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乱
世
を
駆
け
抜
け
た
邑
楽
の

英
雄
た
ち
の
武
勇
伝
に
迫
る

郷
土
の
歴
史
を
知
り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら

岩松雄志（大根村琵琶首・10区）

街角特派員

「
郷
土
の
歴
史
を
知
り
た
い
」
、
そ
ん

な
思
い
か
ら
、
今
回
の
街
角
特
派
員

レ
ポ
ー
ト
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

三

武

将

の

出

陣

新

田

軍

鎌
倉
幕
府
討
幕
を
目
指
し
、
三
武
将

が
生
品
神
社
へ
集
結
、
い
ざ
鎌
倉
へ
。

新田軍 北条軍
（鎌倉幕府軍）

↑一寿斎芳
よしかず

員 筆「新田義貞鎌倉合戦」
（太田市立新田図書館所蔵）

稲村ヶ崎

総大将 新田義貞

化　粧　坂
（けわいざか）

（こぶくろざか）
巨  福  呂  坂

（ごくらくじざか）
極  楽  寺  坂

左翼大将 
堀口貞満

右翼大将
大館宗氏
右翼大将
大館宗氏

鎌倉幕府軍鎌倉幕府軍

化　粧　坂

細谷秀国
新田義貞の弟脇屋義助
とともに中央軍へ参加

篠塚重広
もっとも攻撃困難な
極楽寺坂進軍に参加

大館宗氏
討ち死に

稲村ヶ崎へ
回って鎌倉
へ突入する

北条高時は
一族ととも
に東勝寺へ
逃れる

高時自害

三武将、 風雲急を告げる

鎌倉合戦に参陣！

稲
村
ヶ
崎
の
伝
説

新田四天王　篠
し の づ か い が の か み し げ ひ ろ

塚伊賀守重広

忠義の武将　中
な か の と う な い ざ え も ん か げ は る

野藤内左衛門景春

武略の名将　細
ほ そ や う ま の す け ひ で く に

谷右馬助秀国

５月８日 
討幕の旗挙げ

群馬県
太田市新田

生品神社

久米川の戦い久米川の戦い

生品神社にあった

新田義貞の銅像

新田義貞軍は稲村ヶ崎の

干潟を渡って、鎌倉へと

攻め入った

▲新田義貞の銅像は、何者かに盗まれ、
現在は生品神社に存在しない

新田義貞による鎌倉幕府

討幕の旗挙げが行われた

生品神社（太田市新田）

◀新田義貞の像

（東京都府中市分倍河原駅前）

太 平 記

乱世を駆け抜けた英雄たちの武勇伝

県民なら誰でも

知っている「上毛かるた」

ＶＳ
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篠
塚
伊
賀
守
重
広

Shinozuka Iganokami 

Shigehiro 

しのづかいがのかみ

しげひろ

新田軍 足利軍
歌川國

くによし

芳 筆「三井寺合戦」（大信寺所蔵）

三み

い

で

ら

井
寺
の
合
戦

篠
塚
伊
賀
守
重
広
の
奮
戦
！

二代目歌
うたがわひろしげ

川広重 筆「篠塚伊賀守」（大信寺所蔵）

天
下
無
双
の
豪
傑
出
陣

篠
塚
重
広
、
鎌
倉
合
戦
に
参
陣
！

八幡神社跡八幡神社跡

毘沙門堂
現八幡神社現八幡神社

古城掘

県
道
赤
岩
足
利
線

大
手
門

篠塚馬場地内

現在の毘沙門堂（篠塚馬場）

現在の八幡神社（篠塚馬場）

篠
塚
城
跡

建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
三
月
に
北
朝
方
の
上う

え

す

ぎ

あ

き

の

り

杉
憲
顕
に

攻
略
さ
れ
る
ま
で
、
一
六
〇
年
間
篠
塚
氏
