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わ ず や ま と

『和＇s YAMATO』の由来

表紙の写真 ：  姫路城と桜

信義と智略で戦国の英雄を支える

キリスト教伝来の地を訪ねる（下）

『軍師官兵衛』

名水探訪 柿田川湧水群

お客様紹介 医療法人社団慶友会 キタムラ 様 

ソメイヨシノ、シダレザクラなど、約1,000本の桜が姫路
城の天守閣や白壁に映えて美しい景色を楽しめます。
姫路城の桜は「日本の桜百選」に選ばれています。

【お問い合わせ】　清水町都市計画課 公園みどり係
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210-1 TEL : 055-981-8224

http://www.kakitagawa.tv/shimizu-t/

姫路城と桜

◎アクセス
〔鉄道・バスでお越しの場合〕

■ JR東海道線「三島駅」下車

⇒ バス〔沼商・藤井原行き〕

    «̶サントムーン経由̶»

　 柿田川湧水公園前下車

　 徒歩1分

〔お車でお越しの場合〕

■ 東名自動車道沼津IC

⇒ 国道1号に合流し

　 三島方面へ（約15分）

東名自
動車道

JR
東海
道本
線

御
殿
場
線

東海
道新
幹線

沼津IC

三島

柿田川
湧水群
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１日の湧水量は約100万トンと極めて多い。水温は一年を通して約15℃で一定してお

り、水質は現厚生労働省が基準を示したおいしい水の条件をすべて満たしています。

約8,500年前に発生した富士山の大噴火で大量の溶岩が噴出して出来たのが三島

溶岩流です。富士山の東斜面に降った雨や雪解け水は、三島溶岩流の間を通って、

約40ｋｍ離れた清水町の国道1号線の直下から湧き水となったのが柿田川湧水群で

す。この湧水群は「東洋一の湧水」と呼ばれるほど質・量ともに高水準です。

静岡県
清水町
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官
兵
衛
は
、織
田
信
長
こ
そ
天
下
を
統
一

