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う

め

づ

し

ん

ぶ

ん 
梅

津

新

聞 
水

み

戸
と

藩
は ん

 大
だ い

解
か い

剖
ぼ う

 

慶
長
７
年
（
１
６
０
２
）
５
月
、
佐 さ

竹
た
け

氏 し

20

代
義

よ
し

宣
の
ぶ

は
、
徳

と
く

川
が
わ

家
い
え

康
や
す

か
ら
突

と
つ

然
ぜ
ん

秋
あ
き

田 た

へ
の
国

く
に

替 が

え
を
命

め
い

じ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
８
月
、
佐
竹
氏
家 か

臣
し
ん

が
秋
田
城

じ
ょ
う

を
受 う

け
取 と

っ
て
い
た
頃

こ
ろ

、
常

ひ
た

陸
ち
の

国
く
に

で
は
大

だ
い

規 き

模 ぼ

な
検

け
ん

地 ち

が
行

お
こ
な

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
検
地
は
小

ち
い

さ
な
土 と

地 ち

す
ら
見 み

逃
の
が

さ
な
い
厳

き
び

し
い
も
の
だ
っ
た
た
め
、
担

た
ん

当
と
う

し

た
代

だ
い

官
か
ん

※
２

伊 い

奈 な

忠
た
だ

次
つ
ぐ

（
備

び
ぜ

前
ん
の

守
か
み

）
か
ら
通
称

つ
う
し
ょ
う

「
備
前
検

地
」
と
言 い

わ
れ
て
お
り
、
家
康
が
常
陸
地 ち

方
ほ
う

を
直

ち
ょ
く

接
せ
つ

支 し

配
は
い

下 か

に
置 お

く
と
と
も
に
、
よ
り
多

お
お

く
の
年

ね
ん

貢 ぐ

※
３

を
徴

ち
ょ
う

収
し
ゅ
う

す
る
た
め
の
基 き

礎 そ

を
求

も
と

め
る
こ
と
が
目

も
く

的
て
き

で
し

た
。 そ

し
て
検
地
が
完
了

か
ん
り
ょ
う

し
た
常
陸
地
方
に
は
、
ま
も

な
く

新
あ
た
ら

し
い
大

だ
い

名
み
ょ
う

が
配

は
い

置 ち

さ
れ
ま
す
。
慶
長
７
年

11

月
、
家
康
は
第
５
子
で
あ
る
武

た
け

田 だ

信
の
ぶ

吉
よ
し

に
15

万
ま
ん

石
ご
く

を
与
え
、
水 み

戸 と

に
送

お
く

り
ま
し
た
。
し
か
し
信
吉
は
、

水
戸
に
入

は
い

っ
た
翌
年

よ
く
ね
ん

の
慶
長
８
年
９
月
、
わ
ず
か
21

歳
さ
い

の
若

わ
か

さ
で
病

び
ょ
う

死 し

し
て
し
ま
い
ま
す
。 

続
つ
づ

い
て
同

ど
う

年
ね
ん

11

月
、
家
康
は
信
吉
の
所

し
ょ

領
り
ょ
う

に
５
万

石
を
加

く
わ

え
、
わ
ず
か
２
歳
の
第
10

子
長

ち
ょ
う

福
ふ
く

丸
ま
る

（
頼

よ
り

将
ま
さ

の
ち
頼

よ
り

宣
の
ぶ

）
を
領

り
ょ
う

主
し
ゅ

に
し
ま
し
た
。
頼
宣
は
さ
ら
に
翌

年
に
は
５
万
石
を
加 か

増
ぞ
う

さ
れ
、
25

万
石
の
大
名
と
な

り
ま
す
。
し
か
し
若
く
し
て
領
主

り
ょ
う
し
ゅ

に
な
っ
た
頼
宣
は
、 

石高
こくだか

 

慶長
けいちょう

14年  25万石 
（1609） 

↓ 

元禄
げんろく

年間
ねんかん

  35 万石 

（1688-1703） 

主
おも

な藩主
はんしゅ

 

