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昭和前期の尾道港

҆อళͱ͕ܨΔඋޙౡ҆อࢯͷܥේ
҆อళཱ ɾऀ̓ อ߁ͷܥේΛḷΔͱɺ
౦ࠃͷ༗ྗஂ࢜ͱ͕ܨΔɻ
͜͜Ͱ҆อՈͷϧʔπʹ͍͍ͭͯͨ͠هɻ

［読み・家系図について］
人名などルビに記した「読み」は現代のものであり、諱等を含めて当時の「読み」と異なる場合がある。
また家系図は略図であり、資料や伝承を基に製作している。
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【註釈】
*1 倉敷地：年貢や貢納物を領主の所在地に輸送する目的で、一時的にその物資を保管しておく場所
*2 東国：現代の関東地方や東海地方、つまり静岡県から関東平野一帯と甲信地方を指す　

永禄元年、安保嘉平太弥
右衛門宗実とその一族が上
陸した尾道市向島町の干汐
海岸
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れない。安保刑部實光は、以下の武蔵国の軍勢を従えて、速やかに京都に出発して
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家系図 1（別説）
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『武蔵七党系図』
『安保氏系図』
『安保氏由緒書』
などに基づく説

武峯 基房

平安時代 鎌倉時代

綱房 (恒房 )
賀美郡新里に住み
三郎太夫を名乗る
その後、同郡安保郷
に移り
「安保二郎太夫」
を称する

安保實光
安保郷に定住する
「丹党安保氏」の祖
治承・寿永の乱（源平合戦）、
および承久の乱に参加
承久の乱で戦死

安保氏は、北条氏と姻戚関係を結び、
鎌倉時代を通じて「鎌倉御家人」の地位を保持

光泰実員峰時
（図 1から続く）

［三男］ ［二男］ ［二男］ ［息子］ ［息子］［5代後］

御嶽城
安保郷
神流川
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熊谷

諏訪
茅野
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軽井沢

雲取山

御岳山奥多摩湖
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御座山
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八ヶ岳
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佐野
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壹岐

筑後

筑前 豊前

豊後
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肥前

日向
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長門

安芸

石見
備後 備中 備前

美作
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丹波

丹後
若狭

越前
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越後能登
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美濃

近江

信濃

甲斐
武蔵

上野
下野

磐城

岩代

羽前

羽後

佐渡

陸前

陸中

陸奥

渡島

胆振
日高

十勝

釧路

根室

後志

石狩
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天塩

三河

伊勢

伊賀

大和

河内

攝津
山城

和泉 志摩

遠江

駿河

伊豆

相模

下総

上総

安房

常陸

土佐

讃岐

阿波

淡路

紀伊

琉球

千島

旧国名地図

家系図 2

旧国名地図

安保郷とその周辺。黄丸が安保家に関わりの深い地、白丸は現在の都市の位置。多治比家や安保家が領した神流川流域は要衝の地である
ことがわかる。戦国時代の永禄十二年に武田信玄が侵攻するまでの間、安保家は 650 年以上に渡ってこの地に根を下ろした

鎌倉

薩埵峠

結城城
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ࢠʮࣗژՄऻࡔ౦೭༝ɺ༗ଖฉ೭ؒɺଂक૬۩ޚॴଧ
ཱɺࣜ෦ࠩࠑࠃझૣ૬৮ҰՈਓʑɺՄʯ( 訳：京都から関
東へ襲ってくるらしい、と聞いた。相模権守北条時房と武蔵守北条泰時が、軍勢を

引き連れて出発しようとしている。式部丞北条朝時を北国経由で行くことを命令し、

急いで一族の人々に内容を知らせ、一緒に向かいなさい）ͱ͢ΔไॻΛɺԕߐ
Ҏ౦ԞӋͷࠃʑ·Ͱඈ٭ʹΑΓ͑ͤͨ͞ɻ͜Εʹͨ͠ूࢀ౦ࠃͷ
࢜ɺ౦ւɾ౦ࢁɾಓ͋Θͤͯ��ສٍʹୡͨ͠ͱӠ ɻ͏ઓ͍
ͷલɺٛ Ҿ͚͵ɺͨٷʹߖʮఱ࣌ ͩͪʹ֙Λ͍ͰɺٷͷݭΛͬ
ͯ߱෬ͤΑɻʢͨͩ͠ʣ͔Βฌ͚ͩΛૹͬͯ Δ͘ͷͰ͋ΕྗͷݶΓઓ ʯ͑
ͱ໋ͨ͡ͱ͞ ΕΔ͕ɺʮӃએʯʹ ౼െ͞ΕΔͷͱ৴͖͍ͬ࣌ٛ͡ै
ഘͯ͠ʹ܉Θ͵େࢥͷকͨͪํژ͍ͨͯ Ұؾʹྼͱͳͬͨɻ
Ӊ࣏ɾాΛޙ࠷ͷࡆͱ͠ ͯਞ͕ෑ͔Εɺ�݄ʹ྆܉ܹಥͨ͠ɻં
͔Βͷ߽Ӎʹ૿ਫͨ͠Ӊ࣏ͷྲྀΕʹ્·Εͳ͕ΒɺՏͨ͠ນ
܉ͷେউརʹऴΘͬͨɻ
ɹh ڸ࠺ޗ ɦʮӉ࣏߹ઓखෛਓʑʯʹ ҆อӈ

