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私

が

最

初

に

手

に

入

れ

た

古

文

書

は

六

代

将

軍

家

宣

の

遺

言

状

で

あ

っ

た

。

古

文

書

で

も

勉

強

し

よ

う

か

と

思

っ

て

何

も

分

か

ら

ず

に

買

っ

た

も

の

だ

が

、

調

べ

て

み

る

と

評

定

所

宛

の

文

章

が

あ

る

の

で

評

定

所

あ

た

り

で

記

録

さ

れ

た

も

の

の

よ

う

で

あ

る

。

 

徳

川

実

紀

（

文

昭

院

殿

御

実

紀

附

録

）

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

は

か

ら

せ

給

ひ

、

御

遺

言

書

数

通

を

頒

た

し

め

る

」

と

あ

る

。

数

通

と

い

う

の

は

四

通

で

あ

り

、

そ

の

う

ち

の

三

通

が

こ

れ

に

記

載

さ

れ

て

い

る

。

新

井

白

石

が

代

筆

し

た

の

で

は

な

い

か

と

疑

わ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

深

く

関

っ

て

い

る

と

さ

れ

て

い

る

が

、

一

方

、

実

紀

の

編

纂

者

の

一

人

、

成

島

司

直

が

絶

賛

し

た

よ

う

に

名

文

で

あ

る

と

も

さ

れ

て

い

る

。

 

そ

の

中

で

「

在

世

の

日

短

く

し

て

其

志

の

遂

げ

ざ

る

事

、

今

に

及

び

て

い

う

べ

き

所

を

知

ら

ず

」

と

い

う

文

に

私

も

何

か

共

感

す

る

も

の

が

あ

り

、

古

文

書

の

勉

強

を

今

始

め

な

く

て

は

と

思

い

立

っ

た

の

で

あ

っ

た

。

又

こ

の

古

文

書

に

は

「

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

」

と

書

か

れ

て

い

る

の

だ

が

、

徳

川

実

紀

で

は

｢

呉

越

｣

が

｢

胡

越

｣

と

な

っ

て

い

る

。

｢

呉

越

同

舟

｣

と

い

う

諺

の

引

用

と

思

う

の

だ

が

、

果

し

て

家

宣

の

遺

言

書

は

｢

胡

越

｣

で

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

か

、

実

紀

を

疑

っ

て

も

今

と

な

っ

て

は

し

よ

う

が

な

い

こ

と

で

あ

る

。

 

     

正

徳

二

年

被

 

仰

出

書

 

 

 

  

六

代

将

軍

徳

川

家

宣

 

宝

永

六

年

（

一

七

〇

九

年

）

、

綱

吉

が

亡

く

な

り

、

四

十

八

歳

で

第

六

代

将

軍

に

就

任

す

る

と

、

悪

評

の

高

か

っ

た

生

類

憐

れ

み

の

令

や

酒

税

を

廃

止

す

る

な

ど

、

庶

民

か

ら

の

人

気

と

期

待

は

高

か

っ

た

。

柳

沢

吉

保

を

免

職

し

、

甲

府

徳

川

家

旧

臣

で

あ

る

間

部

詮

房

・

新

井

白

石

ら

を

登

用

し

て

文

治

政

治

を

推

進

し

、

荻

原

重

秀

に

命

じ

て

財

政

改

革

を

試

み

た

が

、

在

職

三

年

後

の

正

徳

二

年

（

一

七

一

二

年

）

十

月

十

四

日

に

死

去

し

た

。
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正

徳

二

年

被

 

仰

出

書

(

一

)
 

 

 

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

取

 

候

間

万

端

入

念

大

切

ニ

可

相

勤

旨

被

仰

置

候

処

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

ゟ

以

来

天

下

之

政

（

事

）

 

  

｢

公

方

様

｣

と

は

将

軍

の

こ

と

で

、

こ

こ

で

は

六

代

将

軍

家

宣

で

あ

る

。

｢

御

不

例

｣

と

は

貴

人

の

病

気

に

使

う

言

葉

で

あ

る

。

「

若

君

様

」

は

家

宣

の

子

で

七

代

将

軍

家

継

の

こ

と

で

あ

る

。

「

東

照

宮

」

は

徳

川

家

康

が

神

と

し

て

祭

ら

れ

た

名

で

あ

る

。

 

 

正

徳

二

年

被

 

仰

出

書

(

二

)
 

 

 

 

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

国

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

て

水

を

渡

る

に

其

心

を

一

つ

に

し

て

其

 

力

を

共

に

す

る

舟

は

風

波

の

難

を

も

の

か

る

（

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
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正

徳

二

年

被

 

仰

出

書

(

三

)
 

 

 

 

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

国

危

き
 

代

々

の

事

共

を

以

て

深

き

戒

と

す

べ

し

若

し

其

志

し

 

な

か

ら

ん

に

お

い

て

は

当

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

 

     

（

文

昭

院

殿

御

実

紀

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

 

（

以

下

、

前

述

の

遺

言

と

同

じ

文

面

が

記

述

さ

れ

て

い

る

）

 

 

（

さ

ら

に

文

昭

院

殿

御

実

紀

附

録

の

記

述

に

は

）

 

公

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

。

宝

貨

の

事

仰

置

か

れ

し

も

の

一

通

な

り

。

 

 

（

こ

れ

は

｢

群

臣

に

賜

る

所

の

一

通

｣

で

）

 
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
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（

