
し
て
新
し
く
導
入
し
よ

う
と
す
る
。
こ
の
家
康
の
狙
い
は
寺
社
を
幕
府
の
統
制
の
下
に
置
こ
う
と
す
る

こ
と
で
仏
教
界
へ
の
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
寺

社
の
紫
衣
の
着
用
は
朝
廷
の
一
元
的
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
家
康
が
武
家

諸
法
度
で
武
家
支
配
を
、
朝
廷
支
配
と
し
て
禁
中
並
公
家
諸
法
度
を
制
定
し
、

そ
し
て
最
後
に
残
っ
た
寺
社
支
配
を
紫
衣
の
幕
府
許
可
に
よ
り
寺
社
を
支
配
し

よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
徳
川
幕
府
の
長
期
政
権
は
伝
統
的
民
族
宗
教
と
武
家
の

3

4

0
十
九
年

十
八
年

十
七
年

十
六
年

慶
長

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

12

（1614）（1613）（1612）（1611）

図表-10 寺社法度成立の件数グラフ
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征
夷
大
将
軍
の
武
威
と
の
共
同
支
配
に
よ
っ
て
支
配
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
徳
川
幕
府
の
長
期
支
配
を
育
む
「
勅
許
紫
衣
法

度
」
は
慶
長
十
八
年
六
月
十
六
日
、
家
康
七
二
歳
の
時
、
次
の
よ
う
に
制
定
さ

れ
る
。

大
徳
寺
以
下
七
大
寺
入
院
に
関
す
る
法
度

『
勅
許
紫
衣
之
法
度

大
徳
寺
・
妙
心
寺
・
知
恩
寺
・
知
恩
院
・
浄
華
院
・
泉
涌
寺

(黒
谷
金
城
寺
)・
粟
生
光
明
寺

右
住
持
職
之
事
、
不
レ
被(罷

)レ
成
二
勅
許
一
以
前
、
可
レ
被
二
告
知
一
、
為
二
佛
法(ナ

シ
)

相
續
一
、
撰
二
其
器
量
一
可
二
相
計
一
、
以
二
其
上
一
、
入
院
之
事
、
可
レ
有
二
申

沙
汰
一
者
也
、

慶
長
十
八
年
六
月
十
六
日

御
朱
印

(家
康
)

廣
橋
大
納
言

(兼
勝
)

殿

か
く
て
、
家
康
は
徳
川
幕
府
の
寺
社
支
配
権
の
確
立
を
朝
廷
の
寺
社
支
配
か

ら
徳
川
幕
府
へ
移
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
朝
廷
か
ら
徳
川
幕
府
へ
の
寺
社
行

政
権
の
移
行
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
令
の
柱
と
な
る
寺
社
の
旦
那
制
と
寺
請
け
制

に
よ
る
国
民
一
人
一
人
の
末
端
に
迄
幕
府
の
行
政
を
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
寺
社
支
配
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧
を
通
し
て
国
民
支
配
の
行
政
末

端
機
構
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
徳
川
幕
府
の
人
的
支
配
を
従
来
の
戦
国
大
名

へ
の
支
配
か
ら
国
民
支
配
へ
の
大
転
換
を
実
現
す
る
契
機
と
な
り
、
こ
こ
に
徳

川
幕
府
の
人
的
支
配
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
徳
川
幕
府
の
人
的
支

配
体
制
は
朝
廷
の
紫
衣
勅
許
権
を
奪
っ
て
徳
川
幕
府
の
寺
社
政
策
へ
移
行
す
る

こ
と
を
不
可
欠
な
要
因
と
す
る
。

㈢

朝
廷
支
配
と
公
家
衆
法
度

徳
川
幕
府
は
朝
廷
の
寺
社
支
配
権
の
実
体
と
な
る
紫
衣
の
勅
許
権
を
奪
う
こ

と
で
朝
廷
の
人
的
支
配
権
を
脆
弱
化
さ
せ
る
。
こ
の
た
め
、
徳
川
幕
府
は
朝
廷

の
統
治
権
の
換
骨
奪
胎
を
進
め
、
文
化
・
文
芸
そ
し
て
芸
術
へ
の
世
界
に
閉と

じ

込

め
よ
う
と
す
る
。
か
く
て
、
家
康
は
慶
長
十
八
年
六
月
十
六
日
「
公
家
衆
法

度
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
公
家
衆

(諸
公
家
)

