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立政寺内の義昭と信長が
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斎藤道三　関連系図
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越
前
の
朝
倉
氏
に
仕
え
る

　
朝
倉
氏
と
土
岐
氏
は
、光
秀
が
生

ま
れ
る
前
か
ら
親
密
な
関
係
だ
っ
た
。

弘
治
二
年（
一
五
五
六
）に
美
濃
を
脱

出
し
た
光
秀
は
、越
前
の
称
念
寺（
福

井
県
坂
井
市
）の
門
前
に
居
住
し
た
。

寺
子
屋
で
兵
法
な
ど
の
学
問
を
教
え

て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、や
が
て
朝
倉
義
景
に
仕
え
る
こ

と
と
な
る
。

　
永
禄
八
年（
一五
六
五
）、足
利
義
輝

第
一四
代
将
軍
は
、敵
対
す
る
三
好
三

人
衆（
近
畿
、四
国
、阿
波
で
勢
力
の

強
い
三
好
長
慶
の
重
臣
）と
松
永
久

秀
に
暗
殺
さ
れ
、弟
の
義
昭（
当
時
は

門
跡
に
あ
り
覚
慶
と
名
乗
っ
て
い
た
）

が
幽
閉
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た（
永

禄
の
変
）。義
輝
を
警
護
し
て
い
た
武

将
の
ほ
と
ん
ど
は
反
乱
軍
に
討
ち
取

ら
れ
た
が
、細
川
藤
孝
が
生
き
残
り
、

幽
閉
さ
れ
て
い
た
義
昭
を
救
出
す
る

こ
と
が
で
き
た
。義
昭
は
将
軍
家
の
復

興
の
た
め
に
朝
倉
義
景
の
支
援
を
受

け
る
こ
と
に
し
、越
前
に
向
か
っ
た
。

　
朝
倉
義
景
は
義
昭
を
迎
え
入
れ
た

も
の
の
、反
幕
府
勢
力
と
対
峙
し
て

上
洛
す
る
こ
と
に
は
難
色
を
示
し
て

い
た
。義
景
は
頼
り
に
な
ら
な
い
こ
と

を
知
っ
た
光
秀
と
藤
孝
は
、織
田
信

長
に
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
す
る
よ
う

に
働
き
か
け
た
。そ
の
工
作
が
功
を

奏
し
、義
昭
と
信
長
を
結
び
つ
け
る
こ

と
が
で
き
、信
長
の
上
洛
が
現
実
味

を
帯
び
て
き
た
。

聖

岐阜城と長良川

な
る
獣・麒
麟
は
、腐
敗
し
た
政
治
を
糺
し
、善
政
を
施
す
英
雄
の
前
に
姿
を
現
す
と

い
う
。応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
飢
え
や
貧
困
に
よ
っ
て
苦
し
む
民
を
救
う
英
雄
は
誰
か
。

麒
麟
は
い
つ
姿
を
現
す
の
か
。

  

