
ひやま
こらむ

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

地
域
の
歴
史
も
学
ぼ
う
！

　
檜
山
城
跡
の
ほ
か
に
も
、

檜
山
地
域
に
は
長
い
歴
史
を

持
つ
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　
檜
山
の
こ
と
を
も
っ
と
知

り
た
い
！
っ
て
思
っ
た
ら
、

檜
山
崇
徳
館
に
も
足
を
運
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。
檜
山
城
跡

に
関
す
る
資
料
の
ほ
か
、
檜

山
茶
や
檜
山
焼
に
関
す
る
資

料
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、

地
域
の
歴
史
が
学
べ
ま
す
。

　
ま
た
、
市
で
は
「
調
査
で

わ
か
っ
た
能
代
の
む
か
し
」

と
し
て
、
小
学
生
向
け
に
檜

山
城
跡
の
発
掘
調
査
で
わ

か
っ
た
地
域
の
歴
史
を
紹
介

す
る
出
前
講
座
も
行
っ
て
い

ま
す
の
で
活
用
し
て
み
て
く

だ
さ
い
ね
！

檜
山
安
東
氏
城
館
跡 

解
体
新
書

戦
国
の
世
の
能
代
を

　
　
檜
山
城
跡
か
ら

　
　
　
　
ひ
も
解
く
ぞ
！

あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

　
檜
山
城
に
は
戦
国
時
代
以
降

に
作
ら
れ
た
お
城
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
天
守
閣
や
石
垣
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
曲
輪
や
堀
切
な
ど

山
城
な
ら
で
は
の
遺
構
を
み
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
山
城
の
特
徴
が
確

認
で
き
る
場
所
が
今
も
残
さ
れ

て
い
る
た
め
、
当
時
お
城
で
生

活
し
て
い
た
人
々
の
生
活
を
想

像
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
皆
さ
ん
は
檜
山
地
域
に
あ
る

「
檜
山
安
東
氏
城
館
跡
（
檜
山

城
跡
）」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
檜
山
城
跡
は
、
室
町
時
代
か

ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
能
代
を

治
め
、
檜
山
町
や
能
代
の
町
の

形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
た
戦
国

大
名
「
檜
山
安
東
氏
」
の
お
城

が
あ
っ
た
場
所
な
ん
で
す
！

　
檜
山
城
跡
は
お
城
が
あ
っ
た

時
代
を
示
す
も
の
が
良
い
状
態

で
現
代
に
残
っ
て
い
る
こ
と

や
、
地
域
の
歴
史
を
伝
え
る
も

の
と
し
て
と
て
も
価
値
が
高
い

こ
と
か
ら
、
国
の
指
定
史
跡
に

選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
ん
な
檜
山
城
跡
の

見
ど
こ
ろ
や
歴
史
を
皆
さ
ん
に

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

檜
山
城
は
自
然
の
要
塞

「
山
城
」
だ
っ
た
！

　
檜
山
安
東
氏
の
２
代
目
に
あ

た
る
安
東
忠
季
に
よ
っ
て
明
応

４
（
１
４
９
５
）
年
に
完
成
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
檜
山
城

は
檜
山
の
地
形
を
利
用
し
て
作

ら
れ
た
土
作
り
の
「
山
城
」
で

こども
のしろ
こども
のしろ

た
の
か
、
当
時
生
き
て
い
た
人

た
ち
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
な
ど
を
調
べ
る

手
が
か
り
を
探
し
ま
す
。

　
調
査
を
進
め
る
と
、
建
物
な

ど
が
作
ら
れ
た
跡
を
示
す
「
遺

構
」
や
、
土
器
や
武
器
な
ど
過

去
に
生
き
て
い
た
人
た
ち
が

使
っ
て
い
た
「
遺
物
」
が
出
て

く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
は
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
う

え
で
と
て
も
重
要
で
わ
か
り
や

す
い
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

　
調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
毎

年
報
告
書
に
ま
と
め
て
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
お
う
ち
の
人
や
学
校

の
先
生
と
一
緒

に
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
！

　
檜
山
城
跡
の
こ
と
を
も
っ
と

深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
市
で
は
整
備
計
画
を
作
っ

て
、
平
成
28
年
度
か
ら
発
掘
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
調
査
で
は
１
年
ご
と
に
場
所

