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● 宝徳３（1451）年　朝倉孝景、家督を継ぐ
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● 応仁元（1467）年　応仁の乱で西軍として活躍

● 文明３（1471）年　東軍に寝返る
    　　　　　　　　　河俣の合戦を皮切りに越前統一を目指す

● 文明 13（1481）年　氏景、家督を継ぐ

● 文明 18（1486）年　貞景、家督を継ぐ

● 永正３（1506）年　九頭竜川の戦いで
   　　　　　　　　　加賀の一向一揆を撃退

● 永正９（1512）年　孝景、家督を継ぐ

● 天文２（1533）年　義景、生まれる

● 天文 17（1548）年　義景、家督を継ぐ

● 天文 24（1555）年　朝倉宗滴、死去

● 永禄６（1563）年　国吉城籠城戦が始まる

● 元亀元（1570）年　姉川の合戦

● 天正３（1575）年　柴田勝家、信長より越前北庄を与えられる

● 天正 11（1583）年　賤ヶ岳の戦いで敗走。
　　　　　　　　　    北庄城でお市とともに自害

● 慶長６（1601）年　結城秀康、越前 68 万石を与えられ
　　　　　　　　　　福井藩主となる
● 慶長 12（1607）年　秀康、病没。松平忠直が家督を継ぐ

● 天正元（1573）年　刀根坂の合戦で大敗。大野で義景自害

● 永禄 11（1568）年　足利義昭、朝倉館御成
    　　　　　　　　 　織田信長、上洛
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朝倉氏 103 年の越前支配の礎を築いた朝倉孝景
軍事力と財力で越前支配を強固にした朝倉氏景・貞景・孝景
信長を追い込んだ朝倉義景と元亀争乱
越前朝倉氏の隆盛を支えた名将、朝倉宗滴
朝倉宗滴、他に類をみない養鷹法に成功する
実戦で大太刀を振るった勇将、真柄十郎左衛門　　
朝倉義景が厚礼を尽くした感状を得た男、大安寺又四郎
朝倉義景時代の外交官、鳥居景近
朝倉・信長・一向一揆を敵に回し、乱世に散った富田長繁　
朝倉氏に仕え金津を百年治めた溝江氏
一乗谷に舞い降りた“越前の楊貴妃”小少将
地形だけでなく支城や防御施設で守られていた一乗谷
朝倉氏と京都の古刹との意外な関係
ステータスシンボル、庭園が教えてくれる朝倉氏の風情
知将、明智光秀の再起の地への思い
越前の称念寺門前で再起を図った明智光秀
明智光秀の活躍は越前から始まった　
足利義昭と明智光秀のゆかりの地、御所・安養寺跡
若狭と近江の国境・熊川と明智光秀の関係
中世の若狭を治めた守護職武田氏の盛衰　

“難攻不落”の若狭国吉城と「国吉籠城戦」の真実
高浜繁栄の道を拓いた逸見昌経　
浄土真宗の古刹に眠る女性の肖像画の謎
戦国大名が愛した幸若舞～越前生まれの日本を代表する芸能～
北陸の奇勝、東尋坊と平泉寺のつながり
中世日本の海運の要、越前の湊
柴田勝家の亡霊は、北庄創成の神
治政に長けた智将でもあった猛将・柴田勝家
越前支配の拠点・北庄城と半石半木の奇橋・九十九橋
北庄城の落城 柴田勝家らにまつわる数々の悲劇
生存説が残る絶世の美女、お市
天下分け目の清洲会議～お市の内に秘めた決意～
細やかな心遣いと思いやりを持つ、優しき女性「初」
福井藩を襲ったお市の祟り !? ～呪われた松平忠直と光道～
越前大野城を築いた金森長近と「亀山」の由来
敦賀城主、大谷吉継が見た敦賀湊の繁栄

「米五郎左」若狭の戦国に幕を下ろす
暦の全国統一もついえた本能寺の変～織田信長と明智光秀と土御門家～
北陸唯一の現存天守 丸岡城の当時の姿とは
凄惨な一揆弾圧を伝える瓦 ～小丸城跡出土の文字丸瓦と府中三人衆～
賤ヶ岳の戦いで勝家が本陣を置いた幻の玄蕃尾城
不屈の精神で最後には認められた結城秀康
松平忠直は本当に「暴君」だったのか
徳川家康を支えた鬼の作左衛門と福井の関わり
徳川家康が信頼した「万端の用人」、本多富正
結城秀康に信頼され加賀藩の抑えとなった多賀谷左近三経
京極高次、「鯖街道」起点の礎を築く　
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関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

英え
い
り
ん
づ
か

林
塚

朝
あさくらたかかげ

倉孝景の墓。「英林」という名は、孝景が出家し
た時の名です。この塚は、越前に危機が迫ると鳴動
すると伝わっています。

【住所】福井市城戸ノ内町 （一乗谷朝倉氏遺跡の唐門から徒歩５分）

（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等
佐藤圭『中世武士選書２３　朝倉孝景』戎光祥出版
川岡勉『室町幕府と守護権力』吉川弘文館

戦
国
時
代
へ
の
転
換
点
と
な
っ
た
応

仁
の
乱
。
そ
の
大
乱
で
最
も
恐
れ

ら
れ
、
こ
れ
を
機
に
戦
国
大
名
と
し
て
名

を
あ
げ
た
の
が
朝
倉
孝
景
で
す
。

　

孝
景
は
、
正
長
元
（
１
４
２
８
）
年
、

越
前
の
守
護
（
軍
事
指
揮
官
、
行
政
官
）

で
あ
っ
た
斯し

ば波
氏
の
家
臣
で
あ
る
朝あ

さ
く
ら倉

家い
え

景か
げ

の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。
孝
景
は
幼

い
頃
か
ら
才
知
に
優
れ
、
あ
る
時
、
都
大

路
を
進
ん
で
い
た
将
軍
足あ

し
か
が利

義よ
し
の
り教

が
、
道

端
に
い
た
幼
少
の
孝
景
を
一
目
見
て
“
ま

さ
に
英
傑
の
相
”
と
感
嘆
し
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
（『
月
舟
和
尚
語
録
』）。

　

応
仁
元
（
１
４
６
７
）
年
、
守
護
の

細ほ
そ
か
わ川

勝か
つ
も
と元

と
山や

ま
な名

宗そ
う
ぜ
ん全

の
二
大
勢
力
が
衝

突
。
こ
れ
に
、
斯
波
氏
の
内
紛
や
将
軍
家

の
跡
目
争
い
な
ど
が
か
ら
み
、
世
に
言
う

応
仁
の
乱
が
始
ま
り
ま
す
。
細
川
方
は
東

軍
、
山
名
方
は
西
軍
と
呼
ば
れ
、
孝
景
は

斯し

ば波
義よ

し

廉か
ど

の
家
臣
と
し
て
西
軍
に
属
し
ま

し
た
。
孝
景
は
、
京
都
で
の
御
霊
合
戦
や

相
国
寺
の
戦
い
な
ど
に
参
戦
し
目
覚
ま
し

い
活
躍
を
見
せ
ま
す
。
武た

け
だ田

信の
ぶ

賢か
た

の
軍
勢

を
襲
撃
し
た
際
に
は
、
討
ち
取
っ
た
24
の

首
の
前
で
宴
会
を
開
き
「
こ
の
首
は
山
名

宗
全
に
見
せ
る
た
め
置
い
た
も
の
だ
」
と

語
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
豪
胆
さ
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
足あ

し
か
が利

義よ
し
ま
さ政

が
西
軍
の
追

討
令
を
出
し
た
際
に
は
、
義
廉
の
降
伏
条

件
と
し
て
孝
景
の
首
を
要
求
す
る
ほ
ど
、

孝
景
は
東
軍
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
存
在
で

し
た
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』）。

　

こ
う
し
た
中
、
幕
府
の
伊い

せ勢
貞さ

だ

親ち
か

ら
に

よ
る
孝
景
の
東
軍
へ
の
勧
誘
工
作
が
な
さ

れ
ま
す
。
文
明
３
（
１
４
７
１
）
年
５
月
、

孝
景
へ
「
越
前
国
守
護
職
の
こ
と
は
孝
景

の
希
望
ど
お
り
に
す
る
」
と
記
さ
れ
た
御

内
書
と
「
御ご

は
ん判

（
守
護
職
補
任
状
）
が
発

給
さ
れ
る
よ
う
取
り
計
ら
う
」
と
い
う
細

川
勝
元
の
書
状
が
届
き
ま
す
。
こ
の
御
内

書
の
発
給
に
よ
り
孝
景
は
寝
返
り
を
決

断
。
翌
月
、
孝
景
の
嫡
子
朝あ

さ
く
ら倉

氏う
じ
か
げ景

の
東

軍
へ
の
寝
返
り
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ

に
呼
応
し
て
孝
景
は
越
前
国
へ
出
陣
し
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
御
判
は
発
給
さ
れ
ず
、
孝

景
は
非
常
に
弱
い
立
場
で
の
合
戦
を
強
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
守
護
で
は
な
く
国
司
と
称
し
て
戦
っ

た
と
さ
れ
る
甲か

い斐
勢
と
の
戦
い
に
は
敗
北

し
ま
す
。
し
か
し
、
体
制
を
立
て
直
し
、

府
中
攻
略
で
勝
利
を
収
め
、
そ
の
後
も
各

地
で
戦
を
繰
り
広
げ
勢
力
を
拡
大
。
文
明

７
（
１
４
７
５
）
年
、
つ
い
に
越
前
平
定

を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。逆
境
に
立
た
さ
れ
、

敗
戦
の
苦
汁
を
な
め
な
が
ら
も
、
最
後
に

は
自
ら
の
力
で
越
前
支
配
の
正
当
性
を
獲

得
し
た
の
で
す
。

　

下
克
上
の
先
駆
者
と
も
い
わ
れ
る
朝
倉

孝
景
。
越
前
国
の
掌
握
を
進
め
、
一
乗
谷

に
城
を
構
え
る
な
ど
、
国
主
と
し
て
の
施

策
の
積
み
重
ね
が
そ
の
礎
を
築
い
て
い
っ

た
の
で
す
。
そ
の
心
構
え
は
『
朝
倉
孝
景

条
々
』
と
し
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

朝
倉
氏
1
0
3
年
の

越
前
支
配
の
礎
を
築
い
た

朝あ

さ

く

ら倉
孝た

か

か

げ景

朝倉孝景肖像（心月寺蔵）

『朝倉孝景条々』（明治大学図書館蔵）

１
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城
下
町
へ
の
出
入
り
口
、

「
下し

も

城き

ど戸
」と「
安あ

ば

か

波
賀
」

土塁が築かれ城下町への出入り口となっていた下城戸。下城
戸に隣接する安波賀には、３代当主朝

あさくら
倉貞

さだかげ

景の時代、京都
を追われた足利義材が滞在した含

がんぞう

蔵寺
じ

があったといいます。

【住所】福井市安波賀町（JR 福井駅から浄教寺行き京福バス「安波賀」下車３分）

下城戸（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『越前朝倉氏・一乗谷　眠りからさめた戦国の城下町』
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館古文書調査資料３　越前・朝倉氏関係年表』

越
前
一
国
に
朝
倉
氏
支
配
の
基
礎
を

築
い
た
朝あ

さ
く
ら倉

孝た
か
か
げ景

（
初
代
）。
そ

の
支
配
を
強
固
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
の

が
、
２
代
・
氏
景
、
３
代
・
貞
景
、
４
代
・

孝
景
で
す
。

　

文
明
13
（
１
４
８
１
）
年
７
月
、
初
代

孝
景
が
没
す
る
と
嫡
子
の
氏
景
が
家
督
を

継
ぎ
ま
す
。
室
町
幕
府
に
御
礼
の
品
々
を

進
上
し
、
返
礼
の
御
内
書
と
剣
を
賜
り
正

式
に
継
承
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
氏
景
は
国
内
の
大
寺
社
の
所
領
を
安

堵
し
、
家
来
に
知
行
を
あ
て
が
っ
て
新
し

い
当
主
に
な
っ
た
こ
と
を
国
中
に
示
し
ま

し
た
。

　

氏
景
は
父
、
孝
景
の
残
し
た
斯し

ば波
氏
・

甲か

い斐
氏
と
の
抗
争
に
勝
利
し
、
文
明
15

（
１
４
８
３
）
年
、
越
前
国
守
護
代
の
地

位
に
登
り
つ
め
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
経

済
力
を
背
景
に
運
上
金
を
怠
ら
な
か
っ
た

た
め
、幕
府
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
孝
景
が
没
し
た
わ
ず
か
５
年
後

の
文
明
18
（
１
４
８
６
）
年
に
38
歳
で
没

し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

３
代
貞
景
は
文
明
18
（
１
４
８
６
）
年
、

14
歳
で
朝
倉
氏
の
家
督
を
継
ぎ
、
大
叔
父

の
経つ

ね
か
げ景

、
慈じ

し視
院い

ん

光こ
う
き
ゅ
う玖

、
景か

げ
ふ
ゆ冬

ら
に
支
え

ら
れ
、
そ
の
地
位
を
最
初
か
ら
確
立
し
ま

す
。
ま
た
、
貞
景
は
近
隣
の
実
力
者
で
あ

る
美
濃
斎
藤
氏
と
縁
組
み
し
、
両
国
は
以

後
長
く
同
盟
関
係
を
保
ち
ま
し
た
。

　

室
町
幕
府
の
内
部
抗
争
で
あ
る
明
応
の

政
変
の
後
、
越
中
に
下
向
し
た
将
軍
足あ

し
か
が利

義よ
し
き材

を
貞
景
は
支
持
し
ま
し
た
。し
か
し
、

義
材
の
上
洛
に
際
し
て
は
、
一
乗
谷
に
入

れ
て
歓
待
す
る
に
と
ど
め
、
自
ら
軍
事
支

援
を
行
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

貞
景
の
大
叔
父
世
代
の
指
導
者
た
ち
が

没
す
る
と
、
敦
賀
郡
司
景
冬
の
息
子
の

景か
げ
と
よ豊

が
貞
景
に
謀
反
を
起
こ
し
ま
す
。
文

亀
３
（
１
５
０
３
）
年
、
貞
景
は
初
代
朝

倉
孝
景
の
末
子
教の

り
か
げ景

（
宗そ

う
て
き滴

）
を
抜
擢
し

て
敦
賀
に
出
兵
し
、
景
豊
を
滅
ぼ
し
ま
し

た
。
貞
景
に
と
っ
て
朝
倉
氏
の
越
前
支
配

体
制
の
確
立
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
そ

れ
は
こ
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
の
で
す
。 

　

４
代
孝
景
の
時
期
に
は
、
ほ
ぼ
数
年
ご

と
に
若
狭
・
近
江
・
美
濃
・
加
賀
な
ど
の

隣
国
や
丹
後
、
京
都
な
ど
に
出
兵
し
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
当
主
の
孝
景
は
出
陣
せ

ず
、
敦
賀
郡
司
や
大
野
郡
司
な
ど
の
一
族

が
大
部
隊
を
率
い
て
数
か
月
間
在
陣
し
た

も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
出
兵
の
多
く
は

将
軍
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
こ
う

し
た
こ
と
も
あ
り
、
幕
府
に
お
け
る
朝
倉

氏
の
位
置
付
け
も
、
ほ
ぼ
守
護
と
同
格
と

な
り
、
つ
い
に
孝
景
は
御お

供と
も

衆し
ゅ
う

か
ら
御ご

相し
ょ
う

伴ば
ん

衆し
ゅ
う

に
列
し
た
の
で
す
。

　

越
前
支
配
を
強
固
に
し
、
名
実
と
も
に

越
前
の
国
主
の
地
位
を
手
に
す
る
道
程
を

進
め
た
２
代
・
氏
景
、
３
代
・
貞
景
、
４
代
・

孝
景
。
彼
ら
が
積
み
重
ね
た
功
績
は
、
戦

国
時
代
に
あ
っ
て
、
い
ち
早
く
平
和
と
繁

栄
の
日
々
を
一
乗
谷
に
も
た
ら
し
て
い
っ

た
の
で
す
。

軍
事
力
と
経
済
力
で

越
前
支
配
を
強
固
に
し
た

朝あ

さ

く

ら倉
氏う

じ

か

げ景
・
貞さ

だ

か

げ景
・
孝た

か

か

げ景

朝倉氏景知行宛行状（『鳥居文書』）
（福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵）

朝倉貞景知行宛行状（『鳥居文書』）
（福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵）

氏
景
、
貞
景
が
当
主
と
し
て
鳥
居
氏
の
知
行

（
土
地
）
を
宛
て
が
っ
た
も
の
。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力
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朝あ
さ
く
ら倉
義よ

し
か
げ景
墓
所

（画像提供：福井県立一乗谷
朝倉氏遺跡資料館）

元 亀 ４（1573） 年 ８月
20 日、朝倉義景は大野
の六

ろくぼうけんしょうじ
坊賢松寺で果てまし

た。この寺は廃寺となっ
ており、どこにあったの
かもよくわかっていませ
ん。現在、大野市泉町に
は賢松寺から移設された
と考えられる「朝倉義景
墓所」（大野市指定史跡）
があります。

【住所】大野市泉町１０（JR 越前大野駅より徒歩 15 分）

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『越前朝倉氏・一乗谷　眠りからさめた戦国城下町』
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館古文書調査資料３　越前・朝倉氏関係年表』

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力

天
下
統
一
を
目
前
に
控
え
た
織お

だ田

信の
ぶ
な
が長

に
も
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
元
亀
年
間

で
す
。信
長
は
朝
倉
氏
な
ど
を
敵
と
し
て
、

天
下
の
成
敗
権
を
将
軍
足あ

し
か
が
よ
し
あ
き

利
義
昭
に
認
め

さ
せ
、４
年
に
わ
た
っ
て
攻
撃
し
ま
し
た
。

朝
倉
氏
は
こ
れ
に
正
面
か
ら
対
決
。
こ
の

戦
い
は
、当
時
の
年
号
か
ら
「
元
亀
争
乱
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

