
明智光秀家中軍法
光秀が定めた箇条書きの明智家
の軍法。天正９年（1581）６
月２日付。軍団秩序や規律を定
めた軍法と石高別の軍役が細か
く規定されていた。（京都府福知
山市・御霊神社蔵。画像提供：
福知山市教育委員会）

領
国
経
営
に
長
け
て
い
た
が

苛
烈
な一面
も
持
っ
て
い
た

　
一
般
に
想
像
さ
れ
て
い
る
光
秀
像
と
い
え
ば
、

信
長
と
い
う
巨
大
な
影
に
お
び
え
、
秀
吉
の
機

知
に
翻
弄
さ
れ
る
、
戦
下
手
の
文
官
然
と
し
た

姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
光
秀
は
、
軍
事
面
で
突
出
し
た
と
こ

ろ
は
な
い
が
、
信
長
の
強
引
と
も
い
え
る
施
政

方
針
を
自
分
な
り
に
解
釈
し
、
信
長
の
意
に
反

す
る
こ
と
な
く
領
国
経
営
を
進
め
る
こ
と
に
は

実
に
長
け
て
い
た
。
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）

末
、
京
周
辺
の
荘
園
整
理
な
ど
を
任
さ
れ
た
織

田
家
臣
団
は
、
不
慣
れ
な
こ
と
も
あ
っ
て
不
手

際
を
繰
り
返
し
た
。
そ
こ
に
は
木
下
秀
吉
（
の

ち
羽
柴
秀
吉
）
も
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
尻

ぬ
ぐ
い
を
し
た
の
も
光
秀
で
あ
っ
た
。

　
そ
ん
な
光
秀
に
も
、
非
常
に
苛
烈
な
一
面
が

あ
っ
た
。
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
九
月
の
比

叡
山
焼
き
討
ち
に
際
し
、光
秀
は
湖
西
の
土
豪
・

和
田
氏
と
八
木
氏
に
「
延
暦
寺
の
味
方
を
す
る

仰
木
の
連
中
は
、
絶
対
に
な
で
斬
り
（
皆
殺
し
）

に
し
ま
す
」
と
い
う
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

さ
れ
る
光
秀

家
臣
思
い
の
一
面
も
持
っ
て
い
た

有
能
な
為
政
者
と
し
て
の
手
腕

織田信長
光秀は永禄11年（1568）、信長に仕
えたが、当初は足利義昭と信長に両属
していた。将軍・義昭が追放されてから
は信長の家臣となり、天正３年（1575）
に丹波攻略が命じられ、同７年には丹
波一国支配が認められた。（愛知県清
須市・清洲公園内）

軍
事
面
に
は
突
出
し
た
才
は
な
か
っ
た
も
の
の
、領
国
経
営
や
行
政
手
腕
に
長
け
て
い
た
。信
長
か
ら
荘
園
整
理
を
任

さ
れ
た
際
に
は
、同
僚
た
ち
の
尻
ぬ
ぐ
い
を
し
、領
国
の
治
水
事
業
に
も
才
を
見
せ
た
。織
田
家
家
中
唯一の
家
中
軍
法

を
制
定
し
、家
臣
団
を
統
制
し
た
。飴
と
鞭
を
使
い
分
け
る
手
腕
に
は
、先
進
性
が
認
め
ら
れ
る
。
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り
の
自
分
に
付
き
従
っ
て
く
れ
た
家
臣
に
対
す