で
き
る
人
物
と
予
見
し
て
い
た
。天
正
五
年

（
一
五
七
七
）信
長
は
、播
磨
の
国
を
中
国
攻

め
の
拠
点
と
す
る
た
め
、播
磨
の
国
を
平
定

す
る
準
備
を
し
て
お
り
、秀
吉
の
片
腕
と
し

て
官
兵
衛
を
重
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

秀
吉
は
自
ら
播
磨
の
有
力
豪
族
を
訪
ね
、官

兵
衛
の
助
力
を
得
て
次
々
と
調
略
し
て
い
っ

た
。

　
秀
吉
は
、毛
利
方
の
備
前
国
岡
山
城
主
で

あ
る
宇
喜
多
直
家
と
手
を
結
ん
で
降
服
し
な

か
っ
た
赤
松
政
範
の
上
月
城
を
三
万
の
兵
で

攻
撃
し
、落
城
さ
せ
た
。上
月
城
に
は
織
田
家

の
武
将
・
尼
子
勝
久
が
入
っ
た
。秀
吉
の
播
磨

平
定
は
順
調
に
見
え
た
。

　
し
か
し
、信
長
に
つ
い
た
は
ず
の
武
将
が

次
々
と
毛
利
に
寝
返
り
、天
正
六
年（
一
五
七

八
）に
は
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
三
木
城
の
別

所
長
治
が
信
長
か
ら
離
反
、城
に
立
て
籠

も
っ
て
し
ま
う
。東
播
磨
で
最
大
勢
力
の
別

所
氏
が
離
反
し
た
こ
と
を
受
け
、周
辺
の
有

力
領
主
も
信
長
に
反
旗
を
翻
す
の
だ
っ
た
。

　
別
所
長
治
が
謀
反
を
起
こ
し
た
こ
と
を

知
っ
た
信
長
は
驚
き
と
と
も
に
激
怒
、秀
吉

に
別
所
氏
の
討
伐
を
命
じ
る
。天
正
六
年（
一

五
七
八
）四
月
、秀
吉
は
三
木
城
を
落
と
す
た

め
兵
糧
攻
め
を
開
始
す
る
。兵
糧
攻
め
を
進

言
し
た
の
は
竹
中
半
兵
衛
で
、三
木
城
へ
の

兵
糧
を
絶
っ
て
弱
体
化
さ
せ
た
の
ち
、周
囲

を
固
め
る
支
城
を
攻
め
落
と
し
て
い
く
作
戦

だ
っ
た
。三
木
城
の
攻
略
を
開
始
し
た
秀
吉

だ
っ
た
が
、こ
こ
で
ま
た
し
て
も
不
測
の
事

態
が
発
生
す
る
。赤
松
氏
を
撃
退
し
て
尼
子

勝
久
が
入
っ
て
い
た
上
月
城
を
毛
利
軍
の
五

万
の
大
軍
が
包
囲
し
た
。上
月
城
を
守
る
の

は
毛
利
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
尼
子
氏
の
一
族
で

あ
る
尼
子
勝
久
と
そ
の
家
臣
の
山
中
鹿
介
ら

七
百
名
で
あ
っ
た
。秀
吉
は
毛
利
氏
に
取
り

囲
ま
れ
た
味
方
を
救
う
た
め
、三
木
城
攻
め

を
中
断
し
官
兵
衛
や
摂
津
有
岡
城
の
荒
木
村

重
ら
と
と
も
に
一
万
の
兵
を
率
い
て
上
月
城

に
向
か
っ
た
。し
か
し
、毛
利
軍
率
い
る
五
万

の
大
軍
の
前
に
な
す
す
べ
も
な
く
、こ
の
状

況
を
打
開
す
べ
く
、信
長
は
援
軍
と
し
て
滝

川
一
益
や
明
智
光
秀
を
送
り
込
ん
だ
。と
こ

ろ
が
一
益
や
光
秀
は
秀
吉
の
指
揮
下
に
入
る

こ
と
に
難
色
を
示
し
、事
態
は
打
開
し
な

か
っ
た
。信
長
は
、秀
吉
に
上
月
城
は
放
棄
し

て
三
木
城
を
早
く
落
と
す
よ
う
に
指
示
し

た
。秀
吉
は
勝
久
や
鹿
介
に
城
か
ら
脱
出
す

る
よ
う
促
し
た
が
、二
人
は
そ
れ
を
断
っ
た
。

秀
吉
軍
が
撤
退
す
る
と
上
月
城
は
孤
立
無
援

と
な
り
、天
正
六
年（
一
五
七
八
）七
月
、尼
子

主
従
は
毛
利
軍
に
降
伏
し
た
。

　
毛
利
氏
と
山
中
鹿
介
の
確
執
は
根
深
い
も

の
が
あ
っ
た
。鹿
介
は
尼
子
氏
の
重
臣
で
、尼

子
氏
が
毛
利
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
て
か
ら
後
、尼

子
氏
再
興
の
た
め
奮
闘
し
、信
長
と
手
を
結

ん
で
勢
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
お
り
、毛

利
氏
は
手
を
焼
い
て
い
た
。毛
利
氏
に
と
っ

て
は
、鹿
介
を
何
と
し
て
も
討
た
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
。

　
上
月
城
を
見
捨
て
、三
木
城
攻
め
に
専
念

し
て
い
た
秀
吉
軍
だ
っ
た
が
、ま
た
し
て
も

味
方
の
離
反
が
出
て
し
ま
う
。荒
木
村
重
が

信
長
か
ら
毛
利
に
寝
返
っ
た
の
だ
。村
重
は

秀
吉
の
兵
糧
攻
め
を
封
じ
る
た
め
、海
上
か

ら
三
木
城
へ
の
補
給
路
を
作
っ
た
。こ
れ
で

兵
糧
攻
め
の
効
果
が
現
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　
荒
木
村
重
の
謀
反
に
よ
り
、そ
れ
に
呼
応

