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公

方

様

御

不

例

御

養

生

不

被

為

叶

今

暁

被

遊

 
薨

御

御

家

督

 

若

君

様

江

御

相

続

之

御

事

ニ

候

御

幼

年

ニ

被

成

御

座

 

候

間

万

端

入

念

大

切

ニ

可

相

勤

旨

被

 

仰

置

候

且

又

御

 

遺

言

之

御

書

付

有

之

候

間

承

知

可

被

仕

候

 

御

遺

言

之

御

書

付

 

不

肖

之

身

 

東

照

宮

之

神

統

を

承

し

よ

り

以

来

天

下

之

政

事

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

常

に

神

徳

に

嗣

ん

事

を

以

て

心

と

す

然

に

 

在

世

の

日

短

し

て

其

志

の

遂

さ

る

事

今

に

及

て

 

い

ふ

へ

き

所

を

志

ら

す

古

よ

り

主

幼

く

國

危

き

代

々

を

 

見

る

に

其

代

の

人

権

を

争

ひ

黨

を

立

て

其

心

相
 

和

ら

が

す

し

て

相

疑

ふ

に

よ

ら

さ

る

は

な

し

呉

越

の

人

 

舟

を

同

し

く

し

て

水

を

渡

る

に

其

心

を

一

に

し

て

其

 

身

を

力

を

共

に

す

る

舟

は

風

波

の

難

を

も

の

か

る

へ

し

渡

る

へ

し

況

や

 

今

世

の

人

当

家

創

業

の

後

治

平

百

年

の

間

に

相

 

生

れ

相

長

と

な

る

輩

誰

か

 

東

照

宮

の

神

恩

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

あ

ら

さ

る

者

の

あ

る

へ

き

人

々

其

神

恩

に

報

い

奉

り

 

世

の

た

め

人

の

た

め

を

存

せ

は

古

の

主

幼

く

國

危

き

 

代

々

の

事

共

を

以

て

深

き

戒

と

す

べ

し

若

其

志

し

 

な

か

ら

ん

に

お

い

て

は

當

家

の

危

難

と

い

ふ

の

み

に

あ

ら

す

 

尤

是

天

下

人

民

の

不

幸

た

る

へ

し

凡

天

下

の

貴

賤

 

大

小

よ

ろ

し

く

相

心

得

へ

き

事

に

思

召

者

也

 

正

徳

二

年

十

月

九

日

 

御

黒

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
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公

方

様

、

御

不

例

、

御

養

生

叶

わ

せ

ら

れ

ず

、

今

暁

薨

御

遊

ば

さ

れ

、

御

家

督

、

若

君

様

へ

御

相

続

の

御

事

に

候

、

御

幼

年

に

御

座

成

さ

れ

候

間

、

万

端

入

念

大

切

に

相

勤

む

べ

き

旨

、

仰

せ

置

か

れ

候

、

且

又

御

遺

言

の

御

書

付

こ

れ

有

り

候

間

、

承

知

仕

ら

る

べ

く

候

 

御

遺

言

の

御

書

付

け

 

不

肖

の

身

、

東

照

宮

の

神

統

を

承

り

し

よ

り

以

来

、

天

下

の

政

事

常

に

、

神

徳

に

嗣

が

ん

事

を

以

て

心

と

す

、

然

る

に

在

世

の

日

短

く

し

て

、

そ

の

志

の

遂

げ

ざ

る

事

、

今

に

及

ん

で

言

う

べ

き

所

を

知

ら

ず

、

 

古

よ

り

主

幼

く

國

危

う

き

代

々

を

見

る

に

、

そ

の

代

の

人

、

権

を

争

い

黨

を

立

て

、

そ

の

心

相

和

（

や

わ

）

ら

が

ず

し

て

、

相

疑

う

に

由

ら

ざ

る

は

無

し

、

呉

越

の

人

、

舟

を

同

じ

く

し

て

水

を

渡

る

に

、

そ

の

心

を

一

つ

に

し

て

、

そ

の

力

を

共

に

す

る

舟

は

、

風

波

の

難

を

も

渡

る

べ

し

、

 

況

や

今

世

の

人

、

当

家

創

業

の

後

、

治

平

百

年

の

間

に

、

相

生

れ

、

相

長

と

な

る

輩

、

誰

か

 

