
 
 

    
 
 
 

平
成
１６
年
７
月
３
日
（
土
）
～
８
月
２９
日
（
日
） 

 
 

日
本
各
地
の
お
城
の
こ
と
を
知
っ
て
み
よ
う
！ 

で
も
、
難
し
く
考
え
な
い
で
ね 

 

こ
の
夏
、
広
島
城
で
は
、
「
日
本
お
城
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と

題
し
て
日
本
各
地
に
あ
る
お
城
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
「
い
ま

か
ら
お
城
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
か
な
」
と
い
う
方
に
も 

お
す
す
め
の
４６
城
を
、
お
城
の
写
真
・
古
絵
図
の
パ
ネ
ル
、

入
場
券
や
各
種
カ
ー
ド
類
な
ど
に
よ
り
紹
介
し
ま
す
。
気
軽
に

お
城
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？ 
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▼これは、広島藩

はん

主
しゅ

が 

お城や合戦
かっせん

の「勉強」

をするために作られた

絵図です。全国各地の 

お城がとりあげられて

います。 

 

み
な
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
、
「
広
島
」
の
始
ま
り
は
、
今
か
ら
四
一
五
年
前
、
毛も

う

利り

輝て
る

元も
と

が 

太お
お

田た

川が
わ

デ
ル
タ
へ
「
広
島
城
」
を
築
き
始
め
た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
以
後
営
ま
れ
て
き
た
歴
史
の
上
に
今
の
「
広
島
」

が
あ
る
の
で
す
ね
。 

そ
こ
で
、
み
な
さ
ん
が
広
島
城
や
郷
土
の
歴
史
に
よ
り
関
心
を
深
め
、
愛
着
を
持
っ
て
お
城
に
足
を
運
ば
れ
る
き
っ
か
け
と 

な
る
よ
う
に
、
広
報
紙
「
し
ろ
う
や
！
広
島
城
」
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
季
節
ご
と
に
、
広
島
城
の
催
し
や
、
広
島

の
歴
史
・
文
化
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。
ま
た
、
み
な
さ
ん
の
ご
感
想
や
ご
質
問
な

ど
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 
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    夏 
 

こ
こ
は
、｢

広
島
城
は
か
せ｣

が 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
城
や
城
下
町
の
こ
と
な
ど
、 

み
ん
な
が
ふ
し
ぎ
に
思
っ
て
い
る 

お
城
や
歴
史
の
疑
問
に
答
え
る 

コ
ー
ナ
ー
じ
ゃ
。 

 

 

さ
あ
な
ん
で
も 

聞
い
て
ご
じ
ゃ
れ
！ 

 

今
回
の
質
問
は
こ
れ
！ 

 
 

 

問
１ 

「
な
ぜ
広
島
城
が
こ
こ
に
建
て
ら
れ
た
の
？
」 

 
 広

島
城
を
建
て
た
毛も

う

利り

輝て
る

元も
と

の
も
と
の
城
は
、

郡
こ
お
り

山や
ま

城
じ
ょ
う

（
広

島
の
北
西
、
現
在
の
安あ

芸き

高た
か

田た

市し

）
と
い
う
、
山
の
上
に
あ
る

城
で
し
た
。
し
か
し
、
毛
利
氏
が
強
く
な
っ
て

 
中
国
地
方
を
支

配
す
る
大
大
名
に
な
っ
た
た
め
、
場
所
も
不

 

便
で
狭
く
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
年
）
、
新
し
い

 
大
き

な
城
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し
た

 

。
今
で
言
う
と
町
工
場
の

経
営
者

け
い
え
い
し
ゃ

が
大
も
う
け
し
て

 

、
場
所
を
移
し
て
も
っ
と
大
き
な
工

場
を
作
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
ね

 

。 

広
島
に
城
を
作
っ
た
理
由
は
、
広
い
土
地
が
あ
り
、
交
通
の 

便
が
よ
か
っ
た
か
ら
で
す
。
け
れ
ど
も
、
広
島
城
を
建
て
た
直

接
の
理
由
は
、
毛
利
輝
元
が
、 

豊
臣

と
よ
と
み

秀ひ
で

吉よ
し

が
作
っ
た
当
時
最
先 

端
の
城
だ
っ
た
聚じ

ゅ

楽ら
く

第だ
い

（
京
都
） 

と
大
坂
城
に
行
き
、
こ
れ
ら
の 

城
を
真
似
て
当
時
ま
だ
珍
し
か 

っ
た
平
地
に
作
ろ
う
と
し
た
か 

ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
も
昔
も
、 

時
代
の
流
行
に
は
敏
感

び
ん
か
ん

な
の
で
す
ね
。 

  

浅
あさ

野
の

文
ぶん

庫
こ

 諸
しょ

国
こく

当
とう

城
じょう

之
の

図
ず

 安芸
あ き

広島
ひろしま

 

写真提供：広島市立中央図書館 

 

▲まずはこちら！ 

広島城にきてくださいね。 

みなさんからの 

ご質問もお手紙 

・ファックスで

どうぞ！はかせ

に伝えます 
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このコーナーでは、広島の歴史に関するこぼればなしや、お城に

