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若狭国小浜城修築 に関する城主酒井忠勝の 指図 内容 につ い て

　　　　　　　　　　　　　　
一

デー タベ ー ス 化 の 試み 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白　峰　　　旬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緒　言

　近 世城郭の 普請 ・作事に お い て 、城主が どの よ うな 貝体 的指示 を出 した の か を知 る ことは、当時

の 城郭構築の 具体像を理解する うえ で 重要 な フ ァ クタ
ー

で あるが、そ の 意 味で は、本稿 で扱 う小 浜

城修築 に関す る城主酒井忠勝の 指図内容 （寛永 12年 〔1635 〕〜明暦 2 年 〔1656 〕）を記 した書状

群 田 は好個の 史料で あ る と位 置付けられ る 。 よ っ て 、本稿で は、こ の 酒井忠勝の 指図 内容を現 代

語訳 し て 、時系列的に示 したも の を
・
覧表と し て作成 しデー

タ ベ ー
ス化 を試み た

C2 ）。

　酒 井忠勝が 国元 の 小浜 に対 して出 した指図内容か らは、城 の 普請 ・作事に関 して構造面 を含め て

細か い点 まで知悉 して い た こ とがわ か る。例えば、  「す り合」 （切 込み ハ ギ の こ とか ？）は石垣

が 弱 い の で 、「の つ ら」 （野 面） に て 石組 を十 分に築かせ る よ うに指示 した （74 号）、  西風 によ る

海か らの 波 しぶ き対策 として 新 し くつ く る 本丸の 多門 の 高さ の 3 分 の 2 を腰板 にす るよ うに指示 し

た （78号）、  多門の 壁は 二 重壁 に して 、中へ 栗石 に
．i：を混ぜて 人れ るよ うに指 示 した （74号）、 

水敲石垣 を高く築 くと、以後 の 大水の 時の 水は けに も関係する こ とを指摘 し た （60 号）、  多門 と

塗垂の 境 目 の 屋根 に （防火 壁 として） 塗 り切 りの 塀 を つ くるよ う指示 した （75 号）、  天守の 壁の

作事に つ い て は、 1〔〕月末 に なる と凍るた め、 10 月 15 日ま で に 白漆喰ま で 完成させ る よ う に指示 し

た （28号）、  埋まっ て い る堀 の 土を 日用 に て 取 らせ て石 垣 の 裏土 にす る よ う指 示 した （19号、21

号）、  採石 の 際に 、 大き い 石 は無用 で あり、「岩くみ 」 の 見事な と こ ろ へ は手 をつ けな い よ うに指

示 した （56 号）、  角石は 平石よ り少 し大き い 石が よ い 、と指示 し た （18号）、  石 垣 を築 く際に

は、土俵 （土 の う） が多 く必 要な の で準備す る よ うに指示 した （19号、50号）、  本丸 の 小書院 を

再建を前提に解 体す る際、事 前に指図 を作成 して相紋を つ け て 壊すよ うに指示 した （84 号、86 号）、

  下見板 に つ い て は、渋墨 を念 を入れ て塗 るよ うに指示 した （28 号）、  小 浜城 天 守は 二 重 天守な

の で 上 もあま り重 くな い た め、（天守台の 石垣 は三重天守 の 重さに） 耐 え られ るだろ うと伝えた （25

号）、 などの ように忠勝 自身が詳細な知識を有 して い た ことが 看取 で きる。

　 また、小浜か ら江戸 に い た酒井忠勝 の もとへ 、絵 図 ・指 図 ・木形を送付させ て報告 させ （35号、

57号な ど）、絵図が 大き くなか っ た り、絵図の 内容が 粗略で あっ た場合 は叱責 した （60 号） ほか、

1ケ 月 に 2 度ずつ の 報告を義務付け （16号）、報告内容が粗雑で あ っ た場合は 、厳 し く叱責し て い

る （25号 ，29 号、34号）。

　 こ うした種々 の指図 に関する具体的状 況以外 に、以下の よ うな多岐にわ た る 諸点 も知 る こ とがで

き る 、
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〔A ．普請 ・作事の プ ロ セ ス とそ の 実態〕

　酒 井忠勝書状の 内容 を時系列的に分析す る と、小浜城 の 普請 ・作事 の プ ロ セ スが 明 らか に なる 。

そ の 詳細な 分析 に つ い て は、『若狭小浜城 一
小浜城跡発掘調査報告書 一

』 の 中の 史料編の 解題
C’S］ に

譲 る が、大 まか なポ イ ン トを記す と以 ドのよ う にな る。

　酒井忠勝が 小浜 へ 移封にな っ た の は寛 永 11年 （1634 ）閏 7 月 で あ っ たが 、そ の 翌月 に は 早 くも

老 中奉書 によ り石 垣 ・塀 な どの 修復許可 を得て い る （7 号）。翌年の 同 12年は、当初、天守 の 建造

と西の 丸の 石 垣 普請 をお こ な う予 定で あ り （16 号）、老中奉書 の 許可も 同内容 とな っ て い る （17

号）。しか し、当初予定 の第 1 案 （忠勝が 5 月帰国、 6 月初めよ り西 の 丸 の 石垣普請開始 〔15号〕）、

第 2 案 （忠勝が 6 月 中に帰国、 7 月 1 日よ り天 守と西 の 丸 の 石垣 普請 開始 〔19号、20号〕）は忠勝

の 帰国延期 に よ り実現せ ず、結局、西の 丸の 石垣 普請は寛永 12年にはお こ なわず、天守だけ を建て

る こ とに決定 した （31 号）。 天守は 、 9 月 2 日頃に柱立 て （34 号）、10 月下 旬 頃 に 完成 し たが、こ

の 時点で は い まだ腰板は打 っ て いな か っ た （37号）。そ の 後、n 月 13 日には天 守の 上棟がお こ なわ

れ たの で 、こ の 時に完 工 した と考え られ る
〔4 ）。 11月 27 日付で 天守 へ 入れ る金銀 ・城付武具に つ い

て 言及 して い る こ と （40 号） はそ の 証左 と な ろ う。

　 西 の 丸 の 石 垣 普請は 、寛永 13年の 9 月 10 冂頃に 開始 して 、10 月20 口以前に完成 す るよ うに指示

して い る の で （49 号）、こ の 通 りに 普請がお こなわれ たとす る と寛永13 年中に完成 した こ とに な る。

ちなみ に忠勝は同年 の 8 月 25 目 に 帰国する 暇 を賜 っ て い る の で
［5 ）、在 国 中に 普請が お こ なわ れ た

こ と に なる 。なお、寛永 12年の 段階で計画されて いた西 の 丸に 3 つ の 二 重櫓 を建 て る こ とは （19

号、21 ≒｝）、 西 の 丸の 石垣普請完成後 （寛永13 年 10 月頃以降） にお こ な わ れ た と考え る の が妥当 で

あ る が 、 3 つ の 櫓作事の 時期を特定 で き る 記載は管見 の 限 り見 ら れな い 。

　寛永 17年 （1640） には、本丸の 多門 が 占くなっ たた め 、 翌年の春に建て 替えが計画され たが （64

号）、同年中 （寛永 17年） に材木の 準備 は整 っ た も の の （65 号）、そ の後時 間が 経 過 し，同 20 年 3

月初め か ら開始する 予定で あ っ た （69 号）。しか し、同年の 敦賀で の 大火 の 影響によ り、同 21年の

春に延期 され （69 号、71 弓）、さ らに延び て 、実際 に本丸 の 多門 ・櫓 ・門 の 作事がお こ なわれ た の

は 正 保 2 年 （1645 ）で あ り、こ の 時に 小 天守も建て られ た （73 号、75 号、78　ny−）。 こ の 時、本丸

の 多門 と櫓の 建て 直 しに つ い て 老 中奉書 によ り許可 を取 っ て い る （77 号）。 ちなみ に 、小 天守 を建

て た正保 2 年は天 守完成 （寛永 12年） の 10年後 にあ たる。

　 こ の よ うな プ ロ セ ス を見る と、小浜 へ の 移封 の 翌年で ある 寛永 12 年には、西の 丸の石垣普請を後

回しに して、天守を優先的 に建て て完成 させ 、そ の 10年後 の iE保 2 年に は小天守を建て た ほか、本

丸の 多門の 建て替え （古 い 多門か ら新 しい 多門 へ ） をお こ なっ た こ とがわかる 。

〔B ，普 請 ・作 事関係者〕

　 酒井忠勝書状に出て くる普請 ・作事関係者をピ ッ ク ア ッ プす る と、小 浜城 の 普請 ・作 事に どの よ

うな人物が 関係 した の かがわ か る （表 A 参照）。 例えば 、石垣構築専門職 であ る穴生
［“ ）

は、こ の 小

浜城普請 の ケース で は、家臣とし て 常時抱えて い る の では な く、普請の 都度、 2 〜 3 人を臨時的に
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雇 っ た こ と が わ か る （19 号、47 号な ど）。同様 に、手木 の 者 も 普請 の 都 度 に雇 っ た よ う で あ る （47

