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「
参
勤
交
代
」
の
源
流
と
歴
史増

山

雄

三

天

下

人

へ

の

服

属

儀

礼

で

あ

る

「

参

勤

」

は

、

豊

臣

秀

吉

が

関

白

の

頃

か

ら

あ

っ

た

と

い

う

が

、

そ

れ

を

さ

ら

に

遡

る

と

、

鎌

倉

時

代

の

御

家

人

の

義

務

だ

っ

た

、

鎌

倉

番

役

な

ど

の

軍

役

負

担

に

、

そ

の

原

形

を

見

る

事

が

で

き

る

。

そ

の

後

、

江

戸

時

代

に

な

り

、

德

川

氏

へ

の

「

参

勤

交

代

」

は

、

幕

府

が

課

し

た

大

名

軍

役

の

一

つ

と

す

る

事

で

、

役

儀

と

奉

公

と

し

て

義

務

ず

け

、

強

力

な

大

名

統

制

と

権

力

の

集

中

を

図

っ

て

、

幕

藩

体

制

の

長

期

存

続

を

可

能

に

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

諸

大

名

は

德

川

氏

に

対

す

る

臣

従

の

証

拠

と

し

て

、

大

名

が

家

族

や

妻

子

を

人

質

と

し

て

、

江

戸

へ

差

し

出

し

た

事

で

始

ま

り

、

藤

堂

高

虎

は

弟

の

正

高

を

江

戸

へ

送

っ

た

の

が

早

い

例

だ

が

、

寛

永

十

二

年

（

一

六

三

五

年

）

に

、

三

代

将

軍

徳

川

家

光

は

「

武

家

諸

法

度

」

を

つ

く

っ

て

、

大

名

は

原

則

と
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し

て

国

元

と

江

戸

を

、

一

年

交

代

で

往

来

す

る

こ

と

を

、

義

務

付

け

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

こ

の

武

家

諸

法

度

は

、

参

勤

作

法

と

し

て

従

者

の

員

数

を

定

め

た

だ

け

で

、

百

万

石

以

下

二

十

万

石

以

上

の

大

名

は

、

二

十

騎

以

下

と

し

、

十

万

石

以

下

の

大

名

は

、

そ

の

分

に

応

じ

る

様

に

規

定

し

て

、

参

勤

交

代

を

制

度

化

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

寛

永

十

九

年

（

一

六

四

二

年

）

に

は

、

制

度

の

改

正

が

行

わ

れ

、

譜

代

大

名

の

交

代

期

は

六

月

と

す

る

と

共

に

、

特

に

関

東

の

譜

代

大

名

に

つ

い

て

は

、

在

府

と

在

国

を

半

年

と

し

て

、

八

月

な

い

し

三

月

交

代

と

な

り

、

対

馬

藩

の

宗

氏

に

つ

い

て

は

、

遠

国

な

の

で

三

年

一

勤

と

す

る

ほ

か

、

水

戸

藩

や

老

中

な

ど

の

役

付

大

名

は

、

江

戸

定

府

と

な

っ

た

。

こ

の

参

勤

交

代

の

目

的

は

、

大

名

の

経

済

力

を

弱

め

る

事

と

思

わ

れ

が

ち

だ

が

、

そ

う

で

は

な

く

、

江

戸

幕

府

は

行

列

の

人

数

を

減

ら

す

と

か

、

華

美

に

な

ら

な

い

よ

う

に

命

じ

た

も

の

の

、

大

名

た

ち

は

家

格

に

関

わ

る

た

め

、

費

用

は

削

減

で

き

ず

、

結

果

的

に

藩

の

赤

字

を

増

大

さ

せ

て

し

ま

っ

た

。
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そ

ん

な

こ

と

か

ら

、

西

国

大

名

が

三

月

末

か

ら

四

月

に

か

け

て

、

江

戸

へ

参

府

す

る

と

、

江

戸

に

い

た

東

国

大

名

が

暇

を

与

え

ら

れ

て

国

元

へ

帰

り

、

一

年

後

、

今

度

は

東

国

大

名

が

参

府

し

、

西

国

大

名

が

江

戸

を

出

る

事

に

な

る

の

で

あ

る

。

近

世

交

通

史

の

専

門

家

で

あ

る

、

九

州

大

学

名

誉

教

授

の

丸

山

雍

成

氏

は

、

先

述

の

よ

う

に

、

鎌

倉

時

代

に

そ

の

原

形

が

あ

っ

た

そ

れ

は

、

幕

府

の

将

軍

で

あ

る

「

鎌

倉

殿

」

を

警

固

す

る

、

鎌

倉