し
て
官
兵
衛
の
主
君
で
あ
る
小
寺
政
識
が
官

兵
衛
に
相
談
せ
ず
に
、毛
利
方
に
寝
返
る
と

い
う
策
を
講
じ
始
め
た
。困
り
果
て
た
官
兵

衛
は
、政
識
を
説
得
し
た
と
こ
ろ
、政
識
は

「
荒
木
村
重
が
離
反
を
思
い
と
ど
ま
る
の
な

ら
、自
分
も
織
田
方
の
ま
ま
で
い
る
」と
答
え

た
と
い
う
。そ
れ
を
聞
い
た
官
兵
衛
は
、有
岡

城
に
単
身
乗
り
込
ん
で
村
重
と
直
談
判
し
よ

う
と
す
る
が
、こ
れ
は
政
識
の
謀
略
だ
っ
た
。

政
識
は
毛
利
に
つ
く
こ
と
を
決
め
て
お
り
、

織
田
と
手
を
組
む
官
兵
衛
が
邪
魔
に
な
っ
た

の
で
、村
重
に
官
兵
衛
を
始
末
し
て
も
ら
お

う
と
考
え
て
い
た
。官
兵
衛
は
主
君
に
裏
切

ら
れ
、有
岡
城
に
幽
閉
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

信義と智略で戦国の英雄を支える

美作

小寺政職

羽柴秀吉

小寺（黒田）官兵衛

別所長治

荒木村重

播磨

但馬

丹波

摂津
備前

三木通秋
英賀城

赤松政範

上月城 赤松政広

龍野城

佐用城
長水山城 黒井城

岩尾城

淡河城

花隈城魚住城

阿閇城

高砂城

志方城

置塩城

神吉城

衣笠城

生野城

御着城

姫路城
三木城

有岡城

波多野氏

赤井氏

八上城

英賀城

花隈城魚住城

阿閇城

高砂城

あ
か
ま
つ
ま
さ
の
り

べ
っ
し
ょ
な
が
は
る

あ
ら 

き 

む
ら

し
げ

が
わ
か
ず
ま
す

た
き

こ
う
げ
つ
じ
ょ
う

官
兵
衛
の
活
躍
で

播
磨
の
豪
族
は

順
調
に
信
長
勢
に

主
君
の
裏
切
り
に
合
い
、

命
を
落
と
し

か
ね
な
い
事
態
に

NHK大河ドラマ 「軍師官兵衛」

　豊臣秀吉の天下統一を支えた軍師とし

て、今年の大河ドラマの主人公となった黒

田官兵衛。戦国時代一の軍師と呼ばれた男

は、どのような方法で秀吉を天下人へと導

いたのだろうか。今回は織田信長の天下統

一事業に加わった秀吉と官兵衛の奮戦や、

調略、兵糧攻めといった「戦わずして勝つ」

戦略を用いた官兵衛の戦法を取り上げた。

天
正
五
年
十
月
頃
の
勢
力
図

官兵衛の調略が効を奏し、東播磨の諸将はほぼ織田方となる。

（原画は福岡市博物館蔵、姫路城展示パネル)黒田如水像

信長への不信感から謀反を起こし家人は処
刑されるが本人は毛利氏に亡命、後に秀吉
に許され茶人として生涯を送る。

荒木村重

兵糧攻めの「三木の干殺し」と呼ばれる
戦法で追い込まれ、城兵達の命を助ける
ことと引き換えに妻子兄弟と自害した。

三木城址 別所長治像(兵庫県三木市）

住吉
三ノ宮

神戸

和田岬

西代
明石西明石

山陽明石

加古川

高砂

住吉
三ノ宮

神戸

和田岬西明石
山陽明石

高砂

厄神

マリン
パーク

山陽新幹線

神戸
空港

小野

三木

三
木
城
跡

横山

有馬温泉

六甲山
摩耶山

有馬口
谷上

鈴蘭台

新神戸

神戸電鉄

加古川
線

加古川

粟生

天正６年（1578年）２月
　～天正８年（1580年）１月

（現：兵庫県三木市上の丸町）
播磨国三木城

羽柴秀吉、織田信忠、羽柴秀長、竹中半兵衛
荒木村重ほか

織田軍　１万人

別所長治、吉川元春、小早川隆景、別所吉親ほか
毛利軍　7500人

籠城戦は２年間と長期に及んだ。
織田軍の攻勢で落城。

期　間

場　所

参加勢力

結　果

反織田方の城

反織田方の
勢力範囲

織田方の城

三木城
兵糧攻め

軍師 官兵衛
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鳥取城

美作

石見

山名豊国吉川元春

清水宗治 小寺政職

羽柴秀吉

黒田官兵衛

別所長治 荒木村重

本願寺顕如

毛利輝元

小早川隆景

播磨

因幡

但馬出雲

備中

丹後

丹波

備後

安芸 摂津

備前

伯耆月山富田城

古田郡山城

三原城

高松城

八上城

波多野秀治
佐用城

上月城

御着城
三木城 有岡城

石山本願寺

鳥取城月山富田城

古田郡山城

三原城

高松城

八上城

御着城

姫路城
三木城 有岡城

石山本願寺

建部城
有子山城

　
官
兵
衛
は
、立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
狭
く

湿
っ
た
牢
獄
に
一
年
以
上
も
つ
な
が
れ
て
し

ま
う
。官
兵
衛
の
嫡
男
・
長
政
は
織
田
家
の
人

質
と
な
っ
て
お
り
、信
長
は
官
兵
衛
が
荒
木

の
軍
師
に
な
っ
た
と
断
定
し
、長
政
の
処
刑

を
命
じ
た
。処
刑
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
竹
中

半
兵
衛
で
、半
兵
衛
は
官
兵
衛
と
小
寺
政
識

は
違
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
、官
兵
衛
が
荒

木
と
手
を
組
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
信
長

を
諌
め
た
。ま
た
、官
兵
衛
を
敵
に
ま
わ
す
と

毛
利
攻
め
に
支
障
が
出
る
と
、長
政
の
処
刑

を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
進
言
す
る
が
、信

長
の
命
令
は
覆
ら
な
か
っ
た
。

　
竹
中
半
兵
衛
は
、長
政
を
処
刑
す
べ
き
と

こ
ろ
、自
分
の
城
に
連
れ
て
い
き
、か
く
ま
っ

て
し
ま
う
。信
長
の
命
に
背
き
、処
刑
し
た
と

嘘
の
報
告
を
し
て
ま
で
、官
兵
衛
の
子
孫
を

守
っ
た
の
だ
っ
た
。二
人
に
は
、そ
れ
だ
け
強

い
信
頼
関
係
が
あ
り
、半
兵
衛
に
と
っ
て
官

兵
衛
は
得
難
い
人
材
と
映
っ
て
い
た
に
違
い

な
い
。半
兵
衛
は
信
長
に
請
わ
れ
て
織
田
家

の
軍
師
と
な
り
、秀
吉
に
仕
え
そ
の
能
力
を

発
揮
し
て
い
た
。半
兵
衛
は
病
を
患
い
、先
が

無
い
こ
と
を
悟
っ
て
お
り
、官
兵
衛
を
自
分

の
後
継
者
に
見
立
て
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。先
輩
格
の
軍
師
と
し
て
活
躍
し
た
半
兵