号）。穴農1は小 浜城の 天守台が孕んだ状況を見分 して所見 を述 べ て い る （25 号）。そ の 他、普請の 功

者 （29 号）や、石垣 たんれ ん 申候も の 共 （18号） な どの 用 例は、家中で 普請に長 けた ベ テ ラ ン と い

う意味で あ ろ う か 。

　作事関係で は、大 丁 の 善四 郎 （24 号）、大工 の 源 四 郎 （75 号）、中井五 郎助 （27 号な ど）の 3 人

が 固有名詞 （人名）が 出て くる人物で あ る。よ っ て 、酒井忠勝か らそ の 技量 を認め られ 信頼され た

者で あ っ た の であろ う。中井五郎助は京都大工 頭中井正 清の弟で あ り
／1T1、天守の 作事の た めにわ ざ

わ ざ京都 か ら小浜 へ 呼ばれ て 、天守建造前に天守台 を見分 した ほか （27 号）、天守 の 上棟 にも立ち

会 っ て い る （39号）p 大工 の 菁四郎は 出自は不 明で ある が、同様に天守作事に関与した よ う で あ る 。

大 丁：の 源四 郎 も出自は 不明なが ら、小天 守な ど の 作事 に関与 した と考え られ 、小天 守の続 き の 塀を

表か らは多門に見える よ うに つ くる こ とを提案 した ほか、本丸 の古い 多門 と櫓を壊した あ と の 石垣

を見分する な ど して い る （75号）。

　こ の よ うに 普請 ・作事関係 の 専門家が、現場 を見分 して 専門的見地か ら所見を述べ て い る こ とは、

城郭 の 普請や 作事には 高度 の 専 門的技術が必要 で あ る こ とを示す と同時に 、 そ うした専門職の 意見

が 尊車された こ とも示 し て い る 。

　そ の ほか、天守 の 用材調達には敦賀の 豪商で あ る糸屋宗貞が関 与した ことや （21 号）、大津代官

の 小野 貞則が 穴生の 派遣 に関係 した と も考え られ る こ と （25 　Fi）
，・St

も注意 さ れ る 点 で あ る 。

〔C ．作事関係 の 儀式 とそ の 日 取 りの 選 定〕

　天守作事や 西 の 丸 の 櫓 作事に関 す る儀式では、釿始め （ち ょ うなは じめ “t ］） の 吉 H の 選定を羽賀

寺 （小浜 の 古刹） に 対 し て 依頼 し て い る （26号 、30号 ）。天 守を 建て る 日取 りに つ い て は、天海 大

僧 正 に選定 し て も ら っ て い る （29 号）。天 海は、天守 に金 銀と城付武具を 入れ る際に も、事前にお

こな うべ き儀式 に つ い て 酒井忠勝に ア ドバ イス して い る （40 号）。こ う した 天海 と の 関 係は忠勝が

幕 閣 （老 中）で あ っ た こ とに よ る も の で あ ろ う。

　また、天守完成 の 翌年 （寛 永 13年） には、東照権現の御札を天守に 押す こ と に つ い て 、羽賀寺に

依頼 して い る （53号 ）。具体 的に は、羽賀寺の 僧が指定 目の 六
’
卜頃 （午前 7 時頃） に 天守に来て 御

札 を押す こ とを頼ん で い る。 こ の 場合、注意される の は、羽賀寺の 僧がわ ざわ ざ早朝に 天守に出向

い て 御札を押す と い う点で あり、天守の 1煉 も早朝 の辰の 刻 （午前 8 時頃） にお こ な っ て い る点を

考慮する と （39号）、作事関係の 儀式は 早朝にお こ な う慣 例が あ っ た こ とがわ か る p

〔D ，城を作る 忠勝の 意識〕

　酒井忠勝が ど の よ うな意識で城普請をお こ な っ た の か、とい う点 に つ い ては、天 守を建て る こ と

や ．本丸作事 をお こ な う こ とが 「末代之儀」 で あ る とか （27 号、73号）、自分の 代に 天守な ど を 建

て る こ とは何よ りの 吉事であ る （34号） と記し て い る こ とか ら、後 々 ま で 残る 栄誉な事業で ある と

意識 して い た こ とが わか る。また、すで に 指摘さ れ て い る よ うに ／L°，、普請 ・作事 をお こ な うに際 し

て ．海か らの 小浜城 に 対する 視線 （見え 方） を 意識 し て い た こ とも明記 され て い る （57 号、70 号 、
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75号）。また 、天 守 の 破風を黒塗 りにす る と遠くか ら見えな くな る の で 白い 漆喰にす る よ うに指示

して い る こ と も （27 号）、海か ら の 視線 を意識 した もの で あ っ た と思 われ る 。

　こ の よう に 酒井忠勝が海か らの 眺望を考慮 した こ とは、城を美 し く見 せ ると い う ビジ ュ アル 的効

果 を 狙 っ た こ と が わ か り興味深 い 。

〔E ．木形 に つ い て 〕

　酒井忠勝は、江戸 に い て 小浜城 の 現状を詳細に把握で きなか っ た ため、普請計画 を 、k案するにあ

た っ て 、該当箇所の 木形を作 る こ と を命 じ、江戸 へ 送る よ う に指示 し た （66 号）．木形 に する メ リ

ッ トは立体的に状況 を把握で きる点 にあ り、絵図によ り平 面的に しか理解で きな いデ メ リッ トを補

う意味が あ る。さ らに、木形は絵 図の 上 に置い て 見る （66 号）、と い う木形の 使 い 方を具体的に 知

る こ とが で き る点も注 目され る。

〔F ．天守の 使用方法〕

　天 守の 使用 方法 と して は、金銀の 収納 と城 付武 具 の 備え 付 け を指 示 した こ とが注 目され る （37

号）。具体的には、金銀の 収納は、金子と銀子を区別し、それぞれ箱詰 （金子 は 1 箱2000 両入、銀

子 は 1 箱 10貫 目人）に した こ とが わか る 。 そ して 、天守か ら金銀 を度 々取 り出さな い よ うに指示す

る とともに、天守に金銀を人れた こ とは家中に も秘密にす るよう機密保持を命 じて い る点も興味深

い。天守 へ の金 銀の収納方法 が具体 的か つ 詳細 に記 され て いる こ とも特筆され る点で ある。

　城付 武具 は、三 重天守 の T ．重 目に入 れ るよ うに指示 してお り、鉄砲 10挺 ・弓 10張な ど具体的な

種類 と 数量 がわ か る 点 も貴重で あ る
“ 1）。城付武 具が大 守に置かれ た、とい う点 も注意す べ き で あ ろ

う （こ の 点は会津若松城の ケ ー
ス と共通 して い る

膕 ）、

　 L記の 金銀 と城付武具を同 R に天守に 入れるよ うに指示 して い る こ とも重要で、天守完成か らま

もな く同時に入れ たと思われ る が、天守 を最初に 機能させ る う え で 備品 と し て 何が 必要で ある の か

を知 る手掛 か りにな ろう。

〔G ．城郭関係用語 の 使用状況〕

　酒井忠勝書状に記され た城郭関係用 語 をま とめる と表 A の よ うにな るが
〔k／1］、同時代 に使用され た

城郭用 語の使用 状況が わか る ほか、酒井忠勝が どの よ うな 城郭用 語 を使用 して い た の か、とい う こ

と がわ か る点 も貴重で ある。特に、虎口 （66 号）、升形 （72　P
，

一
）、犬走 （79 号）、武 者走 （76号、※

こ れ は江戸年寄連署状）、入角 （57 号．79 号）、縄張 （68 号）な ど の 用例が ある 点は、当時すで に

こ う した用例が使用され て い た とい う点で 注目される 。 こ の 中で 、縄張 に つ い て は、蔵 の よ うな小

さ い も の で も縄張 として 表記して い る の で （68 号）、縄張 とい う の は 城の 全体的プラ ンだけ を指す

とは限 らな い こ とがわか る。そ の ほか 、櫓の 表記よ りも矢倉の 表記の 方が圧倒的に多い こ と （19号

な ど）や、多門と い う表記が使われ て い た こ と （54号な ど）の ほ か、水敲に つ い て は い ろ い ろ な表

記 の バ リエ ーシ ョ ン （石垣 と い う表記 を付け る ケース と付け な い ケ ース が あ る）が あ る こ と （15号

な ど） もわ かる
“ 4）。

　また、鯱 とは 表記せず、鴟吻 （しふん） と表記 して い る点は （28号、74号）、当時 は鯱 とい う表
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 若狭国小浜城修 築に 関す る 城主 酒井忠勝 の 指 図内容 につ い て （白 1峰）

記が使わ れ て い な か っ た可能性も含め て 今後検討す べ き問題で あろう。

〔H ，そ の他〕

　そ の 他に注意す べ き項 目と して は、承応 3年 （1654 ） に出され た火事の 際の 出動 ・消火マ ニ ュ ア

ル （94 号）〔tt’℃、明暦 2 年に 出さ れ た 有事の 動員計画 （97 号） な どが あ る 。こ う し た こ と が 立案 さ

れ た こ とは、こ の 頃には城内の ハ ー ド面 （構造面）で の 整備が
一

応終 ∫し、ソ フ ト面 （運川面）で

の 整備に主 眼が 移 っ た こ とを示す もの で あろ う 。

　また、  木丸 の 小書院等 の 破却は （86 号）、酒 井忠朝 （酒 井忠勝 の長 男） の廃嫡と の 関係で お こ

なわ れ た と推測 され る、  鉄 砲蔵 の 敷板は通 常よ りも厚 くして、す べ て を拭 い 板にす る （76 号）、

  夜間は・番所 の 人 数を 2 倍 に増 員す る （88 号）、  屋 根が広 い こ とや柿葺で あ る こ とは火 の 元が悪

い （75号、78 号）、  新 し く建て る多門 に 占い 多門 の 材木 を再利用 するな ど材木 の リサ イ クル をお

こ な う （64号、74号）、  蒲生郷喜 （源左衛門）f16）
に石垣普請の こ とに つ い て 尋ね るよ うに指示 し

て い る （58号）、  天 守作 事に は若狭国 内の敦賀 まで の 大工 を動 員 し た （31号）、  忠勝は天守に あ

る 金銀の 量 をチ ェ ッ ク さ せ 、思 っ たよ りも量が少な い とし て ク レーム をつ けて い る （43 号）、  忠

勝は普請の 工 期に つ い て 具体的に 指摘 し て指示 して い る （25 号 、 47 号な ど）、   い つ も石 を取 る 石

場は決 ま っ て い た （70 号）、  西 の 丸 の 櫓に鯱 （鴟吻） を付 けるか どうか は実際 に見分 して 見 た 目

によ り決 め る （74号）、な ども注意 を引 く点 で ある。

　酒井忠勝書 状 に記 され た 内容か らは、以上 の よ うな諸点 に関す る知 見を得 る こ とがで き るが、幕

藩関係上 重要な意味を持 つ 老中奉書の 発給に つ い て も次の よ うな こ とがわか る。

　小浜城の 普請等を許可する 老中奉書が発給 される と 、 そ の 都度、老中奉書の 写 を作成 して 国元 の

小浜 へ 送付 して い る こ とがわかる の で （60 号、78号、92 号）、老巾奉書の 原本は江戸に い る酒井忠

勝 の手元 に保 管された も の と思わ れ る。こ の こ とは老 ［1s奉書の管理 とい う点で 重要で ある ほか、忠

勝 が、後 々 の た めに t分に老 中奉書 を披見す るよ う国 元 の 年寄に指示 して い る こ と （78号）か らも

わ か るよ う に 、老 中奉書に よ っ て 許可 され た 内容 （範囲） を逸脱 しな い よ う に 国元 の 普請担 当者 に

周知させ る意図 があ っ た と考え られ る。そ して 、老中奉書 を証 拠に して 普請を 申し付ける よ う に 忠

勝が国元の 年寄 に指示 して い る こ とは （60 号）、老中奉書が普請をお こな う際の 証拠能力を もつ 許

可証明書で あ る 、と い うこ と を示 して お り、そ の 点を明記した と い う意味で注 目される 。

　老 中奉書による許可 を得 る前に、国元 （小浜） で 先走 っ て 石垣普請を開始 したケース で は、忠勝

は、日本国中 の 城持大名が、幕府 の 許 可を得ず に 「私と して 」 石垣 普請をす る こ とは 決し て あ っ て

は な らな い 、とい う こ とを述 べ 、忠 勝 自身の 身代が 果て る よ うな こ と をした点を厳 しく叱 責 して い

る （58号）。こ の こ とは、幕府 の 公 的許 口1を得ず に私的に石垣 普請をする こ とは、武家諸法度 （城

郭統制条項 ） に抵触す る もの で あ り、改易に もな り得る重大な問題で あ る、と い う こ とを示 してお

り、城持大名 （小浜城主）で あり、老中 （幕閣） で もあ っ た 忠勝 の 言葉 として 注 目され る。つ ま り、

江 戸に い る 忠勝 と国元の 年寄や普請担当者が 緊密に連絡 を取 っ て い な い と、こ うした事態がお こ る

の で あ っ て 、最悪の 結果 （改易）に な る こ と を回避する た め に も、大名自身が在国 し て い な い 場合
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は特に 国元で の 普請状況の 管理 ・把握に注意が必 要で あ っ た。 こ れ以外 の 小浜城の 石 垣普 請の ケ ー