を
決
め
て
土
を
掘
る
こ
と
で
お

城
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ

檜
山
城
跡
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

調査の状況について
担当者にお話を伺いました

文化財保護室
播摩芳紀 主席主査

発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す

檜山崇徳館
時間　午前８時30分～午後５時15分
　　 （年末年始除く）
住所　能代市檜山字霧山下104番地
問合せ　☎58-3101

出前講座の申し込み 
問合せ　☎73-5285
　　　　（生涯学習・スポーツ振興課）

た
だ
す
え

よ
う
さ
いや

ま
じ
ろ

く
る
わ

ほ
り
き
り

い  

こ
う

早
速
ペ
ー
ジ
を
開
い
て

檜
山
城
跡
の
見
ど
こ
ろ
や
歴
史
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
！

とりはずして、おうちの人と読んでみよう！

　今年行った調査では、曲輪を平らに大きく広

げていたことがわかったり、これまでの調査で

茶器や椀、皿、すり鉢などの日常の器のほか、

武器の破片など、戦国時代の生活や戦いに関

わるものが発掘されたりしたことで、本丸付近

の曲輪が檜山城の中でも主要なものであること

がわかりました。

　これからの調査では城の構造やどんな建物

が建てられていたのかを明らかにするために、

曲輪の入り口を探していきたいと考えています。

　調査が一段落したら見学会もやっていきたい

と思います。日程が決まり次第、広報のしろで

お知らせしますのでぜひ来てくださいね！
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檜山城跡の見どころを

　檜山城跡の特徴は「山城」であるということ。歩きながら、

檜山地域の歴史や自然環境を一度に感じられます。遺構の

保存状態がよいため、少し歩いただけで山城の中にいるこ

とが実感できます。

　今回は広い城跡の中でも城があったことがわかる主な場

所をピックアップしてご紹介。雪がとけて暖かくなってきたら、

城跡を歩いてみましょう！

用語や檜山安東氏の歴史もチェックして
もっと理解を深めよう！

【
曲
輪
（
く
る
わ
）】

　
お
城
の
内
外
を
土
塁
や
堀
、

石
垣
な
ど
で
区
分
け
し
た
エ
リ

ア
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
曲
輪
の
配
置
は
戦
い
を
有
利

に
進
め
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
、
主
な
曲
輪
の
中
に
は

城
主
の
館
や
戦
い
に
使
う
塀
や

や
ぐ
ら
が
建
て
ら
れ
ま
す
。

　
お
城
の
中
心
部
に
作
ら
れ
る

曲
輪
は
「
本
丸
」
や
「
主
郭
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
檜
山
城
の
本
丸
は
地
元
で

呼
ば
れ
て
い
る
名
前
で
、
お
城

の
本
丸
か
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。

【
虎
口
（
こ
ぐ
ち
）】

　
お
城
や
曲
輪
の
出
入
口
と
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
お
城
の
出
入
口
は
戦
い
が
と

て
も
激
し
く
な
る
と
こ
ろ
で
、

敵
を
城
内
に
入
れ
な
い
た
め

に
、
狭
く
、
小
さ
く
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
虎
口
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
檜
山

