
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。

お申し込みは、右のQRコードまたは、

中日文化センター  栄  のホームページ
からもお申し込みいただけます。

かわら版担当：あさい
TEL  052 757 1955

お問合せ : 栄教室　　　0120 53 8164

大塚耕平事務所
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「三河一向一揆」始末記
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※ 次回の「弘法さん」縁日は令和５年２月１１日 (土・祝 ) です。

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
耕
平
さ
ん
か
わ
ら
版
、
今
年

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

寒
い
日
が
続
き
ま
す
の
で
、
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
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
各

国
と
も
徐
々
に
重
症
化
率
が
下
が
っ
て

入
出
国
規
制
も
ウ
ヤ
ム
ヤ
に
な
っ
て

き
た
感
じ
が
し
ま
す
。
と
言
っ
て
使
っ

た
「
ウ
ヤ
ム
ヤ
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

　

「
法
華
経
方
便
品
」
に
「
存
し
て
有

（
う
）
と
為
さ
ず
，
亡
び
て
無
（
む
）

と
為
さ
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
由
来
し
ま
す
。
元
々
の
意
味
は
「
あ

る
の
か
な
い
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
こ

と
」
で
す
。
お
ぼ
ろ
げ
な
様
子
、
曖
昧

模
糊
（
あ
い
ま
い
も
こ
）
な
状
態
を

表
現
し
ま
す
。

　

漢
字
で
は
「
有
耶
無
耶
」
と
書
き

ま
す
が
、
こ
れ
を
漢
文
訓
読
式
に
読

む
と
「
有
り
や
無
し
や
」
で
す
。
仏

教
用
語
か
ら
派
生
し
て
「
有
耶
無
耶

（
有
り
や
無
し
や
）
」
と
い
う
表
現
が

先
に
で
き
、
そ
れ
を
音
読
し
て
「
ウ

ヤ
ム
ヤ
」
と
い
う
表
現
に
発
展
し
た

そ
う
で
す
。

　

「
う
や
む
や
」
は
古
語
で
「
そ
う
だ

（
肯
定
）
」
を
表
す
「
う
」
と
「
そ
う

で
な
い
（
否
定
）
」
を
表
す
「
む
」
を

続
け
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
辞
典

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
辞
典
で
は
、「
う
」

「
む
」
と
い
う
日
本
語
は
「
う
む
を
言

わ
さ
ず
」
と
い
う
場
合
に
も
使
わ
れ

て
い
る
と
も
説
明
し
ま
す
。
う
ー
む
、

ど
う
で
し
ょ
う
。

　

「
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
」「
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
」

の
よ
う
に
状
況
を
音
で
表
す
擬
声
音

の
こ
と
を
言
語
学
で
は
「
オ
ノ
マ
ト

ペ
」
と
言
い
ま
す
。
擬
声
音
の
多
く

は
「
ど
た
ば
た
」「
う
ろ
ち
ょ
ろ
」「
あ

た
ふ
た
」
「
ち
ら
ほ
ら
」
の
よ
う
に
1番

目
と
3番
目
の
音
を
変
え
、
２
番
目
と

４
番
目
の
音
が
揃
っ
て
お
り
、
「
う
や

む
や
」
も
こ
の
類
型
に
入
る
言
葉
だ

と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
に
は
漢
字
の
当
て

字
が
当
て
ら
れ
ま
す
。
尾
崎
紅
葉
は

「
金
色
夜
叉
」
の
中
で
「
じ
た
ば
た
」

に
「
地
動
波
動
」
と
い
う
漢
字
を
当

て
ま
し
た
。
「
ず
た
ず
た
」
に
「
寸
断

寸
断
」、「
ど
き
ど
き
」
に
「
動
悸
動
悸
」

と
い
う
当
て
字
も
見
か
け
ま
す
。
井

上
ひ
さ
し
は
「
も
こ
も
こ
」
を
「
模

糊
模
糊
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
「
う
や

む
や
」
と
い
う
擬
音
が
先
に
あ
っ
て
、

そ
れ
に
「
有
耶
無
耶
」
と
い
う
漢
字

が
当
て
ら
れ
た
と
す
る
「
オ
ノ
マ
ト

ペ
」
説
も
あ
り
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
「
う
や
む
や
」
の
話

を
書
い
て
い
た
ら
「
う
ん
た
ら
か
ん

た
ら
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

阿
弥
陀
仏
、
観
音
菩
薩
な
ど
の
仏
様

に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
ご
真
言
」
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
仏
様
に
つ
い
て
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
で
表
現

し
て
い
る
内
容
を
そ
の
ま
ま
音
写
し

た
も
の
で
す
。

　

不
動
明
王
の
「
ご
真
言
」
は
「
の

う
ま
く
さ
ん
ま
ん
だ
ば
さ
ら
だ
ん
せ

ん
だ
ま
か
ろ
し
ゃ
だ
そ
わ
た
や
う
ん

た
ら
た
か
ん
ま
ん
」
と
非
常
に
長
く
、

覚
え
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
、
そ
の
最
後
の

音
の
「
う
ん
た
ら
た
か
ん
ま
ん
」
か

ら
派
生
し
て
、
う
ろ
覚
え
の
時
に
「
あ

～
何
と
言
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

け
ど
、
あ
れ
だ
よ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
「
○
○
う
ん
た
ら
か
ん
た
ら
」

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

つ
い
で
に
、
上
の
文
章
で
出
て
き

た
「
う
ろ
覚
え
」
も
以
前
ご
紹
介
し

た
「
う
ろ
う
ろ
」
と
い
う
仏
教
用
語

か
ら
派
生
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
が
、
「
う
ろ
（
空
・
虚
・
洞
）
」
と

い
う
漢
字
を
も
と
に
生
ま
れ
た
言
葉

と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

語
源
は
「
う
や
む
や
」
な
も
の
が

多
い
で
す
ね
（
笑
）
。
で
は
ま
た
来
月
。

※