ス にお い て、石垣 を築 く こ とは公 儀 （幕府）の 許可 を受けてか ら、忠勝よ り国 元へ 指示する 、と国

元の 年寄に対 して伝 えて い る こ とは （56号）、こ う した点を危惧 した こ と に よる も の で あろ う。

　こ の よ うに 、 忠勝が武家諸法度を どの よ うな 意識で 遵守 しよ う と し た の かが わ か る と と も に、武

家諸法度に抵触す る ことを い か に恐 れて い た の か がわか る点で 貴重で ある 。

　最後 に小浜城 修築に関す る酒 井忠勝書状群の 史的意義を まとめる と、小浜城は酒井忠勝城主時代

にお い て 、 it述 の よ う に 、寛永 12年に 天 守の新規作事、正 保 2 年に 小 天守の 新規 作事 と本丸 多門 の

建て替 えをお こ な っ て お り、元和期以降で あっ て も幕府の 許 可を得て 、譜代大名が こ うした 大規模

な修築をお こ な い得た の で あり、そ の修築の 実態を詳細 に知 り得る 情報を提供 して い る点にあ る。

　今後 の 検討 課題 と し て は 、本稿で 扱えな か っ た酒井忠 勝書状 “ 7］ を も検討 対象に加 えて 小浜城修

築に 関す る考察を深 め る 必要が あ る が 、そ の 点に つ いては他 日を期 した い。

【註】

1　 『若狭小浜城
一

小浜城 跡発 掘調査報告書一
』 （小浜 城跡発掘調 査団編集、福井県 立若狭歴 史民

　　俗資料館発行、 1984 年）の 中の 史料編 に収載 さ れ た酒井忠勝書状群を もとに、本稿 の 作 表 （デ

　　ー
タ ベ

ー
ス） をお こ な っ た。 こ れ と同 じ忠勝書状は、『小浜市史』 藩政 史料編 1 （小浜市役所、

　　1983 年） にも収載され て い る 。

2　 本稿 の 作表 （データ ベ ース） に あ た っ て は 、酒 井忠勝以前 の 小 浜城主で ある京極高次 ・同忠高

　　時代、及び、忠勝の 次の 城主で あ る酒井忠直時代にお ける若干 の 関 係史料 も追加 した 。 また、

　　酒井忠勝城 主時代にお ける老 中奉書、江戸 年寄連署状、江 戸年寄覚書、小浜年寄連署状 、 酒井

　　忠勝 在 国 日 記 も含めた （こ れ らの 史料は い ずれ も前掲 『若狭 小浜城 一小 浜城跡 発掘調査報告

　　書
一

』 に収載されて い る）。

3　 前掲 『若狭小浜城
一

小浜城跡発 掘調 査報告書一
』 （88 〜 93頁）。

4 　 西和 夫 『工 匠た ちの 知恵と工 夫』 （彰国社、 1980 年、 130頁） では、「こ の 時代 （引用者注 ： こ

　　の 場合、慶長期 を指す）の ．ヒ棟は ほぼ完成した こ とを意 味 して い た 」 と指摘 され 、同書 （170

　　頁）で は、「当時 （引用者注 ： こ の 場合、元和期を指す） の 上棟 は現 在 と違 っ て 完成 を意味す

　　る 」 と指摘 され て い る。よ っ て、寛 永期 にお い て も同様に、 L棟 とは完成を意味 したと考え ら

　　れる 。

5　 『新訂寛政重修諸家譜』 第 2　（続群 書類従完成会、1964 年、22 頁）。『寛政車修諸家譜』 には、

　　忠勝は寛永 13年 の 8 月25 日に帰国す る暇 を賜 り、そ の 後、在国中に 「城中に天守を造 立す 」 と

　　記され て い る。こ の 記載 に従 えば、小浜城天守が完成 した の は寛永 13年 8 月25 日以降 と い う こ

　　とになるが、前述 の よ う に 本稿の 検討 に よれば 、小浜 城天守は 同12 年 11 月 13H に完工 した と

　　考え られ る の で、『寛政重修諸家譜 』 の 記載に は 史料批判が必要で あ ろ う。

6　 「穴 生 之上手 」 （25号） と い う表記 も出て くる が 、 こ の 表記か らす る と、穴生 に も上 手 ・ド手
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7

8

9

10

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 魑
：
狭国 小 浜城 修築 に関 す る 城主酒井忠勝 の 指図 内容 に つ い て （自峰）

とい っ た技量 の 格差が あ っ た こ とが窺われ る。

吉田純
．．一『福井 の 城』 （フ ェ ニ ッ ク ス出版、 1994 年、 137頁）。

近江国大津は 同国内 の 穴牛 の 本 貫地 に 近 い の で 、こ の こ と が、穴 生派遣 と 関係する 可能性 も考

え られ る。

釿始め とは、大 工 の 仕 事始め の 儀式 （神事）で あ る。木造 り始め と も言い 、 用 材を作 り始め る

儀 式 で あ る。

「小浜酒井家史料か ら （1） 一殿様は、自塗 りがお好き」 （『城踏』 No ．2 、姫路市 立城郭研

究室 ニ ュ
ース 、姫路市立城郭研究室編集 ・発行、1999 年）。 「小浜酒井家 史料 か ら （2 ）

一
眺

め は 海原か ら 」 （『城踏』 No ．15、2000 年）。こ の 『城踏 』 の 執筆者は姫路市立城郭研 究室学

芸 員の 工 藤 茂博 氏 で あ る e な お 、 『城 踏』 は イ ン タ
ー

ネ ッ トで 閲 覧 す る こ と も で き る

（http：〃www ．city ．himeji．hyQgo．jp／jy⊂）kakuken／shirofumi ／index．htm1）。

11 宇田 川武久 「近 世初頭 の 城付武具の 実体 と変容」 （『国立歴史民俗博物館研究報告』 50 集、国立

　　歴史民俗博物館編集 ・発行、1993 年） に よれば、江戸時代に お ける城付武具 として は 、鶴岡城

　　（元和 8 年）で は鉄砲667丁、会津若松城 （寛永 20年）で は天守に鉄砲3932 丁が備え付け られ て

　　い る の で 、これ らに比較する と小浜城天守の 城付武具は数量 として少な い と い う感がある。なお、

　　天守創建 当初で あっ たため城付武具は こ れだ けの数量に留ま っ た も の の 、そ の 後、数量 を増 加

　　させ た可能性 も考え られ る が 、こ の 点に つ い て は、今後 の 史料的検討 が必 要で あ ろ う。

12　前掲註 11 に同じ。

13 表 A にお け る （2 ）酒 井忠勝城主時代を参照 。

14 水敲に 関する 表記が多い の は 、小浜 城が 海辺 に 立地す る こ とと関係す る と思わ れ る 。

15　こ の マ ニ ュ アルの 中で 、夜中に城中へ 人が 多く入 る こ とを不可 と して い る こ とは、夜 間 の 城中

　　警備体制を考 え る うえ で 注意 され る点で ある。

16 寛永 11年 の 蒲牛忠知 （伊予松山藩主）の 改易によ り、そ の 重臣で あっ た蒲生郷喜は 小浜藩 に預

　　け られ た （前掲 『小浜市史』 藩政史料編 1、 126頁の 26号、27 号文書）。 そ の 後、蒲生郷喜は、

　　同 14年の分限帳に は 7000 石 と し て 記載さ れ て い る の で （『小 浜市史S 藩政史料編 2 、小浜市 役

　　所、1985 年、351 頁）、こ の 時に は、酒井忠勝に仕え て い たこ とがわ か る。酒井忠勝が国元の

　　年寄に 対 して 蒲生郷喜に尋ね る こ とを指示 した の は、郷喜が公事の 時の 訴状 （蒲生家改易 に関

　　する も の で あ ろ う） に、伊予松山城の 石垣 や矢狭間 を切 る こ とを記して い た こ とによる もの で

　　あ っ た。そ の 背景には 、郷喜がすで に城普請 （伊予松山城）を実践経験 し、普請に 関する ノ
ー

　　ハ ウを有 して いた こ ともあ るだろ うが、酒井忠勝 が譜代大名で あ り、もと も とそ の家 中に は石

　　垣普請に精通 した者が 少な か っ た こ とも 要因 と して 考えられ よ う。

ユ7　前掲 『小浜 市史』 藩政史料編 1 には、前掲 『若狭小浜城 一
小浜城跡発掘調査報告書

一
』 の 中の

　　史料 編に収載 され て い な い 酒井忠勝書状 も多 く収載さ れ て い る 。 こ れ ら の 酒井忠勝書状に は小

　　浜城修築だけで なく、江戸城の公儀普請な ど の 関係記載もあ り、今後 の 検討 分析が必 要で ある。
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　　　　　　（1 ）京極高次 ・
同忠高城主時代

圍

　　　　　　　　 1 酌

［小浜城 ユ

小濱御城 （1 号）、御城 （2 号、 3 号）

【曲輪】

御本丸 （2 号 、 3 号）、ニ ノ丸 （6 号）

【普請構築物】

該当事例な し

【普請関係部材】

海手之 方すて 石 （2号、 3号）、大 きな る石 （3 号）、すて い し （3号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尸一一一

【作事構築物】

ニ ノ丸御か り屋 （6 号）
　　　　　　　　　　　　一了“一

【作事関係 部材】

大橋之板 （1 号）、橋之道具 （4 号）

【普請 ・作事関係者】

該当事例な し

（2 ）酒 井忠勝城主時代

【小浜城】

小濱之城 （7 号、16号、17 号）、小濱城 （21 号、59号、67 号、69 号、77号）、城 （31号、42

号、57号、60 号）、 小濱 （36 号 、 71号）

【曲輪】

西之丸 （15号、16号、 18号、19号、21号、30号、31号、36 号、38弓、47 号、48 号 、49 号、

50 号 、 57 号、60 号、65 号、72 号、74 号、79号、80 号、89 号）、西 ノ丸 （51 号、68 号，98

号）、西丸 （17 号、21号、59 号、86号）、 「 之丸 （15号、35 号）、ニ ノ丸 （39 号、41 号、51

号、63号、80号、87号、98号 〉、二 丸 （99号）、本丸 （43 号、44 号、51弓、54号、63　P
，

一
、64

号、71号、73 号、74号、77号、 78 「｝、79｝Pi、81　Fi、83 号、84号、86 号）、御本丸 （65号）、

三 ノ 丸 （51 号、72 号、78号、84 号、90号、921ナ）、三 丸 （59 号）、北之丸 （64号、74号）、北

丸 （74号 ）、惣構 （91号）

［普請構築物】

天守之 臺 （25 号、27号）、土臺 （27 号）、石垣 （7 号、15号、16号、 17号、19号、20 号、21
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号 、25号、31 号、36 号、47 号 、49 号、 5〔〕号 、55 号、56 号 、57 号 、58 号 、60 号、61 号、66

