
 牛 久 保 の 歴 史 を た ず ね て  

(1) 牛 久 保  

① 地 形  

 牛 久 保 駅 のす ぐ 南 に が けが あ り

ま す 。校 区の 地形 は こ の がけを 境
さかい

に ２ つ に 分 ける こ と が で きま す 。

が け の 北 側 は「 上 郷
う わ ご う

」 と呼
よ

ば れ る

台 地 で 、佐
さ

奈 川
な が わ

や 白 川
し ら か わ

な ど に よ っ

て 運 ば れ て きた 土 や 石 が 厚
あ つ

く積
つ

も

っ て で き た 土地 で す 。 水 がし み こ

み や す い 土 地な の で 、 雨 水な ど は

す ぐ に地 下
ち か

に し み こ ん で し ま い、

水 に と ぼ し く、 昔 は 農 地 や家 が 少

な い 荒
あ

れ 地 で した 。 地 面 に しみこ

ん だ 水 は 、こ のが け 下 で 泉
いずみ

と なっ

て わ き 出 ていま す 。  

 が け の 南側は「 下 郷
し た ご う

」と 呼 ば れ、

豊 川
と よ が わ

が 運 ん で き た 砂
す な

や 土 が 積 も っ て で き た 土 地 で す 。 水 が

豊 富
ほ う ふ

で 、 土 地 も肥
こ

えて い る た め農業 が さ か んです 。  

② 地 名  

 も と も とこの 牛 久 保 の地は「 宮 島
み や じ ま

」と 呼 ば れて い ま し たが 、

水 に と ぼ しく、 荒 れ 地 が多い こ と か ら「 常
と こ

荒
さ ぶ

」 と も 呼 ばれて

い ま し た 。  

 1439 年 、三 河 国
み か わ の く に

守 護
し ゅ ご

（ 支 配 者
し は い し ゃ

）一 色
い っ し き

氏
し

の 一 族 で ある 一 色 時 家
と き い え

が 、一 色 城
じょう

（ 今 の 大 聖 寺
だ い し ょ う じ

の あ た り ）を 築
き ず

い た の で 、こ の 地 は

「 一 色 」 とよば れ る よ うにな り ま し た。  

上郷
う わ ご う

と下郷
し た ご う

の間のがけ  

 がけ下の 泉
いずみ

 



 そ の 後 、一 色
い っ し き

時 家
と き い え

は家 臣
か し ん

の 波 多 野
は た の

全 慶
ぜ ん け い

に 敗 れ 、その 波 多 野

全 慶 も 1493 年 に 牧 野
ま き の

成 時
し げ と き

（ 古 白
こ は く

）に滅
ほ ろ

ぼ さ れ ま し た 。そ の成

時 が 地 名 を「 一色 」か ら「 牛 窪
う し く ぼ

」と 変 え ま し た。1529 年 に 現 在
げ ん ざ い

の 「 牛 久 保」に 改 め ら れまし た 。  

 

 

  牧 野 様
さ ま

と 牛 窪
う し く ぼ

        

「豊川の歴史
れ き し

散歩
さ ん ぽ

」より  
 

 今 か ら 500年 余
あ ま

り 前 の 話 である 。牧野 城
じょう

の 殿 様
と の さ ま

、牧野 成

時 （ 古 白 ）は、 一 色 城
じょう

に 移
う つ

り 住
す

むた め 、 お ともの 者 た ち

を 従
したが

え て 、天 王 社
て ん の う し ゃ

の 手洗
あ ら

い 、金 色
こ ん じ き

清 水
し み ず

の 窪
く ぼ

溜
た ま

り の 近く に

さ し か か った。 す る と 、清水 の か た わらに 野 飼 い の牛が

寝 そ べ っ ており 、往 来
お う ら い

の 人 々 は皆
み な

、 そ の 牛 をよけ て 通 っ

て い た 。 ところ が 、 殿 様が通 り か か ると、 寝 て い た牛が

ゆ っ く り と起き 上 が り 、道を あ け て 殿様を 通 し た 。御案

内 の た め お伴
と も

をし て い た長 山 郷
ながやまのごう

の 庄 屋
し ょ う や

石 黒
い し ぐ ろ

九 郎 兵 衛
く ろ べ え

は、  

「 こ れ は 、めで た い こ との 前 兆
ぜんちょう

で す 。 世 のこと わ ざ の よ

う に 、国 主
こ く し ゅ

に な られ る こ と 疑
うたが

い あり ま せ ん 。」  

と 、申
も う

し 上 げ た。殿 様 は、殊
こ と

の 外
ほ か

喜
よろこ

ば れ 、一 色 城
じょう

へ入 ら

れ た 。 こ の時よ り 、 「 一色・ と こ さ ぶ」の 地 を 「 牛窪」

と 改 め た 。その 後 、幾 久
い く ひ さ

し く 栄え る よ う にと現 在 の 「 牛

久 保 」 の 地名に な っ た 。  

 