東

照

宮

の

神

恩

あ

ら

ざ

る

者

の

あ

る

べ

き

、

人

々

そ

の

神

恩

に

報

い

奉

り

、

世

の

た

め

人

の

た

め

を

存

ぜ

ば

、

古

の

主

幼

く

國

危

き

代

々

の

事

共

を

以

て

、

深

き

戒

と

す

べ

し

、

 

若

し

そ

の

志

、

な

か

ら

ん

に

お

い

て

は

、

當

家

の

危

難

と

い

ふ

の

み

に

あ

ら

ず

、

尤

も

是

れ

天

下

人

民

の

不

幸

た

る

べ

し

、

凡

そ

天

下

の

貴

賤

大

小

よ

ろ

し

く

相

心

得

べ

き

事

、

に

思

し

召

す

も

の

也

 

正

徳

二

年

十

月

九

日

 

御

黒

印
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私

は

家

康

の

血

統

を

う

け

て

政

治

を

行

う

に

あ

た

り

、

常

に

家

康

の

徳

に

副

い

た

い

と

心

掛

け

て

い

た

。

し

か

し

将

軍

在

職

の

期

間

が

短

く

し

て

、

そ

の

志

が

遂

げ

ら

れ

な

か

っ

た

。

後

継

者

は

幼

少

で

あ

り

、

昔

か

ら

幼

主

の

時

に

人

び

と

が

、

権

力

を

振

っ

て

黨

を

た

て

て

相

争

い

、

必

ず

乱

世

に

な

る

と

い

う

。

呉

越

同

舟

（

？

）

の

譬

え

に

習

い

、

人

び

と

は

家

康

の

ご

恩

に

報

い

、

世

人

の

た

め

を

思

う

な

ら

ば

、

こ

れ

を

戒

め

と

す

べ

き

で

あ

る

。

も

し

乱

世

に

な

れ

ば

天

下

の

不

幸

に

な

る

。

皆

々

そ

の

点

を

心

が

け

て

も

ら

い

た

い

。

 

 [[ [[

史

料

史

料

史

料

史

料

]
 
]
 

]
 

]
 
    

『

徳

川

實

記

（

文

昭

院

殿

御

實

紀

附

録

巻

下

）

』

に

 

公

（

家

宣

）

既

に

大

漸

に

の

ぞ

ま

れ

し

と

き

。

深

く

後

々

の

事

を

お

ぼ

し

め

し

は

か

ら

せ

給

ひ

。

御

遺

書

数

通

を

頒

た

し

め

ら

る

。

群

臣

に

賜

る

所

一

通

。

諸

有

志

を

誡

め

給

ふ

も

の

一

通

。

老

臣

等

に

下

さ

る

ゝ

も

の

一

通

。

寶

貨

の

事

仰

置

か

れ

し

も

の

一

通

な

り

。

大

要

。

御

在

世

の

日

短

く

し

て

。

御

志

の

遂

さ

せ

給

わ

ざ

る

と

。

若

君

の

御

幼

穉

に

ま

し

ま

せ

ば

。

群

臣

心

を

一

に

し

て

。

仕

へ

奉

る

べ

き

の

御

旨

な

り

。

 

 

こ

れ

は

「

群

臣

に

賜

る

所

一

通

」

で

あ

る

 

 

『

徳

川

實

記

（

文

昭

院

殿

御

實

記

巻

十

五

）

』

の

正

徳

二

年

十

月

十

四

日

「

家

宣

薨

」

の

記

述

に

は

 