法
度
」

一
公
家
衆
、家
々
之
学
問
、昼
夜
無
ニ
油
断
一
様
、可
レ
被
二
仰
付
一
事

一
不
レ
寄
二
老
若
一、背
二
行
儀
法
度
一
輩
者
、可
レ
處
二
流
罪
一、但
依
二
罪
軽
重
一

可
レ
定
二
年
序
一
事

一
昼
夜
之
御
番
、老
若
共
ニ

(ナ
シ
)

無
二
懈
怠
一
相
勤
、其
外
正
二
威
儀
一
相
調
、祇
候
之

時
刻
、如
二
式
目
一
参
勤
仕
候
様
に
可
レ
被
二
仰
付
一
事

一
夜
昼
共
に
、無
二
指
用
所
、
町
小

（
ニ
刀
リ
）

路
徘
徊
、堅
停
止
之
事

一
公
宴
之
外
、私
に
而（

テ
）

不
似
合
勝
負
、并
於
二
不
行
儀
之
青
侍
以
下
一、拘
置
軰(者

)

流
罪
同
二
先
條
一
事
、

右
條
々
相
定
所
也
、
従

（
ナ
シ
）

二
五
摂
家
并
傳
奏
一、其
届
在(有

)レ
之
時
、可
レ
行
二
武
家

之
沙
汰
一
者
也
、

慶
長
十
八
年
六
月
十
六
日

御
朱
印

(家
康
)

（
イ
御
判
）

（
板
倉
殿
へ

(伊
賀
守
)）

（
勝
重
）

』

（「
前
掲
書
」
774
頁
)

慶
長
十
四
年
七
月
に
、
飛
鳥
井
雅
賢
、
徳
大
寺
實
久
、
烏
丸
光
廣
、
難
波
宗

勝
、
大
炊
御
門
頼
国
、
松
木
（
中
御
門
）
宗
信
、
花
山
院
忠
長
は
素
行
の
悪
さ

と
姦
淫
と
に
よ
っ
て
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
公
家
衆
の
生
活
規
律
の
乱
れ
と
放

縦
さ
と
不
行
儀
と
が
朝
廷
の
評
判
を
落
し
、
世
の
乱
れ
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た

家
康
は
こ
の
公
家
衆
法
度
を
定
め
、
朝
廷
の
行
政
権
を
奪
っ
て
文
化
、
学
問
そ
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し
て
芸
術
の
分
野
へ
押
し
込
め
、
朝
廷
の
規
律
と
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
目
的
で

制
定
し
た
。
一
条
は
「
家
々
の
学
問
」
に
専
念
す
る
こ
と
、
二
条
の
行
儀
違
反

を
流
罪
と
す
る
徳
川
幕
府
の
刑
事
権
の
介
入
を
定
め
、
朝
廷
も
幕
府
の
人
的
支

配
体
制
下
に
組
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
徳
川
家
康
は
大
坂
城
決
戦
に
備
え
て
、
征
夷
大
将
軍
の
武
威
の
下

に
朝
廷
、
寺
社
そ
し
て
戦
国
大
名
へ
の
三
位
一
体
の
人
的
支
配
を
確
立
し
て
万

全
の
体
制
作
り
に
専
念
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
江
戸
で
は
二
代
将
軍
秀
忠
が
江
戸
城
の
修
築
工
事
を
進
め
、
軍
役
と

し
て
西
国
諸
大
名
に
助
役
を
命
じ
て
い
た
。

六

徳
川
家
康
の
人
的
支
配
─
譜
代
大
名
へ
の
知
行
割

大
坂
城
の
豊
臣
秀
頼
・
淀
親
子
は
徳
川
と
の
決
戦
に
意
を
固
め
つ
つ
あ
る
中

で
、
片
桐
且
元
の
穏
便
な
和
解
案
（
淀
、
秀
頼
の
人
質
と
し
て
江
戸
へ
行
く

案
）
へ
の
反
対
を
強
め
、
大
野
治
長
の
決
戦
案
に
集
約
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
、
片
桐
且
元
は
大
坂
城
を
去
り
、
二
条
城
で
家
康
と
会
談
に
臨
ん
だ
。

