
見つめなおそう|三方原郷土史家鈴木弘―郎'鈴木千代松両氏の主張
徳
川
　
武
田
激
突
の
場
は
ど
こ
な
の
か
？
三
方
原
歴
史
学

が
送
り
出
し
た
主
戦
場
は
、
大
谷
坂
上
東
大
山
説

三
方
原
三
遠
南
信
会

政
松
口
不
秋
氏

Ｈ
２０
年
２
月
執
筆
原
稿
を
掲
載

●

三
方
原
合
戦

の
前
吟
戦

二
俣
城

の
攻
防

武
田
軍
の
ニ
ア
月
に
及
ぶ
執

拗
な
力
攻
め
に
も
屁
し
な
か
っ

た
要
害
堅
固
を
誇
る
二
俣
城
で

は
あ
り
ま
し
た
が
　
東
三
河
を

制
圧
し
伊
平
口
か
ら
侵
入
し
た

別
働
隊
　
山
県
昌
景
勢
が

　

一

俣
城
の
家
康
軍
の
前
に
立
ち
は

だ
か
り
ま
し
た
。
城
の
生
命
線

水
の
手
櫓
を
破
壊
さ
れ
る
に
及

ん
で
　
さ
し
も
の
二
俣
城
将

山
根
正
照
も
開
城
を
決
意
し
、

十
二
月
十
九
日
武
田
軍
の
手
に

落
ち
ま
し
た
．

信
玄
は
　
二
俣
城
が
浜
松
城

の
動
き
を
見
張
つ
け
ん
制
す
る

の
に
最
適
な
位
置
に
あ
る
の
を

重
く
見
て
　
重
臣
依
田
信
蕃
を

城
番
に
配
置
し
ま
し
た
。

●
天
竜
川
の
渡
河
地
点
は
ど
こ

武
田
軍
は
天
竜
川
の
浅
瀬
を

つ
か
み
か
ね
　
二
俣
城
を
後
に

浜
松
城
に
撤
退
す
る
山
根
正
照

ら
の
足
取
り
を
見
て
、
浅
瀬
の

所
在
を
知

っ
た
と
い
う
話
が
あ

り
ま
す
が
、　
一
般
説
と
し
て
は

武
日
軍
が
本
陣
を
構
え
た
合
代

島

（亀
井
戸
城
跡
）
に
近
い
神

増

（か
ん
ぞ
）
磐
日
市
豊
岡
上

神
増
　
下
神
増
辺
り
で
、
川
を

渡

っ
た
先
は
現
在
の
浜
北
区
中

瀬
を
結
ぶ
地
点
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

合代島亀井戸城ll

●
欠

下
坂
と
信
玄
街
道

二
俣
城
を
攻
め
落
と
し
た
武
田

軍
が
、
浜
松
城
徳
川
攻
め
に
向
け

て
行
動
を
起
こ
し
た
の
が
、
元
亀

三
年
十
二
月
二
十
二
日
の
早
朝
。

天
竜
川
を
渡

つ
て

一
気
に
二
俣
街

道
を
南
下
し
た
武
田
軍
は
、
有
玉

付
近
に
来
て
い
き
な
り
西
方
に
向

き
を
変
え
、
現
有
玉
西
付
近
の
欠

下
坂
を
駆
け
登

つ
て
三
方
原
台
地

の
大
菩
薩
に
陣
取
り
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
先
、
畑
の
中
を
や
や
斜
め