十

四

日

御

病

い

よ

い

よ

お

も

ら

せ

ら

れ

。

遂

に

こ

の

暁

丑

刻

正

寝

に

薨

じ

た

ま

ひ

ぬ

。

こ

の

日

頃

み

づ

か

ら

も

御

回

復

の

か

た

き

を

し

ろ

し

め

し

け

る

に

や

。

三

家

。

宰

臣

を

は

じ

め

。

近

侍

の

輩

に

も

。

後

の

御

事

ど

も

こ

ま

や

か

に

仰

置

給

ひ

。

こ

と

さ

ら

御

側

用

人

真

部

越

前

守

詮

房

は

。

潜

邸

の

時

よ

り

昵

近

し

て

。

そ

の

心

く

ま

な

く

し

ろ

し

め

し

け

れ

ば

。

も

は

ら

遺

托

せ

ら

れ

た

り

と

ぞ

聞

え

し

。

や

が

て

井

伊

掃

部

頭

直

該

并

老

臣

等

御

遺

命

を

伝

ふ

。

近

侍

の

輩

に

は

若

君

御

幼

稚

と

い

へ

ど

も

。

御

位

ゆ

づ

ら

せ

た

ま

ふ

に

よ

て

。

奥

の

輩

有

し

ま

ま

た

る

べ

し

と

。

懇

に

仰

置

れ

し

旨

あ

り

。

卑

賤

の

も

の

ま

で

も

。

舊

に

か

は

ら

ず

つ

か

ふ

ま

つ

る

べ

し

と

な

り

。

又

外

班

の

輩

に

も

若

君

御

幼

稚

の

事

な

れ

ば

。

群

臣

こ

と

に

心

入

て

つ

か

ふ

ま

つ

る

べ

し

と

つ

た

え

り

。

か

く

て

の

ち

儒

臣

林

七

三

郎

信

充

し

て

御

遺

書

を

よ

ま

し

め

群

臣

に

き

か

し

む

。

そ

の

御

詞

に

曰

 

 

 

注

 
徳

川

実

紀

で

は

「

胡

越

の

人

」

と

な

っ

て

い

る
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評

定

所

面

々

江

被

 

仰

出

候

 
御

書

付
 

一

 

寛

永

以

後

御

 

代

々

被

 

仰

出

候

評

定

所

法

式

 

 
 

評

定

衆

之

面

々

卯

半

刻

よ

り

會

合

候

而

申

ノ

刻

退

出

シ

其

日

ニ

 

決

し

難

き

事

候

ハ

ゝ

翌

日

再

言

し

て

猶

又

決

断

に

 

及

ひ

難

き

事

は

老

中

に

申

言

上

す

へ

き

よ

し

に

候

 

近

年

以

来

公

事

訴

訟

其

数

多

成

り

来

り

候

処

ニ

 

評

定

之

面

々

事

に

馴

レ

功

を

積

ミ

裁

断

之

次

第

 

滞

所

も

な

く

候

歟

会

合

之

間

も

な

く

退

出

候

様

に

 
 

 
 

 
 

」

 

相

聞

へ

候

若

毎

時

其

大

法

に

任

て

其

道

理

を

 

盡

ス

に

及

す

し

て

裁

断

に

至

り

候

ハ

ゝ

尤

以

不

可

然

事

ニ

 

被

 

思

召

候

事

 

一

 

評

定

所

并

諸

奉

行

所

に

お

い

て

沙

汰

の

次

第

有

之

 

 
 

其

證

状

を

拠

と

し

て

道

理

の

有

所

を

は

推

シ

尋

ね
 

 
 

ず

し

て

其

本

旨

を

捨

て

枝

葉

の

事

を

ば

穿

鑿

 

 
 

候

由

風

聞

候

證

状

之

ご

と

き

ハ

其

拠

と

す

へ

き

事

 

 
 

勿

論

ニ

候

と

い

へ

と

も

す

へ

て

 

公

儀

の

證

に

も

引

用

為

 

 
 

へ

き

も

の

に

大

法

に

も

背

き

候

事

は

し

る

さ

し

む

 
 

 
 

 
 

」

 

 
 

へ

か

ら

す

又

事

の

末

な

る

所

に

つ

き

て

其

本

旨

を

 

 
 

知

る

へ

き

事

勿

論

に

候

と

い

へ

共

枝

葉

の

事

を

論

 

 
 

し

て

多

他

事

に

わ

た

ら

は

其

本

旨

を

失

ふ

事

あ

る

へ

し

 

 
 

然

ら

は

必

ス

其

證

を

も

拠

と

し

難

く

其

末

を

も

遂

げ

 

 
 

難

し

然

中

論

地

等

の

事

古

来

多

ハ

評

定

所

 

 
 

に

て

會

議

之

上

を

以

て

事

決

し

候

処

に

近

年

之

例

 

 
 

御

代

官

所

に

申

付

検

使

を

以

て

裁

断

し

候

故

に

 

 
 

不

可

然

事

共

在

之

由

相

聞

候

す

べ

て

此

等

の

類

 

 
 

諸

事

に

付

て

其

心

得

可

有

之

事

に

被

 

仰

候

事

 
 

 
 

 
 

 

」

 

附

り

近

年

以

来

罪

悪

極

重

の

輩

を

た

す

け

置

 

目

明

し

口

問

ひ

な

と

ゝ

名

付

候

て

罪

の

疑

ハ

し

き

 

も

の

出

来

候

時

ハ

奉

行

中

彼

輩

に

申

付

或

ハ

 

探

求

め

或

糾

明

せ

し

め

事

の

実

否

罪

の

有

無

を

 