実

紀

編

纂

者

で

あ

る

成

島

司

直

が

文

廟

令

に

述

べ

て

い

る

。

）

 

百

年

の

今

に

至

り

。

御

書

ど

も

く

り

か

え

し

よ

み

奉

る

に

。

御

一

身

 

の

為

を

ば

。

露

ば

か

り

も

か

え

り

み

給

は

ず

。

た

ゞ

天

下

後

世

の

事

 
を

。

か

ゝ

る

際

ま

で

思

ひ

い

た

ら

せ

給

ひ

し

は

。

い

と

あ

り

が

た

き

 

御

事

に

て

。

感

涙

せ

き

と

ゞ

め

が

た

く

こ

そ

覚

え

侍

れ

。

寛

平

の

御

 

遺

誡

。

及

び

周

の

成

王

の

顧

命

な

ど

を

こ

そ

。

か

し

こ

き

た

め

し

に

 

は

伝

ふ

る

事

な

れ

。

武

家

の

世

と

な

り

て

、

か

か

る

御

遺

命

と

い

ふ

 

も

の

、

い

ま

だ

聞

も

及

ば

ぬ

事

に

ぞ

。

 

                   

徳

川

実

紀

 

江

戸

時

代

の

幕

政

を

知

る

基

本

資

料

で

あ

る

。

特

に

歴

代

将

軍

に

関

す

る

事

項

は

網

羅

さ

れ

て

い

る

。

諡

号

を

冠

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

将

軍

に

関

す

る

記

録

を

『

東

照

宮

御

実

紀

』
『

台

徳

院

殿

御

実

紀

』

…

と

称

す

る

。
『

徳

川

実

紀

』

と

い

う

の

は

そ

れ

ら

を

ま

と

め

た

総

称

・

通

称

で

あ

る

。

 

歴

代

将

軍

在

任

時

の

出

来

事

を

日

付

順

に

ま

と

め

た

本

編

と

、

逸

話

を

集

め

た

附

録

か

ら

な

っ

て

い

る

。

文

化

六

年

（

一

八

〇

九

年

）

に

起

稿

、

嘉

永

二

年

（

一

八

四

九

年

）

十

二

代

徳

川

家

慶

に

献

じ

ら

れ

た

。

編

纂

は

成

島

司

直

（

な

る

し

ま

も

と

な

お

）

ら

。

そ

れ

ぞ

れ

の

記

事

の

出

典

が

記

さ

れ

て

い

る

た

め

、

江

戸

時

代

を

知

る

基

本

史

料

と

な

っ

て

い

る

。

一

次

史

料

で

は

あ

る

が

、

編

纂

の

過

程

で

落

と

さ

れ

た

記

事

も

あ

る

し

、

用

語

な

ど

を

替

え

て

叙

述

さ

れ

て

い

る

部

分

も

多

い

。

編

纂

の

も

と

に

な

っ

た

の

は

幕

府

右

筆

所

で

作

成

さ

れ

た

日

記

「

柳

営

日

次

記

（

り

ゅ

う

え

い

ひ

な

み

き

）

』

で

あ

る

。
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遺

言

四

通

の

う

ち

｢

諸

有

志

を

誡

め

給

ふ

も

の

｣

と

｢

宝

貨

の

事

仰

置

か

れ

し

も

の

｣

も

こ

の

古

文

書

に

書

か

れ

て

い

る

。

こ

の

二

つ

は

遺

言

と

い

う

よ

り

は

新

井

白

石

が

次

期

将

軍

家

継

の

後

見

人

と

し

て

文

治

政

治

を

続

け

る

た

め

、

意

図

的

に

家

宣

の

名

で

今

後

の

対

応

に

つ

い

て

書

き

残

さ

せ

た

、

と

も

思

え

る

内

容

で

あ

る

。

事

実

、

そ

の

疑

い

を

白

石

に

か

け

ら

れ

て

い

た

よ

う

で

、

白

石

自

身

『

折

焚

柴

の

記

』

で

次

の

よ

う

に

弁

明

し

て

い

る

。

 

 

（

折

焚

柴

の

記

の

記

述

）
 

十

月

二

十

三

日

に

及

び

て

、

過

ぎ

に

し

九

日

に

、

老

中

に

仰

下

さ

れ

し

金

銀

の

事

、

世

の

人

の

議

に

問

は

し

め

給

ふ

所

の

も

の

を

、

施

行

せ

ら

れ

た

り

け

る

。

此

事

は

か

く

れ

さ

せ

給

ひ

し

御

あ

と

に

、

某

が

つ

げ

言

し

て

し

る

し

出

せ

し

も

の

の

如

く

に

、

い

ひ

し

人

も

あ

り

し

と

を

聞

え

た

る

。

十

一

日

施

行

す

べ

し

と

て

、

九

日

の

日

に

仰

を

承

り

給

ひ

し

か

ば

、

老

中

の

人

々

に

は

、

某

が

つ

げ

ご

と

な

ら

ぬ

事

は

、

し

り

給

ふ

め

り

。

 

 

老

中

に

仰

下

さ

れ

し

金

銀

の

事

と

は

こ

の

｢

宝

貨

の

事

仰

置

か

れ

し

も

の

｣

の

こ

と

で

徳

川

実

紀

に

は

次

の

よ

う

に

記

載

が

あ

る

。

 

 