前
半
生
は
謎
に
包
ま
れ
な
が
ら
、や
が
て
織
田
信
長
と
と
も
に
天
下
統
一に
手
腕
を
ふ
る

う
明
智
光
秀
。「
麒
麟
が
く
る
」で
は
謎
め
い
た
光
秀
の
前
半
生
を
独
自
の
歴
史
解
釈
で
描

き
、後
半
は
戦
国
の
英
傑
た
ち
と
と
も
に
希
望
の
光
を
追
い
求
め
た
姿
を
描
き
出
し
ま
す
。

足
利
義
昭
に
仕
え
、越
前
か
ら
美
濃
へ

　　
永
禄
一一
年（
一五
六
八
）七
月
、足
利
義
昭
は
越
前
か
ら

美
濃
へ
入
り
、信
長
は
立
政
寺
で
義
昭
を
迎
え
た
。同
年

九
月
、信
長
は
京
を
目
指
し
、そ
れ
を
阻
も
う
と
す
る
近

江
の
守
護
で
三
好
三
人
衆
と
通
じ
て
い
た
六
角
氏
と
衝

突
す
る（
観
音
寺
城
の
戦
い
）。信
長
軍
の
猛
攻
で
勝
敗
は

一日
で
決
し
、六
角
氏
は
退
散
し
た
。京
を
支
配
し
て
い
た

三
好
三
人
衆
は
、六
角
氏
の
敗
北
を
知
る
と
狼
狽
し
、信

長
軍
と
戦
わ
ず
に
退
散
す
る
。こ
う
し
て
信
長
は
畿
内
の

覇
権
を
握
り
、義
昭
は
征
夷
大
将
軍
に
就
任
し
た
の
だ
っ

た
。光
秀
は
信
長
と
義
昭
の
橋
渡
し
を
し
た
功
で
京
都

奉
行
に
抜
擢
さ
れ
た
。

2
0
2
0
年
　
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ

　
美
濃
の
国（
現
在
の
岐
阜
県
南
部
）

は
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
土

岐
氏
が
支
配
し
て
い
た
。土
岐
氏
は
清

和
源
氏
の
流
れ
を
く
む
武
家
で
、美
濃

国
内
各
地
に
百
を
超
え
る
支
族
が
あ

り
、土
岐
明
智
氏
は
室
町
幕
府
の
直

臣
を
務
め
る
有
力
な
支
族
だ
っ
た
。光

秀
は
土
岐
明
智
氏
の
出
身
と
い
わ
れ

て
い
る
。

　
天
文
一
三
年（
一五
四
四
）に
織
田
信

秀（
信
長
の
父
）が
美
濃
国
に
攻
め
込

ん
で
き
た
が
、道
三
が
こ
れ
を
撃
退

し
、天
文
一七
年
に
和
睦
、そ
の
後
に
道

三
の
娘
で
あ
る
帰
蝶（
濃
姫
）が
信
長

に
嫁
ぐ
。帰
蝶
の
母
・
小
見
の
方（
道
三

の
正
室
）は
、可
児
郡
明
智
の
城
主
・
明

智
光
継（
み
つつ
ぐ
）の
娘
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、光
秀
の
叔
母
に
あ
た
る
た

め
、光
秀
が
道
三
に
仕
え
て
い
た
と
す

る
説
の
根
拠
と
な
って
い
る
。

　
天
文
一
九
年（
一五
五
〇
）頃
、道
三
は
美

濃
国
の
守
護
・
土
岐
頼
芸（
よ
り
の
り
）を

追
放
し
、下
克
上
で
戦
国
大
名
と
な
っ
た
。

天
文
二
三
年
に
は
、家
督
を
息
子
の
義
龍
に

譲
っ
た
が
、道
三
が
義
龍
の
弟
二
人
に
目
を

か
け
、義
龍
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と

で
、義
龍
は
弟
二
人
を
殺
害
、弘
治
二
年（
一

五
五
六
）に
長
良
川
の
戦
い
で
道
三
と
義
龍

が
対
決
し
、義
龍
が
勝
利
し
道
三
は
敗
死

し
た
。こ
の
時
明
智
家
は
中
立
を
保
っ
た

が
、義
龍
は
こ
れ
を
敵
対
行
為
と
み
な
し
、

光
秀
の
叔
父
・
光
安
の
居
城
で
あ
っ
た
明
智

城
を
攻
め
た
。勝
ち
目
は
な
い
と
考
え
た

光
安
は
、光
秀
に
城
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に

命
じ
、光
秀
は
越
前
に
落
ち
延
び
て
い
く
の

だ
っ
た
。

麒
麟
が
く
る

美
濃
国
で
は
土
岐
氏
が
衰
退
し
斎
藤
道
三
が
台
頭

　一乗谷朝倉氏遺跡は、今から約530年前の文明3年(1471)、戦国大名・朝倉氏が5代103年間にわたって越前の国を支配した城下町跡。最盛期に
は、人口1万人を超えたといわれ、整備された城下町と雅やかな文化の華を咲かせた。しかし、朝倉氏は天正元年(1573)に織田信長に敗北。城下町
には火が放たれ、その長い歴史の幕を閉じた。昭和42年に本格的な発掘調査が行われ、当主の館・武家屋敷・寺院・町屋・職人屋敷・道路に至るまで
町並がほぼ完全な姿で発掘された。平成3年には朝倉遺跡内の４つの庭園が、国の「特別名勝」に指定され、平成31年5月には日本遺産にも認定され