の
本
拠
で
し
た

夜 光 瓢 やこうひさご

重広の豪傑ぶりを伝える品

新
田
四
天
王
と
呼
ば
れ
し

天
下
無
双
の
豪
傑

新田四天王、篠塚伊賀守重広必殺の武具 鉄 撮 棒
かなさいぼう

重広は「卒塔婆を立てるも、橋を

渡すも功
く ど く

徳は同じ」と言って、大

卒塔婆を引き抜いて橋を架けたと

いう。当時、橋を勧
かんじん

進（寄附）す

るのは、大きな功徳だった。

伊賀守の勇力

（新田世忠記）

福岡県福岡市

星野家所蔵

伊賀守の勇力

（新田世忠記）

福岡県福岡市

星野家所蔵

ＶＳ
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岡田真
し ん こ う

幸さん（寺中・26区）

大信寺住職

太
平
記
に
登
場
す
る
豪
傑
が
、
こ

の
邑
楽
町
出
身
と
い
う
こ
と
を
、

ぜ
ひ
、
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

篠
塚
伊
賀
守
、
新
田
義
貞
亡
き
後
も

戦
い
に
身
を
投
じ
忠
義
を
尽
く
す
…
。

戦
死
し
た
義
貞
の
弔
い
合
戦

篠
塚
伊
賀
守
、
そ
の
後
も
戦
場
に
身
を
投
じ
る

世せ

た

や

ま

田
山
城
陥
落

篠
塚
伊
賀
守
、
戦
場
に
た
だ
一
人
立
つ
！

永
遠
の
眠
り

戦
い
に
明
け
暮
れ
た
生
涯
に
幕
を
閉
じ
る

篠
塚
伊
賀
守
重
広
の
菩
提
所
大
信
寺

篠
塚
伊
賀
守
が
瀬
戸
内
よ
り
帰
還
し
た
関
東
は
、

す
で
に
足
利
勢
力
の
支
配
下
と
な
っ
て
い
た
…
。

関
東
帰
還

篠
塚
伊
賀
守
、
一
鬼
入
道
と
名
を
改
め
る

石 造 の 宝 篋 印 塔 に

は、「 大 信 寺 殿 智 証

大禅定門」、暦応三年

（一三四〇）五月六日

と刻まれています

篠塚伊賀守の廟

墓には「宝篋印

塔」と「山神の

石宮」が並んで

います

延え
ん
げ
ん元

三
年
（
一
三
三
八
）
七
月
二
日
、
新
田
義
貞
が
戦
場
で
散
っ
た
…
。

主
君
亡
き
後
も
篠
塚
伊
賀
守
重
広
は
南
朝
の
た
め
に
戦
い
続
け
た
。

し
か
し
、
情
勢
は
南
朝
方
に
不
利
に
な
る
一
方
だ
っ
た
…
。

歌川國
くによし

芳 筆「篠塚伊賀守重廣沖
之島に渡るの図」（大信寺所蔵）

世
田
山
城
の
陥
落
後
、
脱

出
し
た
篠
塚
伊
賀
守
は
因

島
・
沖

お
き
の
し
ま島

へ
と
渡
り
、
村

上
水
軍
の
助
力
で
瀬
戸
内

か
ら
関
東
へ
帰
還
す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
待
ち
受

け
て
い
た
の
は
、
す
で
に

足
利
勢
力
の
支
配
下
と

な
っ
た
世
で
あ
っ
た
…
。

岬城

愛媛県

広島県

今治市
伊賀山

瀬戸内海

尾道市

因島町

旧弓削町

上島町

旧魚島村

世田山城周辺の城

沖島（愛媛県旧魚島村、現上島町）

にある篠塚伊賀守の宝篋印塔（ほ

うきょういんとう）。その昔から篠

塚伊賀守の墓と伝えられています

（写真提供・岡田真幸さん）

茨城県神栖市にある碇石（いかりい

し）。篠塚伊賀守が、瀬戸内から村上

水軍の助力で関東に帰還したときに、

乗船していた船の碇だと伝えられてい

ます（写真提供・岡田真幸さん）

脇屋義助に従って四国今治へ

