
徳
川
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康
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育
て
哲
学

～
お
江
へ
の
手
紙

「
庭
訓
状
」
よ
り
～



徳川家康木座像
（県重文・大樹寺）



徳川家康の
「教科書」

『貞観政要』
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「唐」の国王「太宗」と家臣の
政治哲学に関する問答集

「創造」 「守成」

どちらが大変なのか

徳川創業家を存続させる意味



徳川家康は
何を心配していたのか

社会秩序の安定的な継続
国家大乱の再発

『武家諸法度』
役人（大名や武士）の倫理観と心得



持続可能な
平和社会存続のために

法による武士の支配

「武家諸法度」

金地院崇伝





武
家
諸
法
度

（
元
和
令
、
崇
伝
の
草
案
）

一
、
文
武
弓
馬
の
道
、
専
ら

相
嗜
む
べ
き
事
。

文
を
左
に
し
武
を
右
に
す
る
は
、

古
の
法
也
。

兼
備
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

弓
馬
は
是
れ

武
家
の
要
枢
也
。

兵
を
号
ん
で
凶
器
と
な
す
、

已
む
を
得
ず
し
て
之
を
用
ふ
。

治
に
乱
を
忘
れ
ず
、

何
ぞ
修
錬
を
励
ま
ざ
ら
ん
や
。

一
、
背
法
度
輩
、

不
可
隠
置
於
国
々
事

法
之
礼
節
本
也
、

以
法
破
理
、
以
理
不
破
法
、

背
法
之
類
、
其
科
不
軽
矣



非
は
理
に
勝
る
あ
た
わ

ず理
は
法
に
勝
る
あ
た
わ

ず法
は
権
に
勝
る
あ
た
わ

ず権
は
天
に
勝
る
あ
た
わ
ず

天
は
明
ら
か
に
し
て
私
な
し

楠正成銅像



徳川家の存続のために

竹千代と国松の跡目争い

長子を相続させる原則

家臣たちをどのように扱うのか
当主としてのリーダーシップとは



家
康
公
か
ら
江
姫
へ
の
手
紙

「
庭
訓
状
」
「
御
婦
美
」



子
育
て
の
基
本

国
松
が
格
別
賢
い
の
は
生
ま
れ

つ
き
で
、
こ
の
上
も
な
く
満
足

な
こ
と
で
す
。
あ
な
た
は
、
特

に
、
国
松
を
か
わ
い
が
っ
て
お

ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
よ
く
よ

く
心
し
て
育
て
て
く
だ
さ
い
。

幼
い
者
が
賢
い
と
い
っ
て
も
、

そ
の
ま
ま
で
育
て
ば
、
一
人
前

の
年
齢
に
な
っ
た
時
、
気
ま
ま

な
者
に
な
り
、
多
く
は
親
の
言

う
こ
と
も
聞
か
な
く
な
る
も
の

で
す
。



岡崎三郎信康肖像
（勝蓮寺/岡崎市）



わ
た
し
の
長
男
の
三
郎
信
康
が

生
ま
れ
た
時
、
わ
た
し
の
年
齢
が

若
く
て
子
ど
も
が
珍
し
く
、
そ
の

上
、
や
せ
細
っ
て
弱
々
し
い
子
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
無
事
に
育
っ