麒麟がくる
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麒麟がくる　登場人物
明智家

織田家

斎藤家

松平家

今川家

京の人々 土岐家

足利家

明智光秀
（長谷川博己）

美濃の明智家は下級武士であったが、光秀
は勇敢でありながら知力の高く、美濃を支
配する斎藤道三に見いだされ家臣となり、
重要な働きをする。道三が戦に敗れ光秀は
主君を失うが、織田信長に出会うことで運
命の歯車が動き出す。

光秀の正室。美濃の
土豪・妻木氏の娘。
光秀を支える女性。

煕子
（木村文乃） （徳重 聡）

明智家に仕える家臣。
戦では武功を上げ、
光秀を慕っている。

藤田伝吾

明智家の家人。
（水野智則）
木助

明智家の下女。
（生越千晴）
常

光秀の叔父（父の弟）。
明智家の当主で、道
三の家臣。明智家の
将来を心配している。

明智光安
（西村まさ彦）

光秀の母。光秀が幼
い頃に亡くなった父
代わりとなって成長
を見守る優しい母。

牧
（石川さゆり）

光秀が尾張で出会う信
秀の嫡男。天下統一を目
指し光秀も手腕を発揮
する。

織田信長
（染谷将太）

信秀を支える織田家の
老臣。信長のもり役。

平手政秀
（上杉祥三）

織田信秀の継室で、信
長とその弟・信勝（信
行）の生母。
幼少時には周囲からう
つけと思われていた信
長を嫌い、弟の信勝を
かわいがる。

土田御前
（檀 れい）

織田信長の父。尾張で
道三や駿河の今川と覇
権争いをしている。

織田信秀
（高橋克典）

織田信秀の弟。

織田信光
（木下ほうか）

織田信長の弟。

織田信勝
（木村了）

斎藤道三
（本木雅弘）

美濃の守護代で光秀の
主君。亡父とともに親
子二代で美濃の国を支
配しようと目論む。軍
事、政略に長けている。

斎藤孫四郎
（長谷川純）
斎藤道三の次男。

斎藤喜平次
（犬飼直紀）
斎藤道三の三男。

道三の嫡男。自らの出自
に疑問を持ち、父とはわ
だかまりがある。光秀と
は幼少期から交流があ
る。

斎藤義龍
（伊藤英明）

道三の娘。光秀とは姻
戚関係がある。政略結
婚により、のちに織田
信長の正妻となる。

帰蝶（濃姫）
（川口春奈）

斎藤道三有力家臣の一
人。はじめ土岐頼芸の家
臣であったが、のちに道
三の家臣となった。

稲葉良通
（一鉄）
（村田雄浩）

斎藤道三の側室。

深芳野
（南 果歩）

斎藤道三の正室。

小見の方
（片岡京子）

今川義元
（片岡愛之助）
「海道一の弓取り」の異
名を持ち、道三たちがお
びえる東海最強の戦国
武将。

太原雪斎
（伊吹吾郎）

今川義元の軍師。青年
期から義元に仕え、今
川家の隆盛に大きく貢
献した。

足利義輝
（向井 理）

室町幕府第13代将軍。

三淵藤英
（谷原章介）
室町幕府幕臣。

細川藤孝
（幽斎）
（眞島秀和）
室町幕府幕臣。

足利義昭
（滝藤賢一）

13代将軍足利義輝の弟。
義輝亡き後、室町幕府最
後の将軍となる。

松平広忠
（浅利陽介）
松平竹千代の父。

松平竹千代
（岩田琉聖）
松平広忠の嫡男。
家康の幼少期。

水野信元
（横田栄司）
松平竹千代の伯父。

於大
（松本若菜）
松平竹千代の母。

徳川家康
（風間俊介）
三河の戦国大名で
織田信長と同盟を
結ぶ。

駒
（門脇 麦）

医師・東庵の娘で、光秀
とは京で出会う。伝説
のいきもの麒麟の存在
を信じている。

望月東庵
（堺正章）

京在住の医師。朝廷や
各地の戦国大名などに
特殊な人脈がある。光
秀を導く存在。

旅芸人一座の女座長。

（尾野真千子）
伊呂波太夫

鉄砲づくりの職人。

（玉置玲央）
伊平治

（尾美としのり）
美濃の守護職。道三と
結託して兄を守護の座
から追放し、家督争い
をしたことがある。

土岐頼芸

帰蝶の最初の夫。

（矢野聖人）
土岐頼純

三好家家臣

（吉田鋼太郎）
松永久秀

室町幕府管領

（国広富之）
細川晴元