衛
の
思
い
を
受
け
、軍
師
の
才
能
を
さ
ら
に

磨
い
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
荒
木
村
重
の
謀
反
で
、秀
吉
は
窮
地
に

立
っ
た
。有
岡
城
の
あ
る
摂
津
は
、信
長
が
い

る
近
江
と
秀
吉
が
陣
を
し
い
て
い
る
播
磨
と

の
間
に
位
置
す
る
た
め
、双
方
の
連
絡
が
途

絶
え
て
し
ま
い
、信
長
の
命
令
が
滞
っ
て
し

ま
う
か
ら
だ
。信
長
は
、有
岡
城
や
敵
対
す
る

石
山
本
願
寺
に
食
料
や
弾
薬
が
届
か
な
い
よ

う
に
兵
糧
攻
め
を
仕
掛
け
る
が
、瀬
戸
内
海

の
海
路
を
毛
利
軍
が
握
っ
て
い
る
た
め
、思

う
よ
う
な
効
果
が
出
な
い
。そ
こ
で
、戦
況
を

有
利
に
す
る
た
め
に
、信
長
は
軍
船
の
改
良

に
着
手
し
た
。軍
船
の
改
良
に
よ
り
、織
田
軍

は
毛
利
水
軍
を
撃
破
、天
正
六
年（
一
五
七

八
）十
一
月
に
大
阪
湾
を
封
鎖
す
る
。こ
れ
に

よ
っ
て
敵
へ
の
物
資
補
給
を
絶
つ
こ
と
が
で

き
、天
正
七
年（
一
五
七
九
）十
月
に
有
岡
城

は
落
城
、官
兵
衛
は
救
出
さ
れ
た
。

　
天
正
七
年（
一
五
七
九
）十
月
に
有
岡
城
が

落
城
す
る
と
、備
前
の
岡
山
城
主
・
宇
喜
多
直

家
が
毛
利
氏
と
手
を
切
り
、信
長
に
寝
返
っ

た
。宇
喜
多
直
家
は
権
謀
術
数
に
た
け
て
お

り
、毛
利
氏
の
形
勢
は
不
利
と
み
て
織
田
家

に
つ
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。天
正
八
年

（
一
五
八
〇
）一
月
、三
木
城
の
別
所
長
治
は

切
腹
し
落
城
、「
三
木
の
干
殺
し
」と
称
さ
れ

る
兵
糧
攻
め
が
終
結
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、秀

吉
は
播
磨
全
土
の
平
定
を
完
了
し
、次
の
目

標
は
山
名
豊
国
が
領
す
る
鳥
取
城
や
因
幡
の

国
と
な
り
、そ
の
攻
略
に
着
手
す
る
。

　
天
正
八
年（
一
五
八
〇
）五
月
、秀
吉
は
鳥

取
城
を
包
囲
し
、豊
国
は
降
服
す
る
が
、山
名

氏
の
家
臣
団
は
城
に
残
り
、籠
城
を
始
め
た
。

家
臣
た
ち
は
山
陰
方
面
の
毛
利
軍
総
大
将
で

あ
る
吉
川
元
春（
毛
利
元
就
の
二
男
）に
城
将

の
派
遣
を
要
請
、元
春
は
一
門
の
吉
川
経
家

と
約
四
百
人
の
兵
を
送
り
込
み
、鳥
取
城
に

は
約
二
千
名
が
立
て
籠
っ
た
。

反織田方の城

織田方の城

き
っ
か
わ
つ
ね
い
え

竹中半兵衛は戦国時代を代表する軍師で、秀吉の参謀として活躍、黒

田官兵衛とともに「二兵衛」と称された。主君は美濃の斉藤龍興、浅井

長政、織田信長と代わり、信長は半兵衛を自分の家臣に登用したいと

考え、秀吉に勧誘を命じ、秀吉に三顧の礼で誘われたため織田軍に参

画、中国地方侵攻で参謀として活躍する。官兵衛が関わる逸話として

は、次のものがある。官兵衛が秀吉から加増を約束する書状を受けた

にも関わらず実行されないと不満を漏らし、その書状を半兵衛に見せ

ると、半兵衛は目の前でその書状を燃やしてしまった。驚く官兵衛に

対して「こんな文書があるから不満を感じるのだ。そのようなものにと

らわれていては貴殿のためにならない」と諌めたという。官兵衛は有

岡城に捕われていた際、官兵衛の謀反とされ織田軍の人質となってい

た嫡男の長政が処刑されそうになった時、それを防いだ半兵衛に対

して、官兵衛は大いに感謝したという。官兵衛は竹中家の家紋や兜を

譲り受け、跡継ぎにも受け継がせ礼を尽くしたとされる。半兵衛は三

木城攻防戦の最中に病死、享年36歳だった。墓所は本営の置かれた

兵庫県三木市の他、銅像がある岐阜県不破郡垂井町などにもある。

竹
中
半
兵
衛（
重
治
）

竹中半兵衛像 （岐阜県不破郡垂井町）

荒木村重は天正２年（1574）に伊丹氏を破って入城したが、
４年後に信長に対し謀反を起こす。有岡城は城下町全体を
土塁で囲み北・西・南に砦を配置した総構の城だった。