  野飼い：おりに入れない放し飼い   庄屋；村の代表者（村長）  

  往来  ：行き来きすること、 街道
か い ど う

  殊の外：とても  

  前兆  ：何かが起こる前のしるし   幾久しく：いつまでも  



(2) 牧 野 氏 の お こ り  

 室 町幕 府
ば く ふ

４ 代 将 軍
しょうぐん

の 命 令 に よ り

田 口
た ぐ ち

成 富
し げ と み

が 、四 国
し こ く

の 讃 岐
さ ぬ き

（ 香 川 県 ）

か ら応
お う

永
え い

年 間（ １ ３ ９ ４～ １ ４ ２ ８年 ）に

宝 飯 郡
ほ い ぐ ん

中 条 郷
ちゅうじょうのごう

牧 野 村
ま き の む ら

（ 豊 川 市 牧

野 町 ）に移
う つ

っ て きて 牧 野 城
じょう

を 築
き ず

き

ま し た 。 こ の時 に 、 田 口 氏が 牧 野

姓
せ い

を 名 の っ た の が 牧 野 氏 の は じ ま り で あ る と い わ れ て い ま

す 。 成 富 の子、 牧 野 成
し げ

時
と き

（ 古 白
こ は く

） はし だ い に 力をつ け 、 1943

年 に瀬 木 城
せ ぎ じ ょ う

を 築 き まし た 。  
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牧野城址  

 一色
い っ し き

城址
じ ょ う し

 

瀬 木
せ ぎ

城 址
じ ょ う し

 



こ の 年 、成
し げ

時
と き

（古 白
こ は く

）は 、一 色
い っ し き

城
じょう

の 波 多 野
は た の

全 慶
ぜ ん け い

を 滅
ほ ろ

ぼ し、一

色 城 に本 拠 地
ほ ん き ょ ち

を 移
う つ

し まし た 。 成 時（古 白 ） は 、今川 氏 の 家 臣

と な り 、1505 年 に は 今 川氏の 命 令 を 受け、今 橋
い ま は し

（ 吉 田
よ し だ

）城
じょう

を

築
き ず

き 、 今 の 豊川市 の あ た りに 勢 力
せいりょく

を の ば し ていき ま し た 。  

① 牛 久 保 城  

 牛 久 保 城は 、1529 年 に 一

色 城 主
じょうしゅ

牧 野成
し げ

勝
か つ

が 今 橋 （ 吉

田 ） 城 主 牧 野信
の ぶ

成
な り

の 命 令 を

受 け て築 城
ちくじょう

し た も の で す 。

こ の城
し ろ

は 、牧 野 氏が 、西 三 河
に し み か わ

の 松 平
まつだいら

氏
し

（ 後 の徳 川
と く が わ

氏
し

） に

対 抗
た い こ う

す る た め の 重要 な 城 で

し た 。  

 牛 久 保 城は上 郷
う わ ご う

の 台 地 の端
は し

に 造
つ く

られ た 城 で 、南側 は 下 郷
し た ご う

の

農 業 地 帯 で、城 か ら 見 下ろす こ と が できま し た 。 北側は 二 重

の 堀
ほ り

が め ぐ ら さ れ て い ま し

た 。 今 の 牛 久保 駅 の あ た りが

本 丸
ほ ん ま る

（ 城 の 中心 ）で、大 手 門
お お て も ん

（ 正

門 ） が 小 学 校の 位 置 に あ った

と 考 え ら れ てい ま す 。 城 を取

り 囲 む よ う に武 士
ぶ し

の 屋 敷
や し き

や 町

人 の 町 並
ま ち な

み を つ くり 、 ま わ り

に 寺 を 配 置 して 敵
て き

に そ な え ま

し た 。 し かも、 城 に 向 かって 直 線 に なって い る 道 路は一 本 も

な く 、 必 ず曲
ま

がり 角
か ど

の あ る 道（曲 尺 手
か ね ん て

） に な っ ていま す 。 こ

の よ う な 町のつ く り は 、 江 戸
え ど

時 代
じ だ い

の城 下 町
じ ょ う か ま ち

を 先 取 り したも の

で し た 。  

牛 久 保 城 址
し

 

牛 久 保 城 の 絵 図
え ず

 

 