に
西
に
延
び
る
細
い
小
路
が
追
分

方
面
に
、
ほ
ぼ
真

っ
直
ぐ
に
通

っ

て
い
ま
す
。
今
に
残
る
俗
称

「信

玄
街
道
」
こ
そ
が
　
武
田
軍
勢
が

足
を
運
ん
だ
二
方
原
侵
攻
の
道
筋

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

―

D

発行:平成26年 12月 1日

姫街道未来塾
瓦版第22呂

i人 上 l島裕志

水の手櫓二俣城址

武田の二俣城政め本陣、天竜川渡河地点、神増(か んぞ)付近

今も残る戦国の意 信玄街道坂は欠下住宅団地に□まれていろ

典ほ 淋
好評 1浜名湖めぐり従側稽

地えて最れた旬の炎‖かナ葉台

浜松市北区細江町気賀10231
T[L053-522-1115

輩 街重

気貨関脅
開館時F・l午前

'時

～午後4時00分

浜松市北区細江町気賀4577

電話 (050)5232355

-7J■浜名湖かもめクルーズ
ふじのくに静岡功レメバイキング

a05048'0■ 1∞

“
2035■ 540

実彊o,絶ヶ滋鴻司
l盲 :千万三■の東海セ方最大級の動 鎮:t「です

浜松市北区弓佐mT田畑193

TEL 050 540 0108 F嶽 (050)5430573

この瓦版は各事業所の皆lTのご協力で発行されています。



戦国の道と3つの合戦の開始場所
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●
戦
の
道
は

「本
坂
道
」

見
渡
す
限
り
広
漠
と
し
た
二
方

原
台
地
を
　
二
万
を
越
す
大
軍
勢

を
効
率
よ
く
移
動
し
布
陣
さ
せ
る

に
必
要
な
の
は
道
。
そ
の
当
時

今
の
金
指
街
道

（■
”
号
線
）
は

，
か
っ
た
と
言
わ
れ
　
南
北
に
縦

断
す
る
の
は
本
坂
道
が

一
本
だ
け
．

追
分
に
隊
列
を
整
え
た
武
口
年

は
浜
松
城
を
背
に
　
そ
の
ま
ま
進

路
を
北
に
向
け
　
台
地
の
北
の
縁

に
近
い
大
谷
坂
上
辺
り

ヽ
来
て
い

き
な
り
向
き
を
変
え
　
背
後
に
追

い
討
ち
を
か
け
て
迫
る
徳
川
軍
に

相
対
し
て
陣
取
り
　
合
戦
の
火
蓋

が
切
ら
れ
ま
し
た
。
信
玄
は
浜
松

城
攻
め
と
見
せ
か
け
な
が
ら
　
家

康
軍
団
を
城
の
外

へ
お
び
き
出
し

て
合
戦
を
■
掛
け
る
作
成
を
見
■

に
成
功
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
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武田軍は三方原台地に3つの坂を上がつたのか?
●
大
菩
薩

の
坂
と

旧
宇
藤
坂

武
日
軍
が
三
方
原
台
地
に
上

が
る
の
に
都
回

（当
代
記
）
か

ら
と
か
宮

口

（甲
陽
軍
艦
他
）

を
通
っ
て
台
地
上

へ
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
特

に
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
し
て

大
菩
薩
や
欠
下
平
か
ら
二
方
原

へ
の
ル
ー
ト
を
目
指
す
説

（浜

松
御
在
城
記
他
）
が
取
り
上
げ

ら
れ
ま
す
．
中
で
も
欠
下
坂
を

主
張
す
る
三
方
原
説
を
始
め
地

元
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
話
に
は

耳
を
傾
け
な
い
で
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
。
欠
下
坂
説
の
よ
う
に
古

い
道
筋
を
今
に
残
す
と
か
、
現

状
に
て
ら
し
て
ほ
ぼ
納
得
で
き

る
道
の
有
り
様
な
ど
　
そ
れ
ら

を
総
合
し
て
浮
上
す
る
ル
ー
ト

に
同
じ
久
下
平
を
基
点
に
台
地

に
上
る

「大
菩
薩
の
坂
」
と
、

旧
本
坂
道

「旧
宇
藤
坂
」
は
何

れ
も
追
分
方
面
を
目
指
す
ル
ー

ト
と
し
て
、　
一
本
で
は
捌
き
き

れ
な
い
三
万
余
の
軍
勢
を
分
散

さ
せ
上
る
に
は
、
格
好
の
配
置

と
推
測
す
る
に
相
応
し
い
名
残

を
今
に
止
め
て
い
ま
す
。

「鶴
翼
の
陣
」
を
張

っ
て
迫

っ
た
と
伝

え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
　
東
大
山
辺
り
で
徳
川
の

出
方
を
予
め
読
み
取

っ
て
　
反
転
し
て

迎
撃
の
構
え

「魚
隣
の
陣
」
を
張

っ
て

待
ち
情
え
て
い
た
武
田
軍
に
捉
え
ら
れ

た
ち
ま
ち
両
軍
入
り
乱
れ
て
の
戦
い
に

な
り
ま
し
た
。
十
二
月
二
十
二
日
の
タ

刻
に
始
ま

っ
た
こ
の
戦
い
は
　
ま
ん
ま

と
武
日
の
罠
に
は
ま

つ
た
徳
川
軍
の
終

始
劣
勢
の
う
ち
に
　
わ
ず
か

，
時
間
足

ら
ず
で
ア
ッ
と
い
う
間
に
決
着
が
付
い

て
し
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．

地
元
三
方
原
の
歴
史
研
究
者
に
よ
れ

ば
、
こ
の
時
に
信
玄
が
本
営
を
設
け
た

位
置
は
大
谷
坂
上
か
ら
西
南
に
約
二
百

メ
ー
ト
ル
入
っ
た
東
大
山
ニ
ノ
平
辺
り

で
、
北
側
と
北
西
側
は
甲
州
谷
に
面
し
た

要
害
の
地
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
ｔ

一
方
相
対
す
る
徳
川
軍
は
、
権
七
の

西
方
約
百
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
本
陣
を

設
定
し
、
両
革
の
本
陣
は
お
お
よ
そ
千

三
百
ノ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
取
り
　
そ
の

先
鋒
は
約
四
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
接
近
し
、

に
ら
み
合

っ
て
対
峙
し
た
模
様
だ
と
推

測
さ
れ
重
す
　
し
か
も
　
本
坂
街
道
を

中
心
に
南
北
に
菫

，
一広
げ
る
形
で
円
弧

状
に
展
開
し
た
そ
の
横
幅
も
ま
た
相
当

の
距
離
に
及
ぶ
と
み
れ
ば
、
大
谷
坂
上

か
ら
祝
田
坂
上
の
根
洗
辺
ま
で
約

一
キ

ロ
半
　
実
際
の
戦
場
は
も
は
や
両
説
ど

ち
ら
と
も
云
え
な
い
状
況
で
展
開
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
も
成
り
立

