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第３章 「宮前の歴史めぐり」

熟
にぎ

田津
た つ

に船乗
ふ な の

りせむと月
つき

待
ま

てば

潮
しお

もかなひぬ今
いま

は漕
こ

ぎ出
い

でな（作者
さくしゃ

：額 田 王
ぬかたのおおきみ

）

１ 「熟
に ぎ

田津
た つ

」古
ふ る

三津
み つ

説
せ つ

１ 歴史
れ き し

話
ばなし

久枝
ひさえだ

神社
じんじゃ

にある石碑
せ き ひ

宮前
みやまえ

小学校
しょうがっこう

の校庭
こうてい

にある石碑
せ き ひ

額 田 王
ぬかたのおおきみ

の想像画
そうぞうが

この歌
うた

を知
し

っていますか？すばらしい歌
うた

をたくさん集
あつ

めて作
つく

られた

「万 葉 集
まんようしゅう

」という古い和歌集
わかしゅう

に載
の

っている歌
うた

です。歌
うた

と恋
こい

に生
い

きたといわ

れる額 田 王
ぬかたのおおきみ

という 女
おんな

の人
ひと

がこの歌
うた

を作
つく

りました。久枝
ひさえだ

神社
じんじゃ

や宮前
みやまえ

小 学 校
しょうがっこう

の校庭
こうてい

にある石碑
せ き ひ

にも、この歌
うた

は刻
きざ

まれています。それが、上
うえ

の写真
しゃしん

です。

左
ひだり

が久枝
ひさえだ

神社
じんじゃ

にある石碑
せ き ひ

で、右
みぎ

が宮前
みやまえ

小 学 校
しょうがっこう

の校庭
こうてい

にある石碑
せ き ひ

です。久枝
ひさえだ

神社
じんじゃ

にある石碑
せ き ひ

の方は、万葉
まんよう

仮名
が な

という書体
しょたい

で書
か

かれています。
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「熟
にぎ

田津
た つ

で、船
ふね

に乗
の

って出発
しゅっぱつ

しようと月
つき

を待
ま

っていたら月
つき

が出た。

海水
かいすい

もちょうどよい様子
よ う す

になった。さあ今
いま

こそ漕
こ

ぎ出
だ

そう。」

この歌
うた

は、どういう意味
い み

かな？

「熟
にぎ

田津
た つ

」は古三津
ふ る み つ

であると

いう説
せつ

がある！右の絵は、

宮前
みやまえ

小学校
しょうがっこう

と久
ひさ

枝
えだ

神社
じんじゃ

にある

「熟
にぎ

田津
た つ

の想像図
そ う ぞ う ず

」だよ。

「熟
にぎ

田津
た つ

」とは、もともと、「 耕
たがや

して稲
いね

を植
う

えるとよく実
みの

る田
た

んぼの

ある 港
みなと

」という意味
い み

である。この「熟
にぎ

田津
た つ

」が伊予
い よ

のどこにあったのか

ははっきりとわかっておらず、研究家
けんきゅうか

の 間
あいだ

で議論
ぎ ろ ん

を呼
よ

んでいる。その中
なか

に

「熟
にぎ

田津
た つ

古三津説
ふ る み つ せ つ

」というものがある。

古代
こ だ い

の古三津
ふ る み つ

には海岸
かいがん

線
せん

があり、斉
さい

明天皇
めいてんのう

たちが伊予
い よ

の湯
ゆ

で保養
ほ よ う

したこ

とを 考
かんが

えると、道後
ど う ご

温泉
おんせん

に程近
ほどちか

い古三津
ふ る み つ

が「熟
にぎ

田津
た つ

」なのではないか、

と 考
かんが

えられているのだ。

他
ほか

にもいろいろな説
せつ

がある。山越
やまごえ

から吉田
よ し だ

浜説
はませつ

や和気
わ け

・堀江説
ほ り え せ つ

などがそ

れだ。しかし、どの説
せつ

も決定的
けっていてき

な根拠
こんきょ

に欠
か

けており、今後
こ ん ご

の研 究
けんきゅう

が待
ま

た

れている。古代
こ だ い

の松山
まつやま

について研究
けんきゅう

して、「熟
にぎ

田津
た つ

」の場所
ば し ょ

が一体
いったい

どこ

なのか、あなたも謎
なぞ

を解明
かいめい

してみませんか？