（

文

昭

院

殿

御

実

紀

の

記

述

）

 

正

徳

二

年

十

月

十

八

日

（

金

銀

改

鋳

遺

命

） 

又

御

遺

命

と

て

。

金

銀

改

鋳

の

事

老

臣

仰

を

伝

ふ

。

其

趣

は

 

上

古

よ

り

我

国

に

て

金

銀

を

生

ぜ

し

事

少

く

。

国

材

乏

し

か

り

し

を

。

東

照

宮

海

内

を

一

統

し

給

ひ

し

初

よ

り

。

天

運

と

き

い

た

り

。

神

徳

感

応

し

て

天

下

の

宝

山

一

時

に

開

け

。

金

銀

の

生

ず

る

数

多

く

。

国

初

よ

り

い

ま

だ

聞

か

ざ

る

事

な

り

。

（

以

下

省

略

）

 

 

宝

貨

の

事

仰

置

か

れ

し

も

の

(

一

)
 

 

 

被

 

仰

出

之

趣

 

上

古

以

来

我

国

ニ

而

金

銀

を

生

し

候

事

其

数

無

数

 

天

下

之

財

用

と

ぼ

し

く

候

得

し

事

共

世

の

人

伝

知

ら

ざ

る

 

所

に

て

候

然

る

に

 

東

照

宮

御

治

世

の

初

メ

慶

長

七

年

ニ

及

び

て

天

運

の

 

時

至

り

候

故

か

神

徳

感

じ

い

だ

さ

れ

候

故

か

天

下

之

 

宝

山

一

時

に

開

け

始

め

て

金

銀

之

生

じ

出

事

我

 

国

之

初

よ

り

此

か

た

い

ま

だ

其

例

を

聞

か

ず

こ

れ

よ

り

 

し

て

公

私

貴

賎

の

財

用

ゆ

た

か

に

事

足

り

候

の

（

外

に

）

 

 

文

昭

院

殿

御

実

紀

と

比

較

す

る

と

文

章

に

や

や

違

い

が

あ

る

。
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宝

貨

の

事

仰

置

か

れ

し

も

の

(

最

後

の

頁

)
 

 

 

お

ゐ

て

ハ

天

下

の

人

と

共

ニ

其

時

を

 

御

待

合

せ

可

有

之

候

只

い

づ

れ

の

道

に

も

金

銀

之

 

事

ハ

我

国

万

代

迄

之

た

め

に

 

東

照

宮

定

め

置

れ

し

法

の

こ

と

く

に

な

し

返

さ

る

 

べ

き

御

本

意

候

間

天

下

之

貴

賎

よ

ろ

し

く

此

の

御

旨

を

 

存

す

べ

き

由

被

仰

出

者

也

 

辰

十

月

十

一

日

 

  

確

か

に

家

宣

生

存

中

の

十

一

日

に

発

布

さ

れ

て

い

る

。

白

石

の

弁

明

は

理

屈

と

し

て

合

っ

て

い

る

。

し

か

し

家

宣

が

こ

こ

ま

で

の

こ

と

を

書

き

残

す

こ

と

が

あ

っ

た

の

か

、

白

石

の

言

葉

と

し

て

み

た

ほ

う

が

自

然

で

は

あ

る

。

白

石

が

深

く

関

っ

た

こ

と

は

事

実

で

あ

る

。

 

   

文

昭

院

殿

御

実

紀

の

文

面

と

比

べ

て

み

る

。

こ

の

違

い

は

何

か

、

興

味

を

引

く

と

こ

ろ

で

あ

る

。

先

の

〈

〉

内

は

実

紀

の

文

、

次

に

本

古

文

書

の

文

を

並

べ

て

み

た

。

本

文

書

が

原

文

と

は

い

え

な

い

が

比

較

す

る

と

実

紀

は

編

纂

さ

れ

要

約

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

み

え

る

。

実

紀

編

纂

時

と

百

年

の

差

が

あ

り

実

紀

は

当

時

の

現

代

語

訳

と

も

言

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

〈

上

古

よ

り

我

国

に

て

、

金

銀

を

生

ぜ

し

事

少

な

く

、

〉

 

上

古

以

来

我

国

ニ

而

金

銀

を

生

し

候

事

其

数

無

数

 

〈

国

材

乏

し

か

り

し

を

、

〉

 

天

下

之

財

用

と

ぼ

し

く

候

得

し

事

共

、

世

の

人

伝

知

ら

ざ

る

所

に

て

候

 

〈

東

照

宮

海

内

を

一

統

し

給

ひ

し

初

よ

り

、

天

運

と

き

い

た

り

、

〉

 

然

る

に

東

照

宮

御

治

世

の

初

メ

慶

長

七

年

ニ

及

び

て

天

運

の

時

至

り

候

故

か

 

〈

神

徳

感

応

し

て

、

天

下

の

宝

山

一

時

に

開

け

、

〉

 

神

徳

感

じ

い

だ

さ

れ

候

故

か

、

天

下

之

宝

山

一

時

に

開

け

始

め

て

 

〈

金

銀

の

生

ず

る

数

多

く

、

国

初

よ

り

未

だ

聞

か

ざ

る

事

な

り

。

〉

 

金

銀

之

生

じ

出

事

、

我

国

之

初

よ

り

此

か

た

い

ま

だ

其

例

を

聞

か

ず

 