城
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
枡
形
虎
口
は
、
四
角
く
囲

ま
れ
た
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、

入
っ
て
き
た
敵
を
取
り
囲
ん
で

一
網
打
尽
に
で
き
る
作
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。

【
堀
切
（
ほ
り
き
り
）】

　
曲
輪
同
士
を
独
立
さ
せ
た

り
、
敵
の
侵
入
を
防
い
で
移
動

を
制
限
さ
せ
る

た
め
、
道
を
断

ち
切
っ
た
り
す

る
目
的
で
作
ら

れ
た
堀
の
こ
と

で
す
。

●
津
軽
か
ら
能
代
へ

　
檜
山
安
東
氏
は
も
と
も
と
津

軽
（
青
森
県
）
に
出
自
が
あ
り
、

北
海
道
か
ら
福
井
ま
で
の
日
本

海
交
易
で
力
を
持
っ
て
い
た
一

族
で
し
た
。
檜
山
に
入
っ
た
の

は
１
４
５
６
年
で
、
こ
の
時
、

政
季
が
檜
山
安
東
氏
の
初
代
当

主
と
な
り
、
新
し
い
国
作
り
を

進
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

●
檜
山
城
の
整
備
と
完
成

　
第
２
代
当
主
で
あ
る
忠
季
は

檜
山
城
を
整
備
し
、
１
４
９
５

年
に
完
成
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
お
寺
を
建
て

る
な
ど
領
地
の
経
営
に
も
努
め

て
い
ま
し
た
。

●
能
代
の
誕
生
と
檜
山
安
東
氏
・

　 湊
安
東
氏
の
統
合

　
舜
季
の
子
に
あ
た
る
第
５
代

当
主
、
愛
季
は
、
人
や
物
の
交

流
の
拠
点
と
な
る
場
所
を
作
る

た
め
、
現
在
の
能
代
市
に
港
町

を
建
設
。
１
５
５
６
年
に
「
野

代
町
」
が
誕
生
し
、
日
本
海
各

地
と
の
貿
易
で
栄
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
族
で
あ
る
湊
安
東

氏
を
統
合
し
、道
南
と
出
羽
（
現

在
の
秋
田
県
北
部
）
を
治
め
て

安
東
氏
の
全
盛
期
を
築
き
ま
し

た
。

●
湊
合
戦
と
能
代
港
の
整
備

　
１
５
８
７
年
、
愛
季
が
病
死

し
、
実
季
が
わ
ず
か
12
歳
で
跡

を
継
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の

継
承
に
不
満
を
持
っ
た
湊
安
東

氏
の
安
東
道
季
が
１
５
８
９
年

に
湊
合
戦
を
起
こ
し
ま
し
た

が
、
実
季
は
檜
山
城
に
立
て
こ

も
っ
た
末
、
こ
れ
を
鎮
圧
。

　
そ
の
後
は
大
名
と
し
て
の
地

位
を
確
立
し
、
能
代
港
を
整
備

し
て
能
代
の
経
済
活
動
の
発
展

に
努
め
ま
し
た
。

覚
え
て
見
学
を
も
っ
と
楽
し
く
！

檜
山
安
東
氏
が
関
わ
る
主
な
で
き
ご
と
を
ご
紹
介

お
城
用
語  

虎
の
巻

檜
山
安
東
氏
と
能
代
の
歴
史

檜山安東氏  年表

檜山安東氏  当主系図
まさすえ

政季
（1446～ 1488）

ただすえ

忠季
（1466～1511）

ひろすえ

尋季
（1480～1534）

きよすえ

舜季
（1507～1553）

ちかすえ

愛季
（1538～1587）

さねすえ

実季
（1575～1659）

－ － －

－ －

1456
1495
1556
1570
1589

1590

安東政季が檜山に入ったとされる
安東忠季が檜山城を完成したとされる
野代町（現在の能代市）が誕生
安東愛季が湊安東氏を統合
湊合戦がおこる
安東実季が豊臣秀吉から領知安堵の
朱印状を与えられる

主なできごと年

アクセス

み
ち
す
え

高山

赤館

古寺

御料場

二の丸

本丸 枡形虎口

白坂道

大堀切

将軍山
館神堂

中館

【中館（なかだて）】➡
檜山安東氏の主要な地区の１つと考え
られる区域。周辺は急斜面になってい
て、防御に適した地形になっている上、
中心部には曲輪や腰曲輪がしっかりと
作られていて、落ち着いた空間になって
います。

⬇【将軍山（しょうぐんやま）】
城内で最も高い所が将軍山で
す。山の下には平らな土地が多
くあり、中館に不便さを感じた
檜山安東氏が居館を移転した
と考えられています。

⬇【大堀切（おおほりきり）】
南から攻めてくる敵の侵入
を防ぐため、本丸の出入口
となる枡形虎口に近づきに
くいように土を掘り、お城
の防御力を高めています。

⬆【本丸（ほんまる）】
現在も古城と呼ばれる地区で、
お城の中心部があったと思わ
れているところです。広く平らな
土地が段々になっていて、柱穴
などが見つかっています。16世
紀後半よりあとに大きく整備さ
れたと考えられています。

