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３
０
０
年
の
時
を
経
て

よ
み
が
え
る
再
築
城
の
歴
史

　
　
　

戸
城
の
城
主
で
あ
る
、

　
　
　

松
浦
家
は
、
平
安
時
代

末
期
か
ら
瀬
戸
内
海
の
村
上
水

軍
と
な
ら
ん
で
賞
讃
さ
れ
て
い

た
鎮
西
の
水
軍
と
し
て
、
上
松

浦
と
下
松
浦
に
分
か
れ
て
絶
大

な
勢
力
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
、
下
松
浦
の
棟
梁
で

あ
っ
た
平
戸
藩
初
代
藩
主
、
法

印
鎮
信
は
、
豊
臣
秀
吉
の
九
州

征
伐
に
従
っ
た
た
め
、
松
浦
郡

の
一
角
と
壱
岐
を
安
堵
さ
れ
、

慶
長
４
年
、
平
戸
の
亀
岡
に「
日

の
岳
城
」を
築
城
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
平
戸
城
の
始
ま
り
で
す
。

　

そ
の
後
、
家
督
を
継
い
で
日

の
岳
城
主
と
な
っ
た
平
戸
藩
２

代
藩
主
、
松
浦
久
信
が
急
死
。
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平戸城の現在の位置に「日の岳城」建立

「日の岳城」焼失

御館（現松浦史料博物館）を政庁にする

平戸藩が平戸城再築城を幕府に嘆願

幕府が平戸城再築城を許可

平戸城が完成

廃藩置県後の廃城令により廃城となる

廃城により狸櫓と北虎口門を残し、平戸城は解体

平戸城を復元

日本100名城に選定

キャッスルステイ（お城に泊まろう）初開催

平戸城再築城300周年記念事業開催

平
戸
城
再
築
城
の

謎

特
　
集
　
平
戸
城
再
築
城
３
０
０
周
年
記
念　

平
戸
の
歴
史
を
語
る
上
で
、
か
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
平
戸
城

こ
の
平
戸
城
が
、
な
ぜ
再
築
城
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

建
立
・
焼
失
・
再
築
城
、
当
時
の
資
料
を
も
と
に

平
戸
城
が
再
築
城
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
紹
介
す
る

時
の
天
下
人
で
あ
る
徳
川
家
康

は
、
豊
臣
秀
吉
と
親
交
が
深

か
っ
た
松
浦
家
に
疑
い
の
ま
な

ざ
し
を
向
け
ま
し
た
。

　

法
印
鎮
信
は
、
そ
の
疑
い
を

晴
ら
す
た
め
に
、
慶
長
18
年
、

自
ら
日
の
岳
城
に
火
を
放
っ
て
、

焼
却
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日

の
岳
城
の
北
側
の
山
中
に「
御

館
」を
構
え
て
居
館
し
、
平
戸
藩

６
万
１
千
石
を
守
り
ま
し
た
。

　

以
来
、
松
浦
家
は「
御
館
」で

過
ご
し
ま
す
が
、
元
禄
15
年
、

平
戸
藩
５
代
藩
主
、
松
浦
棟（
た

か
し
）は
、
徳
川
幕
府
に
新
た
に

築
城
を
願
い
出
て
、
翌
年
に
許

可
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
廃
藩
置
県
の
廃
城

令
に
よ
り
、
平
戸
城
は
廃
城
、

解
体
さ
れ
ま
す
が
、
1
9
6
2

年
に
復
元
さ
れ
今
に
至
り
ま
す
。

平

モンタヌスの『日本誌』に
描かれている「日の岳城」

　オランダの宣教師・歴史
学者モンタヌスが、当時、
平戸を訪れた東インド会社の
職員の見解をもとに描かれ
た絵画。
　必ずしも写実的なもので
はないとされるが、松浦家
の家紋（写真中央下）などは、
忠実に再現されている。
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松浦史料博物館学芸員 久家　孝史 氏
くが　　        　たかし

