
福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

無
病
息
災
を
祈
る
・

す
り
ば
ち
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い
と

（
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【住所】鯖江市長泉寺町 2 丁目 7-7（福井鉄道西山公園駅から徒歩７分）

今も地名に名が残る長泉寺は 36 坊に七
しちどうがらん

堂伽藍を有した大寺
院でした。戦国期は多くの僧兵が居住しましたが、戦火で灰

かいじん
燼

に帰しました。現在は中道院のみが残り、毎年 2 月 20 日と 3
月 2 日に元三大師堂で「すりばちやいと」が行われます。

すりばちやいと
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鯖
江
市
長ち

ょ
う
せ
ん
じ

泉
寺
町
を
抜
け
る
旧
北
陸

道
の
西
側
、「
歯は

塚づ
か

大だ
い
ご
ん
げ
ん

権
現
」
と

呼
ば
れ
る
小
さ
な
お
堂
の
傍
ら
に
、
一
向

一
揆
衆
と
の
争
い
に
敗
れ
て
討
死
し
た
富

田
長
繁
（
長な

が
ひ
で秀

）
の
墓
碑
（
鯖
江
市
指
定

文
化
財
）
が
あ
り
ま
す
。
長
繁
の
生
き
た

時
代
、
越
前
は
朝
倉
氏
が
治
め
て
い
ま
し

た
が
、
浄
土
真
宗
の
本
願
寺
派
と
三
門
徒

派
の
対
立
が
激
化
し
、
ま
た
、
天
下
統
一

を
目
論
む
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

の
越
前
侵
攻
も
迫

り
、
不
穏
な
様
相
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

　

長
繁
は
当
初
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

に
仕
え
る
武

将
で
し
た
が
、
織
田
軍
に
よ
る
越
前
侵
攻

が
始
ま
る
と
、
朝
倉
氏
に
反
旗
を
ひ
る
が

え
し
て
信
長
に
寝
返
り
ま
す
。
天
正
元

（
１
５
７
３
）
年
に
朝
倉
氏
が
滅
亡
し
た

後
、
長
繁
は
府
中
領
主
に
任
じ
ら
れ
て
龍り

ゅ
う

門も
ん

寺じ

城
に
居
住
し
、
伊
勢
長
島
の
一
向
一

揆
の
戦
い
な
ど
で
功
名
を
挙
げ
ま
し
た

が
、
同
じ
く
朝
倉
氏
旧
臣
で
あ
り
な
が
ら

越
前
国
守
護
代
に
任
じ
ら
れ
た
桂か

つ
ら
だ田

長な
が
と
し俊

と
の
処
遇
の
差
に
不
満
を
持
ち
、
対
立
を

深
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
長
繁
は
長
俊
の
苛
政
に
苦
し

む
百
姓
を
煽
動
し
て
土
一
揆
を
起
こ
し
、

つ
い
に
は
長
俊
が
居
住
す
る
一
乗
谷
を
攻

め
落
と
す
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。し
か
し
、

長
繁
は
次
第
に
一
揆
衆
と
も
対
立
し
、
一

揆
衆
は
加
賀
一
向
宗
と
結
び
つ
い
て
越
前

一
向
一
揆
に
発
展
し
ま
し
た
。
天
正
２

（
１
５
７
４
）
年
２
月
、
長
繁
は
一
向
一

揆
と
対
立
す
る
浄
土
真
宗
三
門
徒
派
を
味

方
に
付
け
、長
泉
寺
周
辺
で
激
突
し
ま
す
。

し
か
し
、
休
む
間
も
な
く
無
理
な
戦
を
仕

掛
け
る
長
繁
に
対
し
不
満
を
抱
く
者
が
出

始
め
、
つ
い
に
は
味
方
に
後
方
か
ら
鉄
砲

で
撃
た
れ
、
24
歳
の
若
さ
で
生
涯
を
閉
じ

た
の
で
す
。

　

長
繁
の
御
霊
は
、
中
道
院
の
秀し

ゅ
う

運う
ん
ほ
う
い
ん

法
印

に
よ
っ
て
弔
わ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、
進

撃
を
続
け
る
一
向
一
揆
は
、
朝
倉
氏
旧
臣

の
武
士
を
滅
ぼ
し
、
神
社
仏
閣
や
三
門
徒

寺
院
を
焼
き
、
他
派
の
寺
院
に
改
宗
を

迫
っ
て
越
前
を
制
圧
し
ま
し
た
。

　

信
長
の
越
前
侵
攻
と
一
向
一
揆
の
攻
撃

に
よ
り
、
長
泉
寺
の
ほ
と
ん
ど
の
坊
舎
は

焼
亡
し
、
多
く
の
僧
侶
や
住
民
た
ち
は
離

散
し
ま
し
た
が
、
村
人
た
ち
は
焼
け
残
っ

た
仏
書
・
経
典
を
集
め
て
土
中
に
埋
め
、

経
塚
を
作
っ
て
納
め
ま
し
た
。
江
戸
時
代

初
期
の
慶
安
年
間
に
、
歯
痛
に
悩
む
村
人

が
こ
の
経
塚
に
箸
を
供
え
回
復
を
祈
願
し

た
と
こ
ろ
、
歯
痛
が
治
る
と
い
う
不
思
議

が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
神
妙
に
感
じ
入
っ

た
村
人
た
ち
は
、
こ
の
歯
（
箸
）
塚
に
小

堂
を
建
て
て
「
歯
塚
大
権
現
」
と
称
し
、

現
在
に
至
る
ま
で
大
切
に
守
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
こ
の
お
堂
の
傍

ら
に
は
、
長
繁
の
墓
碑
が
建
立
さ
れ
、
戦

乱
の
世
を
偲
ぶ
目
印
と
な
っ
た
の
で
す
。

朝
倉
・
信の

ぶ

な

が長
・
一い

っ

向こ

う

一い

っ

揆き

を

敵
に
回
し
、
乱
世
に
散
っ
た

富と

だ田
長な

が

し

げ繁　
富田長繁墓碑

長泉寺 36 坊のうち唯一現存する中道院
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