 1600 年 、 牛 久 保 は天 領
てんりょう

（ 徳 川
と く が わ

幕 府
ば く ふ

の 領 地
り ょ う ち

）と な り ま した 。

1700 年 に 牛 久 保 城 は 廃
は い

城
じょう

と な り 、 取 り 壊
こ わ

さ れ て し ま い ま し

た 。  

 残 念 な ことに 、当 時の 城
し ろ

の 姿
すがた

を と ど め る ものは 何 も 残 って

い ま せ ん 。ただ 、 牛 久 保駅周 辺 の 城 跡
し ろ あ と

、 大 手
お お て

、 城 下
し ろ し た

など の 地

名 か ら 、 わずか に 昔 を しのぶ こ と が できま す 。  

② 若 葉
わ か ば

祭
さ い

（ う な ご う じ 祭
まつり

）  

 常 盤 通
と き わ ど お り

に あ る 牛 久 保

八 幡 社
は ち ま ん し ゃ

の 祭 で 、 ４ 月７ ・

８ 日 に 近 い 土・ 日 曜 日 に

お こ な わ れ ま す 。 牧 野
ま き の

成 時
し げ と き

（ 古 白
こ は く

）が 若 宮
わ か み や

殿
ど の

（ 八

幡 社 ） に お 参り を し て い

た と き に 、 主君 の 今 川
い ま が わ

氏
し

か ら吉 田
よ し だ

（ 豊 橋 市
と よ は し し

）に 築 城
ちくじょう

す る よ う に 命令 さ れ た こ

と を よ ろ こ び、 お 祝 い の

酒 を 柏
かしわ

の 葉 を 杯
さかずき

に し て

飲
の

ん だ こ と か ら、 「 若 葉

祭 」 と よ ぶ よう に な っ た

と 伝 え ら れてい ま す 。  

 ま た 、 ヤ ンヨ ウ ガ ミ と

呼 ば れ る は やし 方 が つ い

て い て 、笹
さ さ

踊
お ど

り の 歌 の 終

わ り に「 サー ゲニ モ サ ー、

ヤ ン ヨ ウ ガミモ ヤ ン ヨ ー」と は や し た後、 ４ 人 一 組のヤ ン ヨ

ウ ガ ミ が 、地 面に ね こ ろ びます 。ね こ ろ ん でい る よ う すが「 う

牛 久 保 八 幡 社
は ち ま ん し ゃ

 

笹 踊
さ さ お ど

り  



じ 虫 （尾 長
お な が

蛆
う じ

） 」 に に て い

る こ と か ら「 うな ご う じ 祭」

と も 呼 ば れてい ま す 。  

 祭 の起 源
き げ ん

に つ い て 、 次 に

よ う な こ と が伝 え ら れ て い

ま す 。  

   

 

 

  若 葉
わ か ば

祭
さ い

と 牧 野
ま き の

様
さ ま

         「豊川の 歴史
れ き し

散歩
さ ん ぽ

」より  

 

 戦 国 時 代、牧 野古 白
こ は く

を 始 め とす る 牛 久 保城の 城 主
じょうしゅ

は 、

領 民
りょうみん

を こ と の ほか大 切 に し ていた 。あ る 時 、日ご ろ の 苦

労 を ね ぎ ら う た め 、 領 民 を 城 中
じょうちゅう

に 召
め

し て 酒 食
しゅしょく

を 振
ふ

る 舞
ま

っ た 。 領 民たち は 、 城 主の振 る 舞 い 酒にす っ か り 酔
よ

い 、

ま っ す ぐ に歩い て 帰 る ことも で き ず、ご ろご ろ と 転 がり

な が ら互
た が

い に 助け 合 っ て 帰った と い う ことで あ っ た。そ

の 様 子 を 伝えて い る の が「や ん よ う 神」で あ り 、こ の時

の 喜 び を神 事
し ん じ

に 盛
も

り込
こ

み 、領 主
りょうしゅ

の 善 政
ぜ ん せ い

を 忘
わ す

れ な い領 民 の

心 を 今 に 伝えて い る の が、若 葉 祭（う なご う じ 祭）であ

る 。  

 

  領民：領地内
り ょ う ち な い

に住んでいる人     召す：よびよせる  

  酒食：酒と食事           神事：お祭りの行事  

  領主：領地を治めている人      善政：良い政治
せ い じ

 

 

ヤ ン ヨ ウ ガ ミ  



(3)江戸時代の牧
ま き

野
の

氏
し

 

