
福
井
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歴
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秘
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関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

湊み
な
と

之の

城じ
ょ
う

址し

南北朝期、新
に っ た

田義
よしさだ

貞の重臣（新田四天王の一人）、畑
はたろくろう

六郎左
ざ

衛
え

門
もん

時
ときよし

能が築城した湊之城。かつて天台宗寺院千手寺があったと
ころであり、千手寺城ともいいます。戦闘に備え寺を城塞化した
といわれており、戦国時代には、朝倉氏の支城として、家臣の桜
井新左衛門が居城したと伝わっています。

【住所】坂井市三国町山王２丁目（えちぜん鉄道 三国駅から徒歩 15 分）

参考資料等
『福井県史』通史編２ 中世 福井県
仁木宏編『中世日本海の流通と港町』清文堂出版

戦
国
時
代
、
人
や
物
が
頻
繁
に
行
き

交
い
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も

重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
湊
。
当
時
、
湊
を

統
治
下
に
置
く
こ
と
は
、
そ
の
経
済
力
や

物
流
機
能
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し

ま
し
た
。
越
前
で
は
、
三み

く
に国

湊
と
敦
賀
湊

が
海
運
の
要
港
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

三
国
湊
は
、
室
町
時
代
末
期
頃
に
成

立
し
た
と
さ
れ
る
日
本
最
古
の
海
商
法

規
『
廻か

い
せ
ん
し
き
も
く

船
式
目
』
に
、
日
本
の
十
大
港
湾

「
三さ

ん
し
ん
し
ち
そ
う

津
七
湊
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
日
本
有
数
の
湊
と
し
て
栄
え

て
い
ま
し
た
。
天
文
20
（
１
５
５
１
）
年

に
は
、
明
の
船
も
入
港
し
た
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
（『
朝
倉
始
末
記
』）。

　

ま
た
、
三
国
湊
は
、
越
前
の
最
大
の

河
川
で
あ
る
九
頭
竜
川
の
河
口
に
位
置

し
、
日
本
海
沿
岸
各
地
と
越
前
国
内
を

結
び
つ
け
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
し
た
。
朝
倉
治
政
下
の
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
頃
に
は
、
家
臣
中
最
有
力
の
国
人
、

堀ほ
り
え江

景か
げ
ざ
ね実

が
三
国
湊
の
統
治
に
当
た
っ

て
い
ま
す
。

　

天
正
元
（
１
５
７
３
）
年
、
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

が
越
前
に
侵
攻
。
朝
倉
氏
は
滅
ぼ
さ
れ
ま

す
。
翌
２
（
１
５
７
４
）
年
に
、
当
時
の

三
国
湊
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

文
書
が
発
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
書
は
、

信
長
が
足
羽
郡
北
庄
の
橘
屋
に
対
し
て
、

唐
物
（
中
国
大
陸
か
ら
の
渡
来
品
）
や
絹

織
物
を
商
う
座
（
同
業
組
合
）
を
三
国
湊

に
置
く
こ
と
を
認
め
、
税
と
し
て
絹
一
疋

を
徴
収
す
る
特
権
を
与
え
る
も
の
で
す

（『
橘
栄
一
郎
家
文
書
』）。
当
時
、
三
国
湊

の
商
業
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

一
方
、
敦
賀
湊
は
、
古
代
・
中
世
か
ら

中
国
大
陸
と
の
交
易
地
で
あ
り
、
ま
た
越

前
以
北
の
日
本
海
沿
岸
地
域
と
京
阪
地
域

を
結
ぶ
中
継
港
と
し
て
非
常
に
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
各
地
か
ら
敦
賀

湊
ま
で
運
ば
れ
た
荷
は
、
陸
揚
げ
さ
れ
、

馬
で
琵
琶
湖
北
岸
の
海
津
（
滋
賀
県
）
ま

で
運
び
、
そ
こ
か
ら
大
津
（
滋
賀
県
）
ま

で
船
で
湖
上
を
行
き
、
大
津
か
ら
京
ま
で

は
再
び
馬
で
運
ば
れ
た
の
で
す
。

　

朝
倉
氏
は
、こ
の
敦
賀
に
郡
司
を
置
き
、

こ
の
地
を
掌
握
。
代
々
、
朝あ

さ
く
ら倉

宗そ
う
て
き滴

な
ど

朝
倉
総
大
将
を
務
め
る
重
鎮
に
守
備
さ
せ

ま
し
た
。
豊と

よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

に
よ
る
全
国
統
一
後

は
、
更
な
る
発
展
の
契
機
が
訪
れ
ま
す
。

秀
吉
に
よ
っ
て
敦
賀
湊
は
物
流
基
地
化
さ

れ
た
の
で
す
。
応
仁
の
乱
以
降
荒
廃
し
た

京
都
の
再
建
や
秀
吉
の
大
坂
・
伏
見
城
の

建
築
の
た
め
、敦
賀
に
資
材
を
陸
揚
げ
し
、

琵
琶
湖
を
経
由
し
て
京
・
大
坂
へ
と
運
ん

だ
の
で
す
。
ま
た
、
商
人
は
日
本
海
沿
岸

の
諸
藩
と
関
係
を
結
び
、
蔵
宿
と
し
て
年

貢
米
の
輸
送
を
行
い
、
豪
商
に
成
長
す
る

者
も
現
れ
る
な
ど
、
敦
賀
湊
は
、
上
方
と

北
国
と
の
間
を
結
ぶ
中
継
商
業
都
市
と
し

て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

中
世
日
本
の
海
運
の
要
で
あ
っ
た
三
国

湊
と
敦
賀
湊
。
江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の

寄
港
地
と
な
り
、
全
国
的
流
通
拠
点
と
し

て
、
さ
ら
に
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

中
世
日
本
の

海
運
の
要
、

越
前
の
湊み

な
と

「越前三国湊風景之図」慶応元（1865）年（みくに龍翔館蔵）幕
末期の三国湊を九頭竜川左岸側から俯瞰した風景図。多くの寺社
とともに、川に沿って蔵と帆船がびっしりと描きこまれ、この頃
の繁栄の様子が伝わってきます。
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北
の
庄
城
址
・
柴
田
公
園

北
きたのしょうじょう

庄 城の遺構の上に整備された
北の庄城址・柴田公園。園内に
は、柴

しばたかついえ
田勝家、お市

いち
の銅像のほか、

勝家の子孫であるとされる日本画
家、平

ひらやま
山郁

いく
夫
お

氏揮毫による記念
碑も設置されています。隣地には、
勝家、お市を合祀する柴田神社
が整備されています。

【住所】福井市中央１−２１−１９
          （JR 福井駅より徒歩７分）

参考資料等
杉原丈夫編『越前若狭の伝説』松見文庫
福井市立郷土歴史博物館編『平成 18 年春季特別展図録「柴田勝家―北庄に掛けた夢とプライド―」』

現
在
の
福
井
城
址
の
南
５
０
０
ｍ

に
位
置
す
る
も
う
一
つ
の
城
跡
、

北き
た
の
し
ょ
う庄

城じ
ょ
う
し址

。
こ
こ
を
居
城
と
し
、
主
君
、

織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
安
土
城
と
並
ぶ
豪
壮
雄
大
な

城
郭
、
北
庄
城
を
築
い
た
武
将
が
柴
田
勝

家
で
す
。

　

勝
家
は
、
信
長
の
有
力
な
家
臣
と
し
て

知
ら
れ
、
越
前
国
を
治
め
た
人
物
で
す
。

信
長
の
妹
、お
市い

ち

と
結
婚
し
ま
す
が
、賤
ヶ

岳
の
戦
い
で
羽は

し
ば
ひ
で
よ
し

柴
秀
吉
に
敗
れ
、
天
正
11

（
１
５
８
３
）
年
４
月
24
日
、
北
庄
城
に

火
を
放
ち
、
お
市
と
と
も
に
自
害
。
壮
麗

な
城
は
灰か

い
じ
ん燼

に
帰
し
ま
し
た
。

　

勝
家
の
命
日
に
関
し
、い
つ
頃
か
ら
か
、

こ
ん
な
伝
説
が
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
毎
年
、
４
月
24
日
の
夜
に
な

る
と
、
北
庄
城
本
丸
跡
周
辺
か
ら
福
井
市

内
を
流
れ
る
足
羽
川
に
架
か
る
九つ

く

も

十
九
橋ば

し

に
か
け
て
、
首
無
し
武
者
の
一
隊
が
行
進

し
た
と
い
う
の
で
す
。
数
百
騎
も
の
ひ
づ

め
の
音
が
し
、
翌
朝
に
な
る
と
、
決
ま
っ

て
城
下
に
数
人
の
死
者
が
出
た
と
い
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
口
か
ら
少
し
血
を
吐
き
、

ま
っ
た
く
死
因
の
わ
か
ら
な
い
、
い
わ
ゆ

る
変
死
・
怪
死
の
類
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
勝
家
家
臣
団
亡
霊
の
行
列
と

信
じ
た
福
井
城
下
の
人
々
は
、命
日
に
は
、

夕
刻
以
降
、町
中
全
て
戸
締
ま
り
を
し
て
、

誰
も
外
に
出
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
伝
説
は
、
勝
家
が
祟
霊
と
し
て
認

知
さ
れ
、
畏
怖
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
勝
家
は
、

か
つ
て
の
国
主
、
朝
倉
氏
と
そ
の
家
臣
団

を
滅
ぼ
し
た
ほ
か
、
北
陸
道
総
鎮
守
の
気け

比ひ

神じ
ん
ぐ
う宮

を
焼
き
払
い
、
社
家
衆
の
ほ
と
ん

ど
を
滅
亡
さ
せ
る
な
ど
、
恐
怖
の
所
業
を

重
ね
て
き
ま
し
た
。
人
々
は
、
死
後
も
畏

怖
の
存
在
と
し
て
、
鎮
魂
の
願
い
を
持
ち

続
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

日
本
に
は
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
祇

園
信
仰
や
菅す

が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
の
天
神
信
仰
な
ど
、

祟
神
の
霊
を
鎮
め
奉
る
こ
と
に
よ
っ
て
幸

福
を
願
う
信
仰
が
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。

勝
家
も
ま
た
、
そ
の
霊
を
鎮
め
よ
う
と
北

庄
城
址
に
現
在
の
柴
田
神
社
の
前
身
が
建

立
さ
れ
、
祀
ら
れ
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
伝
説
の
首
な
し
武
者
行
列
の

正
体
は
、
実
は
、
柴
田
家
の
旧
臣
で
あ
っ

た
と
い
う
言
伝
え
も
あ
り
ま
す
。旧
臣
は
、

普
段
は
領
民
と
し
て
城
下
に
暮
ら
し
、
お

家
再
興
の
決
意
を
新
た
に
す
る
た
め
、
毎

年
、
甲
冑
姿
で
騎
乗
し
行
進
し
、
そ
の
際

の
黒
い
覆
面
が
首
な
し
の
正
体
だ
っ
た
と

い
う
の
で
す
。

　

伝
説
と
と
も
に
語
り
継
が
れ
る
猛
将
、

柴
田
勝
家
。
今
で
も
、
北
庄
創
成
の
神
と

し
て
、
崇
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

柴し

ば

田た

勝か

つ

家い

え

の

亡
霊
は
、

北き
た
の
し
ょ
う庄

創
成
の
神

柴田勝家肖像
（福井市立郷土歴史
博物館蔵）

柴田神社
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柴し
ば
た田

勝か
つ
い
え家

像

(

柴
田
神
社
境
内　

雨
田
公
平
作)

柴田勝家・お市
いち

を主祭神とする
柴田神社。北

きたのしょうじょう

庄城跡に鎮座して
います。もと福井藩士杉田家の
邸内社として祀られていました。
境内に隣接する城跡公園内に
は、資料館もあります。

【住所】 福井市中央１−２１−１７
（JR 福井駅より徒歩 7 分）

参考資料等
青園謙三郎著『検証　柴田勝家』日刊県民福井
福井市立郷土歴史博物館編『平成 18 年春季特別展図録「柴田勝家―北庄に掛けた夢とプライド―」』

福井市立郷土歴史博物館　館長　⻆鹿 尚計執筆・協力

後
の
天
下
人
、
羽は

し
ば柴

（
豊と

よ
と
み臣

）
秀ひ

で
よ
し吉

を
悩
ま
し
抜
い
て
、
潔
く
散
っ
て

い
っ
た
悲
劇
の
猛
将
、
柴
田
勝
家
。
当
時

日
本
に
滞
在
し
て
い
た
宣
教
師
ル
イ
ス
・

フ
ロ
イ
ス
は
、
そ
の
最
期
を
“
信
長
の
時

代
に
日
本
に
あ
っ
た
最
も
勇
猛
な
大
将
・

果
敢
な
人
が
灰
に
帰
し
た
”
と
著
書
『
日

本
史
』
に
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
勝
家
が

拠
点
を
置
い
た
越
前
で
の
治
政
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

勝
家
は
、
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
重
臣
で
、
天
正

元
（
１
５
７
３
）
年
の
浅
井
・
朝
倉
攻
め
、

同
３
（
１
５
７
５
）
年
の
越
前
一
向
一
揆

討
伐
で
戦
功
を
あ
げ
て
越
前
北き

た
の
し
ょ
う

庄
を
与

え
ら
れ
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
加
賀
の
一

向
一
揆
の
平
定
や
北
陸
道
の
支
配
を
行
っ

て
い
き
ま
し
た
。
天
正
４
（
１
５
７
６
）

年
に
は
、
北
庄
城
の
建
築
に
着
手
し
、
一

大
都
市
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

勝
家
の
関
係
史
料
は
乏
し
く
、
一
次
史

料
と
呼
べ
る
も
の
は
限
ら
れ
ま
す
が
、
数

少
な
い
諸
文
書
を
紐
解
く
と
猛
将
、
勝
家

の
意
外
な
一
面
が
見
え
て
き
ま
す
。
勝
家

は
、
城
下
町
建
設
に
当
た
っ
て
、
滅
ぼ
し

た
朝
倉
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
一
乗
谷
よ
り

職
人
や
商
人
を
移
住
さ
せ
、
ま
た
、
民
政

で
は
協
力
す
る
社
寺
領
の
安
堵
や
有
力
商

人
の
特
権
を
認
め
、
足
羽
川
に
九つ

く

も

十
九
橋

を
架
け
た
り
刀
狩
を
行
っ
た
り
も
し
ま

す
。
さ
ら
に
、「
北き

た
の
し
ょ
う庄

法は
っ
と度

」
を
発
し
城

下
の
治
安
を
維
持
し
た
ほ
か
、
農
民
へ
は

掟
書
を
発
し
て
農
耕
に
専
念
す
る
よ
う
命

じ
、
一
向
一
揆
に
よ
る
荒
廃
し
た
農
村
の

復
興
を
講
じ
ま
し
た
。
勝
家
の
城
主
と
し

て
の
仕
事
は
極
め
て
精
力
的
で
、
治
政
に

長
け
た
智
将
と
し
て
の
面
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

天
正
９
（
１
５
８
１
）
年
、
フ
ロ
イ
ス

が
北
庄
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
フ
ロ
イ
ス
は

勝
家
と
面
会
し
、“
勝
家
は
越
前
の
半
分
、

加
賀
全
土
の
王
の
よ
う
な
存
在
で
、
当
地

の
権
限
は
信
長
の
よ
う
で
あ
っ
た
”
と
記

し
て
い
ま
す
。一
大
拠
点
の
整
備
の
次
は
、

天
下
を
も
狙
え
る
位
置
に
つ
け
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
本
能
寺
の
変
後
、
明あ

け

智ち

光み
つ
ひ
で秀

討
伐
で
遅
れ
を
と
り
ま
す
。
勝
家
は
上
杉

氏
と
対
峙
し
て
お
り
、
信
長
の
死
を
知
る

の
が
遅
れ
た
の
で
す
。
こ
の
た
め
光
秀
討

伐
に
馳
せ
参
上
で
き
ず
、
織
田
家
の
後

継
者
を
定
め
る
清き

よ

須す

会か
い

議ぎ

で
は
秀
吉
に

主
導
権
を
握
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も

覇
権
を
秀
吉
と
争
い
ま
す
が
、
天
正
11

（
１
５
８
３
）
年
、
賤
ヶ
岳
の
戦
い
で
敗

走
し
て
北
庄
城
に
帰
り
、
妻
お
市い

ち

や
家
臣

ら
と
と
も
に
自
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
。

　