斉
さい

明
めい

7年
ねん

（661年
ねん

）、斉
さい

明天皇
めいてんのう

と中大兄皇子
なかのおおえのおうじ

の軍勢
ぐんぜい

が朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

の百済
く だ ら

と

いう国
くに

を助
たす

けるために 九 州
きゅうしゅう

に向
む

かう途中
とちゅう

に「熟
にぎ

田津
た つ

」に立
た

ち寄
よ

った。

伊予
い よ

の湯
ゆ

（現在
げんざい

の道後
ど う ご

温泉
おんせん

）で保養
ほ よ う

するとともに、兵士
へ い し

を補充
ほじゅう

すること

が主
おも

な目的
もくてき

だったと 考
かんが

えられている。巫女
み こ

でもあった額 田 王
ぬかたのおおきみ

が「熟
にぎ

田津
た つ

」の歌
うた

を歌
うた

い上
あ

げる中
なか

、一行
いっこう

は「熟
にぎ

田津
た つ

」の 港
みなと

を堂々
どうどう

と出港
しゅっこう

して

いったことだろう。「熟
にぎ

田津
た つ

」の 港
みなと

は天皇
てんのう

や皇族方
こうぞくがた

が使
つか

われていたので、

「御
おん

港
みなと

」と呼ばれ、それが「御津
お ん つ

」→「みつ」→「三津
み つ

」へと変
か

わって

いったと 考
かんが

えられている。
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今
いま

から 400年
ねん

あまり前
まえ

の 1600年
ねん

（ 慶長
けいちょう

5年
ねん

）9月
がつ

、岐阜県関ヶ原
ぎ ふ けんせきがはら

において、天下
て ん か

分け目
わ め

の大戦
たいせん

が 行
おこな

われた。この戦い
たたか

は、天下
てんか

を自分
じ ぶ ん

の手
て

にすることをねらった徳川
とくがわ

家康
いえやす

と豊臣
とよとみ

の天下
て ん か

を続
つづ

けようとする石田三
いしだみつ

成
なり

らの戦い
たたか

である。

その地方版
ちほうばん

は、多
おお

くの地域
ち い き

で 行
おこな

われており、松山
まつやま

でも 行
おこな

われている。それが

「刈屋
か り や

畑
ばたけ

の合戦
かっせん

」である。

当時
と う じ

の松山
まつやま

は、豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

の四国
し こ く

征伐
せいばつ

にて領地
りょうち

を奪
うば

われた河野家
こ う の け

に代
か

わり、秀
ひで

吉
よし

の

家臣
か し ん

である加藤
か と う

嘉
よし

明
あき

が治
おさ

めていた。この戦い
たたか

は、領 主
りょうしゅ

の座
ざ

を奪
うば

いかえそうとする

河野家
こ う の け

の軍勢
ぐんぜい

とそれに味方
み か た

する毛利
も う り

輝元
てるもと

の軍勢
ぐんぜい

及
およ

び瀬戸内海
せ と な い か い

水軍
すいぐん

村上家
むらかみけ

の連合軍
れんごうぐん

（西軍
せいぐん

）と当時
と う じ

の正木城
まさきじょう

主
しゅ

である加藤
か と う

嘉
よし

明
あき

の軍勢
ぐんぜい

（東軍
とうぐん

）との 戦
たたか

いであった。

西軍
せいぐん

は広島県
ひろしまけん

竹原
たけはら

より興
ご

居
ご

島
しま

に集 結
しゅうけつ

。3000人
にん

余
あま

りの兵
へい

、250 もの船
ふね

の大軍
たいぐん

であ

った。現在
げんざい

の古三津一
ふ る み つ い ち

､
、

二丁目
にちょうめ

は、当時
と う じ

、土地
と ち

がやせていて葦
よし

が無数
む す う

に生い茂
お しげ

って

おり、住民
じゅうみん

はこの葦
よし

を鎌
かま

で刈
か

って葦原
よしはら

から 畑
はたけ

へと開墾
かいこん

していた。そういったこと

からこの一帯
いったい

は「刈屋
か り や

畑
ばたけ