⬅【枡形虎口
　　（ますがたこぐち）】
お城の中心への出入口に
使われていたと考えられ
るところです。道が狭く、
通行を一時止める機能も
持っています。

ピックアップ！

ふるしろ

ちゅうけつ
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の
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は
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を
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に
進
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に
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な
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も
の
で
、
主
な
曲
輪
の
中
に
は

城
主
の
館
や
戦
い
に
使
う
塀
や

や
ぐ
ら
が
建
て
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れ
ま
す
。

　
お
城
の
中
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部
に
作
ら
れ
る

曲
輪
は
「
本
丸
」
や
「
主
郭
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
檜
山
城
の
本
丸
は
地
元
で

呼
ば
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て
い
る
名
前
で
、
お
城

の
本
丸
か
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。

【
虎
口
（
こ
ぐ
ち
）】

　
お
城
や
曲
輪
の
出
入
口
と
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
お
城
の
出
入
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は
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が
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て
も
激
し
く
な
る
と
こ
ろ
で
、

敵
を
城
内
に
入
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な
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た
め

に
、
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く
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作
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て

い
ま
す
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に
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ま
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す
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山
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に
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と
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虎
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四
角
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ま
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ー
ス
が
あ
り
、

入
っ
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き
た
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を
取
り
囲
ん
で

一
網
打
尽
に
で
き
る
作
り
に

な
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ま
す
。
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堀
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（
ほ
り
き
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曲
輪
同
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を
独
立
さ
せ
た

り
、
敵
の
侵
入
を
防
い
で
移
動
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制
限
さ
せ
る

た
め
、
道
を
断

ち
切
っ
た
り
す

る
目
的
で
作
ら

れ
た
堀
の
こ
と

で
す
。

●
津
軽
か
ら
能
代
へ

　
檜
山
安
東
氏
は
も
と
も
と
津

軽
（
青
森
県
）
に
出
自
が
あ
り
、

北
海
道
か
ら
福
井
ま
で
の
日
本

海
交
易
で
力
を
持
っ
て
い
た
一

族
で
し
た
。
檜
山
に
入
っ
た
の

は
１
４
５
６
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で
、
こ
の
時
、

政
季
が
檜
山
安
東
氏
の
初
代
当

主
と
な
り
、
新
し
い
国
作
り
を

進
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

●
檜
山
城
の
整
備
と
完
成

　
第
２
代
当
主
で
あ
る
忠
季
は

檜
山
城
を
整
備
し
、
１
４
９
５

年
に
完
成
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
お
寺
を
建
て

る
な
ど
領
地
の
経
営
に
も
努
め

て
い
ま
し
た
。

●
能
代
の
誕
生
と
檜
山
安
東
氏
・

　 湊
安
東
氏
の
統
合

　
舜
季
の
子
に
あ
た
る
第
５
代

当
主
、
愛
季
は
、
人
や
物
の
交

流
の
拠
点
と
な
る
場
所
を
作
る

た
め
、
現
在
の
能
代
市
に
港
町

を
建
設
。
１
５
５
６
年
に
「
野

代
町
」
が
誕
生
し
、
日
本
海
各

地
と
の
貿
易
で
栄
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
族
で
あ
る
湊
安
東