〈

是

よ

り

我

国

の

財

宝

充

足

せ

し

の

み

に

あ

ら

ず

、

〉

 

こ

れ

よ

り

し

て

公

私

貴

賎

の

財

用

ゆ

た

か

に

事

足

り

候

の

外

に

あ

ら

ず

 

〈

海

外

よ

り

も

こ

れ

を

求

む

る

為

に

、

来

舶

す

る

国

々

の

数

多

く

、

〉

 

我

国

の

外

よ

り

も

金

銀

を

求

む

へ

き

と

な

□

、

渡

り

来

る

国

之

其

数

多

く

 

〈

我

国

の

資

用

ゆ

た

か

に

な

り

し

は

、

〉

 
こ

れ

に

よ

り

て

我

国

之

資

用

も

ゆ

た

か

に

事

足

り

候

而

今

日

に

至

り

候

 

〈

ま

た

ま

た

神

徳

の

い

た

す

所

な

り

。

〉

 

皆

是

東

照

宮

之

神

恩

に

あ

ら

ず

と

ハ

申

へ

か

ら

す

 

〈

寛

永

の

頃

来

舶

を

禁

ぜ

ら

れ

し

国

々

多

し

と

雖

も

、

〉

 

寛

永

年

中

我

国

に

渡

り

来

候

事

を

禁

せ

ら

れ

候

国

の

多

し

と

い

へ

共
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〈

今

に

至

り

て

年

々

に

渡

り

来

る

舟

も

少

な

か

ら

ず

。

こ

れ

を

も

て

、

〉

 

今

に

至

て

年

々

ニ

渡

り

来

り

候

所

も

其

数

猶

す

く

な

か

ら

す

候

ヲ

以

 
〈

我

国

の

金

銀

万

国

の

宝

に

す

ぐ

れ

た

る

事

は

し

る

べ

き

な

り

。

〉

 

我

国

の

金

銀

万

国

之

宝

ニ

す

ぐ

れ

候

事

世

の

人

又

推

シ

知

る

へ

き

所

ニ

而

候

 

 

（

以

下

実

紀

の

記

述

の

み

、

本

文

書

は

資

料

編

を

参

照

）

 

然

る

に

慶

長

よ

り

こ

の

か

た

、

或

は

殊

域

に

流

れ

入

り

、

あ

る

い

は

火

災

に

焼

う

せ

、

或

は

神

社

、

仏

閣

、

衣

服

、

器

財

の

た

め

に

費

や

す

を

も

っ

て

、

こ

の

九

十

余

年

が

間

に

、

天

下

の

金

銀

大

半

を

減

ぜ

し

故

、

通

貨

む

か

し

に

及

ば

ず

。

よ

り

て

元

禄

の

頃

改

め

造

ら

せ

ら

れ

、

そ

の

数

を

倍

せ

ら

れ

し

か

ど

、

品

格

そ

の

か

み

定

め

置

か

せ

給

い

し

所

に

、

大

に

及

ば

ざ

れ

ば

、

工

商

等

新

造

の

金

銀

を

い

や

し

み

、

諸

物

の

価

ま

し

か

え

て

互

市

す

る

を

も

て

、

物

価

は

年

々

に

貴

く

、

金

銀

は

年

々

に

賤

し

く

、

終

に

上

下

の

艱

困

に

及

べ

り

。

異

邦

に

し

て

も

、

古

よ

り

宝

貨

の

し

な

高

下

同

じ

か

ら

ず

。

中

古

よ

り

は

宝

鈔

と

て

、

紙

も

て

金

銀

に

か

え

、

通

貨

す

る

事

、

今

に

至

れ

り

。

元

禄

よ

り

こ

な

た

の

金

銀

、

た

と

え

其

の

品

の

下

り

た

り

と

て

、

異

国

の

宝

鈔

に

く

ら

ぶ

べ

き

に

非

ず

。

さ

れ

ば

四

民

各

そ

の

業

を

伝

え

、

財

用

を

相

通

ず

る

事

、

東

照

宮

以

来

列

朝

の

国

恩

に

よ

る

所

を

思

は

ば

、

さ

の

み

金

銀

を

い

や

し

め

、

物

価

を

貴

く

す

べ

き

に

あ

ら

ざ

れ

ど

も

、

財

を

重

ん

じ

利

を

争

う

は

工

商

の

習

い

な

れ

ば

、

あ

な

が

ち

罪

す

べ

き

に

あ

ら

ず

。

た

だ

ひ

と

え

に

其

の

習

弊

、

今

日

の

煩

い

と

な

り

し

と

、

今

更

是

非

を

論

ず

る

に

及

ぶ

べ

か

ら

ず

。

す

べ

て

こ

れ

ら

の

事

、

年

ご

ろ

詳

ら

か

に

し

ろ

し

め

さ

れ

し

を

も

て

、

御

継

統

の

初

め

よ

り

、

金

銀

の

品

を

昔

に

か

え

し

、

諸

物

の

価

を

も

平

均

し

、

四

民

の

煩

い

を

除

き

た

ま

わ

ん

御

本

志

に

お

わ

し

け

れ

ど

、

凡

そ

物

一

た

び

破

れ

た

る

の

ち

、

元

の

如

く

に

な

し

返

さ

れ

ん

は

、

い

と

難

き

と

は

り

な

る

中

に

も

、

別

て

金

銀

を

も

と

の

如

く

復

し

給

わ

ん

は

、

尤

も

行

い

難

き

ゆ

え

な

り

。

然

る

を

今

た

だ

ち

に

元

の

如

く

復

し

給

わ

ば

、

通

貨

の

員

数

俄

に

半

ば

を

減

ず

べ

し

。

人

々

家

財

の

半

ば

を

失

わ

む

に

は

、

工

商

の

利

を

貪

る

心

は

、

改

む

べ

き

に

あ

ら

ね

ば

、

物

価

を

減

じ

て

、

互

市

す

べ

き

に

あ

ら

ず

。

（

以

下

省

略

）
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通

貨

制

度

に

つ

い

て

 
 

