


愛
知
は
、武
将
や
合
戦
に
関
わ
る

戦
国
か
ら
近
世
に
か
け
て
の

城
の
宝
庫
で
あ
る
。

か
つ
て
の
尾
張
・
三
河
両
国
、す
な
わ
ち
現
在
の
愛
知
県
は
、

織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
の
い
わ
ゆ
る

「
天
下
取
り
の
三
英
傑
」が
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
三
武
将
に
よ
っ
て
、お
よ
そ
百
年
に
わ
た
っ
て

続
け
ら
れ
た
戦
国
争
乱
に
終
止
符
が

打
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
愛
知
に
は
、信
長
・
秀
吉
・
家
康
本
人
ゆ
か
り
の
城
だ
け
で
な
く
、

家
臣
た
ち
の
館
や
砦
な
ど
を
含
め
、か
な
り
の
数
の
城
跡
が

遺
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
、城
と
い
う
と
、ど
う
し
て
も
、

天
守
や
櫓
や
ぐ
ら
、城
門
な
ど
の
建
造
物
が
遺
る
近
世
の
城
に

人
び
と
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、

近
年
、堀
や
土ど

塁る
い

、石
垣
し
か
な
い
戦
国
の
城
が

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
の
印
象
が
あ
る
。

戦
国
の
城
か
ら
近
世
の
城
へ
、城
が
ど
の
よ
う
に

発
達
し
て
き
た
の
か
、そ
の
変
遷
の
歴
史
を
、

実
際
に
訪
ね
、自
分
の
目
で
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
も

愛
知
の
城
の
魅
力
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

小
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田 

哲
男

（
日
本
城
郭
協
会
理
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）
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城
め
ぐ
り
が
楽
し
く
な
る
！

城
の
キ
ホ
ン
用
語
集
城
め
ぐ
り
で
出
会
う
多
彩
な
城
用
語
の
数
々
。

知
っ
て
お
く
と
よ
り
楽
し
め
ま
す
。

  

総
構
〈
惣
構
・
そ
う
が
ま
え
〉

　

城
と
城
下
町
を
守
る
た
め
、そ
の
外

側
を
掘
や
土
塁
で
囲
ん
だ
防
御
の
こ
と
。

  

野
面
積
み
〈
の
づ
ら
づ
み
〉

　
加
工
さ
れ
て
い

な
い
自
然
石
を

使
っ
て
積
ん
だ
古

い
時
代
の
石
垣
。

石
と
石
の
間
に

隙
間
が
空
く
た

め
、小
さ
な
石
を

詰
め
る
。

  

算
木
積
み
〈
さ
ん
ぎ
づ
み
〉

　

石
垣
の
隅
石
の
積
み
方
。長
方
形
の

石
の
長
辺
と
短
辺
と
を
交
互
に
積
み

上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、石
垣
の
強
度
を

高
め
た
。一
六
〇
〇
年
「
関
ケ
原
の
戦

い
」以
降
に
完
成
。

  

現
存
天
守
〈
げ
ん
そ
ん
て
ん
し
ゅ
〉

　

江
戸
時
代
以
前
に
つ
く
ら
れ
、現

在
も
保
存
さ
れ
て
い
る
天
守
。日
本

全
国
に
十
二
城
し
か
な
い
。犬
山
城

は
、そ
の
一
つ
。

  

櫓
〈
や
ぐ
ら
〉 

　

平
時
に
は
主
に
武
器
庫
と
し
て
、戦

時
に
は
敵
の
偵
察
や
攻
撃
の
拠
点
と
し

て
使
わ
れ
た
建
物
。

  

狭
間
〈
さ
ま
〉　

　

城
内
か
ら
敵
を
攻
撃
す
る
た
め
に
、

建
物
や
塀
、石
垣
に
設
け
ら
れ
た
四
角

形
や
円
形
の
小
窓
の
こ
と
。縦
長
は
、

鉄
砲
・
弓
矢
両
用
、四
角
・
丸
・
三
角
は

鉄
砲
用
と
し
て
使
わ
れ
た
。

  

石
落
〈
い
し
お
と
し
〉　

　

天
守
や
櫓
、土
塀
な
ど
の
一
部
を
石

垣
か
ら
張
り
出
さ
せ
た
狭
間
の
こ
と
。

そ
の
下
部
の
穴
か
ら
弓
や
鉄
砲
な
ど
で

攻
撃
し
た
。こ
こ
か
ら
石
を
落
と
す
と

言
う
の
は
、江
戸
時
代
の
軍
学
に
よ
っ

て
拡
散
さ
れ
た
考
え
で
あ
る
。

  

破
風
〈
は
ふ
〉　

　

切
妻
造
や
入
母
屋
造
の
屋
根
の
妻

側
に
見
ら
れ
る
端
部
の
こ
と
。破
風
に

は
、入い
り

母も

屋や

破
風
、切き
り

妻づ
ま

破
風
、唐か
ら

破

風
、千
鳥
破
風
な
ど
が
あ
る
。

  

大
手
門
〈
お
お
て
も
ん
〉　

　

城
の
正
面
で
あ
る
大
手
に
た
つ
門
。

城
に
よ
っ
て
は
、追お
う

手て

と
す
る
場
合
も

あ
る
。

  

搦
手
門
〈
か
ら
め
て
も
ん
〉　

　

城
の
裏
口
に
た
つ
門
。

  

扇
の
勾
配　

　

緩
や
か
な
曲
線
を
描
く
反
り
か
ら
、

上
に
い
く
に
従
っ
て
徐
々
に
急
勾
配
と

な
り
、最
後
は
垂
直
に
近
い
状
態
に
積

み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
。築
城
の
名
手
・

加
藤
清
正
が
得
意
と
し
た
。

  
望
楼
型
天
守

　
一
階
ま
た
は
二
階
建
て
の
入
母
屋
造

の
上
に
、望
楼（
物
見
）型
の
建
物
を

の
せ
た
天
守
。古
い
時
代
の
天
守
の
形
。

  

層
塔
型
天
守　

　

下
か
ら
上
に
い
く
に
従
っ
て
規
則
的

に
小
さ
く
な
る
、塔
の
よ
う
な
形
を
し

た
天
守
。一
六
〇
〇
年
「
関
ケ
原
の
戦

い
」
以
降
に

登
場
し
た
新

し
い
時
代
の

天
守
で
、
藤

堂
高
虎
が
生

み
出
し
た
。工

期
が
短
く
、

費
用
も
安
く

す
ん
だ
。

  

天
下
普
請
〈
て
ん
か
ぶ
し
ん
〉　
　
　
　

　

徳
川
幕
府
が
、全
国
の
諸
大
名
を

使
っ
て
行
っ
た
築
城
工
事
。「
手
伝
い
普

請
」・「
割
普
請
」と
も
い
う
。費
用
は
、

す
べ
て
大
名
持
ち
で
あ
っ
た
。

  

中
世
城
郭

　

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
・

戦
国
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
土
づ
く
り

の
城
。

  

近
世
城
郭　

　
一
五
七
六
年
に
織
田
信
長
が
安
土

城
を
築
城
し
た
以
降
か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
つ
く
ら
れ
た
城
。天
守
や
櫓

な
ど
の
瓦
葺
き
の
建
物
や
高
く
積
ま

れ
た
石
垣
な
ど
の
特
徴
を
持
つ
石
づ

く
り
の
城
。

  

山
城
〈
や
ま
じ
ろ
〉

　

山
の
頂
部
や
中
腹
を
中
心
に
険
し

い
地
形
を
利
用
し
て
築
か
れ
た
城
。

  

平
山
城
〈
ひ
ら
や
ま
じ
ろ
〉

　

低
い
山
や
丘
、そ
の
周
辺
の
平
地
を

利
用
し
て
築
か
れ
た
城
。

  

平
城
〈
ひ
ら
じ
ろ
〉

　

平
地
を
利
用
し
て
築
か
れ
た
城
。

  

縄
張
〈
な
わ
ば
り
〉

　

曲
輪
、虎
口
、門
、堀
な
ど
の
配
置
を

決
め
る
設
計
プ
ラ
ン
、レ
イ
ア
ウ
ト
の

こ
と
。「
縄
張
」と
い
う
言
葉
は
、縄
を

使
っ
て
プ
ラ
ン
を
検
討
し
た
こ
と
が
由

来
と
さ
れ
る
。

  
曲
輪
〈
郭
・
く
る
わ
〉

　

城
に
設
け
ら
れ
た
区
画
。城
内
の
最

も
重
要
か
つ
、中
心
的
な
区
画
は
「
本

曲
輪
」「
主
郭
」「
本
丸
」と
い
っ
た
名

称
が
用
い
ら
れ
る
。

  

虎
口
〈
こ
ぐ
ち
〉

　

城
、曲
輪
の
出
入
口
。

  

土
塁
〈
ど
る
い
〉

　

城
や
曲
輪
の

防
御
の
た
め
に
、

土
を
盛
っ
て
造
っ

た
土
手
。
堀
を

掘
っ
た
際
に
出
た

土
を
利
用
す
る

こ
と
も
多
い
。

  

堀
〈
ほ
り
〉

　

土
を
掘
っ
て
つ
く
ら
れ
た
防
御
機
能

の
一
つ
。高
低
差
を
つ
け
る
こ
と
に
よ

り
、敵
の
動
き
を
阻
む
。水
の
な
い
堀
の

こ
と
を
空
堀
、水
の
あ
る
堀
を
水
堀
と

い
う
。川
を
天
然
の
堀
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。山
の
等
高
線
に
沿
っ

て
掘
ら
れ
た
も
の
を
横
堀
、等
高
線
に

対
し
直
角
に
設
け
、斜
面
移
動
を
防
ぐ

も
の
を
竪
堀
と
い
う
。

  

堀
切
〈
ほ
り
き
り
〉

　

尾
根
を
V
字
状
に
断
ち
切
っ
て
つ

く
っ
た
空
堀
。尾
根
沿
い
に
移
動
す
る

敵
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  

切
岸
〈
き
り
ぎ
し
〉

　

曲
輪
の
外
側
に
あ
る
斜
面
を
人
工

的
に
削
っ
て
つ
く
っ
た
急
勾
配
の
崖
。

敵
が
簡
単
に
曲
輪
に
侵
入
で
き
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
工
夫
。 

  

馬
出
〈
う
ま
だ
し
〉

　

敵
の
侵
入
を
防
ぎ
、出
撃
の
拠
点
と

す
る
目
的
で
虎
口
の
外
側
に
設
け
ら
れ

た
曲
輪
。半
円
形
の
も
の
を
丸
馬
出
、

方
形
の
も
の
を
角
馬
出
と
い
う
。

  

枡
形
〈
ま
す
が
た
〉

　

門
の
防
御

を
固
め
る
た
め

に
、内
側
や
外

側
に
設
け
た
方

形（
四
角
形
）

の
空
い
た
空
間

の
こ
と
。

横堀 空堀

水堀竪堀

ち
ゅ
う
せ
い

じ
ょ
う
か
く

ぼ
う
ろ
う
が
た

て
ん
し
ゅ

お
う
ぎ
の

こ
う
ば
い

そ
う
と
う
が
た

て
ん
し
ゅ

き
ん
せ
い

じ
ょ
う
か
く

入母屋
破風

唐破風

向唐破風 市場城 

小牧山城 

吉田城土塁

吉田城 鉄櫓下の石垣 

名古屋城 

名古屋城 本丸大手口の枡形 犬山城名古屋城

名古屋城 天守台石垣

犬山城 天守の石落

沓掛城 

千鳥破風

切妻
破風

比翼入母屋
破風
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古
屋
城
は
「
関
ケ
原
の
戦
い
」
で

勝
利
を
お
さ
め
た
徳
川
家
康
が
、

大
坂
に
残
る
豊
臣
家
に
対
す
る
備
え
の
た

め
に
築
い
た
城
で
あ
る
。
徳
川
と
豊
臣
の

決
戦「
大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
」の
際
、徳

川
軍
は
こ
こ  

名
古
屋
城
か
ら
出
陣
し
た
。

　
加
藤
清
正
、黒
田
長
政
、池
田
輝
政
な

ど
、歴
史
に
詳
し
く
な
い
人
で
も
一
度
は
耳

に
し
た
こ
と
が
あ
る
武
将
た
ち
が
、こ
の

城
の
築
城
に
携
わ
っ
て
い
る
。中
で
も
特
に

注
目
さ
れ
る
の
は
清
正
だ
。城
内
に
は
銅

像
の
ほ
か
「
清
正
石
」
と
い
う
名
の
巨
石

も
あ
り
「
名
古
屋
城
は
清
正
の
城
だ
。」

と
誤
解
し
て
い
る
人
さ
え
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。
し
か
し
実
際
に
清
正
が
携
わ
っ
た
の