」と呼
よ

ばれていた。集結
しゅうけつ

した西軍
せいぐん

はこの刈屋
か り や

畑
ばたけ

に陣
じん

を

敷き
し

、西軍
せいぐん

の村上
むらかみ

元吉
もとよし

は、直ち
ただ

に使
つか

いの者
もの

を東軍
とうぐん

の加藤
か と う

嘉
よし

明
あき

の正木城
まさきじょう

に送
おく

って、城
しろ

の明け渡
あ わた

しを迫
せま

った。

東軍
とうぐん

は、主君
しゅくん

の加藤
か と う

嘉
よし

明
あき

が関ヶ原
せきがはら

に出 陣
しゅつじん

しており、戦
たたか

いは不利
ふ り

であった。留守
る す

を守
ま

っていたのは家老
か ろ う

佃
つくだ

十
かず

成
なり

以下
い か

のわずかな兵士
へ い し

であったが、佃
つくだ

十
かず

成
なり

は、女子
おんなこ

ど

もを避難
ひ な ん

させるため、しばしの時間
じ か ん

がほしいと申し出
もう で

た。そして、時間
じ か ん

引き延ばし
ひ の

の 間
あいだ

、城
しろ

の周
まわ

りの住民
じゅうみん

に、金
かね

や物
もの

を与
あた

えて次
つぎ

のように宣伝
せんでん

をさせた。

「加藤
か と う

嘉
よし

明
あき

の政治
せ い じ

は、領民
りょうみん

に厳
きび

しい年貢
ね ん ぐ

の取り立
と た

てをして苦
くる

しめているため、

河野
こ う の

氏
し

が再び
ふたた

政治
せ い じ

を取り戻
と もど

してくれることを心
こころ

から願
ねが

っている。今
いま

、正木城
まさきじょう

に

いるのは、年寄り
と し よ

と病人
びょうにん

ばかりで、 佃
つくだ

十
かず

成
なり

も大 病
たいびょう

である。」

また、歓迎
かんげい

の宴
うたげ

と 称
しょう

して、刈屋
か り や

畑
ばたけ

にいる西軍
せいぐん

に酒
さけ

を飲
の

ませた。西軍
せいぐん

は、すっ

かり安心
あんしん

して気
き

が緩み
ゆ る

、酒宴
しゅえん

を開
ひら

いて戦 勝
せんしょう

気分
き ぶ ん

にひたった。

今
いま

から 410年前
ねんまえ

に行われた
おこな

「天下
て ん か

分け目
わ め

の

関ヶ原
せきがはら

の大合戦
だいかっせん

」の松山版
まつやまばん

だよ。

2 刈屋
か り や

畑
ばたけ

の合戦
か っ せ ん



- 20 -

このようすを見
み

た東軍
とうぐん

の 佃
つくだ

十
かず

成
なり

たちは、夜
よる

の闇
やみ

にまぎれて各地
か く ち

に火
ひ

を放ち
は な

、大軍
たいぐん

が襲った
おそ

ように見
み

せて少
すく

ない兵士
へ い し

で暴れ
あば

まわった。西軍
せいぐん

は、酒宴
しゅえん

と無防備
む ぼ う び

のため

不意
ふ い

をつかれ、三将
さんしょう

である村上
むらかみ

元吉
もとよし

、能
の

島
じま

内匠頭
たくみのかみ

、曽根
そ ね

兵庫
ひょうご

をはじめ、大勢
おおぜい

の武将
ぶしょう

や兵士
へ い し

がこの刈屋
か り や

の地
ち

で討ち死
う じ

にしたのである。

この夜
よ

の戦
たたか

いに敗
やぶ

れた西軍
せいぐん

だが、その後
ご

も地元
じ も と

の旧河野
きゅうこうの

勢 力
せいりょく

と連絡
れんらく

をとりなが

ら、荏原
え ば ら

、久米
く め

、山越
やまごえ

などで東軍
とうぐん

に抵抗
ていこう

を続
つづ

けた。しかし、中 央
ちゅうおう

の関ヶ原
せきがはら

の合戦
かっせん

で、

西軍
せいぐん

の敗戦
はいせん

が決定的
けっていてき

であるという知
し

らせに、伊予
い よ

の西軍
せいぐん

も浮足
うきあし

立
だ

ち、「もはやこれ

まで」と竹原
たけはら

まで逃げ延
に の

びたのである。これを「竹原
たけはら

崩れ
く ず

」という。 そして、こ

のとき、村上
むらかみ

水軍
すいぐん

も滅亡
めつぼう

したのである。

この 戦
たたか