て
く
れ
る
こ
と
だ
け
を
願
っ
て
、

気
持
ち
が
窮
屈
に
な
ら
な
い
よ
う

の
ん
び
り
育
て
ま
し
た
。
一
人
前

の
年
齢
に
な
っ
て
か
ら
、
急
に
あ

れ
こ
れ
教
え
て
も
、
幼
い
こ
ろ
の

し
つ
け
が
き
ち
ん
と
行
き
届
い
て

い
な
い
の
で
、
親
を
敬
う
こ
と
さ

え
知
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
教
え
さ

と
す
親
を
恨
む
よ
う
に
な
っ
た
の

で
し
た
。



わ
が
ま
ま
を
通
し
て
自
分
の
願
い
が

望
み
通
り
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん

第
一
に
、
わ
が
ま
ま
な
人
は
、
親
を

も
っ
た
い
な
い
と
思
わ
ず
、
ま
た
親
か

ら
は
見
込
が
な
い
と
し
て
見
き
り
を
つ

け
ら
れ
、

第
二
に

親
に
遠
ざ
け
ら
れ
、

第
三
に

友
達
に
き
ら
わ
れ
、

第
四
に

臣
下
・
奉
公
人
に
き
ら
わ
れ
、

第
五
に

自
分
の
願
い
ご
と
は
す
べ
て

望
み
通
り
に
な
ら
な
い
。

右
の
五
つ
の
よ
う
に
な
る
も
の
な
の

で
、
仕
舞
い
に
自
分
を
恨
み
、
や
が
て

は
何
を
す
る
に
も
面
倒
で
気
が
重
く
な

り
、
心
が
乱
れ
て
思
慮
を
失
う
よ
う
に

な
り
ま
す
。

「
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
物
事
は
自
分
の
思

い
通
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

心
せ
よ
」

と
言
い
た
い
の
で
す
。



幼いころから、
物事は自分の思い通
りになるものではな
いことを心せよ。



リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の

心
構
え

主
君
た
る
も
の
は
仁
徳
の
あ
る
者

で
あ
る
よ
う
に
心
掛
け
る
こ
と
が

第
一
に
大
切
で
す
。

尤
も
、
臣
下
と
し
て
は
主
に
仕
え

る
こ
と
な
の
で
、
主
君
の
ど
の
よ

う
な
無
理
も
已
む
負
え
ず
聞
き
入

れ
、
道
理
の
外
れ
て
い
る
主
君
に

も
仕
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ

れ
で
は
万
一
の
場
合
役
に
立
ち
ま

せ
ん
。

臣
は
君
の
基
と
考
え
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
臣
下
あ
っ
て
の
大
名

な
の
で
す
。





リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
資
質

人
と
し
て
、
仁
・
義
・
礼
・

知
・
信
を
守
る
ば
か
り
で
な
く
、

自
分
自
身
を
写
し
見
る
鏡
が
な

く
て
は
、
何
事
も
分
か
ら
な
い

も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
形
あ
る

鏡
面
を
み
が
い
て
光
沢
を
出
す

鏡
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の

心
を
心
で
み
が
く
鏡
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。
自
身
の
行
い
が
正

し
く
な
け
れ
ば
、
心
の
鏡
は

曇
っ
た
ま
ま
で
、
照
ら
す
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
曇
ら
ぬ
よ
う

