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三
方
ヶ
原
の
戦
い
と
い
う
名
前

や
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
人
は
多
い
と
思
い

ま
す
が
、そ
の
こ
ろ
の
歴
史
が
分

か
る
文
化
財
に
つ
い
て
は
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。

　
東
区
天
龍
川
町
の
妙
恩
寺
に
は

武
田
家
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
禁き

ん
ぜ
い制

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
禁
制
は
元げ
ん
き亀
三
年（一
五
七
二
）

十
一
月
一
日
に
妙
音（
恩
）寺
に
出

さ
れ
た
も
の
で
、浜
松
市
の
指
定

文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の

禁
制
に
は
、武
田
家
の
軍
勢
が
妙

恩
寺
に
お
い
て
、濫ら

ん
ぼ
う妨
狼ろ
う
ぜ
き藉
を
す

る
こ
と
を
禁
止
し
、も
し
そ
れ
に

背
い
た
場
合
厳
し
く
処
罰
す
る
と

い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。寺
社
な

ど
は
軍
隊
が
通
過
す
る
際
の
略
奪

を
恐
れ
て
、そ
の
軍
隊
を
率
い
る
大
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三
方
ヶ
原
の
戦
い
を
め
ぐ
る
文
化
財

連
載

名
に
こ
の
よ
う
な
禁
制
を
出
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

　
禁
制
の
右
上
部
に
は
武
田
家
の

竜
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、武

田
家
が
出
し
た
禁
制
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。こ
の
禁
制
は
三

方
ヶ
原
の
戦
い
に
至
る
武
田
軍
の

進
軍
ル
ー
ト
が
分
か
る
も
の
で
あ

り
、当
時
の
戦
い
に
至
る
緊
張
感

を
伝
え
る
文
化
財
で
す
。

　
こ
の
武
田
家
の
禁
制
の
よ
う
に

三
方
ヶ
原
の
戦
い
の
こ
ろ
に
作
成

さ
れ
た
古
文
書
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、三
方
ヶ
原
の
戦
い
に
ま

つ
わ
る
由ゆ

い
し
ょ
が
き

緒
書
は
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
す
。由
緒
書
は
、自
ら
の
家
や

集
団
の
歴
史
を
主
張
す
る
た
め
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
、徳
川
家
康

と
の
つ
な
が
り
を
主
張
し
て
い
る

も
の
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。由
緒

書
が
作
成
さ
れ
た
の
は
三
方
ヶ
原

の
戦
い
よ
り
後
の
江
戸
時
代
で

す
。由
緒
書
を
通
し
て
、江
戸
時
代

に
生
き
た
人
々
が
自
ら
の
家
や
集

団
の
歴
史
を
徳
川
家
康
と
な
ぜ
結

び
つ
け
る
の
か
、そ
し
て
ど
う
結

び
つ
け
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
武
田
家
禁
制
の
よ
う
な
三
方
ヶ

原
の
戦
い
当
時
の
古
文
書
と
後
世

の
由
緒
書
か
ら
、三
方
ヶ
原
の
戦

い
と
そ
の
後
の
四
五
〇
年
の
間
の

歴
史
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
（
文：浜
松
市
文
化
財
課
）
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博物館特別展博物館特別展
「三方ヶ原の戦いと家康伝承」 開催中「三方ヶ原の戦いと家康伝承」 開催中

三方ヶ原の戦いから450年を迎えること三方ヶ原の戦いから450年を迎えること
から、この戦いに焦点をあてた特別展をから、この戦いに焦点をあてた特別展を
12月4日12月4日㈰㈰まで開催しています。まで開催しています。

浜松市博物館

▲武田家の出した禁制（妙恩寺蔵）

▲現在の妙恩寺


