
　

天
正
11（
１
５
８
３
）年
、前
田
利
家

の
入
城
後
、本
格
的
な
城
づ
く
り
が
始

め
ら
れ
た
金
沢
城
。一
行
は
石
川
門
か

ら
入
城
、門
の
内
側
は
枡
形
と
な
っ
て

味
方
が
周
り
を
囲
み
、敵
が
入
っ
て
き
た

と
き
に
四
方
か
ら
弓
や
鉄
砲
で
射
る
こ

と
の
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

雪
国
な
ら
で
は
の
工
夫
と
し
て
瓦

に
し
み
込
ん
だ
水
が
凍
り
、瓦
が
割
れ

る
の
を
避
け
る
た
め
に
、瓦
の
上
か
ら

鉛
板
を
打
っ
て
い
ま
す
。い
ざ
と
い
う

と
き
は
鉛
を
溶
か
し
て
鉄
砲
の
弾
に

も
し
て
い
ま
し
た
。

　

金
沢
城
を
訪
れ
た
際
に
ぜ
ひ
楽
し

ん
で
ほ
し
い
の
が
、多
種
多
様
な
石

垣
で
す
。特
に
玉
泉
院
丸
庭
園
に
あ

る
色
紙
短
冊
積
石
垣
は
そ
の
名
の
通

り
、色
紙
形
の
石
が
き
れ
い
に
積
ま
れ

て
い
ま
す
。滝
口
に
は
黒
色
の
坪
野
石

で
Ｖ
字
形
の
石
樋
を
し
つ
ら
え
る
な

ど
、全
国
で
も
こ
こ
に
し
か
な
い
珍
し

い
つ
く
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
金
沢
城
の
石
垣
は
、形
状
や

色
彩
な
ど
外
観
の
意
匠
に
趣
向
を
こ

ら
し
た
も
の
が
多
く
、「
見
せ
る
石
垣
」

と
し
て
、庭
園
の
景
色
に
彩
り
を
添
え

て
い
ま
す
。

　

１
４
８
８
年
、加
賀
の
守
護
・
富と
が
し樫

政ま
さ
ち
か親
が
一
向
一
揆
に
よ
り
討
た
れ
、そ

れ
以
降
は
加
賀
の
国
全
体
が
本
願
寺

門
徒
の
支
配
下
に
置
か
れ
、民
衆
が
支

配
権
を
握
る
と
い
う
全
国
的
に
も
珍

し
い
状
況
が
約
１
０
０
年
に
わ
た
り

続
き
ま
す
。そ
の
礎
を
築
い
た
の
が
蓮

如
上
人
で
す
。吉よ
し
ざ
き
ご
ぼ
う

崎
御
坊
は
そ
の
蓮

開通間もない北陸新幹線を利用し、北陸で開催された歴史研修。
初日は前田利家が本格的な城作りを始めた金沢城や吉崎御坊を訪れ、芦原温泉に宿泊。

二日目は丸岡城と一乗谷朝倉館祉、織田剣神社を見学しました

石川門の内側、なまこ壁に隠し鉄砲狭間

丸岡城にて

開通したばかりの
北陸新幹線で

金沢へ向かいました

加賀・越前の城めぐり

正方形や長方形型の石が積まれた、色紙短冊積石垣

切込み接ぎ（右）
石川門の打込み接ぎ（左）

金
沢
城

吉
崎
御
坊

2015年4月16日㈭〜17日㈮

歴 史 研修（その 6）

金沢城について
解説をしてくださる
小和田先生

静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん
解説

108

金
沢
城
の
石
垣
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外観は下見板張り（上が白漆喰、下が板張り）の
二重構造になっている。全国でも珍しい石瓦を
持つ城でもある