精
力
的
に
都
市
整
備
を
進
め
た
名
将
、

勝
家
。
実
は
、
勝
家
の
出
た
柴
田
土と

さ
の
か
み

佐
守

家
は
、
系
譜
類
に
よ
る
と
、
か
つ
て
の
越

前
守
護
斯し

ば波
氏
の
支
流
と
さ
れ
、
織
田
家

と
と
も
に
越
前
に
遠
祖
を
持
つ
縁
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
自
分
の
ル
ー
ツ
の
地
、
越

前
の
国
主
と
な
り
、
北
庄
に
安
土
と
並
ぶ

繁
栄
し
た
都
市
を
築
い
た
の
で
す
。
勝
家

が
城
下
で
進
め
た
治
政
は
、
現
在
の
福
井

市
の
繁
栄
の
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

治
政
に
長
け
た

智
将
で
も
あ
っ
た

猛
将
・
柴し

ば

田た

勝か

つ

家い

え

柴田勝家肖像（柴田勝次郎氏蔵
福井市立郷土歴史博物館寄託）

28

30



福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

九つ

く

も

十
九
橋ば

し

足羽川に架かる九十九橋は、明治 42（1909）年に
木造トラスに架け替えられるまで、半石半木の構造を
していました。昭和 61（1986）年に完成した現在の
橋は、九十九橋の歴史を感じさせながらも、現代的
都市の景観に合うようなデザインになっています。

【住所】福井市照手１丁目からつくも１丁目（ＪＲ福井駅より徒歩 15 分）

柴し

ば

田た

勝か
つ
い
え家

が
築
城
し
た
北
庄
城
は
、

勝
家
が
越
前
を
支
配
し
、
織お

だ田
信の

ぶ

長な
が

配
下
の
武
将
と
し
て
北
陸
方
面
に
侵
攻

す
る
上
で
重
要
な
拠
点
と
な
り
ま
し
た
。

　

天
正
３
（
１
５
７
５
）
年
に
信
長
は
、

越
前
の
一
向
一
揆
勢
を
鎮
圧
し
て
越
前
を

平
定
し
、
同
年
９
月
２
日
に
坂
井
郡
の
豊

原
寺
か
ら
北
庄
に
入
る
と
、
自
ら
城
の
縄

張
り
を
し
て
、
こ
こ
に
城
を
築
く
よ
う
に

命
じ
ま
し
た
（『
信し

ん

長ち
ょ
う

公こ
う

記き

』）。
北
庄
は

足
羽
川
と
北
陸
道
が
交
わ
る
水
陸
交
通
の

便
利
な
場
所
に
あ
り
、
戦
国
期
に
は
町
場

と
し
て
発
達
し
て
い
た
の
で
、
信
長
も
こ

の
地
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
信
長
か
ら
越
前
国
内
の
８
郡
を
与

え
ら
れ
た
勝
家
は
、
北
庄
城
主
と
し
て
城

と
城
下
町
の
建
設
に
取
り
組
み
ま
す
。
し

か
し
、
城
の
工
事
（
普
請
）
に
必
要
な
人

足
を
領
民
か
ら
一
方
的
に
徴
発
し
て
は
い

ま
せ
ん
。
で
き
る
限
り
村
で
耕
作
に
従
事

で
き
る
措
置
を
講
じ
た
の
で
す
。

　

同
９
（
１
５
８
１
）
年
に
イ
エ
ズ
ス
会

宣
教
師
の
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
北
庄
を

訪
問
し
た
際
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
手

紙
に
書
い
て
い
ま
す
（「
ル
イ
ス
・
フ
ロ

イ
ス
書
簡
」
よ
り
）。

“
我
等
は
市
の
入
口
の
橋
を
通
っ
た
が
、

（
中
略
）
勢
多
橋
と
同
じ
長
さ
で
、
当
市

は
又
安
土
の
二
倍
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。（
中
略
）
此
城
は
甚
だ
立
派
で
、
今

大
き
な
工
事
を
し
て
居
り
、
予
が
城
内
に

進
み
な
が
ら
見
て
最
も
喜
ん
だ
の
は
、
城

及
び
他
の
家
の
屋
根
が
悉
く
立
派
な
石
で

葺
い
て
あ
っ
て
、
其
色
に
依
り
一
層
城
の

美
観
を
増
し
た
こ
と
で
あ
る
。”

　

最
初
に
フ
ロ
イ
ス
が
城
下
の
入
口
で

渡
っ
た
橋
と
は
、
足
羽
川
に
架
か
る

九
十
九
橋
（
大
橋
・
米
橋
な
ど
の
呼
称
も

あ
り
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
日
本

三
大
名
橋
と
し
て
知
ら
れ
た
「
勢
多
橋
」

（
瀬
田
唐
橋
。
滋
賀
県
大
津
市
の
瀬
田
川

に
架
か
る
。）
と
同
じ
長
さ
が
あ
る
と
記

し
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
九
十
九
橋
の
方

が
短
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
橋
は
朝
倉

時
代
か
ら
架
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
勝
家

の
時
代
に
は
、愛あ

た
ご宕

山や
ま

（
現
在
の
足
羽
山
）

で
産
出
す
る
笏し

ゃ
く
だ
に谷

石い
し

（
凝
灰
岩
）
を
利
用

し
て
、
石
橋
と
木
橋
か
ら
な
る
半
石
半
木

の
構
造
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

フ
ロ
イ
ス
は
、
北
庄
の
町
は
安
土
の
２

倍
の
規
模
が
あ
り
、
北
庄
城
も
大
き
な
城

で
あ
っ
た
こ
と
を
綴
っ
て
お
り
、
フ
ロ
イ

ス
が
や
っ
て
来
た
時
も
ま
だ
城
の
工
事
が

続
い
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
城
や
武
家
屋

敷
の
屋
根
が
「
立
派
な
石
」
で
葺
い
て
あ

る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
笏
谷

石
の
石
瓦
の
こ
と
で
、
こ
の
石
の
持
つ
独

特
の
青
緑
の
色
が
、
城
の
美
観
を
高
め
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
勝
家
時
代
の
北
庄
城
を
描
い
た

絵
図
（
図
面
）
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
そ
の
規
模
や
構
造
は
よ
く
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
同
13
（
１
５
８
５
）
年
に

勝
家
の
最
期
に
つ
い
て
書
い
た
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

の
書
状
（「
毛
利
家
文
書
」）
に
は
、
北
庄

城
は
「
天
主
を
九
重
ニ
上
候
」
と
あ
り
、

高
層
の
天
守
が
築
か
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
北
庄
城
、
九
十
九
橋
と
も
当
時
と
し

て
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
、

勝
家
の
勢
力
の
大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

越
前
支
配
の
拠
点
・

北き
た
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

庄
城
と
半
石
半
木
の

奇
橋
・
九つ

く

も

十
九
橋ば

し　

参考資料等 『福井県史』通史編３ 近世一　福井県、『福井市史』通史編１ 古代・中世　福井市

福井市立郷土歴史博物館執筆・協力

北庄城の石垣
（北の庄城址・柴田公園）　　
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北
の
庄
城
址
資
料
館

北の庄城址・柴田公園の一角にあり、柴
しばたかついえ

田勝家が残した
功績を紹介しているほか、北

きたのしょうじょう
庄城に関する遺物や史料も

展示されています。
【住所】福井市中央 1 丁目 21-17（ＪＲ福井駅より徒歩７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
小野之裕『柴田勝家と支えた武将たち』ゆいぽおと

賤
ヶ
岳
の
戦
い
で
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

軍
に
敗

れ
た
柴
田
勝
家
は
北
庄
に
敗
走
し

ま
す
。
勝
家
の
妻
、
お
市
と
と
も
に
北
庄

城
で
自
害
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
落

城
の
際
、
実
は
そ
の
他
に
も
、
勝
家
と
関

係
す
る
人
物
に
ま
つ
わ
る
悲
劇
が
起
こ
っ

て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
ひ
と
つ
は
、
お
市
と
前
夫
、

浅あ
ざ
い井

長な
が
ま
さ政

と
の
間
の
娘
で
あ
る
三
姉
妹

（
茶ち

ゃ
ち
ゃ々

・
初は

つ

・
江ご

う

）
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。
秀
吉
軍
が
城
を
囲
ん
だ
夜
、
勝

家
は
お
市
と
三
姉
妹
に
別
れ
を
告
げ
よ
う

と
す
る
と
、
お
市
は
「
自
分
が
城
を
出
る

こ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
が
、
三
人
の
息

女
は
城
か
ら
出
し
て
父
（
長
政
）
を
弔
っ

て
も
ら
い
た
い
」
と
言
い
、
勝
家
は
そ
の

旨
を
三
人
に
言
い
聞
か
せ
ま
す
。
長
女
の

茶
々
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
母
上
と
同
じ
道

を
い
き
た
い
と
悲
し
ん
だ
も
の
の
、
そ
れ

は
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
三
人
を

城
か
ら
出
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す（『
太

閤
記
』）。
ま
た
、
勝
家
は
三
人
を
秀
吉
の

陣
所
に
送
る
際
、三
姉
妹
は
長
政
の
子
で
、

信
長
公
の
血
縁
で
も
あ
る
の
で
よ
ろ
し
く

取
り
計
ら
う
よ
う
に
と
の
手
紙
を
書
き
添

え
る
と
、
秀
吉
も
「
決
し
て
疎
か
に
し
な

い
の
で
安
心
せ
よ
」
と
返
事
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す（『
賤
獄
合
戦
記
』）。し
か
し
、

そ
の
後
、
三
姉
妹
は
そ
れ
ぞ
れ
運
命
に
翻

弄
さ
れ
な
が
ら
戦
国
乱
世
を
生
き
抜
い
て

い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

勝
家
は
北
庄
城
落
城
の
直
前
に
三
姉
妹

を
城
の
外
へ
逃
れ
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
実

は
、
勝
家
が
城
か
ら
逃
し
た
女
性
は
他
に

も
い
ま
し
た
。
勝
家
の
姉
、
末
森
の
方
と

そ
の
息
女
で
す
。

　

勝
家
は
家
臣
の
上う

え
む
ら村

六ろ
く
ざ
え
も
ん

左
衛
門
に
彼
女

ら
の
行
方
を
頼
み
、
竹
田
（
現
在
の
坂
井

市
丸
岡
町
）
の
山
里
ま
で
逃
げ
落
ち
た
と

い
い
ま
す
。
竹
田
で
は
あ
る
草
庵
に
隠
れ

て
い
ま
し
た
が
、
北
庄
城
の
天
守
閣
に
火

が
か
か
り
黒
煙
が
あ
が
っ
て
い
る
の
を
見

る
と
、
落
城
を
察
し
、
六
左
衛
門
は
末
森

の
方
に
覚
悟
を
迫
り
ま
し
た
。
彼
女
は
そ

ば
に
あ
っ
た
硯
を
引
き
寄
せ
「
今
こ
こ
に

　

六
十
路
あ
ま
り
の
日
の
数
を　

た
だ
一

時
に
か
へ
し
ぬ
る
か
な
」
と
詠
む
と
、
娘

も
「
思
ひ
き
や　

竹
田
の
里
の
草
の
露　

母
上
と
も
に
消
え
ん
も
の
と
は
」
と
辞
世

の
句
を
詠
み
、
六
左
衛
門
が
介
錯
を
し

て
二
人
は
果
て
た
と
い
い
ま
す
（『
太
閤

記
』）。

　

そ
の
後
、
六
左
衛
門
は
母
子
の
亡
骸
と

と
も
に
草
庵
に
火
を
か
け
る
と
、
彼
自
身

も
腹
を
切
り
火
中
に
身
を
投
じ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
彼
は
も
と
も
と
北
庄
城
で

勝
家
と
と
も
に
最
期
を
迎
え
る
覚
悟
で
し

た
が
、
勝
家
の
命
を
受
け
、
北
庄
城
を
離

れ
た
山
里
で
、
主
君
の
身
内
の
女
性
た
ち

を
黄
泉
路
に
し
か
と
送
り
ま
し
た
。
彼
は

主
君
・
勝
家
へ
の
忠
義
を
最
期
ま
で
尽
く

し
死
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

　

別
れ
の
悲
し
み
、
自
決
の
無
念
、
主
君

へ
の
忠
誠
…
。北
庄
城
の
落
城
に
は
、様
々

な
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
交
錯
し
て

い
る
の
で
す
。

北き
た
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

庄
城
の
落
城

柴し

ば

田た

勝か

つ

家い

え

ら
に
ま
つ
わ
る

数
々
の
悲
劇　三姉妹の像

（北の庄城址・柴田公園内）

柴田勝家肖像
（福井市立郷土歴史博物館蔵）
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西さ
い

光こ
う

寺じ

柴
しばたかついえ

田勝家の菩提寺、西光寺。境内には、勝家とお市
の墓があります。秀吉軍に攻められ、北

きたのしょうじょう
庄城で命を

絶つに先立ち、３人の姉妹の将来などを住職に託し
たと伝えられています。勝家の書や刀剣などを展示す
る柴田勝家公資料館があります。

【住所】福井市左内町８−２１　（JR 福井駅西口から福井鉄道乗車、
足羽山公園口下車徒歩 3 分）

参考資料等 中島道子『それからのお市の方−北ノ庄落城異聞』新人物往来社

戦
国
時
代
き
っ
て
の
美
人
と
し
て
、

ま
た
、
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
悲
劇

の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
お
市
。
実

は
、彼
女
の
生
存
説
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

お
市
は
、
天
文
16
（
１
５
４
７
）
年
に

織お
だ
の
ぶ
な
が

田
信
長
の
妹
と
し
て
、
尾
張
国
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
実
家
の
織
田
家
は
、
越
前

国
、
織
田
庄
（
現
在
の
丹
生
郡
越
前
町
織

田
）
に
あ
る
劔つ

る
ぎ

神
社
の
神
官
だ
っ
た
と
い

わ
れ
、
そ
の
後
、
室
町
幕
府
の
有
力
者
、

斯し

ば波
氏
の
家
臣
と
し
て
尾
張
の
守
護
代
を

務
め
る
よ
う
に
な
り
、
信
長
の
代
に
至
り

ま
し
た
。
お
市
は
、
信
長
の
命
で
、
永
禄

10
（
１
５
６
７
）
年
、
近
江
（
滋
賀
県
）

の
小
谷
城
主
浅あ

ざ
い
な
が
ま
さ

井
長
政
に
嫁
ぎ
、
三
人
の

娘
（
茶ち

ゃ
ち
ゃ々

、
初は

つ

、
江ご

う

）
を
も
う
け
ま
す
。

　

信
長
の
越
前
攻
め
に
端
を
発
し
た
戦
い

で
、
長
政
と
死
別
し
た
後
は
、
柴し

ば
た
か
つ
い
え

田
勝
家

と
再
婚
し
ま
す
が
、
勝
家
が
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

に

攻
め
ら
れ
、
天
正
11
（
１
５
８
３
）
年
４

月
24
日
、
越
前
北き

た
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

庄
城
で
自
害
し
ま
す
。

37
歳
で
し
た
。
お
市
の
辞
世
の
句
は
「
さ

ら
ぬ
だ
に
打
ち
ぬ
る
程
も
夏
の
世
の　

別

れ
を
誘
う
時
鳥
か
な
（
時ほ

と
と
ぎ
す鳥

は
あ
の
世
か

ら
の
鳥
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
う
で
な
く
て

も
寝
て
い
る
は
ず
の
夏
の
世
に
、
こ
の
世

か
ら
の
別
れ
を
告
げ
て
い
る
よ
う
だ
。）」

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
市
は
、
そ
の
死
後
も
、
越
前
・
若
狭

の
国
と
深
い
縁
で
結
ば
れ
、
次
女
の
初
が

後
の
小
浜
城
主
、
京き

ょ
う
ご
く
た
か
つ
ぐ

極
高
次
に
嫁
い
だ
ほ

か
、
三
女
の
江
と
将
軍
徳と

く
が
わ
ひ
で
た
だ

川
秀
忠
の
娘
、

勝か
つ
ひ
め姫

は
福
井
藩
第
２
代
藩
主
松ま

つ
だ
い
ら
た
だ
な
お

平
忠
直
に

嫁
ぎ
ま
し
た
。

　