ㆄㆾㆮ㆘㇇ㆄ
അҸʢ྄ʣɺཌͷh Ӊ

ʹʱهࢮਓʑํޚ࣌ݒઓӽՏ߹ڮ࣏ ҆อܐ
ㆍ㇇ㆄㆶㆮ㆘㇇ㆄ
෦ʢመޫʣɾಉ࢛ɾ

ಉࠨӴ࣍ɾಉീΛ͛ڍΔɻመޫͷࢮ૿ਫͨ͠Ӊ࣏ͷྲྀΕ
ʹΑΔṆࢮͱ͞ ΕΔ͕ɺܼ ग़ͨ͠ઓޭ͕ࢌ Β͑Εͨɻ͜ͷʮঝٱͷཚʯ

ޙௗӋ্͕ߖӅذʹྲྀ͞ΕͯऴΘͬͨɻ

ࢯՈਓʮ୮ౘʯ҆อޚח

ɹນɺઓ҆ͨ͠ࢮอመޫͷΛ࢛ਓͷࢠͷ͏ͪ ӈ
ㆄㆾㆮ㆘㇇ㆄ
അҸ࣮

㆕ㆭㆉ㆚
һΛࢦ

໊͠ ͯɺመޫҎԼͷʮҝঝޭ܄ٱ೭ʯͱ͠ ͯɺຏࠃकޢ৬ɺಉࠃ
ਢঙ಄৬Λ༩͑ͨɻͦͷޙྖ ʢ੍ݖʣΛ࣮һͷޫࢠ

ㆿㆤ㇄㆙
ହ͕͗ܧɺ

ਢঙ಄৬ఋ৴
ㆮㆶㆉ㆚
һ͕ܧঝͨ͠ɻ

ɹ҆อࢯɺመޫͷଙঁ͕ହ࣌ͷޙ ʮࣨ୩఼ʯͱ͠ ͯນʹ
ొΔͳͲɺࢯͱҽੰؔΛ݁ΜͰɺח࣌Λ௨ ʮ͡ʢ֎༷ʣח
࣏ɻಘफઐ੍ମ੍ཱ͕֬ͨ͠ಙͨ࣋͠ՈਓʯͷҐΛอޚ �ʢ����
ʣɺחԁ֮ࣉʹ͓͚Δ�݄ͷh ຖେ݁ࡈ൪ަ໊ʱʹ ʮʢീ൪ʣ̓ อ
ฌޒ

ㆲ㇇ㆄㆆㆫ㇅ㆄㆩㆄ
Ӵೖಓʯͷ໊͕͞ࡌهΕ͍ͯΔ͜ ͱ͔Βਪ͠ྔΕΔɻ

ೆே࣌ͷ҆อࢯ

ɹਖ਼தݩʢ���� ʣɺޙޣఱߖʹΑΔນܭը͕ൃ֮͠ɺఱߖ
ั Β͑ΕӅذͷౡʹྲྀ͞Εͨɻʢਖ਼தͷมʣΘͬͯ ଈҐ͕͠ߖఱݫޫ
ͯນӡಈҰ୴ऴଉͨ͠ͷͷɺೇਖ਼ଓ͍ͯྑޢԦ͕ڍฌ
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͢Δͱઓ͍શࠃʹٴɺນͷػӡ࠶ͼߴ·͍ͬͯͬͨɻ߂ݩ
� ʗਖ਼ܚ � ʢ���� ʣӅذΛग़ͨ͠ޙޣఱߖɺഢᠺࠃʢݱ
ೖΓɺఱԼʹࢁ෦ʣધ্ݝͷௗऔࡏ ʮʹນͷ។

㇊㇓㆘
ʯΛൃ͢Δɻນࢫ

ѹͷͨΊརࢯߴʢޙͷଚࢯʣΒΛૹΔ͕ɺࢯߴٯʹນʹ
Ԡͯ͠ݺΛ͠দଇଜΒͱض ཏ୳Λ߈ΊɺژΛ੍ѹͨ͠ɻ
্ࠃͰ৽ాٛః͕ڍฌɻນʮঝٱͷཚʯͷྫʹ฿͍ɺશࠃ
ͷޚՈਓ ʮʹঝٱ೭ྫɺՄγ্ བʯ（訳：承久の編に任って、上洛せよ）ͷ
໋Λൃͨ͠ɻ͜Εʹ͡ࢀ ʮͨ༗ྗ֎༷ϊਓʑɺ̓ อࠨӴೖಓҰʢಓ
ਓɺ૬ै͏ฌඦ༨ਓʯ（訳：有力な外様である安保左衛門入道ࡾࢠʦᖇʧʣת
の一族、父子3人が兵100人とともにこれに従った）͕ ͍ͯɺ߂ݩ �ʢ���� ʣ

ㆶㆰㆂ ㆋ ㇏ ㇉
ഒՏݪʢࡏݱͷ東京都府中市）Ͱ৽ా܉ͱઓ͍౼ͯ͠ࢮ ·͠͏ ɻͦͷޙɺ

ٛఃҴଜ͕࡚͔ΒחʹಥೖɺࢯҰ౦উࣉʹࣗਕͯ͠ ח

ນ໓͢Δɻ
ɹݐ � ʢ���� ʣʹ ͬ͜ى ʮͨதઌͷཚʯʹྼͱͳͬͨར
 ʢٛଚࢯͷఋʣٹԉͷͨΊɺʮଚࢯژΛग़ཱɺɾɾࡾՏͷޚʹ࡞
ண༗ͯɺژחͷ྆େকʢଚࢯɾٛʣޚର໘ Γ͋ɺࠓॴΛཱͯؔ
౦ޚԼ༗͖ॲʹɺઌํͷɺԕߐͷڮຊΛཁͯߏʹ૬ࢧ
Δؒɺઌਞͷ࢜܉Ѩอ୮ޙकʢޫହʣೖւΛͯ͠ ߹ઓΛக͠ɺఢΛ
͍ͪΒͯ͠ ଖᙪΛΔؒɺײޚͷ༨ʹɺଖͱ͠ ͯՈಜ҆อࠨ
Ӵೖಓಓ