決

断

在

之

由

ニ

候

た

と

へ

彼

輩

の

申

所

其

事

を

 

あ

や

ま

ら

す

候

と

い

へ

共

奉

行

の

面

々

此

等

之

輩

之

力

を

借

り

用

イ

 

候

て

天

下

之

御

政

事

を

取

沙

汰

候

ハ

ん

事

連

々

 

以

て

不

可

然

候

況

や

又

彼

輩

の

申

所

或

ハ

遺

恨

に

 

よ

り

或

ハ

賄

賂

に

よ

り

て

事

の

躰

引

ち

か

へ

 
 

 
 

 
 

 

」

 

理

を

非

と

な

る

の

類

種

々

有

之

由

風

聞

候

よ

ろ

し

く

 

は

や

く

彼

輩

の

本

罪

を

正

し

自

今

以

後

此

等

 

不

可

然

事

共

停

廃

あ

る

へ

き

事

に

被

 

思

召

候

事

 

一

 

評

定

所

の

法

公

事

訴

訟

の

事

其

筋

の

役

人

 

 
 

問

ひ

難

く

有

之

候

而

一

座

之

面

々

存

至

も

候

得

ハ

其

 

 
 

存

寄

候

処

を

残

さ

す

申

出

す

へ

き

由

に

候

処

に

近

 

 
 

年

以

来

大

法

ハ

詮

議

に

も

不

及

最

初

申

出

し

候

輩

の

 

 
 

沙

汰

に

任

せ

事

を

決

し

候

様

に

相

聞

候

若

其

事

 

 
 

実

に

有

之

候

ハ

ゝ

評

定

の

面

々

其

人

数

多

し

と

 
 

 
 

 
 

 

」

 

 
 

い

へ

と

も

壱

人

の

沙

汰

に

事

決

し

候

上

ハ

古

よ

り

詮

議

と

申

 

 
 

評

定

と

申

事

ハ

其

本

義

を

相

失

ひ

候

自

今

以

後

ハ

 

 
 

各

々

其

心

中

を

惣

し

詮

議

の

上

に

評

定

し

候

様

に

 

 
 

可

仕

旨

ニ

被

 

思

召

候

事

 

一

 

評

定

所

の

法

遠

國

よ

り

訴

へ

来

り

候

輩

を

其

滞

留

之

 

 
 

日

久

し

か

ら

す

候

や

う

に

可

有

之

由

ニ

候

然

ル

に

近

 

 
 

年

以

来

評

定

所

并

諸

奉

行

所

に

お

い

て

公

事

訴

訟

相

決

シ

 

 
 

難

く

年

月

を

経

候

て

滞

留

之

輩

有

之

由

相

聞

候

 



 4 

 
 

軽

賎

の

者

共

其

家

業

を

抛

ち

其

在

所

を

離

れ

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 
 

滞

留

之

日

久

し

く

候

而

し

て

ハ

た

と

へ

其

本

意

の

こ

と

く

相

 

 
 

済

候

と

も

其

費

用

の

失

却

す

く

な

か

ら

す

況

ヤ

又

 

 
 

申

所

か

な

い

難

き

者

に

お

ゐ

て

は

猶

々

迷

惑

ニ

及

ふ

 

 
 

へ

き

事

尤

以

不

便

の

事

ニ

候

自

今

以

後

ハ

奉

行

の

 

 
 

面

々

此

等

之

所

を

お

も

ひ

め

く

ら

し

沙

汰

の

次

第

可

 

 
 

在

之

由

に

被

 
思

召

候

事

 

 
 

 

附

老

中

に

申

達

し

云

上

候

事

に

ハ

再

三

思

慮

を

 

 
 

 

用

ひ

候

故

歟

毎

事

遅

滞

の

事

共

有

之

御

尋 

の

旨

在

之

時

答

申

処

其

義

相

わ

か

れ

さ

る

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 
 

 

事

も

有

之

候

す

へ

て

事

の

滞

な

く

申

所

明

ら

か

 

 
 

 

な

る

心

得

可

在

之

由

ニ

被

 

思

召

候

事

 

一

 

凡

公

事

訴

訟

の

事

或

権

勢

の

所

縁

在

之

輩
 

 
 

或

ハ

賄

賂

を

用

ひ

候

輩

の

類

ハ

其

志

を

得

候

而

其

 

 
 

望

を

達

し

候

者

と

も

有

之

由

世

上

に

申

沙

汰

し

候

所

 

 
 