お
市
に
は
生
存
説
が
あ
り
ま
す
。
北
庄

城
が
落
城
す
る
前
夜
、
お
市
は
、
城
の
裏

手
を
流
れ
て
い
た
足
羽
川
か
ら
脱
出
し
、

勝
久
寺
（
現
在
の
坂
井
市
三
国
町
）
に
落

ち
延
び
、
寺
の
離
れ
に
潜
伏
し
た
後
、
三み

国く
に

湊み
な
との

豪
商
、
森
田
家
に
匿か

く
ま

わ
れ
た
と
い

う
の
で
す
。
森
田
家
は
、
信
長
の
支
援
者

で
、
織
田
家
を
財
政
面
か
ら
支
え
た
商
人

の
一
人
で
し
た
。
そ
の
後
、
森
田
家
内
の

旧
浅
井
家
家
臣
の
手
引
き
で
、
お
市
は
近

江
の
国
に
移
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
じ
く

浅
井
家
の
残
党
の
浅あ

さ

井い

治じ
ろ
う
ざ
え
も
ん

郎
左
衛
門
の
案

内
に
よ
り
、伊
賀
の
下
友
田
に
移
り
住
み
、

慶
長
４
（
１
５
９
９
）
年
に
53
歳
で
没
し

ま
す
。浅
井
治
郎
左
衛
門
は
お
市
の
死
後
、

荼だ

び毘
に
ふ
さ
れ
た
お
市
の
喉の

ど
ぼ
と
け仏

を
保
管
し

続
け
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
喉
仏
が
現

在
も
、
三
重
県
伊
賀
市
の
浅
井
長
政
供
養

塔
に
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
生
存
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い

て
、「
そ
れ
か
ら
の
お
市
の
方
―
北
ノ
庄

落
城
異
聞
」の
作
者
、中な

か
じ
ま
み
ち
こ

島
道
子
氏
は
、“
秀

吉
の
目
を
恐
れ
て
、
闇
か
ら
闇
へ
生
き
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
守

り
続
け
た
の
は
、
浅
井
の
遺
臣
で
は
な
い

か
”と
述
べ
て
い
ま
す
。
浅
井
の
残
党
は
、

結
束
を
維
持
し
続
け
て
い
く
た
め
、
お
市

と
い
う
存
在
を
必
要
と
し
、
生
存
説
を
作

り
上
げ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

生
存
説
が
残
る

絶
世
の
美
女
、

お
市い

ち

浅井長政室［織田氏］画像（東京大学史料編纂所所蔵模写）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

清き
よ

洲す

古こ

城じ
ょ
う

跡あ
と

公
園

織
お だ

田信
のぶなが

長の天下取りの出発点であり、また清洲会議が開催さ
れたことで知られる清洲城。慶長 18（1613）年、名古屋城
の完成と城下町の移転が完了し廃城されました。公園には復
元された本丸石垣があるほか、五条川を隔てた対岸には再整
備された「清洲城天守閣」があります。

【住所】愛知県清須市清洲古城４４８番地 （名鉄「新清洲」駅下車徒歩 20 分）

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

参考資料等
『人物日本の女性史４  ―戦国乱世に生きる―』（お市の方）集英社
『福井県史』通史編３  近世一　福井県

織お

田だ

信の
ぶ
な
が長

の
妹
、
お
市
の
三
姉
妹
の

末
娘
、
江ご

う

の
生
涯
を
描
い
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
江
～
姫
た
ち
の
戦
国

～
」。
そ
の
第
７
話
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

「
清
洲
会
議
」
は
、
信
長
死
後
の
家
臣
の

命
運
を
決
め
た
歴
史
の
転
換
点
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
、
お
市
が
内
に

秘
め
て
い
た
思
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

天
正
10
（
１
５
８
２
）
年
６
月
２
日
の

本
能
寺
の
変
を
受
け
、
信
長
を
討
っ
た

明あ
け
ち
み
つ
ひ
で

智
光
秀
を
羽は

し
ば
ひ
で
よ
し

柴
秀
吉
が
討
ち
取
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
織
田
家
筆
頭
家
老
の
柴し

ば
た田

勝か
つ
い
え家

（
越
前
北き

た
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

庄
城
主
）
ら
諸
将
は
、
同

年
６
月
27
日
、
尾
張
の
清
洲
城
で
、
信
長

の
正
統
な
後
継
者
と
遺
領
配
分
を
決
め
る

会
議
（
い
わ
ゆ
る
「
清
洲
会
議
」）
を
開

き
ま
す
。

　

会
議
に
は
、
勝
家
、
秀
吉
の
ほ
か
、

丹に

わ羽
長な

が
ひ
で秀

、
池い

け
だ田

恒つ
ね
お
き興

が
出
席
。
信
長
の

後
継
者
と
し
て
、
信
長
の
三
男
、
織お

だ田

信の
ぶ
た
か孝

を
押
す
勝
家
と
、
信
長
の
嫡
子
、

織お

だ田
信の

ぶ
た
だ忠

の
子
の
三さ

ん
ぼ
う
し

法
師
（
当
時
３
歳
）

を
押
す
秀
吉
が
対
立
し
ま
し
た
。
秀
吉
の

方
が
根
回
し
が
早
く
、
秀
吉
が
主
張
す
る

筋
目
論
に
丹
羽
・
池
田
が
賛
成
。
三
法
師

が
家
督
を
継
ぎ
、
秀
吉
が
主
導
権
を
握
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、も
う
一
つ
、

こ
の
会
議
の
と
き
、
お
市
の
人
生
を
左
右

す
る
重
要
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
す
。
お
市

が
勝
家
の
も
と
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

　

な
ぜ
、
こ
の
時
、
縁
組
が
決
ま
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
勝
家
が
堀ほ

り
ひ
で
ま
さ

秀
政
に
宛
て
た

書
状
に
よ
る
と
、“
秀
吉
と
申
し
合
わ
せ

…
縁
辺
の
儀
（
お
市
と
の
結
婚
）
が
決
ま

り
そ
う
だ
”
と
あ
り
、
秀
吉
が
会
議
で
の

勝
家
の
不
満
を
抑
え
る
た
め
、
勝
家
の
お

市
へ
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
動
い
た
と
い
う

説
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
お
市
の
本
心
は
ど
う
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
一
説
に
は
、
秀
吉
が
最

初
の
夫
、
浅あ

ざ
い
な
が
ま
さ

井
長
政
を
自
刃
に
追
い
込
ん

だ
こ
と
な
ど
か
ら
、
お
市
は
秀
吉
を
相
当

嫌
っ
て
お
り
、
勝
家
を
選
ん
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、“
織
田
家
存
続
の
た
め
、
秀

吉
に
対
抗
す
る
実
力
が
あ
る
勝
家
（
そ

し
て
、
手
を
組
む
信
長
の
三
男
、
信
孝
）

に
賭
け
る
”、
そ
ん
な
内
に
秘
め
た
決
意

を
も
っ
て
嫁
い
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。
勝
家
の
妻
と
な
っ
た
直
後
の
天
正
10

（
１
５
８
２
）
年
９
月
11
日
、
お
市
は
勝

家
と
と
も
に
、
京
都
の
妙
心
寺
で
信
長
の

百
か
日
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

“
自
分
が
信
長
の
死
を
弔
う
喪
主
た
る
資

格
の
あ
る
も
の
”
と
天
下
に
公
表
し
た
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
ま
さ
に
、
お
市
の
決

意
の
表
れ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

法
要
の
翌
月
、
宣
教
師
の
ル
イ
ス
・
フ

ロ
イ
ス
（
後
に
「
日
本
史
」
を
執
筆
）
は
、

“
信
長
の
後
継
者
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な

い
”
と
記
し
て
い
ま
す
。
清
洲
会
議
で
決

ま
っ
た
後
継
者
は
名
目
上
の
こ
と
で
、
争

い
は
続
い
て
い
た
の
で
す
。
兄
、
信
長
の

も
と
戦
国
の
世
を
生
き
て
き
た
お
市
。
本

当
の
覇
権
を
争
う
「
戦
」
は
、
清
洲
会
議

の
後
に
始
ま
る
こ
と
を
冷
静
に
見
抜
い
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

天
下
分
け
目
の

清き

よ

洲す

会か

い

議ぎ

～
お
市い

ち

の
内
に
秘
め
た
決
意
～

お市の方像

（北の庄城址・柴田公園）

柴田勝家の像

32

34



福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

臨
済
宗
妙
心
寺
派

常じ
ょ
う

高こ
う

寺じ

初
はつ

（常
じょうこういん

高院）の発願により、寛永７（1630）年に小浜出身の槐
かいどう

堂周
しゅうこ

虎禅師を迎えて
開山。常高院の肖像画や墓所のほか、狩野派の名手、狩

か の う
野美

よしのぶ
信筆の書院壁画等が

往時の盛運を偲ばせています。

常高院墓塔 常高寺

【住所】小浜市小浜浅間１（ＪＲ小浜駅より徒歩 20 分）

参考資料等 福井県立若狭歴史民俗資料館編『テーマ展「戦国三姉妹　初　−初の眠る若狭小浜−」図録』

戦
国
の
世
か
ら
江
戸
時
代
へ
波
乱
万

丈
の
人
生
を
送
っ
た
女
性
。
豊
臣

側
（
姉
・
茶ち

ゃ
ち
ゃ々

）
と
徳
川
側
（
妹
・
江ご

う

）

の
橋
渡
し
役
と
し
て
知
ら
れ
る
浅あ

ざ
い井

三
姉

妹
の
次
女
、
初
（
常じ

ょ
う
こ
う
い
ん

高
院
）
と
は
ど
ん
な

人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

初
は
、
元
亀
元
（
１
５
７
０
）
年
（
諸

説
あ
り
）、
浅あ

ざ
い井

長な
が
ま
さ政

と
お
市い

ち

の
間
に
三

姉
妹
の
次
女
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。
天
正

元
（
１
５
７
３
）
年
、
小お

谷だ
に

城じ
ょ
う

が
織お

だ田

信の
ぶ
な
が長

に
攻
め
ら
れ
、
長
政
は
自
刃
。
市
と

三
姉
妹
は
、
家
臣
の
藤ふ

じ
か
け掛

永な
が
か
つ勝

に
よ
っ
て

織
田
家
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、そ
の
信
長
も
天
正
10
（
１
５
８
２
）

年
に
本
能
寺
の
変
で
討
た
れ
ま
す
。
そ
の

年
、
お
市
は
柴し

ば
た田

勝か
つ
い
え家

と
再
婚
し
、
三
姉

妹
と
と
も
に
越
前
北き

た
の
し
ょ
う庄

城じ
ょ
う

に
入
り
ま
す

が
、
そ
の
わ
ず
か
１
年
後
、
勝
家
は
賤
ヶ

岳
の
戦
い
で
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

に
敗
れ
、
お
市
と

と
も
に
自
害
。
三
姉
妹
は
、
今
度
は
秀
吉

に
引
き
取
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

天
正
15
（
１
５
８
７
）
年
、
秀
吉
の
計

ら
い
で
、
初
は
従
兄
に
当
た
る
近
江
の
大

溝
城
主
、
京き

ょ
う
ご
く極

高た
か
つ
ぐ次

に
輿
入
れ
し
ま
し

た
。
高
次
は
、
慶
長
５
（
１
６
０
０
）
年

の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
徳
川
側
に
つ
き
、
大

津
城
籠
城
に
よ
り
西
軍
（
石
田
側
）
の
足

止
め
を
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
若
狭
国

８
万
５
千
石
を
拝
領
し
ま
す
。
実
は
、
こ

の
成
功
の
裏
に
は
初
の
支
え
が
あ
り
、
籠

城
の
際
、
兵
の
た
め
に
侍
女
に
鉄
砲
の
弾

を
作
ら
せ
、
侍
女
と
と
も
に
水
を
汲
み
、

飯
を
炊
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

若
狭
小
浜
藩
の
初
代
藩
主
夫
人
と
な
っ

た
初
は
、
徳と

く
が
わ川

秀ひ
で
た
だ忠

と
江
の
４
女
、
初

姫
、
２
代
目
小
浜
藩
主
、
忠た

だ
た
か高

の
異
母
弟
、

高た
か
ま
さ政

な
ど
の
養
育
に
尽
力
し
ま
す
。初
は
、

子
宝
に
は
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

の
分
、
身
内
の
子
に
精
一
杯
の
愛
情
を
捧

げ
て
い
た
の
で
す
。

　

慶
長
14
（
１
６
０
９
）
年
、
高
次
の
没

後
、
初
は
常
高
院
と
称
し
、
若
狭
に
寺
院

（
常じ

ょ
う

高こ
う

寺じ

）
を
建
立
す
る
意
思
を
固
め
ま

す
。
し
か
し
、
夫
の
菩
提
を
弔
う
穏
や
か

な
日
々
は
続
か
ず
、
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の

陣
が
勃
発
。
初
は
、
家
康
の
命
に
よ
り
豊

臣
家
と
徳
川
家
の
仲
介
を
し
ま
す
が
、
姉

の
淀よ

ど
ど
の殿

を
は
じ
め
、
多
く
の
親
族
を
失
い

ま
す
。
失
意
の
初
は
、
若
狭
へ
戻
り
、
し

ば
ら
く
小
浜
城
の
西
の
丸
の
屋
敷
で
暮
ら

し
ま
し
た
。

　

晩
年
は
、
江
戸
に
住
み
な
が
ら
常
高
寺

の
建
立
を
進
め
、
亡
く
な
る
３
年
前
の
寛

永
７
（
１
６
３
０
）
年
、
念
願
の
本
堂
が

完
成
し
ま
す
。
小
浜
の
町
と
海
が
見
渡
せ

る
一
等
地
に
建
立
さ
れ
、
初
の
「
た
と
え

国
替
え
が
あ
っ
て
も
寺
が
続
く
よ
う
に
お

心
添
え
を
い
た
だ
き
た
い
。」
と
の
遺
言

ど
お
り
、
常
高
寺
は
当
時
か
ら
変
わ
ら
ず

こ
の
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

心
の
平
安
を
取
り
戻
す
た
め
暮
ら
し
た

地
、
小
浜
。
裏
山
に
は
、
７
人
の
侍
女
た

ち
に
囲
ま
れ
た
初
の
墓
碑
が
あ
り
、
今
で

も
小
浜
の
行
く
末
を
静
か
に
見
守
っ
て
い

る
の
で
す
。

細
や
か
な
心
遣
い
と

思
い
や
り
を
持
つ
、

優
し
き
女
性
、
初は

つ

初肖像（常高寺蔵）
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福
井
城
下
眺
望
図

寛政年間（1789 ～ 1801）頃の福井城下の様子を描いた眺望図。
季節は春で足羽河原の桃林ではいっせいに開花を迎えています。福
井城を取り囲む武家屋敷、北陸道に沿って西側から北側に広がる町
屋や寺社が一望され、当時の風景を知ることができます。

（福井市立郷土歴史博物館蔵）

参考資料等
松原信之編『福井県の不思議事典』新人物往来社、吉川博和『忠直に迫る　越前宰相の狂気と正気』創文堂印刷
ふくい女性の歴史編さん委員会編『ふくい女性の歴史』福井県

柴し

ば

田た

勝か
つ
い
え家

と
妻
、
お
市
が
自
刃
し
て

果
て
た
地
、
北き

た
の
し
ょ
う庄

（
現
在
の
福

井
市
）。
お
市
は
、
敵
将
、
豊と

よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

と

徳と
く
が
わ川

家い
え
や
す康

に
対
し
て
「
死
ん
で
も
こ
の
恨

み
は
忘
れ
な
い
」
と
呪
っ
た
と
い
い
ま
す

（
松ま

つ
だ
い
ら平

春し
ゅ
ん
が
く嶽

著
「
眞み

ゆ
き雪

草ぞ
う
し子

」）。
そ
の
呪

い
が
、
そ
の
後
福
井
藩
主
と
な
っ
た
家
康

の
孫
、
松
平
忠
直
や
曾
孫
の
松
平
光
通
の

不
幸
な
結
末
を
引
き
起
こ
し
た
と
の
う
わ

さ
が
福
井
城
下
で
流
布
し
て
い
た
と
い
い

ま
す
。
そ
の
理
由
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

北
庄
落
城
の
際
、
お
市
の
娘
、
茶ち

ゃ
ち
ゃ々

、

初は
つ

、
江ご

う

は
敵
将
、
秀
吉
に
託
さ
れ
城
を
出

ま
し
た
。
そ
の
後
、
茶
々
は
秀
吉
の
妻
と

な
り
、
初
は
若
狭
小
浜
藩
主
、
京き

ょ
う
ご
く極

高た
か
つ
ぐ次

に
嫁
ぎ
ま
す
。
そ
し
て
、
江
は
第
２
代
将

軍
、
徳と

く
が
わ川

秀ひ
で
た
だ忠

の
正
室
に
迎
え
ら
れ
、
二

男
五
女
を
も
う
け
ま
し
た
。
そ
の
江
の
三

女
、
勝か

つ
ひ
め姫

は
、
第
２
代
福
井
藩
主
、
忠
直

の
正
室
と
し
て
、
母
の
悲
し
い
思
い
出
の

地
、
北
庄
に
輿
入
れ
し
た
の
で
す
。

　