号、67　7i・、73　F｝、74 号、75 号、76 肱 771｝、78 ∫｝、79 ｝｝、80　；
’
；
一
）、石か き （58 　；

’
：
一
）、堀 （7

号 、 15号 、 93号）、土手 （15号、73号 、 81号）、升形 （65号、72号）、升形石 垣 （67号）、虎口

（66号，67 号）、船入 （19号、55 号、59 「｝、60P｝、82F｝、84 「｝）、舟入 （55F ｝、57 号、62 号）、

舟置所 （62 号）、船置候所 （57 弓、59 号、60 号）、す い 門 （21 号）、土 橋 （31≒B’一、60 号、72 号、

80 号）、もと の 石垣 （31 号）、見付 （56号）、波留之石垣 （57号、59号）、波留の 石垣 （58号）、

波 留ノ 石垣 （58号）、な ミ とめ の 行垣 （58号）、波留百垣 （61号）、城 廻石 かき （58 号）、水留石

垣 （59号）、 与州松山 の 城之石垣 （58号）、塩溜之石垣 （60号）、古石 垣 （60号）、地形 （60号 、

75号 、81号）、川辺之石垣 （67号）、櫓 台之石垣 （67号）、裏石垣 （74号）、埋 門 （75号 、79号 、

80 号）、 くい ちか ひ （75 号）、武者走 り　（76号）、武者走 り之石 垣 （76号）、犬走 （79号）、つ き

出 し （79 号）、築出 し （80 号）、橋台 （80 号）、古堀 （91 号、92 号）、が ん き （15号）、かん き

（75号）、石 か ん き （75号）、井戸 （44 号）、水た s き 石 （15号）、水た た き ノ 石 垣 （15号）、水

た s き の 石垣 （311；一、66号）、水た s き石垣 （58 号、60号）、城廻惣水た s き ノ石垣 （42号）、

水た ト き （56号、57F｝、60号）、水た s き根石 （31粉 、−L留 水敲 （77 号、78号）

【普請関係部材】

か い 石 （15 号、61 号）、よせ 石 （16 号）、石 つ ら ・ひか へ （18 号）、角 石 （18 号）、平石 （18

号）、石 （18 号、 19号、20 号、31号、42 号、47 号、56号 、57号、 58号、61号、70号、74

号、77号）、う ら土 （19号、21 号）．堀 之土 （19号）、古石垣 之石 （21 号）、捨石 （36 号）、石

垣之石 （38 号）、石垣石 （46 号）、外 面 （38 　Fi、56 号）、根石 （57 号）、石 っ ら （57 号）、く り

石 （74 号）、石つ ら （74 号）、な らし （74 号、77号）、な らしの 石 （74 号、78号）、どだ い （74

号）、す り合 （74 号）、の つ ら （74 号）、石組 （74号）、

【作事構築物】

天 守 （ユ6号、19号、20号、24 号、25号、27号、28号、29号、31 号、32号、 33号、34号、

35 号、37 号、39 号、40 号、43 号、47 号、53 号、 58 号、75 号 、78 号．80号、98 号）．殿主

（17 弓）、天 主 （21号、23 号、51 号）、二 重之天 守 （25 号）、小 天守 （75号）、櫓 （7 号、67

号）、矢倉 （19 号、21 号、23 号、30 号、 38号、42 号、54号、66 号、69号、73号、74号、75

号、77 号、78号、89 号）、二 車之矢倉 （21 号）、多門 （54号、64 号、65号、69号、73 号、74

号、75号、 76号 、 77 号 、 78号、84 号）、 た もん （63号）、 御多門 （65 号）、 塀 （7 号、 15号 、

19号 、 35号 、
41 号 、 66号、80号 、 81号 、 83 号 、 92 号）、 屏 （23 号）、 門 （7 号 、 67 号 、 73

号、75号、78号、79号、80号、87号）、角矢倉 （15号）、書院 （15号、75号．98号）、ち い

さき書 院 （81号）、小書院 （84号、86号）、鳥部や （15号）、鳥部屋 （80号）、か い 鳥之居申候

所 （41 号）、座敷 （15号、4i 号）、お うへ （44 号）、か わ らべ い （19号）、へ い （19号、21 号、
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60号 、 80 号）、へ い の の き （21　E−）、しふ ん （28 号、74 号）、橋 （28 号、31 号、37 号、38 号、

42 号、55 号、79 号、80号、92号、98号）、は し （42 ｝
．
圭）、らんか ん （28 号、31 号、42 号、80

号）、板橋 （31号、55号、72号 、79号、80号、87号、96　n−）、大橋 （55号）、湯 殿 （35号）、

ゆ と の （35号）、風呂屋 ゆ 八 か し候所 （35 号）、居 間 （35 号、80 号、81号）、表之座敷 （35号）、

家 （74　rf、81 弓、84 号、98 号）、家共 （35 号、86 号）、小家 （86 　P
，

一
）、蔵 （51号、71号、78

号、90号、94号〉、大予 門 （51 号）、西 津門 （51号）、本丸之家共 （54 号）、 城中番所 （56号）、

城中所々 番所 （88 号）、番所 （65号、72 号、78 号、84 号、87 号、88 号、94号）、御番所 （65

腎）、中間番所 （78号）、作事部や （58 号）、長屋 （64 号、82 号、84弓、99号）、長や （58号）、

厩 （84 号、99 号）、馬屋 （58 号）．よ しがき （60 号）、せ つ ち ん （60 号）、西津 の 橋 （60号）、

ひ ろ 問 （63 号）、屋 祢 （78 号、84 号）、や ね （63 号、74号 、75 号、81 号）、屋 ね （98 号）、か

わ らや ね （73 号、80 号）、あかす の 門 （72 号）、台所 （74号）、本丸台所 （86 　Fi）、長局 （74

号）、鉄砲蔵 （74L；一、80　｝
’
］
一
）、鉄砲部屋 （74号）、広間 （74号、81 号）、垪 （75 号、79 号）、折

やね （75 号）、ぬ り切 の 垪 （75号）、板か ん き （75 号）、御鉄砲置候川
』
問之蔵 （76 号）、表門

（78 号）、裏門 （78 号、82 号〉、か ふ き門 （79 号〉、下屋敷 （81 号、 84 号、98号）、住居 （81

号、83 号）、蔵屋 敷 （82号 ）、へ い ち 門 （83 号）、料理 之問 （83 号、86 号）、上蔵 （84 号）、西

丸へ 出候 Li之門 （86 号）、海于之 口 々 之門 （86 号）、す家 （86 号）、木戸 （96号）、占家 （98

号）、屋敷 （98 号）、 対而所 （99 号）、作事小屋 （99　Pi）、樹木屋敷 （15号、3／号、56号、57

｝｝、58 号、96 号）、樹木や しき （60号 ）、樹木 屋敷鷹部や （31号 ）、百間 橋 （31 弓、42 号、63

号、65号、66号、67−F」一、68号、72号、88号、89号、98号）、作事屋敷 （56 号、58 号），小細

工 屋 敷 （57号 ）、茶 屋 （98号）、塩硝蔵 （68号）

【作事関係部材】

材木 （16 号、 19号、20 号、21 号、23 号、35 号、38 号、42 号、64 号、73 号）、白土 （19 号、

2711、28 号、37 号、65 号）、縄 （19号）、すさハ ら （19 ｝｝）、竹 （19 号）、か わ ら （19号）、か

ハ ら （28 号）、矢倉之材木 （19号）、く さ ま き （19号）、切組 （21号 、25 号、73 号、83 号、98

号）、き りくミ （28号）、木道具 （84 号）、道具 （21弓、64号）、ふ き板 （23号）、した ミ （19

号、28 弓）、したミ の 板 （23 号）、した ミ ノ板 （28 号）、造作之道具 （23 号）、ぬ き （21号、42

号）、 う て 木 （21 号）、け た （21 号）、柱 （19 号 、21 号、31 号、55 号、63 号、75 号、79 号、

84 号、98 号）、角柱 （75 号）、は しら （42号）、天守は ふ （27 ｝｝）、腰 板 （27号、78 号）、こ し

板 （37号）、かすか い （28　fi−）、くさび （28 号、98 号）、 くさ ひ （63 号）、窓 （28 号）、戸 （28

号、35 号、81 号）、惣壁 ド地 （28 号）、壁 （28 号）、か べ （35 号）、と い ふ き （28 号）、棟瓦

（28号）、瓦の 釘 （28 弓）、 しつ く い （28 号）、しふす ミ （28号）、 し ぶす ミ （28 号）、 う る し

（28 号）、板敷 （28 号、75 号、81 壕）、か ん な け つ り　（28号）、天守之 壁 ・こ ま へ （29号）、柱
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道具 （31 号）、丸木 （31 号、35 号）、角木 （35 号）、ひ ら物 （31 号）、ぬ き （3 ユ号）、か さ 木