摂津の守護代

（山路和弘）
三好長慶

三河農民

（岡村隆史）
光秀が美濃で出会う三
河出身の農民。光秀の
危機に姿を現して援助
する。

菊丸

尾張の農民

のちの秀吉。身分が低
かったものの、信長の
家臣として頭角を現し
ていく。光秀生涯のラ
イバル。

木下藤吉郎
（佐々木蔵之介）

大永8年（1528）

永禄11年（1568）

永禄13年（1570）

元亀2年（1571）

元亀3年（1572）

天正元年（1573）

天正2年（1574）

天正3年（1575）

天正4年（1576）

天正5年（1577）

天正6年（1578）

天正7年（1579）

天正8年（1580）

天正9年（1581）

天正10年（1582）

この年代の出生と推定されている。  明智光秀生誕の地が複数ある

織田信長に仕える。  足利義昭が室町幕府15代将軍に

金ヶ崎の戦いで殿（しんがり）を務め敵の追撃を防ぐ

信長に従い比叡山焼き討ちを実行

琵琶湖畔に居城となる坂本城を築城

足利義昭が立てこもる填島城攻めに参戦

信長とともに東美濃に出陣

丹波方面の攻略の任にあたる

妻の煕子が死去

細川藤孝らと大和片岡城を攻略

娘の玉子（ガラシャ）が細川家に嫁ぐ

丹波氷上(ひかみ）城を攻める

信長から丹波の国（29万石）を与えられる

京都馬揃えの責任者となる

安土城で徳川家康の接待役を務める。光秀が信長を襲撃する本能寺の変で信長は自害。

秀吉らの軍勢と京都の山崎で戦闘となり敗北、落ち武者狩りで敗死。

明智光秀　略年表

延元元年(1336)恒良、尊良両親王を守護し
た新田義貞が足利軍と戦った古戦場。中腹の
金崎宮には両親王が祀られている。戦国の
世には朝倉・浅井軍と信長・秀吉・家康の戦
いの場にもなった。小高い山にあるため眺め
も良く、桜の名所としても知られている。

朝
倉
氏
討
伐
で
若
狭
に
侵
攻

　
光
秀
は
足
利
幕
府
の
幕
臣
で
あ
り
な

が
ら
、信
長
か
ら
も
指
示
を
受
け
、仕
事

を
し
て
い
た
。義
昭
は
信
長
の
援
助
が

あ
っ
て
将
軍
に
な
れ
た
も
の
の
、実
権
は

信
長
に
あ
る
こ
と
に
不
満
を
持
ち
、諸
国

の
大
名
に
私
信
を
送
り
自
ら
の
権
威
回

復
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。そ
れ
を
知
っ

た
信
長
は
、義
昭
の
動
き
を
け
ん
制
し
て

お
り
、光
秀
は
将
軍
よ
り
も
実
力
を
持
っ

て
い
る
信
長
に
仕
え
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。元
亀
元
年

（
一五
七
〇
）、信
長
は
朝
倉
義
景
討
伐
の

た
め
越
前
に
向
か
い
、光
秀
も
参
陣
し

た
。光
秀
は
明
知
城
を
脱
出
し
て
越
前

の
朝
倉
氏
に
世
話
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、朝
倉
討
伐
に
参
加
す
る
の
は
複

雑
な
心
境
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
信
長
は
越
前
に
入
り
、朝
倉
氏
の
支

城
の
金
ヶ
崎
城
を
攻
め
落
と
し
た
。こ
の

ま
ま
進
軍
し
て
勝
利
す
る
か
に
み
え
た

が
、近
江
の
浅
井
長
政
が
信
長
に
反
逆

し
、越
前
に
攻
め
上
っ
て
く
る
と
の
情
報

が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
浅
井
長
政
に
は
信
長
の
妹
・
お
市
の
方