慶
長
16
（
１
６
１
１
）
年
、忠
直
17
歳
、

勝
姫
11
歳
、
総
勢
４
千
人
も
の
従
者
を
伴

う
豪
華
な
輿
入
れ
で
し
た
。
し
か
し
、
三

人
の
子
を
も
う
け
た
後
、夫
婦
仲
は
悪
化
。

忠
直
は
、
勝
姫
の
父
で
あ
る
将
軍
、
秀
忠

の
機
嫌
を
損
ね
、元
和
９（
１
６
２
３
）年
、

豊ぶ
ん
ご後

（
大
分
県
）
に
流
さ
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
忠
直
の
弟
、
松ま

つ
だ
い
ら平

忠た
だ
ま
さ昌

が
北
庄
を
拝

領
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
明
暦
元
（
１
６
５
５
）
年
、

忠
昌
の
嫡
男
、
光
通
は
、
従
兄
で
あ
る

松ま
つ
だ
い
ら平

光み
つ
な
が長

の
娘
、
国く

に
ひ
め姫

を
正
室
に
迎
え

ま
し
た
が
、
光
通
と
国
姫
の
祖
母
、
勝
姫

と
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
ず
、
国
姫
は
板

挟
み
を
苦
に
自
殺
し
ま
す
。
光
通
も
後
を

追
う
よ
う
に
自
刃
し
た
の
で
す
。

　

北
庄
を
舞
台
に
し
た
忠
直
の
左
遷
と
光

通
の
自
殺
。
こ
の
一
連
の
凶
事
に
は
あ
る

共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
勝
姫
が

陰
で
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
勝
姫
は

非
常
に
プ
ラ
イ
ド
が
高
く
、
し
か
も
執
念

深
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
勝
姫
は
、
忠
直

の
行
動
を
、
父
、
秀
忠
に
事
実
を
歪
曲
し

告
げ
口
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
わ
が
子

光
長
に
越
前
国
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
根
に
持
ち
、
同
国
を
継
承
し
た
忠
昌

と
そ
の
子
、
光
通
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ

ま
し
た
。
彼
女
の
頑
迷
さ
が
、
忠
直
を
狂

わ
せ
、
光
通
と
国
姫
を
死
に
追
い
や
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

お
市
の
三
女
、
江
（
崇す

う
げ
ん
い
ん

源
院
）
と
孫
の

勝
姫
（
天て

ん
す
う
い
ん

崇
院
）
の
名
前
を
み
る
と
、
二

人
の
院
号
に
は
「
崇
」
の
字
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
、「
崇
」
を
持

つ
二
人
に
「
お
市
の
祟
り
」
が
現
れ
た
と

信
じ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、「
崇
（
あ

が
め
る
の
意
）」
は
「
祟
（
た
た
り
の
意
）」

と
字
は
似
て
い
ま
す
が
、
意
味
が
全
く
異

な
り
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
そ
れ
を
知
っ

て
か
知
ら
ず
か
、
言
い
伝
え
て
い
っ
た
の

で
す
。
歴
史
は
史
料
の
解
釈
で
語
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
時
に
は
、
想
像
や

勘
違
い
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

福
井
藩
を
襲
っ
た

お
市い

ち

の
祟
り
!?

～
呪
わ
れ
た
松ま

つ

平だ
い
ら

忠た

だ

な

お直
と
光み

つ

み

ち道
～

家系図

お
市

江秀
忠

家
光

勝
姫

和
子

秀
康

忠
直

光
長

国
姫

光
通

昌
勝

昌
親

忠
昌

徳
川
家
康

（
崇
源
院
）
（
東
福
門
院
）

（
第
三
代
将
軍
）

（
高
田
殿
）
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越
前
大
野
城

大野盆地にある標高
約 249 メートルの亀
山に築かれた平山城
で す。 天 正 4（1576）
年頃、金

かなもりながちか
森長近が城

郭を築き始め、約５年
の歳月をかけて築城さ
れました。土台となる
石垣は自然石をそのまま積み上げる野面積みという工法で作ら
れています。 現在の天守は昭和 43（1968）年に再建されたも
ので、内部には歴代城主の遺品が数多く展示されています。

【住所】大野市城町３−１０９（JR 越前大野駅より天守閣まで徒歩約 40 分）

金
森
長
近
は
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸

時
代
に
か
け
て
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

、
豊と

よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

、
徳と

く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
の
三
英
傑
に
仕
え
、
桶

狭
間
の
戦
い
や
長
篠
の
戦
い
、
関
ヶ
原
の

戦
い
な
ど
数
々
の
戦
に
参
戦
し
、
勝
ち

残
っ
て
い
っ
た
数
少
な
い
戦
国
武
将
で

す
。
今
か
ら
約
４
４
０
年
前
の
天
正
年
間

（
１
５
７
３
～
１
５
９
２
）
に
越
前
大
野

城
を
築
き
、
亀
山
の
東
側
に
現
在
の
大
野

市
街
地
の
も
と
と
な
る
城
下
町
を
整
備
し

ま
し
た
。

　

長
近
は
大
永
４
（
１
５
２
４
）
年
、
金か

な

森も
り

定さ
だ

近ち
か

の
次
男
と
し
て
美み

の
の
く
に

濃
国
土と

き岐
郡

多た

じ

み

治
見
郷
（
現
在
の
岐
阜
県
多
治
見
市
）

に
生
ま
れ
、
近お

う
み
の
く
に

江
国
野や

す洲
郡
金
森
（
現
在

の
滋
賀
県
守
山
市
）
で
育
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
弟
に
は
落
語
の
祖
と
呼
ば
れ

『
醒せ

い
す
い
し
ょ
う

睡
笑
』
を
編
し
た
安あ

ん
ら
く楽

庵あ
ん

策さ
く
で
ん伝

が
い

ま
す
。
長
近
は
も
と
は
可あ

り
ち
か近

と
い
い
、
18

歳
で
信
長
に
仕
え
、
尾
張
国
（
現
在
の
愛

知
県
）
の
各
地
を
転
戦
。
桶
狭
間
の
戦
い

な
ど
で
の
功
績
を
認
め
ら
れ
、
信
長
の

「
長
」
を
も
ら
っ
て
長
近
と
名
乗
る
よ
う

に
な
り
、
信
長
の
親
衛
隊
・
赤あ

か
ほ
ろ
し
ゅ
う

母
衣
衆
の

一
人
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

　

長
近
は
越
前
大
野
城
を
築
城
し
て
い
ま

す
。
こ
の
城
は
盆
地
内
の
独
立
し
た
小
丘

陵
の
亀
山
の
山
頂
に
本
丸
を
配
し
、
そ
の

東
麓
に
二
の
丸
、
三
の
丸
を
配
し
て
い
ま

し
た
。
亀
山
と
い
う
地
名
は
、
山
の
形
が

亀
に
似
て
い
る
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
は
、
京
都
に
あ
る
地
名
に
ち
な
ん

で
長
近
が
名
付
け
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。
京
都
の
小
倉
山
の
中
に
あ
る
亀
山
と

い
う
地
名
で
、
今
も
亀
山
公
園
（
嵐
山
公

園
）
が
あ
り
ま
す
。

　

戦
で
命
を
か
け
て
戦
っ
た
こ
の
時
代
の

武
将
は
、
縁
起
の
良
い
も
の
を
好
み
ま
し

た
。長
近
が
特
に
好
ん
だ
の
は
金
色
の
龍
、

「
金
龍
」
で
す
。
長
近
が
使
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
兜
の
前
立
て
の
飾
り
に
は
金
の

龍
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
慶
長

２
（
１
５
９
７
）
年
に
は
、
長
近
は
京
都

で
「
金
龍
院
」
と
い
う
寺
院
を
建
立
し
て

い
ま
す
。

　

長
近
が
好
ん
で
い
た
も
の
が
も
う
一
つ

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
亀
」
で
す
。
戦
場

で
着
用
す
る
陣
羽
織
の
背
中
に
は
亀
の
文

様
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。「
鶴
は
千
年
、

亀
は
万
年
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
亀
は

縁
起
の
よ
い
動
物
と
し
て
当
時
か
ら
好
ま

れ
て
い
た
の
で
す
。

　

長
近
は
大
野
以
外
に
高
山
（
岐
阜
県
高

山
市
）
と
上こ

う
ず
ち

有
知
（
岐
阜
県
美
濃
市
）
で

城
下
町
を
整
備
し
て
い
ま
す
。
上
有
知
に

あ
る
小
倉
山
は
、
元
は
尾
崎
丸
山
と
い
う

名
前
で
し
た
が
、
長
近
が
こ
の
地
に
入
っ

た
時
に
京
都
の
嵐
山
に
あ
る
小
倉
山
に
ち

な
ん
で
名
付
け
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
近
は
、
縁
起
の
よ
い
亀
と
大
好
き
な

地
名
に
ち
な
ん
で
、
越
前
大
野
城
築
城
の

際
に
「
亀
山
」
と
い
う
地
名
を
考
え
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

越
前
大
野
城
を

築
い
た
金か

な

も

り

な

が

ち

か

森
長
近
と

「
亀
山
」
の
由
来

参考資料等
大野市教育委員会編『大野のあゆみ改訂版』大野市、『大野市史』大野市
河原哲郎 『歴史と史跡大野』大野市

大野市商工観光振興課執筆・協力

越前大野城　絵図
（名古屋市蓬左文庫蔵）

金森長近肖像（素玄寺蔵）
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敦
賀
城
の
跡
・

敦
賀
町
奉
行
所
の
跡
・

敦
賀
県
庁
の
跡
碑

現在の敦賀西小学校の隅に立つ記念碑です。この地は大
おおたに

谷吉
よしつぐ

継の前の領主蜂
はちやよりたか

屋頼隆
の時代に敦賀城が築かれて以降、その破却後も小浜藩の代官所、明治時代には県庁・
裁判所など公的な施設が置かれました。

【住所】敦賀市結城町８−６（ＪＲ敦賀駅より車で約７分）

敦賀市立博物館

豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で
よ
し吉

に
仕
え
た
戦
国
武
将
の
一

人
に
、
敦
賀
の
領
主
と
な
っ
た
大

谷
吉
継
が
い
ま
す
。
秀
吉
が
長
浜
を
治
め

て
い
た
頃
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
子
飼
い
の
武
将
で
、
や
が
て
頭

角
を
現
し
て
秀
吉
の
五
奉
行
に
次
ぐ
地
位

を
担
う
ま
で
に
な
っ
た
人
物
で
す
。

　

吉
継
は
、
秀
吉
の
没
後
、
徳と

く
が
わ川

家い
え
や
す康

と

戦
っ
た
関
ヶ
原
の
戦
い
で
石い

し
だ田

三み
つ
な
り成

率
い

る
西
軍
に
与
し
、
敗
れ
て
自
刃
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
説
に
三

成
と
の
友
情
に
殉
じ
て
敢
え
て
負
け
戦
に

臨
ん
だ
、
あ
る
い
は
秀
吉
の
恩
顧
に
報
い

る
た
め
忠
義
を
尽
く
し
た
と
語
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
一
方
で
吉
継
は
家
康
と
も
親
交

が
深
く
、
徳
川
と
の
対
決
を
ど
こ
ま
で
意

図
し
て
い
た
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
西
軍
勝
利
の
た
め
の
策
を
充
分

に
練
っ
て
戦
に
臨
ん
で
お
り
、
最
初
か
ら

負
け
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
感
情
的
に
敗
北
を
選
ん
だ
と
す

る
の
は
決
し
て
正
し
い
吉
継
評
価
と
は
言

え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
吉
継
は
秀
吉
の
下
で
多
く
の
戦

に
加
わ
り
、
ま
た
、
太た

い
こ
う
け
ん
ち

閤
検
地
な
ど
に
も

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
領
主
と
し
て

敦
賀
に
滞
在
し
た
時
間
は
さ
ほ
ど
長
く
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

の
敦
賀
西
小
学
校
周
辺
を
占
め
て
い
た
敦

賀
城
か
ら
、
旧
笙し

ょ
う
の
か
わ

ノ
川
を
挟
ん
で
旧
来
よ

り
繁
栄
し
て
き
た
敦
賀
湊
と
向
き
合
っ
た

時
、
吉
継
に
は
ど
ん
な
町
づ
く
り
の
ビ

ジ
ョ
ン
が
浮
か
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

戦
乱
に
満
ち
た
時
代
は
終
息
に
向
か

い
、
敦
賀
湊
に
は
北
陸
・
東
北
か
ら
米
や

木
材
な
ど
が
大
量
に
荷
揚
げ
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
京
都
や
大
坂
に
運
ば
れ
て

い
き
ま
す
。
敦
賀
は
物
資
輸
送
の
日
本
海

側
最
大
の
拠
点
だ
っ
た
の
で
す
。
吉
継
が

城
の
拡
張
や
町
の
整
備
に
関
わ
っ
た
こ
と

を
具
体
的
に
示
す
資
料
は
わ
ず
か
で
す

が
、
こ
の
時
代
、
敦
賀
湊
が
近
世
の
湊
街

へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想

像
で
き
ま
す
。

　

吉
継
の
記
録
も
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
治
世
者
と
し
て
の
吉
継
の
能
力

を
示
す
も
の
は
そ
の
後
の
敦
賀
の
町
の
歴

史
そ
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
近
世
初

頭
の
敦
賀
湊
は
大
名
勢
力
と
強
く
結
び
つ

き
を
持
っ
た
豪
商
た
ち
が
活
躍
し
、
長
い

歴
史
の
中
で
も
空
前
の
繁
栄
を
遂
げ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
の
富
や
文
化

の
蓄
積
が
そ
の
後
の
敦
賀
を
支
え
て
い
る

の
で
す
。

敦
賀
城
主
、

大お

お

た

に谷
吉よ

し

つ

ぐ継
が
見
た

敦
賀
湊み

な
と

の
繁
栄

関ヶ原合戦図屏風（右隻）（敦賀市立博物館蔵）

大谷吉継像
（みなとつるが
　山車会館）

執筆・協力
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若
狭
各
地
に

残
さ
れ
た
古
文
書

丹
に わ

羽長
ながひで

秀や長秀を含む信長奉行人によって作成された古文書が若狭地
域に残されています。内容は、禁止事項を定めた禁制や領地を保障する
安堵状が中心で、若狭において長秀が権利を保障できる存在であったこ
とがわかります。

長
秀
も
署
名
し
た
永
禄
12（
１
５
６
９
）
年

発
給
の
奉
行
人
連
署
奉
書

（
神
明
神
社
文
書
）

丹に

羽わ

長な
が
ひ
で秀

は
尾
張
（
現
在
の
愛
知
県

西
部
）
出
身
の
戦
国
武
将
で
す
。

同
じ
く
尾
張
出
身
の
武
将
・
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

に

仕
え
、
各
地
を
転
戦
し
て
回
り
ま
し
た
。

後
に
「
米
五
郎
左
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
米
が
生

活
に
欠
か
せ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
織

田
家
に
は
長
秀
（
＝
五ご

郎ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

）
が
欠

か
せ
な
い
と
い
う
例
え
で
、
長
秀
が
重
臣

と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
表
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
長
秀
と
い
う
と
近
江
佐
和
山

城
（
現
在
の
滋
賀
県
彦
根
市
）
や
越
前

北き
た
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

庄
城
の
城
主
と
い
う
印
象
が
強
い
で
す

が
、
若
狭
と
も
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
若
狭
国
守
護
武
田
氏
が

衰
退
し
た
後
の
若
狭
を
引
き
継
い
で
紛
争

を
裁
定
す
る
な
ど
、
若
狭
の
戦
国
時
代
を

終
わ
ら
せ
た
人
物
と
も
い
え
ま
す
。

　