ㆩㆄ㆟㇓
ᖇ͕Λഈྖͤ͠Ήʯʢh കদ ʣɦͱ͋Γɺ҆อޫହଚ

ՃΘͬͯʹํࢯ ͍Δɻ҆อࢯྲྀʢಓᖇࢠʣ໓Μͩͷͷɺఢຯํ
ʹผΕͯࢀઓͨ͠Ұޫହͷಇ͖ʹΑͬ ͯɺʮՈಜʯΛվΊͯଚ͔ࢯ
Βഈྖ͢Δ͔ͨ Ͱͪܧঝ͢Δ ͱ͕͜Ͱ͖ͨɻ͜Εh ҆อܥࢯਤʱʹ
Ұக͢Δग़དྷࣄͰ͋Δɻ

『武蔵七党系図』
『安保氏系図』
『安保氏由緒書』
などに基づく説

泰規 宗繁

室町時代

氏泰

鎌倉公方、関東管領上杉氏などの勢力争いの中で、
所領を守り抜く。

安保宗実宗規（実規）安保光泰
尊氏の下で戦い、
北条方について討ち死にした
嫡流・道潭一族に代わり、
安保家の家督・所領を継承

観応の擾乱に参加
［息子］ ［息子］ ［息子］

家系図 3
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ࣨொ࣌ͷ҆อࢯɹ

ɹଚࢯͦͷ··חʹ࠱ډΓɺޙޣఱߖʹἪضΛͨ͠ɻ҆อ
ޫହɺͦͷޙଚࢯʹଐͯ͠ ઓͬͯ ͓Γɺຊྖ҆อɺग़Ӌɾຏɾ
৴ೱࠃͷॴྖվΊͯ҆ṉ͞Εɺݐ �ʢ���� ʣʹ ɺޫହͷࢠ
؍ͷฆʮݖΒΕΔɻར໋͕͡ۈࢀͷחʹنӴହࠨޒ
Ԡͷ

㆘㇇ㆄ㇉㇓
ཚʯʹ ହنଚࢯʹै͍ɺʮޭ܄ͷʯͱ͠ ͯଂࠃட܊

಄৬ΛѼߦΘΕΔͳͲɺࣨொນମ੍ʹΈࠐ·Ε͍ͯ͘ɻ
ɹͦͷޙɺນؔ౦Λ౷ׅ͢ΔʮחʯΛஔ͖ɺחެํར
Ͱ͋Δؔ౦ࠤެํͷิחʢ����ʣɺݩ҆߁बͨ͠ɻ͕ࢯج
ྖിࠃࢁਗ਼͕חʹ͠ɺହنʹ౼െ໋͕͡ΒΕͨɻ͔͠͠
ཌࣗࢯجΒ౼െ܉ΛശࠜʹਐΊɺହنଂೖؒʹཹΊΒΕͨ
ཹकࢯجډͷࢯࢠຬͷޢܯΛ໋͡ΒΕΔɻ͜͏ ެํͱؔ౦חͨ͠
ྖͷ૪͍ͷԼɺੜ͖ΓΛਤͬͨ҆อՈͷॴྖҰ࣌ऩͱͳΓɺ
ྐྵ߁ � ʢ���� ʣʹ ؐิΑ͏ ࣮ͨ͘͠ݱɻͦͷޙɺחಠ
ࣗͷߦಈΛͱΔΑ͏ ʹͳΓɺນؔ౦ྖͱͳΓɺͦͷ৬Λੈऻ͠
্͍ͯͬͨਿࢯͱ࿈ͯ͠ܞ ͷͱ͖ࢯ࣋Ί͍ͯͬͨɻެํརڧռΛܯ
ͷԠӬ �� ʢ���� ʣʹɺؔ ౦ྖ্ਿ͕ࢯཚΛ͜ى ɻ͢ॴҦʮ্
ਿષलͷཚʯ͕ ى Δ͜ɻ҆อࢯओफ

㇀ㆭ㆗㆒
ൟɺ͔ࢯ࣋Βকڭٛ܉ͱͷ

త݁ͼ͖Λͱ͕ΊΒΕҰ࣌ॴྖΛऩ͞ΕΔ͕ɺષलͷཚʹ
ํࢯ࣋ʹଐͯ͠ ॴྖฦؐ͞ΕΔɻޙઓ͠ɺཚࢀ Β͞ʹޭ܄ͱ
ͯ͠ ɺफൟɾຬय़ܑఋʹ܊ۄࣇයՏڷͳͲޒέॴ͕ѼߦΘΕ͍ͯΔɻ
ჿͳࢯ࣋ ɺ͘ષलଆʹՃ୲ͨ͠ॾকͷ౼െΛ͡Ίɺ͜Εʹ
ͷཚʯ͕ڗΔʮӬ͢߅ Αͬʹࢮͷഊࢯ࣋ɺ͕ͨͬى ͯऴଉͨ͠ɻӬڗ
ͷཚޙɺ্ਿࢯͷྗ·͢·͢૿େ͠ɺ͜Εʹൃͨ݁͠ࢯΒ
ࢯ࣋ͷҨࣇΛ༴ͯ͠ ʮ݁߹ઓʯΛ͕͢͜ىɺ݁མ͠ɺ࣋
ΒัΒ͑ࣇͷҨࢯ ΒΕژʹૹΒΕΔ్தͰΒΕͨɻ͜ͷઓ͍ʹ
҆อࢯ্ਿʹՃΘͬͯ ͍Δɻ