因島から沖島へ渡る

村上水軍の船で関東へ帰り、一鬼入道
と名を改める

隠岐島刈田の村上水軍本拠地へ

九州の地を訪ね、征西将軍のために戦う

いっきにゅうどう

義貞戦死後の篠塚伊賀守
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景
春
出
陣
す

義
貞
に
付
き
従
い
戦
場
を
駆
け
抜
け
る

忠
義
の
武
将
景
春
死
す

死
を
軽
ん
じ
て
名
を
重
ん
ず
る
を
義
と
す
る

殉じ

ゅ

ん

し死
し
た
夫
の
冥め

い

ふ

く福
を
祈
り
続
け
た
妙み

ょ

う

げ

ん

ほ

う

に

言
法
尼

谷中如意輪観音は、夫婦和合・安産・長寿・

福富をみちびき、病気や苦難を救うといわ

れています。町外からも数多くの参拝客が

訪れます。縁日は毎月 17 日、例祭は 1 月

17 日、8 月 17 日に行われ、ご開帳は午年（う

まどし）の 12 年ごと

中野藤内左衛門景春
鎌倉合戦以来、新田義貞に付き従い

数々の合戦を戦い駆け抜けた景春。

義貞のために戦い、そして死す…。

死よりも武士としての名誉を重んじた

忠義の臣であった。

Nakano Tounaizaemon Kageharu  ●なかのとうないざえもんかげはる新田義貞に
殉
じゅん

じた忠臣

神光寺の大カヤ 県指定天然記念物

南朝の総大将新田義貞が祭られている藤島神社

（福井県福井市）

新
田
義
貞
の
弟
。
新
田
庄
脇
屋
に
住
み
、
脇
屋

姓
を
称
す
る
。
義
貞
死
後
も
各
地
で
奮
戦
。

興
国
三
年
（
一
三
四
二
）、

懐か
ね
よ
し良

親
王
を
奉
じ
て
入
っ

た
伊
予
で
病
死
。

わ
き
や
よ
し
す
け

脇
屋
義
助

新
田
義
貞
死
後
も
各
地
で
奮
戦

妙言法尼の庵があったと

される押落（大字中野字

蛭沼）。ここから天目茶碗

（てんもくちゃわん）の破

片の一部が出土しました。

天目茶碗は中国伝来の茶

碗です

新田軍の脇屋義助と足利

軍の細川出羽守が合戦を

行った高木神社（現八幡

神社・福井県越前市）

谷中如意輪観音
●やなかにょいりんかんのん

脇屋義助石像　

（太田市脇屋の正法寺）
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天下の人
じ ん け つ

傑、武
ぶ り ゃ く

略の名将

細谷右馬助秀国
新田一族にして、太平記に「天下の人傑、武略の名将」

と謳
う た

われた知
ち ゆ う け ん び

勇兼備の武将、秀国。義貞戦死後、坪

谷の地に泉
せ ん ぷ く じ

福寺を建立して、新田氏一族一門、そし

て戦乱に散っていった者たちの冥
め い ふ く

福を祈り続けた…。

Hosoya Umanosuke Hidekuni ●ほそやうまのすけひでくに

合
戦
に
次つ

ぐ

合
戦

秀
国
、
常
に
そ
の
身
は
戦
場
に
あ
り

秀
国
故
国
に
帰
る

坪
谷
に
居
を
構
え
出
家
し
て
弘こ

う
り
ん林

と
称
す

秀国は新田一族一門、そして戦乱に

散っていった家臣たちの冥福を祈り続けた

秀国、坪谷の地に泉
せ ん ぷ く じ

福寺を建立する

五位堂のシラカシ 町指定天然記念物

泉福寺 （せんぷくじ）

籠
このみや

宮山観音院泉福寺は、秀国が坪谷の地に居を構え、
出家して「入道弘林」と称したときに建立した寺です。
山号の「籠宮」は、丹後国（京都府宮津市）元伊勢籠
宮神社から祭った「籠宮」の神号。院号の「観音」は
「聖観音像」で観音堂に安置され、寺