長
秀
が
若
狭
と
関
係
を
持
ち
始
め
た
の

は
、永
禄
12（
１
５
６
９
）年
の
こ
と
で
す
。

当
時
、
若
狭
国
守
護
で
あ
っ
た
武た

け

田だ

元も
と
あ
き明

は
、
朝
倉
氏
に
従
っ
て
越
前
へ
と
移
り
ま

し
た
。
こ
の
時
、
残
っ
た
武
田
氏
の
家
臣

達
に
一
致
団
結
す
る
よ
う
に
促
し
た
文
書

が
小
浜
市
内
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
時

は
信
長
方
と
朝
倉
方
に
分
裂
し
て
い
た
家

臣
達
も
、
最
終
的
に
は
信
長
方
に
味
方
す

る
こ
と
で
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

天
正
元
（
１
５
７
３
）
年
、
朝
倉
氏
の

滅
亡
後
、
長
秀
は
信
長
か
ら
若
狭
の
支
配

を
任
さ
れ
、
武
田
氏
や
逸へ

ん

見み

氏
、
粟あ

わ
や屋

氏

と
い
っ
た
「
若
狭
衆
」
を
軍
事
的
に
指
揮

し
ま
す
。
と
は
い
え
、
当
時
は
ま
だ
武
田

氏
の
旧
臣
た
ち
が
独
自
の
所
領
を
持
っ
て

お
り
、
長
秀
は
遠お

に
ゅ
う敷

郡
を
中
心
に
そ
の
権

限
を
発
揮
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し

た
旧
臣
を
ま
と
め
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

天
正
10
（
１
５
８
２
）
年
に
信
長
が

本
能
寺
で
討
た
れ
る
と
、
長
秀
は
羽は

柴し
ば

（
豊と

よ
と
み臣

）
秀ひ

で
よ
し吉

側
に
立
っ
て
山
崎
の
合
戦
に

参
加
し
ま
す
。
そ
の
後
の
清き

よ

州す

会か
い

議ぎ

で
は

若
狭
一
国
と
近
江
国
滋
賀
郡
・
高
島
郡
を

領
す
る
こ
と
に
な
り
、長
秀
は
坂
本
城
（
現

在
の
滋
賀
県
大
津
市
）
へ
と
拠
点
を
移
し

ま
す
。
さ
ら
に
翌
年
の
賤
ヶ
岳
の
戦
い
で

功
績
を
挙
げ
た
長
秀
は
越
前
国
と
加
賀
半

国
も
拝
領
し
、越
前
・
北
庄
に
入
部
し
ま
す
。

　

長
秀
は
北
庄
で
生
涯
を
終
え
ま
す
。
存

命
中
は
あ
ま
り
若
狭
に
滞
在
し
な
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、
最
後
ま
で
領
国
と
し
続
け

ま
し
た
。
戦
国
時
代
末
期
、
武
田
氏
の
衰

退
や
朝
倉
氏
の
侵
入
に
よ
っ
て
動
揺
し
て

い
た
若
狭
を
ま
と
め
あ
げ
た
長
秀
は
、
こ

の
地
域
に
お
い
て
戦
国
時
代
と
江
戸
時
代

を
「
つ
な
ぐ
」
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
「
米
」

の
よ
う
な
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在

だ
っ
た
の
で
す
。

「
米こ

め

五ご

郎ろ

う

左ざ

」

若
狭
の
戦
国
に

幕
を
下
ろ
す

参考資料等
功刀俊宏「織田権力の若狭支配」（戦国史研究会編『織田権力の領域支配』岩田書院）、『福井県史』通史編３ 近世一　福井県
尾下成敏「丹羽長秀の居所と行動」（藤井譲治編『織豊期主要人物居所集成』思文閣出版）、 小浜市史編纂委員会編『小浜市史』通史編 上巻　小浜市　

福井県立若狭歴史博物館執筆・協力

丹羽長秀肖像（模写）
（東京大学史料編纂所蔵）

長秀の事績を伝える『若狭守護代記』
（福井県文書館所蔵）
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土つ
ち
み
か
ど
け

御
門
家
墓
所
　

【住所】　おおい町暦会館：大飯郡おおい町名田庄納田終１１１−７
（JR 小浜駅より大和交通流星バスで「ホテル流星館」下車徒歩１分）

おおい町名田庄納
の

田
た

終
おい

地区には、おおい町暦会館があり、土御門家ゆかりの資料
や各地の暦を展示しています。近くには土御門家三代にわたる墓所の他、加茂神社、
陰陽道の祭祀場である天壇などがあります。

おおい町暦会館

参考資料等
吉田兼見『兼見卿記（史料纂集 古記録編）』八木書店、勧修寺晴豊『晴豊記』　『続史料大成　第９巻』　臨川書店
岩沢愿彦「本能寺の変拾遺―『日々記』所収『天正十年夏記』について―」藤木久志編『織田政権の研究』　吉川弘文館
土御門泰重『泰重卿記』　続群書類従完成会

おおい町暦会館執筆・協力

陰お

ん

陽み
ょ
う
じ師

安あ
べ
の倍

晴せ
い
め
い明

の
末
裔
、
土
御
門

家
。
土
御
門
家
は
応
仁
の
乱
を
避

け
て
領
地
で
あ
る
名
田
庄
納の

た
お
い

田
終
に
移
住

し
、
有あ

り
の
ぶ宣

・
有あ

り
は
る春

・
有あ

り
な
が脩

の
三
代
に
わ
た

り
居
住
し
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の
有
脩
の

子
、
久ひ

さ
な
が脩

と
久
脩
の
嫡
子
、
泰や

す
し
げ重

は
、
織

田
信
長
や
明
智
光
秀
と
縁
戚
関
係
に
あ
り

ま
し
た
。
泰
重
の
妻
は
信
長
の
甥
の
娘
で

あ
り
、
久
脩
の
妻
（
泰
重
の
母
）
は
光
秀

の
娘
の
舅
で
あ
る
細ほ

そ
か
わ川

幽ゆ
う
さ
い斎

の
妹
だ
っ
た

の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
本
能
寺
の
変
が
起

こ
る
直
前
に
土
御
門
家
と
信
長
は
関
わ
り

を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

土
御
門
家
は
、
室
町
時
代
後
期
に
名
田

庄
（
現
在
の
大
飯
郡
お
お
い
町
）
で
暦
の

製
作
や
天
体
観
測
に
携
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
戦
国
時
代
の
暦
は
京
暦
が
広
く
使
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
東
国
で
は
三
島
暦

が
使
用
さ
れ
る
な
ど
複
数
の
暦
が
使
わ
れ

混
乱
し
て
い
ま
し
た
。
尾
張
の
暦
師
が
三

島
暦
を
使
用
す
る
よ
う
信
長
に
要
望
し
た

の
で
天
正
10
（
１
５
８
２
）
年
１
月
29

日
、
安
土
城
に
お
い
て
信
長
立
会
い
の
も

と
久
脩
ら
と
尾
張
の
暦
師
と
の
間
で
京
暦

と
三
島
暦
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
論
争
が

行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
結
論
は
出
ま
せ

ん
で
し
た
。
信
長
は
２
月
に
も
久
脩
ら
に

再
検
討
を
命
じ
、
京
暦
が
正
し
い
と
の
結

論
を
得
て
信
長
に
報
告
し
ま
す
。
二
つ
の

暦
は
閏
月
の
取
扱
い
に
違
い
が
あ
り
、
三

島
暦
で
は
天
正
10
年
12
月
の
後
に
閏
12
月

を
入
れ
る
の
に
対
し
、
京
暦
で
は
翌
天
正

11
年
１
月
の
後
に
閏
１
月
を
入
れ
て
い
ま

し
た
。
閏
月
を
ど
こ
に
入
れ
る
か
で
正
月

が
１
か
月
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は

人
々
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
問

題
だ
っ
た
の
で
す
。

　

天
正
10
年
６
日
１
日
、
信
長
は
本
能
寺

に
お
い
て
、
関
白
、
近こ

の
え衛

前さ
き
ひ
さ久

や
久
脩
ら

と
歓
談
し
、
閏
月
を
当
年
に
入
れ
る
よ
う

（
三
島
暦
を
採
用
す
る
よ
う
）
申
し
入
れ

ま
す
。
同
席
し
て
い
た
勧か

じ
ゅ
う
じ

修
寺
晴は

る
と
よ豊

は
日

記
の
中
で
、「
こ
れ
信
長
、
無
理
な
る
こ

と
な
り
」
と
困
惑
し
て
い
ま
す
。
年
も
半

ば
を
過
ぎ
、
今
さ
ら
当
年
に
閏
月
を
入
れ

る
こ
と
は
無
理
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

暦
に
つ
い
て
の
信
長
の
考
え
は
記
録
に

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
暦
に
関
心
を
寄
せ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
全
国
を
統

一
し
暦
も
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
翌
未
明
、
本

能
寺
の
変
が
起
こ
り
、
信
長
の
全
国
統
一

の
夢
は
つ
い
え
ま
す
。
久
脩
は
そ
の
直
前

に
本
能
寺
に
滞
在
し
、
信
長
と
時
を
と
も

に
し
た
人
物
だ
っ
た
の
で
す
。

　

慶
長
５
（
１
６
０
０
）
年
、
久
脩
と
泰

重
は
徳と

く
が
わ川

家い
え
や
す康

の
命
に
よ
り
京
都
に
戻
り

ま
す
。
そ
の
後
、
寛
永
２
（
１
６
２
５
）

年
７
月
、
泰
重
は
名
田
庄
に
里
帰
り
し
、

京
都
へ
の
帰
途
に
は
幼
少
期
に
過
ご
し
た

こ
と
の
あ
る
丹
後
国
田
辺
（
現
在
の
京
都

府
舞
鶴
市
）
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
泰
重
の

妻
の
親
戚
で
あ
る
信
長
を
討
っ
た
の
は
、

母
の
親
戚
で
あ
る
光
秀
。
母
の
実
家
が

あ
っ
た
丹
後
国
を
訪
れ
た
泰
重
は
心
中
複

雑
な
気
持
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

暦こ
よ
み

の
全
国
統
一
も

つ
い
え
た
本
能
寺
の
変

～
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

と
明あ

け
ち智

光み
つ
ひ
で秀

と
土つ

ち
み
か
ど

御
門
家け

～

土
御
門
家
姻
戚
関
係
系
図

織
田
信
秀

土
御
門
有
脩

三
渕
晴
員 信

長
信
包
　
信
重
　
娘

勧
修
寺
晴
豊

娘久
脩
　
泰
重

娘
（
幽
斎
の
妹
）

細
川
幽
斎
　
忠
興

明
智
光
秀
　
玉
（
ガ
ラ
シ
ャ
）
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丸
岡
歴
史
民
俗
資
料
館

丸岡城築城 400 年を記念して、昭和 53（1978）年に旧城郭
内に開館した丸岡歴史民俗資料館。丸岡藩の歴史や丸岡の民
族芸能をわかりやすく展示しています。

【住所】坂井市丸岡町霞 4-12
           （JR 福井駅から本丸岡行きバス「丸岡城」下車すぐ）

参考資料等 丸岡城調査研究パンフレット「知られざる丸岡城」（Ｎｏ．１～３）  坂井市教育委員会

坂井市教育委員会執筆・協力

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
、
全
国
各
地
に
数
多
く
の
城
が

建
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
、

現
在
も
天
守
が
残
っ
て
い
る
城
郭
は
全
国

で
わ
ず
か
に
12
か
所
。
丸
岡
城
は
北
陸
地

方
で
天
守
が
現
存
し
て
い
る
唯
一
の
城
で

す
。

　

丸
岡
城
は
天
正
４
（
１
５
７
６
）
年
に

柴し
ば
た田

勝か
つ
と
よ豊

に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
、
青あ

お
や
ま山

宗む
ね
か
つ勝

、
今い

ま
む
ら村

盛も
り
つ
ぐ次

ら
の
後
に
本ほ

ん
だ多

成な
り
し
げ重

が

入
城
。
そ
の
後
、
有
馬
家
が
入
封
し
明
治

維
新
を
迎
え
ま
す
。
明
治
以
降
、
敷
地
や

建
物
は
除
却
さ
れ
、
天
守
も
一
時
民
有
と

な
り
ま
し
た
が
、
有
志
に
よ
り
町
に
寄
付

さ
れ
、
公
会
堂
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
昭
和
23
（
１
９
４
８
）
年

６
月
28
日
の
福
井
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
。

そ
の
後
の
修
理
工
事
を
経
て
現
在
に
至
っ

て
い
ま
す
。

　

丸
岡
城
天
守
は
独
立
式
望
楼
型
に
分
類

さ
れ
る
天
守
（
古
い
種
類
の
天
守
）
で
、

全
国
で
も
例
の
な
い
石
瓦
で
葺
か
れ
て
い

ま
す
。
天
守
台
は
加
工
の
少
な
い
自
然
石

を
使
う
野の

づ
ら面

積づ

み
で
、
木
造
部
分
は
２
重

３
階
建
て
で
１
階
と
２
、３
階
の
間
に
通

し
柱
を
持
た
な
い
構
造
で
す
。
小
ぶ
り
な

が
ら
簡
素
で
無
骨
な
印
象
を
与
え
る
天
守

で
す
が
、地
元
で
は
親
し
み
を
込
め
て「
お

天
守
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
丸
岡
城
天
守
で
す
が
、
近
年
そ

の
文
化
財
的
価
値
を
再
検
証
す
る
た
め
の

調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
調
査
の
過
程

で
発
見
さ
れ
た
戦
前
の
解
体
修
理
工
事
の

際
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
や
修
理
記
録
、
自

然
科
学
的
な
調
査
や
他
の
天
守
と
の
比
較

検
討
を
通
じ
て
、
丸
岡
城
天
守
の
イ
メ
ー

ジ
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

戦
前
の
修
理
工
事
の
写
真
や
記
録
か

ら
、
特
徴
で
あ
る
石
瓦
と
３
階
の
廻
り
縁

が
後
の
改
造
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
現
在
素
木
の
懸げ

ぎ
ょ魚

は
漆
塗

り
で
、
銅
板
張
の
鯱し

ゃ
ち

は
も
と
も
と
金
箔
押

し
と
い
う
華
や
か
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と

も
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
丸
岡
城
天

守
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
柱
の
根
元
を

地
中
に
埋
め
る
掘
立
柱
と
い
う
、
天
守
で

は
特
殊
な
構
造
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
当
初
は
掘
立
柱
で
は
な
か
っ
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
然
科
学
的
な
調
査
か
ら
、
移
築
さ
れ

て
い
る
門
も
天
守
と
同
時
期
で
あ
る
可
能

性
や
、
一
部
の
建
築
部
材
は
遠
く
東
北
地

方
か
ら
持
ち
込

ま
れ
て
い
る
こ

と
も
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。　

　

一
見
小
ぶ
り

で
質
素
な
丸
岡

城
。
今
回
の
調

査
で
従
来
と
は

異
な
る
新
し
い
姿
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
無
骨
な
イ
メ
ー
ジ
で

語
ら
れ
る
丸
岡
城
か
ら
一
変
し
、
実
際
は

御
殿
風
の
華
や
か
な
姿
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
の
で
す
。
今
後
も
調
査
を
続
け
て

い
け
ば
、
丸
岡
城
の
イ
メ
ー
ジ
が
更
に
変

わ
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ああああああ

北
陸
唯
一
の
現
存
天
守

丸
岡
城
の

当
時
の
姿
と
は

丸岡城天守石瓦の屋根

復元想像図
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小こ
ま
る
じ
ょ
う
あ
と

丸
城
跡

織
お だ

田信
のぶなが

長の家臣で府中三人衆の一人である佐
さっさなりまさ

々成政が築いた
平
ひらじろ

城。現在は約 50 メートル四方に本丸跡などの遺構が残る
のみですが、関連する遺構は、東西約 300 メートル、南北約
450 メートルの広い範囲に及んでいます。小丸城跡から出土し
た文字瓦は付近の万葉館で展示されています。

【住所】越前市五分市町２８（武生ＩＣから車で５分）

参考資料等
『福井県史』通史編３ 近世一  福井県、武生市教育委員会編『たけふの文化財』武生市
越前市教育委員会文化課市史編さん室編『文化財からみる越前市の歴史文化図鑑』

