
～
織
豊
系
城
郭
研
究
の
第
一
人
者
中
井
均
さ
ん
に
聞
く
～

国
史
跡「
美
濃
金か

ね
　や
ま
　じ
ょ
う
　あ
と

山
城
跡
」か
ら

  
戦
国
時
代
の
知
恵
を
読
み
解
く

中
井
均
さ
ん
が
保
存
管
理
計
画
策
定

委
員
に
就
任

― 

中
井
さ
ん
に
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
今
回

設
置
し
た
「
史
跡
美
濃
金
山
城
跡
保
存
管
理

計
画
策
定
委
員
会
」
の
委
員
を
お
引
き
受
け

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

中
井　

ど
う
い
た
し
ま
し
て
。
個
人
的
に

興
味
が
あ
る
城
で
し
た
し
、
お
世
辞
抜
き

で
、
担
当
者
の
や
る
気
を
感
じ
ま
し
た
の
で
、

引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、

私
は
以
前
米
原
市
の
文
化
財
担
当
も
し
て
お

り
、
文
化
財
行
政
に
携
わ
っ
た
経
験
者
と
し

て
の
責
任
も
あ
り
ま
す
の
で
。

中
井
さ
ん
と
城
と
の
出
会
い

― 

中
井
さ
ん
が
お
城
に
興
味
を
持
た
れ
た
の

は
い
つ
頃
で
す
か
。

中
井　

小
学
校
５
年
生
か
ら
、
人
物
往
来
社

の「
日
本
の
名
城
」や
現
代
文
庫
の「
日
本
の
城
」

を
愛
読
し
て
い
ま
し
た
。「
日
本
の
城
」
は
右

ペ
ー
ジ
に
解
説
が
あ
り
、
左
ペ
ー
ジ
に
写
真

が
あ
っ
て
、
行
っ
た
お
城
に
順
番
に
印
を
付

け
て
い
く
の
が
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。
き
っ

先
輩
た
ち
と
何
度
も
一
緒
に
山
城
に
行
っ
て
、

あ
る
日
開
眼
し
た
の
で
す
。
分
か
ら
な
い
人
は

何
度
行
っ
て
も
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
で

す
が
、
自
分
は
割
と
早
い
時
期
に
こ
れ
が
堀
切
、

こ
れ
が
土
塁
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
、
歴
史
は
文
書
に
書
い
て
あ
っ
た
の

で
す
が
、
遺
構
に
つ
い
て
は
一
切
書
い
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
。

に
感
じ
た
こ
と
で
す
が
、
お
城
の
見
方
に
違

い
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
関
東
近
辺
に

は
近
世
の
お
城
が
な
い
の
で
、
早
く
か
ら
山

城
の
構
造
を
縄な

わ
ば
り
ず

張
図
に
描
い
て
研
究
し
て
い

た
の
で
す
。
縄
張
図
と
は
、
城
の
平
面
構
造

の
こ
と
で
、
城
の
設
計
図
に
あ
た
り
ま
す
。

　

何
度
か
一
緒
に
行
っ
て
縄
張
図
を
書
く
こ

と
を
盗
み
見
て
覚
え
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て

自
分
の
書
き
方
が
分
か
っ
て
き
て
、
自
分
の

も
の
に
な
っ
て
き
て
、
面
白
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
縄
張
図
を
書
く
こ
と
が
す
ご
く
大
事

な
の
で
す
。
漠
然
と
歩
く
だ
け
で
は
わ
か
ら

な
い
の
で
す
が
、「
自
分
で
描
く
」
と
い
う
意

識
を
持
つ
こ
と
で
、
城
の
細
部
ま
で
歩
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
こ
こ

に
堀
切
や
土
塁
が
あ
る
の
か
の
理
屈
が
見
え

て
く
る
の
で
す
。
軍
事
的
な
防
御
施
設
と
し

て
築
か
れ
た
城
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

美
濃
金
山
城
跡
の
印
象
は

― 

と
こ
ろ
で
、
美
濃
金
山
城
跡
の
印
象
は
い

か
が
で
す
か
。

中
井　
高
校
生
の
時
に
、
小お

里り

城
（
瑞
浪
市
）、

金
山
城
（
可
児
市
）、
妻つ

ま

木ぎ

城
（
土
岐
市
）、
苗な

え

木ぎ

城
（
中
津
川
市
）、
岩
村
城
（
恵
那
市
）
と

２
泊
３
日
で
行
き
ま
し
た
。
当
時
受
け
た
印
象

は
、
戦
国
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
過
渡
的
な
城

で
あ
り
、
戦
国
の
城
に
近
い
と
い
う
印
象
で
し

た
。
先
輩
か
ら
誘
い
の
案
内
が
来
た
時
に
は
、

金
山
城
っ
て
言
わ
れ
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
で

す
。
本
も
な
い
時
代
で
し
た
か
ら
。

　