氏
を
統
合
し
、道
南
と
出
羽
（
現

在
の
秋
田
県
北
部
）
を
治
め
て

安
東
氏
の
全
盛
期
を
築
き
ま
し

た
。

●
湊
合
戦
と
能
代
港
の
整
備

　
１
５
８
７
年
、
愛
季
が
病
死

し
、
実
季
が
わ
ず
か
12
歳
で
跡

を
継
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の

継
承
に
不
満
を
持
っ
た
湊
安
東

氏
の
安
東
道
季
が
１
５
８
９
年

に
湊
合
戦
を
起
こ
し
ま
し
た

が
、
実
季
は
檜
山
城
に
立
て
こ

も
っ
た
末
、
こ
れ
を
鎮
圧
。

　
そ
の
後
は
大
名
と
し
て
の
地

位
を
確
立
し
、
能
代
港
を
整
備

し
て
能
代
の
経
済
活
動
の
発
展

に
努
め
ま
し
た
。

覚
え
て
見
学
を
も
っ
と
楽
し
く
！

檜
山
安
東
氏
が
関
わ
る
主
な
で
き
ご
と
を
ご
紹
介

お
城
用
語  

虎
の
巻

檜
山
安
東
氏
と
能
代
の
歴
史

檜山安東氏  年表

檜山安東氏  当主系図
まさすえ

政季
（1446～ 1488）

ただすえ

忠季
（1466～1511）

ひろすえ

尋季
（1480～1534）

きよすえ

舜季
（1507～1553）

ちかすえ

愛季
（1538～1587）

さねすえ

実季
（1575～1659）

－ － －

－ －

1456
1495
1556
1570
1589

1590

安東政季が檜山に入ったとされる
安東忠季が檜山城を完成したとされる
野代町（現在の能代市）が誕生
安東愛季が湊安東氏を統合
湊合戦がおこる
安東実季が豊臣秀吉から領知安堵の
朱印状を与えられる

主なできごと年

アクセス

み
ち
す
え

高山

赤館

古寺

御料場

二の丸

本丸 枡形虎口

白坂道

大堀切

将軍山
館神堂

中館

【中館（なかだて）】➡
檜山安東氏の主要な地区の１つと考え
られる区域。周辺は急斜面になってい
て、防御に適した地形になっている上、
中心部には曲輪や腰曲輪がしっかりと
作られていて、落ち着いた空間になって
います。

⬇【将軍山（しょうぐんやま）】
城内で最も高い所が将軍山で
す。山の下には平らな土地が多
くあり、中館に不便さを感じた
檜山安東氏が居館を移転した
と考えられています。

⬇【大堀切（おおほりきり）】
南から攻めてくる敵の侵入
を防ぐため、本丸の出入口
となる枡形虎口に近づきに
くいように土を掘り、お城
の防御力を高めています。

⬆【本丸（ほんまる）】
現在も古城と呼ばれる地区で、
お城の中心部があったと思わ
れているところです。広く平らな
土地が段々になっていて、柱穴
などが見つかっています。16世
紀後半よりあとに大きく整備さ
れたと考えられています。

⬅【枡形虎口
　　（ますがたこぐち）】
お城の中心への出入口に
使われていたと考えられ
るところです。道が狭く、
通行を一時止める機能も
持っています。

ピックアップ！

ふるしろ

ちゅうけつ



ひやま
こらむ

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

地
域
の
歴
史
も
学
ぼ
う
！

　
檜
山
城
跡
の
ほ
か
に
も
、

檜
山
地
域
に
は
長
い
歴
史
を

持
つ
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　
檜
山
の
こ
と
を
も
っ
と
知

り
た
い
！
っ
て
思
っ
た
ら
、

檜
山
崇
徳
館
に
も
足
を
運
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。
檜
山
城
跡

に
関
す
る
資
料
の
ほ
か
、
檜

山
茶
や
檜
山
焼
に
関
す
る
資

料
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、

地
域
の
歴
史
が
学
べ
ま
す
。

　
ま
た
、
市
で
は
「
調
査
で

わ
か
っ
た
能
代
の
む
か
し
」

と
し
て
、
小
学
生
向
け
に
檜

山
城
跡
の
発
掘
調
査
で
わ

か
っ
た
地
域
の
歴
史
を
紹
介

す
る
出
前
講
座
も
行
っ
て
い

ま
す
の
で
活
用
し
て
み
て
く

だ
さ
い
ね
！

檜
山
安
東
氏
城
館
跡 

解
体
新
書

戦
国
の
世
の
能
代
を

　
　
檜
山
城
跡
か
ら

　
　
　
　
ひ
も
解
く
ぞ
！

あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

　
檜
山
城
に
は
戦
国
時
代
以
降

に
作
ら
れ
た
お
城
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
天
守
閣
や
石
垣
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
曲
輪
や
堀
切
な
ど

山
城
な
ら
で
は
の
遺
構
を
み
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
山
城
の
特
徴
が
確