越前市教育委員会事務局　文化課執筆・協力

昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年
、
工
事
の

た
め
小
丸
城
跡
（
越
前
市
五
分
市

町
）
の
乾

い
ぬ
い

櫓や
ぐ
らを

掘
削
し
た
と
こ
ろ
、
多
数

の
瓦
と
と
も
に
文
字
が
刻
ま
れ
た
丸
瓦
２

個
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
箆へ

ら

書が

き
で
刻
ま

れ
た
そ
の
文
字
に
よ
っ
て
、
文
献
史
料
に

は
記
さ
れ
な
か
っ
た
一
揆
の
存
在
と
前ま

え
だ田

利と
し
い
え家

に
よ
る
弾
圧
の
様
子
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

発
見
さ
れ
た
丸
瓦
の
一
つ
に
は
「
此
の

書
物
後
世
に
御
ら
ん
（
覧
）
じ
ら
れ
、
御

物
か
た
（
語
）
り
有
る
べ
く
候
、
然
れ
ば

五
月
廿
四
日
い
き
（
一
揆
）
お
こ
り
、
其

の
ま
ま
前
田
又
左
衛
門
（
利
家
）
殿
、
い

き
千
人
ば
か
り
い
け
と
り
（
生
捕
）
さ
せ

ら
れ
候
也
、
御
せ
い
は
い
（
成
敗
）
は
り

つ
け
、
か
ま
（
釜
）
に
い
（
煎
）
ら
れ
、

あ
ぶ
ら
れ
候
哉
、
此
の
如
く
候
て
、
一
ふ

て
（
筆
）
書
と
と
（
留
）
め
候
、」
と
あ

り
、
５
月
24
日
に
一
揆
が
起
こ
り
、
利
家

が
一
揆
衆
を
千
人
ば
か
り
生
け
捕
っ
た
う

え
で
、
磔

は
り
つ
けや

釜か
ま
い
り煎

で
処
刑
し
た
と
い
う
、

利
家
に
よ
る
苛
烈
を
極
め
る
一
揆
弾
圧
の

様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
頭
の
「
後

世
に
御
ら
ん
（
覧
）
じ
ら
れ
、
御
物
か
た

（
語
）
り
有
る
べ
く
候
」
の
文
言
か
ら
は
、

当
時
の
人
々
が
こ
の
事
件
か
ら
受
け
た
衝

撃
の
大
き
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

利
家
は
、
不ふ

破わ

光み
つ

治は
る

や
佐さ

っ
さ々

成な
り

政ま
さ

と
と

も
に
、
越
前
の
一
向
一
揆
を
制
圧
し
た

織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

か
ら
府
中
周
辺
の
２
郡
を
与

え
ら
れ
ま
す
。
利
家
は
府
中
城
（
現
在

の
越
前
市
役
所
付
近
に
比
定
）、
光
治
は

龍
門
寺
城
（
越
前
市
本
町
の
龍
門
寺
を

含
む
一
帯
）、
そ
し
て
成
政
は
小
丸
城
を

拠
点
と
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
一
般
に
府

中
三
人
衆
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
は
、
天
正

３
（
１
５
７
５
）
年
10
月
に
宝
円
寺
（
越

前
市
高
瀬
一
丁
目
）
の
寺じ

し
き敷

安あ
ん
ど堵

や
大お

お
た
き滝

神し
ん
ご
う郷

紙か
み

座ざ

の
営
業
圏
の
確
定
な
ど
を
３
人

連
名
で
行
っ
て
お
り
、
遅
く
と
も
こ
の
頃

に
は
彼
ら
に
よ
る
支
配
が
始
ま
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
支
配

は
あ
ま
り
長
く
な
く
、
利
家
は
天
正
９

（
１
５
８
１
）
年
に
信
長
よ
り
能
登
１
国

４
郡
を
与
え
ら
れ
、
成
政
も
同
年
２
月
頃

ま
で
に
越
中
に
移
封
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。（
不
破
光
治
に
つ
い
て
は
不

明
。）

　

彼
ら
戦
国
武
将
が
当
地
を
去
っ
て

４
０
０
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た
。

凄
惨
な
歴
史
を
語
る
文
字
丸
瓦
が
出
土
し

た
小
丸
城
跡
は
、
本
丸
跡
や
土ど

る
い塁

跡あ
と

な
ど

が
部
分
的
に
残
さ
れ
て
お
り
、
春
は
桜
、

秋
は
紅
葉
に
美
し
く
彩
ら
れ
、
訪
れ
る
人

を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。

凄せ

い

さ

ん惨
な
一
揆
弾
圧
を

伝
え
る
瓦 

～
小こ

丸ま
る

城じ
ょ
う

跡あ
と

出
土
の
文
字
丸
瓦
と
府
中
三
人
衆
～

文字丸瓦（味真野史跡保存会所蔵／
越前市指定文化財）

小丸城跡
（越前市五分市町／福井県指定文化財）　

龍門寺城跡
（越前市本町／越前市指定文化財）

40

42



福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

刀
根
区
に
残
る

柳
ヶ
瀬
ト
ン
ネ
ル
・

小
刀
根
ト
ン
ネ
ル

敦賀と近江の峠道は日本海海運と琵琶湖水運を結ぶ重要なルートであり、幾度も戦乱の舞
台となりました。明治 15（1882）年、日本海側で最初の鉄道が敦賀で開業、やがて滋賀
県長浜と結ばれます。最初の鉄道ルートとなった刀根区内には国内でも屈指の古さを誇る鉄
道トンネルが残されています。

柳ヶ瀬トンネル（明治 17 年開通）小刀根トンネル（明治 14 年開通・敦賀市指定文化財）

敦賀市立博物館執筆・協力

天
正
11
（
１
５
８
３
）
年
、
織お

だ田

信の
ぶ
な
が長

が
た
お
れ
た
後
の
天
下
の
覇

権
を
賭
け
て
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

と
柴し

ば
た田

勝か
つ
い
え家

が
激

突
し
た
賤
ヶ
岳
の
戦
い
で
、
勝
家
の
本
陣

と
な
っ
た
玄
蕃
尾
城
（
内う

ち
な
か
お
や
ま
じ
ょ
う

中
尾
山
城
）。

越
前
、
敦
賀
と
近
江
柳
ヶ
瀬
と
の
国

境
、
内
中
尾
山
山
上
に
あ
り
、
湖
北
か
ら

北き
た
の
し
ょ
う

庄
に
向
う
北
国
街
道
と
、
そ
れ
よ
り

分
岐
し
て
敦
賀
津
へ
向
う
刀
根
越
の
道
を

同
時
に
抑
え
る
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。
玄

蕃
尾
城
は
、
天
正
10
（
１
５
８
２
）
年
６

月
の
本
能
寺
の
変
後
、
勝
家
が
秀
吉
と
の

戦
い
に
備
え
て
築
城
し
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
以
前
、
北
国
街
道
を
整
備

し
た
天
正
６
（
１
５
７
８
）
年
頃
に
、
越

前
衆
を
動
員
し
て
築
い
た
と
す
る
見
解
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
元
の
刀
根
区
に
は

玄
蕃
尾
城
の
築
城
に
当
た
っ
て
寺
の
お
堂

の
木
材
を
提
供
し
た
と
い
う
伝
承
も
残
っ

て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
に
は
「
玄
蕃
尾
城
」

と
い
う
名
は
ど
こ
に
も
出
て
き
ま
せ
ん

が
『
近お

う
み
の
く
に

江
国
與よ

ち

し

地
志
略り

ゃ
く

』
に
「
中
打
尾
山

･･･

（
略
）･･･

柴し
ば
た
か
つ
い
え
じ
ん
を
と
る
と
こ
ろ
な
り

田
勝
家
陣
取
の
処
也
、

此
処
よ
り
行ぎ

ょ
う
い
ち
み
ね
ま
で
い
ち
り
は
ん

市
峯
迄
一
里
半
、
幅は

ば
さ
ん
け
ん

三
間
の

作み
ち
を
つ
く
る
な
り

道
也
」
と
あ
り
、
こ
の
幅
三
間
の
作
道

に
つ
い
て
、
刀
根
区
で
は
「
玄
蕃
尾
城
の

南
方
の
行ぎ

ょ
う
い
ち
や
ま

市
山
砦
に
布
陣
し
た
勝
家
配
下

の
佐さ

久く

間ま

玄げ
ん

蕃ば

盛も
り
ま
さ政

が
、
勝
家
本
陣
と
の

連
絡
の
た
め
馬
で
駆
け
抜
け
ら
れ
る
よ
う

開
い
た
尾
根
道
で
あ
る
」
と
言
い
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
尾
根
道
を
玄
蕃
ヶ
尾

と
呼
び
、
転
じ
て
本
陣
の
城
の
名
を
指
す

よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
玄
蕃
尾
城
の
由
来

で
あ
る
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

玄
蕃
尾
城
は
、
勝
家
撤
退
後
手
つ
か
ず

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
山
城

の
構
造
が
合
戦
当
時
の
ま
ま
に
良
好
に
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
構
造
は
、

各く
る
わ郭（

石
垣
や
堀
な
ど
で
囲
ま
れ
た
区
画
）

の
機
能
分
化
と
配
置
、
馬
出
（
城
門
を
守

る
た
め
に
そ
の
前
に
設
け
る
土
塁
な
ど
）

の
完
成
度
な
ど
か
ら
、
高
度
な
築
城
理
論

で
統
一
さ
れ
た
織

し
ょ
く

豊ほ
う

系け
い

山
城
の
最
高
水
準

を
示
す
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
明
確

な
記
録
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
長
ら
く
そ
の

位
置
が
不
明
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
地
元

の
伝
承
に
よ
る
と
、
帝
国
陸
軍
が
陸
戦
の

参
考
と
す
る
た
め
賤
ヶ
岳
の
戦
い
の
調
査

を
し
た
際
に
も
、
こ
の
玄
蕃
尾
城
跡
は
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。そ
の
後
、

東ひ
が
し

愛あ
ら
ち発

小
学
校
に
赴
任
し
、
後
に
敦
賀

市
史
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
先
生
が
、
刀

根
区
に
残
さ
れ
た
伝
承
を
頼
り
に
地
区
の

人
々
と
山
中
を
探
索
し
、
よ
う
や
く
発
見

に
至
っ
た
の
で
す
。
雪
深
い
北
陸
の
山
中

に
あ
っ
て
遺
構
の
残
り
の
大
変
良
い
点
な

ど
あ
わ
せ
て
、
ま
さ
に
奇
跡
の
山
城
な
の

で
す
。

賤し

ず

ヶが

岳た

け

の
戦
い
で

勝か

つ

い

え家
が
本
陣
を
置
い
た

幻
の
玄げ

ん

蕃ば

尾お

城じ
ょ
う

玄蕃尾城跡
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福
の
井

「福の井」は結
ゆうきひでやす

城秀康による北
きたのしょうじょう

庄城築城当時からあった井戸と考えられていま
す。安永 4（1775）年の「御城下絵図」の天守台には「福井」と記された井
戸が描かれています。この頃には一般に「福の井」と呼ばれ、福井城の特別な
井戸となっていたことがうかがえます。

【住所】福井市大手３丁目１７−１（ＪＲ福井駅より徒歩約５分）

参考資料等 小楠和正『結城秀康の研究』越前松平家 松平宗紀、吉川博和『忠直に迫る～越前宰相の狂気と正気～』創文堂印刷

福
井
城
の
御ご

本ほ
ん

城じ
ょ
う

橋は
し

を
抜
け
る
と
、

馬
に
ま
た
が
る
勇
敢
な
姿
の
像
が

あ
り
ま
す
。
福
井
藩
祖
・
結
城
秀
康
の
石

像
で
す
。
徳と

く
が
わ川

家い
え
や
す康

の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
た
彼
は
、
そ
の
武
勇
を
轟
か
せ
、
後
に

福
井
城
（
当
時
は
北

き
た
の
し
ょ
う
じ
ょ
う

庄
城
）
を
築
き
上
げ

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
功
績
は
家
康
の

実
子
と
い
う
立
場
で
成
し
得
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

秀
康
は
、
天
正
２
（
１
５
７
４
）
年
、

浜
松
庄
宇う

ぶ

み

布
見
村
（
現
在
の
静
岡
県
浜
松

市
）
で
徳
川
家
康
と
そ
の
侍
女
・
お
万
の

も
と
に
生
ま
れ
ま
す
。
侍じ

女じ
ょ

の
懐
妊
の
知

ら
せ
に
、
家
康
は
正
室
（
築つ

き
や
ま
ど
の

山
殿
）
の
怒

り
を
恐
れ
、
お
万
を
家
臣
の
本ほ

ん

多だ

重し
げ
つ
ぐ次

に

預
け
、
お
万
は
密
か
に
秀
康
を
生
ん
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
秀
康
は
家
康
か
ら
憚は

ば
か

ら

れ
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
後
に
は
、

秀
康
は
人
質
と
し
て
豊と

よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

の
も
と
へ

送
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
６
年
後
に
は

結
城
家
に
婿
養
子
に
出
さ
れ
る
な
ど
、
政

略
に
翻
弄
さ
れ
る
不
遇
な
少
年
時
代
を
過

ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
政
略
に
振
り
回
さ
れ
た
秀

康
で
す
が
、
猛
々
し
い
徳
川
の
血
が
腐

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
慶
長

５
（
１
６
０
０
）
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で

は
、
会
津
の
上う

え
す
ぎ杉

景か
げ
か
つ勝

の
抑
え
と
し
て
宇

都
宮
城
を
任
さ
れ
ま
す
。
景
勝
が
大
軍
を

率
い
て
出
陣
し
て
く
る
と
い
う
噂
が
流
れ

た
際
、
秀
康
は
「
上
方
で
石い

し
だ田

三み
つ
な
り成

が
乱

を
起
こ
し
留
守
番
と
し
て
こ
こ
に
い
る

が
、
退
屈
だ
。
そ
こ
で
一
つ
合
戦
を
し
な

い
か
。
我
ら
が
攻
め
入
る
か
、
逆
に
こ
ち

ら
へ
出
馬
す
る
か
、
返
事
通
り
に
す
る
」

と
景
勝
へ
一
筆
し
た
た
め
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
景
勝
は
「
主
人
の
い
な
い
留
守
へ

合
戦
を
仕
掛
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な

い
」
と
返
答
。
噂
は
収
ま
り
、
人
々
は
秀

康
の
知
勇
を
賞
賛
し
て
伝
え
ま
し
た
。
結

果
、
戦
い
は
行
わ
れ
ず
、
家
康
は
上
杉
景

勝
を
抑
え
た
秀
康
の
功
績
を
認
め
、
慶
長

６
（
１
６
０
１
）
年
、
秀
康
に
越
前
68
万

石
を
与
え
ま
し
た
。
幼
少
期
に
は
家
康
か

ら
憚は

ば
か

ら
れ
て
い
た
秀
康
が
、
自
ら
の
知
勇

に
よ
り
、
つ
い
に
父
・
家
康
に
認
め
ら
れ

た
の
で
す
。

　

ま
た
、
秀
康
は
家
臣
か
ら
も
認
め
ら
れ

た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
日
、
家
康
が

次
の
後
継
者
は
誰
が
い
い
か
と
重
臣
に
問

う
と
、
大お

お

久く

ぼ保
忠た

だ
ち
か隣

は
秀ひ

で
た
だ忠

を
推
し
ま
す

が
、
老
中
・
本ほ

ん

多だ

正ま
さ
の
ぶ信

は
「
三
河
殿
（
結

城
秀
康
）
は
武
勇
は
絶
倫
で
智
謀
も
淵
深

で
あ
る
」
と
し
て
秀
康
を
推
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
徳
川
四
天
王
の
一
人
・
本ほ

ん

多だ

忠た
だ
か
つ勝

と
、
正
信
の
子
・
本ほ

ん

多だ

正ま
さ
ず
み純

も
秀
康

を
支
持
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
武
芸

に
秀
で
た
忠
勝
、
智
略
に
秀
で
た
正
信
と

正
純
が
推
し
た
秀
康
は
、
ま
さ
に
文
武
両

道
の
人
物
と
し
て
周
囲
に
も
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

越
前
封
入
後
、
秀
康
は
北
庄
城
の
改
築

と
い
う
大
事
業
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
が
、

慶
長
12
（
１
６
０
７
）
年
、
病
に
倒
れ
34

歳
の
若
さ
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

不
遇
な
時
代
を
過
ご
し
な
が
ら
も
、
不
屈

の
信
念
で
最
後
に
は
一
国
の
礎
を
築
き
上

げ
た
秀
康
。
彼
の
生
き
様
は
後
世
に
語
り

継
が
れ
、
現
在
の
福
井
の
人
々
に
も
顕
彰

さ
れ
て
い
ま
す
。

不
屈
の
精
神
で

最
後
に
は
認
め
ら
れ
た

結ゆ

う

き城
秀ひ

で

や

す康

結城秀康肖像
（運正寺蔵）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

忠た
だ
な
お直

卿き
ょ
う

御ご

墓ぼ

所し
ょ

鳥羽野の山
やまもり

森助
すけ

左
ざ

衛
え

門
もん

は松
まつだいらただなお

平忠直の死の知らせを聞
き、九州の廟所から土を持ち帰り、長久寺内に墓を建
てました。現在は、鯖江市の指定文化財となっています。

【住所】鯖江市神明町４−１−７（福井鉄道鳥羽中駅より徒歩 3 分）

参考資料等 吉川博和『忠直に迫る　越前宰相の狂気と正気』創文堂印刷

福
井
藩
祖
・
結ゆ

う
き城

秀ひ
で
や
す康

の
子
で
、
大

坂
夏
の
陣
で
は
真さ

な
だ田

信の
ぶ
し
げ繁

の
軍
を

打
ち
破
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
松
平
忠

直
。
武
勇
に
秀
で
た
忠
直
で
す
が
、
一
方

で
、「
暴
君
」
と
し
て
の
逸
話
も
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
彼
は
本
当
に「
暴
君
」だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