す

て

に

年

久

し

く

候

を

以

て

御

 

代

始

の

時

御

定

 

 
 

目

に

し

る

し

出

ら

れ

候

得

ん

共

と

い

へ

と

も

舊

弊

今

に

相

改

 

さ

る

よ

し

猶

々

其

聞

へ

候

若

シ

風

聞

之

こ

と

く

に

候

に

お

 

 
 

ゐ

て

は

御

政

事

の

よ

り

て

や

ぶ

れ

候

処

に

候

へ

ハ

此

上

 
 

 
 

」

 

 
 

其

御

沙

汰

に

及

は

る

へ

き

事

に

奉

行

中

の

面

々

 

 
 

其

家

中

の

輩

は

い

ふ

に

及

は

す

支

配

の

も

の

共

に

 

 
 

至

る

迠

よ

ろ

し

く

其

戒

め

可

在

之

事

に

被

 

思

召

 

 
 

候

事

 

 
 

 

附

牢

屋

の

役

人

と

い

へ

と

も

種

々

の

私

法

を

た

て

 

 
 

 

牢

者

の

輩

の

賄

賂

を

む

さ

ぼ

り

候

次

第

に

相

聞

候

 

 
 

 

此

等

之

事

共

奉

行

中

ハ

未

タ

承

り

も

傳

ず

候

故

歟

 

 
 

 

制

禁

に

も

及

ハ

す

不

可

然

事

に

候

す

へ

て

如

此

の

 

 
 

 

事

共

急

度

厳

禁

有

へ

き

事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

右

条

々

よ

ろ

し

く

承

知

せ

し

む

へ

く

候

諸

奉

行

 

所

の

事

に

お

ゐ

て

は

天

下

之

御

政

事

の

出

る

所

 

候

上

ハ

万

事

の

理

非

ハ

此

所

に

相

定

る

事

共

に

候

 

然

る

に

只

今

迠

の

こ

と

く

に

有

之

候

而

ハ

其

奉

行

の

 

越

度

と

申

は

か

り

ニ

而

ハ

無

之

即

御

政

事

の

明

ら

か

 

な

ら

す

し

て

人

民

の

安

か

ら

さ

る

所

に

候

間

各

其

 

心

得

を

以

て

沙

汰

の

次

第

可

仕

有

之

仕

由

被

 

仰

出

者

也

 

 

正

徳

二

辰

年

九

月

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

評

定

所

奉

行

中

 

 

遠

国

諸

奉

行

所

に

お

ゐ

て

も

宜

此

旨

 

可

准

事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
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評

定

所

面

々

へ

仰

せ

出

さ

れ

候

御

書

付

 
一

 
寛

永

以

後

御

代

々

仰

出

さ

れ

候

評

定

所

法

式

、

評

定

衆

の

面

々

卯

半

刻

よ

り

会

合

候

に

て

、

申

ノ

刻

退

出

し

其

の

日

に

決

し

難

き

事

候

わ

ば

、

翌

日

再

言

し

て

、

猶

又

決

断

に

及

び

難

き

事

は

、

老

中

に

申

言

上

す

べ

き

よ

し

に

候

 

近

年

以

来

、

公

事

訴

訟

其

数

多

く

成

り

来

り

候

処

に

評

定

の

面

々

、

事

に

馴

れ

功

を

積

み

、

裁

断

の

次

第

滞

所

も

な

く

候

か

、

会

合

の

間

も

な

く

、

退

出

候

様

に

相

聞

こ

え

候

、

若

し

、

毎

時

其

の

大

法

に

任

せ

て

、

其

道

理

を

盡

す

に

及

ば

ず

し

て

、

裁

断

に

至

り

候

わ

ば

、

尤

も

以

っ

て

、

然

る

べ

か

ら

ざ

る

事

に

思

召

し

候

事

 

一

 

評

定

所

并

び

に

諸

奉

行

所

に

お

い

て

、

沙

汰

の

次

第

こ

れ

有

、

其

の

證

状

を

拠

と

し

て

、

道

理

の

有

る

所

を

ば

推

し

尋

ね

ず

し

て

、

其

の

本

旨

を

捨

て

枝

葉

の

事

を

ば

穿

鑿

（

せ

ん

さ

く

）

候

由

、

風

聞

候

、

證

状

の

ご

と

き

は

、

其

の

拠

と

す

べ

き

事

勿

論

に

候

と

い

へ

ど

も

、

す

べ

て

公

儀

の

證

に

も

、

引

用

為

べ

き

も

の

に

、

大

法

に

も

背

き

候

事

は

、

し

る

さ

し

む

べ

か

ら

ず

、

又

、

事

の

末

な

る

所

に

つ

き

て

、

其

の

本

旨

を

知

る

べ

き

事

、

勿

論

に

候

と

い

へ

共

、

枝

葉

の

事

を

論

じ

て

、

他

事

に

わ

た

ら

ば

、

其

の

本

旨

を

失

ふ

事

あ

る

べ

し

 