（31 ｝ナ）、木柱 （35 号）、敷居 （35 号）、 しき居 （35 号）、鴨居 （35 号）、ね だ （35 号）、板敷

（35 号）、と い （35号）、え ん の 下 （35号）、やね の くさ ひ （35丹 ）、げ きや う の ほ り物 （35 号）、

は く （35 「｝）、 ド地 （84 号）、薄 ド地 （35 号）、天守 ド之 重之 た て ぐ （35 号）、 こ け ら （58 号）、

こけ らふ き （74　P｝
一、751ナ、78号、81丹）、足代木 （58号）．足材木 （64号）、占道具 （58号）、

つ か柱 （63 号）、床 （63 号）、ゆか （81 号）、むね （73 号）、ふ た へ か へ （74 号）、瓦ふ き （74

号 〉、か ハ らふ き （74弓）、た し材木 （74　Z−）、棟 （75号）、ぬ りだれ （75号）、ぬ りたれ （75

号）、ひ さ し （75号、86 号）、庇 （99号）、針 （釘 ヵ ） （75 号）、敷板 （76 号 ）、の こ い 板 （76

号）、戸 ひ ら （79号）、は うあて （79 号）、開戸 （79 号）、土戸 （80 号、83 号）、まひ さ し （80

号）、大戸 （80号）、廊下 （81号、83 号）、らうか （86　Pi）、郎 ド （98 号）、立具 （81 号）、 壱本

戸 （76 号）、ふ すま （81号）、障子 （81 号）、しや う し （81 号）、こ ししゃ う し （81号）、ね た

（81号、98 号）、縁かわ （81 号）、縁 （81 号）、た 玉 ミ しき （81号）、セ うし （81号 ）、さ く　（84

号）、橋板 （87 号）、こや く ミ （98 号）

【普請 ・作事関係者】

こ うしや 成 も の （15 号）、石 垣 たんれ ん 申候 もの 共 （18 腎、47 号 ）、左様之儀た んれ ん仕候 も

の （57号）、たん れ ん f士候 も の （42 ｝｝）、穴生 （19．　 7］一、25 号、47 号）、穴生之．L手 （25 号）、穴

生 を も 上 手 を呼念を人 見 セ 候 て （25 号）、于木之 も の （47 号）、奉行之者 （19号）、日用 （21

号）、大工 （23号、25 号、31号、33 号、34 号、60 号、75 号、83 号）、大 工共 （24 号、25｝ナ、

31号、54 号）、能大工 共 （64号）、大工 善四 郎 （24 号）、大工 源四 郎 （73 号）、源四 郎 （75 号）、

1中瓶 郎助 （27 号・28 号・29 号 ・39号）汰 工 頭 （73 号）汰 工 殿 （28 号）涼 の 灯 （75

号）、国元之 大工 （75号）、や うす よ く存候者 （28 ｝｝）、普請之功者成 も の （29 号）、天 守奉行

人 （29号）、奉行之 者 （29号）、手伝之 者 （31号）、足 軽 （31号、92号）、中間 （31　Fi、92 号）、

役之者 （31 号）、奉行人 （31 号）、職人 （32 号、34 号）、諸職人 （33号、34 号）、棟梁衆 （39

号）、普請之者 （56 号）、普請奉行 （57 号）、石垣築せ 候 も の とも （57 号）、年寄 た る 者 （60

号）、家中役之 もの （61 弓）、 作事奉行 （73 号）、 下奉行 （73号）、 三 人之作事奉行 （66 号、83

号）、四 人之作事奉行 （73号）、r 人之大 普請奉行 （73号）、普請奉行人 （73号）、目付之者 （73

E｝）、四 人之奉行 （73号）．下奉行 （73号）、三人之 年寄共 （73号）、両人之 勘定奉行 （73号）、

普請之 もの （78 号）、普請仕候者 （92号）、家中之役 人 （92 号）、左 官 （45 号）、庭 を も作 候 も

の （81 号）

［そ の 他】

石 垣 つ き候儀 （18 号）、石 垣普請 （19号 、48 号、60 号）、土 俵 （19号、50号）、土取之儀 （21

号）、つ きは ら ミ （25 号）、て ふ の 初 （26 号）、釿初 （30 弓）、天守作事 （26号）、天守 へ かね入
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候 ぢや う （37 号）、かね 奉行 （37号）、天守人 口 惣か き （37 「｝）、上棟之儀 （39 号）、岩くミ

（56号）、入 角 （57号、79号）、矢さ ま （58 号）、石垣の かた ち （60 号）、木形 （661］一）、い つ も

石 取申所 （70　Y−；
一
）、作事場 （73 号）、作事之 小屋 場 （73 号）、普請場 （73号）、地 ら い （74号、

76号、78号）、入 口 （74号、96 号）、下の 重 （75 号）、上 の 重 （75号）、仕切 （76号）、出入之

凵 （76 号）、内ノ仕切 （76 号）、口 （76号）、堀へ お り候 口 （79 号）、けん くハ ん （80 号）、裏

口 （80 号）、造作 （81 号）、造作付 （81 弓）、造作以 下之 仕様 （83 号）、庭 （81 号）、泉水 （81

号）、泉水の 堀 （81 号）、うわ 土 （82 号）、寄付 （83号）、根つ き （84 号）、柳堤へ 出候 口 （88

号）、 西津なわ て （88 号、89［ P．・）、縄は り　（57 弓、58 号）、縄張 （68 号）

※ 7 号、17号、59号、67 号、77 号 、 91号は老中奉書

※ 26 号、30 号、53 号、65号は 小浜年寄連署状

※ 46 号、63 号、83 号、90 号は江戸年寄連署状

※ 61 号は江戸年寄覚書

（3）酒井忠直城主時代

【小浜城】

該当事例な し

一 mmT − 一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
「

【曲輪】

本丸 （102号、 103号）、二 丸 （102 号）、二 丸 （102号）、北丸 （102号）、西丸 （IO2　ri）、外

曲申侖　（102 号）

【普請構築物】

石垣 （100号、 102 号、 103 号）、犬走 （102 号）、水敲石垣 （102号）、 橋台石垣 （102号）、升

形石 垣 （102号）

【普請関係部材】

該当事例な し

【作事構築物】

櫓 （100 号、 102 号）、多門 （100 号、 102号）、塀 （100 号、102 号）、鉄砲蔵 （100 号）、柵

（1〔〕2号）

［作事関係部材】

該当事例 な し
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【普請 ・作事関係者】

該当事例な し

「

一

【そ の 他】

見付 （102弓）

※ 102号、ユ03号は老 中奉書
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小浜城修築 関係プロ セ ス

　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 （『若狭小 浜 城一
小浜 城跡発 掘調 査 報告書

一
』 の 中の 史料 編よ り）

【凡 例   】　 ★
…

小 浜 城普 請 許 v「の 老 中奉書 を示 す。
【凡例  】　 『小浜 市史』 藩政 史料編 1 に も収 載 さ れ て い る．吏書 （酒 井 忠勝 書 状、等 ） に つ い ては、小OO 号 と して 示 した ttた だ

　　　 　　し、老巾奉書 と一部 の 文書 に っ い て は、小○○ 頁と して 示 し た。

年　 月　 口 発給 者　→　 宛所　　　　　　　　　　　　　 内　　　　　　 容 文書番 腎

【京 極 高 次 ・同 忠 高城 主 時代】

（年 未詳） 2、19 京極氏奉行人 5 名
→ こ郡 浦々 刀 祢中

▼ 小 浜城 の 大橋の 板を 秋田 の 能代へ 取 りに 遣わすた め、当国 （若狭

国）の 浦々 の 舟方共に 申 し付 けて 遣わ す よ うに （京極高次．或 い は、
同 忠 高よ り） 命 じ られ たの で、

一
とね 共．1 が 小 浜 へ 早 々 に来て ．前々

の よ うに 舟頭 共を中 し付け るよ う指 示。

⊥号

（年 未詳 ） 2 ．22h 京極氏奉行 人 3 名
⇒速敷郡 ・三 方郡

　刀 祢 中

▼ 城の 本丸 の 海 手の 方の
一
すて 石．1 をす る 御用の ため 諸浦 の 船 を 集

め て、石 を積 ま せ る よ う　（京極高次、或 い は、同 忠高 よ り） 命 じ ら

れた の で 、浦 々 の 船 の うち 3 人乗 り以 トの 船すべ て を来 る 25 日に 必

ず小 浜 へ 来 さ せ る よ うに 申し触れ る よ う指示。小 浜 へ 来さ せ る 船に

は 1 艘ず つ に 大きい τ
．
1を 積 ませ る よ う指 示。小浜へ 来 さ せ る 船に は

刀 祢 を 1人ず つ 乗せ る よ う指示．※
「す て 石 」 とは．小浜城本丸の

海 P の 方 へ 石 を 運 ば せ て 下 ろす、とい う意 味 か ？

2号

〔年未 詳 ） 2．22
京極 氏奉行 入 3 名
→内 川 刀祢 中

同　 上 3号

（年未詳） 7．9 赤尾伊豆 守
→小 川 五 右衛門

・

　 山 路 勘 右 衛 門

▼ 今 回の 大 水 に て．橋 の道 具 や 材 木 が 近 くの浦 々 へ 流れ た と思 われ、
竹原 ・

小 松原へ は こ ちら か ら申し 遣わ して 、咋 目 も木 ・道具 につ い

て 船 を 出 して 拾 い 集 めた。これ らは 多 く集 ま っ て い る が、拾．
っ て 隠

して い る場合 も ある の で、厳 し く念 を入れ る よ うに 指示。竹原 ・小
松 原 よ り集め た 材木 は こ ち らの 門の 内 に 受 け取 っ て 置い て あ る こ と

を伝 え る．

4号

寛 永 8．12，6 桑 村 次 郎 兵衛 ▼ 御 用 舟 目録 （借舟 の こ と ）→二 の 丸 の 「御か り 屋 」 （御仮屋 ） の

御 用 の た め 130丁 を 箱 作 事奉行 衆へ 渡 す。
6号

　　　　　　　「
【酒 井忠勝城主時代】

寛永 11，8 ．12 老 1回 名
→酒井忠勝

★老 中奉書→小 浜城 の 百垣 ・塀 ・櫓 ・鬥 の 破 損 修 復 を許 可。堀 へ 砂

が 入 っ た とこ ろ の 堀浚 を許可．
　 7号

小34頁

（寛 永12） 1 ．13 酒井 忠 勝

→
：三浦 匕兵衛 ・

　 田 中 采 女

▼ 当 夏 （今 年 の 夏 〉 の 石 垣 （普請） に 関 係す る た め、（石 姐 普請 の

支 障 に な る の で ） 西の 丸の 1．手の 「実植 」 （植 え て あ る、と い う意

味 か ？） の 椿 ・
由茶花な どを樹．木屋 敷 の 茶屋 あた り、高浜 ・熊川 ・

佐柿 ・敦賀茶屋 の 庭 の あ た り、そ の ほ か 家 中 の 者、建 康 寺 へ も望 み

次第 に 渡 して 楠 えさせ る こ とを指示。
▼ 西の 丸 の 石 垣 は、酒 井忠 勝 が 5 月 に小 浜 へ 着 い た な らば、6月 初

め よ り築 か せ る こ と を 指示。去年の 石 が どれ く らい 残 っ て い る の か、
それ 以外 に 石が どれ く らい 必 要 な の か ，と い う こ と を 「こ う しや 」

（功者） の 者に よ く 見積 も らせ、不足 分 の （石 の 数 を｝ 決 め るよ う

指 示。3月 朔 日 よ り普 請を 開 始 し、石 を取 らせ る よ う指 示。
▼ 西の 丸区）角櫓 は、去年 よ り中 し越 して い る よ うに，「三 ッ 分之儀」

（櫓 3 ケ 所の 分） も前もっ て 準備 す る よ う指示．
▼ 二 の ．丸書院前 の 堀 の 向 い の 塀 が 破 損 した こ と に つ い て，去年 申し

越 し たが、こ の 頃は時期 も よ い の で、新 しく掛 け直す よ う指示、た

だし、鳥部屋 と共 に座敷前 なの で き れい に掛 け颪すよ う指示。この

と こ ろ は，水敲石な どが抜 けて 悪 くな っ て い る の で、　 りつ は よ く」

（立 派 に、とい う意 味か ？） 飼石 を も （人れ て ）、そ の 上で あ ま りに

悪 い 箇所 は （イ1垣 を）築 き直す よ う指示。鳥が トが る と ころ には 2
ケ所 く らい 鷹 木 をつ く る よ う指示。あ ま り手間 が 入 らない よ うに 申