は
大
、小
の
天
守
台
だ
。清
正
は
、そ
れ
を

わ
ず
か
三
ヶ
月
で
築
い
た
。こ
の
事
実
を

知
れ
ば
、見
方
も
変
わ
る
だ
ろ
う
。

　
名
古
屋
城
は
、延
べ
床
面
積
日
本
一
を

誇
る
天
守
と
そ
こ
に
輝
く
「
金
の
し
ゃ
ち

ほ
こ
」
に
ば
か
り
注
目
が
集
ま
る
が
、
昭

和
二
十
年（
一
九
四
五
）
の
戦
火
を
逃
れ

現
存
す
る
三
基
の
櫓
に
も
ぜ
ひ
注
目
し

た
い
。
そ
の
規
模
は
他
の
城
の
天
守
に
も

匹
敵
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、内
部
に
入
れ
ば

四
百
年
の
歴
史
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き

る
。シ
ン
プ
ル
か
つ
堅
固
な
縄
張
を
意
識

し
な
が
ら
城
内
を
歩
く
、史
実
に
忠
実
に

復
元
さ
れ
た
本
丸
御
殿
を
ま
る
で
美
術

館
を
愉
し
む
よ
う
に
味
わ
う
な
ど
す
れ

ば
、さ
ら
に
こ
の
城
は
楽
し
く
な
る
。

　
近
世
城
郭
の
最
高
峰
と
称
さ
れ
る
名

古
屋
城
は
ま
さ
に
、城
の
歴
史
の
集
大
成

が
見
ら
れ
る
城
郭
だ
。愛
知
・
名
古
屋
に

住
む
者
と
し
て
、
家
康
が
築
い
た
こ
の
城

を
誇
り
に
思
う
。

（
文
・
写
真
　
ク
リ
ス 

グ
レ
ン
）

名古屋城

別名
蓬左城（ほうさじょう）など
築城年代／築城主
慶長15年(1610）／徳川家康
所在地
名古屋市中区本丸1 -1

文化財史跡区分
国特別史跡
アクセス
地下鉄名城線 「名古屋城」 駅下車
7番出口より徒歩5分
入場料
大人500円　中学生以下無料
※その他料金設定あり

電話番号
052 -231 -1700

営業時間
9 :00～16 :30
※本丸御殿・西の丸御蔵城宝館への
　入場は16 :00まで

休館日
12月29日～1月1日
※催事等により変更と
    なる場合があります。

公式HP

国
特
別
史
跡

名

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

6

5

本丸東二之門の正面にある清正石。重
さ推定10トンとされるこの石を清正が
運んだという伝承があるが、実際にこの
エリアを担当したのは黒田長政だった。
徳川家康の命により名古屋城の築城
には20名の大名が携わった。城内の
石垣には、その証ともいえる多様な刻
印が見られる。
清正が得意とした「扇の勾配」と呼ばれ
る天守台。東北隅北面には「加藤肥後
守内小代下総」と書かれた刻印がある。
江戸時代から現存する三階櫓の中で
は、全国で2番目の大きさを誇る西北
隅櫓（重要文化財）。櫓を囲む幅広の
水堀も見どころの一つ。
方形のシンプルな縄張、各曲輪を囲む
堀などがよくわかる。〈元禄拾年御城絵図
（名古屋市蓬左文庫提供）〉

江戸時代の図面や昭和前期に作成され
た実測図、最後の尾張藩主・徳川慶勝が
撮影した古写真などの史料を使って復
元された本丸御殿の表書院・上段之間。
〈データ提供：名古屋城総合事務所〉

データ提供：名古屋城総合事務所

金
鯱
輝
く
、

東
海
道
鎮
護
の
巨
城

名
古
屋
城

8 7



犬
山
城

木曽川の対岸から。犬山城は断崖の
最高所に本丸を置き、曲輪が階段状
に並ぶ構造。天守は本丸の最奥に建
ち、搦手（裏手）が木曽川に続く。
犬山橋からの夕景。西向きのため、夕
景ならベスト撮影スポット。別名の白
帝城は、長江を臨む風光明媚な白帝
城を荻

おぎゅう
生徂

そ
徠
らい
が連想して命名した。

天守は三重四階地下二階の望楼型。木
材をそのまま見せる真壁造で、古式の
美が光る。
最上階には廻縁と高欄がめぐる。廻縁
は木造で腐朽しやすいため装飾として
取りつけられることも多く、実際に歩け
る天守は希少。
唐破風の屋根の上にある、亀の甲羅に
桃が乗った魔除けの瓦。
犬山の夏の風物詩・木曽川の鵜飼を楽
しめる「木曽川うかい」の観覧船から
見上げるのもおすすめ。迫力満点で、
天守がより勇壮に見える。

1

2

3

4

5

6

犬山城
別名
白帝城（はくていじょう）
築城年代
天文6年（ 1537）
築城主
織田信康　
所在地
犬山市犬山北古券65 -2

文化財史跡区分
国宝（天守）、国指定史跡
アクセス
名鉄犬山線「犬山遊園」駅から
徒歩15分
名鉄犬山線「犬山」駅から
徒歩18分
入場料
大人550円　小中学生110円
電話番号
0568 -61-1711

営業時間
9 :00～17 :00 
※入場は16 :30まで

休館日
12月29日～31日

国
宝
、国
指
定
史
跡

曽
川
の
南
岸
、
標
高
約
八
十
五

メ
ー
ト
ル
の
断
崖
上
に
建
つ
犬
山

城
の
天
守
。
全
国
に
五
つ
し
か
な
い
、国

宝
天
守
の
ひ
と
つ
で
す
。
天
守
台
を
含
め

て
も
約
二
十
四
メ
ー
ト
ル
と
高
く
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
凛
と
立
つ
姿
は
勇
ま
し

く
、木
曽
川
を
背
に
し
た“
後
堅
固
の
城
”

の
威
容
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
犬
山
城
は
尾
張（
愛
知
県
）
と
美
濃

（
岐
阜
県
）
の
国
境
に
あ
り
、
木
曽
川

の
対
岸
は
美
濃
で
す
。
天
守
最
上
階
か

ら
周
囲
を
見
渡
せ
ば
、濃
尾
国
境
を
制

し
た
気
分
に
浸
れ
る
は
ず
。
天
文
六
年

（
一
五
三
七
）
に
織
田
信
長
の
叔
父
・
織

田
信
康
が
築
城
し
、
中
山
道
と
木
曽
街

道
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
交
易
・
政
治
・
経

済
の
要
衝
と
し
て
繁
栄
。国
境
ゆ
え
幾
多

の
激
戦
が
展
開
さ
れ
、
羽
柴
秀
吉
と
織

田
信
雄
・
徳
川
家
康
が
戦
っ
た
小
牧
・
長

久
手
の
戦
い
の
舞
台
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
天
守
は
小
ぶ
り
な
が
ら
、独
特
の
意
匠

に
溢
れ
情
緒
的
で
す
。
扉
を
上
か
ら
吊

る
す「
突つ
き

上あ
げ

戸ど

」
や
格
調
高
い「
唐
破
風
」

な
ど
が
、古
式
の
美
と
格
式
を
高
め
て
い

ま
す
。
鐘
型
の
華
頭
窓
が
窓
枠
を
象
っ
た

だ
け
な
の
も
、工
夫
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。

　
最
大
の
魅
力
は
、天
守
最
上
階
の
壁
面

の
外
側
を
め
ぐ
る「
廻
ま
わ
り

縁え
ん

」
を
一
周
で
き

る
こ
と
。
全
国
に
江
戸
時
代
か
ら
残
る

十
二
の
天
守
の
う
ち
、廻
縁
を
実
際
に
歩

け
る
の
は
犬
山
城
と
高
知
城
だ
け
で
す
。

　
廻
縁
か
ら
は
、三
六
〇
度
の
大
パ
ノ
ラ
マ

が
広
が
り
ま
す
。
木
曽
川
を
見
下
ろ
せ
、

濃
尾
平
野
の
見
事
な
展
望
、天
気
が
よ
け

れ
ば
岐
阜
城
や
名
古
屋
市
街
地
ま
で
一

望
。
通
り
抜
け
る
風
が
心
地
よ
く
、時
間

を
忘
れ
ま
す
。（
文
・
写
真
　
萩
原 

さ
ち
こ
）

木

1

2

3

4

6

5

公式HP

データ提供：（社）犬山市観光協会

木
曽
川
を
臨
む
景
勝
の
地
に

築
か
れ
た「
後
堅
固
」の
城
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末す

え

森も
り

城 

名
古
屋
市

　

織
田
信
長
は
領
国
拡
大
と
と
も
に
次
々
と
居
城
を
移
し
た
が
、目

的
に
よ
っ
て
居
城
を
移
転
さ
せ
る
手
法
は
父
信
秀
の
時
代
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
。信
秀
は
、そ
の
父
信
定（
信
長
祖
父
）
が
築
い
た
勝
幡
城

を
拠
点
に
勢
力
を
伸
ば
し
、天
文
七
年（
一
五
三
八
）、那
古
野
今
川
氏

の
居
城
の
那
古
野
城
を
攻
略
。こ
れ
を
嫡
男
信
長
に
与
え
、自
ら
は
熱

田
湊
に
近
く
当
時
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
古ふ

る

渡わ
た
りの

地
に
城
を
築
き
居

城
と
し
た
（
古
渡
城
）。信
秀
は
尾
張
下
四
郡
を
支
配
し
た
清
須
織

田
家
の
一
族
で
、奉
行
の
家
柄
だ
っ
た
が
、熱
田
や
津
島
の
湊
を
掌
握
し

主
家
を
し
の
い
で
い
た
。さ
ら
に
天
文
十
七
年（
一
五
四
八
）に
は
今
川

氏
と
の
戦
い
に
備
え
末
森
城
を
築
き
居
城
と
し
た
。

　

二
重
の
堀
で
囲
ま
れ
た
館
城
で
あ
り
、

複
数
の
川
を
外
堀
と
し
て
利
用
し
て
い

た
。
信
秀
か
ら
の
招
待
で
城
を
訪
れ
た

公
卿
・
山
科
言と
き

継つ
ぐ

が
書
い
た
「
言
継
卿き
ょ
う

記き

」に
は
、そ
の
規
模
と
出
来
栄
え
に
驚

い
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、当
時
の
織
田
氏

の
力
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

江
戸
時
代
の
河
川
工
事
に
よ
り
遺
構

が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、か
つ
て
の
城
の

姿
は
、名
鉄「
勝
幡
駅
」北
口
に
あ
る
推

定
復
元
模
型
を
参
考
に
す
る
と
良
い
だ

ろ
う
。

　

三
河
へ
の
侵
攻
を
進
め
る
今
川
義
元
、

美
濃
の
斎
藤
道
三
と
争
っ
て
い
た
信
秀

だ
っ
た
が
、道
三
と
は
同
盟
を
結
び
、対

今
川
へ
の
備
え
と
し
て
古
渡
城
か
ら
末
森

城
に
拠
点
を
移
し
た
。
信
長
と
道
三
の

娘
・
濃
姫（
帰
蝶
）と
の
婚
姻
も
こ
の
頃

だ
。そ
の
三
年
後
、信
秀
は
突
如
病
に
か

か
り
、こ
の
城
で
死
去
し
た
。

　

標
高
四
十
四
メ
ー
ト
ル
の
平
山
城
に

は
、曲
輪
、深
さ
七
〜
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

空
堀
や
切
岸
が
残
る
。
名
古
屋
の
市
街

地
に
中
世
の
城
跡
が
こ
れ
ほ
ど
良
好
に

残
る
の
は
貴
重
で
あ
り
、奇
跡
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

所 稲沢市平和町城之内地内
0587-22-1414（稲沢市観光協会）

所

営

名古屋市
千種区城山町
2-88
052-751-0788
（城山八幡宮）
5 :30（開門）
～20 :00（閉門）

   

勝し
ょ

幡ば
た

城   

稲
沢
市
／
愛
西
市

信
秀
・
信
長
親
子
、生
誕
の
城

信
長
の
弟
・
信
勝（
信
行
）が

父
・
信
秀
か
ら
受
け
継
い
だ
城

武
将
ゆ
か
り
の

城
を
ゆ
く文

　
小
和
田 

哲
男

　
室
町
時
代
、
尾
張
の
守
護
は
斯し

波ば

氏
で
、
そ
の
守
護
代
が
織
田
氏

だ
っ
た
。
織
田
氏
は
、
岩
倉
織
田
氏
と
清
須
織
田
氏
に
分
か
れ
、
清
須

織
田
氏
の
「
三
家
老
」
の
一
人
だ
っ
た
の
が
織
田
信
秀
で
あ
る
。
信
秀

は
津
島
湊
を
押
さ
え
、そ
の
経
済
力
を
バ
ッ
ク
に
急
成
長
を
遂
げ
、
尾

張
中ち
ゅ
う

原げ
ん

に
打
っ
て
出
て
、そ
の
跡
を
継
い
だ
信
長
に
よ
っ
て
尾
張
は
統

一
さ
れ
、
領
国
を
美
濃
に
広
げ
、
さ
ら
に
「
天
下
布
武
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
掲
げ
て
大
勢
力
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
一
方
、三
河
で
頭
角
を
現
し
た
の
が
徳
川
家
康
で
あ
る
。
岡
崎
城
主

松
平
広
忠
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
家
康
は
、
駿
河
の
今
川
義
元
の
人

質
と
な
り
、
そ
の
家
臣
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
が
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
五
月
十
九
日
の
桶
狭
間
の
戦
い
を
機
に
独
立
を
果
た

し
て
い
っ
た
。そ
の
過
程
を
、城
を
通
し
て
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

　〈
父
信
秀
〉ゆ
か
り
の
城

織
田
信
長

推定復元模型

徳川家康公像 
制作／神戸峰男（岡崎市）

織田信長像   
制作／杉浦藤太郎（清須市）

※上記海岸線・河川の形状は細部を省略したイメージです。

織田信秀 居城の移転
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黒く
ろ

田だ

城 
 

一
宮
市

   

岩い
わ

倉く
ら

城  

岩
倉
市

　〈
尾
張
統
一
戦
〉ゆ
か
り
の
城

　