劔神社を中心とした地域が織田一族の発祥地。
それを示す大きな石碑が建立されている

朝倉義景の菩提を弔うため、館跡に建てられた松雲院
唐門。門内の上部には朝倉家の「三ツ木瓜」の紋と豊臣
家の「五三の桐」が刻まれている

一
乗
谷
朝
倉
館
址

丸
岡
城

織
田
劔
神
社

朝
倉
氏
を
支
え
た
武
将
・

朝
倉
宗
滴

如
上
人
の
寺
が
あ
っ
た
場
所
で
す
。

　

蓮
如
上
人
は
浄
土
真
宗
の
北
陸
で

布
教
に
成
功
し
、そ
れ
が
加
賀
一
向
一

揆
や
越
前
一
向
一
揆
の
大
元
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。信
長
が
苦
し
め
ら
れ

た
一
向
一
揆
の
最
初
の
拠
点
が
、こ
の

辺
り
に
あ
り
ま
し
た
。今
は
何
も
な

い
の
で
す
が
、山
の
上
の
方
が
御
坊
の

あ
っ
た
場
所
で
す
。

　

丸
岡
城
は
、現
在
日
本
に
あ
る
12
の

現
存
天
守
の
う
ち
、最
古
の
も
の
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。望
楼
型
の
天
守
を

持
つ
平
山
城
で
、戦
国
大
名
・
朝
倉
氏

が
約
１
０
０
年
に
わ
た
り
支
配
し
て

い
ま
し
た
。

　

朝
倉
氏
が
滅
ん
だ
後
、一
向
一
揆
の
備

え
と
し
て
城
主
を
任
さ
れ
た
の
は
柴
田

勝
家
の
甥
の
勝
豊
。そ
の
後
、徳
川
家

の
譜
代
大
名
で
も
あ
る
本
多
氏
、有
馬

氏
の
居
城
と
な
り
ま
し
た

　

旧
丸
岡
町（
坂
井
市
）は
、ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た「
日
本
一
短
い
手

紙
」と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。

天
正
３（
１
５
７
５
）年
の
長
篠
設
楽
原

の
戦
い
の
際
に
、徳
川
家
康
の
忠
臣
で

有
名
な
本
多
重
次
が
陣
中
か
ら
妻
に

宛
て
「
一
筆
啓
上　

火
の
用
心　

お

仙
泣
か
す
な　

馬
肥
や
せ
」と
い
う

手
紙
を
送
り
ま
す
。火
事
に
は
気
を

付
け
ろ
、お
仙
を
あ
ま
り
泣
か
せ
る

な
よ
、馬
に
た
く
さ
ん
食
べ
物
を
与

え
て
肥
や
し
て
お
け
よ
、と
書
い
て
い

ま
す
。〝
お
仙
〟こ
と
、息
子
・
成
重
は

後
に
丸
岡
城
の
城
主
と
な
り
ま
し
た
。

「
日
本
一
短
い
手
紙
」の
「
一
筆
啓
上

賞
」は
こ
の
手
紙
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
も

の
で
、所
縁
の
あ
る
場
所
な
の
で
す
。

　

有
力
な
大
名
家
と
し
て
、越
前
国

（
現
在
の
福
井
県
北
部
）
を
治
め
て

い
た
朝
倉
氏
。初
代
孝
景
が
定
め
た

『
朝
倉
孝
景
条
々
』に
よ
る
と
、家
臣

た
ち
に
一
乗
谷
へ
の
移
住
を
命
じ
る

も
の
や
、高
価
な
名
刀
を
一
本
持
つ
の

で
は
な
く
、安
い
槍
を
１
０
０
本
用
意

し
ろ
な
ど
合
理
的
な
教
え
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。ま
た
、世
襲
で
は
な
く
能