ઓ࣌ࠃͱ҆อࢯɹ

ɹ݁߹ઓޙɺນར
㆗㆒ㆄ㆘
Λެࢯ ͱํ͢ΔחΛ͢ڵ࠶Δɻؔ

౦ͷॾকࢯͷͱʹ݁ू͠ɺࢯ݁ࢯΒΛྖͯͤ͞ڵ࠶
্ਿࢯͱରཱɺؔ౦ͷ৽ͨͳฆ૪ɾ߹ઓ͕܁Γฦ͞ΕΔࣄଶʢ࣌ʣ
ͱͳͬͨɻ͜ͷ҆ظ࣌อࢯओத

ㆪㆉㆤㆉ㆕ㆮ㆘㇇ㆄ
  ࢯ

ㆄ㆘㇄㆙
ହɺࢯʹଐͯ͠ ຊ

؏पลͷࢧݖΛ҆ṉ͞Εɺࣄ܉໘ͷΈͳΒͣࢯହͷʮࢯʯ
Βภᨤˎ�Λड͚ͨͷͱ͔͞ࢯ Εɺਫ਼ਆతͳ໘Ͱࢯͱ݁ͼ͍
͍ͯͨɻࢯହɺจ໌�� ʢ���� ʣɺརֶߍͰh ৬

㆗㇇ㆎ㆒㇓㆗㇇ㆄ
ᭁݪ ॾɦຊͷ
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චࣸͱߍ߹Λߦ ɻ͏Ұํɺژͷफ
㆝ㆄㆍ
ᷫ �� Λհͯ͠ ೋͱ͠ɺژ

ͦΕΛۃΊͨͱ͍ ɻ͏͜ͷࢯହͷࢠɺۙࠨҗफʢ࣮ʣن ʮ͕උࠃޙ
ౡ҆อࢯʯͷͱͳΔஉ҆อՅ

ㆉ ㆸ ㆂ ㆟ ㇄ ㆆ ㇂ ㇓
ฏଠӈӴफ

㆝ㆄ㆘ㆤ
࣮ΒΛ࿈ΕɺԂ

ͷɺͦ͏͔ͨͬ͠ʹଐ͠ҏ༧Ӊౡʹࢯࣉ ނԑݟହͷࣝࢯͨ
͕ҰҼͰ͋ͬͨͷ͔Εͳ͍ɻ

ͦͷޙͷ҆อࢯҰɹ

ɹఱจ ʢؒ���� ʙ �� ʣɺখాݪͷ߁ࢯͷྗؔ౦ྖ্ਿ
ஞͬͯʹޙΛӽݑ ɺؔ ౦ҰԁʹٴͿΑ͏ ʹͳΔɻఱจ ��ʢ���� ʣɺ
҆อࢯͷࠈޚͨͬڌʢࡏݱͷ࡛܊ۄࣇݝۄਆொʣ߈ʹ߁ࢯΊΒΕམ
͢Δ͕ɺ҆อத

ㆪㆉㆤㆉ㆕㆟ㆂㆵ
େี

ㆯ㇋㇄㆙
ହ҆อڷͷʹཹ·Γɺുܗʢࡏݱͷ

ࢯொʣͷओɺډد܊େཬݝۄ࡛
ㆄ㆘ㆎㆫ
ͷͱʹਓ࣭Λૹͬͯ ࢧࢯޙ

ʹΈࠐ·ΕΔ͜ͱʹͳΔɻͦΕͰɺଂɾ্ڥࠃଳɺར
ࠜɾௗɾਆྲྀ߹ྲྀҬʹॴྖΛ͞ΕɺՈਉஂΛฤɺޙ
ͷଆ໘Λͭ܉ࢯ Ұࢧओʮখେ໊తଘࡏʯͱͳͬͯ ͍Δɻ
ɹӬ ��ʢ���� ʣɺࠓߕ൹ͷా৴ॣ͕ݰՏʹ৵ࠓ͠߈ࢯ
ਅΛܸ͢߈Δɻ҆อࢯޙࢯ ͱํ͠ ͯḈ

㆕ㆣ㆟ㆨㆄ㆒
㡞ಕʢࡏݱͷ੩Ԭࢢਗ਼ਫ۠ʣ

ʹग़ਞ͠߁ࢯ҆อࢯʹग़ਞΛେ͍ʹ͢ँײΔॻঢ়ΛૹͬͨɻӬ

�� ʢ���� ʣେܹઓͷɺߕ൹ా৴ݰޚባΛྖɻ͜ΕΛ
ΒΕͳݟྉ࢙Δؔ͢ʹࢯอ҆ʹػܖ ͳ͘ΔɻޙํࢯͷԼɺখ͞
͍ͳ͕ΒྖओతࢧΛͯͬߦ ͍ͨ҆อࢯɺ͜ͷഊઓʹΑͬ ؗډͯ
͑͞ ୣΘΕɺނʮ҆อڷʯʹ ཹ·Δ͜ ͱͰ͖ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ

