
　

初
め
に
訪
れ
た
の
は
、日
本
に
12
あ

る
※

現
存
天
守
の
一
つ
を
有
す
る
松
山

城
で
す
。こ
の
地
に
は
元
々
「
松
前
城

（
あ
る
い
は
正
木
城
）」と
呼
ば
れ
る
城

が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、城
主
の
加

藤
嘉
明
が
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
東

軍
で
戦
っ
た
戦
功
に
よ
り
、20
万
石
の

大
名
に
出
世
。こ
れ
を
機
に
慶
長
５
年
、

新
た
に
松
山
城
を
同
地
に
築
城
す
る

と
と
も
に
、地
名
を
「
松
山
」と
名
付

け
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
山
城
は
、下
見
板
張
り
を
採
用
し

た
「
黒
い
城
」で
す
。黄
金
趣
味
を
持

つ
豊
臣
秀
吉
は
「
金
箔
瓦
を
一
層
映
え

さ
せ
る
」と
し
て
黒
い
城
を
好
み
ま
し

た
が
、そ
の
気
質
が
秀
吉
の
下
で
育
っ

た
加
藤
嘉
明
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

た
た
め
、松
山
城
を
「
黒
い
城
」と
し
て

築
い
た
の
で
す
。

※
現
存
天
守
と
は
…
江
戸
時
代
ま
た
は
そ

れ
以
前
に
築
か
れ
、現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て

い
る
天
守
の
こ
と
。

　

次
に
一
行
が
訪
れ
た
の
は
、松
山

市
の
湯
築
城
。古
代
か
ら
聖
徳
太
子

や
天
皇
が
湯
治
に
訪
れ
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
道
後
温
泉
の
す
ぐ
南
側
に
位

置
し
て
お
り
、平
安
時
代
末
期
の
源

平
争
乱
以
前
か
ら
約
４
０
０
年
に

渡
っ
て
伊
予
国
を
治
め
た
河
野
氏
が

根
城
と
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
文
年
間
（
１
５
３
５
〜
１
５
５
５

年
）に
築
城
さ
れ
た
湯
築
城
は
、基
底

幅
約
20
m
・
高
さ
約
５
m
と
い
う
大

掛
か
り
な
土
塁
に
加
え
、内
堀
と
外

堀
の
間
に
家
臣
の
居
住
区
を
設
け
る

な
ど
、当
時
と
し
て
は
他
に
類
を
見

な
い
珍
し
い
形
態
の
城
郭
が
築
か
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、発
掘
調
査
の
結
果
、湯
築
城

跡
か
ら
は
他
の
地
域
や
外
国
か
ら
運

桜満開の宇和島城前で

松
山
城

湯
築
城

伊予の城めぐり
今回の歴史研修では、農作物や水産物に恵まれ、
古くから豊かな地として栄えてきた愛媛県伊予地方を探訪。
桜咲く中、日本100名城に数えられる松山城などを巡り、
春の訪れを感じながら学びを深めました。
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歴 史研 修（その10）

出土した遺物から当時の暮らしぶりが想像される

青空と黒い城・松山城のコントラストが美しい

静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん

解説

松山城の天守から、本丸と松山市街を望む松山城の石垣。奥に見えるのは「乾櫓」

「連立式天守」と厳重な防衛態勢
　松山城の特徴は、大天守や小天守な
ど4つの天守・櫓を渡り廊下でつないだ
「連立式天守」という複雑な構造で築か
れていること。他にも丸亀城に次ぐ四国
で2番目に高い石垣や230mにおよぶ
国内最大規模の登り石垣が築かれたほ
か、死角には隠し門が設けられるなど、
さまざまな戦を経験した加藤嘉明のも
とで厳重な防衛態勢が敷かれています。
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ば
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
遺
物
が
多

数
出
土
。水
田
も
多
く
海
産
物
も
豊

富
に
獲
れ
た
伊
予
国
の
豊
か
さ
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２
日
目
に
訪
れ
た
宇
和
島
城
は
、加