父
信
秀
亡
き
後
、織
田
弾
正
忠
家
の
家
督
を
継
い
だ
信
長
は
、今
川
義
元

に
よ
る
東
方
か
ら
の
圧
迫
に
加
え
、弟
信
勝（
信
行
）
を
擁
立
す
る
反
信
長

派
や
守
護
代
・
清
須
織
田
家
、岩
倉
織
田
家
と
の
間
で
尾
張
の
覇
権
を
争
っ

た
。弘
治
元
年（
一
五
五
五
）に
、叔
父
織
田
信
光
の
協
力
を
得
て
清
須
城
に

入
城
。弘
治
三
年（
一
五
五
七
）に
は
弟
信
勝
を
殺
害
、翌
々
年
に
は
岩
倉
織

田
家
の
岩
倉
城
を
攻
め
落
と
し
た
。桶
狭
間
の
戦
い
の
後
、小
牧
山
に
城
を

築
き
居
城
を
移
し
、永
禄
八
年（
一
五
六
五
）に
は
美
濃
斎
藤
氏
と
組
ん
で
反

抗
し
た
従
兄
弟
織
田
信
清
の
犬
山
城
を
落
城
さ
せ
尾
張
統
一
を
果
た
し
た
。

※
信
長
の
清
須
城
入
城
に
は
天
文
二
十
三
年（
一
五
五
四
）
説
、信
勝
殺
害
に
は
永
禄
元
年（
一
五
五
八
）

説
、岩
倉
城
攻
め
に
は
永
禄
元
年（
一
五
五
八
）説
が
あ
る
。

所 小牧市堀の内一丁目地内
0568-72-0712
（小牧山歴史館）
0568-48-4646
（れきしるこまき）

所
¥
清須市朝日城屋敷1-1
大人400円　小人200円
052-409-7330
9 :00～16 :30
月曜日、年末
(12月29日～31日）
月曜日が祝日・振替
休日の場合は翌平日

営
休

信
長
、岩
倉
城
を

落
と
し
尾
張
統
一へ

信
長
と
対
立
し
た

岩
倉
織
田
家
の
城

　

信
長
は
尾
張
北
部
を
統
治
し
て

い
た
岩
倉
城
主
・
織
田
信
安
・
信

賢
と
争
っ
て
い
た
が
、一
五
五
九
年

に
岩
倉
城
を
落
と
し
尾
張
を
ほ
ぼ

統
一
し
た
。か
つ
て
の
城
は
二
重
堀

で
囲
ま
れ
、

館
と
望
楼

が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。

　

尾
張
北
部
を
統
治
し
て
い
た

岩
倉
織
田
家
の
家
老
・
山
内
盛
豊

（
戦
国
武
将
・
山
内
一
豊
の
父
）

が
城
代
を
つ

と
め
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
る
。

一
五
五
七
年
、

対
立
す
る
信
長

に
よ
っ
て
攻
め

落
と
さ
れ
た
。

尾
張
の
中
心
に
あ
っ
た

信
長
の
城

革
命
児
・
信
長
が
自
ら
築
い
た
初
め
て
の
城

　
一
五
五
五
年
、
那
古
野
城
か
ら
清
須

へ
居
城
を
移
し
た
信
長
は
、こ
の
城
か
ら

「
桶
狭
間
の
戦
い
」へ
出
陣
し
た
。現
在

は
模
擬
天
守
が
た
つ
が
、
信
長
時
代
の

清
須
城
に
天
守
は
な
く
、二
重
の
堀
に
囲

ま
れ
た
敷
地
に
は
居
館
や
御
殿
な
ど
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
本
能
寺
の
変
」後
、

信
長
の
子
・
信
雄
が
城
主
と
な
り
、天
守

を
持
つ
総
石
垣
づ
く
り
の
城
へ
と
改
修

し
た
。信
雄
時
代
の
天
守
は
、清
洲
古
城

跡
公
園
近
く
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。清
洲
公
園
に
は
信
長
と
濃
姫（
帰

蝶
）の
銅
像
が
た
つ
。ど
ち
ら
の
公
園
も
、

か
つ
て
の
城
内
で
あ
っ
た
点
を
意
識
し

て
周
辺
を
散
策
し
た
い
。

※
清
須
は
清
洲
と
も
書
か
れ
た
が
、中
世
の
史
料
で
清
須
と
記
述
さ
れ
た

の
で
清
須
城
と
表
記
。た
だ
し
、明
治
二
十
二
年
の
町
政
施
行
で
清
洲

町
が
誕
生
し
平
成
十
七
年
に
清
須
市
が
誕
生
す
る
ま
で
に
整
備
さ
れ

た
清
洲
城
天
主
閣
や
公
園
に
は
旧
町
名
の「
清
洲
」が
冠
さ
れ
て
い
る
。

　
「
桶
狭
間
の
戦
い
」
に
勝
利
し
尾
張

統
一
を
果
た
し
た
信
長
は
、美
濃
攻
略
を

目
論
み
、そ
の
拠
点
と
し
て
、広
大
な
濃

尾
平
野
の
北
東
部
に
位
置
す
る
小
牧
山

に
城
を
築
い
た
。山
麓
の
曲
輪
に
は
信
長

の
屋
敷
、そ
の
周
り
に
は
重
臣
の
屋
敷
が

あ
っ
た
と
さ
れ
、城
の
南
側
に
は
城
下
町

が
整
備
さ
れ
た
。ま
た
近
年
の
発
掘
調
査

に
よ
り
、山
頂
に
は
三
段
の
石
垣
が
巡
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
石

垣
を
採
用
し
た
革
新
的
な
城
づ
く
り
は

近
世
城
郭
の
原
点
と
も
言
わ
れ
、の
ち
に

信
長
が
築
く
安
土
城
へ
引
き
継
が
れ
て
い

く
。城
は
築
城
か
ら
四
年
後
、信
長
が
岐

阜
に
城
を
移
し
た
こ
と
に
よ
り
廃
城
と

な
っ
た
。

　

近
年
の
発
掘
調
査
で
は
新
た
な
事
実

が
続
々
と
見
つ
か
っ
て
お
り
、小
牧
山
城

に
お
け
る
信
長
の
革
新
的
な
築
城
技
術

が
注
目
を
集
め
て
い
る
。山
頂
に
は
天
守

を
模
し
た
展
示
施
設「
小
牧
山
歴
史
館
」

が
あ
り
、麓
に
は
小
牧
山
城
に
関
す
る
歴

史
や
発
掘
調
査
の
成
果
を
知
る
こ
と
が

で
き
る「
れ
き
し
る
こ
ま
き
」が
あ
る
。

   

清き
よ

須す

城   

清
須
市

   

小こ

牧ま
き

山や
ま

城   

小
牧
市

所 岩倉市下本町城址121
0587-38-5819（岩倉市生涯学習課）

所 一宮市木曽川町黒田字古城
0586-46-3215（一宮市博物館）

織
田
信
長

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

天文21年（1552） 4月
赤塚の戦い（鳴海城主・山口教継親子との戦い）
天文21年（1552） 8月
萱津の戦い（清須織田家の坂井大膳との戦い）
天文23年（1554） 1月
村木砦の戦い（今川軍の村木砦攻め）
弘治元年（1555） 4月
信長、清須城へ入城

弘治元年（1555） 8月
今川軍、蟹江城攻略
弘治2年（1556） 4月
斎藤道三救援のため美濃出陣
弘治2年（1556）
稲生の戦い（弟信勝の謀反）
弘治３年（1557）10月
末森城主、弟信勝を殺害

永禄元年（1558） 7月
浮野の戦い（岩倉織田家との戦い）
永禄2年（1559）春
岩倉城攻略。尾張をほぼ統一
永禄3年（1560） 5月
桶狭間の戦い
永禄4年（1561）
信長、尾張守護・斯波義銀を
国外追放

推定イメージ図

信長時代の石垣

小牧山歴史館 遠望

清洲古城跡公園
織田信長像
（清洲公園） 清洲城天主閣（模擬天守）

移築復元された石垣春日井郡清須古城絵図（名古屋市蓬左文庫蔵）

れきしるこまき

公式HP

公式HP

信長軍の攻撃
信長の本拠地の移動
反信長軍と今川氏の攻撃

今川氏の勢力範囲
斎藤氏の防御ライン

※上記海岸線・河川の形状は細部を省略したイメージです。

14 13



西尾市錦城町231-1　　 0563-54-6758（旧近衛邸）

   

西に
し

尾お

城   

西
尾
市

   

吉よ
し

田だ

城   

豊
橋
市

   

田た

原は
ら

城

   

岡お
か

崎ざ
き

城   

岡
崎
市

徳
川
の
譜
代
大
名
が

代
々
城
主
を
つ
と
め
た
城

家
康
の
本
城
・
岡
崎
城
に

次
ぐ
広
大
な
城

家
康
が
今
川
氏
か
ら

奪
取
し
た
三
河
支
配
の
拠
点

　
「
桶
狭
間
の
戦
い
」後
、今
川
の
人
質

だ
っ
た
家
康
は
解
放
さ
れ
、家
臣
・
酒

井
正
親
に
今
川
の
支
配
下
に
あ
っ
た

西
尾
城
を
攻
略
さ
せ
、
城
主
と
し
た
。

一
五
八
五
年
に
は
家
康
の
命
で
、正
親

の
子
・
重
忠
が
大
改
修
を
行
っ
た
。

　

城
跡
に
は
鍮ち
ゅ
う
じ
ゃ
く
も
ん

石
門
、本
丸
・
二
の
丸
の

丑う
し

寅と
ら

櫓
、天
守
台
、屏
風
折
れ
の
土
塀
が

復
元
さ
れ
る
な
ど
着
実
に
整
備
が
進
ん

で
い
る
。屏
風
折
れ
土
塀
の
復
元
は
西

尾
城
と
宇
都
宮
城（
栃
木
県
）
に
し
か

な
く
、貴
重
で
あ
る
。

　
一
五
〇
五
年
、築
城
。一
五
六
五

年
に
は
家
康
が
吉
田
城
を
攻
め

落
と
し
、徳
川
四
天
王
・
酒
井
忠

次
を
こ
こ
に
お
い
た
。一
五
九
〇

年
に
家
康
が
関
東
へ
移
る
と
池

田
輝
政
が
入
城
。
吉
田
城
の
拡

張
と
城
下
町
の
整
備
を
お
こ

な
っ
た
。本
丸
に
復
元
さ
れ
た
鉄

櫓
下
の
石
垣
は
輝
政
時
代
の
も

の
。城
跡
に
は
曲
輪
、掘
、土
塁
、

石
垣
な
ど
が
よ
く
残
る
。
本
丸

周
辺
の
石
垣
に
刻
印
が
見
ら
れ

る
点
も
興
味
深
い
。

　
一
四
八
〇
年
、こ
の
地
で
強
力
な
力
を

持
っ
て
い
た
戸
田
氏
が
築
城
。一
五
四
七
年

に
今
川
義
元
が
攻
め
落
と
し
て
以
降
は
、

今
川
氏
が
支
配
し
た
。「
桶
狭
間
の
戦
い
」

で
義
元
が
討
死
す
る
と
、家
康
は
三
河
平

定
を
進
め
、一
五
六
五
年
に
は
田
原
城
の
攻

略
に
成
功
し
た
。か
つ
て
の
大
手
門
で
あ
る

桜
門
や
二
の
丸
櫓
が
復
興
さ
れ
て
い
る
。土

塁
、空
堀
、石
垣
、水
堀
な
ど
が
残
る
。

所
田原市田原町巴江11-1 （田原市博物館）
0531-22-1720

所

豊橋市今橋町3
0532-51-2430 （豊橋市観光プロモーション課）
〈吉田城鉄櫓〉
火曜から日曜日の10 :00～15 :00
月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
12月29日～1月3日　※外部見学は随時可能

所

営
休

太
平
の
世
を
築
い
た
徳
川
家
康
生
誕
の
城

　

十
五
世
紀
中
頃
、西
郷
頼
嗣
が
砦
を
築

い
た
の
が
は
じ
ま
り
。一
五
三
一
年
、家
康

の
祖
父
・
松
平
清
康
が
現
在
の
地
に
城

を
移
し
た
。こ
の
城
で
生
ま
れ
た
家
康
は

六
歳
で
人
質
と
な
っ
た
後
、十
九
歳
で
ふ

る
さ
と
岡
崎
へ
と
戻
り
城
主
と
な
っ
て
い

る
。家
康
が
将
軍
と
な
っ
て
以
降
は
、家

格
の
高
い
譜
代
大
名
た
ち
が
城
主
と
な
っ

て
お
り
、家
康
生
誕
の
城
の
城
主
と
な
る

こ
と
を
大
名
た
ち
は
誇
り
と
し
た
と
伝

わ
る
。

　

東
西
約
一.
五 

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、南
北
約

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
総
構
え
を
持

ち
、東
海
道
を
引
き
入
れ
た
巨
大
な
城
郭

で
あ
る
。一
五
九
〇
年
に
は
、豊
臣
大
名
の

田
中
吉
政
が
天
守
を
築
く
な
ど
大
規
模

な
改
修
を
行
っ
た
。曲
輪
、堀
、土
塁
、石

垣
な
ど
見
応
え
の
あ
る
遺
構
が
多
く
残

る
。中
世
と
近
世
の
城
の
遺
構
を
見
極
め

な
が
ら
歩
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。

岡崎市康生町561-1
大人（中学生以上）300円
小人（ 5才以上）150円
0564-22-2122
（岡崎城）
9 :00～17 :00
12月29日～31日

所
¥

営
休

　