【註釈】
*3　良文流平氏：桓武平氏・高望王の子で、平将門の叔父である平良文の孫にあたる将恒が武蔵国
秩父郡（埼玉県秩父郡）に住み秩父氏と称した一族
*4　石田牧：現在の埼玉県長瀞町の左岸にあった馬の牧場
*5　丹貫主：「貫主」は主に僧職に用いられた一宗一派の頭領の意
*6　『吾妻鏡』　鎌倉幕府が編纂した歴史書
*7　 蒲冠者 源範頼（みなもと の のりより）。源頼朝の異母弟で、源義経の異母兄。
　　遠江国蒲御厨（現在の静岡県浜松市）で生まれ育ったため 蒲冠者とも呼ばれた
*8　偏諱：名の一字を与えること
*9　宗祇：1421～1502 年。室町時代後期の連歌師。本名は飯尾宗祇
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� � �උࠃޙౡࣚׯӜʹ্
ɹ҆อۙࠨҗफ

㆗㇅ㆄ
ʢ࣮ʣن

ㆌ
ೖಓʮઓࠃͷੈɺߦΛࣦ͍ɺॾࠃΛ

ྲྀ࿘ͨ͠ͷͪҏ༧ࠃӉౡʹམֻΓɺफنɺಉ࠺ͷখ
㆓ㆾ㇓
ສ͜ͷͰ

 ʯ͠ɺဿՅฏଠӈӴफ
㆝ㆄ㆘ㆤ
࣮ɺΛʮʢӉౡʣѨଫࣉʹͬ

ʯͨͷͪɺఋͷࡾ٢པ
㇈㇊㆖ㆭ
࣮ɺ࣍ଠफ

㇀ㆭ㆕ㆠ
ఆɺຓͷ͓͠ΜΛ࿈ΕӉ

ౡΛग़ͯ౦্ɻӬݩʢ���� ʣ�݄�ɺౡࣚׯւ؛ʹணધ͢Δɻ
͜ͷफ࣮Λॳͱ͢Δɻࢯౡ҆อ
ɹʮඋޚࠃޙௐ܊ౡࣚׯӜʯ·Ͱͷߦఔɺۤ ͷ࿈ଓͰ͋ͬͨΑ
Ͱ͏ɺ্લʹա࿑͔Β͔ຓ͓͠Μ͘ ͳΓɺࣚׯӜͷʮগ্͠
ฏ͕༗ɺদͷΛͬͯࢁߴ༗ɺ͕ٶʹํ ࢬபʹཱͯদ༿ͷํ࢛
ʹौࢴΛுΓɺसͷ͍ͨ͢Λෑ͖ͦ ͷ্ ʹᣝᤑΛෑ͍ͯॅډʯ͠ ͕ͨɺ
फ࣮ɺ٢ʢฏʣࡾ૬͍࣍Ͱͨ͠ɻྲྀ࿘ͷɺࢠ࠺ʹނͷແ͔ͬ

ͨ; ΓͨͷܑʹΘΓɺఋʢࡾஉʣ࣍ଠफఆʢһʣ͕҆อՈΛܧ
͍ͩɻफఆ; ΓͨͷܑΛீ͏ ͱӉౡʮઌࢀΓʯ͠ ɺվΊͯ࠺ʮ࣌
ඣʯΛܴ͑ͯ Ұɺࢯౡ҆อҠͬͨɻͯݐՈΛʹޱԞਗ਼ਫߐౡ
৴ೱࠃʹ�ɺͦͷޙʮ୮؏ओʯΛ໊ͬͯ ଂࠃʹ�� ɺҏ༧ࠃ
ӉౡʹམֻΓ�ɺౡࣚׯʹफ࣮ɺཔ࣮ͷ�ʢh ༝ॹॻ ʣɦɺͦ ͷޙɺ
ओͱͳͬͨࡾஉ࣍ଠफఆౡߐԞͷʹམͪண͍ͨɻफఆ
ͷࢠɺஉӈӴౡߐԞ࠽

㆕ㆂㆮㆉㆿ
ਆҠΓɺೋஉɾՅฌӴࣚׯ

ͱ͠ܥࣚׯɺܥԞߐɺࢯౡ҆อޙɻҎͨ͠ॅډΓؼ ຺݂ͯΛܧ
ଓ͢Δɻਖ਼อதʢ���� ʙ ��ʣɺࣚׯͷ҆อՅฌӴෑͷେ͖͞
Ұेޒา ��� ΄ͲͰ͋ͬͨͱӠ ɻ͏
ɹh ҆อࢯ༝ॹॻ ɦจ ��ʢ���� ʣɺ̓ อ֨೭ॿҝ

㆟㇁ㆤㆭ
Αͬʹߝ ͯஶ

͞ΕͨɻͦͷݩͱͳΔݹจॻΛཧ͠ɺઓظࠃҎ߱ͷܥේΛ໌Β͔
ʹ͠ ͨͷ͕౻ా༑ำʢʙԆ̏ʦ���� ʧʣΛ໊ΔֶऀͰ͋Δɻ༑ำɺ
࣌ଠ࣍ౡ҆อ

ㆨㆌ㇀ㆭ
फͷࡾஉউफͰɺౡԣࢁͰʮචʯΛۈΊͨ

ೆΛ͠ࢦग़ֶͯऀʹݿɺฌޙ ɺҰͰ͋ͬͨژ౻ాՈਖ਼౷ࡾ
ӈӴਗ਼ͷཆࢠͱͳͬͨਓͰ͋Δɻ༑ำɺݩจ̎ʢ����ʣɺ
҆อࢯຊڌͷଂࠃլඒ҆܊อڷΛΕژ౻ాਗ਼Ոʹདྷ
ຊʢ҆อจॻʣΛཧɾॻࣸͨ͠ɻจॻɺͷͪ҆อҝݪͨ͠