が
嫁
い
で
い
る
。信
長
は
、長
政
の
謀
反
は

ま
っ
た
く
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、こ

の
ま
ま
で
は
朝
倉
、浅
井
軍
に
は
さ
み
討

ち
に
さ
れ
て
し
ま
う
。信
長
は
京
都
に
撤

退
す
る
し
か
な
い
が
、講
和
を
し
な
い
ま

ま
の一
方
的
な
撤
退
は
、敵
に
背
中
を
見

せ
る
た
め
不
利
に
な
る
。最
後
部
の
部
隊

が
防
戦
し
撤
退
す
る
が
、そ
の
部
隊
は
敵

の
攻
撃
を
受
け
撤
退
で
き
な
い
で
討
ち

取
ら
れ
る
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
だ
。古

文
書「
太
閤
記
」に
は
、「
藤
吉
郎
金
ヶ
崎

の
退
き
口
」と
題
し
て
、秀
吉
の
働
き
で

金
ヶ
崎
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
が
描
写
さ

れ
て
い
る
。し
か
し
、こ
の
撤
退
劇
は
秀
吉

だ
け
で
な
く
、光
秀
と
池
田
勝
正
も
加

わ
り
、三
人
の
連
携
で
成
し
え
た
作
戦

だ
っ
た
よ
う
だ
。光
秀
は
信
長
軍
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
って
い
た
。



　

―

明
智
光
秀
と
い
え
ば
、主
君
を
討
っ
た
謀
反
人

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
す
が
、細
川
さ
ん
は

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

　

私
は
父（
細
川
隆
一
郎
氏
）か
ら
、光
秀
は「
正
義
の

人
」で
あ
っ
た
と
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。横
暴
を

き
わ
め
た
主
君
・
織
田
信
長
を
、こ
れ
以
上
生
か
し

て
お
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
で
本
能
寺
の
変

を
お
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。光
秀
の
動
機
は
、

「
黒
幕
説
」、「
野
望
説
」な
ど
諸
説
が
入
り
乱
れ
て
い

ま
す
が
、実
際
に
は
光
秀
が
誰
か
か
ら
の
働
き
か

け
や
共
謀
で
謀
反
を
起
こ
し
た
と
は
考
え
に
く
い

と
思
い
ま
す
。歴
史
を
楽
し
む
た
め
に
は
否
定
し

ま
せ
ん
が
。

―

信
長
は
、自
ら
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
超
越
し
た

王
に
な
ろ
う
と
し
た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。信

長
の
野
望
に
対
し
て
、光
秀
は
歯
止
め
を
か
け
よ
う

と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

正
義
の
人　

明
智
光
秀

麒
麟
が
く
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

明
智
光
秀
の
子
孫

細
川
珠
生
氏

　　

信
長
は
勢
力
を
増
す
に
つ
れ
、朝
廷
に
無
理
難
題

を
押
し
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。比
叡
山

で
さ
え
焼
き
討
ち
に
し
て
し
ま
う
信
長
で
す
か

ら
、天
皇
家
も
あ
ら
ゆ
る
宗
教
も
滅
ぼ
し
て
し
ま

う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。信
長
が
討
た
れ
な
け
れ
ば
、天
皇
家
は
も
し
か

し
た
ら
途
絶
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

―

天
皇
家
を
守
る
た
め
に
、光
秀
は
信
長
を
討
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
そ
れ
も
一
説
だ
と
思
い
ま
す
が
、　
決
定
打
と