今
い ま

川
が わ

義
よ し

元
も と

の 死
し

後
ご

、牧
ま き

野
の

成
な り

定
さ だ

は 1566 年に松
ま つ

平
だいら

家
い え

康
や す

（後の徳
と く

川
が わ

家
い え

康
や す

）の 家
か

臣
し ん

に な り 、そ の 子 の 康
や す

成
な り

は 、家 康 の有
ゆ う

能
の う

な武
ぶ

将
しょう

と

し て活
か つ

躍
や く

し ま し た。  

1590 年 、徳 川家 康 が 江
え

戸
ど

へ 移
う つ

っ たの に 従
したが

い 、牧 野 康 成 も 上
じょう

州
しゅう

大
お お

胡
ご

（ 群
ぐ ん

馬
ま

県
け ん

前
ま え

橋
ば し

市
し

・ ２万
ま ん

石
ご く

） へ 移る こ と に なりま し た。

そ の 後 1616 年 に は越
え ち

後
ご

長
な が

峰
み ね

城
じょう

主
し ゅ

（ 新
に い

潟
が た

県
け ん

上
じょう

越
え つ

市
し

・ ５ 万石）

と な り 、 1618 年 に越
え ち

後
ご

長
な が

岡
お か

（ 新
に い

潟
が た

県
け ん

長
な が

岡
お か

市
し

・７ 万 ４ 千 石）に

移 り ま し た。そ の 後 、 長
な が

岡
お か

藩
は ん

主
し ゅ

と して 幕
ば く

末
ま つ

ま で 長 岡の地 を 治

め ま し た 。  

 長 岡 に 入った 牧 野 氏 は、 新
し ん

田
で ん

開
か い

発
は つ

を 進 め た り、 新
に い

潟
が た

港
こ う

を整
せ い

備
び

し た り し て藩が 豊
ゆ た

か に な るよう に 努
ど

力
りょく

し ま し た。  

 ま た 、藩
は ん

校
こ う

・ 崇
そ う

徳
と く

館
か ん

をつ く り 、武
ぶ

士
し

の 子ど も の 教 育にも 力

を そ そ ぎ ました 。  

 分
ぶ ん

家
け

は 、信
し ん

州
しゅう

小
こ

諸
も ろ

藩
は ん

（長
な が

野
の

県
け ん

小
こ

諸
も ろ

市
し

）、常
ひ た

陸
ち

笠
か さ

間
ま

藩
は ん

（ 茨
いばら

城
き

県
け ん

笠
か さ

間
ま

市
し

） 、越
え ち

後
ご

三
み

根
ね

山
や ま

藩
は ん

（ 新
に い

潟
が た

県
け ん

新
に い

潟
が た

市
し

） な どが ありまし

た 。  

 牧 野 氏 は譜
ふ

代
だ い

大
だ い

名
みょう

（徳 川 氏 に 古くか ら 仕
つ か

え て い た大 名 ）で

あ り 、老
ろ う

中
じゅう

な ど の 重
じゅう

要
よ う

な 役
や く

に つ く こ とも多 く 、江戸 幕 府の 政
せ い

治
じ

に 深 く 関 わりま し た 。  

① 参
さ ん

州
しゅう

牛
う し

久
く

保
ぼ

之
の

壁
か べ

書
が き

 

 長 岡 の 牧野氏 に は 、参
さ ん

州
しゅう

牛
う し

久
く

保
ぼ

（ 豊 川 市 牛 久 保町）で 育 て

ら れ た 常
じょう

在
ざ い

戦
せ ん

場
じょう

と 質
し つ

実
じ つ

剛
ご う

健
け ん

の 三
み

河
か わ

武
ぶ

士
し

の 精
せ い

神
し ん

が 生 き て い ま

し た 。 そ れをあ ら わ す ものが 「 参 州 牛久保 之 壁 書 」です 。 ま

た 分 家 に あたる 三 根 山 藩、小 諸 藩 に もこの 「 参 州 牛久保 之 壁

書 」 は 伝 えられ て い ま す。  



② 北
ほ く

越
え つ

戊
ぼ

辰
し ん

戦
せ ん

争
そ う

と 河
か わ

井
い

継
つ ぎ

之
の

助
す け

 