元
亀
元
（
１
５
７
０
）
年
４
月
、
信
長

は
朝
倉
氏
征
伐
に
出
発
し
、
敦
賀
郡
を
攻

略
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
江
の
六ろ

っ
か
く角

氏

や
浅
井
氏
が
そ
の
背
後
を
衝
い
た
た
め
失

敗
し
、
京
都
に
逃
げ
帰
り
ま
す
。
撤
退
戦

で
有
名
な
「
金
ヶ
崎
の
退の

き
く
ち口

」
で
す
。
そ

の
後
、
信
長
は
三
河
（
愛
知
県
）
か
ら
遠

江
（
静
岡
県
）
に
進
出
し
た
徳と

く
が
わ川

家い
え
や
す康

の

合
力
を
得
て
、
近
江
（
滋
賀
県
）
の
姉
川

で
朝
倉
・
浅
井
軍
と
決
戦
を
行
い
ま
し
た

が
、
勝
敗
は
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

後
、
三
好
三
人
衆
が
攻
勢
を
強
め
、
ま
た

本
願
寺
顕け

ん
に
ょ如

が
信
長
と
の
対
決
姿
勢
を
明

ら
か
に
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
朝
倉
義
景

は
浅
井
氏
や
一
向
一
揆
と
連
合
し
て
近
江

坂
本
に
出
兵
。
秋
以
降
、
朝
倉
氏
は
坂
本

か
ら
比
叡
山
に
展
開
し
、
信
長
と
対
陣
し

ま
す
。
こ
れ
が
信
長
最
大
の
危
機
と
さ
れ

る
「
志
賀
の
陣
」
で
す
。
信
長
は
、
将
軍

義
昭
や
宮
中
に
す
が
っ
て
和
睦
を
乞
い
、

兵
を
戻
し
ま
し
た
。
朝
倉
氏
は
、
あ
と
一

歩
で
信
長
を
滅
亡
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

元
亀
２
（
１
５
７
１
）
年
、
信
長
は
、

前
年
朝
倉
氏
に
協
力
し
た
比
叡
山
延
暦
寺

と
坂
本
日
吉
社
を
焼
討
ち
に
し
ま
す
。
そ

し
て
、
元
亀
３
（
１
５
７
２
）
年
に
は
、

小
谷
城
へ
の
本
格
的
な
攻
勢
を
始
め
ま

し
た
。
一
方
、
甲
斐
（
山
梨
県
）
で
は
、

武た
け
だ田

信し
ん
げ
ん玄

が
遠
江
に
侵
攻
し
、
信
長
ら
を

東
西
か
ら
挟
み
撃
ち
に
し
よ
う
と
、
義
景

に
出
陣
を
要
請
し
ま
す
。
義
景
は
自
ら
出

陣
し
て
小
谷
城
の
支
城
、
大お

お
づ
く嶽

城
に
籠
城

し
ま
し
た
。
信
玄
は
三
方
ヶ
原
の
合
戦
で

徳
川
家
康
を
破
り
ま
す
。
信
長
を
滅
亡
に

追
い
込
む
チ
ャ
ン
ス
が
も
う
一
度
訪
れ
た

の
で
す
。

　

し
か
し
、
同
年
12
月
に
、
義
景
は
兵
粮

米
補
給
の
不
安
か
ら
越
前
へ
帰
陣
し
ま

す
。
実
は
、
こ
の
裏
で
は
、
上う

え
す
ぎ
け
ん
し
ん

杉
謙
信
が

信
長
の
依
頼
を
受
け
て
帰
国
を
勧
め
た
の

で
す
。

　

元
亀
４
（
１
５
７
３
）
年
、
信
長
が
湖

西
を
攻
め
た
こ
と
か
ら
、
義
景
は
浅
井
氏

救
援
の
た
め
敦
賀
に
出
陣
し
ま
す
。
信
長

が
岐
阜
に
帰
陣
し
た
す
き
に
近
江
に
出
陣

す
る
も
、
信
長
の
攻
撃
で
小
谷
城
救
援
に

失
敗
。
さ
ら
に
退
却
の
途
中
、
近
江
か
ら

敦
賀
に
至
る
刀と

ね根
坂ざ

か

で
信
長
方
に
大
敗
し

て
大
き
な
損
失
を
こ
う
む
り
ま
し
た
。
義

景
は
一
乗
谷
に
帰
陣
し
ま
す
が
、
重
臣
の

朝あ
さ
く
ら倉

景か
げ
あ
き
ら鏡

の
裏
切
り
に
あ
い
、
自
害
す
る

の
で
す
。

　

近
江
の
地
を
戦
場
と
し
て
覇
権
が
争
わ

れ
た
元
亀
争
乱
。
約
４
年
の
歳
月
を
か
け

た
戦
い
で
、
朝
倉
氏
は
好
機
を
も
の
に
で

き
ず
に
最
後
に
は
滅
亡
す
る
こ
と
に
な

り
、
一
方
で
、
信
長
は
天
下
統
一
に
大
き

く
進
む
転
換
点
と
な
っ
た
の
で
す
。

信
長
を
追
い
込
ん
だ

朝あ

さ

く

ら倉
義よ

し

か

げ景
と

元げ

ん

亀き

争そ

う

ら

ん乱

朝倉義景肖像
（心月寺蔵）

羽柴秀吉書状
（福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵）
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西に
し
や
ま山
光こ

う

照し
ょ
う

寺じ

跡あ
と

一乗谷で最大規模を誇った寺院、西山光照寺。この付近には朝
あさくら

倉宗
そうてき

滴
の屋敷があったと伝わっています。宗滴は、屋敷の庭で鷹を卵から育て
る人工繁殖を行っていたことで知られています。

【住所】福井市安波賀町　（ＪＲ一乗谷駅より徒歩 5 分 ）

（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等
松原信之『朝倉氏と戦国村一乗谷』吉川弘文館、松原信之『越前朝倉一族』新人物往来社
宮島敬一『浅井氏三代』吉川弘文館

戦
国
乱
世
に
あ
っ
て
「
静
か
に
て
治

ま
る
国
」
と
評
さ
れ
た
北
陸
の
大

国
、
越
前
朝
倉
氏
。
そ
の
歴
代
当
主
を
補

佐
し
、
朝
倉
氏
の
盛
威
を
高
め
た
「
軍

い
く
さ

奉

行
」
で
あ
っ
た
の
が
、
朝
倉
宗
滴
で
す
。

　

宗
滴
は
、
文
明
９
（
１
４
７
７
）
年
、

朝
倉
氏
初
代
当
主
、
朝あ

さ
く
ら倉

孝た
か
か
げ景

の
末
子
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
歴
代
当
主
が
称
し

た
小こ

た
ろ
う

太
郎
教の

り
か
げ景

を
名
乗
っ
て
い
た
時
期
が

あ
り
、
嫡
男
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
亀
３
（
１
５
０
３
）
年
、
敦
賀
郡
司

で
あ
っ
た
朝あ

さ
く
ら倉

景か
げ
と
よ豊

が
謀
反
を
計
画
。
縁

者
に
あ
た
る
宗
滴
は
景
豊
か
ら
勧
誘
を
受

け
ま
す
が
“
た
と
え
多
く
の
怨
念
が
あ
っ

て
も
、
当
主
を
裏
切
る
べ
き
で
は
な
い
”

と
考
え
、
謀
反
を
三
代
当
主
、
朝あ

さ
く
ら倉

貞さ
だ
か
げ景

に
通
報
。
宗
滴
は
そ
の
恩
賞
と
し
て
敦
賀

郡
司
に
任
命
さ
れ
、
以
後
、
一
族
の
重
鎮

と
し
て
朝
倉
家
を
支
え
る
存
在
と
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

永
正
３
（
１
５
０
６
）
年
７
月
、加
賀
・

越
中
・
能
登
の
一
揆
勢
が
越
前
に
侵
入
。

30
万
の
軍
勢
に
対
し
、
宗
滴
が
総
大
将
と

な
り
、
わ
ず
か
１
万
騎
ほ
ど
の
軍
で
応
戦

し
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
を
挟
ん
で
対
峙
し

た
後
、
宗
滴
は
“
敵
の
大
軍
に
味
方
の
小

勢
、待
つ
よ
り
も
打
っ
て
出
る
べ
し
”
と
、

８
月
５
日
の
夜
、
自
ら
約
３
千
の
兵
と
と

も
に
川
を
渡
り
、奇
襲
を
仕
掛
け
ま
し
た
。

不
意
を
つ
か
れ
た
一
揆
勢
は
た
ち
ま
ち
総

崩
れ
と
な
り
、
退
却
。
総
大
将
自
ら
危
険

を
顧
み
ず
大
軍
に
乗
り
込
む
と
い
う
、
宗

滴
の
勇
猛
果
敢
さ
が
、
朝
倉
の
武
威
を
国

外
に
示
す
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

宗
滴
は
、
他
国
へ
も
出
陣
。
若
狭
・
丹

後
・
近
江
・
美
濃
・
京
都
な
ど
数
か
国
に

及
び
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
幕
府
の
要
請

に
よ
る
も
の
も
多
く
、
朝
倉
家
の
家
格
上

昇
に
つ
な
が
っ
た
と
い
い
ま
す
。
大
永
５

（
１
５
２
５
）
年
、
京き

ょ
う
ご
く極

氏
・
六ろ

っ
か
く角

氏
と

近
江
で
対
立
し
て
い
た
浅あ

ざ
い井

亮す
け
ま
さ政

（
浅あ

ざ
い井

長な
が
ま
さ政

の
祖
父
）
か
ら
救
援
の
要
請
を
受
け

た
際
に
は
、
宗
滴
は
小
谷
城
へ
出
陣
。
戦

い
の
勝
敗
は
決
せ
ず
、
最
後
は
、
宗
滴
が

両
者
の
仲
介
役
を
果
た
し
ま
す
。
こ
の
仲

介
が
、
朝
倉
・
浅
井
両
家
の
絆
を
つ
く
り
、

後
に
姉
川
の
戦
い
を
も
た
ら
す
浅
井
長
政

に
よ
る
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

裏
切
り
の
伏
線
と
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
文
24
（
１
５
５
５
）
年
、
宗
滴
は
、

総
大
将
と
し
て
加
賀
一
向
一
揆
と
の
戦
い

に
出
陣
。
そ
の
最
中
、
病
に
倒
れ
79
歳
の

生
涯
を
閉
じ
ま
す
。
ま
さ
に
人
生
の
幕
引

き
の
時
ま
で
、
朝
倉
を
支
え
続
け
た
の
で

す
。

　

宗
滴
の
言
葉
を
記
し
た
『
朝
倉
宗
滴
話

記
』
に
は
、「
天
下
を
取
り
、
御
屋
形
様

（
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

）
を
上
京
さ
せ
る
た
め
の
謀

略
を
さ
ま
ざ
ま
に
思
案
す
る
間
に
夜
を
明

か
し
た
」と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
。

宗
滴
に
は
、
義
景
を
奉
じ
て
天
下
に
君
臨

し
よ
う
と
い
う
野
望
が
あ
っ
た
の
で
す
。

宗
滴
の
そ
の
思
い
が
、
１
０
０
年
に
及
ぶ

朝
倉
の
隆
盛
を
支
え
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

越
前
朝
倉
氏
の

隆
盛
を
支
え
た
名
将
、

朝あ

さ

く

ら倉
宗そ

う

て

き滴　
　

朝倉氏の拠点、一乗谷
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

４
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史
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・
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り
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朝あ
さ
く
ら倉

宗そ
う
て
き滴

邸
の
あ
っ
た
「
金き

ん
ご
だ
に

吾
谷
」

安
あ ば か

波賀には「金吾谷」という地名が残っています。金吾とは、朝倉宗滴の官途名を唐風に呼
びならわしたもので、安波賀に宗滴の屋敷があったといえます。安波賀は、下城戸を出てすぐ
外の地区で、三国湊へつながる足羽川、北庄と美濃を結ぶ美濃街道が通り、都市一乗谷と外
界の結節点でした。

【住所】福井市安波賀町（JR 福井駅から浄教寺行き京福バス「安波賀」下車３分）

近年、安波賀での発掘調査により出土した石敷遺構
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

漆椀と下駄
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

戦
国
大
名
に
と
っ
て
鷹
狩
は
権
力
・

経
済
力
を
象
徴
す
る
嗜た

し
な

み
で
あ

り
、
鷹
の
収
集
は
戦
国
武
将
に
共
通
す
る

関
心
事
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
鷹
の
交
易

や
、
優
れ
た
鷹
を
贈
っ
た
り
鷹
狩
の
獲
物

を
献
上
す
る
贈
答
儀
礼
は
大
名
間
で
多
く

み
ら
れ
ま
し
た
。

　

朝
倉
氏
の
場
合
に
は
、
家
中
で
鷹
狩
の

知
識
・
技
術
が
普
及
し
て
お
り
、
特
に
、

朝
倉
宗
滴
は
、
庭
で
飼
育
す
る
鷹
に
卵
を

産
ま
せ
孵
化
さ
せ
る
と
い
う
他
に
類
を
み

な
い
養
鷹
法
に
成
功
し
て
い
ま
す
。通
常
、

鷹
は
巣
か
ら
雛
を
取
っ
て
育
て
る
か
、
若

い
鷹
を
捕
え
て
飼
育
調
教
し
ま
す
が
、
つ

が
い
を
繁
殖
さ
せ
て
卵
か
ら
育
て
る
方
法

は
大
変
珍
し
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
宗
滴
が
育
て
た
鷹
は
百
発
百
中

で
獲
物
を
仕
留
め
る
と
評
判
で
、
都
で
も

話
題
に
な
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

宗
滴
の
鷹
の
飼
育
を
記
し
た
『
養よ

う

鷹よ
う

記き

』
に
よ
れ
ば
、
朝
倉
家
に
は
代
々
『
唐と

う

流り
ゅ
う

鷹た
か

秘ひ
け
つ訣

条じ
ょ
う
じ
ょ
う々』

と
い
う
鷹
の
飼
育
・

訓
練
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
伝
わ
っ
て
い
た
と

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
越
前
西
谷
の
武
士
、

外
山
余
次
郎
に
相
伝
さ
れ
た
『
鷹た

か
し
ょ書

』

や
、
一
乗
谷
の
含
蔵
寺
に
住
ん
で
い
た

斯し

ば波
氏
子
息
の
含が

ん
ぞ
う
じ

蔵
寺
殿
が
求
め
た

『
鷹た

か
ひ
ゃ
く
し
ゅ
ち
ゅ
う

百
首
註
』
な
ど
、
養
鷹
・
鷹
狩
に
関

す
る
知
識
を
伝
え
る
様
々
な
鷹
書
が
伝
授

さ
れ
て
お
り
、
越
前
で
養
鷹
術
が
広
く
普

及
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
一
乗
谷
で
は
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
養
鷹
が
普
及
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
実
は
、
日
本
に
初
め
て
鷹
狩
の
技
術

が
伝
わ
っ
た
場
所
が
敦
賀
と
い
わ
れ
る
こ

と
が
関
係
し
て
い
ま
す
。『
養
鷹
記
』
に

も
こ
の
伝
説
が
記
さ
れ
お
り
、
敦
賀
郡
司

を
務
め
て
い
た
朝
倉
宗
滴
が
、
そ
の
歴
史

的
背
景
を
踏
ま
え
て
記
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
朝
倉
家
中
で
鷹
狩
を

学
ぶ
武
士
た
ち
は
、
敦
賀
に
来
航
し
て
鷹

狩
を
伝
え
た
百く

だ
ら
じ
ん

済
人
「
米べ

い
こ
う光

」
の
肖
像
画

を
持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
鷹
狩
を
学

ぶ
武
士
た
ち
が
歴
史
と
伝
統
を
繰
り
返
し

意
識
し
、
鷹
書
に
書
き
写
し
た
こ
と
が
養

鷹
術
普
及
の
背
景
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

鷹
書
の
一
つ
に
、
宗
滴
秘
伝
の
『
斎
藤

朝
倉
両
家
鷹
書
』
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

朝
倉
一
族
で
最
も
鷹
を
愛
し
研
究
し
て
い

た
の
は
宗
滴
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

朝あ

さ

く

ら倉
宗そ

う

て

き滴
、

他
に
類
を
み
な
い

養よ

う

よ

う

ほ

う

鷹
法
に
成
功
す
る

鷲鷹図屏風（左隻 / 円立寺蔵）
戦国武将の間で「鷹」は贈答品としても大変好まれました。
宗滴は鷹に関する調教、飼育技術を研究し、当時で唯一、

鷹の人工飼育に成功した人物ともいわれています。

オオタカ
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『第 20 回企画展　戦国のまなびや　朝倉文化 文武を極める』  
宮永一美「越前朝倉氏の文化」福井県郷土誌懇談会編『越前・若狭の戦国』  岩田書院

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力

５
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千ち

よ代
鶴づ

る

神
社

【住所】越前市京町２−４ （ JR 武生駅より徒歩 10 分）

真
ま が ら

柄十
じゅうろう

郎左
ざ

衛
え も ん

門の「太
た ろ う

郎太
だ ち

刀」を製作したとされる千
ち よ

代 鶴
づる

国
くにやす

安を祀る神社。千代鶴は、越前鎌の製作技術を発明し、地
域の鍛冶屋に伝授したことから、越前打刃物の祖とされています。

参考資料等
斎藤槻堂『ふるさと味真野』武生市味真野公民館

『北陸の豪勇、真柄十郎左衛門と大太刀、そしてその一族と産業の関わり』不老区

織
田
・
徳
川
軍
と
浅
井
・
朝
倉
軍
の

死
闘
を
描
い
た
姉
川
合
戦
図
屏

風
。
そ
こ
に
は
ひ
と
き
わ
長
い
刀
で
戦
う

武
将
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
一
の
大

太
刀
使
い
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
た
武
将
、

真
柄
十
郎
左
衛
門
（
直な

お
た
か隆

）
で
す
。

　

真
柄
十
郎
左
衛
門
は
、
天
文
５

（
１
５
３
６
）
年
に
生
ま
れ
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
客
将
と
な
り
越
前
味あ

じ

真ま

の野
真
柄
（
現
在

の
越
前
市
）
に
居
館
を
構
え
ま
し
た
。
十

郎
左
衛
門
は
、
越
前
の
刀
匠
、
千ち

代よ

鶴づ
る

国く
に
や
す安

の
作
に
よ
る
五
尺
三
寸
（
約
１
６
０

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
刀
の
長
さ
に
は
諸
説

あ
り
。）
も
の
大
太
刀
「
太た

ろ
う郎

太だ

ち刀
」
で

戦
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
身
長
約
２
メ
ー

ト
ル
、
体
重
は
２
０
０
キ
ロ
以
上
だ
っ
た

と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

永
禄
８
（
１
５
６
５
）
年
、
室
町
幕
府

の
政
変
に
よ
り
、
将
軍
足あ

し
か
が利

義よ
し
て
る輝

が
殺
害

さ
れ
ま
す
。
義
輝
の
弟
、
足あ

し
か
が利

義よ
し
あ
き昭

は
朝

倉
義
景
を
頼
り
、一
乗
谷
に
移
り
ま
し
た
。

観
桜
の
宴
の
際
に
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

残
っ
て
い
ま
す
。
義
昭
の
家
来
が
「
越
前

の
真
柄
は
無
双
の
大
力
で
、
大
太
刀
使
い

と
し
て
そ
の
名
は
天
下
に
鳴
り
響
い
て
い

る
」
と
述
べ
、
十
郎
左
衛
門
が
呼
ば
れ
ま

し
た
。
十
郎
左
衛
門
は
、
二
本
の
大
太
刀

を
受
け
取
る
と
、
軽
々
と
頭
上
で
振
り
回

し
、
豪
傑
ぶ
り
を
披
露
。
皆
は
「
夜
叉
神

も
及
ば
な
い
」
と
感
嘆
し
た
と
い
い
ま
す

（『
朝
倉
始
末
記
』）。

　