他
方
、
忠
秀
は
伏
見
城
に
大
軍
を
連
れ
て
入
っ
た
。
秀
忠
は
関
ヶ
原
へ
の
遅
参

を
取
戻
す
べ
く
全
軍
を
引
き
連
れ
て
参
戦
す
る
決
意
で
あ
っ
た
。
冬
の
陣
攻
囲

戦
は
慶
長
十
六
年
十
二
月
十
八
日
茶
臼
山
を
本
陣
に
し
て
大
坂
城
攻
撃
を
開
始

し
た
。
既
に
家
康
は
次
の
講
和
案
を
考
え
、
猫
が
鼠
を
も
て
遊
び
な
が
ら
息
の

根
を
止
め
る
作
戦
を
描
き
、
次
の
夏
の
陣
で
の
豊
臣
家
の
滅
亡
を
胸
の
中
に
描

く
の
で
あ
っ
た
。
家
康
の
和
解
案
は
㈠
淀
の
江
戸
で
の
人
質
生
活
と
㈡
大
坂
城

の
濠
を
埋
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

既
に
、
次
の
大
坂
夏
の
陣
は
戦
わ
ず
し
て
大
坂
城
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
大
坂

城
の
陥
落
を
必
死
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

徳
川
家
康
は
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
城
攻
め
の
功
績
で
、
関
東
八
州
へ
の
知
行

地
を
与
え
ら
れ
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
八
月
十
五
日
前
後
に
太
田
道
灌

の
築
い
た
江
戸
城
で
譜
代
家
臣
へ
の
知
行
割
を
次
の
よ
う
に
実
施
し
た
。

上
野
箕
輪
十
二
萬
石
後
高
崎
に
城
を

築
い
て
移
る

井
伊
兵
部
大
輔
直
政

上
野
館
林
十
萬
石

榊
原
式
部
大
輔
康
政

上
總
大
多
喜
十
萬
石
古
今
制
度
集
、
武
德

大
成
記
、
小
多
喜

本
多
中
務
大
輔
忠
勝

相
模
小
田
原
四
萬
石
後
、
五
千

石
加
增

大
久
保
七
郞
右
衞
門
忠
世

下
總
矢
作
四
萬
石

鳥
居
彥
右
衞
門
元
忠

上
野
Ἔ
橋
三
萬
石

平
岩
主
計
頭
親
吉

上
野
藤
岡
三
萬
石

松
平依

田

新
六
郞
康
貞

上
野
碓
氷
三
萬
石

酒
井
宮
内
大
輔
家
次

上
野
久
留
里
三
萬
石

大
須
賀
五
郞
左
衞
門
忠
政

上
野
小
幡
領
宮
崎
二
萬
石
奧
平
家
傳
記
、
寬
政
重

修
譜
、
三
萬
石
と
な
す

奧
平
美
作
守
信
昌

上
總
鳴な

る

渡と

二
萬
石
成
戶

と
も

石
川
左
衞
門
大
夫
康
通

下
總
古
河
二
萬
石

小
笠
原
信
濃
守
秀
政

上
野
白
井
二
萬
石

本
多
豊
後
守
康
重

上
野
大た

ほ

胡ご

二
萬
石

牧
野
右
馬
允
康
成な

り

上
野
吉
井
二
萬
石

菅
沼
小
大
膳
定
利

下
總
關
宿
二
萬
石

松
平
因
幡
守
康
元

武
藏
寄
西
二
萬
石
埼
西
、
私
市
、
奇

西
と
も
し
る
す

松
平
周
防
守
康
重

上
總
佐
貫
二
萬
石

内
藤
彌
次
右
衞
門
家
長

武
藏
岩
槻
二
萬
石

高
力
河
内
守
淸
長

上
總
下
總
兩
國
之
内
一
萬
二
千
石

岡
部
内
膳
正
長
盛
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武
藏
奈
良
尻
蛭
川
一
萬
二
千
石

