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第
６
回

　
豊
橋
に
残
る
家
康
と
忠
次
の
古
文
書 　豊橋市内の徳川家康ゆかりの地を、

2か月に1回の連載で学芸員が紹介し

ます。

　岡
崎
で
生
ま
れ
る

　人
質
生
活
が
始
ま
る

桶
狭
間
の
戦
い

三
河
統
一

長
篠
の
戦
い

本
能
寺
の
変

関
ヶ
原
の
戦
い

征
夷
大
将
軍
と
な
り

　
　
　江
戸
幕
府
を
ひ
ら
く

駿
府
で
亡
く
な
る
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今回はこのあたり

2121 広報とよはし 令和5年10月広報とよはし 令和5年10月

『
豊
橋
市
史
』第
五
巻
に
17
点
収
録
さ
れ
て
お
り
、

大
半
は
寺
院
や
神
社
に
伝
わ
る
も
の
で
、
禁き

ん

制ぜ
い

や
安あ

ん

堵ど

状じ
ょ
う、
定さ

だ
め

書が
き

と
い
う
古
文
書
で
す
。
こ
の

う
ち
４
点
は
東
観
音
寺
（
小
松
原
町
）、
２
点
は

普
門
寺
（
雲
谷
町
）
に
伝
来
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
古
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
、
禁
制
は
寺
院
や
神
社
な
ど
に
対
し
て

保
護
と
統
制
の
た
め
に
決
ま
り
事
や
禁
止
事
項

な
ど
を
通
知
す
る
た
め
の
文
書
、
安
堵
状
は
さ

ま
ざ
ま
な
権
利
や
土
地
の
支
配
な
ど
に
つ
い
て

承
認
す
る
文
書
で
、
禁
制
や
安
堵
状
の
多
く
は

そ
れ
ら
の
保
護
や
権
利
を
求
め
る
者
か
ら
の
依

頼
に
応
じ
て
出
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、
定
書

は
法
令
や
規
則
を
定さ

だ
め

や
定
書
と
題
し
て
ま
と
め

た
も
の
で
あ
り
、
領
主
な
ど
が
管
理
の
対
象
に

出
し
た
文
書
で
す
。
17
点
の
文
書
の
様
式
を
み

る
と
、
禁
制
と
安
堵
状
は
、
武
将
な
ど
が
サ
イ

ン
（
署
名
や
花か

押お
う

）
を
し
た
判は

ん

物も
つ

と
い
う
文
書

で
、
定
書
は
印い

ん

判ぱ
ん

（
印
章
）
を
押
し
た
印
判
状

と
い
う
も
の
で
す
。

　
禁
制
や
安
堵
状
の
多
く
は
、
家
康
に
よ
る
吉

田
城
攻
め
か
ら
三
河
統
一
の
永
禄
７
～
９
年
頃

に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
定
書
は
天
正
17

年
の
家
康
に
よ
る
５
か
国
総
検
地
の
あ
と
、
郷

村
あ
て
に
納
税
の
基
準
な
ど
を
示
し
た
七
か
条

定
書
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　
例
と
し
て
東
観
音
寺
と
普
門
寺
の
古
文
書
を

紹
介
し
ま
す
。
東
観
音
寺
に
は
、
吉
田
城
攻
め

が
始
ま
っ
た
頃
の
永
禄
７
年
４
月
に
、
戦
乱

に
よ
る
軍
勢
の
乱
暴
な
ど
を
防
ぐ
目
的
の
禁

制
、
渥
美
半
島
で
の
争
乱
が
落
ち
着
い
た
と
思

わ
れ
る
翌
年
４
月
に
寺
領
や
末
寺
に
つ
い
て
の

安
堵
状
に
よ
っ
て
、
同
年
７
月
に
吉
田
城
近
く

に
あ
っ
た
末
寺
の
吉
祥
院
（
廃
寺
）
に
関
す
る

権
利
を
保
障
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
天
正
17
年

11
月
に
家
康
に
よ
る
承
認
の
印
判
が
押
さ
れ
た

定
書
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
普
門
寺
は

永
禄
12
年
に
寺
内
の
桐き

り

岡お
か

院
の
所
領
な
ど
が
家

康
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
、
天
正
13
年
6
月
に
忠

次
が
同
じ

く
寺
内
の

船せ
ん
ぎ
ょ
う形

寺
の

山
境
な
ど

の
決
ま
り

を
改
め
て

保
障
し
た

古
文
書
が

伝
来
し
て

い
ま
す
。

　
東
観
音

寺
や
普
門

寺
な
ど
の

寺
社
は
、
今
川
氏
が
支
配
し
た
頃
か
ら
の
権
利

を
保
障
す
る
よ
う
求
め
た
よ
う
で
、
家
康
と
忠

次
は
そ
れ
に
応
じ
権
利
を
保
障
し
ま
し
た
。
地

域
に
影
響
力
を
持
つ
寺
社
の
権
利
を
保
障
す
る

こ
と
は
、

統
治
す
る

う
え
で
非

常
に
重
要

で
し
た
。

　
今
回
は
家
康
と
酒
井
忠
次
に
関
す
る
市
内
の

古
文
書
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
ま
ず
そ
の
前
に
、
永
禄
３
年
～
８
年
ま
で
の

家
康
の
軌
跡
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
家

康
は
、
永
禄
３
年
の
桶
狭
間
の
戦
い
の
後
に
自

立
し
、
同
５
年
か
ら
東
三
河
へ
積
極
的
に
攻
め

入
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
６
年
の
秋

に
発
生
し
た
三
河
一
向
一
揆
は
、
家
臣
団
を
分

断
し
た
一
大
事
件
と
な
り
、
彼
を
大
い
に
苦
し

め
ま
し
た
。
こ
れ
を
同
７
年
春
に
治
め
、
再
び

東
三
河
に
進
出
し
吉
田
城
を
攻
め
ま
し
た
。
今

川
氏
の
吉
田
城
代
で
あ
っ
た
大
原
（
小
原
）
肥

前
守
は
籠
城
し
ま
し
た
が
、
同
８
年
に
城
を
家

康
へ
明
け
渡
し
ま
し
た
。
こ
の
時
に
、
酒
井
忠

次
が
入
城
し
、東
三
河
の
支
配
を
進
め
ま
し
た
。

家
康
が
関
東
に
行
く
ま
で
の
25
年
に
わ
た
り
、

酒
井
忠
次
と
家
次
の
親
子
が
吉
田
城
を
拠
点
に

東
三
河
を
統
治
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、
家
康
と
忠
次
に
関
す
る
古
文
書
に
つ

い
て
、
現
在
の
豊
橋
市
域
に
関
係
す
る
も
の
は

徳川家康印判
（東観音寺文書、福徳）

徳川家康花押（普門寺文書）

酒井忠次花押（東観音寺文書）