 初代 頼房
よりふさ

 

 2 代 光圀
みつくに

 

（『大日本史
だいにほんし

』編
へん

さんなど、さまざまな事業
じぎょう

を 行
おこな

った） 

 9 代 斉
なり

昭
あき

 

（藩
はん

を立
た

て直
なお

すため、さまざまな改
かい

革
かく

を行った） 

特
とく

徴
ちょう

 

参
さん

勤
きん

交
こう

代
たい

※１が免
めん

除
じょ

になる代
か

わりに

定
じょう

府
ふ

制
せい

となる（藩主は江戸
え ど

に住
す

む） 

主な文化
ぶ ん か

財
ざい

 

 西
にし

山
やま

御
ご

殿
てん

跡
あと

（西
せい

山
ざん

荘
そう

） 

【国
くに

指定
し て い

史
し

跡
せき

及
およ

び名
めい

勝
しょう

】 

 水戸德
み と と く

川家
が わ け

墓所
ぼ し ょ

 

【国
くに

指定
し て い

史
し

跡
せき

】 

主な事業
じぎょう

 

 水利
す い り

事業 

河
か

川
せん

などの水
みず

を水
すい

田
でん

に

利
り

用
よう

するために整
せい

備
び

 

 鋳
ちゅう

銭
せん

事業 

（鉄
てつ

銭
せん

をつくる事業） 

 社寺
し ゃ じ

整理
せ い り

 

民
たみ

を惑
まど

わす新
しん

興
こう

寺
てら

など

を取
と

り除
のぞ

いた 

特筆
とくひつ

事項
じ こ う

 

 物
ぶっ

資
し

の集
しゅう

散
さん

地
ち

として、商
しょう

業
ぎょう

がさかんだった 

たばこ・紅
べに

花
ばな

・製
せい

紙
し

・酒
しゅ

造
ぞう

・焼
やき

き物
もの

・寒
かん

水
すい

石
せき

・斑
まだら

石
いし

など 

 学業がさかんだった 

（藩校
はんこう

や郷校
ごうこう

がつくられた） 

頼
房
、
水
戸
藩
主
に
な
る
！ 
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兄
あ
に

義
よ
し

直
な
お

、

弟
お
と
う
と

頼
よ
り

房
ふ
さ

と
と
も
に
、
父

ち
ち

家
康
の
膝

ひ
ざ

元
も
と

で
あ
る
駿

す
ん

府
ぷ
じ

城
ょ
う

で
幼

よ
う

少
し
ょ

期
う
き

を
過 す

ご
し
て
お

り
、
結
局

け
っ
き
ょ
く

、
慶
長
14

年
（
１
６
０
９
）
に
駿

府
藩
に
転

て
ん

じ
る
ま
で
一
度

い

ち

ど

も
水
戸
に
来 き

た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
時

と
き

の
領

り
ょ
う

内
な
い

の
支
配
は
、
武
田
信
吉
の
元

も
と

家
臣
ら
が
行
っ
た

り
、
幕

ば
く

府 ふ

が
直

ち
ょ
く

接
せ
つ

支
配
し
た
り
し
て
い
ま
し

た
。 そ

し
て
慶
長
14

年
、
頼
宣
は
水
戸
領
を
任

ま
か

さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
６
年
で
駿
府
城
に
移

う
つ

り

ま
し
た
。
頼
宣
の
後

あ
と

に
水
戸
領
を
任
さ
れ
た
の

は
、
頼
宣
の
弟
で
家
康
の
第
11

子
鶴

つ
る

千 ち

代 よ

（
頼

房
）
で
す
。
こ
こ
に
頼
房
を
初
代

し
ょ
だ
い

と
す
る
水
戸

藩
が
成
立

せ
い
り
つ

し
ま
し
た
。 

頼
房
は
水
戸
領
主
と
な
っ
た
時
、
わ
ず
か
７ 

地
を
支
配
す
る
武
士

ぶ

し

の
こ
と
。 

※
３ 

年
貢
…
現
在

げ
ん
ざ
い

で
い
う
税
金

ぜ
い
き
ん

の
こ
と
。
当

と
う 

 