 
 

 

『

徳

川

吉

宗

と

そ

の

時

代

』

辻

達

也

著

 

通

貨

の

改

良

・

統

一

も

緊

縮

財

政

の

一

端

を

担

う

重

要

な

政

策

で

あ

っ

た

。

五

代

将

軍

綱

吉

の

時

、

元

禄

八

（

一

六

九

五

）

年

幕

府

は

財

政

窮

乏

の

対

策

と

し

て

、

勘

定

奉

行

荻

原

重

秀

の

意

見

を

容

れ

て

、

家

康

以

来

の

慶

長

金

銀

の

質

を

悪

く

し

、

数

量

を

増

発

し

た

。

そ

れ

に

伴

っ

て

物

価

が

騰

貴

し

、

新

旧

貨

幣

の

交

換

も

順

調

に

進

ま

な

か

っ

た

の

で

、

通

貨

制

度

も

混

乱

し

た

。

 

し

か

し

そ

の

後

も

将

軍

以

下

の

費

沢

な

生

活

や

物

価

騰

貴

、

さ

ら

に

元

禄

十

六

（

一

七

〇

三

）

年

の

江

戸

の

大

震

災

も

加

わ

っ

て

、

せ

っ

か

く

の

改

鋳

差

益

金

（

出

目

と

称

す

る

）

も

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

で

、

銀

貨

の

質

を

ど

ん

ど

ん

下

落

さ

せ

て

い

っ

た

。

金

貨

の

方

は

元

禄

金

の

評

判

が

あ

ま

り

に

も

悪

い

の

で

、

そ

の

品

位

を

改

良

し

た

が

、

素

材

の

金

が

足

り

な

い

の

で

形

を

ほ

ぼ

半

分

に

し

た

乾

字

金

を

宝

永

七

（

一

七

一

〇

）

年

に

発

行

し

た

。

こ

う

し

て

金

貨

は

善

悪

大

小

三

種

、

銀

は

善

悪

六

種

も

の

貨

幣

が

混

然

と

流

通

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

 

 

新

井

白

石

は

通

貨

混

乱

の

悪

影

響

を

憂

慮

し

、

貨

幣

の

品

位

復

旧

と

統

一

に

尽

力

し

、

六

代

将

軍

家

宜

の

遺

言

の

権

威

を

背

景

に

、

正

徳

四

（

一

七

一

四

）

年

に

慶

長

金

銀

と

同

一

品

位

の

正

徳

金

銀

発

行

を

実

現

さ

せ

た

。

 

        

『

新

補

倭

年

代

皇

紀

絵

章

巻

之

七

』

（

安

永

二

年

菊

屋

喜

兵

衛

板

）

 

 

正

徳

四

甲

午

年

十

一

月

ニ

 

四

ツ

宝

銀

を

吹

改

て

 

慶

長

の

上

銀

に

ふ

き

 

か

え

は

じ

ま

る

 

○

十

二

月

三

日

よ

り

金

銀

 

引

替

場

所

被

仰

付

 

新

金

銀

引

替

始

る

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

引

替

會

所

 

       

家

宣

の

死

去

か

ら

二

年

後

の

正

徳

四

年

、

白

石

の

筋

書

き

通

り

に

改

鋳

が

進

め

ら

れ

た

。

後

に

も

先

に

も

品

位

を

上

げ

る

改

鋳

は

こ

の

時

だ

け

で

あ

っ

た

。
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文

昭

院

殿

御

実

紀

九

月

五

日

に

評

定

所

。

三

奉

行

所

に

仰

出

さ

れ

し

は

。

と

、

も

う

ひ

と

つ

の

御

遺

言

書

｢

諸

有

志

を

誡

め

給

ふ

も

の

｣

が

記

さ

れ

て

い

る

の

が

こ

れ

で

あ

る

。

 

 

諸

有

志

を

誡

め

給

ふ

も

の

(

一

)
 

 

 

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

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

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

故

言

合

之

間

も

な

く

退

出

候

様

に

 

 

諸

有

志

を

誡

め

給

ふ

も

の

(

二

)
 

 

 

 

相

聞

へ

候

若

毎

時

其

大

法

に

任

て

其

道

理

を

 

盡

ク

に

及

す

し

て

裁

断

に

至

り

候

ハ

ゝ

尤

以

不

可

然

事

 

被

 

思

召

候

事

 

一

評

定

所

并

諸

奉

行

所

に

お

い

て

沙

汰

の

次

第

 

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

い

 

へ

き

も

の

に

大

法

に

も

背

け

候

事

は

し

か

さ

ら

む
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諸

有

志

を

誡

め

給

ふ

も

の

(

三

)
 

 

 

 

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

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

端

他

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

 

      

正

徳

期

の

評

定

所

 
 

 
 

 
 