有岡城本丸の石垣 (兵庫県伊丹市）

竹中半兵衛の墓 (兵庫県三木市）

 天正６年10月頃の勢力図

有
岡
城
の
落
城

播
磨
平
定
と

因
幡
へ
の
転
戦

官
兵
衛
は
捕
ら
わ
れ
、

劣
悪
な
土
牢
の
中
で

一
年
以
上
も
過
ご
す

官兵衛は竹中半兵衛に大恩を感じ、礼節を尽くす

そうがまえ

軍師 官兵衛
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官
兵
衛
は
、籠
城
戦
に
な
る
こ
と
を
見
越

し
て
い
た
の
か
、決
着
を
早
く
つ
け
る
た
め

の
対
策
を
打
っ
て
い
た
。対
策
の
一
つ
は
、

周
辺
の
米
を
相
場
の
二
〜
三
倍
の
高
値
で

買
占
め
、食
糧
が
場
内
に
蓄
え
ら
れ
な
い
よ

う
に
し
た
の
だ
。そ
の
効
果
は
す
ぐ
に
現

れ
、籠
城
三
ヵ
月
で
城
内
は
飢
餓
状
態
と
な

り
、天
正
八
年（
一
五
八
〇
）十
月
に
は
経
家

の
切
腹
で
戦
い
は
終
結
し
た
。

　
天
正
十
年（
一
五
八
二
）三
月
、官
兵
衛
と

秀
吉
は
、毛
利
氏
の
勢
力
下
に
あ
る
備
中（
岡

山
県
西
部
）へ
と
侵
攻
す
る
。総
勢
二
万
の
大

軍
は
、四
月
に
備
前
の
岡
山
城
で
出
陣
の
準

備
を
し
、高
松
城
を
目
指
し
た
。高
松
城
は
清

水
宗
治
が
守
っ
て
い
る
。平
城
で
は
あ
る
が
、

周
囲
を
囲
ん
だ
沼
が
堀
の
役
割
を
し
、城
へ

の
道
は
一
本
し
か
な
い
た
め
に
攻
め
に
く
い

構
造
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
場
所
は
毛
利
軍

の
本
陣
が
近
い
た
め
、毛
利
の
大
軍
が
迫
っ

て
お
り
、兵
糧
攻
め
で
時
間
を
か
け
て
い
る

状
況
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
官
兵
衛
は
、城
ご
と
水
没
さ
せ
る