松
平
元
康（
後
の
徳
川
家
康
）は
、桶
狭
間
の
戦
い
の
敗
戦
に
よ
る
今
川
軍
の
撤

退
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
父
祖
伝
来
の
岡
崎
城
に
入
城
し
た
。そ
の
後
、叔
父
の
緒
川

城
主
水
野
信
元
の
働
き
か
け
に
よ
り
織
田
信
長
と
和
睦
し
今
川
家
と
断
交
。西
三

河
の
今
川
方
の
東
条
城
や
上
ノ
郷
城
を
攻
略
し
、永
禄
六
年（
一
五
六
三
）に
は
今

川
義
元
の
編へ

ん

諱き

を
受
け
て
名
乗
っ
た「
元
康
」の
諱い
み
なを
家
康
に
改
め
た
。家
康
は
同

年
勃
発
し
た
三
河
一
向
一
揆
を
平
定
後
、永
禄
七
年（
一
五
六
四
）春
か
ら
東
三
河
に

侵
攻
。今
川
方
の
拠
点
、吉
田
城
、田
原
城
を
攻
略
し
、三
河
統
一
を
成
し
遂
げ
た
。

永
禄
九
年（
一
五
六
六
）の
末
に
は
姓
を
徳
川
に
改
め
た
。

　〈
三
河
統
一
戦
〉ゆ
か
り
の
城

徳
川
家
康

田
原
市

1 4 5

2

3

6

永禄3年（1560） 5月
桶狭間の戦い後、岡崎城に帰還
永禄4年（1561） 
2月  この頃、織田信長と和睦し、
　  互いに領国範囲を承認
4月  今川方の牛久保城を攻める
永禄4年（1561） 9月
今川方の西条城（西尾城）、
東条城を攻略し、西三河を平定

永禄5年（1562） 2月
今川方の鵜

う
殿
どの
長
なが
照
てる
の

上ノ郷城を攻略し
長照の子を人質にする。
今川家の人質になっていた
正妻築山殿、長子竹千代と
人質交換し、奪い返す。

永禄6年（1563） 秋
この頃、三河一向一揆が勃発
（翌年3月に一向一揆を平定）
永禄8年（1565）3月
今川家の東三河の拠点
吉田城、田原城を攻略。
今川方勢力を一掃し、
三河を統一する。

公式HP

天守台の鏡石

天守台石垣

鉄櫓

鉄櫓下石垣

屏風折れの土塀

鍮石門

本丸丑寅櫓

三河武士のやかた家康館

家康軍の攻撃
※上記海岸線・河川の形状は
　細部を省略したイメージです。
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文・写 真 　 中 井  均（ 滋賀県立大学名誉教授 ）

古宮城縄張図
（作図：中井 均）

大給城
石垣

古宮城 虎口（両袖型枡形虎口）　写真提供：新城市市場城 石垣

大給城主郭石碑 大給城 石垣

Data

　

新
城
市
の
作
手
高
原
に
は
古ふ
る

宮み
や

城
、亀
山
城
、文も
ん

殊じ
ゅ

山や
ま

城
、塞さ
い

之の

神か
み

城
、川
尻
城
、石
橋
城
な
ど
の
城
跡
が

集
中
し
て
分
布
し
て
い
る
。な
か
で
も

古
宮
城
は
近
年
中
世
山
城
の
聖
地
と

し
て
注
目
さ
れ
る
城
跡
で
あ
る
。

　

平
野
に
ぽ
つ
ん
と
位
置
す
る
小
丘

陵
を
ま
る
ご
と
城
と
し
て
築
い
て
い

る
。城
の
構
造
は
巨
大
な
堀
切
で
小

丘
陵
を
二
分
し
、東
側
に
土
塁
を
巡

ら
せ
た
主
郭
を
配
置
し
て
い
る
。
そ

の
虎
口
は
両
袖
に
土
塁
を
設
け
る
桝

形
と
な
っ
て
い
る
。西
側
に
は
丸
い
曲

輪
が
伴
う
。こ
の
曲
輪
の
周
囲
に
も

土
塁
が
巡
る
と
と
も
に
横
堀
が
巡
ら

さ
れ
て
お
り
、
丸ま
る

馬う
ま

出だ
し

と
し
て
構
え

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
山
麓
に
至
る
ま
で
土
塁
を

巡
ら
せ
た
曲
輪
が
複
雑
に
構
え
ら
れ

て
お
り
、山
麓
を
全
周
す
る
横
堀
も

巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
高
度
に
発
達
し
た
縄
張

り
は
戦
国
時
代
後
半
の
築
城
を
示
し

て
い
る
。唯
一
の
史
料
と
し
て
元
亀
四

年（
一
五
七
三
）
に
武
田
信
玄
が
長

篠
在
陣
中
に
作
手
で
普
請
を
し
た
と

「
当
代
記
」に
記
さ
れ
て
お
り
、そ
れ

能
性
が
高
い
。

　

こ
の
よ
う
に
古
宮
城
の
築
城
に
つ

い
て
の
謎
は
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な

い
。
縄
張
り
か
ら
の
推
理
は
ま
だ
ま

だ
続
き
そ
う
で
あ
る
。

　

古
宮
城
が
土
の
城
の
到
達
点
を
示

す
の
で
あ
れ
ば
、豊
田
市
の
市い
ち

場ば

城

や
大お
ぎ
ゅ
う給
城
な
ど
で
は
石
垣
を
用
い
た

城
が
構
え
ら
れ
て
い
る
。な
か
で
も
大

給
城
は
岩
盤
を
巧
み
に
利
用
し
て
曲

輪
を
配
置
し
て
お
り
、虎
口
部
分
は

石
垣
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
る
。圧
巻

は
北
側
の
谷
筋
に
構
え
ら
れ
た
水
の

手
と
呼
ば
れ
る
谷
を
堰
き
止
め
た
石

垣
で
あ
る
。
高
さ
は
五
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
高
石
垣
で
、自
然
石
を
積
み

上
げ
た
野
面
積
み
に
よ
っ
て
築
か
れ

て
い
る
。

　

従
来
大
給
城
は
長
坂
新
左
衛
門

の
城
を
松
平
信
光
が
攻
略
し
、三
男

親
忠
に
与
え
、さ
ら
に
親
忠
は
次
男

の
乗
元
に
譲
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

乗
元
は
大
給
松
平
氏
の
祖
と
な
り
、

以
後
大
給
松
平
氏
の
居
城
と
な
る
。

し
か
し
大
給
松
平
氏
時
代
の
山
城
は

山
を
切
り
盛
り
し
て
築
く
土
造
り
の

城
の
時
代
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
現
存

が
古
宮
城
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

幸
か
不
幸
か
古
宮
城
に
関
す
る
史

料
は
こ
れ
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。そ

の
た
め
縄
張
り
と
呼
ば
れ
る
城
の
構

造
か
ら
の
分
析
が
重
要
と
な
る
。
古

宮
城
は
こ
れ
だ
け
の
特
徴
を
有
す
る

だ
け
に
推
理
す
る
に
は
も
っ
て
こ
い

の
城
で
あ
る
。

　

丸
馬
出
を
備
え
た
縄
張
り
は
典
型

的
な
武
田
氏
の
築
城
技
術
で
、元
亀

四
年
の
武
田
信
玄
に
よ
る
作
手
普
請

こ
そ
が
古
宮
城
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
丸
馬
出
を
構
え
る
武
田

氏
の
城
で
は
山
城
全
域
を
取
り
囲
む

よ
う
な
山
麓
の
横
堀
は
認
め
ら
れ
な

い
。古
宮
城
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、

そ
の
評
価
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。さ
ら
に
近
年
で
は
丸
馬
出
も
武
田

氏
だ
け
で
は
な
く
、徳
川
家
康
も
用
い

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

　

古
宮
城
の
築
城
は
信
玄
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
が
、横
堀
の
存
在
か
ら
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）
に
武
田
氏
が
作
手
よ

り
撤
退
し
た
後
に
境
目
守
備
の
た
め

徳
川
家
康
に
よ
っ
て
改
修
さ
れ
た
可

す
る
大
給
城
に
は
石
垣
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。ど
う
も
現
存
す
る
大
給
城

の
構
築
は
松
平
氏
時
代
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
周
辺
で
石
垣
に
よ
る
改

修
が
考
え
ら
れ
る
の
は
天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
の
羽
柴
秀
吉
対
徳
川

家
康
・
織
田
信
雄
の
小
牧
長
久
手
合

戦
で
あ
る
。
長
期
の
対
峙
戦
と
な
っ

た
合
戦
に
乗
じ
て
家
康
が
石
垣
造
り

の
城
に
改
修
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

市
場
城
は
足あ

助す
け

鈴
木
氏
の
一
族
鱸す
ず
き

氏
の
居
城
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、こ
こ

で
も
石
垣
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、や

は
り
天
正
後
半
に
家
康
に
よ
っ
て
改

修
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
大
給
城
や
市
場
城
も

石
垣
の
存
在
よ
り
知
ら
れ
ざ
る
歴
史

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

愛
知
県
内
に
は
一
、三
二
二
ヶ
所
も

の
城
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

大
半
は
戦
国
時
代
の
城
で
あ
る
。山

城
で
は
曲
輪
、
堀
切
、土
塁
な
ど
の

遺
構
が
山
中
に
見
事
に
残
さ
れ
て
い

る
。藪
漕
ぎ
を
し
な
が
ら
山
城
を
築

い
た
戦
国
人
の
知
恵
と
工
夫
を
探
る

城
歩
き
は
や
め
ら
れ
な
い
。

古宮城 
　  新城市作手清岳字宮山地内
　  0536-37-2188（作手歴史民俗資料館）

市場城 （→ P31）
　  0565-65-3808（豊田市小原観光協会）

大給城
　  豊田市大内町
　  0565-77-8089（松平観光協会）

所

所

の 始城石 発の 点 給大 城

城土 達のの 点到 古 城宮 と
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沓く

つ

掛か

け

城   

豊
明
市

あ
い
ち
三
大
合
戦

ゆ
か
り
の
城
を
ゆ
く  

永禄3年（ 1560）5月12日、今川義元は25 ,000人の大軍を率い駿
府今川館を出陣、尾張進撃を開始した。18日には沓掛城に着陣。軍議
で翌19日の織田方の丸根砦、鷲津砦攻略を決した。義元の尾張侵攻
理由はかつては上洛途上の作戦の一環とされていたが今日これは否定
されている。現在は、今川領最前線の鳴海城・大高城への後詰＊（ごづ
め）説、尾張今川領の回復説や尾張奪取説が唱えられている。
※今川軍25,000人の数には諸説あり。
＊後詰＝敵に包囲された味方の城を救うため出兵すること。

　

今
川
の
城
で
あ
る
鳴
海
城
と
大
高
城

の
周
囲
に
は
、織
田
方
の
砦
が
築
か
れ

た
。
義
元
は
両
城
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ

て
い
る
こ
と
を
知
り
、そ
の
救
援
に
向
か

う
べ
く
駿
府
を
出
陣
す
る
。「
信
長
公
記
」

に
よ
れ
ば
、義
元
は
合
戦
二
日
前
に
沓
掛

城
へ
入
城
し
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
合
戦
当

日
の
朝
、午
前
八
時
頃
、本
陣
と
な
る「
お

け
は
ざ
ま
山
」を
目
指
し
出
発
し
た
。
ま

さ
か
こ
の
時
、自
身
最
期
の
日
に
な
る
と

は
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

城
跡
に
は
本
丸
、二
の
丸
、諏
訪
曲
輪

の
ほ
か
空
堀
や
土
塁
が
残
る
。
特
に
本

丸
を
囲
む
空
堀
と
土
塁
の
遺
構
が
素
晴

ら
し
い
。

豊明市沓掛町東本郷11
0562-92-8317（豊明市生涯学習課）

所

合
戦
前
夜
、今
川
義
元
が

最
後
の
一
夜
を
過
ご
し
た
城

　
「
戦
国
十
大
合
戦
」
と
い
う
い
い
方
が
あ
る
。
戦
国
時
代
の
わ
が
国
の

合
戦
の
中
で
重
要
度
の
高
い
十
の
合
戦
で
あ
る
が
、そ
の
中
に
愛
知
で
繰

り
広
げ
ら
れ
た
三
つ
の
合
戦
が
含
ま
れ
て
い
る
。永
禄
三
年（
一
五
六
〇
）

の
桶
狭
間
の
戦
い
、天
正
三
年（
一
五
七
五
）の
長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
、そ

し
て
同
十
二
年（
一
五
八
四
）の
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
で
あ
る
。

　
桶
狭
間
の
戦
い
は
、織
田
信
長
が
十
倍
以
上
の
軍
勢
を
擁
し
た
今
川
義

元
を
破
っ
た
戦
い
で
、こ
の
戦
い
に
勝
っ
た
こ
と
で
、そ
の
後
の
信
長
の
飛
躍

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
は
、「
戦
国

最
強
」
な
ど
と
い
わ
れ
た
武
田
軍
を
信
長
・
家
康
連
合
軍
が
破
っ
た
戦
い

で
、小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
は
、家
康
と
織
田
信
雄
が
秀
吉
に
挑
ん
だ
戦
い

で
あ
る
。こ
の
三
つ
の
戦
い
の
舞
台
と
な
っ
た
城
も
遺
っ
て
お
り
、訪
ね
た
い

場
所
で
あ
る
。

壱

愛知郡沓掛村古城絵図（名古屋市蓬左文庫蔵）

長篠合戦のぼりまつり（新城市）

文   

小
和
田 

哲
男

　

