
家康は前半生最大のピンチをどう乗り切ったのか

何度も危機を乗り越え、家臣に支えられた家康。その家臣たちを二分して争
われたのが 1563 年から翌年にかけての「三河一向一揆」です。「三方ヶ原
の戦い」（1571 年）、「伊賀越え」（1582 年）と並ぶ家康三大危機のひとつ
であり、家康前半生における最大のピンチでしたが、一揆鎮圧は三河支配を
確立し、戦国大名として自立する分岐点となりました。ゆかりのお寺も紹介
しながら、新刊『尾張名古屋 歴史街道を行く　―寺社城郭・幕末史―』」の
著者が「三河一向一揆」の歴史と顛末を探究します。
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
早
い
も

の
で
師
走
で
す
。
寒
く
な
り
ま
し
た
。

く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
年
は
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
サ
ッ
カ
ー

に
限
ら
ず
最
近
の
若
い
ス
ポ
ー
ツ
選

手
は
「
絶
対
に
勝
ち
ま
す
」
「
負
け
る

気
が
し
ま
せ
ん
」「
自
分
が
決
め
ま
す
」

等
々
、
自
信
満
々
の
受
け
答
え
を
し

ま
す
。
昔
だ
っ
た
ら
「
そ
ん
な
ホ
ラ

を
吹
い
て
」
と
言
わ
れ
そ
う
な
発
言

で
す
が
、
有
言
実
行
だ
か
ら
凄
い
で

す
ね
。

　

水
泳
の
北
島
選
手
あ
た
り
か
ら
、
若

い
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
発
言
が
変
わ
っ
て

き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
練
習
の

裏
づ
け
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
自
信
で
す

ね
。

　

こ
の
「
ホ
ラ
を
吹
く
」
と
い
う
表

現
も
仏
教
用
語
で
す
。
「
螺
」
と
は
巻

貝
。
大
き
な
巻
貝
に
穴
を
開
け
て
音
を

吹
き
鳴
ら
す
道
具
が
「
法
螺
（
ほ
う
ら
）
」

で
す
。
や
が
て
短
縮
さ
れ
て
「
ホ
ラ
」

と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
法
螺

を
作
る
巻
貝
が
法
螺
貝
。
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
「
サ
ャ
ン
ク
ハ
」
と
言

い
ま
す
。

　

古
代
イ
ン
ド
で
は
戦
場
の
出
陣
の

合
図
と
し
て
「
法
螺
」
が
使
わ
れ
ま

し
た
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
唐
に

伝
わ
っ
た
法
螺
を
密
教
僧
が
日
本
に

持
ち
込
み
ま
し
た
。
主
に
真
言
宗
や

天
台
宗
の
法
会
で
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
や
が
て
東
大
寺
の
お
水
取
り

（
修
二
会
）
で
も
吹
か
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
山
伏
の
携
え
る
道
具
と

し
て
も
浸
透
し
、
山
中
で
吹
け
ば
野

獣
を
追
い
払
い
、
魔
を
退
け
る
と
信

じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
経
に
も
登
場
し
ま
す
。
無
量
寿
経

に
は
「
法
鼓
（
ほ
っ
く
）
を
扣
（
た
た
）

き
、
法
螺
を
吹
く
」、
法
華
経
に
も
「
大

法
螺
を
吹
き
、
大
法
鼓
を
撃
ち
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
大
無
量
寿
経
で
は
、

お
釈
迦
様
が
衆
生
（
人
々
）
に
教
え
を

説
く
場
面
に
「
法
螺
を
吹
く
」
と
い
う

表
現
が
出
て
き
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
「
法
螺
を
吹
く
」
と
は

本
来
「
仏
の
説
法
」
の
こ
と
を
指
し

ま
す
。
説
法
の
場
に
人
々
を
集
め
る

た
め
の
合
図
と
し
て
法
螺
貝
を
吹
い

た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

　

法
螺
貝
の
音
を
聞
い
て
集
ま
っ
て

み
た
も
の
の
、
法
螺
を
吹
い
た
お
釈

迦
様
の
弟
子
た
ち
の
話
は
大
し
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
お
釈

迦
様
の
よ
う
に
偉
そ
う
に
も
の
を
言

う
」
と
い
う
意
味
に
転
じ
、
や
が
て
「
嘘

を
つ
く
」
と
い
う
含
意
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。

　

本
来
「
法
螺
を
吹
く
」
の
は
お
釈

迦
様
。
弟
子
や
衆
生
（
人
々
）
が
ホ

ラ
を
吹
く
、
す
な
わ
ち
お
釈
迦
様
の

説
法
を
真
似
て
立
派
な
こ
と
を
語
っ

て
も
実
行
が
伴
わ
な
い
の
が
常
。
そ

う
い
う
文
脈
で
も
「
ホ
ラ
を
吹
く
」
は

「
ウ
ソ
を
つ
く
」
を
意
味
し
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
「
仏
語
（
ぶ
つ
ご
）
に
虚

妄
（
こ
も
う
）
な
し
」
と
言
い
、
お
釈

迦
様
は
嘘
を
つ
き
ま
せ
ん
。

　

雄
弁
に
演
説
す
る
こ
と
を
「
獅
子
吼

（
し
し
く
）
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
「
獅

子
吼
」
も
実
は
お
釈
迦
様
の
説
法
の
こ

と
を
指
し
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
用
語
。

つ
い
で
に
「
演
説
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

世
の
中
、
仏
教
用
語
だ
ら
け
で
す
ね
。

　

「
絶
対
大
丈
夫
」
と
大
言
壮
語
し
て
、

そ
の
と
お
り
に
な
ら
な
か
っ
た
時
に

「
ほ
ら
、
見
て
ご
ら
ん
」
と
い
う
時
の

「
ほ
ら
」
も
「
法
螺
」
に
由
来
す
る
と

の
説
も
あ
り
ま
す
。
「
ホ
ラ
」
か
も
し

れ
ま
せ
ん
（
笑
）
。

　

今
年
も
い
よ
い
よ
あ
と
わ
ず
か
で

す
。
来
年
は
「
絶
対
に
良
い
年
に
な
る
」

と
法
螺
を
吹
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
が
、
そ
う
願
っ
て
新
年
を
迎
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

来
年
も
か
わ
ら
版
を
ご
愛
読
の
ほ

ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
そ
れ
で
は
皆
さ
ん
、
よ
い
年
を

お
迎
え
く
だ
さ
い
。※