し
か
し
、現
地
に
行
っ
て
、あ
の
石
垣
が
残
っ

て
い
て
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
ま
し
た
。
あ
の
山

に
石
垣
を
組
ん
だ
織
豊
系
城
郭
の
す
ご
さ
。『
兼

山
町
史
』
の
執
筆
者
で
あ
る
荒
井
金き

ん

一い
ち

さ
ん

に
案
内
を
し
て
い
た
だ
き
、『
美
濃
金
山
城じ

ょ
う
し趾

』

と
い
う
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
、
個
別

に
城
の
本
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た

の
で
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
兼
山
で
は
青

年
の
家
に
宿
泊
し
ま
し
た
が
、
そ
の
玄
関
に

城し
ろ
あ
と跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
が
ず
ら
り
と
並
ん
で

お
り
、
そ
の
多
さ
に
も
驚
き
ま
し
た
。
ち
な
み

に
、
今
で
も
そ
の
時
に
撮
っ
た
城
跡
や
遺
物
の

写
真
は
、
大
切
に
保
管
し
て
あ
り
ま
す
。

山
城
の
楽
し
み
方

― 

そ
の
山
城
を
ど
の
よ
う
に
楽
し
ん
で
お
ら

れ
る
の
で
す
か
。

中
井　

関
東
の
人
た
ち
と
山
城
に
行
っ
た
時

施
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
防
御
し
て
い

た
の
か
を
自
分
の
書
い
た
縄
張
図
か
ら
読
み

解
く
こ
と
が
、
最
も
楽
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

問
合
先
　
教
育
文
化
財
課

か
け
は
普
通
の
人
と
同
じ
で
、
天
守
閣
が
あ

る
近
世
の
お
城
に
引
か
れ
た
か
ら
で
し
た
。

　

私
は
大
阪
府
枚ひ

ら

方か
た

市
の
生
ま
れ
で
す
。
実

家
は
商
売
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
親
が

ど
こ
か
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
学
生
に

な
る
と
日
曜
日
に
は
一
人
で
バ
ス
に
乗
り
、

東
は
名
古
屋
、
西
は
播ば

ん
し
ゅ
う
あ
こ
う

州
赤
穂
ま
で
、
北

は
丸
岡
や
福
知
山
ま
で
城
め
ぐ
り
を
し
て

い
ま
し
た
。

山や
ま
じ
ろ城
の
魅
力

― 

天
守
の
あ
る
近
世
の
お
城
か
ら
山
城
に
興

味
が
移
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

中
井　

高
校
生
に
な
っ
て
、
日
本
城
郭
近
畿

学
生
研
究
会
に
参
加
し
た
時
に
、
私
の
常
識

は
木
っ
端
み
じ
ん
に
砕
か
れ
ま
し
た
。

　
「
な
ん
で
こ
れ
が
城
な
の
？
」「
な
ん
で
こ

ん
な
山
に
行
く
の
？
」「
単
な
る
山
じ
ゃ
な
い

の
？
」
と
最
初
は
疑
問
だ
ら
け
で
し
た
。

　

研
究
会
の
先
輩
に
、「
こ
れ
が
土ど

塁る
い

で
、
こ

れ
が
堀ほ
り

切き
り

な
ん
だ
。」
と
教
え
て
も
ら
っ
た
の

で
す
が
、
見
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
で
す
。
現

地
に
行
っ
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

土塁 大堀切
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②敵の侵入を妨げ、城の内部の構造を見えな
くする効果がある美濃金山城跡の土塁

美濃金山城跡の山頂部分の縄張図
（高田徹さん作成の縄張図を一部加工）

①尾根伝いに攻めてくる敵を止める意図で設
けられた美濃金山城跡東側の大堀切

中井均（なかいひとし）
滋賀県立大学人間文化学部教授。NPO法人城郭遺産
による街づくり協議会理事長。織豊期城郭研究会主宰。
米原市職員、長浜市長浜城歴史博物館館長を経て現職。

中井均さんと（公財）日
本城郭協会学術委員会
副委員長の加藤理

まさふみ

文さ
んという日本の城郭研
究を代表する２人が可
児市を舞台に激論を交
わします。２人の絶妙
な掛け合いも必見です。

期日　９月23日（祝）
時間　午後１時～４時
場所　文化創造センター・アーラ
内容　美濃金山城の紹介
　　　中井均「天下統一の時代と美濃金山城

－その構造の魅力－」
　　　加藤理文「瓦と石垣－美濃金山城は当時

最先端の城だった－」
　　　討論「美濃金山城から天下統一を探る」
※9月 4日（木）から教育文化財課窓口で配付す
る整理券が必要です。

問合先　教育文化財課

左：加藤理文さん
右：中井均さん

可児郷土歴史館企画展関連企画

「美濃金山城から
       天下統一を探る」

入
無
場
料