桶
狭
間
の
戦
い
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
二
十
年
。尾
張
の
織
田
氏
と
駿
河
の
今

川
氏
の
熾し
れ
つ烈
な
抗
争
は
信
長
の
父
・
信
秀
の
時
代
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
。以
後
、

信
秀
・
信
長
と
義
元
は
安
城
城
の
争
奪
戦
や
村
木
砦
の
戦
い
を
は
じ
め
三
河
・

尾
張
の
国
境
付
近
で
衝
突
を
繰
り
返
し
て
い
た
。や
が
て
甲
斐
の
武
田
氏
、関

東
の
北
条
氏
と
同
盟
を
結
ん
だ
今
川
義
元
は
、後
顧
の
憂
い
な
く
、本
格
的
に

織
田
領
へ
侵
攻
を
図
る
。永
禄
三
年（
一
五
六
〇
）
五
月
、義
元
は
満
を
持
し
て

二
万
五
千
の
大
軍
を
率
い
て
尾
張
に
向
か
っ
た
。

　〈
桶
狭
間
の
戦
い
〉を
め
ぐ
る
城

あ
い
ち
三
大
合
戦  

1

今川義元の進軍ルート 今川領 織田領

※上記海岸線・河川の形状は細部を省略したイメージです。
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桶お
け

狭は
ざ

間ま

古こ

戦せ
ん

場じ
ょ
う

公
園

豊
明
市

名
古
屋
市

桶お
け

狭は
ざ

間ま

古こ

戦せ
ん

場じ
ょ
う

伝
説
地 

戦国時代の海岸線は伊勢湾が
大きく内陸部まで入り込み、熱田
神宮、鳴海城、大高城のすぐ近く
まで海岸線が迫っていた。桶狭
間の「狭間」とは尾根と尾根の
間の狭い長い谷を意味する。尾
張丘陵の低い尾根や狭間が入り
組み、池や深田が広がった複雑
な地形だった。
※図の信長進軍ルートは諸説ある
「正面突破説」のみ記載（ルー
トは推定）。沓掛城から出陣した
義元進軍ルートは推定ルートを
2種類記載。また「おけはざま山」
「義元本陣」位置は名古屋市緑
区桶狭間と豊明市南舘にまたが
る64 .7m丘陵地を比定し、記載。

所 名古屋市緑区大高町城山
052-755 -3242
（大高観光案内所）

〈丸根砦〉
　  名古屋市緑区大高町丸根
〈鷲津砦〉
　  名古屋市緑区大高町鷲津山65
  　 052 -755 -3242
  　 （大高観光案内所）

所

所

若
か
り
し
家
康
が

兵
糧
を
運
ん
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
城

今
川
軍
の
連
絡
網
を
断
つ
た
め
に
築
か
れ
た
砦

　

城
の
二
の
丸
か
ら
は
、丸
根

砦
と
鷲
津
砦
が
見
え
る
。信
長

は
、対
今
川
の
最
前
線
に
両
砦

を
築
く
こ
と
で
兵
糧
攻
め
を

計
画
し
た
と
さ
れ
る
。
城
か
ら

砦
ま
で
の
距
離
は
約
八
百
メ
ー

ト
ル
。実
際
、目
の
当
た
り
に
す

る
と
、
そ
の
近
さ
に
驚
く
。
今

川
軍
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、

当
時
ま
だ
今
川
家
の
人
質
だ
っ

た
松
平
元
康（
徳
川
家
康
）だ
。

合
戦
前
夜
に
兵
糧
を
大
高
城
へ

　

両
砦
は
、今
川
方
の
城
・
鳴

海
城
と
大
高
城
の
間
に
位
置
す

る
。鷲
津
砦
の
北
に
は
、鳴
海
城

と
大
高
城
を
結
ぶ
道
が
あ
る
。

丸
根
砦
の
南
で
は
大
浜
街
道

と
大
高
街
道
が
交
わ
る
。ど
ち

ら
の
砦
も
小
高
い
丘
に
あ
り
、

街
道
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き

る
。丸
根
砦
は
佐
久
間
盛
重
が

守
っ
た
が
、
松
平
元
康（
徳
川

家
康
）に
よ
っ
て
落
と
さ
れ
た
。

鷲
津
砦
に
は
、信
長
の
大
叔
父
・

織
田
秀
俊
ら
が
い
た
が
、今
川

と
運
び
、翌
朝
に
は
丸
根
砦
を

落
と
し
た
。
し
か
し
、
義
元
は

桶
狭
間
で
討
死
。今
川
軍
は
敗

北
し
た
。

　

城
跡
は
公
園
と
し
て
整
備

さ
れ
て
お
り
、見
や
す
い
。本
丸

の
北
斜
面
は
高
さ
約
八
メ
ー
ト

ル
の
切
岸
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

二
の
丸
と
三
の
丸
の
間
に
は
横

堀
が
あ
り
、
幅
、
深
さ
共
に
十

分
で
見
応
え
が
あ
る
。

方
の
朝
比
奈
泰
能
に
よ
っ
て
落

と
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
合
戦
当

日
朝
の
こ
と
で
あ
る
。信
長
は
、

こ
の
二
つ
の
砦
が
落
と
さ
れ
た

こ
と
を
戦
勝
祈
願
し
た
熱
田
神

宮
で
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

両
砦
共
に
、残
念
な
が
ら
遺

構
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
残
ら

な
い
が「
桶
狭
間
の
戦
い
」
を

知
る
上
で
重
要
な
場
所
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
合
戦
ゆ

か
り
の
城
や
史
跡
と
共
に
ぜ
ひ

訪
れ
た
い
。

   

丸ま
る

根ね

砦
・
鷲わ

し

津づ

砦    

名
古
屋
市

鳴
海
城
の
お
さ
え
と
し
て

築
か
れ
た
織
田
軍
の
砦

合
戦
当
時
の

様
子
が
わ
か
る
ジ
オ
ラ
マ
も

国
の
史
跡
に
も

指
定
さ
れ
た
伝
説
地

　

こ
の
砦
は
、
今
川
方
の
鳴
海
城
の
東

七
百
メ
ー
ト
ル
に
あ
り
、丹
下
砦
、中
島

砦
と
共
に
信
長
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
合
戦
当
日
の
早
朝
、
清
須

城
を
出
発
し
た
信
長
は
熱
田
神
宮
を
経

て
、午
前
十
時
頃
、善
照
寺
砦
に
到
着
し

た
。そ
し
て
、熱
田
神
宮
で
は
数
百
だ
っ

た
兵
を
こ
の
砦
で
数
千
ま
で
増
や
し
、さ

ら
に
南
の
中
島
砦
へ
向
か
っ
た
と
さ
れ

る
。
現
在
は
砦
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ

て
お
り
、
高
台
か
ら
は
沓
掛
城
方
面
や

今
川
軍
が
布
陣
し
た
高
根
山
方
面
を
望

む
こ
と
が
で
き
る
。

　

合
戦
に
勝
利
し
た
織
田
信
長
と
敗
れ

た
今
川
義
元
の
銅
像
が
た
つ
。
園
内
に

は「
義
元
首
洗
い

の
泉
」
や
義
元

が
馬
を
つ
な
い

だ
と
さ
れ
る「
馬

つ
な
ぎ
の
社ね

松ず

」

も
あ
る
。

　

今
川
義
元
を
は
じ
め
今
川
軍
七
人
が

戦
死
し
た
場
所
を
示
す
と
さ
れ
る「
七
石

表
」が
た
つ
。今
川
軍
の
重
臣・松
井
宗
信

の
子
孫
が
建
て
た

と
さ
れ
る「
桶
挟

弔
古
碑
」が
あ
り
、

碑
に
は
戦
い
の
顛

末
を
伝
え
る
貴
重

な
史
料
が
刻
ま
れ

て
い
る
。

所 名古屋市緑区鳴海町砦3
052-755-3593（桶狭間古戦場観光案内所）

   

善ぜ
ん

照し
ょ
う

寺じ

砦   

名
古
屋
市

名古屋市緑区桶狭間北3-1001
052-755-3593（桶狭間古戦場観光案内所）

所豊明市栄町南舘11
0562-92-8317（豊明市生涯学習課）

所

   

大お
お

高だ
か

城   

名
古
屋
市

データ提供：桶狭間古戦場保存会

弐

　

永
禄
三
年（
一
五
六
〇
）、織
田
信
長
が
、駿
河
・
遠
江
・
三
河
三
ヶ
国
の
太た
い

守し
ゅ

今
川
義
元

を
破
っ
た
桶
狭
間
の
戦
い
は
、当
時
伊
勢
湾
に
面
し
て
築
か
れ
て
い
た
鳴
海
城
、大
高
城
を
め

ぐ
る
戦
い
が
発
端
で
あ
っ
た
。今
川
方
の
鳴
海
城
、大
高
城
に
対
し
、信
長
は
付つ

け

城じ
ろ（

＊
）
戦
術

で
複
数
の
砦
を
築
き
圧
迫
し
た
。今
川
軍
は
大
軍
を
擁
し
た
が
、信
長
の
付
城
群
と
地
形
的

制
約
に
よ
り
兵
力
が
分
散
。義
元
本
陣
位
置
や
信
長
進
撃
ル
ー
ト
等
い
ま
だ
不
明
な
が
ら

天
候
も
味
方
に
つ
け
た
信
長
軍
は
、今
川
軍
の
間
隙
を
つ
き
本
陣
へ
攻
め
寄
せ
た
と
さ
れ
る
。

＊
付
城
＝
敵
の
城
を
攻
め
る
際
、寄
せ
手
の
拠
点
と
し
て
築
か
れ
た
城
や
砦
。臨
時
性
が
高
く
複
数
築
く
場
合
が
多
い
。

　〈
桶
狭
間
の
戦
い
〉を
め
ぐ
る
城

あ
い
ち
三
大
合
戦  

1

※上記海岸線・河川の形状は
　細部を省略したイメージです。
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豊田市武節町シロ山194
0565-83-3200（いなぶ観光協会 道の駅観光案内所）

設し
た
ら
が
は
ら

楽
原
古こ

戦せ
ん

場じ
ょ
う

跡   

新
城
市

所
¥

新城市長篠字市場22-1
一般220円　小中学生100円
0536-32-0162 （長篠城址史跡保存館）
9 :00～17 :00
毎週火曜日
（火曜日が休日の場合は次の平日が休館日）
年末年始（ 12月29日～1月3日）

営
休

長篠・設楽原の戦いは織田信長・徳川
家康連合軍の「鉄砲三千挺三段撃ち」
の戦術が有名だが（鉄砲数は諸説あ
る。三段撃ちは江戸時代の軍記物の記
述）、対する武田勝頼も決して鉄砲を軽
視していたわけではない。しかし交易都
市・堺と物流ルートを掌握していた信長
はその経済力を背景に、鉄砲、弾丸、硝石
（火薬の原料）といった物量面で武田
軍を圧倒していた。武田軍は幾たびか攻
撃を繰り返したが、鉄砲、馬防柵に阻ま
れ、その過程で名のある武将を失った。

二
つ
の
川
が
合
流
す
る
切
り
立
っ
た

崖
の
上
に
た
つ
堅
固
な
城

　
一
五
〇
八
年
、築
城
。一
五
七
五
年
に
は

徳
川
方
の
奥
平
貞
昌（
信
昌
）が
城
主
と

な
る
。「
長
篠
の
戦
い
」の
と
き
、城
内
に

い
た
兵
は
わ
ず
か
五
百
。対
す
る
武
田
は

一
万
五
千
で
城
を
包
囲
し
た
が
、城
を
脱

出
し
援
軍
を
要
請
し
た
足
軽
・
鳥
居
強す
ね

右え衛
門も
ん
の
活
躍
も
あ
り
、織
田
・
徳
川
の

援
軍
到
着
ま
で
見
事
に
耐
え
抜
い
た
。

　

城
の
南
に
あ
る
牛
渕
橋
か
ら
見
る
と
、

自
然
の
地
形
を
う
ま
く
利
用
し
た
城
だ

と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
本
丸
に
は

見
事
な
堀
と
土
塁
が
残
り
、見
応
え
が
あ

る
。か
つ
て
の
二
の
丸
に
は
長
篠
城
址
史

跡
保
存
館
が
た
ち
、合
戦
の
様
子
を
伝
え

て
い
る
。

　

騎
馬
戦
を
得
意
と
す
る
武
田
軍
と
新
た

な
武
器
で
あ
る
火
縄
銃
を
巧
み
に
使
い
勝
利

し
た
織
田
･
徳
川
連
合
軍
。約
百
メ
ー
ト
ル

に
わ
た
り
再
現
さ
れ
た
馬
防
柵
越
し
に
勝
頼

の
本
陣
を
望
み
、火
縄
銃
で
の
三
段
撃
ち
に

向
か
っ
て
く
る
武
田
軍
を
想
像
し
な
が
ら
こ

の
地
に
立
て
ば
、こ
の
戦
い
へ
の
理
解
が
さ
ら

に
深
ま
る
。質
量
共
に
日
本
最
大
級
を
誇
る

火
縄
銃
等
を
展
示
す
る
設
楽
原
歴
史
資
料

館
へ
も
ぜ
ひ
訪
れ
た
い
。当
地
で
開
催
さ
れ
る

「
決
戦
場
ま
つ
り
」
で
披
露
さ
れ
る
鉄
砲
隊

に
よ
る
本
格
的
な
演
武
も
必
見
。

   