 1868 年（ 明
め い

治
じ

元
が ん

年
ね ん

）の 明
め い

治
じ

維
い

新
し ん

の 時、

長 岡 藩
な が お か は ん

は 新 政 府
し ん せ い ふ

・ 幕 府
ば く ふ

の ど ち らに も つ

か な い 中 立 の立 場 を と っ てい ま し た 。

し か し 、 新 政府 は 長 岡 藩 をう た が い 、

攻 め こ む 考 え で い ま し た 。 長 岡 藩 の

軍 事
ぐ ん じ

総 督
そ う と く

（ 軍 隊
ぐ ん た い

の 指 揮 官
し き か ん

） だ っ た 河
か わ

井
い

継
つ ぎ

之
の

助
す け

は 、 小 千 谷
お ぢ や

で 新 政 府軍 の 指 揮 官

岩 村
い わ む ら

精
せ い

一 郎
い ち ろ う

と 会 談
か い だ ん

（ 小 千 谷
お ぢ や

談 判
だ ん ぱ ん

） し ま

し た 。 継 之 助は 、 「 新 政 府に 、 は む か

う 考 え は な い。 」 と 説 得 しま し た が 、

岩 村 は 聞 き入れ ず 、 会 談は失 敗 し ま した。 そ の 結 果 北 越
ほ く え つ

戊 辰
ぼ し ん

戦 争
せ ん そ う

が 起 こ り ました 。  

当 初 、長 岡 藩 が戦 い を 有 利に進 め ま し たが 、人 数 や 武 器
ぶ き

で 勝
ま さ

っ て い る 新政府 軍 に お され始 め ま し た。継 之 助 も 先頭に 立 っ

て 戦 い ま したが 、長 岡
な が お か

城
じょう

を 落 と さ れて し ま い ました 。そ の後 、

継 之 助 は八 丁
はっちょう

沖
お き

と いう ぬ か る み地か ら 攻
せ

め る 作 戦
さ く せ ん

で 、長 岡 城

を 取 り 返 すこと に 成 功 しまし た 。 し かし、 少 な い 兵力の 長 岡

藩 は 、戦 争 に負 け て し まいま し た 。継 之助 は 重 傷
じゅうしょう

を 負
お

い 、そ

の 傷
き ず

が も と で亡
な

くな り ま し た。  

戦 争 の 結 果、長岡 の 町 は 火の海 と な り、約 3000軒
け ん

あ っ た 建 物
た て も の

の う ち 約 2600 軒 が焼
や

け て し まい ま し た 。ま た、田 ん ぼ や畑 が

あ ら さ れ 、食べ 物 が 収 穫
しゅうかく

で き ない 有 様
あ り さ ま

で し た 。長岡 藩 の 人 々

は 、 苦 し い生活 を 送 ら なけれ ば な ら なくな っ た の です。  

③ 米
こ め

百
ひゃっ

俵
ぴょう

と 小
こ

林
ばやし

虎
と ら

三
さ ぶ

郎
ろ う

 