じ

号の「泉
せんぷく

福」は
秀国の家臣で戦乱に散った者たちや新田一族一門の
黄
こうせんじょうど

泉浄土の冥福を祈る
ために建てた寺という
意味です。明治維新後、
泉福寺は廃寺となり今
は跡を残すのみとなっ
てしまいました。 泉福寺跡（篠塚坪谷）

籠宮稲荷神社 （このみやいなりじんじゃ）

籠宮神社は、明治初年の神仏分離令のため泉福寺から
分離して坪谷・水立・大黒の共有となり、泉福寺稲荷
社とともに、独立した神社となりました。社号は籠宮
稲荷神社。現在の社殿は昭和 13年に新築されました。
奧殿には、籠宮神社と稲荷神社の小宮二座が安置され
ています。

現在の籠宮稲荷神社

（篠塚坪谷）

籠宮稲荷神社の奧殿には籠

宮神社と稲荷神社の二座が

安置されています。向って

左が籠宮神社

籠宮神社 （このみやじんじゃ）

籠宮神社は泉福寺の山号となり、寺の守護神でもあり
ました。泉福寺とともに南北朝時代から室町時代～江
戸時代を経て現在まで、坪谷・水立・大黒の地元守護
神として尊崇されてきました。

聖観音像 （しょうかんのんぞう）

泉福寺の院号と聖
しょうかんのん

観音像は、
江戸時代の宝

ほうれき

暦４年（1754）
には「西

さいごく

国移し両
りょうや

野三十三所
観音霊場」の第七番に指定さ
れました。

聖観音像

（篠塚坪谷）

（
御
詠
歌
）

か
ず
か
ず
の
あ
ら
れ

玉
ち
る
篠
塚
に
光
を
放
つ

影
も
頼た

の

も母
し

源義家

義国

新田義重

義兼

義房

政義

新田政氏

細谷国氏

秀氏

右馬助秀国

勝直

右馬助義重

義長

足利義康

尊氏

新田基氏

朝氏

義貞 脇屋義助

又四郎清房

細
谷
氏
系
図

新田庄細谷領にあった新田氏

ゆかりの冠稲荷神社

細谷館跡（篠塚坪谷）篠塚の

ほぼ中央部を南北に走る県道

足利赤岩線沿いに細谷館（右

馬助館）跡があります
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教科書の歴史だけを学ぶのではなく、自分の生まれ
育った郷土の歴史にも、ぜひ目を向けてほしいです