番

役

な

ど

が

そ

れ

に

あ

た

る

と

い

い

、

室

町

幕

府

も

，

こ

う

し

た

奉

公

の

義

務

を

継

承

し

て

、

守

護

大

名

を

京

都

に

集

住

さ

せ

て

い

た

と

い

う

。

さ

ら

に

丸

山

氏

は

、

応

仁

の

乱

に

よ

っ

て

室

町

幕

府

が

力

を

失

い

、

制

度

は

形

骸

化

し

て

し

ま

っ

た

と

い

い

、

ま

た

、

戦

国

大

名

が

領

国

の

家

臣

に

、

本

城

へ

の

出

勤

を

義

務

付

け

た

事

が

、

織

田

・

豊

臣

政

権

に

お

け

る

、

参

勤

へ

と

発

展

し

て

い

っ

た

と

い

う

。

十

六

世

紀

末

、

関

白

と

な

っ

た

秀

吉

の

命

で

、

諸

大

名

が

妻

子

を

伴

っ

て

上

洛

す

る

よ

う

に

な

り

、

大

名

が

政

務

の

た

め

国

元

へ

帰

る

時

は

、

そ

の

嫡

子

を
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京

都

に

留

め

置

か

ね

ば

な

ら

ず

、

ま

た

挨

拶

に

行

か

な

け

れ

ば

、

反

逆

す

る

と

見

な

さ

れ

た

の

だ

。

こ

の

よ

う

に

、

秀

吉

か

ら

事

実

上

強

制

さ

れ

て

い

た

参

勤

は

、

一

六

○

三

年

に

、

江

戸

幕

府

を

開

い

た

德

川

家

康

に

も

引

継

が

れ

た

と

は

い

え

、

豊

臣

氏

が

そ

の

後

の

大

坂

の

陣

で

滅

亡

す

る

前

ま

で

は

、

德

川

と

豊

臣

の

両

者

に

参

勤

し

て

、

い

わ

ゆ

る

、

二

股

を

か

け

る

大

名

が

多

か

っ

た

と

い

う

。

こ

の

参

勤

交

代

は

、

大

名

が

親

族

を

幕

府

に

差

し

だ

す

形

で

始

ま

っ

た

制

度

だ

が

、

幕

府

側

は

、

そ

れ

が

強

制

で

な

い

よ

う

に

振

舞

い

、

幕

府

関

係

者

か

ら

助

言

さ

せ

、

大

名

の

自

発

的

行

為

と

し

て

、

こ

の

政

策

の

実

現

を

図

ろ

う

と

し

て

い

た

よ

う

だ

。

そ

う

す

る

事

に

よ

っ

て

、

幕

府

側

と

し

て

も

、

大

名

も

自

主

的

に

江

戸

へ

や

っ

て

き

て

、

妻

子

も

帯

同

し

て

く

る

の

で

、

ま

ず

戦

に

な

る

こ

と

は

な

い

と

考

え

た

の

で

、

江

戸

市

中

に

屋

敷

を

与

え

て

、

あ

た

か

も

、

歓

迎

し

た

よ

う

に

装

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

「

参

勤

」

と

い

う

の

は

、

中

国

で

は

諸

侯

が

天

子

に

拝

謁

す

る

事

を

意

味

し

て

い

て

、

日

本

で

い

う

よ
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う

な

、

幕

府

に

反

抗

す

る

た

め

の

、

経

済

力

を

蓄

え

さ

せ

な

い

目

的

で

は

な

い

と

い

う

が

、

そ

れ

が

、

大

名

の

経

済

力

を

殺

ぐ

事

に

な

っ

た

の

は

、

結

果

的

に

み

れ

ば

、

そ

う

な

っ

た

の

は

事

実

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

国

元

と

江

戸

と

の

報

復

に

要

し

た

費

用

と

い

う

の

は

、

一

体

ど

れ

ほ

ど

の

負

担

だ

っ

た

か

と

い

え

ば

、

旅

費

以

外

に

大

名

一

行

の

在

府

費

用

を

含

め

る

と

、

そ

れ

は

莫

大

な

出

費

に

な

っ

て

い

て

、

あ

る

藩

で

は

、

直

轄

す

る

領

地

か

ら

の

収

入

の

、

六

～

七

割

以

上

に

達

し

て

い

た

と

い

う

。

そ

れ

に

、

参

勤

に

要

す

る

人

数

も

、

幕

府

が

明

確

に

指

示

し

た

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

、

幕

府

は

街

道

で

渋

滞

を

引

き

起

こ

さ

ぬ

様

、

人

数

を

減

ら

す

事

を

命

じ

て

い

た

が

、

た

だ

、

大

名

側

は

家

格

に

関

わ

る

た

め

、

簡

単