平戸城施設長学芸員

「御代々之覚書」は、平戸藩家臣、奥島正就が、当時
の綱吉と松浦長（ながし）の関係を記した覚書。長の
葬儀は、すべて幕府主導で行うなど記されている。

平戸藩第５代藩主、松浦棟（まつらたかし）は、
「奥詰」として将軍の直接的な補佐役（秘書）とし
て従事していた。

再築城を幕府に願い出た時に提出した平戸
城の絵図

浦部　知之 氏
うらべ　　　　ともゆき

当
時
は
、
幕
府
の
許
可
が
な
け
れ
ば
、
新
築
は
お
ろ
か
修
理
す
ら
で
き
な
い
状
況
下
で
あ
っ
た

そ
ん
な
中
、
平
戸
城
が
例
外
中
の
例
外
と
し
て
、
再
築
城
が
許
可
さ
れ
た
背
景
と
は

江
戸
幕
府
は
、
松
浦
家
が
嘆
願
し
た
再
築
城
を
受
け
入
れ
た

許
可
さ
れ
た
真
相
は

　
　
　
浦
家
が
、
日
の
岳
城
を

　
　
　
自
ら
焼
き
払
っ
た
後
に
、

再
築
城
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に

つ
い
て
専
門
家（
浦
部
さ
ん
　
　

久
家
さ
ん
　
　
）に
聞
き
ま
し
た
。

　
　
　
　

再
築
城
す
る
目
的

　
　

　
　
城
は
、
そ
の
藩
の
シ
ン
ボ

ル
的
存
在
で
、
藩
の
防
衛
拠
点
、

藩
主
の
威
厳
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
平
戸
藩
は
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
が

長
崎
に
移
さ
れ
た
こ
と
で
、
財

政
基
盤
が
失
わ
れ
、
城
下
町
も

活
気
が
無
く
な
っ
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
平
戸
城
を
再
築
し
、

藩
の
顔
、
藩
主
の
威
厳
を
取
り

戻
す
こ
と
で
、
領
民
の
心
に
再

び
活
気
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
　
当
時
は
文
治
政
治
の
下
、

謀
反
の
拠
点
に
も
な
る
城
の
築

城
は
困
難
で
、
中
で
も
松
浦
家

の
よ
う
な
外
様
大
名
に
は
、
と

て
も
無
理
な
話
だ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
日
の
岳
城
焼
失
か
ら
、

約
90
年
は「
御
館
」で
平
戸
藩
を

運
営
し
て
い
ま
し
た
が
、
松
浦

家
に
と
っ
て
は
再
築
城
は
、
悲

願
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

松
浦
家
と
将
軍
の
関
係
性

　
　
徳
川
家
５
代
将
軍
、
綱
吉
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市内の指定文化財を展示し、平
戸の豊かな文化、自然を紹介。
会場　平戸城天守閣４階