藤
清
正
と
並
ぶ
名
築
城
家
と
し
て
名

高
い
藤
堂
高
虎
が
築
き
ま
し
た
。

　

宇
和
島
城
を
空
か
ら
見
る
と
、城
郭

が
五
角
形
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。四
角
形
の
城
郭
が
一
般

的
だ
っ
た
こ
の
時
代
、五
角
形
の
城
郭

は
非
常
に
珍
し
く
、曲
が
り
角
が
多
い

こ
と
で
攻
め
込
ん
で
き
た
敵
を
撹か

く
ら
ん乱

さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、海
か
ら
の
侵
入
を
困
難
に
さ

せ
る
た
め
、宇
和
島
城
は
あ
え
て
急
峻

で
複
雑
な
地
形
の
リ
ア
ス
式
海
岸
沿

い
に
築
か
れ
ま
し
た
。こ
う
し
た
工
夫

か
ら
も
、名
築
城
家
・
藤
堂
高
虎
の
し

た
た
か
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

最
後
に
訪
れ
た
の
が
、復
元
天
守

と
し
て
有
名
な
大
洲
城
で
す
。

　

明
治
６
年
に
政
府
が
発
し
た
「
廃

城
令
」に
よ
っ
て
、全
国
各
地
の
城
の

多
く
が
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。そ
の
後
、昭
和
や
平
成
を
迎
え
、

全
国
各
地
で
城
を
復
元
し
よ
う
と
い

う
機
運
が
高
ま
り
ま
す
。し
か
し
、建

築
基
準
法
の
制
約
か
ら
大
部
分
の
城

は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
の
復
元

と
な
り
、ま
た
、資
料
不
足
の
た
め
推

定
で
復
元
す
る
ほ
か
な
く
正
確
性
が

疑
問
視
さ
れ
る
例
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

そ
ん
な
な
か
大
洲
城
は
、明
治
時
代

に
撮
影
さ
れ
た
写
真
や
内
部
構
造
に

関
す
る
資
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
お

り
、ま
た
地
元
・
大
洲
市
か
ら
の
理
解

や
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
大
き

な
後
押
し
と
な
り
、当
時
の
工
法
を
用

い
た
木
造
復
元
に
よ
っ
て
、ほ
ぼ
正
確

な
姿
で
天
守
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
大
洲

城
も
藤
堂
高
虎
に

よ
っ
て
築
城
・
整
備

さ
れ
ま
し
た
。自
然

の
地
形
を
巧
み
に

生
か
す
藤
堂
高
虎

ら
し
く
、一
級
河
川

「
肱
川
」の
流
れ
を

利
用
し
て
城
郭
を

整
え
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
行
は
そ
の
後
、肱
川
随
一
の
景

勝
地
・
臥
龍
淵
を
臨
む
「
臥
龍
山
荘
」

を
訪
れ
、帰
途
に
着
き
ま
し
た
。今
回

の
歴
史
研
修
は
、桜
咲
き
誇
る
伊
予

の
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
、今
も
現

存
す
る
天
守
を
は
じ
め
戦
国
の
世
を

知
る
貴
重
な
資
料
に
触
れ
、大
名
た

ち
の
軌
跡
に
思
い
を
馳
せ
る
２
日
間

と
な
り
ま
し
た
。

　 　

宇
和
島
城

大
洲
城

湯築城の説明を聴く参加者

天守から望む肱川の流れ趣ある佇まいの臥龍山荘・不老庵

幕末に作られ現在まで保存されている
宇和島城の天守模型 宇和島城からの眺め。遠くに宇和海が見える

宇和島城と伊達家
　藤堂高虎は、宇和島城の完成後ほ
どなくして今治に移ります。その後、
慶長19年に仙台藩主・伊達政宗の
長男である伊達秀宗が宇和島城に
入城しました。秀宗は、側室の子であ
ることから仙台藩を継ぐことができ
ず、この地に入封したともいわれてお
り、以降この地は伊予伊達家が治め
ることになります。

宇和島城も現存天守の一つとして当時の
姿が今も残されている

満開の桜と大洲城
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