そ
の
後
、
足
利
義
昭
は
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

と
と

も
に
上
洛
。
15
代
将
軍
と
な
り
ま
す
。
朝

倉
義
景
は
信
長
の
再
三
の
上
洛
要
請
を
拒

否
。
浅あ

ざ
い井

長な
が
ま
さ政

は
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
信

長
を
裏
切
り
、
元
亀
元
（
１
５
７
０
）
年

６
月
、
浅
井
・
朝
倉
軍
と
織
田
・
徳
川
軍

が
戦
う
姉
川
の
合
戦
に
至
り
ま
し
た
。
こ

の
戦
に
、
大
太
刀
を
実
戦
で
使
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

徳
川
軍
は
朝
倉
軍
の
側
面
を
攻
撃
。
大

将
・
朝あ

さ
く
ら倉

景か
げ
た
け健

が
危
機
に
瀕
し
ま
す
が
、

十
郎
左
衛
門
は
大
太
刀
を
振
り
回
し
奮

戦
。
田
ん
ぼ
を
耕
し
た
よ
う
に
屍
が
転

が
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、
本ほ

ん
だ多

忠た
だ
か
つ勝

が
こ
の
進
撃
を
止
め
に
入
り
、
入
れ

代
わ
っ
て
匂さ

ぎ
さ
か坂

式し
き
ぶ部

ら
４
人
が
攻
撃
。
十

郎
左
衛
門
は
「
唯
四
人
で
我
に
向
か
う
は

殊
勝
な
り
」
と
応
戦
。
奮
戦
の
末
、
鎌
槍

で
か
け
倒
さ
れ
、
最
後
は
「
あ
っ
ぱ
れ
な

り
、
い
ざ
鬼
真
柄
の
首
を
と
っ
て
武
士
の

誉
れ
に
せ
よ
」
と
首
を
献
上
し
て
果
て
た

と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
戦
い
の
様
子
は
「
姉
川
合
戦
図
屏

風
（
福
井
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）」 

に
描

か
れ
て
い
ま
す
。
匂
坂
式
部
に
大
太
刀
を

振
り
か
ざ
す
十
郎
左
衛
門
は
第
二
扇
か
ら

第
三
扇
に
登
場
し
、
古
今
を
通
じ
て
最
も

大
き
な
太
刀
を
実
戦
で
使
っ
た
と
言
わ
れ

る
十
郎
左
衛
門
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

天
下
一
の
大
太
刀

使
い
と
し
て
名
を
馳

せ
、
最
期
は
姉
川
に

散
っ
た
真
柄
十
郎
左

衛
門
。
彼
の
武
勇
は
、

無
類
の
大
太
刀
と
と

も
に
永
遠
に
語
り
継

が
れ
て
い
く
の
で
す
。

実
戦
で
大
太
刀
を

振
る
っ
た
勇
将
、

真ま

柄が

ら

十じ
ゅ
う
ろ
う郎

左ざ

衛え

門も

ん　

真柄十郎左衛門〔姉川合戦図屏風〕
（福井県立歴史博物館蔵）

真柄十郎左衛門が使用したと伝わる「太郎太刀」のひとつ
「太刀 銘 行光」（白山比咩神社蔵）　
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史
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関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

大だ
い
あ
ん安

寺じ

又ま
た
し
ろ
う

四
郎

ゆ
か
り
の
洞ど

う
げ
ん
じ

源
寺

前
まえだとしいえ

田利家の菩提寺である宝円寺（越前市高瀬）の末寺、洞源寺。
天正８（1580）年、陶の谷（丹生郡越前町、旧宮崎村域）から現
在地へ移転しました。

【住所】越前市中央１丁目２−１（ＪＲ武生駅より徒歩１５分）

（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

戦
功
を
あ
げ
た
武
士
を
賞
し
、
そ
の

戦
功
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
る
感

状
。
現
代
に
伝
わ
る
朝
倉
義
景
の
感
状
全

50
通
の
内
、
義
景
の
署
名
と
花
押
の
両
方

が
あ
る
原
物
史
料
が
た
だ
一
通
存
在
し
ま

す
。
そ
れ
は
、
天
文
24
（
１
５
５
５
）
年

９
月
27
日
の
加
賀
粟あ

わ
づ
ぐ
ち

津
口
（
現
在
の
小
松

市
粟
津
町
）
に
お
け
る
一
向
一
揆
戦
で
戦

功
を
あ
げ
た
大
安
寺
又
四
郎
へ
の
感
状

（
以
下
「
本
文
書
」
と
い
い
ま
す
。）
で
す
。

　

天
文
24
（
１
５
５
５
）
年
の
朝
倉
軍
の

加
賀
出
兵
時
に
発
給
さ
れ
た
義
景
の
感
状

は
、
本
文
書
の
ほ
か
に
14
通
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
同
年
９
月
８
日
に
総
大
将

朝あ
さ
く
ら倉

宗そ
う
て
き滴

（
79
歳
）
が
亡
く
な
っ
た
後
も

９
月
末
ま
で
、
加
賀
で
戦
闘
が
続
い
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
る
唯
一
の
確
か
な
史
料

で
す
。
朝
倉
氏
の
軍
事
力
の
要
、
宗
滴
を

失
っ
て
な
お
、
若
い
義
景
（
22
歳
）
は
戦

い
を
継
続
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

　

感
状
に
は
、“
加
賀
国
粟
津
口
に
お
い

て
合
戦
の
時
、
敵
方
の
首
を
一
つ
討
ち

取
っ
た
骨
を
粉
に
す
る
よ
う
な
あ
な
た
の

働
き
ぶ
り
は
神
妙
で
あ
る
（
非
常
に
素
晴

ら
し
い
）。（
中
略
）
恐
れ
な
が
ら
謹
ん

で
申
し
上
げ
る
”
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
文
書
の
中
で
義
景
は
又
四
郎
に
対
し

「
恐き

ょ
う
き
ょ
う々

謹き
ん
げ
ん言

」
の
結
び
の
言
葉
を
用
い
て

お
り
、
宛
名
が
書
か
れ
る
位
置
も
高
い
な

ど
、
書
簡
の
礼
儀
作
法
上
か
な
り
の
厚
礼

を
尽
く
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
義
景
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
心
を

尽
く
し
た
大
安
寺
又
四
郎
と
は
ど
の
よ
う

な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

敦
賀
市
に
あ
る
善ぜ

ん
み
ょ
う
じ

妙
寺
が
所
蔵
す
る
永

禄
元
（
１
５
５
８
）
年
の
「
善
妙
寺
寺
領

目
録
」
に
は
、
隣
接
す
る
地
権
者
と
し
て

「
高た

か
せ瀬

之
大
安
寺
殿
」
と
の
記
載
が
あ
り
、

又
四
郎
は
高
瀬
（
現
在
の
越
前
市
高
瀬
）

を
本
拠
と
し
な
が
ら
敦
賀
周
辺
に
も
土
地

を
所
領
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
江
戸
前
期
に

書
か
れ
た
『
府
中
寺
社
堂
由
緒
書
』
に
は
、

洞ど
う
げ
ん源

寺じ

の
現
在
地（
越
前
市
中
央
一
丁
目
）

へ
の
移
転
に
際
し
尽
力
し
た
人
物
と
し
て

「
大
安
寺
又
四
郎
元も

と
か
つ勝

」
の
名
前
が
見
え

ま
す
。
又
四
郎
は
現
在
の
越
前
市
市
街
地

に
お
い
て
一
定
程
度
の
影
響
力
を
有
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
移
転
に
一
役
買
っ

て
出
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
洞

源
寺
に
伝
わ
る
位
牌
に
は
「
大
安
寺
殿
憲

翁
元
勝
大
居
士
」
と
戒
名
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
り
彼
の
名
は
、
大
安

寺
又
四
郎
“
元
勝
”
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

合
戦
が
行
わ
れ
た
記
録
を
示
す
貴
重
な

史
料
、
感
状
。
こ
れ
は
、
朝
倉
氏
を
支
え

た
家
臣
一
人
一
人
を
紐
解
く
手
掛
か
り
と

し
て
も
重
要
な
も
の
な
の
で
す
。

朝あ

さ

く

ら倉
義よ

し

か

げ景
が
厚
礼
を

尽
く
し
た
感
状
を
得
た
男
、

大だ

い

安あ

ん

寺じ

又ま

た

四し

郎ろ

う

朝倉義景感状
（福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵）

大安寺又四郎元勝の位牌
（洞源寺蔵 画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要　2015』
石川美咲「手紙が語る歴史秘話 Vol.12　朝倉義景から大安寺又四郎へ一向一揆での戦功を讃える手紙」『月刊江戸楽』エー・アール・ティ株式会社

「第２回特別公開展『今に受け継がれた朝倉氏の記憶』解説シート」福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力
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福
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関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

鳥と
り
い居
景か

げ
ち
か近
・

高た
か
は
し橋
景か

げ
あ
き
ら業
の
墓

元亀４（1573）年８月 20 日、鳥居景近は朝倉義景とともに
大野の六

ろくぼうけんしょうじ
坊賢松寺で果てました。現在、大野市泉町にある義

景墓（写真右奥）のかたわらには、そっと義景を見守るように
景近と高橋景業の墓が並んでたたずんでいます。

（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

【住所】大野市泉町１０（JR 越前大野駅より徒歩 15 分）

５
代
当
主
朝
倉
義
景
の
家
臣
の
一
人

に
、
義
景
の
側
近
と
し
て
活
躍
し

た
鳥
居
景
近
が
い
ま
す
。

　

鳥
居
氏
は
も
と
も
と
南
都
興
福
寺
の
宗し

ゅ

徒と

（
僧
兵
）
で
、
興
福
寺
領
の
坂
井
郡
河

口
庄
に
代
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
越
前
国

に
土
着
し
た
一
族
で
し
た
。
16
世
紀
前
半

ま
で
に
「
与よ

一い
ち

左ざ

衛え

門も
ん
の

尉じ
ょ
う

」
を
名
乗
る
系

統
と
「
兵ひ

ょ
う
ご
の
す
け

庫
助
」
を
名
乗
る
系
統
に
分
か

れ
、
景
近
に
代
表
さ
れ
る
兵
庫
助
家
は
、

朝
倉
氏
当
主
の
か
な
り
近
い
位
置
に
お

り
、『
朝
倉
亭
御
成
記
』
に
も
景
近
が
座

敷
奉
行
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

　

景
近
は
、
永
禄
10
（
１
５
６
７
）
年
に

義
景
の
“
取
次
”
と
し
て
確
か
な
史
料
に

初
出
し
ま
す
。
取
次
と
は
、
い
わ
ば
外
交

官
の
こ
と
で
、
当
主
の
発
給
す
る
外
交
文

書
に
付
属
す
る
副
状
を
発
給
す
る
役
目
を

担
い
ま
し
た
。
取
次
は
家
臣
の
２
人
組
が

務
め
る
こ
と
が
多
く
、
景
近
と
ペ
ア
を
組

む
の
は
、
元
亀
２
（
１
５
７
１
）
年
以
降

は
高た

か
は
し橋

景か
げ
あ
き
ら業

に
固
定
し
ま
す
。
景
業
の
出

自
は
不
詳
で
す
が
、
景
近
と
同
様
に
義
景

の
側
近
で
す
。
両
氏
の
連
署
状
は
こ
れ
ま

で
に
５
通
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

元
亀
４
（
１
５
７
３
）
年
３
月
12
日
に

近
江
国
の
朽く

ち
き木

元も
と
つ
な綱

に
宛
て
て
出
さ
れ
た

朝
倉
義
景
の
書
状
が
あ
り
ま
す
。

　
“
将
軍
義よ

し
あ
き昭

様
が
（
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

に
）
敵

対
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
朽
木
殿
も
従
わ

れ
る
と
の
こ
と
、
殊
勝
に
思
い
ま
す
。
道

中
の
安
全
に
つ
い
て
ご
約
束
い
た
だ
い
た

こ
と
か
ら
、昨
日
敦
賀
に
出
陣
し
ま
し
た
。

今
後
は
浅あ

ざ
い井

長な
が
ま
さ政

と
し
っ
か
り
と
詳
細
を

示
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
義
昭
様
の
意
向
に

従
い
行
動
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
鳥
居
景

近
、
高
橋
景
業
が
申
し
上
げ
ま
す
。”

　

本
状
は
後
世
の
史
料
に
書
か
れ
る
の
み

で
あ
っ
た
元
亀
４
（
１
５
７
３
）
年
３
月

11
日
の
敦
賀
出
陣
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
も
の
で

す
。
従
来
の
義
景
の
出
陣
を
渋
る
弱
腰
の

イ
メ
ー
ジ
と
は
全
く
異
な
り
、
こ
の
書
状

か
ら
は
、
義
景
が
浅
井
氏
ら
反
信
長
方
と

緊
密
に
連
携
を
取
り
な
が
ら
出
兵
の
タ
イ

ミ
ン
グ
を
図
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
重
要
な
局
面
を
と

も
に
し
て
い
た
の
が
景
近
だ
っ
た
の
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
書
状
の
末
尾
に
詳
細
は

景
近
、
景
業
両
人
が
伝
え
る
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
義
景
の
書
状
よ
り
も
詳
し
い
副
状

が
２
人
の
連
署
状
と
し
て
発
給
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
か
ら
で
す
（
た
だ
し
、
現
物

は
伝
来
し
て
い
ま
せ
ん
）。

　

当
時
は
、
将
軍
義
昭
に
つ
く
か
信
長
に

つ
く
か
武
将
の
立
場
が
分
か
れ
る
複
雑
な

状
況
下
で
し
た
。
数
日
の
う
ち
に
情
勢
が

変
化
す
る
中
で
、
景
近
の
外
交
官
と
し
て

の
役
割
は
、
と
て
も
大
き
な
も
の
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

外
交
官
と
し
て
、
常
に
当
主
義
景
と
と

も
に
あ
っ
た
景
近
。
そ
れ
を
物
語
る
よ
う

に
、
元
亀
４
（
１
５
７
３
）
年
８
月
、
景

近
は
大
野
六ろ

く
ぼ
う
け
ん
し
ょ
う
じ

坊
賢
松
寺
で
義
景
と
と
も
に

果
て
て
い
ま
す
。

朝あ

さ

く

ら倉
義よ

し

か

げ景
時
代
の

外
交
官
、

鳥と

り

い居
景か

げ

ち

か近

朝倉義景書状（個人蔵）

元亀 4（1573）年 3 月 12 日に義景が朽木元綱に宛てたもの。
書状の末尾に詳細は景近、景業両人が伝えると書かれてい
ます。

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要　1997』
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編「第 15 回企画展『古文書が語る朝倉氏の歴史』」

「第２回特別公開展『朝倉家臣団―重臣鳥居氏と堀江氏―』解説シート」福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力
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関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

無
病
息
災
を
祈
る
・

す
り
ば
ち
や
い
と

（
中
道
院
）

【住所】鯖江市長泉寺町 2 丁目 7-7（福井鉄道西山公園駅から徒歩７分）

今も地名に名が残る長泉寺は 36 坊に七
しちどうがらん

堂伽藍を有した大寺
院でした。戦国期は多くの僧兵が居住しましたが、戦火で灰

かいじん
燼

に帰しました。現在は中道院のみが残り、毎年 2 月 20 日と 3
月 2 日に元三大師堂で「すりばちやいと」が行われます。

すりばちやいと

参考資料等
『鯖江郷土史』大和学芸図書株式会社
河野通廣『改訂増補 探古 長泉寺三十六坊の歴史：付、中道院文書の影印・翻刻』

鯖江市教育委員会文化課執筆・協力

鯖
江
市
長ち

ょ
う
せ
ん
じ

泉
寺
町
を
抜
け
る
旧
北
陸

道
の
西
側
、「
歯は

塚づ
か

大だ
い
ご
ん
げ
ん

権
現
」
と

呼
ば
れ
る
小
さ
な
お
堂
の
傍
ら
に
、
一
向

一
揆
衆
と
の
争
い
に
敗
れ
て
討
死
し
た
富

田
長
繁
（
長な

が
ひ
で秀

）
の
墓
碑
（
鯖
江
市
指
定

文
化
財
）
が
あ
り
ま
す
。
長
繁
の
生
き
た

時
代
、
越
前
は
朝
倉
氏
が
治
め
て
い
ま
し

た
が
、
浄
土
真
宗
の
本
願
寺
派
と
三
門
徒

派
の
対
立
が
激
化
し
、
ま
た
、
天
下
統
一

を
目
論
む
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
越
前
侵
攻
も
迫

り
、
不
穏
な
様
相
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

　

長
繁
は
当
初
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

に
仕
え
る
武

将
で
し
た
が
、
織
田
軍
に
よ
る
越
前
侵
攻

が
始
ま
る
と
、
朝
倉
氏
に
反
旗
を
ひ
る
が

え
し
て
信
長
に
寝
返
り
ま
す
。
天
正
元

（
１
５
７
３
）
年
に
朝
倉
氏
が
滅
亡
し
た

後
、
長
繁
は
府
中
領
主
に
任
じ
ら
れ
て
龍り

ゅ
う

門も
ん

寺じ

城
に
居
住
し
、
伊
勢
長
島
の
一
向
一

揆
の
戦
い
な
ど
で
功
名
を
挙
げ
ま
し
た

が
、
同
じ
く
朝
倉
氏
旧
臣
で
あ
り
な
が
ら

越
前
国
守
護
代
に
任
じ
ら
れ
た
桂か

つ
ら
だ田

長な
が
と
し俊

と
の
処
遇
の
差
に
不
満
を
持
ち
、
対
立
を

深
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
長
繁
は
長
俊
の
苛
政
に
苦
し

む
百
姓
を
煽
動
し
て
土
一
揆
を
起
こ
し
、

つ
い
に
は
長
俊
が
居
住
す
る
一
乗
谷
を
攻

め
落
と
す
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。し
か
し
、

長
繁
は
次
第
に
一
揆
衆
と
も
対
立
し
、
一

揆
衆
は
加
賀
一
向
宗
と
結
び
つ
い
て
越
前

一
向
一
揆
に
発
展
し
ま
し
た
。
天
正
２

（
１
５
７
４
）
年
２
月
、
長
繁
は
一
向
一

揆
と
対
立
す
る
浄
土
真
宗
三
門
徒
派
を
味

方
に
付
け
、長
泉
寺
周
辺
で
激
突
し
ま
す
。

し
か
し
、
休
む
間
も
な
く
無
理
な
戦
を
仕

掛
け
る
長
繁
に
対
し
不
満
を
抱
く
者
が
出

始
め
、
つ
い
に
は
味
方
に
後
方
か
ら
鉄
砲

で
撃
た
れ
、
24
歳
の
若
さ
で
生
涯
を
閉
じ

た
の
で
す
。

　

