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矢
板
の
お
城
め
ぐ
り

・
・
・
・
・

⑥

塩谷氏の家臣、渡辺

信濃守の居城で、城域は
しなののかみ

旧長井小学校一帯の約6

ヘクタールにも及ぶと伝

わる。天正17（1589）年

10月1日、那須方に攻め

られ信濃守は討死。

堀之内城（矢板市長井）
天文18（1549）年頃、

山田筑後守辰業の築城と
ちくごのかみ たつなり

伝わる。丘陵地の最高地

に南北に長い本丸跡（約

50×90ｍ）が、そして、

三の丸跡の中心部に井戸

跡が確認されている。

山田城（矢板市山田）

伯耆祢大権現縁起によ
　 ほ う き ね だ い ご ん げ ん え ん ぎ 　 　

ると、朝業以前にこの地

方を統治していた塩谷

惟頼（前期塩谷氏）が居
これより

城していたと伝わる。

館ノ川城（矢板市館ノ川）

戦国時代に塩谷安芸守
あきのかみ

によって築城と伝わる。

東西に約300ｍ、南北に

約150ｍの規模を持つ。

内川と江川が外堀の役目

を果たしていた。

岡城（矢板市片岡）

15世紀後半に喜連川塩

谷氏によって築城。後に

なって、小幡孫七が城代
おばたまごしち

として居城したと伝わる。

現在は、山頂に本丸跡の

一部を残すのみである。

乙畑城（矢板市乙畑）

塩谷氏の家臣、矢板

周防守長則の居城と伝わ
すおうのかみ

る。永禄元年（1558）、

長尾景虎の多功城攻めの
か げ と ら

際に参戦し、討死。

矢板城（矢板市本町）

最終回の今回は、６つの城をまとめて紹介します。

自
然
の
恵
み

花
よ
り
団
子
の
私
、
美
し
い
物
を
見

る
の
も
好
き
だ
が
、
お
い
し
い
も
の
を

舌
で
味
わ
う
方
が
も
っ
と
好
き
。
そ
ん

な
わ
け
で
、
十
五
年
程
前
か
ら
、
百
五

〇
坪
ほ
ど
の
畑
で
野
菜
作
り
（
農
家
の

方
か
ら
見
た
ら
、
お
ま
ま
ご
と
の
よ
う

な
）
を
し
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
野
菜
の
種
を
買
っ
て
く

る
が
、
種
の
生
産
地
は
、
イ
タ
リ
ア
、

台
湾
、
中
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
韓

国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
私
が
行
っ
た
こ

と
の
な
い
国
ば
か
り
。
ど
ん
な
と
こ
ろ

で
、
ど
ん
な
人
た
ち
に
育
て
ら
れ
、
収

穫
さ
れ
た
の
か
。
も
し
種
が
言
葉
を
話

せ
た
ら
、
大
昔
は
河
原
だ
っ
た
と
言
う

石
こ
ろ
だ
ら
け
の
我
が
畑
に
蒔
か
れ
る

の
は
イ
ヤ
ダ
と
泣
く
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
国
産
の
種
も
有
る
し
、

イ
ン
ゲ
ン
豆
、
落
花
生
は
昔
か
ら
代
々

作
ら
れ
て
き
た
種
を
分
け
て
も
ら
っ
た

も
の
だ
。
畑
に
は
種
か
ら
育
て
た
カ
ボ

チ
ャ
や
キ
ュ
ウ
リ
、
苗
で
買
っ
た
か
ん

ぴ
ょ
う
、
い
ろ
い
ろ
な
夏
野
菜
や
小
豆
、

さ
さ
げ
、
黒
豆
。
大
好
き
な
と
う
も
ろ

こ
し
は
虫
（
か
め
む
し
や
蛾
の
幼
虫
）

も
大
好
き
だ
。

家
族
が
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う

に
、
作
っ
て
い
る
野
菜
は
一
〇
〇%

無

農
薬
。
虫
退
治
は
私
の
両
手
指
と
蛙
さ

ん
や
あ
ぶ
ら
む
し
を
食
べ
て
く
れ
る
蜂

さ
ん
が
担
当
し
て
い
る
が
、
多
勢
に
無

勢
で
、
毎
年
虫
食
い
豆
が
圧
倒
的
に
多

い
。
し
か
し
、
一
粒
の
種
が
太
陽
や
雨

や
土
や
目
に
見
え
な
い
微
生
物
な
ど
の

自
然
の
恵
み
に
よ
っ
て
実
る
こ
と
を
、

お
ま
ま
ご
と
の
よ
う
な
野
菜
作
り
で
も

十
分
に
感
じ
て
い
る
。

（
Ｍ
・
Ｋ
）

（編集後記）「やいた応援かわら版」と銘打ち、お届
けして早一年となるのですね。地域密着型で、老若男
女の方々にお話や写真、アドバイスをいただき、感謝
です。もっともっと埋もれた宝物、堀り出したいです
ね。皆様のご一報をお待ちしております。（Ｍ・Ｗ）

山
は
引
き
返
す
勇
気
を
教
え

く
れ
た
、
人
生
も

私
は
、
退
職
し
て
か
ら
山
登
り

を
始
め
た
。
矢
板
市
か
ら
見
え
る

釈
迦
ケ
岳
を
は
じ
め
、
男
体
、
女

峰
、
赤
薙
の
日
光
連
山
、
日
留
賀

岳
、
茶
臼
岳
な
ど
を
何
度
も
登
る

こ
と
が
で
き
た
。
燧
ケ
岳
や
鳥
海

山
な
ど
東
北
の
山
々
も
。

今
で
も
覚
え
て
い
る
こ
と
は
、

最
初
の
こ
ろ
、
八
海
山
神
社
ま
で

登
ろ
う
と
計
画
し
、
登
り
始
め
た

と
こ
ろ
、
突
然
霧
が
出
始
め
、
あ

っ
と
い
う
間
に
登
山
道
が
見
え
な

く
な
っ
た
。
時
間
の
か
か
る
行
程

で
は
な
い
の
で
無
理
す
れ
ば
行
け

な
い
こ
と
は
な
い
と
の
気
持
ち
が

強
か
っ
た
が
、
登
っ
た
経
験
が
な

く
「
危
険
を
感
じ
る
と
き
、
山
は

引
き
返
す
勇
気
が
必
要
で
あ
る
。

登
山
で
大
事
な
こ
と
は
、
登
り
三

分
の
一
、
下
り
三
分
の
一
、
帰
宅

ま
で
三
分
の
一
の
体
力
、
気
力
が

必
要
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
思
い

出
し
、
引
き
返
す
こ
と
に
し
た
。

晴
れ
て
い
て
も
風
の
強
い
と
き
、

天
候
の
悪
化
が
予
想
さ
れ
た
と
き
、

寒
さ
が
厳
し
い
と
き
、
時
間
が
か

か
り
す
ぎ
る
と
き
な
ど
、
何
度
も

途
中
で
引
き
返
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
登
山
す
る
場
合
、
最
も
大

事
な
こ
と
は
登
山
計
画
書
が
必
要

で
あ
る
こ
と
も
。
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
人
生
も
、
そ
の
繰
り
返
し
で

は
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
思
う
と
、
那
須
の
雪
崩

の
事
故
は
ど
の
よ
う
な
判
断
を
し

た
の
か
、
大
き
な
疑
問
が
残
る
。

少
し
で
も
山
を
経
験
し
た
者
に
と

っ
て
、
や
り
切
れ
な
い
思
い
だ
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
二
度
と
起

こ
し
て
は
な
ら
な
い
。（
Ｔ
・
Ｈ
）

記者の独り言