 戦 い の 後、く ら し に 困って い た 長 岡の 藩
は ん

士
し

（ 藩 の 武 士）に

親 せ き の三
み

根
ね

山
や ま

藩
は ん

か ら 百
ひゃっ

俵
ぴょう

の 米 が お くられ ま し た 。藩 士た ち

河 井 継 之 助  
長岡市中央図書館より 



は 、 こ れ で生活 が 少 し でも楽 に な る と喜び ま し た が、藩 の 大
だ い

参
さ ん

事
じ

（ 今 の県
け ん

知
ち

事
じ

） で ある 小 林 虎 三郎は 、 お く られた 米 を 藩

士 に 分 け ずに売 り は ら い、学 校 設
せ つ

立
り つ

の 費
ひ

用
よ う

に す るこ と に し ま

し た 。藩 士たち は こ の 知らせ に 驚
おどろ

き 、虎 三郎 の も と へと押 し

か け抗
こ う

議
ぎ

を し ま した 。 そ れ に対し 虎 三 郎 は、「 常 在 戦 場」の

掛 け 軸 を 背に、  

「 さ て 、 おのお の が た 。その も と た ちも、 こ の 掛
か

け 軸
じ く

の 文 字
も じ

『 常
じょう

在
ざ い

戦
せ ん

場
じょう

』は 、よ も お 忘
わ す

れ は ご ざ るまい 。こ れ を 知
し

ら ぬ 者

は 、 こ こ には一 人 も お らぬは ず だ 。 『 常
つ ね

に戦 場
せんじょう

に 在
あ

り 』 こ の

文 字 、こ の 言葉 は 、当 藩
と う は ん

の 者
も の

で あ る 限
か ぎ

り 、も の 心
ごころ

づ く と同
ど う

時
じ

に 、 必
かなら

ず 目
め

に し 、耳
み み

に し 、口
く ち

に し てい る と こ ろのも の だ 。申
も う

す ま で も なく、 こ れ は 参 州
さんしゅう

牛
う し

久
く

保
ぼ

の おん 壁 書
か べ が き

だ 。 そ の壁 書
か べ が き

の

う ち の 、第 一 条
だいいちじょう

の 文 字
も じ

だ。 ご当
と う

家
け

が 当 長 岡
と う な が お か

に お 国
く に

替
が

えに な っ

た の ち も 、この お 定
さ だ

め は 、 参 州
さんしゅう

以
い

来
ら い

のご 家
か

風
ふ う

と し て 、三 百
さんびゃく

年
ね ん

来
ら い

、と り わ け重
お も

い お き て と さ れてい る と こ ろのも の だ 。・・・」

（ 戯 曲 「 米百俵 」 山 本 有三よ り ）  

と 言
い

い 、苦
く る

し い と き だ

か ら こ そ 、 学校 を 建 て

る こ と 、子
こ

ど も た ち を

教 育
きょういく

す る こ と が必 要
ひ つ よ う

だ

と 説
と

い た そ うです 。  

 こ の 米 百俵を 売 っ た お金に よ っ て できた の が 「 国
こ っ

漢
か ん

学
が っ

校
こ う

」

で す 。こ の 学校で は 、国
こ く

学
が く

（ 日 本 古 来 か ら の 学問 ）・漢
か ん

学
が く

（ 中

国 の 学 問 ）・洋
よ う

学
が く

（ 西 洋 の 学問） ・ 医
い

学
が く

（ 病 気 につ い て の 学

問 ） ・兵
へ い

学
が く

（ 戦 いに つ い て の学問 ） な ど の授業 が お こ なわれ

ま し た 。  

 そ の 後、こ の国 漢 学 校 は 長
な が

岡
お か

市
し

立
り つ

阪
さ か

之
の

上
う え

小
しょう

学
が っ

校
こ う

に引 き 継が

平 成 2 4 年 度 学 習 発 表 会  ６ 年 生 「 米 百 俵 」 



小 林 虎 三 郎  
興 国 寺 よ り  

れ ま し た 。この 学 校 か らは、 海
か い

軍
ぐ ん

大
た い

将
しょう

山
や ま

本
も と

五
い

十
そ

六
ろ く

を は じ め、

日 本 を 代 表する 多 く の 人物が 育 っ て いま す 。  

 こ の こ とは、山
や ま

本
も と

有
ゆ う

三
ぞ う

の 戯
ぎ

曲
きょく

「 米 百 俵 」に 詳 し く 書かれ て

い ま す 。  

 

小
こ

林
ばやし

虎
と ら

三
さ ぶ

郎
ろ う

（ １ ８ ２ ８年 ～ １ ８ ７ ７年 ）  

 長
な が

岡
お か

藩
は ん

（ 新
に い

潟
が た

県
け ん

長
な が

岡
お か

市
し

）の藩
は ん

士
し

・小
こ

林
ばやし

又
ま た

兵
べ

衛
え

の 子 と し て生ま れ る 。又兵 衛

は 、 藩
は ん

校
こ う

・崇
そ う

徳
と く

館
か ん

で 学 問 を 教 え る ほど

学 問 が あ る 人だ っ た 。 虎 三郎 も と て も

勉 強 が で き 、藩 校 の 先 生 を務 め る ほ ど

だ っ た 。  

 ２ ３才 の 時 に 江 戸
え ど

（ 東 京 ）に 行き 、当

時 の 最 新 の 学 問 を 教 え る 佐
さ

久
く

間
ま

象
しょう

山
ざ ん

の 塾
じゅく

で 学 問 を深め た 。  

 明
め い

治
じ

維
い

新
し ん

の 時 に は長岡 藩 の 人 々に、 新
し ん

政
せ い

府
ふ

軍
ぐ ん

と の 戦 いをや

め る よ う に主張 す る が 、聞き 入 れ ら れるこ と は な かった 。  

 新 政 府 軍との 戦 い の 後、 １ ８ ６ ８年 （ 明 治 元 年 ）に 焼け 野原 に

な っ た 長 岡藩の 大
だ い

参
さ ん

事
じ

（ 今 の県
け ん

知
ち

事
じ

） にな る 。三
み

根
ね

山
や ま

藩
は ん

から

の 米 百 俵 をお金 に か え 、 国
こ っ

漢
か ん

学 校
が っ こ う

をつ く り 、 人々の 教 育 に あ

た っ た 。  

 