力
と
忠
義
に
よ
る
人
材
登
用
も
勧
め

て
お
り
、当
時
と
し
て
は
か
な
り
先

進
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

越
前
の
国
主
と
し
て
盤
石
の
地
位

を
築
い
た
朝
倉
氏
が
治
め
た
一
乗
谷

は
戦
乱
の
世
の
中
で
あ
り
な
が
ら
、

平
和
を
保
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た

め
京
都
か
ら
公
家
や
学
者
、医
者
、僧

侶
な
ど
、文
化
人
が
訪
れ
、華
や
か
な

文
化
が
根
付
き
ま
し
た
。栄
華
を
誇
っ

た
朝
倉
氏
で
し
た
が
、五
代
義
景
の

時
に
、刀
根
坂
の
戦
い
で
織
田
信
長

に
大
敗
。「
第
二
の
京
都
」
と
呼
ば
れ

た
一
乗
谷
は
信
長
の
軍
勢
に
よ
り
火

が
放
た
れ
、１
０
０
年
の
歴
史
に
幕

を
閉
じ
ま
し
た
。

　

昭
和
42（
１
９
６
７
）年
か
ら
遺
跡

の
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
、現
在
は
国

の
三
重
指
定（
特
別
史
跡
・
特
別
名
勝
、

重
要
文
化
財
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

朝
倉
宗
滴
は
四
代
に
わ
た
っ
て
、

朝
倉
氏
に
仕
え
た
戦
が
得
意
な
武
将
で

す
。そ
の
宗
滴
が
話
し
た
言
葉
が
残
っ

て
い
ま
す
。「
巧
者
の
大
将
と
申
す
は
、

一
度
大
事
の
後
れ
に
合
ひ
た
る
を
申
す

べ
く
候
。我
々
は
一
世
の
間
、勝
合
戦
ば

か
り
に
て
、つ
い
に
お
く
れ
に
合
わ
ず

候
間
、年
寄
候
え
ど
も
巧
者
に
て
あ
る

ま
じ
く
候
」。こ
れ
は
「
名
将
と
言
え
る

の
は
一
度
大
敗
し
た
者
を
言
う
。自
分

は
一
生
勝
ち
っ
放
し
で
き
た
た
め
、年

を
と
っ
た
け
れ
ど
と
う
と
う
名
将
に
は

な
れ
な
か
っ
た
」と
い
う
意
味
で
す
。

　

無
敗
に
も
関
わ
ら
ず
、本
人
は
謙

虚
な
性
格
だ
っ
た
よ
う
で
、現
代
的
に

見
て
も
含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
残
し
て

い
ま
す
。

　

今
回
の
最
後
の
見
学
地
に
な
る

織お
た
つ
る
ぎ
じ
ん
じ
ゃ

田
劔
神
社
。古
く
は
織
田
荘
と
い
う

荘
園
が
あ
っ
た
地
域
で
、織
田
劔
神
社

の
神
官
か
つ
織
田
荘
の
荘
官
が
織
田

氏
の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
館
に
残
さ
れ
て
い
る
古
文
書

「
織
田
劔
神
社
文
書（
複
製
）」に
は
、藤
原

姓
で
書
か
れ
て
い
る
文
書
が
あ
り
ま
す
。

織
田
家
は
信
長
の
頃
か
ら
平
氏
を
名

乗
っ
て
い
ま
す
。当
時
の
一
般
的
な
考

え
方
に
源
平
交
代
思
想
が
あ
り
ま
す
。

平
氏
・
源
氏
・
平
氏
・
源
氏
と
交
代
で

政
権
を
握
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。そ

の
た
め
信
長
は
源
氏
で
あ
る
足
利
尊
氏

に
か
わ
っ
て
天
下
を
取
る
と
意
識
し
始

め
た
こ
ろ
か
ら
、藤
原
で
は
な
く
平
氏

に
乗
り
換
え
て
偽
系
図
を
つ
く
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。織
田
劔
神
社
に
は
、

織
田
氏
が
も
と
も
と
藤
原
を
名
乗
っ
て

い
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

蓮如上人御坊跡。本願寺門徒が加賀を支配したこ
とから、「門徒持ちの国」「百姓持ちの国」と言われ
ていた

丸
岡
城
と「
日
本
一
短
い
手
紙
」
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