長な

が

篠し

の

城   

新
城
市

三
河
・
信
濃
・
美
濃
の
国
境
に

あ
る
三
河
最
前
線
の
城

中
世
城
郭
を
参
考
に
復
元
さ
れ
た

奥
三
河
の
代
表
的
な
山
城

　

田
峯
城
の
支
城
と
し
て
築
城
。敗
走
し

た
勝
頼
が
田
峯
城
で
入
城
を
拒
否
さ
れ
た

た
め
、約
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
城
ま

で
落
ち
延
び
、一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。城
の
留
守
を
守
っ
て
い
た
者

た
ち
が
、疲
れ
切
っ
た
勝
頼
を
梅
酢
湯
で

も
て
な
し
た
と
い
う
伝
承
も
興
味
深
い
。

　

城
の
北
に
は
武
田
軍
が
通
っ
た
と
さ
れ

る
道
の
ほ
か
、城
下
に
は
城
の
な
ご
り
を

感
じ
さ
せ
る
地
名
が
残
る
。曲
輪
、土
塁
、

堀
、堀
切
、切
岸
、狼
煙
台
な
ど
の
遺
構
も

残
る
。

　
一
五
六
一
年
、徳
川
家
康
よ
り
所
領
を

拝
領
し
菅
沼
定
忠
が
城
主
と
な
る
が
、

一
五
七
一
年
に
は
家
康
を
裏
切
り
武
田
家

に
仕
え
た
。「
設
楽
原
の
決
戦
」で
敗
北
が

決
定
的
と
な
っ
た
武
田
勝
頼
は
、定
忠
と

と
も
に
本
陣
か
ら
約
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
田
峯
城
へ
と
向
か
う
が
、留
守
を

守
っ
て
い
た
定
忠
の
叔
父
・
定
直
ら
が
織

田
・
徳
川
の
報
復
を
恐
れ
入
城
を
拒
否
。

一
年
後
、定
忠
は
雪
辱
を
果
た
す
べ
く
城

を
攻
め
落
と
し
た
。近
く
に
は
、こ
の
と
き

亡
く
な
っ
た
人
々
を
弔
う
首
塚
が
残
る
。

所

所
¥

営
休

北設楽郡設楽町田峯字城9
大人220円  小中学生110円
0536-64-5505（田峯城）

9 :00～16 :00
月曜日・祝日の翌日
12月29日～1月3日

   
武ぶ

節せ
つ

城   

豊
田
市

   

田だ

峯み

ね

城   

設
楽
町

大
量
の
火
縄
銃
が
使
わ
れ
た

日
本
初
の
戦
い
、最
終
決
戦
の
地

新城市竹広字
信玄原552
0536 -22 -0673
（新城市設楽原

  歴史資料館）

所

新城市設楽原歴史資料館

設楽原決戦場まつり

長篠城址史跡保存館長篠城 遠望

長篠合戦図屏風
徳川美術館（ 徳川美
術館所蔵 ©徳川美術
館イメージアーカイブ
/DNPartcom）

空堀と土塁

馬防柵（復元）

　

長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
は
、天
正
三
年（
一
五
七
五
）、武
田
方
と
徳
川
方
が
争
奪
を
繰

り
返
し
た
境さ

か
い
め目（

＊
）
に
位
置
し
た
長
篠
城
を
め
ぐ
っ
て
お
き
た
。父
信
玄
と
同
じ
く
三
河
へ

度
々
侵
攻
し
、徳
川
家
康
と
の
決
戦
を
望
ん
だ
武
田
勝
頼
は
、徳
川
方
に
寝
返
っ
た
奥
平
貞

昌（
信
昌
）が
守
備
す
る
長
篠
城
を
取
り
囲
ん
だ
。家
康
は
、信
長
に
救
援
を
求
め
、信
長
・

家
康
連
合
軍
は
落
城
寸
前
の
長
篠
城
へ
後ご

詰づ
め
に
向
か
い
、設
楽
原
で
武
田
軍
と
激
突
し
た
。

＊
境
目
＝
領
地
と
領
地
の
境
界
の
こ
と
。戦
国
時
代
は
境
目
地
域
に
位
置
し
た
国
衆（
国
人
領
主
）の
帰
属
や
存
立
確

保
を
め
ぐ
る
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　〈
長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
〉を
め
ぐ
る
城

あ
い
ち
三
大
合
戦  

2
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小牧の対陣

古こ

戦せ
ん

場じ
ょ
う

公
園

   

岩い
わ

崎さ
き

城   

日
進
市

所 小牧市堀の内一丁目地内
0568-72-0712
（小牧山歴史館）
0568-48-4646
（れきしるこまき）

信
長
の
城
を
大
改
修
し
た
家
康
の
本
陣

　

家
康
は
榊
原
康
政
に
命
じ
て
小
牧
山

に
曲
輪
・
土
塁
・
空
堀
・
虎
口
を
配
し
、

秀
吉
軍
に
備
え
た
。
信
長
時
代
の
城
を

利
用
し
た
と
は
言
え
、そ
の
改
修
が
わ
ず

か
五
日
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
点
も
興

味
深
い
。「
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
」で
、

小
牧
山
城
が
戦
場
と
な
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
江
戸
時
代
に
は
家
康
ゆ
か
り
の
陣

跡
と
し
て
尾
張
藩
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
一

般
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、遺
構
が
よ
く
残
る
。

   

小こ

牧ま
き

山や
ま

城   

小
牧
市

家
康
と
対
峙
す
る
秀
吉
の
本
陣

　

十
六
世
紀
前
半
、尾
張
守
護
代
・
織

田
久
長
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
た
と
さ
れ

る
。こ
の
城
の
北
に
は
秀
吉
軍
の
羽
黒

城
と
池
田
恒
興
が
奇
襲
を
か
け
占
拠
し

た
犬
山
城
が
あ
る
ほ
か
、複
数
の
砦
が

築
か
れ
た
。南
に
は
家
康
の
本
陣
・
小

牧
山
城
が
あ
る
。城
は
「
小
牧
・
長
久

手
の
戦
い
」
の
講
和
条
件
と
し
て
取
り

壊
さ
れ
、廃
城
と
な
っ
た
。

　

城
跡
は
現
在
、小
学
校
と
な
っ
て
お

り
、残
念
な
が
ら
遺
構
は
残
ら
な
い
が
、

周
囲
に
は
堀
の
名
残
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
道
も
見
ら
れ
る
。

所 犬山市字城山97付近

小牧・長久手の戦いは、「小牧」と「長久手」での戦いだけではなく、蟹江城、
大野城をめぐる蟹江合戦の他、尾張北西部の木曽川筋、伊勢方面でも城を
めぐる戦いが各地で起きた。

   

楽が
く

田で
ん

城   

犬
山
市

戦
況
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

「
岩
崎
城
の
戦
い
」決
戦
の
城

　

両
軍
の
膠
着
状
態
が
続
く
中
、羽

柴
方
は
「
家
康
の
拠
点
の
一つ
で
あ
る

岡
崎
城
を
攻
め
れ
ば
、小
牧
山
の
徳

川
軍
は
崩
れ
る
」
と
「
三
河
中
入
り

作
戦
」を
画
策
、池
田
恒
興
を
先
頭
に

岡
崎
に
向
け
進
軍
を
開
始
し
た
。そ
の

ル
ー
ト
上
に
あ
っ
た
の
が
、こ
の
城
だ
。

岩
崎
城
の
兵
た
ち
は
池
田
軍
を
阻
止

す
べ
く
攻
撃
を
加
え
た
が
、全
滅
。城

は
落
城
し
た
。

　

模
擬
天
守
に
ば
か
り
目
が
向
く
が
、

注
目
す
べ
き
は
曲
輪
、土
塁
、堀
な
ど

の
遺
構
で
あ
る
。現
地
を
訪
れ
、本
質

的
な
城
の
価
値
を
体
感
し
て
欲
し
い
。

池
田
恒
興・元
助
親
子

の
塚（
国
史
跡
）が

あ
る
公
園

　
「
岩
崎
城
の
戦
い
」で
は
勝
利

を
お
さ
め
た
池
田
恒
興
だ
っ
た

が
、「
長
久
手
の
戦
い
」の
主
戦

場
で
あ
る
こ
の
地
で
息
子
・
元
助

と
共
に
討
死
し
た
。
親
子
が
亡

く
な
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ「
勝
入
塚
」と「
庄
九

郎
塚
」が
た
つ
。火
縄
銃
体
験
の

ほ
か
、長
久
手
合
戦
図
屏
風
の

復
元
模
写
な
ど
を
展
示
す
る
史

跡
長
久
手
古
戦
場
ガ
イ
ダ
ン
ス

施
設
が
令
和
八
年（
二
〇
二
六
）

三
月
末
オ
ー
プ
ン
予
定
。長久手市武蔵塚204

0561-56-0627
（長久手市くらし文化部生涯学習課）

所

所
営
休

日進市岩崎町市場67　　　0561-73-8825（岩崎城歴史記念館）
9 :00～17 :00（入館は16 :30まで）
月曜日（祝日の場合は開館） 12月28日～1月4日

長
久
手
市

土塁の断面展示

土塁と横堀（復元）

空堀
展望塔岩崎城
（模擬天守）

丹羽郡楽田村古城之図
（名古屋市蓬左文庫蔵）

※
城
跡
に
つ
い
て
は
小
学
校
敷
地
内
な
の
で
一
般

は
入
れ
ま
せ
ん
。

※上記海岸線・河川の形状は細部を省略したイメージです（中世の木曽川は幾
筋も流れがあり、分流しながら長良川流路に入っていた）。

　

織
田
信
長
亡
き
後
の
天
下
の
覇
権
を
め
ぐ
り
、天
正
十
二
年（
一
五
八
四
）、羽
柴
秀

吉
と
織
田
信
雄
・
徳
川
家
康
連
合
軍
が
争
っ
た
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
は
、尾
張
・
美

濃
・
伊
勢
を
舞
台
に
約
八
ヶ
月
に
及
ん
だ
。こ
の
戦
い
は
、両
軍
と
も
戦
況
の
変
化
に

応
じ
て
各
地
に
城
や
砦
を
築
い
た
り
、古
城
を
改
修
し
て
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

天
正
十
二
年
十
一
月
、秀
吉
と
信
雄
が
単
独
講
和
し
た
後
も
、家
康
は
秀
吉
と
対
峙

し
、三
河
各
地
の
城
の
防
衛
強
化
を
図
っ
た
と
さ
れ
る
。

　〈
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
〉を
め
ぐ
る
城

あ
い
ち
三
大
合
戦  

3

長久手の戦い

1

 2

 2

1
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文・写 真 　 加 藤  理 文（日本城郭協会理事）

　

江
戸
時
代
、尾
張
・
三
河
両
国
に

は
、藩
主
が
居
城
を
持
つ
こ
と
を
認
め

ら
れ
て
い
た
城
が
、九
城
存
在
し
て
い

た
。し
か
し
、明
治
維
新
後
の
廃
城
令

や
都
市
化
の
波
に
よ
っ
て
、多
く
が
失

わ
れ
、現
存
す
る
天
守
は
犬
山
城
の
み

と
な
り
、櫓
や
城
門
も
名
古
屋
城
に

残
る
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
「
尾
張
名
古
屋
は
城
で
持
つ
」
と

言
わ
れ
た
県
だ
け
に
、
古
く
か
ら
城

へ
の
関
心
も
高
く
、昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）の
産
業
文
化
大
博
覧
会

開
催
に
あ
わ
せ
て
、吉
田
城
鉄
櫓
が
模

擬
復
元
さ
れ
た
。続
い
て
、同
三
十
三

年
に
田
原
城
二
の
丸
隅
櫓
が
模
擬
復

元
、翌
三
十
四
年
に
は
戦
災
で
焼
失
し

た
名
古
屋
城
大
小
天
守
が
外
観
復
元

さ
れ
、同
年
に
岡
崎
城
天
守
も
復
興
さ

れ
た
。平
成
五
年（
一
九
九
三
）
岡
崎

公
園
の
入
口
に
模
擬
の
大
手
門
が
、翌

六
年
に
田
原
城
の
桜
門
が
い
ず
れ
も

R
C
造
り
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　

平
成
八
年
に
な
る
と
、西
尾
城
に

お
い
て
本
丸
丑
寅
櫓
と
鍮
石
門
が
県

内
初
の
木
造
で
再
建
。木
造
再
建
は

本
物
志
向
の
波
に
乗
っ
て
広
が
り
、同

二
十
二
年
に
は
岡
崎
城
二
の
丸
東
隅

櫓
が
、同
二
十
一
年
よ
り
足
掛
け
九
年

中
吉
政
で
、南
を
流
れ
る
菅
生
川
を
利

用
し
そ
の
東
・
北
・
西
の
外
周
に
、田
中

堀
と
後
に
呼
ば
れ
る
惣
構
の
堀
と
土
塁

を
築
き
上
げ
る
と
共
に
、本
格
的
な
城

下
町
整
備
を
実
施
し
た
。吉
政
は
、東

海
道
を
城
下
町
の
中
心
を
通
る
よ
う
に

引
き
入
れ
、城
の
守
り
を
固
め
る
た
め
に

「
岡
崎
の
二
十
七
曲
が
り
」
と
呼
ば
れ

る
鉤か
ぎ
の
手
状
の
道
に
整
備
し
、併
せ
て

天
守
以
外
の
二
重
櫓
を 

十
七
棟
も
建
て

て
い
る
。五
万
石
の
譜
代
大
名
の
城
に

は
、二
重
櫓
は
二
〜
三
基
と
い
う
の
が

標
準
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、岡
崎
城
の

異
常
な
規
模
が
判
明
し
よ
う
。

　

