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雑賀
さ い か

衆
しゅう

と鈴木孫一
すずきまごいち

 

雑賀
さ い か

衆
しゅう

とは 

戦国
せんごく

時代
じ だ い

末期
ま っ き

（16世紀後
せ い き こ う

半
はん

＝西暦
せいれき

1500年代
ねんだい

の後半
こ うはん

）、紀
き

ノ
の

川
かわ

河口
か こ う

一帯
いったい

にいた人たち。 

河口一帯は大きく 5つの地域
ち い き

（十ケ郷
じ っ か ご う

、雑賀
さいかの

荘
しょう

、宮
みや

郷
ご う

、中郷
なかごう

、南郷
みなみごう

）にわかれていた。 

各村々から代表者
だいひょうしゃ

を出し、物事
ものごと

をを決
き

め、みんなで一緒
いっしょ

に団結
だんけつ

していた。 

外国人
がいこくじん

は雑賀衆のことを「富裕
ふ ゆ う

な農夫
の う ふ

」と表現
ひょうげん

、軍事力
ぐ ん じ り ょ く

もある 

ところが地域により宗教
しゅうきょう

、経済
けいざい

地盤
じ ば ん

などが異
こ と

なり、土地
と ち

争い
あらそい

などで分裂
ぶんれつ

することもあった。 

 

雑賀の地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木孫一
すずきまごいち

 

確実
かくじつ

に生
い

きていたのは 1562～1584。生まれた年や亡
な

くなった年、父母
ふ ぼ

兄弟
きょうだい

など不明
ふ め い

。 

1562年には十ケ郷の有力者
ゆうりょくしゃ

となっていた。 

鉄砲
てっぽう

をもって活動
かつどう

、雑賀衆のリーダーで織田
お だ

信長
のぶなが

らと戦
たたか

った。 

1584年の史料
し り ょ う

では鉄砲
てっぽう

衆
しゅう

200人を率
ひき

いた。 

大谷
おおたに

にあった仏教
ぶっきょう

（浄土
じ ょ う ど

真宗
しんしゅう

）の道場
どうじょう

主
し ゅ

。 

平井蓮乗寺
ひ ら い れ ん じ ょ う じ

がゆかりの寺。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左 鈴木
す ず き

重幸
しげゆき

       右 織田
お だ

信長
のぶなが

                        ⇧ 鈴木孫
すずきまご

一
いち

 



信長
のぶなが

との戦争
せんそう

 

石山
いしやま

合戦
かっせん

（1570～80）…織田
お だ

信長
のぶなが

と信長に反対
はんたい

する人たちの戦争。 

原因
げんいん

 

信長は大阪
おおさか

にあった本願寺
ほ ん が ん じ

に⇒軍資金
ぐ ん し き ん

を払
はら

うよう命令
めいれい

。 

⇒大阪から退去
たいきょ

するよう指示
し じ

。 

本願寺が信長に反対⇒雑賀衆も応援
おうえん

⇒孫一も応援。         ※本当
ほんとう

はもっと複雑
ふくざつ

ですが、省略
しょうりゃく

します。 

   経過
け い か

 

    信長は本願寺を攻撃
こ う げ き

⇒本願寺の周辺
しゅうへん

の人々を攻撃⇒1577年雑賀を攻撃。 

       中野城
なかのじ ょ う

での戦
たたか

い⇒雑賀衆が負
ま

ける⇒平井
ひ ら い

？の孫一居城
きょじょう

を攻撃⇒鉄砲
てっぽう

で応戦
おうせん

。 

       小雑賀
こ ざ い か

（秋葉山
あ き ば さ ん

）付近
ふ き ん

の戦い⇒雑賀衆が鉄砲で信長軍
ぐん

を苦
く る

しめる。 

   結果
け っ か

 

孫一ら雑賀衆のリーダーが降参
こ う さ ん

⇒最終的には 1580年、本願寺が降参⇒本願寺が雑賀へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小雑賀
こ ざ い か

（秋葉山
あ き ば さ ん

）付近
ふ き ん

での信
のぶ

長軍
ながぐん

と雑賀
さ い か

衆
しゅう

の戦
たたか

い 

 

 

 

 

 

 

         ⇦雑賀
さ い か

鉢
ばち

と呼
よ

ばれる兜
かぶと

    ⇧和歌山
わ か や ま

の火縄
ひ な わ

銃
じゅう

                                  

雑賀衆 信長軍 

秋葉山 

和歌川 