長
繁
の
御
霊
は
、
中
道
院
の
秀し

ゅ
う

運う
ん
ほ
う
い
ん

法
印

に
よ
っ
て
弔
わ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、
進

撃
を
続
け
る
一
向
一
揆
は
、
朝
倉
氏
旧
臣

の
武
士
を
滅
ぼ
し
、
神
社
仏
閣
や
三
門
徒

寺
院
を
焼
き
、
他
派
の
寺
院
に
改
宗
を

迫
っ
て
越
前
を
制
圧
し
ま
し
た
。

　

信
長
の
越
前
侵
攻
と
一
向
一
揆
の
攻
撃

に
よ
り
、
長
泉
寺
の
ほ
と
ん
ど
の
坊
舎
は

焼
亡
し
、
多
く
の
僧
侶
や
住
民
た
ち
は
離

散
し
ま
し
た
が
、
村
人
た
ち
は
焼
け
残
っ

た
仏
書
・
経
典
を
集
め
て
土
中
に
埋
め
、

経
塚
を
作
っ
て
納
め
ま
し
た
。
江
戸
時
代

初
期
の
慶
安
年
間
に
、
歯
痛
に
悩
む
村
人

が
こ
の
経
塚
に
箸
を
供
え
回
復
を
祈
願
し

た
と
こ
ろ
、
歯
痛
が
治
る
と
い
う
不
思
議

が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
神
妙
に
感
じ
入
っ

た
村
人
た
ち
は
、
こ
の
歯
（
箸
）
塚
に
小

堂
を
建
て
て
「
歯
塚
大
権
現
」
と
称
し
、

現
在
に
至
る
ま
で
大
切
に
守
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
こ
の
お
堂
の
傍

ら
に
は
、
長
繁
の
墓
碑
が
建
立
さ
れ
、
戦

乱
の
世
を
偲
ぶ
目
印
と
な
っ
た
の
で
す
。

朝
倉
・
信の

ぶ

な

が長
・
一い

っ

向こ

う

一い

っ

揆き

を

敵
に
回
し
、
乱
世
に
散
っ
た

富と

だ田
長な

が

し

げ繁　
富田長繁墓碑

長泉寺 36 坊のうち唯一現存する中道院

９
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史
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関
連
史
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・
ゆ
か
り
の
地

朱し
ゅ

銀ぎ
ん

振ふ
り
わ
け分

伊い

よ予
札ざ

ね

二に

枚ま
い

胴ど
う

具ぐ

足そ
く

壱
領

本鎧は溝
み ぞ え

江大
おおいのすけ

炊 助 長
ながうじ

氏
が主家の朝倉氏より拝領
し所用したと伝承されてい
ます。溝江氏は江戸時代
に彦根藩へ仕官し、その
溝江家に伝わったもので
す。大きさは胴高 34 セ
ンチメートル、鉢高 20 セ
ンチメートルあります。

（あわら市郷土歴史資料館蔵）
※常設では展示していません

参考資料等 土屋久雄編『越前金津城主溝江家』全国溝江氏々族会

越
前
国
を
約
１
０
０
年
支
配
し
た
朝

倉
氏
。
そ
の
家
臣
と
し
て
、
現
在

の
あ
わ
ら
市
金
津
に
館
を
構
え
、
そ
の

地
を
治
め
た
の
が
溝
江
氏
で
す
。
数
少

な
い
資
料
か
ら
溝
江
氏
の
歴
史
を
た
ど

り
ま
す
。

　

地
名
と
し
て
溝
江
の
名
前
が
最
初
に
史

料
で
現
れ
る
の
は
奈
良
時
代
で
、
東
大
寺

の
荘
園
に
「
溝
江
荘
」
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
平
安
時
代
中
期
に
奈
良
・
興
福

寺
の
荘
園
・
河か

わ
ぐ
ち
の口

荘し
ょ
うに

含
ま
れ
「
溝
江
郷
」

と
な
り
ま
す
。
現
在
の
あ
わ
ら
市
稲い

な
ご
え越

か

ら
谷た

ん
ば
く畠

辺
り
が
範
囲
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
河
口
荘
は
興
福
寺
に
と
っ
て

有
力
な
荘
園
で
あ
り
、
記
録
の
中
に
し
ば

し
ば
登
場
し
ま
す
。
室
町
時
代
に
は
有
力

武
士
が
代
官
に
任
命
さ
れ
、
溝
江
郷
で
は

越
前
守
護
代
の
甲
斐
氏
や
、
後
に
越
前
国

を
治
め
る
朝
倉
氏
な
ど
が
代
官
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
溝
江
氏
と
は
ど
の
よ
う
な
一
族

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
『
朝あ

さ
く
ら
よ
し
か
げ

倉
義
景
亭て

い

御お

成な
り

記き

』
で
は
、
同ど

う
み
ょ
う
し
ゅ
う

名
衆
の
中
に
溝
江
氏

の
名
前
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
江
戸
時
代
に

作
ら
れ
た
家
系
図
に
は
朝
倉
氏
庶
流
（
分

家
）
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を

裏
付
け
る
史
料
は
乏
し
く
、
ど
の
よ
う
な

出
自
な
の
か
は
正
確
に
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
史
料
で
最
初
に
溝
江
氏
の
名
前
が
登

場
す
る
の
は
、『
大だ

い
じ
ょ
う
い
ん

乗
院
寺じ

社し
ゃ

雑ぞ
う

事じ

き記
』

で
あ
り
、
明
応
５
（
１
４
９
６
）
年
の
記

事
の
中
に
溝
江
郷
代
官
と
し
て
「
溝
江
殿

朝
倉
党
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
以
降
、

朝
倉
氏
の
家
臣
と
し
て
活
動
が
散
見
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
特
に
金
津
城
主
と
し
て

加
賀
一
向
一
揆
と
の
戦
い
で
活
躍
。
溝
江

氏
は
、
そ
れ
ら
の
戦
い
の
中
で
軍
功
を
上

げ
、
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
朝
倉
氏
が
滅
亡
し

た
と
き
で
す
。
溝
江
氏
は
織
田
氏
に
寝
返

り
、
本
領
を
安
堵
さ
れ
ま
す
が
、
天
正
２

（
１
５
７
４
）
年
２
月
10
日
、
加
賀
の
一

向
一
揆
総
勢
２
万
余
り
に
取
り
囲
ま
れ
、

19
日
に
落
城
し
ま
す
。
城
主
溝み

ぞ

江え

長な
が
や
す逸

、

そ
の
父
景か

げ
や
す逸

、
長
逸
の
弟
で
菩
提
寺
の
妙

隆
寺
住
職
辨べ

ん

栄え
い

な
ど
一
族
30
余
人
が
自
害

し
て
果
て
ま
す
が
、
た
だ
一
人
、
長
逸
の

子
の
溝み

ぞ

江え

長な
が
う
じ氏

は
難
を
逃
れ
、
そ
の
後
織

田
、
豊
臣
に
仕
え
、
家
を
再
興
し
ま
す
。

特
に
豊と

よ
と
み
ひ
で
よ
し

臣
秀
吉
の
信
任
が
厚
く
、
越
前
国

内
の
豊
臣
家
の
蔵
入
れ
地
の
管
理
を
任
さ

れ
た
ほ
か
、政
権
の
吏
僚
と
し
て
活
躍
し
、

晩
年
に
は
１
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
為
政
者
と
し
て
も
優
れ
て
お
り
、
住

民
の
利
便
を
考
え
、
竹
田
川
に
橋
（
現
在

の
市
姫
橋
）
を
架
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
長
氏
は
関
ヶ
原
の
戦
い
の
直

前
、
慶
長
５
（
１
６
０
０
）
年
２
月
に
亡

く
な
り
、
跡
を
継
い
だ
長な

が
は
る晴

は
西
軍
に
味

方
し
た
た
め
所
領
を
没
収
。
金
津
の
地
を

離
れ
ま
す
。
後
に
、
彦
根
藩
で
仕
官
し
、

子
孫
は
そ
の
ま
ま
彦
根
藩
に
仕
え
続
け
幕

末
を
迎
え
た
の
で
す
。

朝
倉
氏
に
仕
え

金
津
を
百
年
治
め
た

溝み

ぞ

江え

氏

金津城溝江落城之図（あわら市所蔵）

溝
江
氏
略
系
図

溝
江
景
逸

長
逸

長
氏

長
晴

長
保

辨
栄

あわら市郷土歴史資料館執筆・協力
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史
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・
ゆ
か
り
の
地

諏す

わ訪
館や

か
た

跡あ
と

庭て
い
え
ん園

一乗谷朝倉氏遺跡の庭
園の中でも壮麗な諏訪
館跡庭園。朝

あさくらよしかげ
倉義景が

小
こ

少
しょうしょう

将に与えたという
館がこの諏訪館でした。
その優麗さから、小少
将が受けた寵愛の大き
さを感じられます。

【住所】福井市城戸ノ内町（JR 福井駅から浄教寺行き京福バス「武家屋敷前」下車３分）

参考資料等
足立尚計『ふくい女性風土記』日刊県民福井・中日新聞福井支社

『歴史読本』編集部編『物語 戦国を生きた女１０１人』KADOKAWA

越
前
朝
倉
氏
最
後
の
当
主
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

。
彼
は
そ
の
生
涯
で
２
人
の

正
室
と
１
人
の
側
室
を
も
ち
ま
し
た
。
中

で
も
彼
が
寵
愛
し
、
義
景
自
害
の
際
も
と

も
に
い
た
の
が
小
少
将（
小
将
と
も
い
う
）

で
す
。

　

小
少
将
は
、
義
景
の
家
臣
、
斎さ

い
と
う藤

兵ひ
ょ
う
ぶ部

少し
ょ
う
ゆ
う輔

の
娘
で
あ
り
、
生
年
な
ど
は
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
永
禄
11
（
１
５
６
８
）
年
、

義
景
最
初
の
嫡
男
・
阿く

ま
ぎ
み
ま
る

君
丸
が
死
亡
。
一

門
内
の
争
い
な
ど
も
あ
り
、
義
景
は
悲
し

み
に
暮
れ
ま
す
。
ま
た
、
世
子
が
い
な
い

こ
と
を
家
臣
ら
が
心
配
し
、
悲
し
み
を
和

ら
げ
る
た
め
に
も
美
し
い
側
室
が
必
要
だ

と
考
え
、
側
室
に
推
薦
さ
れ
た
の
が
小
少

将
で
し
た
。

　

小
少
将
は
、
人
の
目
を
ひ
く
美
し
い
容

貌
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
人

の
心
を
つ
か
む
話
力
も
持
っ
て
い
る
人
柄

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
義
景
は
小
少
将

に
館
を
与
え
、
小
少
将
を
寵
愛
。
元
亀
元

（
１
５
７
０
）
年
、
小
少
将
は
、
待
望
の

男
子
、
愛あ

い
お
う
ま
る

王
丸
を
生
み
ま
す
。
以
降
、
義

景
は
ま
す
ま
す
小
少
将
と
愛
王
丸
を
溺
愛

す
る
よ
う
に
な
り
、
将
軍
足あ

し
か
が利

義よ
し
あ
き昭

か
ら

上
洛
の
命
令
が
あ
っ
た
際
に
兵
を
動
か
さ

な
か
っ
た
の
も
小
少
将
が
原
因
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

義
景
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
小
少
将
は

次
第
に
国
中
で
の
権
力
を
強
め
て
い
き
ま

し
た
が
、
朝
倉
氏
と
と
も
に
衰
退
の
道
を

歩
ん
で
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
天
正
元

（
１
５
７
３
）
年
頃
よ
り
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
越

前
攻
め
が
始
ま
り
、
一
乗
谷
が
焼
き
討
ち

に
あ
う
と
、
義
景
は
小
少
将
と
愛
王
丸
、

義
景
の
母
・
光こ

う
と
く
い
ん

徳
院
を
連
れ
て
大
野
郡
へ

逃
げ
延
び
ま
す
。
し
か
し
、
朝あ

さ
く
ら倉

景か
げ
あ
き
ら鏡

の

裏
切
り
に
あ
い
義
景
は
自
害
。
小
少
将
ら

は
丹に

わ羽
長な

が
ひ
で秀

の
軍
勢
に
捕
ら
え
ら
れ
、
信

長
の
も
と
へ
連
行
さ
れ
ま
し
た
。
白
昼
、

あ
り
あ
わ
せ
の
ヒ
ノ
キ
笠
姿
で
府
中
（
現

在
の
越
前
市
）
の
街
を
通
る
彼
女
ら
の
姿

を
み
た
人
々
は
、
い
た
く
嘆
い
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

彼
女
は
、
南
条
今
庄
の
里
（
南
条
郡
南

越
前
町
）
で
殺
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、『
朝
倉
始
末
記
』
に
は
光

徳
院
と
愛
王
丸
が
殺
さ
れ
た
こ
と
は
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
小
少
将
が
殺
さ

れ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
岐
阜
県
の
願が

ん
こ
う興

寺じ

に
「
義
景
の
妾
が

寺
に
落
ち
延
び
、
遺
児
を
出
産
し
た
」
と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
小

少
将
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
も
し
か
す
る
と
、
男
性
の
理
性
を

狂
わ
せ
る
ほ
ど
の
美
貌
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
小
少
将
は
誰
か
に
助
け
ら
れ
逃
げ
延

び
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

か
つ
て
の
唐
の
楊
貴
妃
も
、
美
麗
で
才

知
に
優
れ
て
い
た
こ
と
で
皇
帝
の
寵
愛
を

一
身
に
受
け
、
最
後
に
は
一
族
も
ろ
と
も

殺
害
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
“
越
前
の

楊
貴
妃
”
と
も
い
え
る
小
少
将
。
彼
女
も

ま
た
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ

ン
な
の
で
す
。

一
乗
谷
に
舞
い
降
り
た

“
越
前
の
楊よ

う

き

ひ

貴
妃
”

小こ

少し
ょ
う
し
ょ
う将

朝倉義景肖像
（心月寺蔵）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

宿と
の
い
あ
と

直
跡

（
一
乗
谷
城
跡
）

【住所】福井市城戸ノ内町（下城戸跡の北に位置する安波賀という地区から山の
尾根筋を登り約１時間３０分）

山城見学会の様子 宿直跡からの眺め
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

宿直跡からは一乗谷の城下町、足羽川や福井平野を眼下に見
下ろし、さらにその奥には日本海までを臨むことができます。
三
みくにみなと

国湊まで眺望がきくことから、朝倉氏の時代には見張りが待
機していたのかもしれません。

参考資料等 松本泰典「コラム 一乗谷と周辺の城」、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『国指定特別史跡 指定 45 年記念特別展 一乗谷～戦国城下町の栄華～』   

朝
倉
氏
が
本
拠
と
し
た
一
乗
谷
。
こ

こ
に
城
下
町
を
築
い
た
理
由
は
、

天
然
の
要
塞
で
あ
る
山
地
に
よ
っ
て
四
方

が
守
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

朝
倉
氏
は
単
純
に
天
然
の
要
塞
と
い
う
地

形
に
の
み
頼
っ
て
、
諸
勢
力
か
ら
城
下
町

を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

朝
倉
氏
は
、
谷
が
狭
く
な
る
地
点
２
か

所
に
城
戸
（
土
塁
）
を
築
き
、
一
乗
谷
を

南
北
に
閉
塞
す
る
防
御
施
設
と
し
て
機
能

さ
せ
ま
し
た
。
南
側
の
城
戸
を
上
城
戸
、

北
側
の
城
戸
を
下
城
戸
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
朝
倉
館
の
背
後
に
位
置
す
る
一

乗
城
山
（
標
高
４
７
５ 

メ
ー
ト
ル
）
に
一

乗
谷
城
を
築
き
ま
し
た
。
山
頂
に
は
、
千

畳
敷
や
一
の
丸
な
ど
多
く
の
平
坦
地
の
ほ

か
、
等
高
線
に
対
し
て
直
角
方
向
に
斜
面

を
掘
っ
て
造
る
畝う

ね
じ
ょ
う状

竪た
て
ぼ
り堀

が
山
城
全
体
で

約
１
４
０
条
も
設
け
て
あ
り
、
大
変
強
固

な
防
御
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

一
乗
谷
城
は
標
高
が
約
４
７
０
メ
ー
ト

ル
で
あ
り
、
そ
の
向
か
い
に
あ
る
標
高
約

２
５
０
メ
ー
ト
ル
の
御み

茸た
け
や
ま山

と
高
低
差
が

大
き
く
、
一
乗
谷
城
の
中
の
見
張
り
場
で

あ
る
「
宿と

の
い直

跡あ
と

」
か
ら
は
遠
く
福
井
平
野

や
三
国
湊
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
眺
望

と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
朝
倉
氏
が
一
乗

城
山
に
城
を
築
い
た
意
図
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
「（
朝
倉
）
家
景
、一
乗
城
に
居
す
」（『
朝

倉
家
伝
記
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
早
く
か

ら
一
乗
谷
、
も
し
く
は
山
上
の
一
乗
谷
城

が
「
本
城
」
と
し
て
の
本
格
的
な
防
御
機

能
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
一
乗
谷
城
の
周
辺
を
見
渡
す

と
、
朝
倉
一
族
や
そ
の
家
臣
が
築
い
た
と

い
わ
れ
る
「
支
城
」
が
多
く
点
在
し
て
い

ま
す
。
こ
の
支
城
が
、
本
城
と
密
接
に
関

連
し
、
敵
を
迎
撃
す
る
際
や
防
御
す
る
際

に
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

す
。
支
城
は
、
一
乗
谷
の
東
方
、
三
万
谷

を
越
え
た
旧
美
山
町
に
は
小こ

宇う

坂さ
か

城じ
ょ
う

、
西

方
に
槇ま

き
や
ま山

城じ
ょ
う

や
東ひ

が
し

大お
お

味み

城じ
ょ
う

、
北
方
に
は
成じ

ょ
う

願が
ん

寺じ

城じ
ょ
う

、
南
方
に
三み

つ
み
ね峰

城じ
ょ
う

が
あ
り
、
三
峰

城
の
さ
ら
に
西
方
の
尾
根
上
に
は
丹た

ん
ば波

岳だ
け
じ
ょ
う城

や
文も

ん

殊じ
ゅ

山さ
ん

城じ
ょ
う

が
築
か
れ
、
福
井
平
野

や
鯖
江
を
眼
下
に
お
さ
め
て
い
ま
し
た
。

　