こ
の
岡
崎
城
と
並
ん
で
巨
大
な
城

だ
っ
た
の
が
十
五
万
石
を
領
し
た
池
田

輝
政
の
居
城
・
吉
田
城
だ
。外
堀
に
囲

ま
れ
た
範
囲
は
、東
西
一.
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、南
北
約 

〇.
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も

あ
り
、岡
崎
城
に
次
ぐ
規
模
を
誇
っ
て

い
た
。近
年
、本
丸
を
中
心
に
発
掘
調

査
が
実
施
さ
れ
、か
つ
て
の
姿
が
判
明

し
て
き
た
。中
で
も
、本
丸
北
西
隅
の

鉄
櫓
台
の
石
垣
は
、池
田
時
代
に
築
か

れ
た
こ
と
が
確
実
な
石
垣
で
、そ
の
高

さ
は
約
十
二.
七
メ
ー
ト
ル
で
織
し
ょ
く

豊ほ
う

時

代
の
石
垣
と
し
て
は
東
海
地
方
屈
指

の
高
さ
を
誇
っ
て
い
る
。ま
た
、南
多
門

の
歳
月
を
経
て
、同
三
十
年
に
戦
災

で
焼
失
し
た
名
古
屋
城
本
丸
御
殿
が

完
成
を
見
て
い
る
。御
殿
の
完
全
復

元
は
、我
が
国
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。

令
和
二
年（
二
〇
二
〇
）
に
な
る
と

西
尾
城
の
二
の
丸
丑
寅
櫓
と
土
塀
が

復
元
。そ
し
て
、全
国
か
ら
も
非
常
に

注
目
を
集
め
る
名
古
屋
城
大
小
天
守

の
木
造
再
建
が
控
え
て
い
る
。こ
こ
で

は
、別
稿
に
詳
し
い
名
古
屋
城
と
犬

山
城
以
外
の
復
元
さ
れ
た
近
世
城
郭

に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

徳
川
家
康
生
誕
の
地
と
し
て
名
高

い
岡
崎
城
は
、東
西
約 

一.
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、南
北
約 

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル 

と
往

時
は
広
大
な
規
模
を
誇
っ
て
い
た
。外

堀
と
し
て
利
用
し
て
い
た
菅
生
川
に
は

船
着
場
が
設
け
ら
れ「
五
万
石
で
も
岡

崎
様
は
お
城
下
ま
で
船
が
着
く
」と
江

戸
小
唄
に
そ
の
繁
栄
が
謡
わ
れ
る
程
で

あ
っ
た
。一
般
的
に
外
様
大
名
の
大
城

郭
で
さ
え 

〇.
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方

程
の
規
模
が
普
通
だ
っ
た
世
に
、実
に
そ

の
五
倍
程
の
規
模
を
持
つ
城
だ
っ
た
の

で
あ
る
。岡
崎
城
以
上
の
規
模
を
持
つ

城
は
、江
戸
城
、姫
路
城
、熊
本
城
ぐ
ら

い
で
し
か
な
い
。こ
の
城
を
こ
こ
ま
で
大

き
く
し
た
の
は
、豊
臣
秀
吉
配
下
の
田

の
石
垣
も
高
さ
も
約
十
二.
六
メ
ー
ト

ル
で
あ
っ
た
。城
は
豊
川
に
面
し
て
い

る
た
め
、川
手
櫓
と
呼
ば
れ
る
櫓
が
あ

り
、船
で
城
内
に
入
る
た
め
の
水
門
の

石
垣
も
残
る
。ま
た
市
街
地
の
城
で
、

こ
れ
程
良
好
な
形
で
土
塁
が
残
さ
れ

て
い
る
の
も
珍
し
い
。高
さ
約
四
メ
ー

ト
ル
で
、土
塁
上
に
は
、土
塀
の
基
礎
と

な
る
石
材
等
も
一
部
に
残
り
、こ
れ
ま

た
貴
重
な
遺
構
と
な
っ
て
い
る
。

　
西
尾
城
は
、平
成
八
年（
一
九
九
六
）

に
、本
丸
丑
寅
三
重
櫓
、二
の
丸
鍮
石

門
が
木
造
で
復
元
さ
れ
、同
二
十
六
年

に
は
将
来
的
な
天
守
再
建
を
考
慮
し
、

天
守
台
が
築
き
直
さ
れ
た
。次
い
で
、

令
和
二
年（
二
〇
二
〇
）、二
の
丸
丑

寅
櫓
と
土
塀
も
木
造
復
元
さ
れ
た
。こ

の
土
塀
は
二
ヶ
所
で
屏
風
折
れ
を
持
つ

特
異
な
塀
で
、復
元
事
例
は
非
常
に
珍

し
い
。屏
風
折
れ
の
土
塀
は
、横
矢
を

懸
け
る
た
め
と
言
わ
れ
る
が
、折
れ
を

持
た
せ
る
こ
と
で
強
度
を
増
す
ね
ら
い

を
併
せ
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

愛
知
県
の
城
と
言
え
ば
、犬
山
城
・

名
古
屋
城
に
目
が
行
き
が
ち
だ
が
、実

は
全
国
で
も
十
指
に
入
る
巨
大
な
岡

崎
城
・
吉
田
城
が
、江
戸
期
を
通
じ
存

在
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

筋海東 んに道 だ並

指国全 模の屈 の規 近 城世 郭
田原城二の丸隅櫓 吉田城鉄櫓下石垣 吉田城鉄櫓

岡崎城天守岡崎城青海堀西尾城土塀
西尾城

二の丸丑寅櫓

岡崎城 （→ P16）
別名：龍城
文化財史跡区分：市指定史跡（埋蔵文化財）
吉田城 （→ P16）
別名：今橋城
文化財史跡区分：市指定史跡
西尾城 （→ P15）
別名：鶴城
文化財史跡区分：市指定史跡

Data
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愛知の名城
那な

古ご

野や

城  

名
古
屋
市

　

現
在
の
名
古
屋
城
二

の
丸
付
近
に
あ
っ
た
城
。

一
五
三
八
年
頃
、織
田
信
長

の
父
・
信
秀
が
今
川
氏
か
ら

奪
い
取
っ
た
。信
秀
が
古
渡

城
へ
移
り
、信
長
が
城
主
と

な
っ
た
。

名古屋市中区二の丸1（名古屋城二の丸）

龍り
ゅ
う

泉せ
ん

寺じ

城  

名
古
屋
市

　
一
五
五
六
年
、織
田
信
長

の
弟
・
信
勝
が
築
城
。
翌

年
、
信
勝
が
信
長
に
殺
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
廃
城
に
。

一
五
八
四
年
「
小
牧
・
長
久

手
の
戦
い
」
で
は
、羽
柴
秀

吉
が
こ
こ
に
陣
を
構
え
た
。

名古屋市守山区竜泉寺1-1-902

山や
ま

中な
か

城   

岡
崎
市

　

県
内
最
大
級
の
規
模
を

誇
る
山
城
。
諸
説
あ
る
が
、

西
郷
氏
ま
た
は
岡
崎
松
平

家
に
よ
り
城
の
基
礎
が
つ
く

ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
土
塁
、

堀
切
、竪
堀
な
ど
の
遺
構
が

残
る
。

岡崎市舞木町字城山1-42

真ま

弓ゆ
み

山や
ま

城
（
足
助
城
）   

豊
田
市

　

発
掘
調
査
な
ど
に
基
づ

き
全
国
で
初
め
て
整
備
さ
れ

た
戦
国
の
山
城
。高
櫓
・
長

屋
・
物
見
矢
倉
・
厨（
く
り

や
）
な
ど
の
建
物
が
復
元
さ

れ
て
い
る
。
眼
下
に
は
足
助

の
町
並
み
が
広
が
る
。

豊田市足助町須沢39-2

守も
り

山や
ま

城  

名
古
屋
市

　
一
五
三
五
年
、尾
張
攻
略
を
進
め
て
い
た
徳
川
家

康
の
祖
父・松
平
清
康
が
家
臣
に
殺
害
さ
れ
た「
守

山
崩
れ
」
の
舞

台
と
な
っ
た
城
。

一五
六
〇
年「
桶
狭

間
の
戦
い
」
以
降

に
廃
城
と
な
る
。

名古屋市守山区市場4-22

刈か
り

谷や

城   
刈
谷
市

　
一
五
三
三
年
に
徳
川
家
康

の
生
母
・
於
大
の
方
の
父
親

で
あ
る
水
野
忠
政
が
築
城

し
た
と
さ
れ
る
。一
部
が
亀

城
公
園
と
な
っ
て
お
り
、石

垣
や
隅
櫓
の
復
元
を
目
指

し
て
い
る
。

刈谷市城町一丁目1-1

　

童
子
山
に
築
か
れ
、
三

河
・
尾
張
・
美
濃
・
信
濃
・

伊
賀
・
伊
勢
・
近
江
の
七
つ

の
国
が
望
め
る
こ
と
か
ら
七

州
城
と
も
。城
跡
公
園
に
は

櫓
台
の
石
垣
が
残
り
、隅
櫓

も
復
元
さ
れ
て
い
る
。

豊田市小坂本町8-22

挙こ
ろ
も母
城（
七
州
城
）   

豊
田
市

羽は

黒ぐ
ろ

城    

犬
山
市

　
一
五
八
二
年
「
本
能
寺
の
変
」
後
、廃
城
と
な
っ

て
い
た
が「
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
」の
時
、羽
柴

秀
吉
が
城
を
修

復
さ
せ
、
山
内
一

豊
ら
に
守
ら
せ

た
。土
塁
と
堀
の

一
部
が
残
る
。

犬山市羽黒字城屋敷31他

まだまだあるぞ
大お

お

野の

城  

常
滑
市

　

浅
井
三
姉
妹
の
末
妹
・
お

江
の
方（
徳
川
二
代
将
軍
・

秀
忠
の
正
室
）が
最
初
に
嫁

い
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
佐

治
氏
の
山
城
。城
山
公
園
に

は
、城
型
の
展
望
台
が
た
つ
。

常滑市金山字城山地内

数多くの城が残る愛知には、
時の変遷とともにわずかな遺構しかないもの、

さらに石碑だけのものも含まれる。
これらの城は「何もない」と思われがちだが、
どの城も尾張・三河の戦国史を彩った

重要な舞台である。

※
敷
地
が
私
有
地
の
た
め

ご
配
慮
下
さ
い

大お
お

草く
さ

城
　
長
久
手
市

　

十
六
世
紀
後
半
、
森
長

可
に
よ
り
大
規
模
な
改
修

が
な
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
。長
可
は「
小
牧
・
長
久

手
の
戦
い
」で
は
秀
吉
方
の

武
将
で
、
戦
死
後
に
廃
城

し
た
と
さ
れ
る
。

長久手市杁ノ洞

小お

口ぐ
ち

城
　
大
口
町

　
一
四
五
九
年
、岩
倉
織
田

氏
の
織
田
広
近
が
築
城
。織

田
信
長
の
攻
略
に
よ
り
一

旦
、
廃
城
と
な
っ
た
が「
小

牧
・
長
久
手
の
戦
い
」
で
は

羽
柴
秀
吉
方
の
前
戦
基
地

と
し
て
再
び
使
用
さ
れ
た
。

丹羽郡大口町城屋敷一丁目261

大お
お

野の

城
　
愛
西
市

　
一
五
八
四
年
、蟹
江
城
の

支
城
と
し
て
築
城
。
同
年
、

羽
柴
秀
吉
と
織
田
信
雄
・
徳

川
家
康
が
戦
っ
た「
小
牧
・

長
久
手
の
戦
い
」の
前
哨
戦

で
あ
る
「
蟹
江
合
戦
」
で
は

戦
い
の
舞
台
と
な
っ
た
。

愛西市郷前218

蟹か
に

江え

城
　
蟹
江
町

　
一
五
八
四
年
、羽
柴
軍
と
織
田
・
徳
川
連
合
軍

の
あ
い
だ
で
起
こ
っ
た「
蟹
江
合
戦
」の
舞
台
と

な
っ
た
城
。こ
の

合
戦
と
翌
年
に

お
き
た
大
地
震

で
城
は
壊
滅
し

た
。

海部郡蟹江町城一丁目109

大お
お

草く
さ

城    

知
多
市

　

織
田
信
長
の
弟
・
織
田
長

益（
有
楽
斎
）
が
築
城
を
は

じ
め
た
が
、未
完
の
ま
ま
終

わ
っ
た
。
本
丸
と
二
の
丸
の

周
囲
に
あ
る
土
塁
や
堀
の
大

部
分
は
、ほ
ぼ
完
全
な
形
で

残
る
。

知多市大草字東屋敷110-1

坂さ
か

部べ

城   

阿
久
比
町

　

徳
川
家
康
の
生
母
・
於
大

の
方
が
坂
部
城
主
・
久
松
俊

勝
と
再
婚
し
、十
五
年
間
暮

ら
し
た
。一
五
七
七
年
に
織

田
信
長
の
家
臣
・
佐
久
間
信

盛
の
手
勢
に
よ
り
攻
め
ら
れ

落
城
。焼
失
し
た
。

阿久比町大字卯坂字栗之木谷32-1

緒お

川が
わ

城   

東
浦
町

　

十
五
世
紀
後
半
の
築
城

と
伝
わ
る
。
四
代
緒
川
城

主・
水
野
忠
政
の
娘
と
し
て
、

こ
の
城
で
生
ま
れ
た
の
が
徳

川
家
康
の
生
母
・
於
大
の

方
。
現
在
は
土
塁
の
一
部
が

残
る
。

知多郡東浦町緒川古城
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宇う

利り

城  

新
城
市

　