文
禄
４
（
１
５
９
５
）
年
、
松
平
忠
直

は
摂
州
国
（
現
在
の
大
阪
府
）
で
結
城
秀

康
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
父
に

連
れ
ら
れ
て
後
の
二
代
将
軍
・
徳と

く
が
わ川

秀ひ
で
た
だ忠

を
訪
ね
た
際
、
秀
忠
は
忠
直
（
当
時
は
長

吉
丸
）
を
気
に
入
り
、
忠
直
は
そ
の
後
し

ば
ら
く
秀
忠
の
も
と
で
過
ご
し
て
い
ま
し

た
。
慶
長
12
（
１
６
０
７
）
年
に
秀
康
が

病
死
す
る
と
、越
前
国
68
万
石
を
相
続
し
、

13
歳
で
二
代
目
福
井
藩
主
と
な
り
ま
す
。

　

忠
直
は
生
来
、
武
勇
に
優
れ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
度
胸
も
ま
た
並
な
ら
ぬ
も
の

だ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
慶
長
20

（
１
６
１
５
）
年
の
大
坂
夏
の
陣
で
、
忠

直
の
軍
は
真
田
軍
攻
略
を
命
じ
ら
れ
ま

す
。
兵
士
た
ち
が
怖
気
づ
く
中
、
忠
直
は

立
っ
た
ま
ま
湯
漬
け
飯
を
食
べ
「
ま
ず
、

腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ

ば
、
地
獄
に
落
ち
て
も
、
一
番
つ
ら
い
と

言
わ
れ
て
い
る
餓が

き鬼
道ど

う

に
は
陥
ら
ず
に
済

む
か
ら
な
」
と
諭
し
、
そ
の
平
然
と
し
た

態
度
に
兵
士
た
ち
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻

し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、
忠
直
の
軍

は
見
事
、
真
田
軍
を
討
ち
破
る
と
い
う
大

功
を
た
て
、
ま
た
、
大
坂
城
一
番
乗
り
を

果
た
す
な
ど
、
諸
大
名
の
中
で
も
そ
の
活

躍
は
抜
き
ん
で
て
い
ま
し
た
。

　

徳と
く
が
わ川

家い
え
や
す康

も
忠
直
の
活
躍
を
絶
賛
。
恩

賞
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
領
地

の
加
増
な
ど
も
な
く
「
参さ

ん
ぎ
じ
ゅ
さ
ん
み

議
従
三
位
」
と

い
う
位
を
授
か
る
だ
け
で
、
忠
直
は
不
満

を
募
ら
せ
ま
す
。
そ
の
後
、
忠
直
は
次
第

に
酒
色
に
ふ
け
り
、
妊
婦
の
腹
を
裂
く
と

い
っ
た
乱
行
に
及
ん
だ
と
も
い
わ
れ
、
ま

た
、
参
勤
の
途
中
に
無
断
で
国
許
へ
帰
る

な
ど
し
た
と
伝
承
さ
れ
、「
暴
君
」
と
し

て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
ん
な
「
暴
君
」
と
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
伝
わ
る
忠
直
で
す
が
、
一
方
で
、
彼

は
現
在
に
も
残
る
大
き
な
功
績
を
残
し

て
い
ま
す
。
父
秀
康
か
ら
引
き
継
い
だ

鳥と

ば

の

羽
野
（
現
在
の
鯖
江
市
）
の
開
拓
で
す
。

当
時
、
鳥
羽
野
は
原
野
に
近
い
状
態
で

木
々
が
立
ち
込
み
、昼
で
も
薄
暗
く
、人
々

か
ら
も
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に

対
し
忠
直
は
、
こ
こ
に
新
た
に
家
作
す
る

者
に
屋
敷
地
を
無
償
で
与
え
、
租
税
や
使

役
を
免
除
。
こ
の
大
胆
な
施
策
に
人
々
は

入
植
を
は
じ
め
、
一
帯
に
は
２
５
０
軒
ほ

ど
の
民
家
や
商
家
が
建
ち
並
ん
だ
と
い
い

ま
す
。
元
和
９
（
１
６
２
３
）
年
、
忠
直

が
隠
居
の
身
と
な
り
豊ぶ

ん
ご後

（
大
分
県
）
へ

の
配
流
が
決
ま
っ
た
時
に
は
、
鳥
羽
野
の

人
々
は
忠
直
へ
の
恩
義
に
報
い
る
べ
く
、

一
致
団
結
し
て
現
在
の
長
久
寺（
鯖
江
市
）

の
本
堂
を
わ
ず
か
二
十
数
日
で
建
立
。
忠

直
は
、
豊
後
へ
向
か
う
際
、
寺
に
立
ち
寄

り「
こ
こ
を
在
所（
生
ま
れ
故
郷
）と
す
る
」

と
宣
言
し
、さ
ら
に「
住
職
が
托た

く
は
つ鉢

に
回
っ

た
ら
協
力
し
て
ほ
し
い
」
と
言
い
残
し
、

鳥
羽
野
を
思
う
忠
直
の
思
い
に
人
々
は
感

動
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
「
暴
君
」
と
し
て
の
逸
話
が
残
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
創
作
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
見
解
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

彼
は
果
た
し
て
本
当
に
「
暴
君
」
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
鳥
羽
野
を
開
き
、
そ
の

土
地
を
思
う
姿
は
ま
さ
に
「
名
君
」
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松ま

つ

平だ
い
ら

忠た

だ

な

お直
は

本
当
に
「
暴
君
」

だ
っ
た
の
か

松平忠直肖像（浄土寺蔵  画像提供 : 大分市歴史資料館）
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福
井
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戦
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歴
史
秘
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関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

丸
岡
城

本
ほん

多
だ

成
なりしげ

重の居城、丸岡城。天正４（1576）
年に柴

しばたかついえ
田勝家の甥、勝

かつとよ
豊によって築かれま

した。2 重 3 階の天守は、現存する十二
天守の一つです。日本さくら名所 100 選
にも認定されており、春には、満開の桜が
霞ヶ城の別名にふさわしく、古城に美しさ
をそえます。

【住所】坂井市丸岡町霞町 1-59 （ＪＲ芦原温泉駅より　　
　        京福バス永平寺行きで 20 分「丸岡城」下車すぐ）

参考資料等 みくに龍翔館編『みくに龍翔館第２７回特別展「本多成重と丸岡藩」』

天
下
人
、
徳
川
家
康
の
三
河
時
代
を

支
え
た
家
臣
の
一
人
に
、
鬼お

に
さ
く
ざ

作
左

の
異
名
を
持
つ
本ほ

ん
だ多

重し
げ
つ
ぐ次

が
い
ま
す
。

　

本
多
重
次
（
通
称
、
作
左
衛
門
）
は
、

徳
川
家
に
家
康
の
祖
父
の
代
か
ら
歴
仕

し
、
奉
行
人
と
し
て
、
財
政
・
民
政
・
司

法
に
携
わ
り
ま
し
た
。
重
次
と
徳
川
四
天

王
の
一
人
、
本ほ

ん
だ多

忠た
だ
か
つ勝

は
、
忠
勝
の
５
代

前
の
本ほ

ん

多だ

定さ
だ
す
け助

を
祖
と
し
２
つ
の
家
系
に

別
れ
た
一
族
で
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

重
次
は
、
福
井
藩
初
代
藩
主
、
結ゆ

う
き城

秀ひ
で
や
す康

と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。
家
康
の

正
室
に
仕
え
る
奥
女
中
が
家
康
の
子
ど
も

を
身
籠
っ
た
際
、
正
室
の
目
を
恐
れ
た
家

康
の
命
を
受
け
、
そ
の
子
（
於お

ぎ義
丸ま

る

。
後

の
結
城
秀
康
）
を
引
き
取
っ
て
育
て
た
の

が
重
次
で
し
た
。
重
次
は
、
秀
康
を
徳
川

家
随
一
の
武
将
と
す
る
た
め
、
文
武
両
面

で
懇
切
に
指
導
し
ま
し
た
。（
二
人
の
関

係
を
象
徴
す
る
小
像
が
福
井
市
立
郷
土
歴

史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
重
次

が
幼
少
の
秀
康
を
抱
え
た
姿
で
、
松ま

つ
だ
い
ら平

春し
ゅ
ん
が
く嶽

が
、
秀
康
が
葬
ら
れ
た
孝
顕
寺
に
安

置
さ
れ
て
い
た
木
像
を
模
し
て
鋳
造
し
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。）

　

慶
長
５
（
１
６
０
０
）
年
、秀
康
は
関
ヶ

原
の
戦
い
で
活
躍
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、

福
井
に
68
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
秀
康

の
福
井
入
り
に
伴
い
、
重
次
の
甥
、
本ほ

ん
だ多

富と
み
ま
さ正

が
付
家
老
と
し
て
府
中
城
主
（
現
在

の
越
前
市
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
重
次
は
福
井
と
深
い
関
わ

り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
丸
岡
藩
初
代

藩
主
、
本ほ

ん
だ多

成な
り
し
げ重

と
の
関
係
で
す
。
秀
康

の
死
後
、
越
前
騒
動
で
家
老
の
今い

ま
む
ら村

盛も
り
つ
ぐ次

（
丸
岡
城
主
）
が
失
脚
。
こ
れ
を
受
け
、

慶
長
18
（
１
６
１
３
）
年
、
付
家
老
と
し

て
丸
岡
城
（
坂
井
市
）
に
入
城
し
た
の
が

重
次
の
息
子
、
成
重
で
し
た
。
成
重
の
入

城
に
は
、
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て

い
ま
す
。
本
多
富
正
は
、「
越
前
は
大
国

に
し
て
肝
要
の
地
。
誰
か
も
う
一
人
家
臣

を
遣
わ
し
て
ほ
し
い
」
旨
を
願
い
、
従
兄

弟
で
同
い
年
の
成
重
を
希
望
し
た
と
い
い

ま
す（『
富
正
公
御
代
々
覚
書
』）。そ
の
後
、

成
重
と
富
正
、
２
つ
の
本
多
家
は
藩
政
を

主
導
。
そ
し
て
、寛
永
元（
１
６
２
４
）年
、

成
重
は
、
大
名
と
し
て
認
め
ら
れ
、
丸
岡

藩
が
成
立
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
丸
岡
城
の
一
角
に
は
、「
一い

っ
ぴ
つ筆

啓け
い
じ
ょ
う上　

火
の
用
心　

お
仙せ

ん

泣
か
す
な　

馬

肥
や
せ
」
の
銘
文
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
重
次
が
妻
に
送
っ
た
手

紙
で
し
た
。手
紙
に
登
場
す
る「
お
仙
」は
、

成
重（
幼
名
、仙
千
代
）で
す
。
そ
こ
に
は
、

家
を
守
り
、
家
族
を
愛
し
、
忠
義
を
尽
く

す
思
い
が
簡
潔
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
銘
文
は
、
坂
井
市
が
全
国
か
ら
一

行
詩
を
募
集
す
る
「
日
本
で
一
番
短
い
手

紙　

一
筆
啓
上
賞
」
創
設
の
契
機
と
な
り

ま
し
た
。
平
成
５
年
か
ら
続
く
「
一
筆
啓

上
賞
」。
重
次
と
福
井
の
関
わ
り
は
、
今

も
続
い
て
い
ま
す
。

徳と

く

が

わ川
家い

え

や

す康
を
支
え
た

鬼
の
作さ

く

左ざ

衛え

門も

ん

と

福
井
の
関
わ
り

本田重次肖像
（国立歴史民族博物館蔵）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

龍
泉
寺

応安元（1368）年に通
つうげんじゃくれい

幻寂霊によって開かれた寺。
府中領主であった本多家の菩提寺であり、 本

ほん
多
だ

富
とみまさ

正
以来歴代の領主とその家族が葬られています。

【住所】越前市深草１丁目１０−３ （ JR 武生駅より徒歩 15 分）

参考資料等 武生市史編纂委員会編『武生市史』概説編　武生市　、『本多富正入府 400 年記念事業報告書』本多富正入府 400 年記念事業実行委員会   

関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
越
前
の
地
を

治
め
た
福
井
藩
祖
、
結ゆ

う
き城

秀ひ
で
や
す康

。

秀
康
に
仕
え
、
家
中
の
万
事
を
司
っ
た
重

臣
と
し
て
「
万
端
の
用
人
」
と
ま
で
称
さ

れ
た
人
物
が
い
ま
し
た
。
府
中
領
主
の
本

多
富
正
で
す
。

　

本
多
富
正
は
、
元
亀
３
（
１
５
７
２
）

年
、
三
河
国
（
愛
知
県
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
14
歳
の
時
よ
り
結
城
秀
康
に
仕
え
、

九
州
島
津
征
伐
、
小
田
原
北
条
征
伐
な
ど

多
く
の
戦
い
で
功
績
を
残
し
ま
す
。
そ
し

て
、
慶
長
６
（
１
６
０
１
）
年
、
秀
康
の

越
前
封
入
に
伴
い
府
中
領
主
と
な
り
ま
し

た
。
富
正
は
、
現
在
の
越
前
市
役
所
周
辺

に
館
を
構
え
、
日
野
川
の
治
水
工
事
や
町

用
水
・
道
路
の
整
備
、
館
を
中
心
と
し
た

ま
ち
づ
く
り
な
ど
、
優
れ
た
内
政
能
力
を

発
揮
し
ま
し
た
。

　

慶
長
20
（
１
６
１
５
）
年
、
大
坂
夏
の

陣
が
勃
発
。
福
井
藩
は
、
５
月
６
日
の
戦

い
で
徳
川
方
の
兵
に
加
勢
を
せ
ず
、
徳と

く
が
わ川

家い
え
や
す康

か
ら
「
昼
寝
を
し
て
い
た
の
か
」
と

叱
責
さ
れ
ま
す
。
翌
日
、
富
正
は
、
藩
主

松ま
つ
だ
い
ら平

忠た
だ
な
お直

の
気
持
ち
を
思
い
、
討
死
す

る
覚
悟
で
、
先
陣
の
命
を
受
け
て
い
た
加

賀
藩
に
先
駆
け
て
、
真さ

な
だ田

信の
ぶ
し
げ繁

率
い
る
軍

勢
に
攻
め
入
り
ま
し
た
。
見
事
、
真
田
軍

を
撃
破
し
た
富
正
は
、大
坂
城
内
へ
突
入
。

塀
を
登
り
、「
天
下
一
番
乗
り
は
、
越
前

の
先
手
本
多
富
正
な
り
。
敵
も
味
方
も
確

か
に
聞
け
」
と
叫
ん
だ
と
い
い
ま
す
（『
本

多
家
譜
』）。
富
正
は
、
本
丸
一
番
乗
り
の

証
拠
に
、
千
鳥
の
屏
風
、
千
畳
敷
の
大
床

張
付
の
絵
４
枚
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
大

坂
城
一
番
乗
り
の
偉
勲
を
受
け
、幕
府
は
、

福
井
藩
か
ら
独
立
し
て
大
名
に
な
る
こ
と

を
勧
め
ま
し
た
が
、
富
正
は
「
自
分
は
主

君
・
秀
康
公
に
終
生
忠
誠
を
尽
く
し
た
い
」

と
断
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（『
本

多
家
譜
』）。

　

本
多
富
正
が
残
し
た
足
跡
の
一
つ
に
、

俵た
わ
ら

屋や

宗そ
う
た
つ達

に
よ
る
「
西
行
物
語
絵
巻
」（
重

要
文
化
財
、
出
光
美
術
館
蔵
）
の
模
写

本
の
制
作
が
あ
り
ま
す
。
富
正
が
依
頼

し
、
烏か

ら
す
ま
る
み
つ
ひ
ろ

丸
光
廣
（
公
家
で
、
当
代
一
流
の

文
化
人
）
が
天
皇
所
持
の
絵
巻
を
借
り
出

し
監
修
を
し
た
世
紀
の
大
企
画
で
し
た
。

宗
達
が
絵
を
、
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た

光
廣
が
詞
書
を
担
当
し
て
、
約
10
年
余
の

年
月
と
莫
大
な
費
用
を
か
け
た
絵
巻
の
制

作
。
こ
の
大
事
業
を
光
廣
に
依
頼
し
た
の

は
、富
正
が
仕
え
た
結
城
秀
康
の
未
亡
人
、

鶴つ
る
こ子

が
光
廣
の
妻
と
な
っ
て
い
た
か
ら
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
、
主
君
へ