槇
山
城
と
東
大
味
城
の
間
の
尾
根
上
に

は
、
い
く
つ
か
の
地
点
で
尾
根
が
堀
で
断

ち
切
ら
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
城
は
「
点
」
で
は
な
く
「
防
御
線
」

と
し
て
連
結
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え

ら
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
乗
谷
の

周
辺
は
城
や
防
御
施
設
に
よ
っ
て
、
何
重

に
も
防
御
線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
の

で
す
。

地
形
だ
け
で
な
く

支
城
や
防
御
施
設
で

守
ら
れ
て
い
た
一い

ち

乗じ
ょ
う

谷だ

に

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力

一乗谷城跡模式図
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

清
水
寺
「
朝
倉
堂
」

朝倉氏建立の初代朝倉堂は、寛永６
（1629）年の火災で焼失してしまいま
した。清水寺本堂の西に隣接する現
在の朝倉堂は、江戸初期に再建され
たものです。その後、幾度かの改修
を経て現在に至っており、平成 22 年
から約３年をかけ、大規模な修理がな
されました。

【住所】京都府京都市東山区清水 1 丁目 294
（JR 京都駅から市バス東山通北大路バスターミナ
ルゆき「五条坂」下車徒歩 10 分）

（『国宝 清水寺本堂ほか八棟修理工事報告書 第三集（朝倉堂）』）より

思
い
切
っ
て
大
き
な
決
断
を
す
る
こ

と
を
「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り

る
」
と
喩た

と

え
る
の
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か

日
本
人
の
常じ

ょ
う

套と
う

句く

で
す
。
こ
の
こ
と
わ
ざ

の
舞
台
で
あ
る
清
水
寺
に
「
朝
倉
堂
」
と

い
う
御
堂
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。

　

一
乗
谷
朝
倉
氏
の
初
代
当
主
朝あ

さ
く
ら倉

孝た
か
か
げ景

は
清
水
寺
の
千
手
観
音
を
信
仰
し
、
毎
日

観
音
経
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
孝
景
は
応

仁
年
間
（
１
４
６
７
〜
１
４
６
９
）
に
在

京
し
て
お
り
、
そ
の
頃
の
話
と
し
て
“
あ

る
人
が
清
水
寺
の
本
地
仏
（
菩
薩
）
で
あ

る
千
手
千
眼
観
音
像
を
孝
景
の
も
と
に

持
っ
て
来
て
、
こ
れ
を
孝
景
が
得
た
”
と

か
、“
孝
景
が
夢
に
清
水
寺
の
古
い
仏
像

を
見
た
”
と
い
っ
た
逸
話
が
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

文
明
元
（
１
４
６
９
）
年
、
清
水
寺

は
応
仁
の
乱
の
兵
火
で
焼
失
し
ま
す
。

「
十じ

っ

穀こ
く

坊ぼ
う

主ず

」
と
呼
ば
れ
た
大だ

い
か
ん
じ
ん
が
ん

勧
進
願
阿あ

上し
ょ
う
に
ん人

は
清
水
寺
の
再
興
の
た
め
奔
走
し
、

越
前
の
朝
倉
氏
や
国
人
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て

奉
加（
功
徳
を
得
る
た
め
に
金
品
を
寄
進
）

し
ま
し
た
。
彼
ら
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い

る
「
清き

よ
み
ず
で
ら

水
寺
再さ

い
こ
う興

奉ほ
う
が
ち
ょ
う

加
帳
」
に
よ
れ
ば
、

孝
景
は
５
０
０
貫
文
、
氏う

じ
か
げ景

と
貞さ

だ
か
げ景

は
そ

れ
ぞ
れ
１
０
０
０
貫
文
分
の
柱
を
寄
進
し

て
い
ま
す
。
時
の
権
力
者
日ひ

の野
富と

み
こ子

で
す

ら
１
２
０
貫
文
で
あ
り
、
そ
の
額
は
他
の

者
と
比
べ
て
桁
は
ず
れ
に
多
い
も
の
で
し

た
。
こ
の
他
、
朝
倉
氏
の
国
人
ク
ラ
ス
の

武
士
は
大
体
20
貫
文
を
奉
加
し
て
お
り
、

こ
れ
も
相
当
高
額
で
す
。
こ
れ
ら
奉
加
帳

の
数
字
は
朝
倉
氏
の
清
水
寺
に
対
す
る
特

別
の
信
仰
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
貞
景
は
、
清
水
寺
に
法
華
堂

を
建
立
。
造
営
料
と
灯
明
料
の
田
地
を

寄
進
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
「
朝

倉
堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
建
物
の
前
身

で
、
貞
景
が
亡
く
な
っ
た
後
の
永
正
11

（
１
５
１
４
）
年
に
完
成
、
供
養
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
姿
は
「
清き

よ
み
ず
で
ら
さ
ん
け
い

水
寺
参
詣
曼ま

ん

荼だ

ら羅
」（
16
世
紀
に
成
立
）
に
描
か
れ
て

お
り
、
本
堂
と
同
様
に
舞
台
作
り
だ
っ

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

永
禄
５
（
１
５
６
２
）
年
、
義よ

し
か
げ景

に
嫡

子
が
誕
生
す
る
と
、
清
水
寺
成
就
院
は
早

速
お
守
り
や
御
祝
の
品
を
贈
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
後
も
成
就
院
は
義
景
に

対
し
て
年
始
の
御
祝
と
し
て
観
音
画
像
１

幅
と
扇
、杉
原
紙
な
ど
を
贈
っ
て
い
ま
す
。

清
水
寺
も
朝
倉
氏
に
対
す
る
贈
答
は
欠
か

さ
ず
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
よ
う

で
す
。

　

京
都
清
水
寺
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
一

乗
谷
朝
倉
氏
。
ま
さ
に
清
水
の
舞
台
か
ら

飛
び
降
り
る
よ
う
な
勢
い
で
行
わ
れ
た
多

額
の
援
助
は
、
そ
の
信
仰
の
厚
さ
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
越
前
を
支
配
す
る
朝
倉
氏

の
絶
大
な
力
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

朝
倉
氏
と

京
都
の
古こ

刹さ

つ

と
の

意
外
な
関
係

朝倉堂の描かれた「清水寺参詣曼荼羅」
音羽山清水寺蔵

『国宝 清水寺本堂ほか八棟修理工事報告書 第三集（朝倉堂）』より（　　　　　　　　　　  ）

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『第 10 回企画展　一乗谷の宗教と信仰』

『国宝　清水寺本堂ほか八棟修理工事報告書　第三集（朝倉堂）』京都府教育庁指導部文化財保護課

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

湯ゆ

殿ど
の
あ
と跡
庭て

い
え
ん園

戦国武将らしい豪壮な立石で構成された湯殿 跡庭園。
足
あしかがよしあき

利義昭の御成時には朝倉館に東楼があったとの記録があ
り、東楼から湯殿跡庭園や一乗谷の城下を俯瞰していたの
かもしれません。

【住所】福井市城戸ノ内町（JR 福井駅から浄教寺行き京福バス「武家屋敷前」
下車３分）

（撮影：北野武男氏、画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等 藤田若菜「コラム 庭園が教えてくれる中世のルール」、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『国指定特別史跡 指定 45 年記念特別展 一乗谷～戦国城下町の栄華～』

中
世
の
庭
園
に
は
格
式
が
あ
り
、
そ

の
空
間
は
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ

て
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
洛ら

く
ち
ゅ
う中

洛ら
く
が
い外

図ず

（
京
都
の
景
観
や
風
俗
を
描
い
た
屏
風

絵
）
の
描
写
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

洛
中
洛
外
図
に
隣
合
わ
せ
に
描
か
れ
て

い
る
細ほ

そ
か
わ川

管か
ん
れ
い領

邸
と
典て

ん
き
ゅ
う厩

邸
。
そ
れ
ぞ

れ
の
庭
を
見
る
と
、
庭
園
の
格
式
の
差

が
見
て
と
れ
ま
す
。
当
時
、
将
軍
の
補

佐
を
し
て
い
た
管
領
は
細
川
家
の
本
家
、

典
厩
は
分
家
と
い
う
関
係
に
あ
り
ま
し

た
。
管
領
邸
の
庭
園
に
は
水
を
湛
え
た

池
が
描
か
れ
て
い
る
一
方
、
典
厩
邸
の

庭
園
は
白
砂
敷
の
平
庭
と
な
っ
て
い
ま

す
。
将
軍
邸
に
は
池
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
池
庭
が
上
位
の
庭
園
と
考

え
ら
れ
て
い
た
と
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
庭
園
の
格
式
の
差
は
、
一

乗
谷
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
、
朝
倉

氏
当
主
に
関
係
す
る
館や

か
た

・
寺
院
の
み
が
池

庭
を
配
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
以
外
の

屋
敷
は
全
て
平
庭
と
な
っ
て
い
ま
す
。
朝

倉
氏
の
ナ
ン
バ
ー
２
と
目
さ
れ
、
５
代

朝あ
さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
従
兄
弟
で
あ
る
朝あ

さ
く
ら倉

景か
げ
あ
き
ら鏡

の

館
で
さ
え
も
、
平
庭
を
配
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、

50
軒
以
上
の
町
屋
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
庭
園
は
１
か
所
も
見
つ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
戦
国
期
に

お
い
て
庭
園
を
配
す
る
こ
と
は
、
ス
テ
ー

タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
一
面
が
あ
っ
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

朝
倉
氏
が
育
ん
だ｢

朝
倉
文
化｣

の

集
大
成
と
し
て
、
永
禄
11
（
１
５
６
８
）

年
の
将
軍
足あ

し
か
が利

義よ
し
あ
き昭

の
御
成
に
合
わ
せ

て
造
ら
れ
た
の
が
、
当
主
館
（
朝
倉
館
）

に
配
さ
れ
た
４
か
所
の
庭
園
と
建
築
群

で
す
。
山
裾
を
背
景
に
池
庭
を
配
置
し
、

池
庭
に
張
り
出
す
よ
う
に
小
座
敷
（
茶

の
湯
座
敷
）
と
泉
殿
（
遊
芸
の
場
）
を

建
て
て
い
ま
す
。
義
昭
の
御
成
時
の
宴

会
の
主
な
舞
台
と
な
っ
た｢

十
二
間
（
広

間
）｣

か
ら
は
、
越
前
特
産
の
笏し

ゃ
く

谷だ
に
い
し石

で

し
つ
ら
え
ら
れ
た
花
壇
に
咲
き
ほ
こ
る

草
花
を
鑑
賞
し
な
が
ら
酒
宴
を
楽
し
ん

だ
姿
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
将
軍
義
昭
を

招
く
こ
と
の
で
き
る
格
式
の
高
い
庭
園

と
し
て
造
成
さ
れ
た
の
で
す
。

　

朝
倉
館
は
、
同
時
期
の
戦
国
大
名
の
当

主
館
の
大
き
さ
に
比
べ
る
と
、
平
坦
地
と

し
て
使
用
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
が
決
し
て
広

く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
谷

地
形
と
い
う
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で

庭
園
と
建
築
を
巧
み
に
配
置
し
て
い
ま

す
。
武
家
屋
敷
や
町
屋
が
軒
を
連
ね
る
一

乗
谷
の
賑
わ
い
の
中
に
、
京
で
流
行
し
て

い
た｢

市
中
の
山
居｣

（
市
中
に
い
な
が

ら
自
然
に
近
い
空
間
）
た
る
庭
園
空
間
が

創
造
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
、

庭
園
が
教
え
て
く
れ
る

朝
倉
氏
の
風
情

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力

冬の朝倉館跡庭園

（　　　　　　　 ）
秋の諏訪館跡庭園

撮影：北野武男氏、
画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

（　　　　　　　 ）撮影：北野武男氏、
画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

明
智
神
社
（
明あ

け
ち智
光み

つ
ひ
で秀
屋
敷
跡
）

福井市東大味には、明智光秀が居を構
えた跡と地元に伝わる明智神社があり
ます。光秀を祀るその神社で住民は、
一向一揆等の敵から知力をもって村を
守った光秀に感謝し、「あけっつぁま（明
智様）」と慕い、崇めてきました。住民
には、三女、玉

たま
（後の細川ガラシャ）

はこの地で生まれたという説も伝わって
います。

【住所】福井市東大味土井ノ内
　　　 （福井 IC より車で 15 分）

参考資料等
福井県編『戦国越前・若狭 概説 朝倉氏の歴史』「戦国ふくい」の文化遺産活用実行委員会
二木謙一 校註『明智軍記』新人物往来社、『明智光秀公と時衆・称念寺』称念寺

本
能
寺
の
変
を
起
こ
し
、
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
生
涯
が
描
か
れ
る
ド
ラ
マ
に
は

必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
す
る
武

将
、
明
智
光
秀
。
光
秀
に
関
す
る
史
料
は

少
な
く
、
そ
の
素
顔
や
生
涯
は
謎
に
包
ま

れ
て
い
る
部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
後

に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
明あ

け
ち智

軍ぐ
ん
き記

』
な
ど
か

ら
、
彼
が
人
生
の
う
ち
約
10
年
を
福
井

（
越
前
）
の
地
で
送
っ
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。

　

光
秀
は
享
禄
元
（
１
５
２
８
）
年
、
美

濃
国
、
明
智
城
に
明あ

け
ち智

光み
つ
つ
な鋼

（
諸
説
あ

り
）
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
美
濃
の
戦
国

大
名
、
斎さ

い
と
う藤

道ど
う
さ
ん三

に
仕
え
ま
す
。
26
歳
の

時
、
熙ひ

ろ
こ子

と
結
婚
し
ま
す
が
、
弘
治
２

（
１
５
５
６
）
年
、
道
三
を
倒
し
た
斎さ

い
と
う藤

義よ
し
た
つ龍

（
道
三
の
嫡
男
）
に
攻
め
ら
れ
、
明

智
城
は
落
城
。
29
歳
の
時
、
光
秀
は
油
坂

峠
を
越
え
て
越
前
に
逃
亡
し
ま
す
。
落
着

き
先
は
、
現
在
の
坂
井
市
丸
岡
町
に
あ
る

称し
ょ
う

念ね
ん

寺じ

の
門
前
で
、
生
活
は
困
窮
を
極
め

た
と
い
い
ま
す
。

　

光
秀
、
35
歳
の
時
、
転
機
が
訪
れ
ま

す
。
加
賀
の
一
向
一
揆
が
越
前
に
襲
来
し

た
際
、
光
秀
は
朝
倉
軍
に
与
し
、
智
才
を

活
か
し
て
朝
倉
軍
の
勝
利
に
貢
献
。
こ
れ

を
機
に
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
客
臣
と
し
て
迎
え

ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
残
っ
て
い
ま
す
。
光
秀
が
勝
利
に
貢
献

し
た
こ
と
が
縁
で
、
朝
倉
方
の
武
将
か
ら

「
光
秀
の
居
宅
で
歌
会
を
」
と
の
交
遊
の

申
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
極
貧

生
活
の
光
秀
に
は
、
彼
ら
を
も
て
な
す
余

裕
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
、
妻
、
熙

子
が
光
秀
の
た
め
に
大
切
な
黒
髪
を
売

り
、
御
馳
走
を
用
意
し
、
歌
会
を
成
功
さ

せ
た
と
い
い
ま
す
。
妻
の
支
え
が
光
秀
の

仕
官
を
叶
え
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
40
歳
の
時
、
朝
倉
に
見
切
り

を
つ
け
、
信
長
の
家
臣
と
な
り
ま
す
。
天

正
３
（
１
５
７
５
）
年
、
主
君
、
信
長
の

越
前
再
侵
攻
の
際
に
も
、
こ
ん
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
戦
乱
の
直
後
、
光

秀
が
か
つ
て
関
わ
っ
た
と
伝
わ
る
西さ

い
れ
ん蓮

寺じ

（
現
在
の
福
井
市
東ひ

が
し

大お
お

味み

。
一
乗
谷
朝

倉
氏
遺
跡
の
南
西
）
に
対
し
、
猛
将
柴し

ば
た田

勝か
つ
い
え家

た
ち
か
ら
安あ

ん

堵ど

状じ
ょ
う

が
出
さ
れ
ま
し

た
。
安
堵
状
は
、
光
秀
が
住
民
の
安
否
を

気
遣
い
、
勝
家
に
依
頼
し
出
状
さ
せ
た
も

の
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
西
蓮
寺
は
保
護
さ

れ
、
住
民
も
無
事
に
生
活
で
き
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。（
今
も
残
る
安
堵
状
に
は
、

“
こ
の
寺
者
等
は
元
の
場
所
に
帰
っ
て
住

む
こ
と
”、“
理
不
尽
な
こ
と
を
言
う
者
が

い
れ
ば
、
そ
の
者
の
名
前
を
伝
え
よ
。
厳

罰
に
処
す
”
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

逆
臣
、
裏
切
り
者
と
称
さ
れ
る
光
秀
で

す
が
、
約
10
年
身
を
置
い
た
再
起
の
地
、

越
前
に
感
謝
し
住
民
を
思
い
や
る
姿
も

ま
た
、
光
秀
の
素
顔
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
地
元
住
民
は
、
光
秀
の
思
い
に
応
え

る
よ
う
に
、
毎
年
、
命
日
の
６
月
13
日
に

法
要
を
行
い
、
光
秀
の
遺
徳
を
偲
ん
で
い

ま
す
。

知
将
、
明あ

け

智ち

光み

つ

ひ

で秀
の

再
起
の
地
へ
の

思
い

明智光秀肖像（本徳寺蔵）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

称し
ょ
う

念ね
ん

寺じ

北陸における時宗布教の中心道場と
して、朝廷や足利将軍家の祈願所と
なり、朝倉家はじめ歴代の越前国主
から厚く保護されました。また南北朝
時代に新

に っ た
田義

よしさだ
貞の遺骸が運ばれ葬ら

れた（『太平記』）ことから、義貞の墓
所（県史跡）もあります。

【住所】坂井市丸岡町長崎１９−１７（JR 丸岡駅
より本丸岡行き京福バス 「舟寄」下車徒歩 10 分）

参考資料等
『定本　時宗宗典　下巻』時宗宗務所、二木謙一 校註『明智軍記』新人物往来社
みくに龍翔館編『みくに龍翔館第 25 回特別展「天下人の時代と坂井―戦国武将の息吹と足跡―」』、『明智光秀公と時衆・称念寺』称念寺