ほそや せいきち／大正12年4月生まれ。邑楽町篠塚出身。新田史研究会会長／昭和16年、

講道館・古武道場入門。同 18 年、学徒出陣東部 75 部隊（横須賀重砲隊）入隊。昭和 21

～ 46 年、群馬県立太田中学校・同高等学校教諭を経て、歴史研究の道へ。同 47 年 12 月

から広報おうらに執筆、現在も連載中。／昭和 60 年、上毛社会賞、同 61 年サントリー

地域文化賞、平成 16 年、日本広報協会賞を受賞。／主な著書は「中世の邑楽町」、「新田

義貞四天王篠塚伊賀守重広」、「町の歴史人物」、「古代の邑楽町付観音霊場」など多数。

細谷 清吉さん

歴 史 研 究 家

郷
土
の
歴
史
に
光
を
照
ら
す

生
ま
れ
育
っ
た
郷
土
の
歴
史
を
知
る

Ｐｒｏｆｉｌｅ

◀「新田義貞と篠塚伊賀守重広」（篠塚五郎右衛門家所蔵）

乱
世
を
駆
け
抜
け
た
英
雄
た
ち

そ
の
波は

ら

ん瀾
に
満
ち
た
物
語
は
、

今
も
、
こ
の
地
に
残
る
―
。

写真　神光寺の大カヤ

年
以
上
も
続
い

年
以
上
も
続
い

た
戦
乱
を
書
い
た
軍
記
書
物
。
今
回
の
取
材
を

た
戦
乱
を
書
い
た
軍
記
書
物
。
今
回
の
取
材
を

ふ
れ
、
少
し
だ
け
で
す
が
、
内
容
を
勉
強
す
る

ふ
れ
、
少
し
だ
け
で
す
が
、
内
容
を
勉
強
す
る

き
っ
か
け
を
得
ま
し
た
。今
ま
で
私
自
身
に
と
っ

き
っ
か
け
を
得
ま
し
た
。今
ま
で
私
自
身
に
と
っ

て
太
平
記
は
、と
て
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　太
平
記
。
鎌
倉
時
代
に
約
50
年
以
上
も
続
い

た
戦
乱
を
書
い
た
軍
記
書
物
。
今
回
の
取
材
を

終
え
て
、
日
本
を
代
表
す
る
軍
記
書
に
初
め
て

ふ
れ
、
少
し
だ
け
で
す
が
、
内
容
を
勉
強
す
る

き
っ
か
け
を
得
ま
し
た
。今
ま
で
私
自
身
に
と
っ

て
太
平
記
は
、と
て
も
遠
い
所
の
物
語
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
の
住
ん
で
い
る

こ
の
邑
楽
町
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
戦
乱
の
中
に

身
を
投
じ
た
武
将
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
、

と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

　ま
た
、
言
い
伝
え
と
と
も
に
見
学
し
た
ゆ
か

り
の
地
は
、
今
ま
で
何
気
な
く
見
て
い
た
町
の

寺
や
墓
地
、
神
社
の
見
方
を
一
変
さ
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
名
前
も
知
ら
な
か
っ
た
武
将
の
生
き

様
、
言
い
伝
え
も
知
ら
な
か
っ
た
各
所
の
史
跡
。

こ
の
取
材
を
始
め
る
ま
で
は
、
ま
っ
た
く
気
に

も
留
め
て
い
な
か
っ
た
風
景
。
何
も
考
え
ず
に

い
れ
ば
、
た
だ
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
も

の
で
し
た
が
、
取
材
を
進
め
て
い
く
に
つ
れ
て
、

同
じ
も
の
を
見
て
い
る
は
ず
な
の
に
当
時
の
時

代
を
想
像
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　短
期
間
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
邑
楽
町
の

歴
史
に
ふ
れ
る
き
っ
か
け
を
く
れ
た
こ
の
レ

ポ
ー
ト
は
大
変
興
味
深
く
、
そ
し
て
有
意
義
で

あ
り
ま
し
た
。
ま
だ
さ
わ
り
の
部
分
だ
け
し
か

勉
強
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
細
谷
先
生
の
本
な

ど
を
参
考
に
自
分
で
も
、
も
う
少
し
深
く
勉
強

し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　今
回
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
ほ
ん
の
き
っ
か
け
で

す
。
邑
楽
町
に
は
た
く
さ
ん
の
歴
史
が
あ
り
、

文
化
財
も
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
き
っ
か
け
と

し
て
、
自
宅
付
近
を
散
策
し
て
み
て
は
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
当
然
、
自
宅
付
近
で
す
か
ら

見
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
特
別
に
見

え
た
り
は
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
図

書
館
な
ど
で
調
べ
て
、
改
め
て
す
ご
い
も
の
だ

と
分
か
っ
た
と
き
、
再
び
同
じ
も
の
を
見
て
み

て
く
だ
さ
い
。
じ
っ
く
り
見
る
目
を
持
ち
、
そ

の
時
代
を
想
像
し
、
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

は
ず
で
す
。
過
去
の
邑
楽
町
を
、
そ
し
て
み
ん

な
で
大
切
に
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
、

誇
れ
る
町
の
歴
史
を
―
。街角

特
派
員
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松
雄
志
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そ
の
ほ
か
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
、
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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