と
い
う
奇
策
を
進
言
し
た
。高
さ
七
メ
ー
ト

ル
、総
延
長
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
堤

防
を
、兵
員
の
総
力
を
あ
げ
て
わ
ず
か
十
二

日
で
完
成
さ
せ
る
離
れ
業
で
あ
っ
た
。高
松

城
が
に
わ
か
づ
く
り
の
湖
の
中
に
孤
立
し
、

城
ご
と
水
没
す
る
の
は
時
間
の
問
題
と
な
っ

た
。毛
利
軍
の
本
隊
四
万
が
到
着
し
た
も
の

の
打
つ
手
が
な
く
、籠
城
し
て
い
る
味
方
を

見
殺
し
に
で
き
ず
、毛
利
側
は
和
睦
交
渉
に

応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

宮地山城 冠山城

加茂城

羽柴秀吉

羽柴秀勝

清水宗治

吉川元春

桂広繁

浅
野
長
政

宇
喜
田
軍

宇
喜
田
軍

津
田
信
任

羽柴秀長
山内一豊
花房職之

宇喜田忠家

小早川隆景

蜂須賀正勝

黒田官兵衛

大平山
高松城高松城

水没地域水没地域

鼓山

足守川

長良川
庚申山

（山崎山）

日差山

天神山

石井山

堀尾吉晴

天正10年（1582年）4月～６月

（現：岡山県岡山市北区高松）
備中国高松城

羽柴秀吉、黒田官兵衛、蜂須賀正勝、加藤清正ほか
織田軍　３万人

毛利輝元、清水宗治、吉川元春、小早川多隆景ほか
毛利軍　４万5000人

官兵衛の奇策で
織田軍が和睦交渉を有利にすすめる

期　間

場　所

参加勢力

結　果

備
中
高
松
城
水
攻
め

み
ず
む
ね
は
る

し

天正９年（1581年）６月～10月

（現：鳥取県鳥取市東町）
因幡国鳥取城

羽柴秀吉、黒田官兵衛、羽柴秀長、蜂須賀正勝ほか
織田軍　２万人

吉川経家、吉川元春、中村春続ほか
毛利軍　1400人

城兵たちは死人の肉を口にするほど
飢餓に苦しんだ
官兵衛の采配で短期間で集結

期　間

場　所

参加勢力

結　果
山
陰
本
線

若桜鉄道

因
美
線

鳥取城跡

浜村

鳥取

郡家

福部鳥取空港 千代川

湖山池

鳥取城
兵糧攻め

足守

伯備線

津山線

赤
穂
線

吉備線

旭川

児島湖
児島湾

児島湖
児島湾

吉井川

総社

備中高粱

高粱川

吉備津

岡山空港

岡山

新倉敷
倉敷
茶屋町

清音

高松城跡 備中高松城
水攻め

清水宗治首塚 高松城本丸想定図
（岡山市教育委員会作図）船を並べて橋の代わりに用いた

高松城の遺構 舟橋

鳥取城二の丸に通じる
西坂下門

秀吉は経家の奮戦を称え、経家を助命するとした
が経家はそれを拒否し責任をとって自害した。

吉川経家

備
中
高
松
城
攻
め
布
陣
図

冴えわたる知略、大胆な奇策で難攻不落の城を落とす

鳥取城天守跡鳥取城天守跡

鳥取城の石垣鳥取城の石垣

兵
糧
攻
め
で

鳥
取
城
を
早
期
に

陥
落
さ
せ
る

秀吉軍
毛利軍
水没地域
秀吉軍が
築いた堤防

軍師 官兵衛



美作

播磨

因幡

但馬

備中

丹後

丹波

若狭

越前

美濃

近江

伊賀

京

伊勢大和
河内

和泉
淡路

阿波

讃岐

紀伊

摂津
備前

伯耆

姫路城

上月城

祝山城

有岡城

長浜城

岐阜城

神戸城

安土城亀山城

三木城

羽衣石城

鹿野城

鳥取城

宮路山城
冠山城

高松城

由良城

洲本城

石山本願寺

福山城 長水城

岡山城

竹田城

有馬

堺

雑賀

０９ ０８

　
毛
利
と
の
和
睦
交
渉
は
互
い
の
主
張
が
食

い
違
い
、こ
う
着
状
態
と
な
っ
て
い
た
時
、秀

吉
の
も
と
に「
本
能
寺
の
変
」の
一
報
が
入
っ

た
。主
君
・
信
長
が
明
智
光
秀
に
討
た
れ
た
こ

と
に
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
、さ
ら
に
恐
ろ
し

い
事
態
が
頭
を
よ
ぎ
る
。毛
利
と
の
交
渉
が

決
裂
し
た
場
合
、織
田
の
本
隊
で
あ
る
十
万

の
兵
が
援
軍
と
し
て
来
な
い
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
を
知
っ
た
毛
利
は
和
睦
ど
こ
ろ
か
反
転

に
出
る
可
能
性
が
あ
る
。狼
狽
す
る
秀
吉
に
、

官
兵
衛
は「
ご
武
運
が
め
ぐ
っ
て
き
ま
し
た
」

と
囁
い
た
と
い
う
。こ
の
窮
地
を
脱
し
さ
え

す
れ
ば
、秀
吉
が
天
下
人
に
な
る
夢
が
現
実

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、と
い
う
希
望
を
灯

し
た
と
も
い
え
る
。

　
毛
利
側
を
欺
き
、和
睦
を
成
し
た
上
で
大

坂
に
急
行
し
、信
長
の
仇
を
討
つ
こ
と
が
で

き
れ
ば
、秀
吉
の
存
在
感
は
織
田
家
臣
団
の

中
で
よ
り
大
き
く
な
る
。信
長
亡
き
あ
と
の

実
力
者
と
し
て
、天
下
統
一
事
業
を
継
承
す

る
こ
と
も
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。官
兵
衛
は
、そ

こ
ま
で
先
を
読
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。軍
師
・
黒
田
官
兵
衛
の
類
い
ま
れ
な
采
配

は
、い
よ
い
よ
冴
え
わ
た
っ
て
い
く
。

　
天
正
十
年（
一
五
八
二
）六
月
六
日
夕
刻
、

秀
吉
軍
は
備
中
高
松
城
を
出
発
、驚
異
的
な

ス
ピ
ー
ド
で
行
軍
を
続
け
、７
日
の
夜
に
姫

路
に
到
着
。秀
吉
は
官
兵
衛
の
提
案
に
よ
り

姫
路
城
に
入
る
と
兵
を
休
ま
せ
、米
と
銀
を

惜
し
み
な
く
分
け
与
え
、粥
を
振
舞
っ
た
。そ

し
て
11
日
に
は
尼
崎
、
12
日
に
は
摂
津
の
富

田
ま
で
進
み
、山
崎
と
天
王
山
を
支
配
し
た
。

　
行
軍
の
時
に
、官
兵
衛
は
講
和
し
て
き
た

毛
利
方
の
軍
旗
を
掲
げ
、光
秀
の
密
偵
に
毛

利
も
秀
吉
軍
を
味
方
し
て
い
る
と
印
象
付

け
、相
手
の
士
気
を
落
と
す
作
戦
を
実
行
し

た
。こ
の
作
戦
は
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
る

武
将
に
も
秀
吉
に
与
す
る
決
断
を
促
す
効
果

も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
明
智
軍
は
秀
吉
軍
を
待
ち
受
け
て
攻
撃
を