し付 ける よ う指示。去年 の 指 図を 添え て 遣 わ す こ と を伝 え る．座 敷

の 前な の で 塀 と水敲 の 石 垣 につ い て 「りつ は よくゴ 申し付け る よ う

指示。

　⊥5 号

小 22号

（寛永 12） 2 ．9 酒井忠勝
一・r 浦七 兵南

・

　田 中采 女

▼ 小 浜城天 守 と西 の 丸 の 石垣 （の 普請許可 ） にっ い て は 、〔す で に

将軍 の ） 御意 を得て い る の で、当 年 中 に 普 請 を 中 し付
．
け る r定で あ

る 旨を 伝 え る 。「よせ 石」 〔集 め る 予定 の 石、と い う 意 味 か ？ ） と、
注．文 して い る 材木 が 早 速 に届 くよ うに する よ う指 示。内 々 に 中し付

けて お い た 通 り 1 ケ 月に 2 度ず つ 、変わ っ た こ と が な くて も、細か

な こ と を中 し越す よ う指示。

　 16号
小 23号
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若狭 国 小 浜城修築 に 関する 城主 酒井忠 勝の 指図 内容 に つ い て （白 峰）

寛永 12．2 ．11 老 中 3 名
・酒 井忠勝

★老 中奉 書→小浜城大守 を建て る こ と、西の 丸 の 北 ・南 ・西 「方 の

石垣 を 1閇 上げて 築き直す こ と、所々 の 破損 を修 復す る こ とにつ い

て 許 可，

　 17号

小34貞

吊．广．一
（寛永 12＞ 2 ．18 酒 井忠勝

．．
壮 浦 七 兵 衛 他 5 名

　　　　　　　　　　．．广．iL．．r
▼ 西 の 丸の 築 き直 しの （石垣 の ） 石に っ い て は、先 口 141し遣 わ した

よ う に米屋 弥 右衛門 そ の ほ か，「其元 1 （小 浜） で も
1
．
石 垣 た んれ ん

111候 も の 共 」 （石 垣 につ い て 熟 達 した 者 共 ，と い う意 味 か ？ ） に相

談 して．石 面 や 右 の 控え に つ い て、どれ くら い の 石がよ い の か を決

め て 、石 を取 らせ る よ う指 示。
▼ 角石 は 平 石 よ り 少 し 大 き い 石 が よ い ，と い う こ と を伝 え る 。
▼ 石加 を築 く こ とに つ いて は、酒 井忠勝 が （将軍 よ り） 御暇 を も ら
一
丿 て 国 元 に 帰 る か、そ うで な い 場 合は．酒井忠勝 か ら しか る べ き者

を 1 人遣 わ して （普 請 の） 「様 子」 を　（酒 井 忠 勝 か ら） 中 し遣わ す

の で 、（現在 は） 石を多 く取 らせ て お くこ と を指 示．

　 18 号

小 24 号

（寛 永 12） 4 ．6
　　　　　　「
酒 井 忠勝

→三 浦 七兵 衛 ・

　 田 II
．
τ采 女

▼ 酒 片忠勝 は、6 月 中に （将軍 よ り ）御 暇 を も ら え たな ら ば、7 月

朔 日・2 日頃よ り天 守 と酋 の 丸石 垣 の普 請を 申 し付 け る 予定 な の で、
そ の 前 に 材木 と石 が 届 く よ う に す る よ う指示。
▼ 西 の 丸 の 石 垣 に つ い て は、穴 生 を 2、3 人 も雇 っ た 場 合、（あ と

は ） 「我等 もの i （小 浜藩家 臣）だ けで 築 くこ とが で きる の か、と い

う点 を奉行 の 者が相 談す る よ う指示。もし．そ の よ うに出来な い 場

合は．米屋 弥石 衛門に 頼み．そ の h 、「
．
我等 者共 」 （小 浜藩 家 臣） を

も加え て 築か せ る の で 、こ の 1両様」 を 考え て 、早々 に （酒井忠勝

の と こ ろ へ ） 申 し越 すよ う指示，
▼ 船人 の 石 垣 を築 くに は ．土俵 （十二の う） が 多 く必 要 な の で 空 き俵

を多 く準備す る よ う 指示。
▼ 天守 に つ い て は、中井 五 郎助 に 「爰元」 （江戸 と い う意 味か ？或

い は．酒 井 忠 勝 の こ と を 指 す か ？） に て 頼み、近 日 （中井五 郎助が

小 浜へ ） 来 た 時 に、詳 し く 中 し越 す よ う指 示。
▼ 白土 （自い 漆 喰） の 準備 をす る よ う指示。
▼ 縄 （の 準備） に つ い て の 指 示．
▼ 「す さ ハ ら」 （壁 ［：に 混ぜ る 刻ん だ 藁や 紙、麻な ど） （の 準備 ） に

つ い て の 指示，
▼ 竹 （の 準備） に つ い て の 指示。た だ し、竹に つ い て は、今は 時 期

が 悪 い の で 7 月 の 末に 切 ら せ る よ う 指示。
▼ 「人な を し 竹 1 （具体的な 意味は 不 詳） は 領分 には な い の で 、「売

竹」 を安い 時期 に 準備す る よ う指示 、
▼ 瓦 に つ い て は、油 断 な く念 を 入 れ て 焼 か せ る よ う指 示．
▼ 四の 丸の 石垣 が完 成 した ら、3 ケ 所に 櫓を 上 げ、そ の 間は 瓦塀 に

する よ う申 し付 け る 予 定 なの で 櫓 の 材木 「．三ッ 分 1 （櫓 3 ケ 所の 分

の 材木） を塀 ・柱 （の 分） 以 下 ま で 油 断 な く山 よ り取 らせ る よ う指

示。
▽．天守 ・櫓の 「ふ きそ ぎ」 （意味不 詳） に

1
．
ちや う 木」 （意味不 詳）

が必．要な の で 、「売木」 を安 い 時 則に 準備す る よ う指示。
▼ 塀 ・櫓 の 「した ミ 」 （F見板） に 必要 なの で 、「く さま き」 を安 い

時期 に準備す る よ う指示。
▼ 西 の 丸 の 石 垣 に は 、裏土 が多 く必要 な の で 、内々 に 申し付 け る よ

う指示．埋 ま っ て い る堀 の 土 を取 らせ て、適 当 な 場 所へ 置 い て お く

よ う指示。

　 19号

小 31 弓

（寛 永 12） 4 ．21 酒 井忠勝
→三 浦 七兵衛 ・

　 田 中 采 女

▼ 小 浜 に て 普請 （の 準備） を油 断な く 中し付 けて い る か、石 は どれ

く ら い取 っ て い る か、材木 は 山 よ り どれ く ら い 出 して い るか、とい

う こ との 「様 子 見分 」 の た め 太 田 清兵衛 を 派遣す る こ と を伝 え る 。
そ し て、この 者が （江 戸 へ ）帰 っ た 頃 に、小 浜 へ 届 い て い る 石

・材

木 に つ い て 国録 に して （酒井忠勝の と こ ろへ ） 送 る よ う 指示。
▼ 先 日 も中 し遣わ した ように，酒井忠勝が 6 月に小浜．

へ 到着 し、7
月朔 口よ り石 垣 と天 守 の 普 請 に取 り掛 か る

．
予 定 な の で、そ れ 以 前 に

必要 な もの を 支障が ない よ うに 準備す る よ う 指示．金銀 な ど が多 く

必要 な 場 合は、酒井忠 勝の と こ ろ へ 申し越す よ う指示。そ の ほ か．
小 浜 に て 準備す べ き も の は 少 し も油 断 しな い よ う指 示。

　20 号

小 32 号

（寛 永12） 5 ，21 酒 井忠勝
．．

ヂ こ浦 七 兵衛 ・

　田 中采 女

▼ 小 浜城 まわ りの 堀へ 洲が 押 し出 して きて い るため、6 月初め よ り．
その 上 を 目用 にて 取 らせ て、西 の 丸 の 石 垣 の 裏土 にす る の で 、「手

寄能 所 亅 （集め る の に 良 い 場 所．と い う意味 か ？） に 溜め て お くよ

う指 示。
▼ 去 年 〔寛 永11年 ） 申し付けた西 の 丸の 石 垣 の う ち、築き 直 し の 箇

所 に 二 重 櫓 を 3 つ 建 て る こ と を伝 え る。こ の うち、1 つ の 櫓は 去年

「切 組置候 矢倉」 （す で に 木を切 っ て 櫓 と して 組み 立 て る 形に して い

　21 ．号
小 35 腎
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る 、とい う意 叫iか ？） として い る の で 、残 りの 2 つ の 櫓 の 分 （の 材

木） を lllよ り取 らせ る よ う指示．た だ し、櫓の 間数は 下 の 重が 3
間 × 4 間．トの 重 が 2 間 × 3 間 と して 櫓 2 つ 分 （の 材木） を 取 ら せ

る よ う指示．
▼ こ の 櫓 の 問は塀 に する の で ．問 （数） の 見積 り をし て ．塀 ・柱 ・

貫
・腕木

・桁 な どを 準備 する よ う 指 示．
▼ 天守 の

一
道 具」 （材料 と い う意 味か ？） は、去年秋 出 へ 注 文 した

材木 の ほか に、小 浜に て 取っ た 材木 を糸 屋 宗 貞 （敦賀 の 豪商） か ら

「其 方」 （三 浦 七 兵衛 ・田 中 采 女） な ど へ 渡す こ と を伝 え る。そ して 、
（天守作事用 の 材木 が ） どれ．く ら い 準備 で きたか．に つ い て 尋ねる ．
▽ 西 の丸 の石 垣 の 高さ は，現 在 の塀 の 軒通 り　（の 高 さ に ） 築 き Lげ
る
．
予定なの で 、「

古石垣」 の 石 を混ぜ て 念 を 入 れて ．見積 り、少 し多

い く らい に （行 を） 取 らせ る よ う指 示。た だ し、水 門の と こ ろ の 石

垣は新規 に （築 く）の で、そ の よ うに見積 るよ う指 示、，

（寛永 12） 5 ，27 酒井忠勝 ▼ 去 る 20 日 の 書 状が 今 1127H に 到着 し妓．見した こ と を 伝 え る。天 22 号
→三 浦 t：兵衛 ・ 守の 材木が 届 き，船よ り上 げた こと を 了承，（今回、大守 の 用材 と 小36号

田 中采女 し て 〉扱 っ た 以外 に も （船 に は ） 材木 を積ん で い る と の こ と で あ る

が、（材 木 の 〉 値 段 を 見極 めて 買 うよ う に指 示。

（寛永 12） 6 、23 酒井忠勝 ▼ 小浜城 の 天守 ・櫓 ・塀 の 材木 の こ とは、以 前よ り申 し付けて い る 23 号
→ 一 の で 、そ の よ うに 準備す る こ と を 指示．そ の ほ か に 、葺き 板 （屋 根 小 39 号