みくに龍翔館　学芸員　角 明浩執筆・協力

越
前
の
称し

ょ
う

念ね

ん

寺じ

門
前
で

再
起
を
図
っ
た

明あ

け

智ち

光み

つ

ひ

で秀

織お

田だ

信の
ぶ
な
が長

に
仕
え
た
重
臣
の
ひ
と
り

で
あ
り
な
が
ら
、
本
能
寺
で
信
長

を
急
襲
し
た
明
智
光
秀
。
彼
の
前
半
生
に

関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
謎
に
包

ま
れ
て
い
ま
す
。
光
秀
の
一
生
を
記
し

た
江
戸
時
代
の
物
語
『
明あ

け
ち
ぐ
ん
き

智
軍
記
』（
現

存
す
る
版
本
で
最
古
の
も
の
は
元
禄
６

（
１
６
９
３
）
年
）
に
は
、
光
秀
が
信
長

に
仕
え
る
以
前
の
記
述
な
ど
他
の
書
物
に

は
見
ら
れ
な
い
興
味
深
い
記
載
が
多
く
あ

り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
光
秀
の
死
後
百

年
以
上
経
っ
て
書
か
れ
た
物
語
で
す
。
光

秀
の
足
跡
に
お
い
て
確
実
と
い
え
る
部
分

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
『
明
智
軍
記
』
に
は
、
光
秀
は
美
濃
を

追
わ
れ
た
後
、
越
前
に
入
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、越
前
の
戦
国
大
名
・

朝あ
さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
も
と
に
い
た
頃
、称
念
寺（
現

在
の
坂
井
市
）
の
寺
地
に
妻
子
を
住
ま
わ

せ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
称
念
寺
の
僧
と
と

も
に
山
代
温
泉
に
湯
治
に
行
く
途
中
で
三み

国く
に

湊み
な
とや

雄
島
を
遊
覧
し
た
こ
と
、
光
秀
が

三
国
の
船
人
に
日
本
海
上
の
航
路
や
沿
岸

の
湊
に
つ
い
て
尋
ね
た
こ
と
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
こ
の
記
述
の
一
部
を
裏
付
け
る
史

料
が
あ
り
ま
す
。
時
宗
の
指
導
者
で
あ
る

同ど
う
ね
ん念

と
い
う
僧
が
天
正
６
年
か
ら
８
年

（
１
５
７
８
〜
１
５
８
０
）
の
間
に
東
海
・

畿
内
各
地
を
巡
っ
た
際
の
記
録
で
、『
遊ゆ

行ぎ
ょ
う

三さ
ん
じ
ゅ
う十

一い
ち

祖そ

京け
い
き畿

御ご

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

記き

』
と
い
う

史
料
で
す
。
信
長
ら
武
将
た
ち
と
の
交
流

な
ど
が
記
さ
れ
、
当
時
の
社
会
情
勢
を
理

解
す
る
う
え
で
貴
重
な
も
の
で
す
。
史
料

に
は
、 “
光
秀
は
か
つ
て
越
前
の
朝
倉
義

景
の
も
と
に
い
た
頃
に
十
年
間
称
念
寺
の

門
前
に
住
ん
で
お
り
、
そ
の
時
か
ら
の
友

情
で
、
遣
わ
し
た
僧
が
光
秀
居
城
の
坂
本

城
（
滋
賀
県
）
に
し
ば
ら
く
留
ま
っ
た
”

と
記
さ
れ
て
お
り
、
光
秀
が
称
念
寺
門
前

に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
俳
人
の
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

が
知
人

の
温
か
い
も
て
な
し
を
受
け
た
際
に
、
か

つ
て
光
秀
の
妻
が
自
分
の
黒
髪
を
売
っ
て

金
を
工
面
し
、
光
秀
を
助
け
た
と
い
う
逸

話
を
思
い
出
し
、「
月
さ
び
よ　

明
智
が

妻
の　

咄は
な

し
せ
む
」
と
い
う
句
を
詠
ん
だ

と
さ
れ
、
そ
の
句
碑
も
称
念
寺
に
建
っ
て

い
ま
す
。

　

越
前
に
い
て
再
起
を
図
っ
て
い
た
光

秀
。
彼
は
現
在
の
坂
井
市
域
の
花
鳥
風
月

を
見
聞
き
し
な
が
ら
、
夢
と
野
心
を
胸
に

抱
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

明智光秀肖像（本徳寺蔵）

遊行三十一祖京畿御修行記〈部分〉
（画像提供：別願寺）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

御ご

所し
ょ

・
安あ

ん
よ
う養
寺じ

跡

朝倉氏の本拠地であった一乗谷朝倉氏遺跡には、足
あしかが

利義
よしあき

昭が
滞在していたと考えられる「御所 ･ 安養寺跡」と呼ばれる場所
があります。ここに明

あ け ち
智光

みつひで
秀、細

ほそかわ
川藤

ふじたか
孝などが集まり、信長の

もとに行くという協議を行っていたのかもしれません。

【住所】福井市東新町
 （JR 福井駅より京福バス東郷線で約 30 分「一乗小学校」下車徒歩５分）

参考資料等
高柳光寿『明智光秀』吉川弘文館、小和田哲男『明智光秀と本能寺の変』ＰＨＰ文庫
谷口研語『明智光秀 - 浪人出身の外様大名の実像 -』洋泉社

２
０
２
０
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
麒
麟
が
く
る
」
は
、
明
智
光
秀

が
主
人
公
で
す
。
光
秀
は
越
前
ゆ
か
り
の

戦
国
武
将
で
あ
り
、
そ
の
事
跡
を
追
っ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

光
秀
が
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
家
臣
で
あ
っ
た
こ

と
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
信
長
に

仕
え
る
ま
で
の
前
半
生
に
つ
い
て
は
確
か

な
記
録
が
な
く
、
出
自
も
含
め
そ
の
様
子

は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

信
長
に
仕
え
る
直
前
ま
で
は
越
前
の
朝
倉

氏
の
も
と
に
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

光
秀
が
い
つ
頃
か
ら
朝
倉
氏
の
も
と
に

い
た
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

永
禄
10
（
１
５
６
７
）
年
に
後
の
室
町
幕

府
15
代
将
軍
と
な
る
足あ

し
か
が
よ
し
あ
き

利
義
昭
が
朝
倉
氏

に
援
助
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
と
、
義
昭

に
も
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
義
昭
の
家
臣
に
は
、
後
に
盟
友
と

な
る
細ほ

そ
か
わ
ふ
じ
た
か

川
藤
孝
が
お
り
、
光
秀
と
は
こ
の

時
に
知
り
合
い
、
親
交
を
深
め
て
い
き
ま

す
。
天
正
６
（
１
５
７
８
）
年
に
は
、
信

長
の
命
で
光
秀
の
娘
で
あ
る
玉
（
ガ
ラ

シ
ャ
）
は
、
藤
孝
の
長
男
忠た

だ
お
き興

に
嫁
ぐ
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

永
禄
11
（
１
５
６
８
）
年
７
月
に
、
義

昭
は
信
長
の
も
と
へ
身
を
寄
せ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
（
光
秀
は
同
年
中
に
合
流
）。

義
昭
、
藤
孝
、
光
秀
の
３
者
に
よ
る
協
議

の
末
、
こ
の
決
断
を
し
た
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
頃
に
信
長
が
藤
孝
に
宛
て
た
書
状

に
、
年
が
書
か
れ
て
い
な
い
６
月
12
日
付

と
８
月
14
日
付
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
は
「
明
智
に
申
し
含
め
て
お
い
た
か

ら
、そ
れ
を
義
昭
様
に
披
露
し
て
ほ
し
い
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
書
状
の
花
押

は
永
禄
12
（
１
５
６
９
）
年
以
降
の
も
の

と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、
内
容
か
ら
永

禄
11
年
の
も
の
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
も

し
永
禄
11
年
だ
と
す
れ
ば
、
光
秀
が
信
長

の
意
を
受
け
て
、
一
乗
谷
に
い
た
義
昭
と

交
渉
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
史
料
と
い

え
る
の
で
す
。

　

信
長
の
も
と
に
行
っ
て
か
ら
も
、
光
秀

は
引
き
続
き
義
昭
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
さ

れ
ま
す
が
、
信
長
と
義
昭
の
関
係
が
悪
化

し
て
い
く
と
、
信
長
の
家
臣
と
な
り
ま

す
。
そ
の
後
は
、
か
つ
て
自
身
が
過
ご
し

た
越
前
を
は
じ
め
各
地
に
転
戦
す
る
ほ

か
、
官
僚
的
な
業
務
な
ど
多
く
の
任
務
を

引
き
受
け
、
多
大
な
功
績
を
あ
げ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
報
償
と
し
て
近
江
の
一
部
と

丹
波
一
国
を
与
え
ら
れ
、
信
長
政
権
で
も

有
数
の
大
名
と
な
り
ま
す
が
、
天
正
10

（
１
５
８
２
）
年
６
月
２
日
に
本
能
寺
の

変
を
起
こ
し
、
主
君
で
あ
る
信
長
を
討
つ

の
で
す
。

　

本
能
寺
の
変
を
起
こ
し
た
理
由
は
諸
説

あ
っ
て
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

信
長
と
光
秀
の
関
係
は
も
と
を
辿
れ
ば
、

光
秀
が
越
前
に
い
た
時
か
ら
始
ま
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
本
能
寺
の
変
も

起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
越
前
は
、光
秀
の
活
躍
が
始
ま
り
、

大
き
な
歴
史
が
動
き
は
じ
め
た
場
所
な
の

で
す
。

明あ

け

智ち

光み

つ

ひ

で秀
の
活
躍
は

越
前
か
ら

始
ま
っ
た

福井市立郷土歴史博物館執筆・協力

朝倉義景館跡
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上か
み

城き

ど戸
跡あ

と

上城戸跡の外に位置する東新町の小字には「斉藤」という字があり
ます。斎

さいとう
藤道

どうさん
三の孫、龍

たつおき
興は、朝倉氏とともに刀根坂の戦いで討死

にしており、一乗谷にも滞在していたと考えられています。同時代を
生きた光秀と龍興、二人はどこかで会ったことがあるかもしれません。

【住所】福井市東新町（JR 福井駅から浄教寺行き京福バス「一乗小学校前」下車徒歩１分）

（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

参考資料等
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館編『一乗谷朝倉氏遺跡特別史跡指定 40 周年　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館開館 30 周年　
一乗谷朝倉氏庭園特別名勝指定 20 周年　記念特別展　戦国城下町一乗谷を歩く　−発掘調査と環境整備のあゆみ−』
柴裕之編『図説　明智光秀』戎光祥出版
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川 美咲執筆・協力

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
の
南
側
に
位
置

す
る
御
所
・
安
養
寺
跡
。
こ
こ
が
、

将
軍
足
利
義
昭
が
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

に
担
が
れ
て

上
洛
す
る
３
か
月
前
ま
で
滞
在
し
て
い
た

場
所
で
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。

　

一
つ
の
場
所
と
し
て
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
本
来
は
御
所
跡
と
安
養
寺
跡
と
い
う

隣
接
し
た
２
つ
の
遺
跡
か
ら
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。
明
治
９
（
１
８
７
６
）
年
の
地

籍
図
に
は
、
一
乗
谷
の
東
新
町
の
小
字
の

中
に
「
五
所
」「
安
如
寺
」
な
ど
が
み
え

ま
す
。

　

御
所
跡
に
は
、
永
禄
10
（
１
５
６
７
）

年
か
ら
翌
11
年
に
か
け
て
の
９
か
月
間
、

義
昭
が
滞
在
し
て
い
ま
す
。
御
所
跡
で
は

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
後
世
に

行
わ
れ
た
土
地
改
良
事
業
等
に
よ
り
大
き

く
削
平
を
受
け
て
い
た
た
め
、
溝
跡
な
ど

の
少
数
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
、

建
物
の
配
置
な
ど
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

御
所
跡
の
南
側
に
立
地
す
る
安
養
寺
跡

は
、
現
在
の
福
井
市
足
羽
１
丁
目
に
あ
る

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
の
寺
院
が
戦
国
時

代
に
存
在
し
た
所
で
す
。寺
伝
に
よ
れ
ば
、

も
と
も
と
は
府
中
（
現
在
の
越
前
市
）
に

あ
り
ま
し
た
が
、
文
明
５
（
１
４
７
３
）

年
に
朝あ

さ
く
ら
た
か
か
げ

倉
孝
景
が
一
乗
谷
に
建
立
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
寺
は
広
大
な
寺

地
を
持
つ
一
乗
谷
で
も
最
も
大
き
な
寺
院

の
一
つ
で
し
た
。
義
昭
が
一
乗
谷
に
下
向

し
、
こ
こ
を
御
所
と
し
た
の
も
、
安
養
寺

が
規
模
の
大
き
な
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が

一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
発

掘
調
査
で
は
、
数
棟
の
建
物
跡
や
石
垣
、

池
、
溝
跡
等
、
寺
院
跡
の
一
部
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
建
物
跡
群
の
背

後
に
あ
る
谷
の
中
に
は
、
現
在
も
多
く
の

石
仏
・
石
塔
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

義
昭
が
一
乗
谷
に
滞
在
し
た
頃
、
ど
の

よ
う
な
人
物
が
越
前
に
来
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
頃
作
成
さ
れ
た
義
昭
に

従
う
幕
臣
や
各
地
の
大
名
を
記
し
た
リ
ス

ト
「
光こ

う
げ
ん
い
ん
で
ん

源
院
殿
御お

ん
だ
い代

当と
う
さ
ん参

衆し
ゅ
う

并な
ら
び
に

足あ
し
が
る軽

以い

げ下

衆し
ゅ
う

覚お
ぼ
え

」
に
、興
味
深
い
名
前
が
あ
り
ま
す
。

「
足
軽
」
の
一
人
と
し
て
、
明
智
光
秀
の

名
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
史
料
か
ら
光
秀

は
当
時
、
流
浪
す
る
義
昭
の
側
に
仕
え
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
義
昭
が
信

長
に
担
が
れ
て
上
洛
す
る
に
あ
た
り
、
信

長
と
の
交
渉
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

の
は
光
秀
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
奔
走
の
舞
台
の
一
つ
は
、こ
の
御
所
・

安
養
寺
跡
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

足あ

し

か

が利
義よ

し

あ

き昭
と
明あ

け

ち智
光み

つ

ひ

で秀
の

ゆ
か
り
の
地
、

御ご

し

ょ所
・
安あ

ん

よ

う養
寺じ

跡あ

と

一乗谷全景
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）

御所・安養寺跡
（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）
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沼ぬ
ま

田た

し氏
供く

養よ
う
と
う塔

（
得と

く
ほ
う法
寺じ

）

山城であった熊川城の下方にある得法寺の東側に、沼田家の供
養塔とされる石塔が現在も祀られています。平成５年には、細川
家１７代当主、細

ほそかわもりさだ

川護貞氏が、熊川宿の国の重要伝統的建造物
群保存地区選定に向けた応援のために、この地を訪れています。

【住所】三方上中郡若狭町熊川 33 − 26
   　　 （JR 上中駅から JR バス若江線「若狭熊川」下車徒歩 6 分）

参考資料等
三宅家史料刊行会編『明智一族　三宅家の史料』 清文堂出版
稲葉継陽「信長に重用されはじめた光秀の手紙」『細川ガラシャ』熊本県立美術館　

若狭町歴史文化課執筆・協力

若
狭
と
畿
内
を
結
ん
だ
街
道
、
い
わ

ゆ
る
鯖
街
道
の
う
ち
、
最
大
の
物

流
量
を
誇
っ
た
若
狭
街
道
。
小
浜
か
ら
熊

川
、
滋
賀
県
・
朽く

つ
き木

、
花は

な
お
れ折

峠
を
越
え
て

京
都
・
大
原
か
ら
出で

町ま
ち

柳や
な
ぎ

に
至
る
そ
の
道

程
は
、
室
町
・
戦
国
時
代
は
軍
事
上
の
大

き
な
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
要
所
と
な
っ
た
の
が
、
近
江
国
と
の
国

境
で
あ
る
熊
川
で
す
。
こ
の
熊
川
と
戦
国

一
の
知
将
、
明
智
光
秀
と
の
ゆ
か
り
を
探

り
ま
す
。

　

足
利
将
軍
直
属
の
家
臣
で
、
若
狭
と
近

江
の
国
境
の
熊
川
城
主
で
も
あ
っ
た
沼ぬ

ま
た田

光み
つ
か
ね兼

。
光
兼
の
娘
、
麝じ

ゃ
こ
う香

は
、
同
じ
く
足

利
直
属
の
家
臣
、
細ほ

そ
か
わ
ゆ
う
さ
い

川
幽
斎
（
藤ふ

じ
た
か孝

）
の

妻
と
な
っ
た
人
物
で
す
。
麝
香
は
度
量
が

広
く
し
っ
か
り
者
で
、
関
ケ
原
の
戦
い
の

前
哨
戦
で
あ
る
田
辺
城
の
戦
い
（
慶
長
５

（
１
６
０
０
）
年
）
で
は
、
女
性
で
あ
り

な
が
ら
具
足
を
身
に
ま
と
い
籠
城
し
、
紅べ

に

を
も
っ
て
陣
営
を
描
い
た
り
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
幽
斎
に
側
室
は
お
ら
ず
、

麝
香
を
生
涯
一
人
の
妻
と
し
て
添
い
遂
げ

ま
し
た
。幽
斎
は
光
秀
の
盟
友
で
も
あ
り
、

足あ
し
か
が
よ
し
あ
き

利
義
昭
の
将
軍
任
官
に
奔
走
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
夫
を
支
え
、

細
川
家
の
礎
を
築
い
た
賢
夫
人
が
熊
川
出

身
の
麝
香
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
幽
斎
、
麝
香
の
間
に
生
ま
れ
た

長
男
、
細ほ

そ
か
わ
た
だ
お
き

川
忠
興
の
夫
人
と
な
っ
た
の
が

受
洗
名
を
ガ
ラ
シ
ャ
と
さ
れ
た
、
光
秀
の

娘
、玉た

ま

で
す
。麝
香
は
玉
の
姑
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
明
智
の
血
を
引
き
、
細
川
家
の
家