然

ら

ば

、

必

ず

其

の

證

を

も

拠

と

し

難

く

、

其

の

末

を

も

遂

げ

難

し

、

然

中

論

地

等

の

事

、

古

来

多

く

は

評

定

所

に

て

僉

議

の

上

を

以

て

事

決

し

候

処

に

、

近

年

の

例

御

代

官

所

に

申

付

け

、

検

使

を

以

て

裁

断

し

候

故

に

然

る

べ

か

ら

ざ

る

事

共

、

こ

れ

在

る

由

、

相

聞

こ

え

候

、

す

べ

て

此

等

の

類

諸

事

に

付

き

て

、

其

の

心

得

、

こ

れ

有

る

べ

き

事

に

思

し

召

さ

れ

候

事

 

附

り

、

近

年

以

来

、

罪

悪

極

重

の

輩

を

た

す

け

置

き

目

明

し

口

問

ひ

な

ど

と

名

付

け

候

て

、

罪

の

疑

わ

し

き

も

の

出

来

候

時

は

、

奉

行

中

、

彼

の

輩

に

申

付

け

、

或

は

探

求

め

、

或

は

糾

明

せ

し

め

、

事

の

実

否

、

罪

の

有

無

を

決

断

こ

れ

在

る

由

に

候

、

た

と

へ

彼

の

輩

の

申

す

所

、

其

の

事

を

あ

や

ま

ら

ず

候

と

い

へ

共

、

奉

行

の

面

々

、

此

等

の

輩

の

力

を

借

り

用

い

候

て

、

天

下

の

御

政

事

を

取

り

沙

汰

候

わ

ん

事

、

連

々

以

て

然

る

べ

か

ら

ざ

る

候

、

況

や

又

、

彼

の

輩

の

申

す

所

、

或

は

遺

恨

に

よ

り

、

或

は

賄

賂

に

よ

り

て

事

の

躰

引

ち

が

え

理

を

非

と

な

る

の

類

、

種

々

こ

れ

有

る

由

風

聞

候

、

よ

ろ

し

く

は

や

く

彼

の

輩

の

本

罪

を

正

し

、

自

今

以

後

此

等

 

然

る

べ

か

ら

ざ

る

事

共

、

停

廃

あ

る

べ

き

事

に

思

召

さ

れ

候

事

 

一

 

評

定

所

の

法

、

公

事

訴

訟

の

事

、

其

の

筋

の

役

人

問

い

難

く

こ

れ

有

り

候

に

て

、

一

座

の

面

々

、

存

じ

寄

る

も

候

得

ば

、

其

の

存

じ

至

り

候

処

を

、

残

さ

ず

申

出

す

べ

き

由

に

候

処

に

、

近

年

以

来

、

大

法

は

僉

議

に

も

及

ば

ず

、

最

初

申

出

し

候

輩

の

沙

汰

に

任

せ

、

事

を

決

し

候

様

に

、

相

聞

こ

え

候

、

若

し

其

の

事

実

に

こ

れ

有

り

候

は

ゞ

、

評

定

の

面

々

、

其

の

人

数

多

し

と

い

え

ど

も

、

壱

人

の

沙

汰

に

事

決

し

候

わ

ば

、

古

よ

り

僉

議

と

申

し

、

評

定

と

申

す

事

は

、

其

の

本

義

を

相

失

い

候

、

自

今

以

後

は

各

々

其

の

心

中

を

惣

し

、

詮

議

の

上

に

評

定

し

候

様

に

仕

る

べ

く

旨

ニ

、

思

召

さ

れ

候

事

 

一

 

評

定

所

の

法

、

遠

國

よ

り

訴

え

来

り

候

輩

を

、

其

の

滞

留

の

日

久

し

か

ら

ず

候

や

う

に

、

こ

れ

有

る

べ

き

由

に

候

、

然

る

に

近

年

以

来

、

評

定

所

并

び

に

、

諸

奉

行

所

に

お

い

て

、

公

事

訴

訟

相

決

し

難

く

、

年

月

を

経

候

わ

て

、

滞

留

の

輩

こ

れ

有

る

由

、

相

聞

こ

え

候

 

