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関係する事柄の解説＜STAGE2用＞ 

1.戦国
せんごく

時代
じ だ い

から江戸
え ど

初期
し ょ き

の頃
ころ

の小牧 

小牧は、15世紀には清須
き よ す

を中心とする尾張
お わ り

の交通
こうつう

の大切な場所でした。 

1563年、織田
お だ

信長
のぶなが

は美濃
み の

を攻めるための拠点
きょてん

として小牧山に城を作り、山の南に城下町
じょうかまち

を作り

ました。1567年に信長は稲葉
い な ば

山
やま

城
じょう

（岐阜城）に移
うつ

りましたが、町はそのまま存続
そんぞく

しました。 

1584年、豊臣
とよとみ

秀吉
ひでよし

と徳川
とくがわ

家康
いえやす

との対立
たいりつ

から「小牧
こ ま き

・長久手
な が く て

の戦
たたか

い」がありました。このとき、

家康は小牧
こ ま き

山
やま

城
じょう

を改修
かいしゅう

して使用
し よ う

し、秀吉は犬山
いぬやま

城
じょう

に入りました。戦いは、小牧山城と岩崎山
いわさきやま

砦
とりで

との対立などの布陣
ふ じ ん

から始まり、長久手地域
ち い き

での戦闘
せんとう

へと展開
てんかい

していきました。 

1623年、木曽
き そ

の山林
さんりん

を持っていた尾張
お わ り

藩
はん

は街道
かいどう

を整備
せ い び

し、小牧山のふもとにあった町を現在の

市街地
し が い ち

（当時は原野
げ ん や

だった）に移して新たな宿駅
しゅくえき

を作ることにしました。この移転
い て ん

には約 10年

かかり、ここに「小牧
こ ま き

宿
じゅく

」が誕生
たんじょう

しました。 

2.小牧
こ ま き

宿
じゅく

 

小牧宿は木曽
き そ

街道（上
うえ

街道
かいどう

）に沿
そ

って町並
ま ち な

みが作られました。街道は現在
げんざい

の上街道商店街
しょうてんがい

から

入って突
つ

き当たりの戒蔵院
かいぞういん

を東に行き、ラピオ西の交差点
こうさてん

を曲がって北に向かっていました。 

3.連歌
れ ん が

 

和歌
わ か

から発展
はってん

した伝統的
でんとうてき

な詩歌
し い か

の形式
けいしき

で、多人数
たにんずう

による連作
れんさく

を基本
き ほ ん

とします。室町時代から江

戸時代初期には盛
さか

んに歌会
うたかい

が行なわれました。１つの句を五七五または七七とし、１人が１句ず

つ前の句につなげて詠
よ

み、百句をもって１つの作品（これを「百
ひゃく

韻
いん

」と言う）とするのが一般的
いっぱんてき

でした。
 

 

4.里村
さとむら

紹巴
じょうは

 

戦国時代の連歌師
れ ん が し

で、多
おお

くの久家
く げ

や武将
ぶしょう

との交流
こうりゅう

がありました。伝説によれば、小牧山城築城
ちくじょう

の折
おり

、織田
お だ

信長
のぶなが

が里村紹巴を呼んで祝儀
しゅうぎ

の歌百
ひゃく

韻
いん

を催
もよお

したとあります。信長から発句
ほ っ く

を求
もと

めら

れた紹巴が「あさ戸あけの麓
ふもと

は柳
やなぎ

さくら哉
かな

」と詠
よ

んだところ、信長は「新
あたら

しい城の竣工
しゅんこう

に”

あける”というのは不吉
ふ き つ

だ」と機嫌
き げ ん

を悪
わる

くしてなじったそうです。 

 このとき紹巴が泊
と

まったとされる玉林寺
ぎょくりんじ

の山門の前
まえ

には、「居士紹巴之塔」があります。 

5.駒止
こまどめ

庭園
ていえん

 

小牧駅の西にある庭園です。「小牧
こ ま き

・長久手
な が く て

の戦
たたか

い」のとき、本多忠勝がこの付近にあった松

の老木
ろうぼく

に馬をつないだことから、この名前
な ま え

がついたと伝わります。 

6.本
ほん

多
だ

忠勝
ただかつ

 

徳川四天王
してんのう

に数えられる戦国
せんごく

武将
ぶしょう

です。槍
やり

の名手
めいしゅ

として有名
ゆうめい

で、「蜻蛉
と ん ぼ

切り」という銘
めい

の槍を愛用
あいよう

していました。
 

 