臣
と
な
っ
た
一
族
に
三
宅
氏
が
あ
り
ま

す
。
三
宅
家
に
は
、
光
秀
が
書
い
た
手
紙

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
織お

だ田

信の
ぶ
な
が長

に
重
用
さ
れ
熊
川
に
先
に
着
い
た
光

秀
か
ら
、
足
利
の
近
臣
で
あ
る
幽
斎
ら
三

人
に
宛
て
た
も
の
で
す
。
日
付
は
、
永
禄

13
（
１
５
７
０
）
年
卯
月
廿
日
と
な
っ
て

お
り
、
朝
倉
攻
め
に
際
し
て
、
信
長
自
身

が
熊
川
に
到
着
し
て
越
前
に
向
か
う
２
日

前
の
も
の
で
す
。
こ
の
手
紙
に
、
武
田
家

の
老
中
が
熊
川
に
お
い
て
信
長
を
迎
え
る

こ
と
や
、
越
前
口
や
近
江
北
部
に
は
何
も

問
題
は
な
い
こ
と
を
伝
え
、
何
か
あ
れ
ば

申
し
上
げ
る
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

手
紙
は
、
戦
い
の
直
前
の
状
況
を
伝
え
る

第
一
級
の
史
料
で
す
。
こ
の
史
料
は
、
幽

斎
、
信
長
、
羽は

し
ば
ひ
で
よ
し

柴
秀
吉
、
徳と

く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
に
加

え
て
、
光
秀
も
熊
川
に
確
か
に
着
陣
し
た

こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
す
。

　

国
境
の
要
衝
、
熊
川
。
光
秀
と
ゆ
か
り

の
深
い
こ
の
地
は
、
そ
の
後
、
若
狭
国
主

と
な
っ
た
浅あ

さ
の
な
が
ま
さ

野
長
政
に
よ
っ
て
宿
場
町
と

し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

江
戸
時
代
に
は
、
問
屋
、
旅
籠
、
商
家
な

ど
２
０
０
戸
が
立

ち
並
び
、
人
と
物

が
行
き
交
う
街
道

の
要
所
と
し
て
大

き
な
発
展
を
遂
げ

て
い
く
の
で
す
。

若
狭
と
近
江
の

国
境
・
熊く

ま

が

わ川
と

明あ

け

智ち

光み

つ

ひ

で秀
の
関
係

永禄 13 年 4 月 20 日付
明智光秀書状『三宅家文書』

三宅久美子氏寄贈・熊本
県立美術館蔵（             ）

関
係
系
図

沼
田
光
兼

沼
田
清
延

沼
田
光
長

麝
香

細
川
幽
斎

明
智
光
秀

細
川
忠
興

細
川
ガ
ラ
シ
ャ
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の
地

発ほ
っ
し
ん心
寺じ

若狭武田氏 5 代元
もとみつ

光は、発
心寺を再興して隠居し天文
20（1551）年に没しました。
元光墓塔は宝

ぼうきょういんとう
篋印塔で、没

後直ちに造立されたものと
推定されます。若狭武田氏
歴代当主の墓塔中、埋蔵施
設として現存するものはこの
1 基のみです。

【住所】小浜市伏原４５−３
　　　 （ＪＲ小浜駅より徒歩 10 分）

武田元光墓塔

参考資料等
小浜市史編纂委員会編『小浜市史』通史編 上巻　小浜市
福井県立若狭歴史民俗資料館編『中世若狭を駆ける−若狭武田氏とその文化−』

小浜市教育委員会文化課執筆・協力

安あ

芸き

分ぶ
ん
ぐ
ん
し
ゅ
ご

郡
守
護
武た

け
だ田

信の
ぶ

栄ひ
で

は
、
永
享

12
（
１
４
４
０
）
年
に
足あ

し
か
が利

義よ
し
の
り教

の
命
を
受
け
、一い

っ
し
き色

義よ
し

貫つ
ら

を
討
ち
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
義
貫
の
所
領
若
狭
国
を
拝

領
し
て
若
狭
守
護
職
と
な
り
、
こ
こ
に
若

狭
武
田
氏
が
成
立
し
た
の
で
す
。

　

若
狭
守
護
職
は
初
代
信
栄
か
ら
８
代

元も
と
あ
き明

ま
で
続
き
ま
す
。
２
代
信の

ぶ
か
た賢

は
領
内

の
寺
社
領
等
の
荘
園
を
強
行
に
押
さ
え
、

若
狭
支
配
の
経
済
的
基
盤
を
築
き
上
げ
ま

し
た
。
ま
た
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
に

は
東
軍
の
将
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
な

お
、
４
代
元も

と
の
ぶ信

ま
で
は
西
津
に
守
護
館
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
５
代

元も
と
み
つ光

が
大
永
２
（
１
５
２
２
）
年
に
後
瀬

山
の
山
上
に
城
郭
を
築
き
、
併
せ
て
山
麓

に
館
を
建
設
し
ま
し
た
。

　

後
瀬
山
城
跡
は
、
若
狭
を
東
西
に
通
過

す
る
丹
後
街
道
を
足
下
に
お
き
、
小
浜

湊み
な
とを

眼
下
に
見
下
ろ
せ
る
場
所
に
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
経
済
的
に
も
軍
事
的
に
も

適
し
た
場
所
に
城
館
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
り
、
長
年
争
っ
て
い
る
丹
後
一
色
氏
の

残
党
が
小
浜
に
入
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
と

と
も
に
、
日
本
海
交
易
の
主
要
港
と
な
っ

て
い
た
小
浜
湊
の
経
済
力
を
掌
握
す
る
意

図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
若
狭
武
田
氏
は
代
々
文
芸
に
も

力
を
入
れ
、
和
歌
・
連
歌
・
蹴
鞠
な
ど
を

嗜
み
、
三さ

ん
じ
ょ
う条

西に
し
さ
ね実

隆た
か

な
ど
当
代
一
流
の
文

化
人
と
交
流
を
持
ち
ま
し
た
。
後
瀬
山
城

跡
に
は
発
掘
調
査
に
よ
り
、
山
上
に
築
山

遺
構
や
建
物
跡
が
あ
り
、
茶
器
な
ど
も
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
こ
う
い
う
庭
園

遺
構
は
全
国
的
に
も
他
に
３
例
し
か
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
文
化
的
素
養
の

高
か
っ
た
若
狭
武
田
氏
ら
し
い
も
の
と
い

え
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
永
７
（
１
５
２
７
）
年
の

京
都
桂
川
の
合
戦
で
、
５
代
元
光
の
軍
は

大
敗
北
を
喫
し
、
こ
の
混
乱
に
乗
じ
た
丹

後
海
賊
が
若
狭
を
襲
撃
。
こ
れ
に
よ
り
若

狭
武
田
氏
は
衰
退
の
途
を
進
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
の
信の

ぶ
と
よ豊

、
義よ

し
む
ね統

、
元
明

も
情
勢
を
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
永

禄
11
（
１
５
６
８
）
年
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
軍

勢
が
若
狭
へ
侵
攻
し
、
後
瀬
山
城
を
攻
撃

し
た
際
に
元
明
は
越
前
へ
連
れ
て
い
か
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

天
正
元
（
１
５
７
３
）
年
、
丹に

わ羽
長な

が
ひ
で秀

が
若
狭
を
領
す
る
こ
と
と
な
り
、
天
正

９
（
１
５
８
１
）
年
に
は
織
田
信
長
か
ら

逸へ
ん
み見

氏
の
旧
領
の
内
３
千
石
を
あ
て
が
わ

れ
、
若
狭
武
田
氏
は
辛
う
じ
て
そ
の
名
望

を
保
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
正
10

（
１
５
８
２
）
年
、
本
能
寺
の
変
が
起
こ

り
、
山
崎
の
合
戦
に
勝
利
し
た
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

に
よ
っ
て
光
秀
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
元
明

は
明あ

け
ち智

光み
つ
ひ
で秀

に
同
心
し
た
と
い
う
こ
と
で

近
江
海
津
に
呼
び
出
さ
れ
、
長
秀
に
よ
っ

て
切
腹
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
栄
華
を
誇
っ
た

若
狭
武
田
氏
は
滅
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
す
。

中
世
の
若
狭
を

治
め
た
守
護
職

武
田
氏
の
盛
衰　

後瀬山遠景
（小浜市教育委員会提供）

後瀬山城跡　
築山遺構

（小浜市教育委員会提供）　

後瀬山城跡
出土遺物（茶器）

（小浜市教育委員会蔵）　

武田元光肖像
（発心寺蔵）
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史
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関
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史
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り
の
地

軍
記
『
国
吉
籠
城
記
』
と

田た
な
べ辺
半は

ん
だ
い

太
夫
家
伝
来
の
甲
冑

国吉籠城戦に粟
あ わ や

屋方として参戦した
地侍、田

た な べ は ん だ い
辺半太夫安

やすつぐ
次が、戦いの

様子を昔語りとして記した『国吉城
之記』が江戸時代を通じて書写され、
世に広まった軍記物。同家伝来の甲
冑も残っています。

『佐柿國義篭城記 全』天保 13（1842）年
（若狭国吉城歴史資料館蔵）

【住所】若狭国吉城歴史資料館：美浜町
佐柿２５−２（美浜 IC より車で約 5 分）

伊
いよざねだんがえにまいどうぐそく

予札段替二枚胴具足
（田辺半太夫家旧蔵）

参考資料等
美浜町教育委員会編『戦国若狭と国吉城（佐柿国吉城ブックレット国吉城の章第２巻）』、『山東の歴史と風土』美浜文化叢書刊行会

『平成 29 年度秋季企画展図録「徳川家康～美浜に残した足跡をたどる～」』　若狭国吉城歴史資料館

若狭国吉城歴史資料館  館長　大野 康弘執筆・協力

永
禄
６
（
１
５
６
３
）
年
か
ら
数
年

に
渡
り
、
越
前
朝
倉
氏
を
相
手
に

激
し
い
籠
城
戦
を
繰
り
広
げ
た
城
が
あ
り

ま
し
た
。
美
浜
町
佐
柿
に
あ
っ
た
山
城
、

国
吉
城
で
す
。
城
主
は
若
狭
国
守
護
大
名

武
田
氏
の
重
臣
、
粟あ

わ
や屋

越え
っ
ち
ゅ
う中

守の
か
み

勝か
つ

久ひ
さ

で
、

“
難
攻
不
落
の
城
”
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
戦
い
の
様
子
は
、
粟
屋
方
に

参
加
し
た
地
侍
、
田た

辺な
べ

半は
ん

太だ

夫い

安
次
が
昔

語
り
と
し
て
残
し
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て

様
々
な
人
が
書
き
写
し
、
軍
記
『
国
吉
籠

城
記
』と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
、
若
狭
国
を
我
が

物
に
し
よ
う
と
す
る
朝
倉
勢
の
侵
攻
を
粟

屋
方
が
撃
退
す
る
と
い
う
物
語
は
、
全
て

史
実
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
こ
の
城
は
当
時
「
国
吉
城
」
で

は
な
く
、地
名
の
「
サ
ガ
キ
（
佐
柿
）
城
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
南
北
朝
期
に

常つ
ね
く
に
く
に
よ
し

国
国
吉
が
築
き
、
国
吉
の
城
と
呼
ば
れ

た
。」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
国
吉
籠

城
記
』
に
記
さ
れ
、
定
着
し
た
と
み
ら
れ

ま
す
が
、
勝
久
の
子
孫
は
「
サ
ガ
キ
（
佐

賀
伎
）
城
」
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
朝
倉
氏
の
若
狭
侵
攻
も
、
実
は

縁
戚
関
係
に
あ
る
武
田
氏
の
支
援
が
目
的

で
し
た
。
当
時
の
武
田
氏
は
、
当
主
の
家

督
争
い
や
重
臣
の
謀
反
等
が
相
次
ぎ
、
朝

倉
氏
を
頼
り
に
権
力
を
強
化
し
た
い
当
主

ら
と
、
朝
倉
氏
の
影
響
を
排
除
し
た
い
勝

久
ら
家
臣
団
の
対
立
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
戦
い
の
描
写
は
、
侵
攻
す
る

朝
倉
勢
を
食
い
止
め
た
関
峠
の
迎
撃
戦
、

国
吉
城
の
籠
城
戦
法
、
中
山
の
付
城
へ
の

夜
襲
な
ど
、
語
り
手
で
あ
る
田
辺
半
太
夫

の
実
体
験
ゆ
え
、
詳
細
で
激
し
く
、
リ
ア

ル
感
が
あ
り
ま
す
。
攻
め
る
朝
倉
勢
も
、

大
軍
の
力
攻
め
や
付
城
の
築
城
、
青
田
刈

り
、
乱
捕
り
、
調
略
、
当
主
の
武た

け

田だ

孫ま
ご

八は
ち

郎ろ
う

元も
と

明あ
き

の
拉
致
（
朝
倉
側
で
は
保
護
）
と
、

あ
ら
ゆ
る
戦
術
を
用
い
ま
し
た
。実
際
に
、

朝
倉
勢
が
築
い
た
と
い
う
付
城
群
は
現
存

し
て
お
り
、
元
明
が
一
乗
谷
に
居
住
し
て

い
た
こ
と
も
史
実
で
す
。

　

元
亀
元
（
１
５
７
０
）
年
４
月
、
勝
久

は
国
吉
城
に
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

を
迎
え
、
朝
倉
攻

め
に
加
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
は
織
田

軍
の
撤
退
で
幕
を
閉
じ
ま
す
が
、
織
田
軍

は
国
吉
城
を
経
由
し
て
京
に
撤
退
し
て
い

ま
す
。
国
吉
城
の
目
前
、
佐
田
の
海
岸
で

朝
倉
勢
に
追
わ
れ
て
壊
滅
寸
前
の
木き

の
し
た下

秀ひ
で
よ
し吉

隊
を
、
同
じ
く
撤
退
中
の
徳と

く
が
わ川

家い
え
や
す康

軍
が
救
っ
た
と
い
う
地
元
の
伝
承
も
あ
り

ま
す
。
無
事
に
撤
退
し
た
織
田
・
徳
川
軍

は
、
同
年
６
月
に
近
江
国
姉
川
で
浅
井
・

朝
倉
軍
と
激
突
し
て
勝
利
し
た
の
で
す
。

　

も
し
、
国
吉
籠
城
戦
で
国
吉
城
が
落
城

し
て
い
た
ら
、
織
田
軍
の
朝
倉
攻
め
も

違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

粟
屋
勝
久
の
活
躍
と
国
吉
籠
城
戦
の
結
果

が
も
た
ら
し
た
そ
の
後
の
歴
史
へ
の
影
響

は
、
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
い
え
ま
す
。

“
難
攻
不
落
”
の

若
狭
国
吉
城
と

「
国
吉
籠
城
戦
」の
真
実　

若狭国吉城址全景

本丸跡に建つ
国吉城址碑
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福
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史
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関
連
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料
・
ゆ
か
り
の
地

皇こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

大
神
宮

始まりは南北朝時代といわれ、事
ことしろぬしのおおかみ

代主大神と大
おおくにぬしのおおかみ

國主大神が祀られて
います。「高浜七年祭」では、中ノ山の太刀振りが奉納されます。

【住所】大飯郡高浜町事代２−１（ＪＲ若狭高浜駅より徒歩９分）

高
浜
七
年
祭
の
太
刀
振
り

参考資料等
舘太 正『本町区皇大神宮移転壱百年記念　復刻版』
高浜町郷土資料館編『平成 12 年度企画展図録「戦乱の高浜城主 逸見昌経展」』

高浜町郷土資料館　主査　寺下 千代美執筆・協力

逸
見
昌
経
は
若
狭
武
田
氏
の
四
奉
行

の
１
人
で
あ
り
、
越
前
国
と
の
境

を
守
る
粟あ

わ

屋や

氏
と
同
じ
く
丹
後
国
と
の
境

を
守
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
昌

経
は
、
文
・
武
の
将
の
ど
ち
ら
か
と
い
わ

れ
れ
ば
「
武
の
将
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

と
い
え
ま
す
が
、
本
当
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

昌
経
は
守
護
若
狭
武
田
氏
に
対
し
て
二

度
の
反
乱
を
起
こ
し
、「
永
禄
４
年
の
反

乱
」で
は
本
拠
地
で
あ
っ
た
砕さ

い

導ち

山や
ま

城（
大

飯
郡
高
浜
町
）
が
落
城
し
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
そ
の
武
力
の
中
心
が
海
軍
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
永
禄
８
（
１
５
６
５
）

年
、
全
国
的
に
山
城
が
主
流
で
あ
っ
た
中

で
、
い
ち
早
く
平
山
城
、
ま
た
は
海
城
と

も
い
わ
れ
る
高
浜
城
を
築
城
し
、
翌
年
に

は
再
び
若
狭
武
田
氏
に
対
し
て
反
乱
を
起

こ
し
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
「
武
の
将
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
逸
見
昌
経
で
す
が
、
実
は
「
文
」
に
も

優
れ
て
お
り
、
経
済
的
な
側
面
か
ら
も
高

浜
の
繁
栄
に
寄
与
す
る
な
ど
、
現
在
の
高

浜
の
礎
を
築
い
た
人
物
と
も
い
え
ま
す
。

　

高
浜
町
内
に
『
市い

ち

蛭え
び
す子

斎さ
い
さ
い祭

記き

録ろ
く

』
と

い
う
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
高
浜
町
内

の
本
町
区
に
鎮
座
す
る
皇こ

う
た
い大

神じ
ん
ぐ
う宮

、
恵
比

須
神
社
の
年
数
録
で
す
。
こ
の
本
町
区
と

い
う
地
域
は
丹
後
街
道
が
地
区
の
中
央
を

通
っ
て
お
り
、
現
在
も
商
店
が
軒
を
連
ね

て
い
ま
す
。
ま
た
町
内
を
流
れ
る
子こ

び生
川

と
海
の
交
わ
る
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
昔
か
ら
船
の
荷
揚
げ
場
で
も
あ
り
、

高
浜
地
区
の
重
要
な
物
流
拠
点
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

昌
経
が
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
時
期
に

は
、
12
軒
の
問
屋
が
毎
月
六
斎
の
日
（
８

日
、
14
日
、
15
日
、
23
日
、
29
日
、
30
日
）

に
市
を
た
て
品
物
の
売
買
が
行
わ
れ
、
後

に
は
18
軒
に
ま
で
増
え
た
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
市
を
行
う
た
め
に
は
昌
経
の
許

可
が
必
要
で
あ
り
、
昌
経
が
早
く
か
ら
高

浜
の
繁
栄
の
た
め
に
は
経
済
の
発
展
が
重

要
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
市
を
た
て
る
こ

と
を
推
奨
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。

　