軽

賎

の

者

共

、

其

の

家

業

を

抛

（

な

げ

う

）

ち

、

其

の

在

所

を

離

れ

滞

留

の

日

、

久

し

く

し

て

は

、

た

と

へ

其

の

本

意

の

ご

と

く

、

相

済

候

と

も

、

其

の

費

用

の

失

却

す

く

な

か

ら

ず

、

況

ヤ

又

申

す

所

か

な

い

難

き

者

に

お

い

て

は

、

猶

々

迷

惑

に

及

ぶ

べ

き

事

、

尤

も

以

て

、

不

便

の

事

に

候

、

自

今

以

後

は

奉

行

の

面

々

、

此

等

の

所

を

お

も

い

め

ぐ

ら

し

沙

汰

の

次

第

、

こ

れ

在

る

べ

き

由

に

思

召

さ

れ

候

事

 

附

り

、

老

中

に

申

し

達

し

云

上

候

事

に

は

、

再

三

思

慮

を

用

い

候

故

か

、
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毎

事

遅

滞

の

事

共

こ

れ

有

り

（

欠

字

）

、

御

尋

ね

の

旨

、

こ

れ

在

る

時

答

申

す

処

、

其

の

義

相

わ

か

れ

ざ

る

事

も

こ

れ

有

り

候

、

す

べ

て

事

の

滞

り

な

く

申

す

所

、

明

ら

か

な

る

心

得

こ

れ

在

る

べ

き

由

に

、

思

召

さ

れ

候

事

 

一

 

凡

そ

、

公

事

訴

訟

の

事

、

或

は

権

勢

の

所

縁

こ

れ

在

る

輩

、

或

は

賄

賂

を

用

い

候

輩

の

類

は

、

其

の

志

を

得

候

に

て

、

其

の

望

を

達

し

候

者

と

も

こ

れ

有

る

由

、

世

上

に

申

し

沙

汰

し

候

所

、

す

で

に

年

久

し

く

候

を

以

て

、

御

代

始

め

の

時

、

御

定

目

に

し

る

し

出

ら

れ

候

と

い

え

ど

も

旧

弊

今

に

相

改

さ

る

よ

し

、

猶

々

其

聞

こ

え

候

、

若

し

風

聞

の

ご

と

く

に

候

に

、

お

い

て

は

、

御

政

事

の

よ

り

て

や

ぶ

れ

候

処

に

候

へ

ば

、

此

上

其

の

御

沙

汰

に

及

ば

る

べ

き

事

に

、

奉

行

中

の

面

々

其

の

家

中

の

輩

は

い

う

に

及

ば

ず

、

支

配

の

も

の

共

に

至

る

迠

、

よ

ろ

し

く

其

の

戒

め

、

こ

れ

在

る

べ

き

事

に

、

思

召

さ

れ

候

事

 

附

り

、

牢

屋

の

役

人

と

い

え

ど

も

、

種

々

の

私

法

を

た

て

牢

者

の

輩

の

賄

賂

を

む

さ

ぼ

り

候

次

第

に

、

相

聞

こ

え

候

 

此

等

の

事

共

、

奉

行

中

は

未

だ

承

り

も

傳

え

ず

候

故

か

制

禁

に

も

及

ば

ず

、

尤

も

以

て

然

る

べ

か

ら

ざ

る

事

に

候

、

す

べ

て

此

の

如

き

事

共

、

急

度

厳

禁

有

る

べ

き

事

 

右

条

々

よ

ろ

し

く

承

知

せ

し

む

べ

く

候

、

諸

奉

行

所

の

事

に

お

い

て

は

、

天

下

の

御

政

事

の

出

る

所

候

上

は

、

万

事

の

理

非

は

此

所

に

相

定

る

事

共

に

候

 

然

る

に

、

只

今

迠

の

ご

と

く

に

こ

れ

有

り

候

に

て

は

、

其

の

奉

行

の

越

度

と

申

す

ば

か

り

に

て

は

こ

れ

無

く

、

即

ち

御

政

事

の

明

ら

か

な

ら

ず

し

て

人

民

の

安

か

ら

ざ

る

所

に

候

間

、

各

々

其

の

心

得

を

以

て

沙

汰

の

次

第

、

こ

れ

有

る

べ

く

仕

る

由

、

仰

出

さ

る

者

也

 