㆟㇁ㆤㆪ
ɺͯܦΛߝ

Ԟ҆อຊՈʹߐౡ Β͑Εͨɻͦͷݪຊͷଟ ͘ɺࡏݱԣཱࢢ向島江奥にある「安保家累祖之碑」（右）と「金比羅神社」の本殿（右）
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『武蔵七党系図』
『安保氏系図』
『安保氏由緒書』
などに基づく説

戦国・安土桃山時代から江戸時代へ

永禄 5年、
向島干汐に上陸

通称「安保神社」
を創建

『手棒屋』を創立

『手棒屋』から分家、
『岡手棒』を創立

安保商店 創立者 安保商店 現社長

［息子］

［息子］

［注］
宗実から安保神社を創建した新造までは『安保氏
由緒書』巻末の記載による。
同名の人物が複数存在する。
各時代の範囲は大凡のもの。
4行目の康一以降の詳細は p.009 を参照。

嘉兵衛実光太夫次郎宗実 弥右衛門 弥右衛門三右衛門 三右衛門 三右衛門 三右衛門

三右衛門 初太郎新兵衛（伝六） 恭作新造 新造

新蔵

清和

手棒屋 貞七

文貴

貞七 改造 穂積全二秀行

鶴松豊蔵 康一 康夫 雅文

令和平成昭和大正明治

家系図 4

େֶਤॻؗʹh ҆อจॻʱͱ͠ ͯॴଂ͞Ε͍ͯΔɻ
ʰ༝ॹॻʱרʹʮଠ࣍फ࣮ʵՅฌӴఆʢఃʣޫ ʵӈӴʵ
ӈӴʵ৽ฌӴʵ৽ଂʵࡾӈӴʵ৽ଂʵࡾӈӴʵӈӴʵࡾ
ॳଠʵ࡞ګʵ৽ʵਗ਼ จɻوʯͱɺౡߐԞ҆ܥอຊՈྺ
ओͷ໊લ͕Ճච͞Ε͍ͯΔɻफ࣮ͷΛӬ �ʢ���� ʣͱ͠ ͓ͯ
Γɺ̎ՅฌӴఆޫͷ࠺ͷ͕ๅʢԠʣӬ � ʢ���� ʣͰɺͦͷؒ
 ��� ༨ΓʹෆࣗવͰ͋Δɻh ҆อܥࢯේʱʹ ɺޙΔɺफ࣮Ҏݟ

ହߝʵ࣮ଇʵफಙʵହจɻ ః৴ΒɺՅฌӴఃޫ·Ͱͷ̑ ɺ͋Δ͍
फ࣮ͷఋཔ࣮ɺ࣍ଠफఆΛؚΉ ͕̓ܽམͨ͠ͷ͔ɺ༑ำʹ
ΑΔௐࠪٴͳ͔ͬͨͷ͔Εͳ͍ɻͦΕͰɺh ༝ॹॻʱ͕ࣔ
͞ΕΔͱɺౡ҆อҰ࠶ͼ݁ଋΛڧԽͯ͠ ͍ΔɻՅӬ ��ʢ����
ʣɺओ৽ଂʮۚൺཏਆࣾྶʯΛק͠ɺଂࣣౘʮ୮ౘʯ҆
อࢯͷதڵʮ҆อࡾ৴ೱकफൟʯͷڙཆౝΛ߹͢Δ௨শʮ҆อ
ਆࣾʯΛౡߐԞʹཱͨ͠ݐɻ
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ນɾ໌࣏࣌Λ͚ۦ८ͬͨࡔຊཽഅͱོڷɺ
ͦ͠ ͯ҆อਗ਼߁

ɹນͷౡͰྛ 	҆อ 
 ҩӃ͕Ҭҩྍʹ͍ͨͯ͠ݙߩɻఱอ
��  	����  
͜ͷපӃͷ࢛உͱ͠ ͯੜͨ͠ྛ݈ࡾ 	҆อਗ਼߁ʗҎԼɺ
ຊॻͰ҆อਗ਼߁ͱදه 
͕ੜ͢ΔɻࣗΒͷग़ੜʹ͍ͭͯɺ൴͕
hͨ͠ه ҆อਗ਼ࣗ߁ঀɹඋུࢽෟʱʹ ʮਗ਼߁ϊઌϋɹ
খኍᅳԡ६ଚଙଟ࣏ൺݹԦϊޙӁχγςԦࢠਖ਼ೋҐࠨେਉଟ࣏ൺᚸ
ਓࢤຑेੈ୮࣏ൺᚸਓመޫ࣏ঝ࢛ޭϮҎςଂᅳՃඒ҆܊
อڷϊ಄৬χิηϥϨ҆อ࣍ܐ෦መ τޫশγݯӈকཔேχ
ϑੋϤϦ҆อϮτε߱ςӬݩ҆อफመඋޙᅳౡχҠॅੈʑ
҆อϮҎςτηγχจԽؒۚेफܧχࢸϦᬭϊۀϮӦϜχ
ᙛϦྛࡾ༑τࣗ শγϞຠྛϮঝऻε໌ेࡾ࣏҆อϊຊχ෮
εɹਗ਼߁ϋྛۚेफਗ਼ 	༑࠸τࣗ শε
ീे݄ࡾಪࡾஉఱอे࢛
҆ྖඋޚޙௐ܊ౡଜೋੜϧɾɾɾҎԼུʯ（訳：安保清康の祖
先は第 28 代宣化天皇の末裔丹治比真人實光が治承 4 年［1180 年］武功をあげ、