を葺 く板 ） ・下 見板 ・造 作 の 道 具 に つ い て は．丿く
．
匸に よ く 見積 らせ

て 、少 し 余る くら い に 買 っ て 準 備 し て お くよ うに 指示。

（覺永 12） 7 ．23 酒井患勝 ▼ 天 守 （の 作事 を）お こ なう 大工 共は 京都 よ り 若狭 へ 来て （天 守 の 24号
→三 浦 匕兵 衛 ・ 作事 を） お こ な っ て い る の か、とい う こ と に つ い て 尋ね る ．2．3 小41 号

田 中采 女 ・
目 中に 大工 の 善四 郎 を （小浜 へ ） 遣わ す予 定 な の で ，そ の 時 に詳 し

青山右馬助 く （酒井忠勝 の と こ ろへ ） 申し越す よ う に指示。

（寛永 12） 7．26 酒 井 忠 勝 ▼ 大 守 台 を 穴 生 に 見せ た と こ ろ、「つ きは ら ミ」 （築い て 孕ん だ、と 25 号
→ 三 浦七 兵衛 ・ い う意 味か ？）で は な く、「自然 と」 （お の ず と 、或 い は、た また ま、 小42 号

田 中采女
・

と い う意味か ？）そ の 後孕 ん だ箇所が あ る の で、天守 を建て る こと

青山右馬助 は ど うで あ ろ うか、と （穴 生が） 誇 っ た，と い うこ と を 〔酒 井忠勝

の と こ ろへ ） 中し越 した こ とを 述 べ る．そ れ に つ い て、孕 ん だの は

何ケ 所で あ る の か、「 ・
ひ ら」 （

．
方 と い う意 味か）の う ちで ある の

か、そ の 孕 ん だ箇所 だ け を築 き 直 した 場 合、どれ く らい 于 間 が 入 る

の か，とに か くす べ て 築 き直 し しな け れ ば 天 守を 建 て る こ とが で き

ない の で はない か、とい う点 を尋ね る、，こ う した点 をも吟味せ ず、
「麁相」 に 巾 し越 した こ と を 「不 念 千 万 亅 と し て 叱 貢 す る，、孕ん だ

箇 所 に つ い て は，15 〜20 日以 内に 築 き 立て れ ば ，当年 II1に 天守 を

建 て る こ とが で き る、と い う点 を 伝 え る。天 守 台 が すべ て 悪 くな っ

て い て 、築き 直 した場 合、当年 に 天守 を建て る こ とは 不 可能 に な る

の で 、大工 共が い まだ に （作事 に ） とりか か らない の で あれ ば、当

年は （天守を 建て る こ と は）延期 され るで あ ろ う、とい う こ と を伝

える。ただ し、も し （天守 の 作事 に ）取 りかか るの で あれば，「切

組 」 だ け を して お く こ と を指 示。天 守 台 に つ い て、「穴 生 之 上 手 」

（穴 生 の 中で も熟達 した者、と い う意味 か ？） を 1人で も 2 人で も

早 々 と呼ん で よ く 見せ て、悪 い 箇所だ け を L5〜2〔1日以 内に、（築 き

直 しが） 完 成 す る の で あ れ．ば．他 の 普請は 差 し置 き、早々 に築き 直

さ せ る よ う指 示．天 守台 が
一
四 方 なか ら」 （四 方共に 、と い う意味

か ？）悪 くな っ て い て、「重 の 天 守 （を建 て た 場 合、天 守台の 石 垣

が ） 持 た な い と （穴生が ） 言 う の で あれ ば，当 年は 天 守を 建て る こ

と は で き な い と思 わ れ る の で、大 工 を 遣 わ す こ と に つ い て は 右 の 通

り 〔延期 の こ とを指すか ？） にす る よ う指示．「大キ成 儀」 （重要な

事 項，とい う意 味 か ？ ） で あ り、そ の L、遠 路 で あ る に もか か わ ら

ず、「不念」 の 申し越 しの 状 況は、も っ て の 外で あ る と して 叱 責。こ

のよ う に．だ ら しな い報 告で あれ ば．何事 もで き な い，と して 叱貞，
▼ 国元 の 小浜 の 家 臣だ け で 相談 して 決め る こ とがで きな い 場 合は，
小 野 貞則 （大津代 官で あ り．近 江 の 天 領 支配 もお こ な

．
フ た ） に 1 〜

2 日逗留 して も らい 、穴 生の 「卜手一を呼 び、念 を入れ て 見せ て、
悪 い 箇所 だけ を 直 して 、天 守 を建 て る こ とが μ∫能で あれ ば，小 野 貞

則 と 相談 して ，8 月201．1頃 に （天守台 の 石垣 の 悪 い 箇所の 築 き直 し

が）完成す る の で あれば，一刻 も早 く築き直 させ る よう指示．酒井

忠 勝 は、8 月 q「には （将 軍よ り） 御 暇 をも ら う 予定 で あ る の で、8
月末 か 9 月 の 初め に は 大 守 を建て さ せ る よ う指示。三 車の 大 守で あ

るか ら、上も あ ま り重 くない と思 わ れ る の で、大ま か に 言え ば （天

守台 の 石 垣 は、三 重 大 守 の 重 さ に ） 耐 え ら れ る だ ろ う、と伝 え る ，

一116 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Beppu University

NII-Electronic Library Service

Beppu 　 University

若狭 国小 浜城修築 に 関す る 城烹酒井忠勝 の 指図 内容 に つ い て （白峰）

と にか く、「四 ひ らの 石垣 」 （四方 の 石垣、と い う意 味か ？） が悪 く

て 天守 を建て る こ とがで きな い の で あれ ば、小野 貞則 に相談 して、
当年 は 「切 組 」 だ け に して お く よ う指 示。い まだ、大 工 を 入 れ．て い

な い の で あ れ ば、（作事 に ）取 りかか る こ とは 無用 で あ る こ と を指

示。こ の 件 に 関す る 返 事を
．刻 も 甲．く京 都か ら の 継 飛脚 の 　便宜一

にて （酒井忠勝 σ）と こ ろ へ ）寄越 すよ うに 指示。板 倉重宗 （京都所

司代） へ 頼んで、京都へ （小 浜 か らの ） 書状が 来た な らば、継飛脚

にて 早 々 に （江戸 へ ）下 して も ら うよ う に、板倉重宗 の 留守居衆へ

申し遣わ す よ うに 指 示．

（寛永 12） 7．26 三 浦
．
ヒ兵衛

・
▼ 大守作事 の手斧初 め （ち ょ うな は じめ ）の 吉 日につ い て、先 日申 26号

田 中采女 ・ し人 れた と こ ろ、今 口26 口 と され た が、少 し 攴障が あっ て 今 日　（の

青 山右 馬 助 于 斧初め ） は 延 期 さ れ た こ と を伝 え る。よ っ て、明 11よ り 2、3 目
→羽賀寺 以内にて 吉日 を選定 して もら うよ うに 依頼。

（寛永 長2） 8 ，8 酒井忠勝 ▼ 中井五 郎 助が 若 狭に 来て 天 守台 を 見 た と こ ろ、（天 守 を建て る こ 27 号

→r 浦七 兵衛 ・ とに） 攴障は な い の で．十台に 念 を入れ て 定め る，と い う こ と を了 小44号

田中采女 ・
承。（天 守を 建て る こ とは） 「末 代之 儀」 で あ る の で．少 しで あ っ て

青 lll右馬助
　　　　　　　　　　　　1
も心 に か け る と こ ろ が あれ は、しか るべ き よ うに 申 し付 け る よ う に

指示，天 守 は 9月 初 めに 建て る よ う指 示。酒 井 忠勝が （将 車 よ り）

御暇 を も ら っ て 国元 に帰れ ば 勿論で あ るが、た とえ、（将軍よ り） 御

暇が も らえ な くて も，夭 守は 当年 中に建 て る よ う指示。
▼ 天 守 の 破風 は．こ ち ら （酒 井忠勝） で は、黒 塗 りに す るよ う相 談

して い たが，（黒塗 りに す る と） 遠 くか ら 見えな くな る の で 、白土

（白い 漆喰〉 に する よ う に指 示、雨 風 に て 破 損 しな い よ うに で き る

だけ念 を入れて、白土 にす る よ う指示。
▼ 腰板よ り上 の 3 分の 1 （の 部分）を 「エビにする こ とにつ い て は、酒

井忠 勝 が 岡元 の 小 浜 に帰 っ た な らば （突 際 に見 て 〉 注 文 す る と い う

こ と を伝 え る．も し、酒井忠勝 が 国元 に行 けな い 場合 は、しか る ぺ

き人 を 1 入派遣す るの で，「様子 之 儀 1 を細 か く 中 し越 す よ う指 示。

（寛 永 12 ヵ ） （澑 井 忠 勝 ） 「天 守 こ の み ノ覚 」 （天 守 に 関 す る 酒 井 忠 勝 か ら の 注 文 、とい う意 味 28 号

→一
と思わ れ る ） 小 45 号

▼ 風 の 強い と ころ な の で、鎹 （か す が い）
・
楔 〔く さ び）

・
切 組 に

で き る だ け念を 人 れ て 申し 付け る よ う 指示。
▼ い ずれ も窓 は格好 が よい ように する よ う指示。戸 の 開け 閉て が 白

由に な る よ う に念 を 入 れ．るべ き こ とを 指示。
▼ 惣壁 の 下地 に っ い て は、で きる だけ念 を 入れ る よ う指示．
▼ 壁 につ い て は、10 月末 に な る と 凍 る の で （寒 気 の た め 固 ま る、と

い う意 味と思 わ れる）、10 月15 日よ り前 に白 」二 （白い 漆喰） まで 完

成させ る よ うに急 ぐよ う に指 示。
▼ 白 Lに つ い て は、で き るだ け 念 を 人 れ、よ い 白土 に て 塗 らせ る よ

う指示。
▼ 白 至 を 付け る 時 期につ いて は，下 塗 り （の あ と） で き る だ け 干 し

て 、少 し も湿 り気が な く な っ た 頃 に （自土 を）塗 らせ る よ う指示 。
▼ 瓦 （を 葺 く際に は、そ の 下 地 と して ）⊥ 居葺き に は 念を人 れ る よ

う指示。
▼ 瓦は どの よ う に も i．分 に手 間 を 入 れ て、結構 に よ く置 か せ る よ う

指 示。
▼ 瓦は軒 通 りの 出 入 りが無 い よ うに念 を 入れて 置か せ る よう指示 ．
▼ 棟 瓦 の格 好 が 肝 要で あ る こ とを 指示．
▼ 瓦 の 釘 はい ずれ も漆喰 に て 詰め させ る こ とを 指示。
▼ 鴟吻 （鯱 の こ と を指す と思 わ れ る ）につ いて は．風が 強い と こ ろ