 

正

徳

二

辰

年

九

月

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

評

定

所

奉

行

中

 

遠

国

諸

奉

行

所

に

お

ゐ

て

も

宜

し

く

此

旨

准

ず

べ

き

事

 

『

徳

川

吉

宗

と

そ

の

時

代

』

（

辻

達

也

著

）

 

「

司

法

改

革

正

徳

期

の

評

定

所

」

 

元

禄

‐

正

徳

期

の

幕

府

の

司

法

運

営

は

す

っ

か

り

ゆ

る

み

き

っ

て

い

て

、

さ

な

が

ら

こ

れ

に

続

く

享

保

期

の

引

き

立

て

役

の

如

く

で

あ

っ

た

。

そ

の

模

様

は

正

徳

二

（

一

七

一

二

）

年

九

月

に

評

定

所

に

発

せ

ら

れ

た

訓

令

に

よ

っ

て

う

か

が

え

る

。

 

一

、

評

定

所

は

卯

半

刻

（

午

前

七

時

）

よ

り

会

合

し

、

申

之

刻

（

午

後

四

時

）

退

出

す

る

の

が

寛

永

以

来

の

法

式

で

あ

る

が

、

近

年

公

事

訴

訟

数

も

増

加

し

て

い

る

の

に

、

集

ま

る

と

聞

も

な

く

退

出

す

る

。

 

一

、

評

定

所

・

奉

行

所

に

お

け

る

審

理

は

枝

葉

末

節

の

事

ば

か

り

問

題

と

し

て

い

る

。

ま

た

近

年

重

罪

人

を

助

け

て

お

い

て

「

目

明

し

」

な

ど

と

名

付

け

、

犯

罪

の

捜

査

に

あ

た

ら

せ

て

い

る

と

い

う

。

奉

行

が

こ

う

い

う

者

の

力

を

借

り

て

天

下

の

政

治

を

取

り

行

う

こ

と

は

、

は

な

は

だ

よ

ろ

し

く

な

い

。

 

一

、

評

定

所

に

お

い

て

、

近

年

は

十

分

審

理

も

せ

ず

、

最

初

の

発

言

者

の

意

見

に

ま

か

せ

て

い

る

と

い

う

。

多

数

集

ま

っ

て

も

評

定

に

は

な

ら

な

い

。

 

一

、

近

年

審

理

が

遅

延

し

、

遠

方

か

ら

の

出

訴

者

は

長

い

年

月

江

戸

に

滞

留

を

余

儀

な

く

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

で

は

軽

賎

の

者

は

費

用

の

負

担

多

大

で

あ

る

。

 

一

、

訴

訟

に

お

い

て

、

権

勢

に

ゆ

か

り

の

あ

る

者

や

、

賄

賂

を

出

し

た

者

が

勝

訴

す

る

と

い

う

。

 

こ

う

い

う

訓

令

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

あ

ま

り

改

善

は

み

ら

れ

な

か

っ

た

ら

し

い

。

室

鳩

巣

の

書

簡

に

よ

る

と

、

評

定

所

の

面

々

は

八

つ

頃

（

午

後

二

時

）

に

は

仕

事

を

や

め

、

そ

の

後

は

定

刻

ま

で

役

所

に

ぶ

ら

ぶ

ら

し

て

い

る

。

そ

う

し

て

「

筑

後

殿

（

新

井

白

石

）

の

お

蔭

で

暮

方

ま

で

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

、

こ

の

訓

令

の

発

案

者

で

あ

る

新

井

白

石

の

悪

口

を

い

っ

て

い

た

と

い

う

。
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[[ [[

史

料

史

料

史

料

史

料

]] ]]
    

『

徳

川

実

紀

 

文

昭

院

殿

御

実

記

巻

十

五

』

の

正

徳

二

年

九

月

五

日

「

評

定

所

及

三

奉

行

所

制

」

の

記

述

に

は

 

          

 

 



 8 

 

      

[

注

記

]
 

国

史

大

系

第

十

三

巻

 

徳

川

実

紀

 

文

昭

院

殿

御

実

記

 

 
 

底

本

 

紅

葉

山

文

庫

 

関

東

大

震

災

に

て

消

失

 

副

本

と

さ

れ

る

 

 
 

 

ア

 

内

閣

文

庫

（

浅

草

文

庫

）

 
 

 
 

 
 

正

本

と

さ

れ

る

 

 
 

 

ト

 

徳

川

家

所

蔵

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

校

正

本

 

 