ち
ま
す
。

敗
走
す
る
徳
川
軍
と
そ
れ
を
追
い
撃

つ
武
田
軍
、
夕
間
が
迫
る
な
か
戦
場
は

浜
松
城
に
迫
る
犀
ケ
崖
周
辺
に
移
行
．

先
程
ま
で
の
死
闘
が
嘘
の
よ
う
に
　
累

々
と
屍
を
散
り
ば
め
た
ま
ま
不
気
味
に

静
ま
り
返
っ
た
荒
れ
野
原
の
情
景
が
偲

ば
れ
ま
す
。

三
方
原
研
究
者
説
に
よ
れ
ば
、
大
谷
坂
上
か
ら
権
ｔ
の
ほ
ぼ
中
間

「東
大
山

一
里
塚
」
の
辺
り
が
最
も
激
戦
を
交
え
た
所
と
兄
て
い
ま

す
が
　
こ
の
地
帯
を
主
戦
場
と
推
定
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が

あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
　
全
戦
に
よ

っ
て
命
を
失

っ
た
数
多
く
の
戦
士
を
葬

つ
て

祀
っ
た
と
兄
ら
れ
る
痕
跡
と
し
て

東
に

「精
鎮
塚
」
西
に

「お
ん
こ
ろ

様
」
と
　
ま
る
で
両
軍
が
相
対
す
る

か
の
よ
う
に
向
か
い
合

っ
た
位
置
を

定
め
て
い
た
こ
と
か
ら
　
そ
れ
が
双

方
の
本
陣
跡
で
は
な
か
っ
た
か
と
言

う
推
測
を
導
き
出
し
て
い
ま
す
。
広

い
二
方
原
台
地
の
上
で
　
三
方
原
の

合
戦
に
よ
る
戦
没
者
の
慰
霊
を
教
え

る
箇
所
は
こ
の
二
箇
所
だ
け
　
そ
の

箇
所
も
ま
た
戦
後
の
農
用
地
開
拓
で

そ
の
痕
跡
す
ら
失
わ
れ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

●
三
方
原
の
戦

い
の

主
戦
場

武
日
軍
は
三
方
原
を
通

過
し
　
そ
の
ま
ま
二
河
方

面
に
進
軍
す
る
模
様
と
見

て
と
っ
た
徳
川
軍
は
、
そ

の
背
後
に
台
地
を
過
ぎ
る

下
り
坂
辺
り
で
捉
え
て
一

気
に

「逆
落
と
し
」
を
か

け
る
追
撃
の
作
戦
を
取
り
、
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徳川方本陣跡「精鎮塚」と武田方本陣跡「おんころ様」

細江テクノランド

あんころITは本坂道を浜松万面に、大谷の

坂を上った直くの道を右折して約三百メート

ルほど入った辺りと伝えられていますが、周

辺は農地開発が進んでもはやその痕跡すらな

く、どの辺りであつたOc― えもわからない状

態になってしまいました。

ただ、おんころ様と呼ばれた五輪の塔が、

誰の手によつてかは定かではありませんが、

北区細江町の都田りじらいにある中川寺の境内

に穆され保l_さ れています。

徳川方本陣跡「精鎮塚」

権七近 くにあつた情鎮塚 絵 小杉千]4t

あんころ様硼粛|こ相Jの赤松があつたと
わヽれ、明治のころ台風で折れてしまつた

武田方本陣跡「おんころ様」

↑中川寺

おんころ様
の一部→

旧
中
川
村
の
日
米
寺

証朧腋疇腱捌胸蔽『

し
た
と
き
に
境
内
の

一

角
に
お
ん
こ
ろ
様
の
上

部
が
多
さ
れ
た

●
ど
う
し
て
浜
松
城
を

攻
め
な
か

っ
た
の
か

Ｘ
姫
街
道
未
来
塾
の
構
成
メ
ン
バ
ー
だ

つ

た
■
方
原
二
遠
南
信
会
は
残
念
な
が
ら
解

散
致
し
ま
し
た
。
今
回
編
集
後
記
休
み

本坂道権tの交差点を左に折れ約百メートル

ほど進んだ0側に 鵬 鎮塚跡Jの標柱が立って

います。ここに建てられていた精鎮塚の石碑は、

今は所を替え三万原神社の東にある三方原では

一番古い寺「本乗寺Jの境内に安置c‐ れていま

す。この碑は大正年間に寺の六代目住職青島淳

雄師によって現在地にをされ、今も尚盆供養と

暮れのそば供養が営まれています。

権七の近くの精鎮塚があつた所

て す せ れ な 要 も松 た を 倉  陽 向遣 敵 ま た か  ま何 の な
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