仕
掛
け
、山
崎
の
合
戦
が
開
戦
す
る
。天
皇
山

麓
に
布
陣
し
て
い
た
官
兵
衛
の
部
隊
を
は
じ

め
秀
吉
軍
は
一
斉
に
反
撃
を
開
始
、秀
吉
軍

四
万
は
明
智
軍
一
万
余
を
次
々
と
撃
破
し
、

明
智
軍
は
総
崩
れ
と
な
り
、勝
龍
寺
城
に
退

却
す
る
。官
兵
衛
は
城
を
包
囲
し
な
が
ら
、光

秀
の
領
国
で
あ
る
丹
波
に
向
か
う
北
口
を
わ

ざ
と
手
薄
に
し
た
。勝
ち
目
が
無
い
こ
と
を

知
っ
た
将
兵
が
出
口
か
ら
次
々
と
抜
け
出

し
、光
秀
も
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
城
か
ら
脱
出
す

る
が
、農
民
の
落
ち
武
者
狩
り
に
合
い
あ
え

な
く
落
命
し
た
。

　
こ
う
し
て
本
能
寺
の
変
か
ら
わ
ず
か
十
二

日
間
で
光
秀
の「
三
日
天
下
」は
収
束
し
、秀

吉
と
官
兵
衛
は
天
下
統
一
へ
ま
い
進
す
る
の

で
あ
る
。

山
崎

富
田

尼
崎

姫
路

沼岡
山

高
松

山
崎

12km28km80km40km

６日夜着
 ７日朝出発

天正10年
6月６日夜着
 夕刻出発

秀吉本隊
７日夜着
 ９日早朝出発

11日
早朝出発

12日
夜着

12km

富
田

尼
崎

姫
路

沼岡
山

高
松

天正10年（1582年）6月13日～14日
　～大正８年（1580年）１月

（現：京都府乙訓郡大山崎町一帯）
山城国山崎

羽柴秀吉、黒田官兵衛、織田信孝、丹波長秀ほか
秀吉軍　２万人～４万人

明智光秀、斉藤利三、津田重久、阿閉征ほか
明智軍　１万人

戦闘の準備が整わない明智軍は、
羽柴軍の攻撃に総崩れ。
光秀は敗走中あえなく落命する。

期　間

場　所

参加勢力

結　果

京都

宇治

大津

山崎

長尾

木津

奈良

淀川

新
大
阪

大阪

山陰本線

東海道新幹線東海道新幹線

東海
道本
線 山崎の戦い山崎の戦い

天
正
8
年（
1
5
8
0
）三
木
城
攻
め
↓
祝
山
城
攻
め

↓
長
水
城
攻
め
↓
鳥
取
城
攻
め

天
正
９
年（
1
5
8
1
）鳥
取
城
攻
め
↓
淡
路
出
陣

天
正
1
0
年（
1
5
8
1
）備
中
高
松
城
攻
め

秀吉の中国侵攻ルート

秀吉の大坂返し経路図

本
能
寺
の
変
で

事
態
が
急
変

姫
路
〜
尼
崎
間

80
㎞
を
2
日
で
走
破

上に記載した日付は、基本的に官兵衛の隊が行軍したもの。姫路と尼崎の間を２日間で走破したという
のは、長距離ランナーに匹敵する体力を要する。そのため秀吉軍はかなり軽武装だったと思われる。

〔写真上〕
本丸内に建てられた城
郭風の建物は休憩所と
資料館になっている。
〔写真右〕
本丸の北側は堀と土塁
が再現されている。

勝龍寺城

秀吉の中国地方侵攻と本能寺の変
軍師 官兵衛

山崎合戦地の碑

天文 15年 小寺（黒田）職隆の嫡男として姫路城で生まれる。
（1546）   幼名は萬吉。
永禄 4年 御着城で小寺政職の近習として仕える。
（1561）
永禄 5年 この頃元服し、官兵衛孝高と名乗る。
（1562） 
永禄 10年 志方城主・櫛橋伊定の娘を娶る。
（1567）   職隆に代わって姫路城代となる。
永禄 11年 嫡男長政（幼名・松寿丸）が誕生。　
（1568）　　　　　　　　
永禄 12年 龍野城主赤松政秀の来襲を青山の合戦で撃退する。
（1569）
天正 3年 主君政職に織田信長への帰属を説き、岐阜で
（1575）   信長に拝謁。 名刀「圧切」を与えられる。
天正 4年 英賀ノ浦（姫路市飾磨区）に上陸した毛利の大軍を
（1576）   迎え撃って大勝。 信長より感謝状を贈られる。
天正 5年 播磨入りした羽柴秀吉のために姫路城を提供。
（1577）
天正 6年 三木の別所氏ら播磨の諸将が毛利に寝返る。
（1578）   荒木村重が信長に謀反。村重説得のために有岡城
  （伊丹市）に入るが、捕えられ土牢に幽閉される。
天正 7年 有岡城が落城。自らの家臣に救出される。
（1579） 
天正 8年 城主別所長治が切腹し、三木城落城。小寺政職が
（1580）   御着城から逃亡したため姓を小寺から黒田に戻す。
天正 10年 本能寺の変。
（1582）
天正 11年 キリスト教に入信する。（洗礼名・シメオン）
（1583）
天正 15年 九州征討の論功行賞で豊前6郡12万石の国守となる。
（1587） 
天正 17年 家督を長政に譲り「如水」と名乗る。
（1589）
天正 18年 秀吉の小田原城攻めに参加。小田原城に乗り込み、
（1590）   北条氏政、氏直父子に講和を勧め、無血開城に導く。
文禄 元年 朝鮮外征軍の軍監となって出兵する。
（1592） 
文禄 2年 朝鮮から許可なく帰国。秀吉の怒りを買い、
（1593）   頭を丸めて謹慎する。
慶長 5年 関ヶ原の役。中津城にあって兵を募り、
（1600）   石垣原の戦いなどで勝利。
  九州の大半を制圧するが、家康の命に従い停戦する。
慶長 9年 京の伏見屋敷で病没。享年59。
（1604）