 藩校：各地の藩 が藩士 のためにつ くった学校  

 佐久間象山：江 戸時代後期の科学 者  

 明治維新：江戸 幕府がたおれ、新 しい日本にかわっ たこと  

 新政府軍：明治 時代のはじめに 薩
さ つ

摩
ま

藩
は ん

（鹿
か

児
ご

島
し ま

県
け ん

）と  

      長
ちょう

州
しゅう

藩
は ん

（ 山
や ま

口
ぐ ち

県
け ん

）を中心につくられ た軍隊  



(4) 校区の古いもの探
さ が

し  

① 今 川
い ま が わ

義 元
よ し も と

の 胴
ど う

塚
づ か

（ 大 聖 寺
だ い し ょ う じ

）  

 大 聖 寺境 内
け い だ い

の 北 西 の す み に 、石 の さ

く で 囲 ま れ て建 っ て い る 墓
は か

が 今 川 義 元

の 胴 塚 で す 。墓 は 台 石
だ い い し

に 横 に たお し た

手 水
ち ょ う ず

鉢
ば ち

を 使 っ て い て、 め ず ら し い形 に

な っ て い ま す。 高 さ も ２ ｍを 超
こ

え 、 義

元 胴 塚 の 名 にふ さ わ し い 堂 々
ど う ど う

と し た も

の で す 。  

 今 川 義 元 とは ど ん な 人 だっ た の で し

ょ う か 。  

 今 川 義 元は 、戦 国 時 代 に 駿 河
す る が

（ 静 岡 県
し ず お か け ん

東 部 ） 、遠 江
とおとうみ

（ 静 岡 県 西 部 ） だけ で な

く 、 牧 野
ま き の

氏
し

を家 臣
か し ん

に し て 、 東 三 河 も 治

め て い ま した。  

 1560 年 、義元 は 、駿河・遠 江・三 河

の 兵 ４ 万 ５ 千を 率 い て 、 尾 張
お わ り

を め ざ し

て 進 撃
し ん げ き

し ま し た が、 桶
お け

狭 間
は ざ ま

で 織 田
お だ

信 長
の ぶ な が

の 奇 襲
き し ゅ う

を う け て 、あ え な い 最 期
さ い ご

を 遂
と

げ

て し ま い ま した 。 家 臣 た ちは 、 首 の な

い 義 元 の遺 体
い た い

を 背 負 い 、 駿 河 まで 持 ち

帰 る 途 中 、かろ う じ て 今川氏 の 勢 力 下の牛 久 保 に たどり 着 く

こ と が で きまし た 。そ こで 、大 聖 寺 の 境内に 義 元 の 遺体を 葬
ほうむ

り 、 手 水 鉢をそ の 上 に 置き、 目 印 と しまし た 。 こ れがも と で

胴 塚 と よ ば れ て い ま す 。 ３ 年 後 に そ の 子 の 氏
う じ

真
ざ ね

は 義 元 の

三 周 忌
さ ん し ゅ う き

を 大 聖 寺 で営み ま し た 。  

今川
い ま が わ

義元
よ し も と

の胴
ど う

塚
づ か

 

今川義元  



② 山 本
や ま も と

勘
か ん

助
す け

の 遺 髪
い は つ

塚
づ か

（ 長 谷 寺
ち ょ う こ く じ

）  

 寺 町 に あ る長 谷 寺 に 山 本勘 助 の お

墓 （ 遺 髪 塚 ）が あ り 、 勘 助が 大 事 に

し て い た摩
ま

利 支 天 像
り し て ん ぞ う

が 残 さ れ て い ま

す 。  

 山 本 勘 助 とは ど ん な 人 だっ た の で

し ょ う か 。  

 山 本 勘 助 は 1500 年 、八 名 郡
や な ぐ ん

賀 茂 村
か も む ら

（ 豊 橋 市 賀 茂町 ） の 山 本
や ま も と

籐
と う

七 郎 光
し ち ろ う み つ

幸
ゆ き

の 三 男 と して生 ま れ ま した。  

 15 才 に な った 勘 助 は 、牧 野
ま き の

氏
し

の 家 臣
か し ん

で あ る 大 林
おおばやし

勘 左 衞 門
か ん ざ え も ん

の

養 子
よ う し

に な り ま し た。 そ の た め 、

名 前 を 「大 林
おおばやし

勘
か ん

助
す け

貞
さ だ

幸
ゆ き

」 と 改め

ま し た 。 大 林家 の 屋 敷
や し き

は 、 今 の

寺 町 公 園 付 近に あ り 、 記 念
き ね ん

碑
ひ

が

立 っ て い ます。  

 25 才 に な った 勘 助 は 、 武 者
む し ゃ

 

修 行
しゅぎょう

に 出 か け ました 。  

 勘 助 は まず紀 州
き し ゅ う

の 高 野 山
こ う や さ ん

に 登 り 、摩利 支 天 堂
ど う

に お 参り し て

武 芸
ぶ げ い

の 上 達 を祈 願
き が ん

し まし た 。 そ して、 弘 法 大 師 作
こ う ぼ う だ い し さ く

と い わ れる

一 寸
い っ す ん

三 分
さ ん ぶ

（ 約 ４ ㎝ ）ほど の 霊 験
れ い け ん

あ る 摩 利支 天 像 を いただ く こ

と が で き ました 。勘 助は こ の仏 像 を え りにか け て お 守りに し 、

各 地 の 有 力な大 名 の と ころを ま わ り 家臣に な り ま した。 修 行

の 間 に 全 身 に 75 か 所 の 傷
き ず

を 負 った と 伝 え られて い ま す。そ の

途 中 、 勘 助は大 林 勘 左 衞門と 親 子 の 縁
え ん

を 切り 、 名 前 をもと の

「 山 本 勘 助貞幸 」に 戻
も ど

し ま し た。最 後 に 甲 斐
か い

の武 田
た け だ

信
し ん

玄
げ ん

に 仕
つ か

え

山本
や ま も と

勘
か ん

助
す け

の遺髪
い は つ

塚
づ か

 

大林
おおばやし

勘左衞門
か ん ざ え も ん

屋敷
や し き

跡
あ と

 