認
で
き
る
場
所
が
今
も
残
さ
れ

て
い
る
た
め
、
当
時
お
城
で
生

活
し
て
い
た
人
々
の
生
活
を
想

像
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
皆
さ
ん
は
檜
山
地
域
に
あ
る

「
檜
山
安
東
氏
城
館
跡
（
檜
山

城
跡
）」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
檜
山
城
跡
は
、
室
町
時
代
か

ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
能
代
を

治
め
、
檜
山
町
や
能
代
の
町
の

形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
た
戦
国

大
名
「
檜
山
安
東
氏
」
の
お
城

が
あ
っ
た
場
所
な
ん
で
す
！

　
檜
山
城
跡
は
お
城
が
あ
っ
た

時
代
を
示
す
も
の
が
良
い
状
態

で
現
代
に
残
っ
て
い
る
こ
と

や
、
地
域
の
歴
史
を
伝
え
る
も

の
と
し
て
と
て
も
価
値
が
高
い

こ
と
か
ら
、
国
の
指
定
史
跡
に

選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
ん
な
檜
山
城
跡
の

見
ど
こ
ろ
や
歴
史
を
皆
さ
ん
に

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

檜
山
城
は
自
然
の
要
塞

「
山
城
」
だ
っ
た
！

　
檜
山
安
東
氏
の
２
代
目
に
あ

た
る
安
東
忠
季
に
よ
っ
て
明
応

４
（
１
４
９
５
）
年
に
完
成
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
檜
山
城

は
檜
山
の
地
形
を
利
用
し
て
作

ら
れ
た
土
作
り
の
「
山
城
」
で

こども
のしろ
こども
のしろ

た
の
か
、
当
時
生
き
て
い
た
人

た
ち
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
な
ど
を
調
べ
る

手
が
か
り
を
探
し
ま
す
。

　
調
査
を
進
め
る
と
、
建
物
な

ど
が
作
ら
れ
た
跡
を
示
す
「
遺

構
」
や
、
土
器
や
武
器
な
ど
過

去
に
生
き
て
い
た
人
た
ち
が

使
っ
て
い
た
「
遺
物
」
が
出
て

く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
は
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
う

え
で
と
て
も
重
要
で
わ
か
り
や

す
い
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

　
調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
毎

年
報
告
書
に
ま
と
め
て
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
お
う
ち
の
人
や
学
校

の
先
生
と
一
緒

に
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
！

　
檜
山
城
跡
の
こ
と
を
も
っ
と

深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
市
で
は
整
備
計
画
を
作
っ

て
、
平
成
28
年
度
か
ら
発
掘
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
調
査
で
は
１
年
ご
と
に
場
所

を
決
め
て
土
を
掘
る
こ
と
で
お

城
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ

檜
山
城
跡
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

調査の状況について
担当者にお話を伺いました

文化財保護室
播摩芳紀 主席主査

発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す

檜山崇徳館
時間　午前８時30分～午後５時15分
　　 （年末年始除く）
住所　能代市檜山字霧山下104番地
問合せ　☎58-3101

出前講座の申し込み 
問合せ　☎73-5285
　　　　（生涯学習・スポーツ振興課）

た
だ
す
え

よ
う
さ
いや

ま
じ
ろ

く
る
わ

ほ
り
き
り

い  
こ
う

早
速
ペ
ー
ジ
を
開
い
て

檜
山
城
跡
の
見
ど
こ
ろ
や
歴
史
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
！

とりはずして、おうちの人と読んでみよう！

　今年行った調査では、曲輪を平らに大きく広

げていたことがわかったり、これまでの調査で

茶器や椀、皿、すり鉢などの日常の器のほか、

武器の破片など、戦国時代の生活や戦いに関

わるものが発掘されたりしたことで、本丸付近

の曲輪が檜山城の中でも主要なものであること

がわかりました。

　これからの調査では城の構造やどんな建物

が建てられていたのかを明らかにするために、

曲輪の入り口を探していきたいと考えています。

　調査が一段落したら見学会もやっていきたい

と思います。日程が決まり次第、広報のしろで

お知らせしますのでぜひ来てくださいね！