黒
田
官
兵
衛
・
関
連
年
表
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春
風
堂
様
で
は
、施
設
入
所
者
と
短
期
入
所

療
養
介
護（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）、通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン（
デ
イ
ケ
ア
）の
利
用
者
を
合
わ

せ
る
と
、合
計
1
2
0
名
の
方
々
が
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、春
風
堂
と
同
じ
場
所
に
、在
宅
複
合
施

設
・
那
由
多
の
家
が
あ
り
ま
す
。那
由
多
の
家
に

は
、シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
那
由
多
の
家（
短
期
入
所

生
活
介
護
・
定
員
30
名
）と
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
那
由
多
の
家（
通
所
介
護
・
定
員
20
名
）

の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。医
療
法
人
社
団
慶

友
会
キ
タ
ム
ラ
様
で
は
、充
実
し
た
介
護
プ
ラ

ン
で
利
用
者
の
期
待
に
応
え
て
い
ま
す
。

新
潟
県
小
千
谷
市

小千谷市の見所を紹介

春風堂の岩渕事務主任 様

　介護老人保健施設春風堂様では、このたび省エネ

ルギー改修工事を施工、ヤマト大温度差蓄熱空調シ

ステムを導入し、省エネと省コストを図っています。

　春風堂の事務主任・岩渕貴志様は、「ヤマト大温度

差蓄熱空調システムの導入により、電気料金の削減

を期待しています。現在は導入して間もないので、今

後の推移が楽しみです」と話してくださいました。

　小千谷の祭りでは、越後三大花火大会の一つ

で、四尺玉が打ち上げられる『片貝まつり』が全

国的に有名です。伝統行事では、江戸時代から

行われている牛の角突き（国の重要無形民族文

化材）があります。また、3月には浮世絵（絵紙）

を部屋一面に飾る「小千谷の雛祭り」が行われ、

現在でもこの行事を行っている家庭も少なく

ないそうです。北村医院様の壁には、小千谷の

雛まつりの紹介文が掲げられていました。

医療法人慶友会キタムラ  北村医院様。
小千谷市総合産業会館（サンプラザ）の隣にあります。

北村医院様の壁面には、小千谷のひいな祭りについての
説明板が掲げられていました。

　毎年9月9日・10日に開催される片貝まつりは、浅原神社の秋季例大祭。メ

インはギネスにも認定された世界一大きい正四尺玉です。

牛同士がぶつかり合う牛の角突きは迫力満点。他の闘牛とは異なり、
越後の角突きは原則として引き分けで終わるそうです。

直径約４尺（約120cm）、重量420kg。
サンプラザに展示されています。

小千谷の角突きがモチーフになっ
ており、闘牛の時のかけ声「ヨシ
ター」が名前の由来だそうです。

北村医院様の近くにある錦鯉の里では、優秀鯉15品種約
200尾が鑑賞池で泳いでいます。

医
療
法
人
社
団
慶
友
会 

キ
タ
ム
ラ

様

介
護
老
人
保
健
施
設 

春
風
堂   

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
修
工
事
が
完
了

 

 

様

 

〒947-0043
新潟県小千谷市山谷
１６３５-１００
TEL.0258-83-1311

介護老人保健施設 春風堂

春風堂の正面玄関 春風堂のロビー

春風堂の外観

中央の建物が蓄熱槽

建  物

敷  地

かたがい

ジャスコ至宝徳大社

関
越
自
動
車
道

至十日町

至
小
千
谷
駅

小千谷市役所

第四銀行
中央
タクシー

小千谷
インター

医療法人
慶友会キタムラ
北村医院 様

錦鯉の里

大光銀行

商工福祉会館

医療法人慶友会キタムラ 北村医院

片貝祭り三尺玉

小千谷が原産の錦鯉(錦鯉の里)

小千谷のひいな祭りのポスター

四
尺
玉
の
複
製

小
千
谷
市
の

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
よ
し
太
く
ん
」

牛の角突き

小千谷市総合産業会館
（サンプラザ）

小千谷市総合産業会館
（サンプラザ）

鉄筋コンクリート造２階建

延床面積 １階 1,924.35㎡

 ２階 1,971.32㎡

 計 3,895.67㎡

敷地面積 　6,031.45㎡ 

駐車場 来客用 12台

 職員用 50台

概  要

お客様
紹介

１４
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