諏
訪
安
藝
守
賴
忠

武
藏
忍
一
萬
石

松
平
主
殿
助
家
忠

武
藏
河
越
一
萬
石

酒
井
河
内
守
重
忠

武
藏
羽
生
一
萬
石

大
久
保
治
部
大
輔
忠
隣

武
藏
本
庄
一
萬
石

小
笠
原
掃
部
助
信
嶺

下
總
佐
倉
領
一
萬

或
は
下
總
國
之
内

三
千
石

久
野
三
郞
左
衞
門
宗
能

武
藏
東
方
一
萬
石

松
平

戸
田

丹
波
守
康
長

上
野
那
波
一
萬
石

松
平
和
泉
守
家
乘

下
總
多
古
一
萬
石

保
科
甚
四
郞
正
光

武
藏
八
幡
山
一
萬
石

松
平
玄
蕃
頭
淸
宗

上
野
松
山
一
萬
石

松
平
内
膳
正
家
廣

下
總
相
馬
一
萬
石

菅
沼
山
城
守
定
政

武
藏
深
谷
一
萬
石

松
平
源
七
郞
上
野

介

康
忠

相
模
甘
繩
一
萬
石

本
多
佐
渡
守
正
信

下
總
佐
倉
領
一
萬
石

三
浦
監
物
正
次
或
は
義
次

と
も
あ
る

下
總
蘆
戶
一
萬
石
足
戶

と
も

木
曾
千
三
郞
義
利
或
は
千
次
郞

義
就
と
も

上
野
阿
保
一
萬
石

菅
沼
新
八
郞
定
盈

菅
沼
家
傳
に
「
神
君
嚮
ニ
、
貢
稅
ノ
夫
彥
坂
小
刑
部
直
通
ニ
、
參
州
野
田
ノ
定
盈
ノ
釆
邑
ノ
穀
高
ヲ
尋

ラ
ル
ヽ
所
、
小
刑
部
姦
邪
ニ
シ
テ
僅
六
百
貫
ト
稱
ス
是
三
千
石

ニ
對
當
ス

爰
ニ
於
テ
其
舊
領
ニ
增
倍
シ
一
萬
石
ヲ
賜

フ
、
此
時
祿
甚
ダ
减
少
シ
、
家
臣
等
離
散
ス
ト
」

伊
豆
韮
山
一
萬
石

内
藤
三
左
衞
門
信
成

上
野
三
ノ

倉

或
は
瓶
尾

五
千
石

或
は
五
千
五
百
石

松
平
五
左
衞
門
近
正

武
藏
河
越
の
内
五
千
石

酒
井
右
衞
門
大
夫
忠
世

上
野
布
川
五
千
石

松
平
勘
四
郞
信
一

伊
豆
梅
繩
五
千
石

石
川
日
向
守
家
成

伊
豆
市
原
五
千
石

阿
部
伊
豫
守
正
勝

武
藏
石
戶
五
千
石

牧
野
讃
岐
守
康
成し

げ

上
總
裳
原
五
千
石

大
久
保
治
右
衞
門
忠
佐

上
總
奈
化
川
五
千
石

西
尾
隱
岐
守
吉
次

武
藏
入
間
下
總
海
老
名
之
内
五
千
石

高
木
主
水
正
淸
秀

武
藏
柄
間
五
千
石

内
藤
四
郞
左
衞
門
正
成

下
總
佐
倉
領
五
千
石

山
本
帶
刀
成
氏

下
總
小
篠
五

或
は
佐
倉
領

千
石

本
多
縫
殿
助
康
俊

武
藏
鯨
井
五
千
石

戶
田
左
門
一
西

武
藏
見
賀
尻
五
千
石

三
宅
惣
右
衞
門
康
貞

上
野
内
野
五
千
石

三
宅
彌
次
兵
衞
正
次

相
模
土
肥
五
千
石

永
井
右
近
大
夫
直
勝

上
總
五
井
五
千
石

松
平
紀
伊
守
家
信

相
模
中
郡
坐
間
五
千
石

靑
山
常
陸
介
忠
成

相
模
當
麻
五
千
石

内
藤
彌
三
郞
淸
成

伊
豆
下
田
五
千
石

戶
田
三
郞
右
衞
門
忠
次

下
總
生
實
五

を
ゆ
み
小
弓

千
石

西
鄕
孫
九
郞
家
員

武
藏
雀
五
千
石

神
谷
彌
五
郞
宗
弘

武
藏
菖し

や
う

蒲ぶ

五
千
石

柴
田
七
九
郞
康
忠

武
藏
の
内
五
千
石

或
は
下
總
の
内
三
千
石

天
野
三
郞
兵
衞
康
景

武
藏
河
越
領
内
三
千
石

酒
井
與
七
郞
忠
利

武
藏
禮ら

い

羽は

三
千
石

設
樂
甚
三
郞
貞
光

武
藏
太
田
三
千
石

服
部
權
大
夫
政
秀

武
藏
比
企
三
千
石

渡
邊
半
藏
守
綱
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上
總
