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今
年
は
、三
方
ヶ
原
の
戦
い
か

ら
四
五
〇
年
に
な
り
ま
す
。

三
方
ヶ
原
の
戦
い
は
、元げ

ん
き亀
三
年

十
二
月
二
十
二
日
、三
方
ヶ
原
に

お
い
て
、徳
川
家
康
軍
と
武
田
信

玄
軍
が
対
決
し
た
戦
い
で
す
。

　

浜
松
市
内
に
は
、家
康
や
三

方
ヶ
原
の
戦
い
に
ま
つ
わ
る
伝

承
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
一
つ
が「
酒
井
の
太
鼓
」で
す
。

　

三
方
ヶ
原
の
戦
い
で
敗
れ
た

家
康
軍
が
浜
松
城
へ
帰
り
ま
す

が
、追
っ
て
き
た
武
田
軍
に
よ
っ

て
城
が
囲
ま
れ
ま
す
。し
か
し
、

浜
松
城
の
城
門
は
開
か
れ
た
ま

ま
、篝か

が
り
び火
が
焚た

か
れ
、そ
こ
へ
酒

井
忠た

だ
つ
ぐ次
が
城
の
櫓や

ぐ
ら
の
太
鼓
を
打

ち
鳴
ら
し
た
た
め
、武
田
軍
は
な

に
か
あ
る
と
思
い
、引
き
上
げ
て

い
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
伝
承
は
、講
談
の
中
で

は
、軍
記
物
の『
三
方
ヶ
原
軍
記
』

で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。講
談
師
に

と
っ
て
必
要
な
、語
る
、話
す
、読

む
、謡う

た

う
な
ど
の
調
子
を
学
び
、

お
腹
か
ら
声
を
出
し
、正
し
い
発

声
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
演

目
で
あ
る
た
め
、ほ
と
ん
ど
の
講

談
師
が
最
初
に
覚
え
ま
す
。

　
ま
た
、歌
舞
伎
の
演
目
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
、錦
絵
に
も
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　

八
月
一
日
か
ら
博
物
館
で
展

示
す
る
組
上
灯
籠
も
明
治
期
に

「
酒
井
の
太
鼓
」を
題
材
に
描
か

れ
た
錦
絵
の
玩
具
で
す
。

　
組
上
灯
籠
と
は
、描
か
れ
た
人

物
や
家
屋
な
ど
を
切
り
抜
い
て
、

の
り
で
貼
り
合
わ
せ
て
芝
居
の

舞
台
な
ど
を
組
み
立
て
て
遊
ぶ
、

今
で
い
う
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

の
よ
う
な
も
の
で
す
。扱
う
題
材

は
芝
居
の
演
目
が
多
く
、人
物
や

建
物
が
一
枚
の
紙
に
無
駄
な
く

描
か
れ
、そ
れ
ら
を
切
り
抜
き
組

み
立
て
る
と
、当
時
の
舞
台
が
立

体
的
に
再
現
さ
れ
ま
す
。

　

三
方
ヶ
原
の
戦
い
に
ま
つ
わ

る
伝
承
と
い
え
ば
、市
の
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

第
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話

伝
承
に
見
る
三
方
ヶ
原
の
戦
い

連
載

は
ま
ま
つ
文
化
財
の
散
歩
道

は
ま
ま
つ
文
化
財
の
散
歩
道

▲「濱
はままつじょうやぐらさかい

松城櫓酒井の太
たいこうちばくみあ

鼓打場組上ゲ五
ごまいつづき

枚續」のうち1枚
浜松市美術館所蔵

遠
州
大
念
仏
も
そ
の
一
つ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。遠
州
大
念
仏

は
、三
方
ヶ
原
の
戦
い
で
戦
死
し

た
徳
川・武
田
両
軍
の
霊
を
慰
め

る
た
め
、三
河
の
念
仏
僧
宗
円
を

招
い
て
、犀
ヶ
崖
で
供
養
を
し
た

の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

三
方
ヶ
原
の
戦
い
に
つ
い
て

直
接
示
す
資
料
は
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。し
か
し
、今
回
紹
介
し
た

よ
う
な
伝
承
に
ま
つ
わ
る
芸
能

や
資
料
か
ら
は
、後
世
の
人
々
が

三
方
ヶ
原
の
戦
い
に
つ
い
て
、ど

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
た
か
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
文：浜
松
市
文
化
財
課
）

▲組上灯籠  櫓復元

8月1日㈪～9月4日㈰まで開催
スポット展示―三方ヶ原の戦い450年―

「酒井の太鼓と組上灯籠」

博物館

詳細は博物館ホームページに掲載しています。
P.22「知っトク情報」にも掲載しています


