
福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

英え
い
り
ん
づ
か

林
塚

朝
あさくらたかかげ

倉孝景の墓。「英林」という名は、孝景が出家し
た時の名です。この塚は、越前に危機が迫ると鳴動
すると伝わっています。

【住所】福井市城戸ノ内町 （一乗谷朝倉氏遺跡の唐門から徒歩５分）

（画像提供：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）
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戦
国
時
代
へ
の
転
換
点
と
な
っ
た
応

仁
の
乱
。
そ
の
大
乱
で
最
も
恐
れ

ら
れ
、
こ
れ
を
機
に
戦
国
大
名
と
し
て
名

を
あ
げ
た
の
が
朝
倉
孝
景
で
す
。

　

孝
景
は
、
正
長
元
（
１
４
２
８
）
年
、

越
前
の
守
護
（
軍
事
指
揮
官
、
行
政
官
）

で
あ
っ
た
斯し

ば波
氏
の
家
臣
で
あ
る
朝あ

さ
く
ら倉

家い
え

景か
げ

の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。
孝
景
は
幼

い
頃
か
ら
才
知
に
優
れ
、
あ
る
時
、
都
大

路
を
進
ん
で
い
た
将
軍
足あ

し
か
が利

義よ
し
の
り教

が
、
道

端
に
い
た
幼
少
の
孝
景
を
一
目
見
て
“
ま

さ
に
英
傑
の
相
”
と
感
嘆
し
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
（『
月
舟
和
尚
語
録
』）。

　

応
仁
元
（
１
４
６
７
）
年
、
守
護
の

細ほ
そ
か
わ川

勝か
つ
も
と元

と
山や

ま
な名

宗そ
う
ぜ
ん全

の
二
大
勢
力
が
衝

突
。
こ
れ
に
、
斯
波
氏
の
内
紛
や
将
軍
家

の
跡
目
争
い
な
ど
が
か
ら
み
、
世
に
言
う

応
仁
の
乱
が
始
ま
り
ま
す
。
細
川
方
は
東

軍
、
山
名
方
は
西
軍
と
呼
ば
れ
、
孝
景
は

斯し

ば波
義よ

し

廉か
ど

の
家
臣
と
し
て
西
軍
に
属
し
ま

し
た
。
孝
景
は
、
京
都
で
の
御
霊
合
戦
や

相
国
寺
の
戦
い
な
ど
に
参
戦
し
目
覚
ま
し

い
活
躍
を
見
せ
ま
す
。
武た

け
だ田

信の
ぶ

賢か
た

の
軍
勢

を
襲
撃
し
た
際
に
は
、
討
ち
取
っ
た
24
の

首
の
前
で
宴
会
を
開
き
「
こ
の
首
は
山
名

宗
全
に
見
せ
る
た
め
置
い
た
も
の
だ
」
と

語
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
豪
胆
さ
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
足あ

し
か
が利

義よ
し
ま
さ政

が
西
軍
の
追

討
令
を
出
し
た
際
に
は
、
義
廉
の
降
伏
条

件
と
し
て
孝
景
の
首
を
要
求
す
る
ほ
ど
、

孝
景
は
東
軍
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
存
在
で

し
た
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』）。

　

こ
う
し
た
中
、
幕
府
の
伊い

せ勢
貞さ

だ

親ち
か

ら
に

よ
る
孝
景
の
東
軍
へ
の
勧
誘
工
作
が
な
さ

れ
ま
す
。
文
明
３
（
１
４
７
１
）
年
５
月
、

孝
景
へ
「
越
前
国
守
護
職
の
こ
と
は
孝
景

の
希
望
ど
お
り
に
す
る
」
と
記
さ
れ
た
御

内
書
と
「
御ご

は
ん判

（
守
護
職
補
任
状
）
が
発

給
さ
れ
る
よ
う
取
り
計
ら
う
」
と
い
う
細

川
勝
元
の
書
状
が
届
き
ま
す
。
こ
の
御
内

書
の
発
給
に
よ
り
孝
景
は
寝
返
り
を
決

断
。
翌
月
、
孝
景
の
嫡
子
朝あ

さ
く
ら倉

氏う
じ
か
げ景

の
東

軍
へ
の
寝
返
り
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ

に
呼
応
し
て
孝
景
は
越
前
国
へ
出
陣
し
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
御
判
は
発
給
さ
れ
ず
、
孝

景
は
非
常
に
弱
い
立
場
で
の
合
戦
を
強
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
守
護
で
は
な
く
国
司
と
称
し
て
戦
っ

た
と
さ
れ
る
甲か

い斐
勢
と
の
戦
い
に
は
敗
北

し
ま
す
。
し
か
し
、
体
制
を
立
て
直
し
、

府
中
攻
略
で
勝
利
を
収
め
、
そ
の
後
も
各

地
で
戦
を
繰
り
広
げ
勢
力
を
拡
大
。
文
明

７
（
１
４
７
５
）
年
、
つ
い
に
越
前
平
定

を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。逆
境
に
立
た
さ
れ
、

敗
戦
の
苦
汁
を
な
め
な
が
ら
も
、
最
後
に

は
自
ら
の
力
で
越
前
支
配
の
正
当
性
を
獲

得
し
た
の
で
す
。

　

下
克
上
の
先
駆
者
と
も
い
わ
れ
る
朝
倉

孝
景
。
越
前
国
の
掌
握
を
進
め
、
一
乗
谷

に
城
を
構
え
る
な
ど
、
国
主
と
し
て
の
施

策
の
積
み
重
ね
が
そ
の
礎
を
築
い
て
い
っ

た
の
で
す
。
そ
の
心
構
え
は
『
朝
倉
孝
景

条
々
』
と
し
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

朝
倉
氏
1
0
3
年
の

越
前
支
配
の
礎
を
築
い
た

朝あ

さ

く

ら倉
孝た

か

か

げ景

朝倉孝景肖像（心月寺蔵）

『朝倉孝景条々』（明治大学図書館蔵）
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