『

徳

川

吉

宗

と

そ

の

時

代

』

辻

達

也

著

 

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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評

定

所

 

寛

永

十

二

年

(

一

六

三

五

)

十

一

月

始

め

て

江

戸

幕

府

は

寛

永

十

二

年

十

一

月

十

日

評

定

所

の

制

を

定

め

、

十

二

月

二

日

そ

の

掌

務

の

規

則

を

令

違

し

、

こ

れ

を

｢

懸

看

板

｣

と

い

っ

た

。

老

中

の

月

番

を

定

め

、

土

井

大

炊

頭

(

利

勝

)

、

酒

井

讃

岐

守

(

忠

勝

)

、

松

平

伊

豆

守

(

信

網

)

、

阿

部

豊

後

守

(

忠

秋

)

、

堀

田

加

賀

守

(

正

盛
)

五

人

に

て

月

番

を

立

て

、

諸

大

名

の

訴

訟

御

用

向

を

言

上

す

べ

し

と

命

じ

た

。

十

一

月

九

日

初

め

て

寺

社

奉

行

を

置

き

、

安

藤

右

京

亮

重

長

、

松

平

出

雲

守

勝

隆

、

堀

市

正

利

重

を

任

命

し

た

。

 

評

定

所

の

事

務

即

ち

今

日

の

民

法

、

刑

法

の

裁

判

事

務

は

寺

社

奉

行

、

勘

定

奉

行

、

町

奉

行

が

こ

れ

を

扱

い

合

議

決

定

す

る

。

こ

れ

を

｢

評

定

所

一

座

｣

と

称

し

た

。

寺

社

奉

行

、

勘

定

奉

行

、

町

奉

行

の

三

奉

行

が

立

会

い

裁

判

す

る

の

を

｢

三

手

掛

｣

、

さ

ら

に

大

目

付

、

目

付

が

加

わ

る

の

を

｢

五

手

掛

｣

と

い

っ

た

。

勘

定

奉

行

に

は

公

事

方

勘

定

奉

行

と

勝

手

方

勘

定

奉

行

が

あ

り

、

評

定

所

に

出

務

す

る

の

は

公

事

方

勘

定

奉

行

で

あ

る

。

 

江

戸

幕

府

は

慶

長

八

年

(

一

六

〇

三

)

大

久

保

石

見

守

長

安

を

財

政

会

計

の

職

に

つ

け

た

が

、

当

時

は

勘

定

奉

行

と

い

う

名

称

は

な

か

っ

た

。

つ

い

で

寛

永

十

九

年

(

一

六

四

二

)

三

月

初

め

て

｢

勘

定

頭

｣

と

い

う

職

名

を

設

け

、

伊

丹

喜

之

助

成

勝

を

こ

れ

に

任

じ

た

。

勘

定

奉

行

の

名

称

は

元

禄

年

間

に

至

っ

て

生

ま

れ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

八

代

吉

宗

の

享

保

六

年

(

一

七

二

一

)

閏

七

月

、

公

事

方

と

勝

手

方

と

を

分

け

た

。

公

事

方

勘

定

奉

行

は

幕

府

直

轄

領

の

訴

訟

を

取

扱

い

、

勝

手

方

勘

定

奉

行

は

収

税

、

傜

役

、

金

銭

米

穀

の

出

納

、

禄

米

の

支

給

、

旗

本

の

采

地

分

割

等

幕

府

の

出

入

費

の

す

べ

て

を

取

扱

っ

た

。

定

員

は

い

ず

れ

も

二

名

ず

つ

で

、

こ

れ

が

一

年

で

交

替

し

合

っ

た

 

評

定

所

は

初

め

大

老

酒

井

雅

楽

頭

の

役

宅

を

使

用

し

て

い

た

が

、

明

暦

三

年

(

一

六

五

七

)

の

江

戸

大

火

に

、

酒

井

雅

楽

頭

忠

清

の

屋

敷

も

類

焼

し

た

の

で

、

仮

に

辰

之

口

の

伝

奏

屋

敷

の

一

部

を

利

用

す

る

こ

と

と

し

た

。

と

こ

ろ

が

毎

年

二

月

・

三

月

に

は

勅

使

・

院

使

の

下

向

が

あ

り

、

伝

奏

屋

敷

を

評

定

所

と

し

て

使

用

で

き

な

く

な

る

の

で

、

寛

文

元

年

(

一

六

六

一

)

八

月

、

伝

奏

屋

敷

の

北

西

に

隣

接

し

て

別

に

評

定

所

を

建

て

た

。

 

  
 

 
 

江

戸

図

鑑

綱

目

 

元

禄

二

年

 

相

模

屋

太

兵

衛

版

 

  

八

代

吉

宗

の

時

代

に

整

理

さ

れ

た

江

戸

時

代

の

刑

法

典

に

｢

公

事

方

御

定

書

｣

下

巻

(
律

の

部

)

が

あ

り

、

こ

れ

に

拠

っ

て

執

務

が

行

わ

れ

た

、

百

三

箇

条

か

ら

成

る

と

こ

ろ

か

ら

、

俗

に

｢

御

定

書

百

箇

条

｣

と

い

う

。

寄

合

は

式

日

、

立

会

、

内

寄

合

が

あ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

月

に

三

日

行

わ

れ

た

。

 

