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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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