る こ と に なりま し た 。 甲斐に 出 か け る前に 勘
か ん

助
す け

は 、 以 前から

親 し く し ていた 長 谷 寺 の 念 宗
ねんしゅう

和 尚
お し ょ う

に会 い に 行 き、自 分 の 髪
か み

と

お 守 り の摩
ま

利 支 天 像
り し て ん ぞ う

を 預
あ ず

けま し た 。  

 勘 助 は軍 略
ぐんりゃく

に す ぐ れ 、 城 を 築く 方 法

も よ く 知 っ てい た の で 、 武田 信 玄 は 勘

助 の こ と を大切 に し ま した 。勘 助 も「 風
ふ う

林
り ん

火 山
か ざ ん

」 の 旗
は た

の も と 熱心 に 仕 え 、 武田

軍 の 有 力 武 士で あ る 二 十 四 将
に じ ゅ う し し ょ う

の 一 人 に

な っ て い き まし た 。 こ の よう に 、 武 田

氏 の家 臣
か し ん

と し て 活 躍
か つ や く

しま し た が 、61 才

の 時 に 戦 死して し ま い ました 。  

 勘 助 が 戦 死し た こ と を 聞い た 長 谷 寺

の 念 宗 和 尚 は、 勘 助 の 遺 髪
い は つ

を 埋
う

め て 墓

を 建 て 、 ねんご ろ に 供 養
く よ う

し ま した 。 こ れ が長谷 寺 に 伝 わる山

本 勘 助 の 墓（遺 髪 塚
づ か

） と 摩 利支 天 像 で す。  

 な お 、 越 後
え ち ご

長 岡 藩
な が お か は ん

の 家 老
か ろ う

だ っ た 山 本 家 を 継
つ

い だ 海 軍
か い ぐ ん

大 将
たいしょう

山 本 五 十 六
や ま も と い そ ろ く

は 、 山 本 勘助と 同 じ 家 系
か け い

の 人 物で あ る と して伝 え

ら れ て い ます。  

 

 

風
ふう

林
りん

火山
か ざ ん

と武田
た け だ

信
しん

玄
げん

 
 

 「 風 林 火山」 の 旗 と は、武 田 信 玄 の戦い に 対 す る考え を

あ ら わ し た旗で す 。  

 全 文 は 「疾如 風 、 徐 如林、 侵 掠 如 火、不 動 如 山 」です 。  

 読 み 方 は「疾
は や

き こ と風
か ぜ

の 如
ご と

く 、徐
し ず

か な る こ と 林
はやし

の如
ご と

し 、

侵 略
しんりゃく

す る こ と火
ひ

の 如
ご と

く、 動
う ご

か ざ る こと山
や ま

の 如
ご と

し 」 で す。  

摩
ま

利支天像
り し て ん ぞ う

 



③ 牛 久 保 い も と 河 合 喜 八
か わ い き は ち

 

 下 長 山 の上 善 寺
じ ょ う ぜ ん じ

に河 合 喜 八 のお墓 が あ り ます。 河 合 喜 八と

は ど ん な 人でし ょ う か 。  

 河 合 喜 八は、 今 か ら 200 年 ほ ど 前 に牛久 保 で は じめて サ ツ

マ イ モ を 育てた 人 で す 。自分 で 育 て るだけ で な く 、まわ り の

人 に も そ の育て 方 を ひ ろめた の で 、 そのサ ツ マ イ モは「 牛 久

保 い も 」 とよば れ ま し た。こ の 地 方 の特産 物 と し て、浜 松 や

名 古 屋 に まで出 荷
し ゅ っ か

さ れ ま し た。  

 

 

  牛 久 保 い も と 河 合 喜 八      「豊川の歴史
れ き し

散歩
さ ん ぽ

」より  

 

 牛 久 保 に河合 喜 八 と いう人 が い た 。喜八は 農 家 の 生まれ

だ が 、成 長
せいちょう

す る に 従
したが

い 、 仏 教 を信 仰
し ん こ う

する よ う に なった 。  

 諸 国
し ょ こ く

の霊 場
れいじょう

を 順 拝
じゅんぱい

す る こと を 楽 し み、つ い に 文 化
ぶ ん か

５ 年  

（ 1808年 ）薩 摩
さ つ ま

（ 鹿 児 島 県
か ご し ま け ん

）に 入 っ た 。そこ で 、あ る 農家

の 老 人 が 出して く れ た サツマ イ モ に 出会っ た 。味 わ えば風

味 よ く 、聞 け ば日
ひ

照
で

り で も 不 作がな い と い う。米や 麦 の 代

用 と し て、飢 饉
き き ん

の と き に 備 え て、これ に 勝
ま さ

る も の はあ る ま

い と 思 っ た。  

 喜 八 は、ね んご ろ に お 願い し て 、３個 の サツ マ イ モ をや

っ と わ け ていた だ い た。作 り方 も 教 え てもら っ て 、翌
よ く

年 牛

久 保 に 帰 った。年 々、こ れ を 栽 培
さ い ば い

し て増 殖
ぞうしょく

に つ と め、各 地

に ひ ろ め た。こ う し て 牛久保 を 中 心 に栽培 さ れ た ので、  

「 牛 久 保 いも」 と い わ れた。  

 