昌
経
が
亡
く
な
っ
た
天
正
９（
１
５
８
１
）

年
３
月
26
日
以
降
、
市
は
一
旦
途
絶
え

ま
し
た
が
、
慶
長
年
中
（
１
５
９
６
〜

１
６
１
５
）
に
再
開
し
、
青
郷
村
や
内
浦

村
、
佐
分
里
（
佐
分
利
）
村
か
ら
市
へ
出

店
す
る
も
の
も
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
市

は
、
大
西
町
か
ら
の
出
火
大
類
焼
で
売
買

が
止
ま
る
享
保
12
（
１
７
２
７
）
年
ま
で

続
き
ま
し
た
。

高
浜
繁
栄
の

道
を
拓
い
た

逸へ

ん

見み

昌ま

さ

経つ

ね

明
めいきょうどう

鏡 洞

本町区皇大神宮移転
壱百年記念 復刻版

（写真提供：高浜町郷土資料館）

木造 逸見駿河守昌経坐像（園松寺蔵）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

本
願
寺
派
と
対
立
し
た

三
門
徒
派
の
寺
院

如
にょどう

道の教えを受けた道
どうしょう

性は願土を求めて横
よこごし

越（鯖江
市）に證

しょうじょう
誠寺

じ
を建立します。その後、嫡男の善

ぜんじゅう
充が

證誠寺を継ぎ、次男の如
にょかく

覚が誠
じょうしょうじ

照寺を、三男の道幸
が常楽寺（廃寺）を建立しました。彼らは、三門徒
教団の中心として戦国の世を駆け抜けました。

【住所】證誠寺：鯖江市横越町 13-43（鯖江 IC から車で 5 分）
　　　  誠照寺：鯖江市本町 3 丁目 2-38（福井鉄道西鯖江駅から徒歩 5 分）

誠照寺

参考資料等
『福井県史』通史編 3　福井県、鯖江市史編纂委員会編『鯖江市史』通史編上　鯖江市
本山證誠寺史編纂委員会編『真宗山元派本山 證誠寺史』

鯖江市教育委員会文化課執筆・協力

鯖
江
市
杉
本
町
に
あ
る
西さ

い
こ
う光

寺じ

。
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
中
興
の
祖
、

蓮れ
ん
に
ょ如

（
本
願
寺
８
世
）
の
父
で
あ
る
存ぞ

ん
に
ょ如

が
創
建
し
た
お
寺
で
す
。こ
こ
の
寺
宝
に
、

上
畳
に
右
斜
め
向
き
に
座
り
、
頭
巾
状
の

か
ぶ
り
物
を
付
け
た
女
性
を
描
い
た
肖
像

画
が
あ
り
ま
す
。
制
作
年
代
は
室
町
時
代

と
考
え
ら
れ
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
蓮
如

の
妹
、
如に

ょ
ゆ
う祐

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

時
代
の
女
性
が
肖
像
画
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
は
非
常
に
稀
で
、
風
俗
的
に
も
絵
画

的
に
も
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
す
。
西
光

寺
は
、
越
前
に
お
け
る
本
願
寺
派
の
中
心

と
し
て
勢
力
を
拡
大
し
ま
し
た
が
、
戦
国

動
乱
の
な
か
で
浄
土
真
宗
教
団
は
ど
の
よ

う
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

13
世
紀
後
半
、
浄
土
真
宗
の
祖
、
親し

ん
ら
ん鸞

の
弟
子
た
ち
が
各
地
で
教
団
を
形
成
す
る

中
、
北
陸
地
方
に
も
教
団
が
進
出
。
正
応

３
（
１
２
９
０
）
年
に
親
鸞
の
法
脈
を
継

ぐ
如に

ょ
ど
う道

が
越
前
に
進
出
し
て
布
教
活
動
を

始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
教
団
は
道ど

う
し
ょ
う性

・

如に
ょ
か
く覚

・
浄じ

ょ
う
い
ち一

ら
に
受
け
継
が
れ
、
三
門
徒

派
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
の
娘
、
覚か

く

信し
ん

尼に

も
京
都
東
山
に
親
鸞
の
墓
所
を
営

み
、
曾ひ

孫ま
ご

で
あ
る
覚か

く
に
ょ如

が
こ
れ
を
寺
院
化

し
て
「
本
願
寺
」
と
称
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、本
願
寺
の
寺
勢
は
振
る
わ
ず
、

存
如
は
蓮
如
と
と
も
に
北
陸
へ
の
布
教
に

赴
く
こ
と
を
決
意
。
宝
徳
３（
１
４
５
１
）

年
、
彼
ら
は
丹
生
郡
石
田
村
（
現
在
の
鯖

江
市
）
に
到
達
し
て
、
西
光
寺
を
建
立
し

ま
し
た
。
存
如
は
そ
の
後
、
約
３
年
間
に

わ
た
っ
て
こ
の
地
で
教
化
の
基
礎
を
固

め
、
長
女
の
如
祐
は
婿
と
な
っ
た
永
存
と

と
も
に
、
西
光
寺
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

こ
の
頃
、
蓮
如
は
門
徒
数
を
増
や
し
て
い

ま
し
た
が
、
教
義
の
違
い
か
ら
三
門
徒
派

と
激
し
く
対
立
。
こ
の
対
立
は
越
前
の
政

局
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
文
明
５（
１
４
７
３
）

年
に
な
る
と
永
存
・
如
祐
は
４
男
、
蓮
実

を
伴
っ
て
栃
川
（
丹
生
郡
越
前
町
）
に
隠

居
し
、
永
存
没
後
、
母
子
は
加
賀
に
赴
き

ま
し
た
。

　

天
正
２
（
１
５
７
４
）
年
、
一
向
一
揆

に
参
画
し
た
西
光
寺
５
代
、
真
敬
は
織お

だ田

信の
ぶ
な
が長

軍
の
越
前
侵
攻
に
際
し
て
蜂
起
し
ま

す
。
北
陸
道
の
要
衝
木
ノ
芽
峠
に
西
光
寺

丸
を
築
き
、
織
田
軍
に
立
ち
向
か
い
ま
し

た
が
、
翌
年
８
月
16
日
に
真
敬
は
戦
死
、

西
光
寺
の
堂
宇
も
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
西
光
寺
は
現
在
地
に
再
建

さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
立
待
村
の
中
心
寺

院
と
し
て
長
く
尊
崇
を
集
め
て
い
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
冒
頭
の
如
祐
の
肖
像
画
は
当
初

は
極
め
て
小
振
り
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
私
的
に
描
か
せ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
理
由
の
ほ
か
、
持
ち
運
び
の
便
を

考
え
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

如
祐
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ

も
多
い
で
す
が
、
そ
の
姿
を
伝
え
る
貴
重

な
史
料
と
し
て
後
世
に
引
き
継
が
れ
て
い

く
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
古こ

刹さ

つ

に

眠
る
女
性
の

肖
像
画
の
謎

如祐尼像（復元図）

絹本著色伝如祐尼像
（西光寺蔵）

関係図（略図）

親鸞

（血脈）

覚信尼

覚如

存如

蓮如

蓮実

（法脈）

如道

道性

如覚善充

如祐

浄一

永存
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

「
幸こ

う
わ
か若
音お

ん
ぎ
ょ
く曲
発
祥
の
地
碑
」
と

 

越
前
町
幸
若
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー

  （
越
前
町
立
図
書
館
）

「幸若音曲発祥の地碑」が建つ地は、かつて幸若３家のひとつ幸
こうわかはちろうくろう

若八郎九郎家の屋敷
地でした。越前町幸若文化情報センターは幸若展示室・幸若研究室・幸若資料室を備
え、幸若舞に関する調査・研究の拠点として整備されています。

【住所】
〈 幸 若 音 曲 発 祥 の 地 碑 〉丹生郡越前町西田中８−２０−２２ 越前町社会福祉センター敷地内
　　　　　　　　　　　          （JR 福井駅より福鉄バス福浦線で 50 分「越前町役場前」下車徒歩５分）

〈越前町幸若文化情報センター〉丹生郡越前町西田中２−２１０
　　　　　　　　　　　　　　 （JR 福井駅より福鉄バス福浦線で 45 分「図書館前」下車徒歩１分）

幸若音曲発祥の地碑越前町幸若文化情報センター

参考資料等
朝日町誌編纂委員会編『朝日町誌』資料編１　朝日町役場、越前町教育委員会編『越前幸若舞を知る 100 項』
中川太古 訳『現代語訳　信長公記 ( 新人物文庫 )』中経出版

越前町織田文化歴史館  学芸員　村上 雅紀執筆・協力

織お

田だ

信の
ぶ
な
が長

や
豊と

よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

が
愛
し
た
と

さ
れ
る
伝
統
芸
能
、
幸
若
舞
。
室

町
時
代
に
桃も

も
い井

直な
お

詮あ
き

（
幼
名 

幸
若
丸
）

に
よ
っ
て
興
さ
れ
、
そ
の
一
族
が
現
在
の

越
前
町
西
田
中
周
辺
に
住
居
を
構
え
活
動

し
た
こ
と
か
ら
、
越
前
町
が
発
祥
の
地
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
数
々
の
武
将
た
ち
に
愛

さ
れ
た
幸
若
舞
の
歴
史
は
ど
う
い
っ
た
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

戦
国
時
代
の
英
傑
・
織
田
信
長
が
幸
若

舞
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
す

が
、
幸
若
舞
の
演
目
の
う
ち
、
特
に
『
敦あ

つ

盛も
り

』を
好
み
ま
し
た
。永
禄
３（
１
５
６
０
）

年
５
月
19
日
、
今い

ま
が
わ川

義よ
し
も
と元

と
の
桶
狭
間
の

戦
い
に
向
か
う
信
長
は
、『
敦
盛
』
を
自

ら
舞
っ
た
後
に
出
陣
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
ほ
ど
で
す
。『
信し

ん
ち
ょ
う長

公こ
う
き記

』
に
は
、

当
時
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て

い
ま
す
。「
信
長
は
『
敦
盛
』
の
舞
を
舞
っ

た
。『
人
間
五
十
年
、
下
天
の
内
を
く
ら

ぶ
れ
ば
、
夢
幻
の
ご
と
く
な
り
。
ひ
と
た

び
生
を
得
て
、滅
せ
ぬ
者
の
あ
る
べ
き
か
』

と
歌
い
舞
っ
て
、『
ホ
ラ
貝
を
吹
け
、
武

具
を
よ
こ
せ
』
と
言
い
、甲
を
着
け
、立
っ

た
ま
ま
食
事
を
と
り
、
兜
を
か
ぶ
っ
て
出

陣
し
た
。」（
中
川
太
古
訳
『
現
代
語
訳 

信
長
公
記
（
新
人
物
文
庫
）』
中
経
出
版
）

　

信
長
が
幸
若
家
を
庇
護
し
た
こ
と
を
伝

え
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
信
長
が

朝
倉
氏
を
滅
ぼ
し
た
５
か
月
後
に
あ
た
る

天
正
２
（
１
５
７
４
）
年
１
月
６
日
に
発

給
さ
れ
た
文
書
に
は
、
幸こ

う
わ
か若

八は
ち
ろ
う郎

九く
ろ
う郎

へ

１
０
０
石
の
領
地
を
与
え
る
旨
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
文
書
は
幸
若
家
の
知ち

行ぎ
ょ
う

地ち

に
つ
い
て
の
最
古
の
記
録
で
、
越
前
に

幸
若
家
の
領
地
が
誕
生
し
た
瞬
間
と
い
え

ま
す
。

　

幸
若
家
の
領
地
支
配
を
認
め
た
の
は
、

織
田
信
長
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
正

９
（
１
５
８
１
）
年
６
月
２
日
の
「
柴し

ば
た田

勝か
つ
い
え家

判は
ん
も
つ物

」、
天
正
11
（
１
５
８
３
）
年

８
月
21
日
の
「
丹に

わ羽
長な

が
ひ
で秀

判
物
」、
天
正

12
（
１
５
８
４
）
年
８
月
８
日
の
「
丹
羽

長
秀
判
物
」、
天
正
13
（
１
５
８
５
）
年

６
月
11
日
の
「
丹に

わ羽
長な

が
し
げ重

判
物
写
」
な

ど
、
そ
の
後
に
越
前
を
支
配
し
た
大
名
た

ち
が
発
給
し
た
文
書
に
も
同
様
の
記
録
が

み
え
ま
す
。
特
に
慶
長
３
（
１
５
９
８
）

年
７
月
28
日
の
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」
に

は
「
越
前
国
朝
日
村
の
う
ち
２
２
４
石
８

斗
３
升
」・「
け
い
（
気
比
）
庄
（
の
）
う

ち
１
２
０
石
１
斗
７
升
」
と
あ
り
、
越
前

町
朝
日
区
と
気
比
庄
区
に
ま
た
が
っ
て
幸

若
家
が
領
地
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
、幸
若
弥や

次じ

郎ろ
う

家
・

八
郎
九
郎
家
・
小こ

八は
ち
ろ
う郎

家
が
西
田
中
・
朝

日
村
、
伊い

右う

衛え

門も
ん

家
が
天
王
・
宝
泉
寺
村
、

五ご

郎ろ
う

右う

衛え

門も
ん

家
が
敦
賀
田
島
村
を
中
心
に

合
計
１
，
１
７
５
石
の
知
行
地
を
与
え
ら

れ
、
幸
若
家
は
ま
す
ま
す
繁
栄
し
て
い
ま

す
。
同
じ
頃
、
幸
若
舞
は
幕
府
の
式
楽
と

な
り
、
日
本
を
代
表
す
る
芸
能
と
な
っ
て

い
く
の
で
す
。

戦
国
大
名
が

愛
し
た
幸こ

う

若わ

か

舞ま

い

～
越
前
生
ま
れ
の
日
本
を
代
表
す
る
芸
能
～

豊臣秀吉朱印状（領知充行）
（越前町教育委員会所蔵）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

平へ
い
せ
ん
じ

泉
寺
東と

う
じ
ん
ぼ
う

尋
坊
の
井
戸

平泉寺白山神社参道の脇にある東尋坊跡。敷地の奥には古井
戸が残されています。東尋坊が突き落とされたとき井戸は血の
色に染まり、その後も井戸に米ぬかを入れると、三国の海に浮
かび上がるといわれています。

【住所】勝山市平泉寺町平泉寺６４−３４（福井北 IC から車で約 35 分）

参考資料等 勝山市編『白山平泉寺　よみがえる宗教都市』吉川弘文館

勝山市教育委員会執筆・協力

北
陸
を
代
表
す
る
観
光
地
の
ひ
と

つ
、
東
尋
坊
。
そ
の
地
名
は
、
日

本
海
か
ら
九
頭
竜
川
を
約
50
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
さ
か
の
ぼ
っ
た
白
山
信
仰
の
拠
点
、
平

泉
寺
の
僧
侶
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
平
泉
寺
と
東
尋
坊
の
つ
な
が
り
と

は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

苔
の
美
し
さ
で
も
有
名
な
平
泉
寺

は
、
今
か
ら
約
１
３
０
０
年
前
の
養
老
元

（
７
１
７
）
年
に
開
か
れ
、
天
台
宗
比
叡

山
延
暦
寺
の
末
寺
と
し
て
大
き
く
発
展
し

ま
し
た
。
戦
国
時
代
に
は
48
社
36
堂
６
千

坊
、
寺
領
９
万
石
・
貫
、
僧
兵
８
千
人
を

擁
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

平
成
元
年
か
ら
始
ま
っ
た
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
、
戦
国
時
代
頃
の
石
畳
道
や
坊
院

跡
、大
量
の
陶
磁
器
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

他
に
も
、
砦
や
堀
切
な
ど
、
約
２
０
０
ヘ

ク
タ
ー
ル
に
も
及
ぶ
広
大
な
範
囲
に
戦
国

時
代
の
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
国

時
代
は
戦
国
大
名
や
武
士
の
時
代
と
考
え

が
ち
で
す
が
、
寺
社
こ
そ
が
石
垣
な
ど
の

最
先
端
の
土
木
技
術
を
も
ち
、
芸
能
や
商

工
業
に
関
わ
る
人
々
を
抱
え
、
高
度
な
文

化
や
経
済
力
を
備
え
て
い
た
の
で
す
。
平

泉
寺
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
日
本
中
世

に
お
け
る
宗
教
都
市
の
実
像
が
解
明
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
平
泉
寺
に
は
東
尋
坊
と
い

う
僧
侶
が
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
戦

国
大
名
朝
倉
氏
の
盛
衰
を
記
し
た
軍
記
物

語
『
朝
倉
始
末
記
』
や
江
戸
時
代
に
編
纂

さ
れ
た
書
物
に
よ
る
と
、
東
尋
坊
は
平
安

時
代
終
わ
り
頃
の
「
強
力
悪
僧
」
で
あ
り
、

平
泉
寺
の
な
か
で
疎
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
他
の
僧
た
ち
は
、
日
本
海
の

岸
壁
の
上
で
宴
会
を
催
し
、
酒
に
酔
っ
た

東
尋
坊
を
崖
の
上
か
ら
突
き
落
と
し
ま

す
。
す
る
と
、
海
が
荒
れ
、
雷
が
鳴
り
、

豪
雨
と
な
っ
て
そ
の
場
に
い
た
僧
侶
に
多

く
の
死
傷
者
が
で
ま
し
た
。
そ
の
後
、
毎

年
平
泉
寺
の
祭
礼
が
行
わ
れ
る
４
月
５
日

に
は
、
雲
が
起
き
て
暴
風
雨
と
な
り
、
海

も
荒
れ
る
の
で
、
近
く
の
漁
師
た
ち
も
船

を
出
す
の
を
控
え
た
そ
う
で
す
。

　

当
時
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料

「
中
宮
白
山
平
泉
寺
境
内
図
」
が
平
泉
寺

白
山
神
社
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中

に
は
東
尋
坊
が
描
か
れ
て
お
り
、
現
在
も

参
道
沿
い
に
東
尋
坊
跡
が
残
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
平
泉
寺
の
菩
提
林
手
間
に
あ

る
下
馬
大
橋
付
近
に
は「
唐と

う
じ
ん
ぼ
う

人
防（
坊
）田
」

と
い
う
地
名
も
あ
り
ま
す
。
東
尋
坊
の
伝

説
は
、
平
泉
寺
の
影
響
力
が
九
頭
竜
川
河

口
の
三み

く
に
み
な
と

国
湊
周
辺
に
及
ん
で
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

東尋坊

平泉寺の石畳道

北
陸
の
奇
勝
、

東と

う

じ

ん

ぼ

う

尋
坊
と
平へ

い

せ

ん泉
寺じ

の

つ
な
が
り
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