～１０月３１日（水）
三重県伊賀市にある伊賀流忍者博物館より
忍具約２０点（レプリカなど）を借り受け展示。

会場　平戸城天守閣２階　　　

10月６日（土）～８日（月）
忍者のコスチューム記念撮影会。
手裏剣投げなどの無料ゲーム。

会場　平戸城本丸

10月７日（日）・８日（月）
手作りの鎧兜などを試着出
来ます。
会場　平戸城本丸

10月８日（月）
平戸城をバックに迫力ある、伊賀流忍者
の公演ショーを行います。

会場　平戸城本丸　　

（１部）午後１時３０分～
（２部）午後３時３０分～10月６日（土）

の
時
代
に
、
平
戸
藩
４
代
藩
主

天
祥
鎮
信
の
従
兄
弟
、
牧
野
成

貞
が
、
綱
吉
の
側
近
と
し
て
重

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
天
祥

鎮
信
も
、
江
戸
城
内
で
は
城
持

ち
の
譜
代
大
名
と
同
列
の
処
遇

を
受
け
ま
す
。
城
を
持
た
な
い

外
様
大
名
が
こ
の
よ
う
な
待
遇

を
受
け
る
こ
と
は
異
例
の
こ
と

で
す
。

　
　
天
祥
鎮
信
の
子
、
松
浦
棟

（
た
か
し
）も
、
綱
吉
の
そ
ば
で

松

仕
え
る
大
名「
奥
詰
」

と
し
て
、
幕
府
で
従
事
し
、

綱
吉
か
ら
絶
大
な
信
任
を
得
ま

す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
平
戸
藩

に
幕
府
か
ら
備
蓄
米
５
千
石
が

預
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
関
係
性
と

な
り
ま
し
た
。

　
　
そ
の
後
、
棟
の
長
男
、
松

浦
長（
な
が
し
）も
棟
と
同
じ
く

「
奥
詰
」と
な
り
、
綱
吉
の
刀
持

ち
や
家
屋
敷
な
ど
を
与
え
ら
れ

る
ほ
ど
の
関
係
で
し
た
。
残
念

な
が
ら
、
長
は
そ
の
後
急
病
で

若
く
し
て
病
死
し
ま
す
が
、
こ

の
三
世
代
が
綱
吉
と
の
良
好
な

関
係
性
を
築
い
た
こ
と
か
ら
、

再
築
城
に
対
す
る
綱
吉
の
警
戒

心
も
解
か
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
ま
す
。

人
と
人
と
が
繋
い
だ
絆

　
　
　
平
戸
城
の
再
築
城
は
、
松

浦
家
や
平
戸
藩
に
と
っ
て
、
悲

願
で
あ
り
ま
し
た
が
、
簡
単
に

認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で

の
歴
史
か
ら

わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
綱
吉
は
、
幕
府
の
反
対
を
押

し
切
っ
て「
生
類
憐
み
の
令
」を

出
す
な
ど
、
当
時
は
絶
対
的
な

権
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
松
浦
家
が
三
代
に
渡
り
、

綱
吉
と
の
良
好
な
関
係
を
続
け

た
成
果
が
、
再
築
城
を
許
可
さ

せ
た
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
、

平
戸
城
再
築
城
3
0
0
周
年
を

期
に
、
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　
　
そ
れ
と
、
松
浦
家
が
平
戸

城
を
再
築
城
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
綱
吉
が
将
軍
で
あ
る
、

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
か
ら
こ
そ

で
き
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
、

綱
吉
が
死
去
す
る
と
す
ぐ
に
松

浦
家
の
処
遇
が
一
転
し
、
他
の

外
様
大
名
と
同
列
の
扱
い
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
時
で
あ
れ
ば
、

許
可
な
ど
は
お
ろ
か
、
申
出
す

ら
門
前
払
い
で
、
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ

ぐ
ら
い
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
の
お
か
げ
で
、
平
戸
城
の
再

築
城
が
許
可
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

平
戸
は
多
種
多
様
な
文
化
や

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

　
　
今
年
は
、
平
戸
城
再
築
城

3
0
0
周
年
で
、
城
内
で
企
画

展
や
夜
間
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

再
築
城
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、

平
戸
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や

歴
史
を
紹
介
し
た
企
画
展
も
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
、
皆
さ

ん
が
平
戸
の
歴
史
や
文
化
に
興

味
が
あ
れ
ば
、
イ
ベ
ン
ト
や
企

画
展
に
も
足
を
運
ん
で
も
ら
い

た
い
で
す
ね
。

　
自
分
た
ち
が
学
ん
だ
知
識
を

後
世
に
も
伝
え
つ
な
い
で
い
く

こ
と
は
、
学
芸
員
で
あ
る
私
た

ち
の
大
切
な
役
目
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
　
松
浦
家
は
、
鎌
倉
時
代
か

ら
明
治
時
代
ま
で
約
６
５
０
年
、

平
戸
を
統
治
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
だ
け
長
い
期
間
、
藩
を
統

制
し
て
い
た
の
は
全
国
的
に
も

非
常
に
珍
し
い
で
す
。
そ
の
歴

史
の
中
で
、
こ
う
し
て
つ
な
い

で
き
た
人
と
人
の
絆
を
、
私
た

ち
も
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
つ
な
い
で
い
く
時
か
と

思
い
ま
す
。

　
平
戸
城
再
築
城
３
０
０
年
の

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
か
ら
こ
そ
、

松
浦
家
が
、
み
ん
な
で
一
緒
に
、

今
一
度
、
平
戸
の
歴
史
を
学
び

な
さ
い
っ
て
伝
え
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
今
回
、
紹
介
し
た
内
容
や
資

料
に
つ
い
て
は
、
松
浦
史
料
博

物
館
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
平
戸
城
に
も
、
再
築
城
以

外
の
貴
重
な
資
料
な
ど
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
下
記
の

関
連
イ
ベ
ン
ト
と
併
せ
て
、
ぜ

ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

浦

浦

浦

浦

浦

久久

久 久

久

久

伊賀流忍者忍具の展示 伊賀流忍者ショー「靁凮刃」公演 手作り鎧兜試着会 平戸市の文化財展忍者体験
らいふうじん

お
く
づ
め
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