武蔵国加美郡安保郷の地頭職に任命され、安保次郎刑部丞實光と称し、源頼朝に

仕える。これをもって安保姓がとする。永禄元年［1558 年］安保宗實が備後国向

島に移り住み、代々安保を姓として生活した。文化年間［1804 ～1818 年間］安保

清康の祖父金十郎宗継の時医者として医院を営むに当たり、林三友と自称し、父も

また林姓を継承した。明治 30 年［1897年］安保の本姓に戻した。安保清康は林

金十郎宗清［友哉と自称］の四男として天保 13 年［1842 年］寅年 3月18日安芸領

［現：広島県］備後御調［みつぎ］郡向島西村に生まれる…）ͱ͋Γɺ҆อҰ
Ͱ͋Δ͕ɺපӃ։͠ࡍʹۀҰྛ࣌ͷΛ໊ͬͯ ͍ͨͱͷ ͱ͜ɻ༮
গΑΓژɾౡͰठֶɾҩֶͳͲΛֶͼɺ༸ҩֶΛֶͿͨΊ࡚
ཹֶɻͦ͜ ͰɺΠΪϦε؋܉ͷԋश෩ܠΛͯݟγϣοΫΛड͚ɺւ
ͷڀݚʹ಄͢Δɻͦͷ࠷தɺւԉୂΛ͍ͯࣛࣇౡೖΓ͠ ࡔͨ

安保清康（あぼ・きよやす／ 1843 ～ 1909 年）
幕末、西郷隆盛らに請われ薩摩藩の海軍養成に携わ
り、戊辰戦争を転戦。明治政府では海軍の創設に関わり、
「佐賀の乱」「台湾の役」「西南戦争」に出征。後に海軍
大学校長、呉鎮守府司令長官などを歴任。帝国海軍の
誕生から成長期に大きな役割を果たした。

安保清康（海軍中将／男爵） 清康が購入を勧め、艦長も務めた薩摩藩軍艦「春日丸」
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ຊཽഅོڷͱ໘ձ͠ɺຊͷւͷඞཁੑΛઆ͍ͨɻ͜Ε͕
ԑͰ�ਓަΛਂΊͨɻ͔͠͠ɺܚԠ � 	���� 
ʮۙߐ݅ࣄʯ
Ͱࡔຊཽഅ͕҉͞ࡴΕΔɻ҉͞ࡴΕͨޙʹ҆อਗ਼߁ۙߐʹ౸
ணͯ͠ ͍Δɻͦͷ࣌ͷܠΛh ҆อਗ਼ࣗ߁ঀ Ͱɦ࣍ͷΑ͏ ड़͠هʹ
͍ͯΔɻʮेҰ݄ेҰࡔຊཽഅ༨ʹٸࢸ໘ஊηϯτจ௨ηϦɾɾɾ
ेະ໌෬ݟೋணધχೖژଖཱྀ॓χ౸ϧϠऐτγς༨ϊདྷ๚Ϯ
ոγϜϞϊϊγຢ႔ʑχ݂ࠟϊϮೝϜ༨ϋࡔຊࢯϊ҆൱Ϯਖ਼α
ϯτ֮ ϔε֊্χಥਐγࢯϊࣨχೖϧϠࢯϋൈϊϚʍྲྀ݂ྜᕽϊத
χᏒϧ؟Ϯࣨ࣍χεϨόੴਗ਼೭ॿ 	தԬ৻ଠ 
 ࢮੜɾɾɾ
ҎԼུʯ（訳：11月11日、坂本竜馬が私に至急面談したいとの手紙が届く…16日
未明伏見に船が到着し、すぐに京都の旅宿に到着したが、私の到着を怪しいと思っ

ている人もいた。所々に血痕の足跡があり、坂本竜馬の安否を正そうと2階へ突進

して部屋に入ると、坂本竜馬は刀を抜いたまま流血の海の中で亡くなっていた。隣の

部屋を見ると石川清之助［中岡慎太郎］が半死半生…）ɻࡔຊཽഅͷّΛ҆
อਗ਼ͨͬߦ͕߁ͷͰ͋Δɻਗ਼߁༑ͷོڷ͕͜͠ى ͨೆઓ
૪ʢ����ʗ໌࣏�� ʣͷѹΛ͠ߦɺͦͷޙຊͷւʹྗ
Λ͗ւ܉தকͱঢ͢Δɻͦ͠ ͯୈ � ޖकྩ࢘Λ࠷
உऋͷऋҐ͕༩ޙ༐ୀɺͦͷʹޙ Β͑Εͨɻ Β͞ʹɺཆࢠͷ҆อ
ਗ਼
ㆌ㇈ㆉ㆚
छւ܉େকͱͳͬͯ ༂ͯ͠׆ ͍Δɻ

安保清種（あぼ・きよかず／ 1870 ～ 1948 年）
安保（林）清康の長女と結婚し、養子となる。養父・
清康の死後、男爵を相続。日露戦争の日本海海戦にお
いて旗艦三笠の砲術長を務め功績を挙げる。国際連盟
海軍代表やロンドン軍縮会議の顧問などを歴任し、海
軍大将となる。濱口内閣で海軍大臣。