に

減

ら

す

事

が

で

き

な

か

っ

た

の

だ

。

ま

た

、

幕

府

も

参

勤

し

た

大

名

か

ら

、

献

上

品

を

受

け

取

っ

た

お

礼

に

、

参

勤

費

用

を

一

部

穴

埋

め

し

た

た

め

、

双

方

と

も

経

済

的

に

苦

し

く

な

り

、

制

度

の

簡

素

化

を

試

み

ら

れ

た

が

、

い

ず

れ

も

う

ま

く

い

か

ず

に

、

赤

字

を

増

や

す

ば

か

り

だ

っ

た

。
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と

こ

ろ

が

、

幕

末

に

黒

船

が

来

航

す

る

よ

う

に

な

る

と

、

幕

府

は

参

勤

交

代

の

制

度

を

緩

和

し

、

参

府

を

三

年

に

一

度

と

し

て

、

家

族

も

国

元

に

戻

す

な

ど

の

改

革

を

行

な

い

、

大

名

に

は

国

防

に

力

を

入

れ

る

様

に

命

じ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

外

交

や

内

政

と

も

に

大

き

く

混

乱

す

る

中

、

慶

応

三

年

（

一

八

六

七

年

）

に

、

第

十

五

代

将

軍

の

慶

喜

は

、

大

政

奉

還

を

決

め

、

そ

れ

に

伴

い

、

德

川

政

権

の

象

徴

で

も

あ

っ

た

、

参

勤

交

代

の

制

度

も

廃

止

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

そ

の

参

勤

交

代

制

度

は

、

江

戸

の

文

化

を

地

方

に

伝

え

る

役

割

も

担

っ

て

い

た

が

、

文

化

や

学

問

そ

れ

に

食

な

ど

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

国

元

に

帰

っ

て

い

く

武

士

を

通

じ

て

も

た

ら

さ

れ

、

そ

し

て

そ

れ

以

外

に

も

、

多

く

の

影

響

を

与

え

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

、

現

在

、

藤

井

聡

太

の

活

躍

で

人

気

の

将

棋

も

、

江

戸

の

ル

ー

ル

が

参

勤

交

代

で

全

国

に

広

ま

り

、

そ

れ

が

統

一

さ

れ

る

事

に

よ

っ

て

、

数

多

く

の

愛

好

家

を

増

や

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

ル

ー

ル

統

一

の

き

っ

か

け

は

、

一

六

三
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六

年

、

二

世

名

人

だ

っ

た

大

橋

宗

古

が

、

「

打

ち

詰

め

の

禁

止

」

な

ど

の

、

基

本

的

な

規

則

を

定

め

た

文

書

を

、

幕

府

に

提

出

し

た

事

か

ら

始

ま

っ

た

。

こ

の

打

ち

詰

め

の

禁

止

と

い

う

の

は

、

持

ち

駒

の

歩

を

打

っ

て

、

相

手

の

「

玉

（

王

将

）
」

を

詰

ま

せ

る

手

が

反

則

と

さ

れ

る

と

、

攻

め

方

に

工

夫

が

必

要

に

な

り

、

そ

れ

が

、

そ

れ

ま

で

や

っ

て

い

た

将

棋

に

、

深

み

を

与

え

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

江

戸

で

は

名

人

が

道

場

を

開

き

、

多

く

の

武

士

た

ち

が

通

っ

て

い

た

が

、

遊

戯

史

に

詳

し

い

古

作

登

さ

ん

は

、

武

士

た

ち

が

国

元

に

帰

っ

て

、

将

棋

を

さ

す

う

ち

に

、

名

人

が

定

め

た

規

則

が

、

各

地

に

伝

わ

っ

て

い

っ

た

の

だ

ろ

う

と

話

し

て

い

る

。

実

際

に

、

現

代

の

将

棋

界

で

は

、

藤

井

聡

太

が

そ

れ

を

逆

手

に

取

り

、

相

手

を

打

ち

歩

詰

め

に

誘

う

と

い

う

、

高

度

な

「

玉

」

の

逃

げ

方

を

見

せ

る

事

が

あ

る

の

で

、

他

の

ト

ッ

プ

棋

士

す

ら

感

心

さ

せ

る

が

、

か

つ

て

の

二

世

名

人

は

、

そ

ん

な

先

の

時

代

ま

で

の

事

を

、

果

し

て

深

読

み

し

て

い

た

の

だ

ろ

う

か

。

令

和

四

年

三

月