勝
浦
三
千
石

植
村
土
佐
守
泰
忠

下
總
小
南
三
千
石

松
平
三
郞
四
郞
定
勝

上
野
新
川
桐
原
三
千
石

稻
垣
平
右
衞
門
長
茂

下
總
飯
沼
二
千
石

松
平
外
記
伊
昌

上
總
山
口
、
武
藏
稻
毛
、
峯
、
二
千
石

坪
内
喜
太
郞
定
利

武
藏
の
内
千
石

高
木
九
助
正
次

下
總
岩
富
一
萬
石

北
條
左
衞
門
大
夫
氏
勝

（『
徳
川
家
康
と
其
周
囲
』
下
巻
644
─
649
頁
)

譜
代
大
名
へ
の
知
行
割
の
人
数
と
石
高
別
分
布
は
次
の
図
表
-11
に
要
約
さ

れ
る
。

知
行
割
人
数
は
七
三
人
で
、
そ
の
知
行
高
合
計
は
、
百
三
万
七
千
石
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
最
大
の
知
行
割
は
井
伊
兵
部
大
輔
直
政
の
十
二
万
石
で
あ

り
、
次
の
二
番
目
は
榊
原
式
部
大
輔
康

政
の
十
万
石
、
ま
た
本
多
中
務
大
輔
忠

勝
の
十
万
石
で
あ
り
、
こ
の
三
名
の
知

行
割
は
全
体
の
約
三
分
の
一
に
あ
た

り
、
家
康
の
傾
斜
ぶ
り
が
窺
え
る
。

次
の
図
表
-12
は
徳
川
の
三
傑
、
及

び
四
天
王
と
十
六
将
の
知
行
割
を
纏
め

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
図
表
-12
か
ら
徳
川
四
天
王
は

三
傑
（
本
多
忠
勝
、
榊
原
康
政
、
井
伊

直
政
）
に
酒
井
忠
次
を
加
え
た
四
人
の

こ
と
を
指
す
。
さ
ら
に
、
徳
川
十
六
将
は
四
天
王
に
十
二
名
を
加
え
た
武
将
を

指
す
が
、
知
行
割
の
人
名
に
不
明
（
？
）
の
三
人
を
加
え
た
人
数
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
は
こ
の
図
表
-12
に
現
わ
れ
る
譜
代
大
名
十
六
名
の
武
将
に
よ
っ

て
成
立
す
る
が
、
こ
の
十
六
武
将
の
才
能
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
家
康
の
人

的
支
配
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
康
は
人
的
支
配
の
中
心
に
徳
義

深
厚
を
及
ぼ
し
、
そ
の
人
の
心
の
奥
深
く
入
り
、
家
康
の
意
向
を
実
現
す
る
の

に
大
き
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
あ
や
つ
る
の
で
あ
る
。

図表-11 徳川家康の知行割の人数と石別高

知行割 人数（人） 知行高（石）
十万石以上 3 320,000
四万石 2 80,000
三万石 4 120,000
二万石 10 200,000
一万石以上 20 197,000
五千石 24 120,000
千石以上 10 26,000
合計 73 1,037,000

図表-12 徳川三傑＋1＝四天王(四天王含む)十六将

徳川三傑 知行割

四
天
王

⎧
⎜
⎨
⎜
⎩

三
傑

⎧
⎜

⎨
⎜

⎩

本多忠勝 100,000
榊原康政 100,000
井伊直政 120,000
酒井忠次 30,000（酒井家次）
徳川十六将
松平康忠 10,000
高木清秀 5,000
大久保忠佐 5,000
内藤正成 5,000
米津常春 ？
平岩親吉 30,000
鳥居元忠 40,000
渡辺守綱 3,000
大久保忠世 40,000
服部正成（政秀） 3,000
鳥居直忠（元忠） 40,000
蜂屋貞次 ？
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