
福
井
の
戦
国 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

発ほ
っ
し
ん心
寺じ

若狭武田氏 5 代元
もとみつ

光は、発
心寺を再興して隠居し天文
20（1551）年に没しました。
元光墓塔は宝

ぼうきょういんとう
篋印塔で、没

後直ちに造立されたものと
推定されます。若狭武田氏
歴代当主の墓塔中、埋蔵施
設として現存するものはこの
1 基のみです。

【住所】小浜市伏原４５−３
　　　 （ＪＲ小浜駅より徒歩 10 分）

武田元光墓塔

参考資料等
小浜市史編纂委員会編『小浜市史』通史編 上巻　小浜市
福井県立若狭歴史民俗資料館編『中世若狭を駆ける−若狭武田氏とその文化−』

小浜市教育委員会文化課執筆・協力

安あ

芸き

分ぶ
ん
ぐ
ん
し
ゅ
ご

郡
守
護
武た

け
だ田

信の
ぶ

栄ひ
で

は
、
永
享

12
（
１
４
４
０
）
年
に
足あ

し
か
が利

義よ
し
の
り教

の
命
を
受
け
、一い

っ
し
き色

義よ
し

貫つ
ら

を
討
ち
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
義
貫
の
所
領
若
狭
国
を
拝

領
し
て
若
狭
守
護
職
と
な
り
、
こ
こ
に
若

狭
武
田
氏
が
成
立
し
た
の
で
す
。

　

若
狭
守
護
職
は
初
代
信
栄
か
ら
８
代

元も
と
あ
き明

ま
で
続
き
ま
す
。
２
代
信の

ぶ
か
た賢

は
領
内

の
寺
社
領
等
の
荘
園
を
強
行
に
押
さ
え
、

若
狭
支
配
の
経
済
的
基
盤
を
築
き
上
げ
ま

し
た
。
ま
た
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
に

は
東
軍
の
将
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
な

お
、
４
代
元も

と
の
ぶ信

ま
で
は
西
津
に
守
護
館
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
５
代

元も
と
み
つ光

が
大
永
２
（
１
５
２
２
）
年
に
後
瀬

山
の
山
上
に
城
郭
を
築
き
、
併
せ
て
山
麓

に
館
を
建
設
し
ま
し
た
。

　

後
瀬
山
城
跡
は
、
若
狭
を
東
西
に
通
過

す
る
丹
後
街
道
を
足
下
に
お
き
、
小
浜

湊み
な
とを

眼
下
に
見
下
ろ
せ
る
場
所
に
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
経
済
的
に
も
軍
事
的
に
も

適
し
た
場
所
に
城
館
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
り
、
長
年
争
っ
て
い
る
丹
後
一
色
氏
の

残
党
が
小
浜
に
入
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
と

と
も
に
、
日
本
海
交
易
の
主
要
港
と
な
っ

て
い
た
小
浜
湊
の
経
済
力
を
掌
握
す
る
意

図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
若
狭
武
田
氏
は
代
々
文
芸
に
も

力
を
入
れ
、
和
歌
・
連
歌
・
蹴
鞠
な
ど
を

嗜
み
、
三さ

ん
じ
ょ
う条

西に
し
さ
ね実

隆た
か

な
ど
当
代
一
流
の
文

化
人
と
交
流
を
持
ち
ま
し
た
。
後
瀬
山
城

跡
に
は
発
掘
調
査
に
よ
り
、
山
上
に
築
山

遺
構
や
建
物
跡
が
あ
り
、
茶
器
な
ど
も
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
こ
う
い
う
庭
園

遺
構
は
全
国
的
に
も
他
に
３
例
し
か
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
文
化
的
素
養
の

高
か
っ
た
若
狭
武
田
氏
ら
し
い
も
の
と
い

え
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
永
７
（
１
５
２
７
）
年
の

京
都
桂
川
の
合
戦
で
、
５
代
元
光
の
軍
は

大
敗
北
を
喫
し
、
こ
の
混
乱
に
乗
じ
た
丹

後
海
賊
が
若
狭
を
襲
撃
。
こ
れ
に
よ
り
若

狭
武
田
氏
は
衰
退
の
途
を
進
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
の
信の

ぶ
と
よ豊

、
義よ

し
む
ね統

、
元
明

も
情
勢
を
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
永

禄
11
（
１
５
６
８
）
年
、
朝あ

さ
く
ら倉

義よ
し
か
げ景

の
軍

勢
が
若
狭
へ
侵
攻
し
、
後
瀬
山
城
を
攻
撃

し
た
際
に
元
明
は
越
前
へ
連
れ
て
い
か
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

天
正
元
（
１
５
７
３
）
年
、
丹に

わ羽
長な

が
ひ
で秀

が
若
狭
を
領
す
る
こ
と
と
な
り
、
天
正

９
（
１
５
８
１
）
年
に
は
織
田
信
長
か
ら

逸へ
ん
み見

氏
の
旧
領
の
内
３
千
石
を
あ
て
が
わ

れ
、
若
狭
武
田
氏
は
辛
う
じ
て
そ
の
名
望

を
保
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
正
10

（
１
５
８
２
）
年
、
本
能
寺
の
変
が
起
こ

り
、
山
崎
の
合
戦
に
勝
利
し
た
羽は

し
ば柴

秀ひ
で
よ
し吉

に
よ
っ
て
光
秀
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
元
明

は
明あ

け
ち智

光み
つ
ひ
で秀

に
同
心
し
た
と
い
う
こ
と
で

近
江
海
津
に
呼
び
出
さ
れ
、
長
秀
に
よ
っ

て
切
腹
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
栄
華
を
誇
っ
た

若
狭
武
田
氏
は
滅
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
す
。

中
世
の
若
狭
を

治
め
た
守
護
職

武
田
氏
の
盛
衰　

後瀬山遠景
（小浜市教育委員会提供）

後瀬山城跡　
築山遺構

（小浜市教育委員会提供）　

後瀬山城跡
出土遺物（茶器）

（小浜市教育委員会蔵）　

武田元光肖像
（発心寺蔵）
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