辰ノ口 

評定所 
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文

昭

院

殿

御

実

紀

に

は

さ

ら

に

も

う

一

通

の

遺

言

、

こ

の

古

文

書

に

は

収

め

ら

れ

て

い

な

い

が

。

「

老

臣

等

に

下

さ

る

る

も

の

一

通

」

を

記

し

て

い

る

の

で

実

紀

の

一

部

を

掲

載

す

る

。

こ

れ

は

極

身

近

の

人

々

へ

伝

え

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

 

 

吾

世

を

去

ら

ば

、

増

上

寺

に

葬

る

べ

し

。

近

代

の

祖

、

各

上

野

に

葬

て

、

増

上

寺

は

逐

日

詣

る

人

も

多

か

ら

ず

。

然

る

時

は

百

年

に

及

び

、

台

徳

院

殿

忌

日

を

忘

る

人

も

多

か

る

べ

し

。

且

は

台

徳

院

殿

を

軽

ん

じ

奉

る

基

ひ

な

り

。

爰

を

お

も

ふ

故

に

、

吾

此

度

命

終

ら

ば

、

増

上

寺

に

葬

せ

よ

と

言

葉

を

残

す

。

吾

心

底

を

量

て

、

鍋

松

ま

す

ま

す

祖

を

軽

ん

ぜ

ざ

る

事

を

、

よ

く

よ

く

心

を

付

を

し

へ

ん

事

を

思

ふ

な

り

。

古

よ

り

主

重

か

ら

ざ

れ

ば

威

あ

ら

ざ

る

事

、

人

の

し

る

所

也

。

況

や

主

幼

き

時

は

、

威

重

か

ら

ず

。

故

に

都

て

臣

の

威

と

こ

し

な

え

に

し

て

、

軽

か

ら

ざ

る

も

の

な

り

。

臣

た

る

も

の

幼

主

に

教

へ

ん

に

、

祖

を

厚

く

崇

敬

す

る

事

を

、

第

一

に

す

べ

し

。

 
 

 

（

以

下

省

略

）

 

 

台

徳

院

は

二

代

秀

忠

で

あ

る

。

上

野

は

東

叡

山

寛

永

寺

で

四

代

、

五

代

将

軍

は

こ

こ

に

葬

ら

れ

て

い

る

。

家

康

と

三

代

家

光

は

日

光

山

で

あ

る

。

台

徳

院

を

忘

れ

去

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

悲

観

し

て

自

分

は

台

徳

院

と

同

じ

増

上

寺

に

葬

っ

て

ほ

し

い

と

言

っ

て

い

る

。

先

代

の

五

代

綱

吉

を

嫌

っ

て

い

る

と

も

取

れ

る

が

考

え

過

ぎ

で

あ

ろ

う

か

。

 

      

増

上

寺

（

家

宣

の

菩

提

寺

）

 

『

御

江

戸

名

所

方

角

書

』

（

寛

政

五

年

再

板

西

村

至

与

八

板

）

よ

り

 

  

増

上

寺

と

い

ふ

ハ

 

浄

土

宗

の

本

山

 

関

東

だ

い

一

の

が

 

ら

ん

な

り

 

将

軍

家

御

代

々

 

の

御

霊

屋

あ

り

 

け

っ

こ

う

筆

に

ハ

 

つ

く

し

が

た

し

 

        

当

時

は

壮

大

な

伽

藍

を

有

し

た

寺

で

あ

っ

た

。
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考

察

（

一

）

 

な

ぜ

貨

幣

の

改

鋳

を

行

っ

た

の

か

、

歴

史

の

評

価

は

か

な

り

厳

し

い

。

確

か

に

現

代

の

政

治

経

済

の

理

論

に

照

ら

し

合

わ

せ

ば

、

合

理

性

の

な

い

政

策

で

あ

っ

た

か

も

知

れ

な

い

。

し

か

し

当

時

の

政

治

経

済

の

考

え

方

を

理

解

し

な

け

れ

ば

本

当

の

評

価

は

で

き

な

い

。

こ

こ

に

家

宣

の

考

え

方

を

理

解

す

る

た

め

の

一

例

を

あ

げ

て

み

る

 

 ｢

文

昭

院

殿

御

実

紀

附

録

巻

上

｣

に

 