る
、
光
秀
の
深
い
憐れ

ん

憫び
ん

の
情
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

　
そ
の
後
丹
波
国
（
京
都
府
中
西
部
な
ど
）
を

平
定
し
た
光
秀
は
、
家
臣
を
通
じ
て
民
心
を
慰

撫
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。
福
知
山
城
（
京

都
府
福
知
山
市
）
の
城
下
で
は
、
蛇じ

ゃ

ヶが

端は
な

御お
ん

藪や
ぶ

（
明
智
藪
）
と
呼
ば
れ
る
由ゆ

良ら

川
の
堤
防
を
つ
く

っ
て
水
害
か
ら
城
下
を
守
っ
た
と
い
い
、
現
在

も
光
秀
は
同
地
の
尊
敬
を
集
め
て
い
る
。

　
天
正
八
年
ご
ろ
か
ら
は
、
坂
本
城
改
修
の
た

め
に
領
国
の
全
人
民
に
対
し
て
強
制
的
に
普
請

役
を
命
じ
て
い
る
。
光
秀
は
、
軍
事
目
的
の
た

め
恒
常
的
に
領
民
か
ら
徴
発
を
し
て
お
り
、
一

部
で
は
相
当
な
反
発
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の

た
め
か
、
天
正
九
年
六
月
に
は
織
田
軍
団
中
唯

一
と
な
る
家
中
の
定
書
、
通
称
「
明
智
光
秀
家か

中ち
ゅ
う

軍ぐ
ん

法ぽ
う

」
を
発
布
し
、
軍
務
規
定
の
み
な
ら
ず

徴
用
し
た
人
夫
役
や
軍
役
の
各
種
規
定
も
定
め

て
い
る
。
こ
う
し
た
飴
と
鞭
を
使
い
分
け
る
行

政
手
腕
は
、
こ
の
こ
ろ
自
領
内
の
検
地
を
す
で

に
開
始
し
て
い
た
と
さ
れ
る
秀
吉
よ
り
、
む
し

ろ
先
進
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
家
臣
団
の
忠
誠
と
い
う
面
に
お
い
て
も
、
光

秀
の
手
腕
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
最

後
の
大
戦
と
な
っ
た
山
崎
の
戦
い
に
お
い
て
も
、

忠
臣
た
ち
の
奮
闘
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
な

か
に
は
伊い

勢せ

氏
、
御み

牧ま
き

氏
、
諏す

訪わ

氏
と
い
っ
た

旧
幕
臣
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
は
光
秀
の
畿
内
で

の
行
政
を
お
お
い
に
助
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、

光
秀
も
ま
た
そ
れ
に
応
え
て
彼
ら
を
お
お
い
に

重
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
そ
の
最
期
の
戦

い
ぶ
り
か
ら
も
わ
か
る
の
だ
。

飴
と
鞭
を
使
い
分
け
る

行
政
手
腕
に
先
進
性

　
い
っ
ぽ
う
で
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
二
月

に
足
利
義
昭
方
が
こ
も
る
今い

ま

堅か
た

田だ

城
（
滋
賀
県

大
津
市
）
を
攻
め
た
際
に
は
、
討
死
し
た
家
臣

十
八
人
の
供
養
米
を
近
江
坂
本
の
西さ

い

教き
ょ
う

寺じ

（
滋

賀
県
大
津
市
）
に
寄
進
し
て
い
る
。
牢
人
あ
が

福知山城復元天守
福知山盆地中央に突き出た丘陵先
端に築かれた平山城。丹波をほぼ
平定した光秀が、天正７年（1579）
に攻略した塩見（横山）氏築城の
横山城に修築を加えた。城名も福
知山城と改称し、重臣の明智秀満
を城主とした。（京都府福知山市）

西教寺
比叡山南東山麓にある天台真盛宗の総本山。天正
３年（1534）９月の比叡山焼き討ちで焼失したが、
光秀によって伽藍が復興された。総門は、光秀の
居城・坂本城から城門を移築したものとされる。同
寺には光秀や熙子をはじめ一族の墓も残る。（滋賀
県大津市坂本）

統治者として、治水事業をおこなう一方で強制的な動員をかけるなど、飴と
鞭を使い分けたすぐれた行政手腕があった。織田家中で唯一になる「家中軍
法」を制定し、家臣たちの軍役や心構えをこまかく規定した。

光秀の再評価ポイント

明
智
秀
満

光
秀
女
婿
。
福
知
山
城
主
。
前
名
を
三
宅
弥
平
次
と
称
し
たい

う
。
本
能
寺
の
変
で
は
先
陣
を
務
め
、
山
崎
合
戦
後
に
坂
本
城

で
自
刃
し
た
。（
朝
霞
楼
芳
幾
画
『
太
平
記
英
勇
伝 

四
十
九 

明

智
左
馬
助
光
春
』。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
）

斎
藤
利
三

斎
藤
義
龍
、
稲
葉一鉄
、
織
田
信
長
に
仕
え
、
光
秀
の
家
臣
と
な

っ
た
。
山
崎
敗
戦
後
、
近
江
堅
田
で
捕
ら
わ
れ
、
京
都
六
条
河

原
で
斬
首
さ
れ
た
。（
朝
霞
楼
芳
幾
画
『
太
平
記
英
雄
伝 

五
十

四 

齋
藤
内
蔵
利
三
』。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
）
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