7.古田
ふ る た

織部
お り べ

 

信長・秀吉・家康に仕
つか

えた戦国
せんごく

武将
ぶしょう

の古田
ふ る た

重然
しげなり

のことです。茶道
さ ど う

・造園
ぞうえん

などに力を発揮
は っ き

し、「織部
お り べ

好
この

み」と呼ばれる一大ブームを起
お

こしました。 

8. 篠
しの

岡
おか

古窯
こ よ う

跡
せき

群
ぐん

 

篠岡地区
ち く

では、7世紀から 12世紀にかけての窯跡
かまあと

が密集
みっしゅう

して発見
はっけん

されており、当時
と う じ

の尾張地

方の中心
ちゅうしん

産地
さ ん ち

でした。桃
とう

花台
か だ い

中央
ちゅうおう

公園
こうえん

には、古窯
こ よ う

の１つ（47号窯）が移設
い せ つ

保存
ほ ぞ ん

されており、常時
じょうじ

見学
けんがく

することができます。
 

 

9. 在原業平
ありわらのなりひら

 

平安
へいあん

時代の貴族
き ぞ く

です。和歌
わ か

に優
すぐ

れ、三十六
さんじゅうろく

歌仙
か せ ん

の一人に数
かぞ

えられます。一説
いっせつ

には稀代
き だ い

のイケメ

ンだったとか。「古今
こ き ん

和歌集
わかしゅう

」に収
おさ

められた「から衣 きつつなれにし つましあれば はるばるき

ぬる たびをしぞ思ふ」の歌は、杜若
かきつばた

の折句
お り く

で有名
ゆうめい

です。 

10.宇都宮
うつのみや

神社
じんじゃ

 

境内
けいだい

には尾張
お わ り

地区
ち く

最大級
さいだいきゅう

の前方
ぜんぽう

後方
こうほう

墳
ふん

（宇都宮
うつのみや

古墳
こ ふ ん

）があり、銅鏡
どうきょう

（三角
さんかく

縁
ぶち

獣文帯
じゅうもんたい

三神
さんしん

三獣
さんじゅう

鏡
きょう

）が出土
しゅつど

しました。また、在原業平が東
あずま

下
くだ

りの際
さい

に詠んだといわれる「飛車山
ひくまやま

 ふもとに見

えし 里の名は たが言いそめて こきといふらん」の歌碑
か ひ

があります。 

11.本居
も とお り

宣
のり

長
なが

 

江戸時代の国学者
こくがくしゃ

で、「古事記
こ じ き

」の研究
けんきゅう

で有名
ゆうめい

です。鈴
すず

のコレクターでもありました。 

12.国学
こくがく

 

江戸時代の中期
ちゅうき

に盛
さか

んになった学問
がくもん

で、日本独自
ど く じ

の文化
ぶ ん か

・思想
し そ う

、精神
せいしん

世界を日本の古典
こ て ん

や古代史
こ だ い し

の中に見出
み い だ

していこうとするものです。 

13.楠本
くすもと

イネ 

日本人女性
じょせい

で初めて産科
さ ん か

医師
い し

として西洋
せいよう

医学
い が く

を学
まな

んだことで知られています。父親
ちちおや

はドイツ人

のシーボルトですが、オランダ人と偽
いつわ

っていたため、「オランダおいね｣とも呼
よ

ばれます。その技術
ぎじゅつ

は高く評価
ひょうか

されました。「失本
しいもと

」は改名
かいめい

前の苗字
みょうじ

で、「シーボルト」の当
あ

て字
じ

です。 

14.間々
ま ま

観音
かんのん

 

正式
せいしき

には飛車山
ひくまさん

龍音寺
りゅうおんじ

（注：「飛車
ひ く ま

山
やま

」は小牧山の別名）といいます。 

日本で唯一
ゆいいつ

のお乳
ちち

の寺
てら

として知られています。始
はじ

まりは 1508年ある 

いは 1492年と言われ、その頃は小牧山の西側
にしがわ

にありましたが、 

信長
のぶなが

の命により今の場所
ば し ょ

に移りました。伝説
でんせつ

では、鹿
しか

を射
い

よう 

とした狩人
かりうど

の前に観音
かんのん

様
さま

が現
あらわ

れ、殺生
せっしょう

の罪
つみ

を悟
さと

った 

狩人がその地に堂
どう

を建
た

てて奉仕
ほ う し

したと言われて 

います。その場所が小牧山の観音洞
かんのんぼら

です。 