も
思
え
ま
せ
ん
。た
だ
光
秀
は「
天
下
所
司
代
」、「
天

下
」は
京
の
こ
と
で
す
が
、京
の
あ
ら
ゆ
る
行
政
を

司
ど
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、朝
廷
や
公
家
と
も
通

づ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。信
長
と
朝
廷
の
間
で
、色
々

考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
。と
は
い

え
、朝
廷
、つ
ま
り
天
皇
家
を
守
る
た
め
だ
け
だ
っ

た
の
か
は
、わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

色
々
言
わ
れ
て
い
る「
怨
恨
説
」や「
不
安
説
」な
ど

「
主
君
を
討
つ
」と
い
う
大
そ
れ
た
行
動
に
出
る
に

は
た
く
さ
ん
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
し
、織
田
家

臣
団
の
中
に
も
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
い
た
人
は
い
る

は
ず
で
す
。で
も
、今
の
世
で
も
そ
う
で
す
が
、「
お

か
し
い
」と
思
っ
て
も
、声
を
あ
げ
る
こ
と
は
難
し

い
し
、ま
し
て
や
行
動
に
移
そ
う
と
は
、な
か
な
か

思
わ
な
い
で
す
よ
ね
。そ
の
中
で
、光
秀
は
や
は
り

正
義
感
の
あ
る
立
派
な
人
。父
が
私
に
教
え
て
き
た

こ
と
は
そ
う
い
う
光
秀
像
だ
っ
た
の
で
す
。

―

光
秀
の
母
親
が
信
長
の
せ
い
で
殺
さ
れ
た
り
、侮

辱
的
な
暴
行
を
受
け
た
り
し
た
か
ら
、そ
の
恨
み

で
謀
反
を
起
こ
し
た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
が
。

　　

い
く
ら
主
君
と
は
い
え
、信
長
に
対
し
て
恨
み
を

抱
い
て
も
お
か
し
く
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
ま
り
に

も
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。た
と
え

ば
、諸
説
あ
り
ま
す
が
、丹
波
攻
略
の
過
程
で
、波
多

野
秀
治
と
人
質
を
交
わ
す
条
件
で
和
議
を
結
び
、光

秀
は
自
分
の「
母
親
」を
人
質
に
出
し
ま
し
た
。そ
の

後
、波
多
野
秀
治
は
安
土
城
に
赴
き
助
命
を
求
め
ま

す
が
、信
長
は
捕
ら
え
て
処
刑
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。主
君
を
処
刑
さ
れ
た
波
多
野
一
族
は
怒
っ
て
人
質

だ
っ
た
光
秀
の
母
を
殺
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

光
秀
は
波
多
野
氏
の
抵
抗
に
苦
労
し
、自
分
の
母
を

差
し
出
し
て
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
和
睦
だ
っ
た
の
に
、

信
長
は
事
情
を
聞
か
ず
に
処
刑
し
、そ
の
せ
い
で
実

の「
母
親
」を
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。主
君
と

い
え
ど
も
許
せ
な
い
と
思
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
他
に
も
、信
長
の
横
暴
ぶ
り
を
伝
え
る
話
は

複
数
残
っ
て
お
り
、光
秀
は
丹
波
か
ら
遠
方
へ
の
国

替
え
を
迫
ら
れ
、苦
慮
し
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
り

ま
す
。信
長
の
命
で
苦
労
し
て
平
定
し
、領
地
と
し

て
得
た
丹
波
か
ら
も
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
。光
秀
が
不
安
と
恨
み
を
つ
の
ら
せ
て
い

き
、明
智
家
の
行
く
末
を
案
じ
て
、い
つ
か
は
信
長

を
討
た
な
け
れ
ば
、と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い

で
す
よ
ね
。

光
秀
と
ガ
ラ
シ
ャ
の
強
い
絆

―

そ
れ
に
し
て
も
、文
化
人
で
教
養
の
あ
る
光
秀
が
、

武
家
の
道
理
に
反
す
る
謀
反
を
実
行
し
た
の
は
戦
国

史
の
ミ
ス
テ
リ
ー
で
す
ね
。

　
「
と
き
は
今
天（
あ
め
）が
下（
し
た
）し
る
五
月
か

な
」と
い
う
光
秀
が
詠
ん
だ
句
は
、本
能
寺
の
変
を
起

こ
す
こ
と
を
宣
言
し
た
句
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
句
は
、京
都
の
愛
宕
神
社
で
百
韻
連
歌
の
会
を
催