ついてのミニ知識などをご紹介していきます。お楽しみに！ 

     

城
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
そ
れ
を 

中
心
に
し
て
商
人
や
職
人
が
住
む 

町
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ 

う
な
町
を｢

城
じ
ょ
う

下か

町ま
ち｣

と
言
い
ま
す
。 

広
島
の
城
下
町
も
築

城

ち
く
じ
ょ
う

と
同
時 

に
建
設
さ
れ
、
現
在
の
広
島
の
街 

の
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

さ
て
、
広
島
城
下
町
は
、
江
戸

え

ど

・
大
坂

お
お
さ
か

・
京
都

き
ょ
う
と

に
つ
い
で

に
ぎ
や
か
だ
と
言
わ
れ
て
い
て
、
人
口
も
多
く
栄
え
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
に
比
べ
れ
ば
自
然
が
多
く
残
り
、
い
ろ
い
ろ

な
動
物
が
姿
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
実
は
… 

ブ
タ
も
い
た
の
で
す
！ 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

江
戸

え

ど

時
代
後
期
に
広
島
を
訪
れ
た

橘
た
ち
ば
な

南な

ん

谿け

い

と
い
う
お
医

者
さ
ん
は
、
著ち

ょ

書し
ょ

「
西さ

い

遊ゆ
う

記き

」
の
中
で
、
「
京
な
ど
に
犬
が

い
る
よ
う
に
家
々
町
々
の
軒
下

の
き
し
た

に
ブ
タ
が
多
く
い
る
。
他
国

で
は
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
光
景
だ
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
当

時
で
も
ブ
タ
が
普
通
に
町
中
に
い
る
の
は
珍
し
か
っ
た
よ

う
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
こ
の
頃
ブ
タ
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と

は
一
般
的
で
は
な
く
、
広
島
で
も
食
用
の
家か

畜ち
く

と
し
て
飼し

育い
く

す
る
と
い
う
習
慣
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

こ
れ
ら
の
ブ
タ
は
、

朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

の
国
王
が
江え

戸ど

幕ば
く

府ふ

に
送
っ

た
使
節
（

朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

通つ
う

信し
ん

使し

）
が
広
島
を
通
過
し
た
時
の
食
料

用
と
し
て
長
崎

な
が
さ
き

か
ら
仕
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
で
、
残
っ
た
ブ
タ
は
次
に
通
信
使
が
来
る

時
に
備
え
て
生
か
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
城

下
町
に
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。
天て

ん

和な

元
年

（
一
六
八
一
）
通
信
使
が
来
日
、
そ
の
翌
年
に
藩は

ん

か
ら
「
ブ

タ
に
触さ

わ

る
こ
と
を
禁
ず
る
」
お
触ふ

れ
が
出
て
い
ま
す
。
ブ
タ

に
か
ま
う
な
と
い
う
お
触
れ
が
わ
ざ
わ
ざ
出
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
こ
の
時
に
初
め
て
ブ
タ
を
城
下
に
放
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
町
を
歩
く
ブ
タ
は
城
下
の
人
々
に
は
さ

ぞ
珍
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。 

  

や
が
て
ブ
タ
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
子
ど
も
を
産
ん
で
増
え

て
い
き
ま
し
た
。
特
に
エ
サ
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
人じ

ん

家か

の
食
物
を
荒
ら
す
よ
う
に
な
り
、
当
然
な
が

ら
苦
情
続
出
！ 

そ
こ
で
藩
は
、
貞

じ
ょ
う

享
き
ょ
う

二
年
（
一
六
八
五
）

ブ
タ
狩
り
を
行
っ
て
百
頭
以
上
を
捕
ま
え
、
一
部
を
残
し
て

周
辺
の
島
々
に
捨
て
に
行
き
ま
し
た
。
島
の
人
々
に
は
迷
惑

め
い
わ
く

だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
！ 

そ
の
後
城
下
町
の
ブ
タ
は
目
立

っ
て
数
は
増
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
文ぶ

ん

化か

年
間
（
一
八
〇
四

～
一
八
一
八
）
ご
ろ
ま
で
は
姿
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
江
戸
時

代
の
終
わ
り
に
は
い
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
な
ぜ
い
な
く

な
っ
た
の
か
？
？
… 

食
べ
ち
ゃ
っ
た
の
か
な
？ 

 
 

            

ぶ 

◀広 島
ひろしま

城
じょう

下絵
か え

屏 風
びょうぶ

に描かれた 

城下町。 八 丁
はっちょう

堀
ぼり

あたりです 

 

ご存
ぞん

知
じ

ですか？ 
 

広島城の中は、「城下町広島の発展とくらし｣を 

 テーマにした資
し

料
りょう

館
かん

となっています。 
  

何が見れるかな？ここでは 

もう書ききれませんから 

ぜひお城にいらして 

ごらんくださいね。 

開館時間 

9：00～17：30（4 月～9 月） 

9：00～16：30（10 月～3 月） 

観覧料 

大人 320 円 小人 160 円 

休館日 年末年始(12／29～1／2) 