歳
で
し
た
。
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
駿
府
で
過
ご

し
、
実
際

じ
っ
さ
い

に
水
戸
に
足

あ
し

を
運

は
こ

ん
だ
の
は
領
主
に

な
っ
て
か
ら
10

年
目
、
元
和

げ

ん

な

５
年
（
１
６
１

９
）
の
こ
と
で
し
た
。
水
戸
藩
は
他

ほ
か

の
徳

と
く

川
が
わ

御 ご

三
さ
ん

家 け

と
違

ち
が

い
、
参
勤
交
代
を
行
わ
ず
に
江
戸
に

定
住

て
い
じ
ゅ
う

す
る
定
府
制
だ
っ
た
た
め
、
元
和
８
年

に
３
万
石
の
加
増
が
あ
っ
た
も
の
の
、
近

ち
か

く
に

役
や
く

人
に
ん

を
住 す

ま
わ
せ
る
な
ど
、
江
戸
で
の
生

せ
い

活
か
つ

に

費 ひ

用
よ
う

が
か
さ
み
、
財

ざ
い

政
せ
い

面
め
ん

で
は
大

お
お

き
な
負 ふ

担
た
ん

が

か
か
っ
て
い
ま
し
た
。 

※
１ 

参
勤
交
代
…
大
名
が
逆

さ
か

ら
わ
な
い
よ
う

妻
つ
ま

や
子 こ

ど
も
を
江
戸
に
置
か
せ
、
大
名
に
は
江

戸
と
領
地
を
１
年
ご
と
に
行 い

き
来 き

さ
せ
た
制

せ
い

度 ど

の
こ
と
。 

※
２ 

代
官
…
幕
府
の
代 か

わ
り
に
、
現
地

げ

ん

ち

で
領 

時 じ

は
現

げ
ん

物
ぶ
つ

を
納

お
さ

め
る
の
が
原

げ
ん

則
そ
く

で
、
田 た

の
場 ば

合
あ
い

は
米

こ
め

で
し
た
。 

知
っ
て
お
き
た
い
日
本
史 

徳
川
御
三
家 

江
戸

え

ど

時
代

じ

だ

い

、
大
名
に
は

種
類

し
ゅ
る
い

が
あ
り
ま
し
た
。
１
つ
め
は
関

せ
き

ヶ が

原
は
ら

の
戦

た
た
か

い
の
後
に
徳
川

家
に
従

し
た
が

っ
た
「
外 と

様
ざ
ま

大
名
」
。
２
つ
め
は
関
ヶ
原
の
戦
い
の
前

ま
え

か
ら
徳
川
家
に
従
っ
て
い
た
「
譜
代

ふ

だ

い

大
名
」。
３
つ
め
は
徳
川
氏

の
一
族

い
ち
ぞ
く

の
大
名
で
あ
る
「
親
藩

し
ん
ぱ
ん

」。
こ
の
「
親
藩
」
の
中

な
か

で
も
特

と
く

に
位

く
ら
い

が
高

た
か

か
っ
た
の
が
尾
張

お

わ

り

、
紀
伊

き

い

、
水
戸
の
い
わ
ゆ
る
「
徳

川
御
三
家
」
で
し
た
。
御
三
家
は
徳
川
家
を
存
続

そ
ん
ぞ
く

さ
せ
る
た
め
、

江
戸
幕
府
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
将

し
ょ
う

軍
ぐ
ん

が
途 と

絶 だ

え
た
時
に
は
跡
継

ぎ
を
出 だ

す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
水
戸
徳
川
家
か
ら
一
橋

ひ
と
つ
ば
し

徳
川

家
に
養
子

よ

う

し

に
入
っ
た
慶
喜

よ
し
の
ぶ

は
、
第
15

代
将
軍
に
な
り
ま
し
た
。 