の
忠
義
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

本
多
富
正
は
、慶
安
２（
１
６
４
９
）年
、

78
歳
で
没
す
る
ま
で
、
忠
直
、
忠た

だ
ま
さ昌

、

光み
つ
み
ち通

に
至
る
４
代
の
藩
主
に
仕
え
、 

約
半

世
紀
に
わ
た
り
、
福
井
藩
を
支
え
続
け
ま

し
た
。
富
正
が
死
去
し
た
と
き
、
福
井
藩

は
「
国
中
、
父
母
を
失
っ
た
か
の
如
し
」

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。富
正
は
、

福
井
の
万
事
を
司
っ
て
い
た
ま
さ
に
「
万

端
の
用
人
」
だ
っ
た
の
で
す
。

徳と

く

が

わ川
家い

え

や

す康
が
信
頼
し
た

「
万
端
の
用
人
」、

本ほ

ん

多だ

富と

み

ま

さ正

本多富正像
（藤垣神社蔵）

千鳥の屏風（右隻）
（藤垣神社蔵・越前市武生公会堂記念館寄託）
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

多た

が

や

賀
谷
左さ

近こ
ん

の
墓

（
あ
わ
ら
市
指
定
文
化
財
・
史
跡
）

史跡・多賀谷左近の墓はあわら市柿
かきばら

原地区の南西の
端にあります。笏谷石で作られた多賀谷左近三経石廟

（市指定文化財・建造物）、三経の子孫が建てた供養
の五輪塔、一族の墓と思われる宝

ほう
篋

きょう
印塔があります。

【住所】あわら市柿原 36-40（金津ＩＣより車で約 10 分）

多賀谷左近三経蔵骨器
（あわら市郷土歴史資料館蔵）

参考資料等 あわら市郷土歴史資料館編『平成 29 年度あわら市郷土歴史資料館特別展図録「あわらの殿様　多賀谷左近」』

あわら市郷土歴史資料館 執筆・協力

あ
わ
ら
市
柿か

き
ば
ら原

の
田
園
の
中
に
た
た

ず
む
「
多
賀
谷
左
近
三
経
石
廟
」

（
あ
わ
ら
市
指
定
文
化
財
）。
こ
の
石
廟
の

主
、
多
賀
谷
左
近
三
経
の
ル
ー
ツ
で
あ
る

多
賀
谷
家
は
常ひ

た
ち
の
く
に

陸
国
南
部
、
下し

も
う
さ
の
く
に

総
国
北

部
（
現
在
の
茨
城
県
南
部
周
辺
）
を
地
盤

と
す
る
国
衆
で
、
三
経
は
そ
の
家
の
嫡
子

と
し
て
天
正
６
（
１
５
７
８
）
年
に
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
家
の
存
続
の
た

め
廃
嫡
さ
れ
分
家
し
、
結
城
家
の
養
子
と

な
っ
た
結ゆ

う

城き

秀ひ
で
や
す康

に
仕
え
ま
し
た
。
朝
鮮

出
兵
の
際
に
は
、
肥ひ

ぜ
ん
の
く
に

前
国
名な

ご

や

護
屋
（
現
在

の
佐
賀
県
唐
津
市
）
へ
出
陣
し
、
そ
こ
で

石い
し

田だ

三み
つ
な
り成

を
介
添
え
と
し
て
元
服
し
ま
し

た
。
三
成
の
一
字
を
も
ら
い
、
三
経
と
名

乗
り
ま
す
。同
時
に
左さ

こ
ん
の
し
ょ
う
げ
ん

近
将
監
に
任
官
し
、

以
後
、
多
く
の
資
料
上
で
は
「
多
賀
谷
左

近
大
夫
」
や
「
多
賀
谷
左
近
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
三
経
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

三
経
は
武
勇
に
優
れ
た
ほ
か
、
蹴け

ま
り鞠

を

当
代
一
流
の
飛あ

す
か鳥

井い

雅ま
さ

枝え

よ
り
習
得
す

る
と
い
う
風
流
な
一
面
、
豊と

よ
と
み
ひ
で
よ
し

臣
秀
吉
や

徳と
く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
、
秀ひ

で
た
だ忠

な
ど
時
の
権
力
者
に
季

節
の
贈
り
物
を
欠
か
さ
ず
送
る
抜
け
目
な

さ
も
持
ち
合
わ
せ
る
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
優
秀
な
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

三
経
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
機
が
関
ヶ

原
の
戦
い
で
し
た
。
こ
の
時
、
三
経
は

結
城
秀
康
の
先
鋒
と
し
て
上
杉
攻
め
に

下し
も
つ
け
の
く
に

野
国
大
田
原
（
現
在
の
栃
木
県
大
田
原

市
）
に
い
ち
早
く
布
陣
し
、
上
杉
勢
に
備

え
て
い
ま
す
。
こ
の
戦
機
を
捉
え
た
す
ば

や
い
行
動
に
秀
康
も
満
足
し
、
褒ほ

う
し詞

の
手

紙
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
家
臣
の

活
躍
な
ど
も
あ
り
、
秀
康
は
関
ヶ
原
の
戦

い
の
後
、
越
前
国
68
万
石
を
与
え
ら
れ
移

封
し
た
の
で
す
。

　

三
経
も
常
総
の
地
を
離
れ
、
越
前
国
へ

や
っ
て
き
ま
し
た
。
慶
長
６（
１
６
０
１
）

年
に
は
秀
康
よ
り
丸
岡
領
・
三み

国く
に

領
を
中

心
に
３
万
石
が
与
え
ら
れ
、
柿
原
村
（
現

在
の
あ
わ
ら
市
柿
原
）に
館
を
構
え
ま
す
。

関
ヶ
原
の
戦
い
の
直
後
で
ま
だ
世
情
が
安

定
し
て
い
な
い
中
、
福
井
藩
に
と
っ
て
最

大
の
任
は
、
加
賀
前
田
家
に
対
す
る
備
え

で
し
た
。
そ
の
福
井
藩
の
中
で
も
最
北
で

加
賀
藩
と
接
す
る
場
所
に
領
地
を
与
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
秀
康
か
ら
相
当
の

信
頼
を
受
け
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
三
経
が
病
と
な
っ
た
時
は
秀

康
か
ら
懇ね

ん
ご

ろ
な
見
舞
い
の
手
紙
を
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
年
齢
が
近
い
こ
と
な
ど
も
あ

り
、
個
人
的
に
も
信
頼
さ
れ
て
い
た
と
推

察
さ
れ
ま
す
。

　

地
域
を
治
め
る
こ
と
に
お
い
て
は
資
料

が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
あ
わ

ら
市
橋
屋
や
樋
山
に
あ
る
た
め
池
、
滝
の

「
ふ
た
ま
た
つ
つ
み
」
は
三
経
の
時
代
に
作

ら
れ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
な
ど
、
領
国
の

整
備
は
積
極
的
に
行
い
、
そ
の
治
世
は
善

政
だ
っ
た
と
人
々
に
記
憶
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
経
は
慶
長
12
（
１
６
０
７
）
年
に
亡

く
な
り
、
そ
の
治
世
は
わ
ず
か
６
年
と
い

う
短
さ
で
し
た
。
柿
原
村
の
西
端
に
字
墓

堂
と
い
う
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
三
経
の

墓
が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

結ゆ

う

城き

秀ひ

で

や

す康
に
信
頼
さ
れ

加
賀
藩
の
抑
え
と
な
っ
た

多た

賀が

谷や

左さ

近こ

ん

三み

つ

経つ

ね

三経系多賀谷家家紋
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福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

上
・
下
市
場
町
の
残
影

（
小
浜
市
今
宮
区
）

上・下市場町は近代にもその機
能を維持し、戦後もしばらくは商
店が並んでいたといいます。とこ
ろが 1980 年代に小浜新港（川
崎地区）の開発が完了すると、
多くの商店は新港へと移転して
いきました。今や市場の面影は
ほとんどありませんが、地区の中
心に残る市蛭子神社が、市場の
守り神としてその名残を伝えてい
ます。

【住所】小浜市小浜今宮（JR 小浜駅より徒歩約 10 分）

戦前の今宮区（井田家古写真）

現在の今宮区と市蛭子神社

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　

福井県立若狭歴史博物館執筆・協力

平
成
27
年
に
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ

た
「
鯖
街
道
」。
そ
の
起
点
が
、

小
浜
市
広
峰
に
あ
る
「
い
づ
み
町
商
店

街
」で
す
。
名
前
に
あ
る「
い
づ
み
町
」（
和

泉
町
）
と
は
江
戸
時
代
の
町
名
で
、
現
在

の
商
店
街
が
そ
の
範
囲
に
当
た
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
和
泉
町
の
北
側
、
ち
ょ
う
ど
小

浜
市
今
宮
の
辺
り
に
「
上
市
場
」「
下
市

場
」
と
い
う
町
名
が
あ
っ
た
こ
と
は
意
外

と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

実
は
こ
の
上
市
場
・
下
市
場
に
は
、
江

戸
時
代
を
通
じ
て
魚
市
場
が
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
市
場
で
の
出
来
事
な
ど
を
記

録
し
た『
市
場
仲
買
文
書
』（
個
人
蔵
）に
、

“
こ
の
市
場
は
、
先
の
京
極
高
次
さ
ま
が

一
国
一
城
の
お
城
を
建
て
る
と
き
、
上
下

市
場
町
や
突つ

き
ぬ
け
ち
ょ
う

抜
町
は
も
と
も
と
芦あ

し
は
ら原

や

沼
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
埋
め
立
て
て
屋
敷

地
に
し
た
”
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
も
と
も
と
低
湿
な
土
地
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
を
開
発
し
、
埋
め
立
て
た
土
地
に
は

残
ら
ず
町
屋
が
建
ち
、
市
場
が
つ
く
ら
れ

た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
京
極
高
次
は
初
代

小
浜
藩
主
と
な
っ
た
人
物
で
、「
浅
井
三

姉
妹
」
の
次
女
、
初は

つ

（
常じ

ょ
う
こ
う
い
ん

高
院
）
の
夫
と

し
て
も
有
名
で
す
。
も
と
も
と
近
江
北

部
を
拠
点
と
し
た
高
次
は
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

や

豊と
よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

に
仕
え
な
が
ら
徐
々
に
勢
力

を
伸
ば
し
、
文
禄
４
（
１
５
９
５
）
年
に

秀
吉
か
ら
大
津
６
万
石
を
与
え
ら
れ
ま

し
た
。

　

秀
吉
の
没
後
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
東

軍
（
徳と

く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
）
方
に
付
き
、
大
津
城
で

籠
城
。
そ
の
功
績
が
家
康
に
認
め
ら
れ
て

若
狭
８
万
５
千
石
を
拝
領
し
ま
し
た
。
後

に
加
増
さ
れ
た
小
浜
藩
領
約
11
万
石
は
、

江
戸
時
代
の
小
浜
藩
領
の
基
本
的
な
石

高
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

高
次
が
若
狭
を
拝
領
し
た
の
は
慶
長

５
（
１
６
０
０
）
年
、
そ
の
翌
年
か
ら
は

小
浜
城
の
建
設
を
始
め
ま
す
。
こ
の
と

き
、
城
と
同
時
に
城
下
町
の
整
備
を
行
っ

て
お
り
、
小
浜
の
魚
市
場
も
こ
の
と
き
に

整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
次
は
慶
長
14
（
１
６
０
９
）
年
に
亡

く
な
り
、
家
督
は
子
忠た

だ
た
か高

が
継
ぎ
ま
す

が
、
寛
永
11
（
１
６
３
４
）
年
に
出
雲
松

江
へ
の
転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
若
狭
に
は
酒
井
家
が
入
り
ま
し
た
。

藩
主
が
替
わ
っ
て
も
市
場
は
魚
商
売
で

賑
わ
い
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
京
都
へ
と

海
産
物
を
供
給
し
続
け
ま
す
。
そ
し
て
現

代
で
も
、
鯖
を
は
じ
め
と
す
る
若
狭
の
魚

は
京
都
で
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
鯖
街
道
」
の
言
葉
は
『
市
場
仲
買
文

書
』
の
「
生
鯖
塩
し
て
担
い
京
に
行
き
仕

る
」
と
い
う
一
文
に
由
来
す
る
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
城
下
町
小
浜
と
そ
の
魚
市

場
を
整
備
し
た
京
極
高
次
は
、「
鯖
街
道
」

の
礎
を
作
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。

　

京き
ょ
う

極ご

く

高た

か

つ

ぐ次
、

「
鯖
街
道
」
起
点
の

礎
を
築
く　

京極高次肖像
（丸亀市資料館蔵）
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福井県立歴史博物館
福井県立美術館
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
福井県立こども歴史文化館
福井県立図書館
福井県文書館
福井県ふるさと文学館
福井市立郷土歴史博物館
福井市グリフィス記念館
福井市橘曙覧記念文学館
福井市愛宕坂茶道美術館
大野市歴史博物館 
はたや記念館 ゆめおーれ勝山
勝山城博物館
白山平泉寺歴史探遊館まほろば
あわら市郷土歴史資料館
藤野厳九郎記念館
吉崎御坊蓮如上人記念館
みくに龍翔館
瀧谷寺宝物殿
坂井市丸岡歴史民俗資料館
福井県教育博物館
鯖江市まなべの館
越前市武生公会堂記念館
越前和紙の里　紙の文化博物館
越前町織田文化歴史館
越前古窯博物館
福井県陶芸館
北前船主の館 右近家
敦賀郷土博物館
敦賀市立博物館
美浜町歴史文化館
若狭国吉城歴史資料館
福井県立若狭歴史博物館
福井県立若狭図書学習センター
福井県年縞博物館
佐久間記念交流会館
若狭鯖街道熊川宿資料館「宿場館」
若狭町歴史文化館
若州一滴文庫
おおい町立郷土史料館
おおい町暦会館
高浜町郷土資料館

福井市大宮２ー１９－１５

福井市文京３ー１６－１

福井市安波賀町４－１０

福井市城東１ー１８－２１

福井市下馬町５１－１１

福井市下馬町５１－１１

福井市下馬町５１－１１

福井市宝永３ー１２－１

福井市中央３－５－４

福井市足羽１ー６－３４

福井市足羽１－８－５

大野市天神町２－４

勝山市昭和町１－７－４０

勝山市平泉寺町平泉寺８５－２６－１

勝山市平泉寺町平泉寺６６－２－１２

あわら市春宮２－１４－１

あわら市温泉１－２０３

あわら市吉崎１－９０１

坂井市三国町緑ヶ丘４－２－１

坂井市三国町滝谷１－７－１５

坂井市丸岡町霞町４－１２

坂井市春江町江留上緑８-1

鯖江市長泉寺町１－９－２０

越前市蓬莱町８－８

越前市新在家町１１－１２

丹生郡越前町織田１５３－１－８

丹生郡越前町小曽原 107-1-169

丹生郡越前町小曽原１２０－６１

南条郡南越前町河野２－１５

敦賀市三島町１（八幡神社内）

敦賀市相生町７－８

三方郡美浜町河原市８－８

三方郡美浜町佐柿２５－２

小浜市遠敷２ー１０４

小浜市南川町６－１１

三方上中郡若狭町鳥浜１２２－１２－１

三方上中郡若狭町北前川６１ー２

三方上中郡若狭町熊川３０－４－２

三方上中郡若狭町市場２０－１７

大飯郡おおい町岡田３３－２－１

大飯郡おおい町成和２－１－１

大飯郡おおい町名田庄納田終１１１－７

大飯郡高浜町南団地１－１４－１

0776-22-4675

0776-25-0452

0776-41-2301

0776-21-1500

0776-33-8860

0776-33-8890

0776-33-8866

0776-21-0489

0776-50-2911

0776-35-1110

0776-33-3933

0779-65-5520

0779-87-1200

0779-88-6200

0779-87-6001

0776-73-5158

0776-77-1030

0776-75-2200

0776-82-5666

0776-82-0216

0776-67-0001

0776-58-2250

0778-51-5999

0778-21-3900

0778-42-0016

0778-36-2288

0778-32-3262

0778-32-2174

0778-48-2196

0770-22-1193

0770-25-7033

0770-32-0027

0770-32-0050

0770-56-0525

0770-52-2705

0770-45-0456

0770-45-1780

0770-62-0330

0770-62-2711

0770-77-2445

0770-77-2820

0770-67-2876

0770-72-5270

福井県内歴史系博物館等一覧
※入館料および休館日等については各施設までお問い合わせください。
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