前

朝

の

時

公

費

莫

大

に

し

て

。

御

継

統

の

は

じ

め

国

用

支

が

た

き

に

よ

り

。

老

臣

等

前

朝

の

如

く

金

銀

改

鋳

を

命

ぜ

ら

れ

ば

し

か

る

べ

し

と

申

上

し

に

。

金

銀

は

も

と

よ

り

そ

の

品

を

よ

く

こ

そ

す

べ

け

れ

。

員

増

む

と

て

。

し

な

あ

し

く

は

す

ま

じ

と

の

仰

な

り

。

老

臣

等

重

て

。

前

朝

に

改

鋳

あ

り

し

ゆ

へ

。

非

常

の

大

震

あ

り

て

。

城

壁

の

破

壊

せ

し

御

修

理

も

と

ど

こ

ふ

ら

ず

と

ゝ

の

ひ

ぬ

。

当

今

も

し

明

日

に

も

。

い

か

な

る

変

あ

る

べ

き

も

は

か

り

が

た

し

。

さ

る

時

は

何

を

も

て

そ

の

備

に

は

せ

ら

る

べ

き

。

と

に

か

く

今

の

急

務

。

改

鋳

に

し

く

は

あ

ら

じ

と

申

あ

げ

し

か

ば

。

左

ま

で

思

ひ

い

り

申

所

神

妙

に

思

召

ど

も

。

ま

づ

前

朝

に

改

鋳

し

給

ひ

し

を

も

て

。

震

災

の

備

な

り

し

と

い

ふ

は

。

一

往

は

道

理

に

も

聞

し

め

せ

ど

も

。

さ

り

な

が

ら

改

鋳

等

の

弊

政

を

行

は

れ

ず

ば

。

又

か

ゝ

る

天

災

も

あ

る

ま

じ

と

お

ぼ

し

め

せ

ば

。

左

様

の

義

な

ら

で

。

将

軍

宣

下

等

の

公

用

た

る

べ

き

手

立

あ

る

べ

し

。

も

し

そ

の

上

天

地

の

災

変

い

で

き

な

ば

。

御

一

身

を

も

て

。

天

下

の

責

を

う

け

さ

せ

給

ふ

べ

し

と

仰

ら

れ

し

か

ば

。

此

時

の

老

臣

小

笠

原

佐

渡

守

長

重

は

。

御

身

も

て

天

下

の

責

に

任

じ

た

ま

ふ

と

い

ふ

盛

慮

の

か

た

じ

け

な

き

を

か

し

こ

み

て

。

し

き

り

に

泣

涕

し

。

秋

元

但

馬

守

喬

知

は

。

あ

り

が

た

き

仰

を

承

り

ぬ

と

て

。

御

前

を

退

き

し

と

ぞ

。

 

 
 

 
 

（

折

焚

柴

、

兼

山

麗

澤

秘

策

）

 

 

こ

れ

は

家

宣

の

性

格

を

的

確

に

表

し

て

い

る

。

財

政

が

逼

迫

し

て

い

る

の

で

以

前

同

様

貨

幣

の

改

鋳

を

行

う

よ

う

に

と

の

老

臣

の

進

言

に

対

し

、

「

金

銀

は

も

と

よ

り

そ

の

品

を

よ

く

こ

そ

す

べ

け

れ

。

員

（

か

ず

）

増

さ

む

と

て

。

品

悪

し

く

は

す

ま

じ

」

、

さ

ら

に

地

震

の

備

え

の

た

め

に

と

進

言

す

れ

ば

「

ま

づ

前

朝

に

改

鋳

し

給

い

し

を

も

て

。

震

災

の

備

え

な

り

し

と

い

う

は

。

一

往

は

道

理

に

も

聞

こ

し

め

せ

ど

も

。

さ

り

な

が

ら

改

鋳

等

の

弊

政

を

行

は

れ

ず

ば

。

又

か

ゝ

る

天

災

も

あ

る

ま

じ

」

、

前

の

貨

幣

改

鋳

は

弊

政

で

あ

り

、

善

政

を

行

っ

て

い

れ

ば

過

日

の

震

災

も

無

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

、

と

言

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

天

変

地

異

も

為

政

者

の

善

悪

に

影

響

す

る

と

い

う

儒

教

思

想

を

示

す

も

の

で

、

弊

政

の

た

め

に

天

地

の

災

変

が

お

き

る

の

で

、

善

政

を

行

う

こ

と

が

先

で

あ

る

。

「

も

し

そ

の

上

天

地

の

災

変

出

で

来

な

ば

。

御

一

身

を

も

て

。

天

下

の

責

を

受

け

さ

せ

給

ふ

べ

し

」

と

責

任

は

全

て

自

分

自

身

に

あ

る

と

ま

で

言

っ

て

い

る

。

 

ま

た

大

恩

を

受

け

て

い

る

家

康

公

が

決

め

た

貨

幣

の

質

に

戻

す

こ

と

が

最

良

と

の

判

断

を

行

っ

て

い

る

。

社

会

科

学

的

根

拠

が

無

か

っ

た

時

代

の

単

純

明

快

な

思

想

で

あ

る

。
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考

察

（

二

）

 

 

こ

の

古

文

書

と

徳

川

実

紀

と

比

較

し

て

み

た

結

果

、

明

ら

か

に

違

い

が

あ

り

、

実

紀

と

は

違

う

文

書

を

書

き

写

し

た

も

の

で

あ

る

。

原

典

が

何

か

と

い

う

問

題

に

な

る

が

、

実

紀

と

内

容

は

同

じ

だ

が

語

彙

の

使

い

方

が

違

う

。

ま

た

語

彙

の

数

が

実

紀

よ

り

多

い

と

い

う

点

で

、

実

紀

以

前

の

作

成

当

時

に

近

い

も

の

と

い

う

想

定

は

で

き

る

。

い

く

つ

も

の

典

拠

が

あ

る

訳

で

も

な

い

の

で

、

実

紀

も

こ

れ

と

同

じ

も

の

を

典

拠

に

し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

実

際

に

原

典

が

あ

れ

ば

比

較

で

き

る

が

、

私

の

レ

ベ

ル

で

は

調

査

の

方

法

が

な

い

。

 

 

出

所

不

明

の

古

文

書

だ

が

専

門

家

で

あ

れ

ば

書

風

や

言

葉

遣

い

で

あ

る

程

度

鑑

定

は

で

き

る

か

も

し

れ

な

い

。

こ

れ

以

上

は

別

の

機

会

を

待

つ

こ

と

に

し

た

い

。

 

               

                           


