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家
康
と
真
宗
（
三
河
一
向
一
揆
） 

  

今
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
影

響
も
あ
り
、
地
元
の
三
英
傑
の
ひ
と

り
「
徳
川
家
康
」
が
ブ
ー
ム
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

徳
川
家
康
は
「
鳴
か
ぬ
な
ら 

鳴

く
ま
で
待
と
う 

ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の

言
葉
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
戦
国

乱
世
を
じ
っ
と
耐
え
忍
び
、
最
後
に

は
江
戸
幕
府
を
開
き
二
六
〇
年
に
わ

た
る
徳
川
の
世
の
礎
を
築
い
た
、
ま

さ
に
歴
史
的
偉
人
で
す
。 

 

そ
ん
な
家
康
は
浄
土
真
宗
、
こ
と

に
東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
と
は

深
い
縁
が
あ
り
、
家
康
が
い
な
け
れ

ば
東
本
願
寺
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

  

ま
ず
若
き
頃
の
家
康
と
浄
土
真
宗

の
関
わ
り
と
い
え
ば
、
家
康
に
と
っ

て
は
苦
い
思
い
し
か
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
三
河
一
向
一
揆
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。 

桶
狭
間
の
戦
い
（
一
五
六
〇
年
）

か
ら
三
年
ほ
ど
経
っ
た
時
の
こ
と
。

当
時
、
家
康
は
今
川
家
か
ら
独
立
し
、

尾
張
の
織
田
信
長
と
同
盟
を
結
び
、

三
河
の
平
定
を
目
指
し
て
い
た
時
期

で
し
た
。 

 

三
河
は
親
鸞
聖
人
が
関
東
か
ら
帰

洛
の
途
中
に
寄
ら
れ
た
場
所
で
あ

り
、
蓮
如
上
人
も
布
教
の
拠
点
と
し

て
こ
の
地
を
重
要
視
し
て
い
た
た

め
、
三
河
三
ケ
寺
（
本
證
寺
、
勝
鬘

寺
、
上
宮
寺
）
を
中
心
に
多
く
の
門

徒
が
い
る
地
域
で
し
た
。 

家
康
の
父
は
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
）

に
寛
容
な
政
策
を
取
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
家
康
の
頃
は
門
徒
の
力
が
強

大
と
な
り
厳
し
い
政
策
に
変
更
し
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
反
家
康
の

機
運
が
高
ま
り
つ
い
に
衝
突
と
な
っ

た
の
で
す
。 

 

三
河
一
向
一
揆
の
特
色
と
し
て

は
、
家
康
の
家
臣
の
多
く
が
真
宗
門

徒
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
家

臣
の
中
か
ら
主
君
の
家
康
に
従
わ
ず

一
向
宗
側
に
従
っ
た
者
が
多
く
い
た

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
中
に
は
後
の
徳
川
十
六
神
将

の
渡
辺
守
綱
と
蜂
屋
貞
次
、
三
方
ヶ

原
の
戦
い
で
家
康
の
身
代
わ
り
と
な

っ
て
戦
死
す
る
夏
目
吉
信
、
家
康
の

重
臣
中
の
重
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
本

多
正
信
の
名
前
も
あ
り
ま
し
た
。 

家
臣
団
も
分
裂
し
て
家
康
は
窮
地

に
立
た
さ
れ
る
の
で
す
が
、
戦
い
が

長
引
く
に
つ
れ
て
家
康
側
に
有
利
と

な
り
最
後
は
家
康
の
勝
利
と
な
り
ま

す
。 

そ
の
後
、
三
河
で
は
約
二
十
年
に

わ
た
り
一
向
宗
が
禁
止
さ
れ
多
く
の

寺
院
が
破
却
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

家
康
は
あ
や
う
く
命
を
取
ら
れ
そ

う
に
な
っ
た
一
向
宗
に
対
し
て
、
あ

ま
り
良
い
思
い
を
抱
い
て
は
い
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
後
の

東
本
願
寺
建
立
に
大
い
に
関
係
し
て

く
る
の
で
す
。（
次
号
へ
つ
づ
く
） 

第
五
十
四
号 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

３
月
８
日
（
水
） 

春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要 

 

時
間
：
午
前
10
時
～ 

 
 
 
 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

（
正
午
頃
終
了
予
定
） 

法
話
：
林 

祥
眞
師
（
一
宮
市
禮
讃
寺
） 

 

※
ご
参
詣
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

※
午
後
の
法
要
、
お
斎
、
呈
茶
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。 

 

※
軽
食
を
用
意
い
た
し
ま
す
。 

 

※
感
染
状
況
が
極
度
に
悪
化
し
た
場
合

は
、
内
勤
め
（
参
詣
者
な
し
）
の
法
要
に

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

○
３
月
25
日
か
ら
京
都
・
東
本
願
寺

に
て
慶
讃
（
き
ょ
う
さ
ん
）
法
要
が

厳
修
さ
れ
ま
す
。
住
職
は
初
日
の
３

月
25
日
（
土
）
の
法
要
（
午
後
一
時

二
十
分
始
）
に
楽
僧
と
し
て
出
仕
し

ま
す
。
ま
た
４
月
８
日
（
土
）
は
法

要
中
に
舞
楽
が
演
奏
さ
れ
、
「
春
庭

花
」
と
い
う
曲
の
時
に
、
鼉
太
鼓(

だ

だ
い
こ
）
を
打
つ
予
定
で
す
。 

       

鼉
太
鼓 

   
○
新
型
コ
ロ
ナ
も
な
か
な
か
収
束
せ

ず
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
流
行
あ
い

て
い
る
よ
う
で
す
。
皆
様
も
体
調
に

は
十
分
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

こ
の
冬
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
み
な
ら

ず
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
も
あ

り
、
受
験
生
に
と
っ
て
は
い
つ
も
以

上
に
体
調
に
気
を
つ
け
な
い
と
い
け

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
我
が
家
も
娘

が
受
験
生
。
し
か
し
、「
共
通
一
次
」

世
代
の
私
に
と
っ
て
今
の
受
験
制
度

は
複
雑
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
一
校

を
受
験
す
る
の
に
○
方
式
、
△
方
式

…

と
、
何
度
も
受
験
の
チ
ャ
ン
ス
が

あ
り
ま
す
。
合
格
の
可
能
性
が
広
が

る
と
い
う
こ
と
で
は
い
い
方
式
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
ぶ
ん
飛

ん
で
い
く
受
験
料
も…

。
体
調
は
悪

く
な
い
で
す
が
頭
が
痛
い
で
す
。 

 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
昨
年
末
に
寒
波
が
あ
っ
た
も
の

の
、
今
年
は
穏
や
か
な
お
正
月
で

し
た
。
元
旦
の
修
正
会
に
は
た
く

さ
ん
の
方
に
お
参
り
を
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  
〇
３
月
８
日
に
「
春
の
お
彼
岸
・

永
代
経
法
要
」
を
お
つ
と
め
し
ま

す
。
ぜ
ひ
皆
様
の
ご
参
詣
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

           

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

宗
祖
親
鸞
聖
人 

御
誕
生
八
百
五
十
年
・ 

立
教
開
宗
八
百
年 

慶

讃

法

要 

（第
一
期
）
３
月
25
日
～
４
月
８
日 

（第
二
期
）
４
月
15
日
～
４
月
29
日 

京
都
・東
本
願
寺 