１ 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 

↓武田信吉 

ぼ
く
た
ち
が 

徳
川
御
三
家 

水
戸
藩
を
学

ま
な

ぶ
前

ま
え

の
基 き

礎 そ

知 ち

識
し
き 

江
戸
時
代
の
身 み

分 ぶ
ん

制 せ
い

度 ど 

江
戸
時
代
に
は
身
分
制
度
が

確
立

か
く
り
つ

さ
れ
、
武 ぶ

士 し

が

百
ひ
ゃ
く

姓
し
ょ
う

や

町
ち
ょ
う

人
に
ん

を
支 し

配
は
い

す
る
社

し
ゃ

会
か
い

の
し
く

み
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。 

↑身分別の人口割合 

（江戸時代末期） 

その他 
（3%） 

百姓（85%） 

町人 
（5%） 

武士 
（7%） 

 
 

 

武
士
は
全
人
口

ぜ
ん
じ
ん
こ
う

の
７
％
し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
行

ぎ
ょ
う

政
せ
い

に
か
か
わ
る
仕 し

事
ご
と

を
行

お
こ
な

う
、
百
姓
や
町
人
の
上

う
え

に
立 た

つ
支
配
階

か
い

級
き
ゅ
う

で
し
た
。
城

じ
ょ
う

下 か

町
ま
ち

に
住 す

み
、
年

ね
ん

貢 ぐ

米
ま
い

や
俸

ほ
う

禄
ろ
く

米
ま
い

（
給

き
ゅ
う

料
り
ょ
う

と
し
て
支 し

給
き
ゅ
う

さ
れ
る
米
）
で
生

せ
い

活
か
つ

し
ま
し
た
。 

武
士 

 
 

 

主
お
も

に
都 と

市 し

に
住
む
商

し
ょ
う

人
に
ん

や
職

し
ょ
く

人
に
ん

の
こ
と
を
言 い

い
ま
す
。
百
姓
よ
り
も
負 ふ

担
た
ん

が

軽
か
る

く
、
比 ひ

較
か
く

的
て
き

自 じ

由
ゆ
う

で
し
た
。 

町
人 

 
 

 

百
姓
は
、
武
士
の
生
活
を
支

さ
さ

え
る
年
貢
を
納
め
て
い
ま
し
た
。
大

だ
い

部 ぶ

分
ぶ
ん

は
農

の
う

業
ぎ
ょ
う

を
し
て
い
ま
し
た
が
（
農
民

の
う
み
ん

）
、
漁

ぎ
ょ

業
ぎ
ょ
う

・
林

り
ん

業
ぎ
ょ
う

を
行

お
こ
な

う
者

も
の

も
い
ま
し
た
。
農
村

の
う
そ
ん

の
中

で
、
奉
行

ぶ
ぎ
ょ
う

や
代
官
の
指 し

示 じ

に
従

し
た
が

い
村

む
ら

を
治

お
さ

め
た
り
、
財

ざ
い

政
せ
い

を
担

た
ん

当
と
う

し
て
い
た
の
が
、
庄

し
ょ
う

屋 や

や
組

く
み

頭
が
し
ら

と
い
っ
た
村

む
ら

役
や
く

人
に
ん

で
す
。
村
役
人
は
村

そ
ん

民
み
ん

の
中
か
ら
選

え
ら

ば
れ
ま
す
が
、
水
戸

藩
で
は
多

お
お

く
の
場 ば

合
あ
い

、
格

か
く

式
し
き

あ
る
家

い
え

が
代

だ
い

々
だ
い

受 う

け
継 つ

い
で
い
ま
し
た
。 

百
姓 

幕府 

大名 

奉行・代官 

町役人 村役人 

町人 百姓 

江戸時代の 

支配体制
たいせい

 