十
五
世
紀
後
半
に
築
城

さ
れ
た
山
城
。一
五
二
九
年

に
は
、三
河
統
一
を
目
指
す

徳
川
家
康
の
祖
父
・
松
平
清

康
に
よ
っ
て
攻
め
落
と
さ
れ

て
い
る
。土
塁
、堀
、石
積
み

な
ど
が
残
る
。

新城市中宇利字仁田36

亀か
め

山や
ま

城   

新
城
市

　
一
四
二
四
年
、奥
平
貞
俊

が
築
城
し
た
平
山
城
。貞
俊

の
子
孫
は
、一
五
七
五
年「
長

篠
・
設
楽
原
の
戦
い
」で
活

躍
し
た
、長
篠
城
主
・
奥
平

貞
昌（
信
昌
）。土
塁
、空
堀

な
ど
が
残
る
。

新城市作手清岳字城山

津つ

具ぐ

城    

設
楽
町

　

十
六
世
紀
後
半
に
築
か

れ
た
山
城
。土
塁
、堀
切
、竪

堀
、横
堀
、切
岸
な
ど
が
残

る
。一
五
六
九
年
、徳
川
家
康

に
属
し
た
名
倉
寺
脇
城
の

奥
平
信
光
の
攻
撃
を
受
け
、

落
城
し
た
。

北設楽郡設楽町津具字麓

文も
ん

殊じ
ゅ

山や
ま

城   

新
城
市

　

亀
山
城
主
・
奥
平
氏
の

城
。武
田
氏
と
の
和
睦
の
証

と
し
て
塞
之
神
城
と
共
に

築
か
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、

築
城
が
遅
れ
た
た
め
武
田
氏

に
催
促
さ
れ
、一
夜
に
し
て
築

い
た
と
も
伝
わ
る
。

新城市作手清岳コンホウソレ

伊い

奈な

城   

豊
川
市

　

十
五
世
紀
中
頃
に
本
多

氏
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
、
約

一
五
〇
年
間
、伊
奈
本
多
家

の
居
城
と
な
っ
た
。土
塁
の

一
部
が
残
る
ほ
か
、
本
丸
に

は
物
見
櫓
が
復
元
さ
れ
て
い

る
。

豊川市伊奈町柳38

柿か
き

本も
と

城   

新
城
市

　

標
高
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
子
路
山
山
頂
付
近
に

あ
る
山
城
。一
五
六
八
年
、井
伊
家
を
支
え
た
井
伊

谷
三
人
衆
の
ひ

と
り
・
鈴
木
重
勝

が
築
城
し
た
と

さ
れ
る
。主
郭
と

腰
曲
輪
が
残
る
。

新城市下吉田字柿本地内

野の

田だ

城   
新
城
市

　
一
五
一
六
年
、今
川
方
に
属
し
て
い
た
菅
沼
定
則

が
築
城
。一
五
六
〇
年

に
は
徳
川
方
の
城
と

な
っ
た
が
、
そ
の
後
、

今
川
氏
や
武
田
氏
か

ら
幾
度
と
な
く
激
し

い
攻
撃
を
受
け
た
。

新城市豊島字本城

　

三
河
と
尾
張
の
国
境
に

築
か
れ
た
城
。徳
川
四
天
王

の
一
人
・
酒
井
忠
次
も
城
主

を
つ
と
め
、十
六
世
紀
中
頃
、

柴
田
勝
家
に
攻
め
ら
れ
た
と

の
記
録
も
。空
堀
や
土
塁
が

比
較
的
良
く
残
る
。

みよし市福谷町市場64-5

福う
き
が
い谷
城
　
み
よ
し
市

岩が
ん
り
ゃ
く
じ

略
寺
城   

豊
川
市

　

標
高
一
七
四
メ
ー
ト
ル
の

御
城
山
に
築
か
れ
た
東
西
三

河
の
境
目
の
城
。十
五
世
紀

中
頃
に
築
城
さ
れ
た
と
伝
わ

る
。曲
輪
、虎
口
、土
塁
、井

戸
、堀
切
な
ど
の
遺
構
が
完

全
に
近
い
状
態
で
残
る
。

豊川市長沢町御城山

知立市西町西10

　
一
五
六
〇
年
「
桶
狭
間
の

戦
い
」
で
は
合
戦
直
前
、今

川
義
元
が
本
陣
を
置
い
た
と

も
伝
わ
る
。義
元
が
織
田
信

長
に
討
た
れ
る
と
、そ
の
後
、

織
田
軍
に
攻
め
ら
れ
落
城
し

た
と
い
う
。

知ち
り
ゅ
う立
城じ

ょ
う   

知
立
市

　

諸
説
あ
る
が
、文
殊
山
城

と
同
時
期
の
築
城
と
も
伝

わ
る
山
城
。土
塁
、堀
切
、竪

堀
な
ど
が
残
る
。
現
在
は
、

尾
根
伝
い
に
道
が
整
備
さ
れ

て
お
り
文
殊
山
城
と
の
行

き
来
も
可
能
。

新城市作手清岳字本城

塞さ
い

之の

神か
み

城 
 

新
城
市

  

古こ

瀬せ

間ま

城   

豊
田
市

　
一
五
〇
六
年
、徳
川
の
祖

で
あ
る
松
平
氏
が
築
城
し
た

と
さ
れ
る
。標
高
百
メ
ー
ト

ル
の
小
高
い
丘
に
築
か
れ
た

山
城
で
あ
り
、頂
上
の
本
丸

の
ほ
か
、二
の
郭
、腰
郭
な
ど

が
残
る
。

豊田市志賀町城山521

本ほ
ん

證し
ょ
う

寺じ

境
内   

安
城
市

　
一
五
六
三
〜
六
四
年
に
徳

川
家
康
と
一
向
宗
と
の
間
で

お
き
た「
三
河
一
向
一
揆
」の

中
心
寺
院
の
一
つ
。防
御
施

設
が
あ
る
こ
と
か
ら
、城
郭

寺
院
と
も
呼
ば
れ
る
。現
在

も
堀
や
土
塁
が
残
る
。 

安城市野寺町野寺26

安あ
ん

城じ
ょ
う

城（
安
祥
城
）　
安
城
市

　
一
五
四
〇
〜
四
九
年

に
は
、織
田
信
長
の
父
・

信
秀
と
徳
川
家
康
の

父
・
松
平
広
忠
が
こ
の

城
を
奪
い
合
っ
た
。本
丸

跡
に
大
乗
寺
、二
の
丸

跡
に
八
幡
社
が
あ
る
。

安城市安城町赤塚1

松ま
つ

平だ
い
ら

城   

豊
田
市

　

徳
川
家
康
の
先
祖
・
松
平
親
氏
の
築
城
と
さ
れ

る
。曲
輪
、竪
堀
、堀
切
な
ど
の
ほ
か
、山
腹
に
は
約

四
百
メ
ー
ト
ル
の
空

堀
が
残
る
。松
平
氏

館
跡
、大
給
城
等
と

共
に
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
た
。

豊田市松平町三斗蒔15

市い
ち

場ば

城   

豊
田
市

　

室
町
か
ら
安
土
桃
山
時

代
に
か
け
て
、
こ
の
地
を
お

さ
め
た
鱸
氏
四
代
の
居
城

跡
。規
模
は
地
区
最
大
。山

頂
に
あ
る
石
垣
は
、一
五
八
三

年
に
鱸
重
愛
に
よ
っ
て
改
修

さ
れ
た
も
の
。

豊田市市場町城

二に

連れ
ん

木ぎ

城  

豊
橋
市

　
一
四
九
三
年
に
田
原
城
主・

戸
田
宗
光
に
よ
っ
て
築
城
さ

れ
た
。一
五
九
〇
年
、廃
城
。

現
在
、大
口
公
園
と
な
っ
て
い

る
部
分
が
本
丸
お
よ
び
二
の

丸
で
あ
り
、周
辺
に
は
空
堀

と
土
塁
の
一
部
が
残
る
。

豊橋市仁連木町

　
一
五
六
〇
年
「
桶
狭
間
の
戦
い
」
後
、三
河
統
一

へ
向
け
て
動
き
出
し
た
徳
川
家
康
が
忍
者
を
使

い
、落
と
し
た
城
と

し
て
も
知
ら
れ
る
。

曲
輪
、空
堀
、巨
大

な
土
塁
が
今
も
よ

く
残
る
。

蒲郡市神ノ郷町

上か
み

ノの

郷ご
う

城  

蒲
郡
市
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思
わ
ず
集
め
た
く
な
る

「
御
城
印
」

　

全
国
の
お
城
や
観
光
案
内
所
な
ど

で
発
行
さ
れ
て
い
る
御
城
印
が
人
気

を
集
め
て
い
る
。
城
の
名
が
揮き

毫ご
う

さ

れ
、「
入
城
記
念
符
」「
城
郭
符
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。
城
を

訪
れ
た
記
念
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
集
め
る
フ
ァ
ン
が
多
い
。天
守
を
持

つ
城
だ
け
で
な
く
、
知
る
人
ぞ
知
る

中
世
の
山
城
で
も
発
行
さ
れ
た
り
、

季
節
限
定
版
や
武
将
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

盛
り
込
ん
だ
り
す
る
な
ど
工
夫
を
凝

ら
し
て
毎
月
の
よ
う
に
新
し
い
御
城

印
が
増
加
。ま
さ
に
現
在
進
行
形
で

ブ
ー
ム
が
拡
大
中
だ
。愛
知
の
各
城

で
も
日
々
新
し
く
御
城
印
が
発
行
さ

れ
て
い
る
。
建
造
物
な
ど
遺
構
の
少

な
い
城
で
は
近
隣
の
資
料
館
や
道
の

駅
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
で
訪
問
の

際
に
チ
ェ
ッ
ク
を
忘
れ
ず
に
。

右
の
字
…
特
別
史
蹟

中
央
の
字
…
名
古
屋
城

家
紋
…
徳
川
家「
三
葉
葵
」

家
紋
…
徳
川
家「
三
葉
葵
」、織
田
家「
織

田
木
瓜
」、成
瀬
家「
丸
に
酢
漿
草

（
片
喰
）」、豊
臣
家「
五
七
桐
」

家
紋
…
織
田
家「
織
田
木
瓜
」

家
紋
…
池
田
家「
丸
に
揚
羽
蝶
」（
通
常
版
）

吉田城＊

名
古
屋
城
（
＊
）

犬山城＊

家
紋
…
奥
平
家「
奥
平
軍
配
団
扇
」、

             

菅
沼
家「
三
つ
釘
抜
き
」

長篠城
家
紋
…
徳
川
家「
三
葉
葵
」

岡崎城＊

家
紋
…
武
田
家「
武
田
菱
」

古宮城

小牧山城＊

＊通常版の他、数量限定版の頒布も行われます。
※上記は、愛知県の日本100名城、続日本100名城の御城印です。P4のリストにあるように県内の各城でも御城印が発行されています。

各城で
話題沸騰！

監
修
者
・
執
筆
者
紹
介

お城観光ガイドブック

百花城乱
いざ、城愛の国あいちへ
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監
修
・
文

中
井 

均
（
滋
賀
県
立
大
学
名
誉
教
授
）

一
九
五
五
年
大
阪
府
生
ま
れ
。龍
谷
大
学

文
学
部
史
学
科
卒
業
。日
本
城
郭
協
会
評

議
員
。主
な
著
書
に「
織
田
・
豊
臣
城
郭

の
構
造
と
展
開 

上
」、「
中
世
城
館
の
実

像
」、「
信
長
と
家
臣
団
の
城
」ほ
か
多
数
。

文小
和
田 

哲
男
（
日
本
城
郭
協
会
理
事
長
）

一
九
四
四
年
静
岡
市
生
ま
れ
。早
稲
田
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

現
在
、静
岡
大
学
名
誉
教
授
、文
学
博
士
。

戦
国
時
代
史
を
専
門
と
し
、主
著
に「
戦

国
の
城
」「
中
世
城
郭
史
の
研
究
」な
ど
。

監
修
・
文

加
藤 

理
文
（
日
本
城
郭
協
会
理
事
）

静
岡
県
生
ま
れ
。文
学
博
士
。主
な
著
書

に「
織
田
信
長
の
城
」「
知
る
・
見
る
・
歩

く
! 

江
戸
城
」「
よ
く
わ
か
る
日
本
の
城 

日
本
城
郭
検
定
公
式
参
考
書
」「
戦
国
の

山
城
を
極
め
る　

厳
選
22
城
」な
ど
多
数
。

文萩
原 

さ
ち
こ
（
城
郭
ラ
イ
タ
ー
）

執
筆
業
の
ほ
か
、講
演
や
メ
デ
ィ
ア
出
演
な

ど
幅
広
く
活
動
。著
書
に「
お
城
へ
行
こ

う
！
」（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）、「
城
の

科
学
」（
講
談
社
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
）ほ
か
。

連
載
も
多
数
。 https://4

6
m
eg.com

/

文ク
リ
ス 

グ
レ
ン（
お
城
好
き
ラ
ジ
オ
D
J
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
ま
れ
、名
古
屋
市
在

住
。二
〇
二
三
年
、日
本
城
郭
協
会
理
事

に
就
任
し
た
。著
書
に「
豪
州
人
歴
史
愛

好
家
、名
城
を
行
く
」、英
文
執
筆
に「
城

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ガ
イ
ド
」な
ど
が
あ
る
。
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