いによって多
おお

くの武将
ぶしょう

や住 人
じゅうにん

が犠牲
ぎ せ い

になったばかりでなく、厳島神社
いつくしまじんじゃ

や法
ほう

雲寺
う ん じ

などの多
おお

くの神社
じんじゃ

仏閣
ぶっかく

も焼 失
しょうしつ

した。

地元
じ も と

の人
ひと

たちは、この激戦
げきせん

で戦死
せ ん し

した武将
ぶしょう

や名
な

もなき兵士
へ い し

の霊
れい

をなぐさめるた

め、ほこらをつくってまつった。そして、現在
げんざい

、この地区
ち く

一円
いちえん

にこの 戦
たたか

いで亡
な

く

なった西軍
せいぐん

の武将
ぶしょう

たちのほこらが多
おお

く存
そん

在
ざい

している。地元
じ も と

の人々
ひとびと

は「若宮
わかみや

さん」

「能登
の と

さん」「加藤
か と う

さん」「曽根
そ ね

さん」などと親
した

しみを込
こ

めて塚
つか

の名
な

を呼
よ

んでおり、

現在
げんざい

も大切
たいせつ

にまつっているのである。

若宮
わかみや

さん

能登
の と

さん

「刈屋
か り や

畑
ばたけ

の合戦
かっせん

」コースは、

Ｐ28・29 に載
の

っているよ。
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三津
み つ

厳
いつく

島
しま

の秋祭り
あきまつ

は、明
あ

け方
がた

の宮
みや

出
だ

しで知
し

られ、勇壮
ゆうそう

なけんか神輿
み こ し

の鉢合
は ち あ

わせが有名
ゆうめい

である。上の写真
しゃしん

の神輿
み こ し

は、この秋祭り
あきまつ

に、昭和
しょうわ

8 年 (1933年
ねん

)

から昭和
しょうわ

61年
ねん

（1986年
ねん

）まで 54年間
ねんかん

活躍
かつやく

した。古
ふる

三津
み つ

の人々
ひとびと

を祭り
まつ

に熱中
ねっちゅう

させた歴史
れ き し

に残
のこ

る古
ふる

三
み

津
つ

南
みなみ

古
ふる

神輿
み こ し

である。その勇姿
ゆ う し

を後世
こうせい

に残
のこ

し、三津
み つ

厳
いつく

島
しま

神社
じんじゃ

の秋祭り
あきまつ

を伝承
でんしょう

するために 厳
いつく

島
しま

神社
じんじゃ

と久
ひさ

枝
えだ

神社
じんじゃ

に写真
しゃしん

を奉納
ほうのう

して

いる。また、20年
ねん

余
あま

り、久枝
ひさえだ

神社
じんじゃ

境内
けいだい

に保
ほ

存
ぞん

されていたが、現在
げんざい

は宮前
みやまえ

小学校
しょうがっこう

に移
うつ

して展示
て ん じ

保存
ほ ぞ ん

している。

秋祭り
あ き ま つ

の由来
ゆ ら い

について

昔
むかし

から神輿
み こ し

は、鈴
すず

を鳴らしたり
な

激し
はげ

くねったりするほど神様
かみさま

の 力
ちから

が

高まり
たか

、人々
ひとびと

に幸福
こうふく

を与えて
あた

くれると信じられて
しん

きた。三津
み つ

厳
いつく

島
しま

神社
じんじゃ

の

秋祭
あきまつ

りは、慶長
けいちょう

7年
ねん

（1602年
ねん

）、神社
じんじゃ

が現在
げんざい

の場所
ば し ょ

に建
た

てられたころから

始まった
はじ

と伝
つた

えられており、けんか神輿
み こ し

もこの信仰
しんこう

にもとづくものだ。

豪快
ごうかい

に鉢合
は ち あ

わせをすることにより、神様
かみさま

と人
ひと

とが一体
いったい

となり、かき手
て

や

参拝者
さんぱいしゃ

にご利益
り え き

を与える
あた

神事
し ん じ

として現代
げんだい

に伝
つた

わっている。

３ 古三津
ふ る み つ

南
みなみ

けんか古
ふ る

神輿
み こ し

平成
へいせい

20年
ねん

8月
がつ

から宮前
みやまえ

小学校
しょうがっこう

に保存
ほ ぞ ん

しています。

2年
ねん

活動室
かつどうしつ

にあるから見
み

てね。