し
た
時
の
も
の
で
、こ
の
句
が
発
句
と
な
っ
て
い
ま
す
。

連
歌
と
は
、句
と
句
の
関
連
性
や
、全
体
の
起
承
転
結

な
ど
決
ま
り
事
が
多
く
、知
識
と
教
養
、そ
れ
を
形
づ

け
る
文
才
が
必
要
で
す
。百
韻
と
い
う
の
は
、上
の
句
、

下
の
句
を
そ
れ
ぞ
れ
一
句
と
し
て
、そ
れ
を
参
加
者
で

百
句
続
け
る
と
う
い
う
も
の
で
す
か
ら
、か
な
り
才

能
が
必
要
に
な
り
ま
す
。光
秀
は
里
村
紹
巴（
さ
と
む

ら
じ
ょ
う
は
）と
い
う
達
人
に
師
事
し
、こ
の
よ
う
な

連
歌
の
会
を
度
々
催
し
て
お
り
、文
化
人
と
の
交
流
が

活
発
で
し
た
。ま
た
、津
田
宗
久（
つ
だ
そ
う
ぎ
ゅ
う
）

と
い
う
茶
道
具
の
名
人
に
つ
い
て
茶
道
に
も
精
通
し
、

茶
会
も
催
し
て
い
ま
し
た
。

　

文
化
人
と
し
て
一
流
だ
っ
た
光
秀
が
な
ぜ
、逆
臣
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
行
動
に
出
た
の
か
。そ
れ
は
、光
秀

ほ
ど
の
教
養
人
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、天
下
を
と
る
た

め
な
ら
手
段
を
選
ば
な
い
信
長
の
生
き
方
や
激
し
い

性
格
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

明
智
光
秀
と
い
え
ば「
三
日
天

下
」の
裏
切
り
者
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
が
先
行
し
が
ち
だ
が
、

近
頃
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
だ

け
で
は
な
く
、そ
の
謎
め
い
た

人
物
像
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
ま
す
。明
智
光
秀
の
子

孫
で
あ
る
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
細
川
珠
生
氏
に
、光
秀
と

そ
の
娘
の
細
川
玉（
ガ
ラ
シ
ャ
）

に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。　

                   

（
2
0
2
0
年
1
月
16
日　
取
材
）

　
　
　
　

聞
き
手
・
構
成　

木
下
直
也
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―
光
秀
の
娘
で
あ
る
細
川
ガ
ラ
シ
ャ（
玉
）

が
、関
ヶ
原
の
戦
い
の
時
に
辞
世
の
句
と

し
て
詠
ん
だ「
散
り
ぬ
べ
き　

と
き
知

り
て
こ
そ
世
の
中
の　

花
も
花
な
れ　

人
も
人
な
れ
」の
句
が
有
名
で
す
。

　　

そ
う
で
す
ね
。「
散
り
ぬ
べ
き
と
き
」

の「
と
き
」が
、光
秀
が
愛
宕
百
韻
で
詠

ん
だ「
と
き
は
今
」の「
と
き
」に
呼
応
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
解
釈
も

あ
り
ま
す
。で
も
私
は
こ
の
説
に
は
懐

疑
的
で
す
。私
の
解
釈
は
、「
散
り
ぬ
べ
き

と
き
知
り
て
こ
そ
世
の
中
の
」の「
世
の

中
」の
ほ
う
に
、ガ
ラ
シ
ャ（
玉
）の
思
い
が

強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。玉
は
、父
の
光
秀
が

信
長
を
討
っ
た
た
め
に
丹
後
の
山
奥
に

幽
閉
さ
れ
、幸
せ
な
生
活
が
一
変
し
ま

す
。父
の
光
秀
と
嫁
ぎ
先
の
舅
・
細
川
藤

孝
は
、同
じ
織
田
家
臣
で
あ
り
、教
養
人

と
し
て
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。夫
・
忠
輿
は
美
男
子
に
し
て
武
将
と

し
て
も
有
能
。正
に
絵
に
描
い
た
よ
う

な
幸
せ
な
結
婚
生
活
か
ら
一
気
に
奈
落

の
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
よ
う
な
境
遇

を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。そ
ん
な
玉
を

救
っ
た
の
は
、キ
リ
ス
ト
教
で
す
。キ
リ
ス

ト
教
で
は
、す
べ
て
の
出
来
事
は
神
様
の

思
し
召
し
で
あ
り
、無
意
味
な
も
の
は

無
い
と
教
え
ま
す
。関
ヶ
原
の
戦
い
の
際

に
、こ
の
世
で
も
あ
の
世
で
も
自
分
が
苦

し
ん
だ
こ
と
は
無
に
な
ら
な
い
、ず
っ

と
生
き
続
け
る
自
分
を
思
い
、死
を
受

け
入
れ
る
決
心
が
つ
い
た
の
だ
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。玉
は
最
期
を
迎
え
る