安保清種（海軍大将／男爵） 清種の屋敷があった地としてその名を残す安保坂

安保坂は新宿から靖国通りを市ヶ谷方面に進んだ、富久町付近に位置する
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҆อҰग़ͷh ҆อళʱ

ɹͯ͞ɺh ҆อళʱͷཱऀ҆อ߁ɾࢠل͕ͩ࠺ɺ҆อ߁
ͷग़ࣗౡߐԞ҆ܥอࢯͰ͋Δɻ߁ͷી๛ଂ͕ɺߐԞܥ
खʢ߸ʣ̓ อՈʢೋఃʦఆʧࣣʣͷՈΛͳͨ͠ɻ๛ଂͷࢠɺ
দखͷҰͱ͠ ࢠΛӦΈɺͦͷۀͷنԞ۠༗ͷߐͯ
Λ֦େͯ͠ۀࣄҰ߁ ʮେ༸࢈ڵʯͷܦӦʹࢀը͠ɺ͞ Βʹ߁Ұͷࢠɾ
ͱͦ߁ ͷ࠺ɾࢠلɺ҆ܳւ࢈ͱ͍͏ձࣾΛങऩޙʹվশ͠ɺʮ҆
อళʯΛཱͨ͠ɻʢQ���� রʣࢀ
ɹख҆อՈͷh ༝ॹॻʱʹ͑ݟΔɺߐԞ҆อຊՈʢ߸ɿΑ
΅͔ͨ͠ʣࡾ

㆕㇓ㆄ ㆆ ㇂ ㇓
ӈӴͱ࠺ɾͭͷؒʹੜ·Εͨޒஉʢखʣః

㆕ㆠ㆗ㆡ
ࣣͰ͋Δɻ

உޫ
㆓ㆄㆌㆡ
٢҆ܥࣚׯอݯࢯ

㆒㇓㆗ㆡ
ࣣͷཆࢠͱͳΓɺೋஉ৽ଂ͕ߐԞ҆อຊ

ՈΛ͍ܧͰʮ҆อਆࣾʯʢ௨শʣΛཱݐɺಉ࣌ ʮʹߐԞ҆ܥอՈʯΛத
உʣͷఃࣣ͕Ոͯ͠ޒΔɻ৽ଂͷఋʢ͢ڵ ʮखʯ̓ อՈΛͳ͠ ͨɻ
ఃࣣʹ͕ࢠͳ Ұ͘ͷၚ

ㆧ㇓㆕ㆎ
ɺʢखʣܴ̓͑ʹࢠΛཆ࡞ อϦϋʢၚ࡞ͷ࠺ʣ

ͱͷؒʹੜ·Εͨࢠʢஉʣ͕ ɺೋఃʢఆʣࣣ Λ໊ͬͨɻ҆อ๛ଂɺ
ೋఃࣣͷఋɺ͋Δ͍ɺၚ࡞ͷఋͰ͋ͬͨΒ͍͠ɻ͜ͷ๛ଂ͕ख
ΛΕɺ৽ͨ ʮʹ҆อՈʯΛͨ͠ڵͷ ʮ͕҆อళʯΛੜΜͩ҆
อ߁ʹ࿈ͳΔ҆อՈͷ͡·ΓͰ͋Δɻ

ʹޙ࠷

ɹՅฏଠӈӴफ࣮ͷҰ͕Կނɺඋࠃޙౡͷʹ্ͨ͠ͷ
͔ఆ͔Ͱͳ͍͕ɺઓظࠃʮখେ໊తଘࡏʯͰ͋ͬͨ҆อफʢ࣮ʣنͷ
Ұ౦ࠃΛΕɺҰ୴ࠃ࢛ͷӉౡʹྗճ෮ΛܭΓɺ
͕ͯށւΛ౦্ɺށͷ΄΅தԝʹҐஔ͢Δඋࠃޙౡʹ্
ͨ͠ɻׯຬʹͱͳ͍ށΛೋ͢Δை ʮྲྀଆྲྀҬʯ࠷౦ͷ
ʮඋࠃޙౡʯɺைʹΑͬ ͯ౦͔Βͷ৵ೖΛ͠ޚͳ͕Βɺத
ԝʹ͔ͯͬ ͷͩͬͨͷͰ͋ΔɻձΛӐ͏֨ػ༂ͷ׆
ɹ͜ͷʹؔ౦࢜Ұͷ݂ԑΛ͗ܨଓ͚ɺນ͔Β໌࣏ҡ৽ʹͬࢸ
ͯɺࡔຊཽഅོڷΒͱަ͕ް͘ ɺಛʹࡔຊཽഅͷّΛߦ
͍ɺେຊఇࠃւ܉ʹΛ͡ઃऀͷͻͱΓͱ͠ த܉༂ͨ͠ւ׆ͯ
কʮ҆อਗ਼߁ʯɻཆ່ࢠʮ҆อਗ਼छʯւ܉େকʢෑɺ౦ژ৽॓
۠ ʮʹ҆อࡔʯͷ໊Λ͢ʣʹ ɺؔ౦࢜ͷᧈͳ͕Βࠃʹ͘ ͩΓౡ҆
อࢯͷͱͳͬͨफ࣮ͷ͔ۤΒʮى࠶ͷ ʯ͍ΛݟΔͷͰ͋Δɻ

【註釈】
*10　畝（せ）は尺貫法における土地面積の単位。一畝は約 99.173 554 m2 で 30 歩。