に
す
る
に
は
、
常
に
我
が
身
の

行
い
に
つ
い
て
、
人
か
ら
学
び

と
る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。



自
分
の
都
合
の
よ
い
こ
と
ば

か
り
を
聞
く
こ
と
が
好
き
な

ら
、
へ
つ
ら
う
人
々
は
主
人

の
好
き
な
こ
と
ば
か
り
言
う

よ
う
に
な
り
ま
す
。

主
人
の
過
ち
や
家
中
の
不

正
を
聞
く
こ
と
を
喜
べ
ば
、

不
忠
者
は
日
に
日
に
遠
の
い

て
い
き
ま
す
。

忠
告
を
時
ど
き
聞
く
こ
と

は
天
地
の
道
に
か
な
っ
た
行

い
で
す
。



井伊直政像
（彦根市）



わ
た
し
に
は
、
井
伊
兵
部
少

輔
直
政
と
い
う
家
臣
が
い
ま

す
。
直
政
は
普
段
、
言
葉
が

少
な
く
、
何
事
も
人
に
言
わ

せ
て
だ
ま
っ
て
聞
い
て
お
り
、

気
分
が
沈
み
勝
ち
で
引
き
立

た
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
何
事
も
考
え
が
決

ま
れ
ば
、
直
に
意
見
を
述
べ

る
の
で
す
。
特
に
、
皆
の
相

談
違
い
か
、
た
め
に
な
ら
な

い
事
は
、
人
の
い
な
い
所
で
、

物
柔
ら
か
に
事
の
善
悪
を
申

し
述
べ
る
の
で
す
。
そ
れ
故
、

後
に
は
何
事
も
ま
ず
、
井
伊

直
政
に
内
な
い
の
相
談
を
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。





堪
忍
と
は

身
を
守
る
第
一
の
要
件
は
、
堪

え
忍
ぶ
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
武

芸
も
堪
え
偲
ぶ
こ
と
な
く
て
は

で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

天
地
自
然
の
道
理
に
適
合
す
る

の
は
、

身
の
我
儘
を
し
な
い
堪
忍
、

地
の
理
に
適
合
す
る
の
は
、

先
祖
か
ら
の
一
郡
一
城
を
失
わ

な
い
堪
忍
、

人
の
和
を
得
る
の
も
、
自
分
の

我
儘
を
出
さ
な
い
堪
忍
、

其
の
ほ
か
、
全
身
で
全
て
の
こ

と
に
堪
忍
す
る
こ
と
を
心
掛
け

た
い
も
の
で
す
。



堪
忍
の
教
え

臣
下
．
奉
公
人
の
よ
う
に
仕
え
る

者
や
、
民
百
姓
の
賞
罰
を
正
し
く

行
な
い
、
関
係
の
深
く
な
い
人
に

も
情
を
か
け
・
身
近
な
人
も
悪
い

こ
と
を
す
れ
ば
罰
す
る
こ
と
こ
そ
、

仁
の
堪
忍
で
す
。

君
主
に
仕
え
て
・
自
分
の
身
命
を

顧
み
ず
、
約
束
を
破
る
こ
と
の
な

い
の
は
、
義
の
堪
忍
で
す
。

人
の
こ
と
を
先
に
し
て
自
分
の
こ

と
を
後
に
し
、
朝
起
き
て
か
ら
夜

寝
る
ま
で
、
行
儀
正
し
く
す
る
の

は
礼
の
堪
忍
で
す
。

自
分
の
心
が
増
長
し
な
い
よ
う
に

し
た
り
、
他
人
を
あ
な
ど
り
軽
ん

ず
る
こ
と
を
し
な
い
の
は
、
知
の

堪
忍
で
す
。



「堪忍」の大切さ

仁の堪忍 人を公正に評価する

義の堪忍

礼の堪忍

智の堪忍

信の堪忍

約束を破らない

礼儀正しく振舞う

他人を軽んじない

昔からの掟を守る



日
本
で
、
堪
忍
が
完
全
に
出
来

た
人
と
い
え
ば
、
楠
正
成
一
人

で
す
。

織
田
信
長
殿
は
、
現
代
に
近

い
時
代
の
名
高
い
大
将
で
す
。

人
も
よ
く
上
手
に
使
い
、
気
が

太
く
、
知
恵
も
勇
気
も
優
れ
た

人
で
す
。
し
か
し
、
堪
忍
す
る

こ
と
が
七
つ
八
つ
ま
で
で
、
辛

抱
し
き
れ
ず
に
破
れ
て
し
ま
う

た
め
、
明
智
光
秀
に
よ
る
謀
反

も
起
こ
っ
た
の
で
す
。

織田信長肖像



豊
臣
秀
吉
公
は
、
昔
か
ら
今
ま

で
の
人
の
中
で
、
極
め
て
度
量

が
広
く
、
知
恵
も
あ
り
勇
気
も

あ
っ
て
、
し
ん
が
し
っ
か
り
し

た
人
で
し
た
。
身
分
や
地
位
の

低
い
家
に
生
ま
れ
た
け
れ
ど
も
、

二
十
年
の
問
に
、
全
国
を
自
分

の
政
権
下
に
治
め
ら
れ
た
の
も
、

そ
の
よ
う
な
人
柄
で
あ
っ
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

あ
ま
り
度
量
が
広
す
ぎ
て
、
分

に
応
じ
た
堪
忍
が
破
れ
た
の
で

す
。

豊臣秀吉銅像



度
量
の
広
い
事
ほ
ど
よ
い
こ

と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も

身
の
程
を
知
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る

事
に
程
度
を
超
し
て
華
や
か
に
、

身
分
以
上
の
知
行
を
あ
て
が
っ

た
り
、
人
に
物
を
恵
み
与
え
過

ぎ
る
の
も
、
度
量
が
広
い
と
は

い
え
ま
せ
ん
。

白
分
自
身
か
得
意
に
な
り
す
ぎ

た
と
い
う
べ
き
で
す
。

「猿候促月図」（長谷川等

伯）



武
士
に
支
給
す
る
領
地
も
人
に

施
す
品
物
も
、
そ
の
分
相
応
に
す

る
の
が
一
番
い
い
の
で
す
。
ぜ
い

た
く
な
心
を
も
た
ず
、
物
事
を
節

約
し
、
常
に
そ
の
程
を
知
る
こ
と

は
、
正
し
い
政
道
で
あ
る
と
い
い

ま
す
。
昔
か
ら
、
賢
明
な
君
主
は
、

相
手
の
分
に
過
ぎ
た
物
を
与
え
た

り
、
す
べ
て
の
事
を
派
手
に
行
う

こ
と
は
な
く
、
身
に
過
ち
の
な
い

よ
う
に
し
、

節
約
を
心
掛
け
て
い
る
の
で
す
。

徳川家康像（岡崎城）



徳川家康木座像
（国重文・知恩院）