時
、「
父
の
行
為
が
無
駄
で
は
無
か
っ
た
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
自
分
の
苦

悩
も
無
駄
で
な
か
っ
た
の
だ
」と
確
信

し
、あ
の
世
に
旅
立
っ
て
行
っ
た
の
だ
ろ

う
と
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
私

は
、そ
ん
な
玉
の
心
情
を
推
察
し
て
い

ま
す
。

―

ガ
ラ
シ
ャ
は
光
秀
の
影
響
を
受
け
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

玉
に
聡
明
さ
、知
的
好
奇
心
の
高
さ
、

探
求
心
や
意
思
の
強
さ
が
備
わ
っ
て
い

た
と
す
れ
ば
、こ
の
玉
の
資
質
は
、光
秀

の
教
育
と
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

《
著
書
の
紹
介
》

（
2
0
1
9
年　

宝
島
社
）

明智光秀公像（京都府亀岡市）

ほそかわ　たまお

細 川 珠 生 氏 　略 歴

明智光秀の娘・玉と熊本藩主・細川忠興の長男・忠隆夫妻の

直系卑属。キリスト教カトリック信者で、洗礼名はガラシャ。

政治評論家・故細川隆一郎は父、故細川隆元は大叔父。

1968年東京都生まれ。聖心女子大学卒。米ペパーダイン大学

政治学部留学。政治全般や地方自治、教育などの執筆、講演、

メディア活動を行う。

『細川珠生のモーニングトーク』（ラジオ日本、毎土7時5分） は

現在放送24年目。2003～2011年まで東京都品川区教育委

員、政府の審議会など委員を歴任。現在、星槎大学非常勤講

師、三井住友建設株式会社社外取締役を務める。

著書「娘のいいぶん～ガンコ親父にうまく育てられる法」（第

15回日本文芸大賞女流文学新人賞受賞）、「自治体の挑戦」他

多数。「フジサンケイビジネスアイ“高論卓説”」（産経新聞社）レ

ギュラー執筆など。日本舞踊岩井流師範。一児の母。

光秀ゆかりの地、京都・かめおか観光PR大使。

乙
寿
丸

十
次
郎

光
慶
三
女（
？
）

次
女
長
女

輿
秋

長忠
利

忠
春

忠
虎

忠
壽

忠
顕

忠
英

忠
昌

隆
虎

隆
顕

隆
英

隆
志 忠

重
（
季
）

多
羅

隆
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左
記
の
系
図
は
「
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
」
図
録
（
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
展
実
行
委
員
会
、
巻
末

参
考
文
献
欄
参
照
）
及
び
、細
川
隆
一
郎
氏
の
直
筆
メ
モ
を
参
考
に
作
成
し
ま
し
た
。

明
智
家
と
細
川
家
の
系
譜

婚姻
親子

玉
と
交
流
の
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父

た
ち
は
、玉
の
質
問
攻
め
に
び
っ
く
り

し
た
そ
う
で
す
。ぜ
ひ
、そ
ん
な
父
親
と

し
て
の
光
秀
像
も
想
像
し
て
欲
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―

光
秀
の
人
と
な
り
や
ガ
ラ
シ
ャ
に
つ
い

て
、新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
か

ら「
麒
麟
が
く
る
」で
光
秀
が
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
る
か
、興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
。本
日

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

細
川
藤
孝

忠
興

明
智
光
秀

煕

（
ガ
ラ
シ
ャ
）

千
代

忠
隆

隆
一
郎

珠
生

89

玉

ジ ャ ー ナ リ ス ト

隆
元

インタビューを終えて

　細川氏は三井住友建設㈱の社外取締役を務めている

こともあり、建設業の外からの立場を生かし、女性活躍

の方策や、建設業界で働く若い人たちの活性化に取り

組んでいます。細川玉が光秀から教育を受け、新しい思

想のキリスト教に傾倒し、その存在と行動が歴史を動か

したように、細川氏の政治ジャーナリストとして培った見

識や発信力が、建設業界に新風を吹き込むかもしれま

せん。　　　                                                        （木下）

収録中の細川氏　
(中外日報より転載)

《
新
刊
》

（
共
著　

本
郷
和
人　
・
2
0
2
0
年　

宝
島
社
）







1415
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