な の で 念 を 入 れ て 丈夫 に作 らせ る よ う指示。勿 論．歪み が な い よ う

に 格好 が 肝要 で あ る こ と を 指示．
▼ 「瓦 は な」 の ド見板は 渋墨 に て 念 を入れ て塗 らせ、そ の ヒを漆 に

て 3 同 ほ ど塗 らせ、念 を 入 れ て 打 た せ る よ う指 示。
▼ ド見 （板） に つ い て は、先 H も 申 し越 した よ う に、渋累 にて 念 を

入れて 塗 らせ 、そ の 元 を漆 に て 2 回 押 さ え る よ う 指示。この 点 に つ

いて は縁 （ふ ち） も 同様 で あ る こ と を指示 。
▼ 窓 を 開ける と こ ろ （建築 設計上，窓 をど こ に つ くる か、とい う 意

味 と思 わ れ る ） に つ い て は、先 口、こ ち らか ら絵 図を 作成 して 送 っ

たが、小浜に て 中井五 郎助．そ の ほか 大工 棟梁 が お こ な うの で、様

子 を よ く知っ て い る 者 と相 談 して、よ い よ うに す る よ う指 示。
▼ 板敷 き に つ い て は、い ず れ も鉋削 りにす る ように 指示。
▼ 橋 に つ い て は、欄干以下 まで しか る べ きよ うに 申 し付 ける よ う 指

示。
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史学論叢第 36 号 （2006 年 3 月 ）

（寛永12） 8 ．13 酒井忠勝

→ 三 浦 七兵衛 ・

　田 中 乗女 ・

　青 山右 馬助

▼ 9月 初め に 大 守を 建て る 日取 りに つ い て 、天海大僧正 に考 えて も

ら ワ た の で．こ の 3H の うち か ら よ い 口を選 ぶ よ う指示．天 守 を建

て る こ と が 遅れ た場 合，（こ れ か ら 寒期 に 入 る の で ） 壁 が 凍 る た め、
で きる だけ急 い で 早 く逮て る よ う に指示。天 守の 壁木舞は、お ろそ

か に で き な い の で 、天 守 を 建て る 際に は、度 々 、「
普 請之 功者」 に

聞 い て で き るだ け 念 を 入 れ て 壁 木 舞 を 中 し 付 け る よ う指 示。天 守

（作事 の ）奉行 人は誰 に 申 し付 けたの か報告 がな い こ と を叱 責。奉

行 の 者は肝 要で ある の で、「常之普 請」 の よう に思 わな い よ うに （注

意す る こ と を〉 指示。3 人 （三 浦 七 兵衛 ・出 中 采 女 ・青 山 右 馬助 ）

が 、毎 日．朝 ・晩の 見回 りに 念を人れ る よ う指示。
▼ 天 守を建 て る 時 には．事 前に 中井五 郎助を呼 ん で、棟 上げ する ま

で と どま らせ る よ うに 指示。中井五 郎助が 小 浜 に 来 たな らば、米 ・

大豆 ・味噌 ・塩 ・薪等が不 足 しな い よ う に こ ち ら （酒井忠勝） か ら

の 賄い に する こ とを伝え る。伝馬 につ い て も朽木 まで は偕 りる よ う

に指 示。で き るだ け馳走 す る よ う に指 示。

　29号
小 46号

（寛永 12＞ 8 ，23 三浦七兵衛 ・

田中 采 女 正 ・

青山右馬助
→羽賀寺

▼ 西の 丸 に櫓 を建 て る の で、釿初め （ち ょ う な は じめ ） の 古H につ

い て 見 て も ら う よ う に依 頼。
30号

（寛永12 ） 8，24 酒井忠 勝

→三浦 七兵衛 ・

　出 中采女 ・

　青 山右 馬助

▼ 小 浜 町 か らの 入 口 に あた る 百 鬪 橋 は 「往行 之道」 （参 勤交代 の ル

ートに あたる、と い う意 味か ？） にな る の で、早 々 に 申し付 け る よ

う指 示。これ 以 前 の よ う に、土 橋 に 欄干 を つ け、柱道具 を 丈夫 に し

て 、以後 まで 持 ち こ た え る よ う に念 を 入 れ る よ う に指 示。こ れ 以 前

の橋 よ りは 少 しは 出来 は 艮 い ように する よ うに指示。
▼ 板橋 よ り樹木屋敷へ 通 っ て い る 道 が、20間 く ら い 「お しき り」 （破

損 し た、と い う 意味か ？） に な っ た こ とに つ い て 、こ れ も 「往 行 之

所」 で あ る の で、一
刻も 早く 申 し付ける よ う指示。し か し、い い か

げ ん に する と、再び 切れ る の で 、水敲の 根石な ど は石 の 大 き い もの

を使 っ て 丈夫 に して、両 方 と も に 築き 立て るよ う指 示。た だ し、も

との 道 は狭い の で、東の 方へ 2 、3尺 も広げる よ う に 指示．橋か ら

通 っ て い る 「口の 地形の く らい 」 を考え、も と の 道よ り もイ1一っ 並

み に 高 くす る よ う指示。た だ し、小 浜 で の 見 分 次 第 に す る よ う に指

示。
▼ 西 津 へ 城 か ら出 る 口 の 橋 も 早 々 に掛け させ る よう に 指示。こ れ以

前の 橋 は （状態が）悪い の で 柱以下を 丈夫 に念 を 入 れ、土 橋 に して

脇に欄 十を 付け るよ う に指示 。こ れ 以 前 （の 橋 は）欄 干が 竹で あ っ

て 、粗末で あ っ た の で、（今回 は ）丸木 に 平物 に て 貫 を通 し．上 に

笠木 を 付け るよ う指 示。い ず れ も橋の 脇は、うね う ね と曲が っ て い

て見 苫 しい の で、割 竹 か 何 か で 立派 に 囲 ま せ る よ うに 指 示。
▼樹 木屋敷 へ 通 る橋 と西津 へ 通る橋は い ずれ も掛 けさ せ るよ う に指

示．
▼ （百姓を 道や橋 の 破損修復 に 動員す る関 係で ） 西 の 丸 の 石 垣 （普

請） は 当 年 （寛永12年）は お こなわない の で、石 を取 る こ とをやめ

て 、大 守 の み 手伝 い の 者 を 200 〜300 人 程 巾 し付 け、そ の ほ か に 家

中の 足 軽 ・中間
・役の 者 をすべ て 出 して 奉行人 を所 々 に 申 し付 けて、

手伝い を割 り渡す よ う に指示 。大 工 も若狭 国内 の 敦賀 ま で の 大工 を

（動 員 して） 所々 に割 り付け るよ う指示。以 後 まで の こ と なの で 、い

ずれ も 丈 夫 に念 を入 れ て 申 し付け る よ う に指示。た だ し、橋は 度 々

切れ る の で 、不 必 要な造作 は無用で あ る と 指示。
▼方々 崩れた 水敲 の 有 垣は、もとの 石 垣は粗略な もの であっ た の で、
今回 は 念を 人れ も との 石 垣 に石

．・
つ 並 み （石

一
つ 程 度 と い う 意 味

か ？〉 に 高 くする よ う指示。こ の こ に つ い て は、内 々 に嶺 尾兵左 衛

門 ・糟 谷勘右衛門 に去年 申 し付け て い る の で、こ の 2 ．人が 覚え て い

る、とい う こ と を伝 え る 。石 が 足 り な い 場 合は 、西 の 丸の 石 垣 の 用

意 として 取 っ た石 を見は か らっ て 使 う 二 と を指 示．，
▽樹 木屋 敷の 鷹部 屋な どは，あま り必要な い の で、ひ しゃ げて い る

の で あ れ ば．解体 して お くよ うに 指示．

　31 号

小47 号

（寛 永 12） 9，7 酒井忠勝
→三 浦七 兵衛 ・

　田 II1采女 ・

　 青山右馬助

▼ 天守 を建 て る職人共 が 金 を受 け 取 り た い 旨 を 諄っ た 場 舎 は、「細

工 之 積り」 （f1事 の 出来．具含 とい う意 味か ？） を考えて ，何 時で も

「三 ツ物
一
残 弐 ッ分」 （3 分の 2 とい う意味か ？ ） を渡 す よ うに指 示。

こ の 銀 子は 大津の 銀子 を京 に て 渡すよ う揣 示、若狭に て 受け 取 り を

希望す る 者に は 若狭 に て 渡す よ う指示。も し、（銀子 で は な く）扶

持 方 以 トの 米な どの 受 け取 りを 希望す る 者 に は、そ の よ うに 渡す よ

う指示，作 料 が 遅 れ て迷 惑を か け な い よ う に する よ う指示．

　32 号

小48号
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若狭国小浜城修築 に関する 城主酒井忠勝 の 指図内容 につ い て 〔臼峰）

（寛永 12） 9 ．10 酒 井忠勝 ▼ 天 守 を 建て る こ と に つ い て 、大工 をは じめ 諸職 人 が 前金 を欲 しが 33号

．・．．こ浦七 兵衛 ・
っ た 場合 は、1

．
細．工二之 仕 様 1 を考 え て 「三 ツ 之物 半 分，或 三 ツ 之物 小 51 号

田 中采 女 ・ 弐 ツ 」 （2分 の 1、或 い は、3 分の 1 と い う意味か ？）程ずつ 渡す

青 山 右 馬 助 よ う指 示，こ れ につ い て 、大津 の 銀 子 を京 に て す ぐに 渡す よ う に 指

示。小 浜 に て 受 け 取 り を 希 望す る 職 人 には，小浜 に て 渡 す こ と を指

示、扶持方 の 米が必要で あろ うか ら、米 もつ りあ う量をそれぞれ 渡

す よ う指示．す べ て 指 図 に つ い て は、相 談 して 念 を 入 れ るべ き こと

を指示．
一一一一．一一．一一一．．
（寛永 12） 9．12 酒 井 忠 勝 ▼ 天 守 を建 て る こ と につ い て、大 工 をは じめ 諸職 人 が 前 金を欲 しが 34 号

→ 三 浦七 兵衛 ・
っ た 場合 は、細丁 の 仕様 を 考え て、金 を出 し過 ぎ な い よ う に渡 す こ 小52号

田 中采女 ・ 　　　　　　　　　　　　　　 、
と を指小 ．京 に て 大津の 銀 子 を す ぐ に渡すよ うに指示。小浜 にて 受

青山右馬助 け取 り を 希望 す る 職 人 に は、小浜に て 渡す こ と を 指示。扶持方の 米

が 必 要で あ ろ うか ら、米 も つ り あ う 量を そ れぞれ 渡す よ う 指 示。「替

り」 （作料の こ と か ？） な ど を渡 す こ と が で き ずに、職 人以下が 迷

惑 しな い よ う に 指示．すべ て
．
指引」 （前金の 増減 とい う意味か ？）

につ いて は ，相 談 して 念 を 入れ て 渡 す べ き よ う 指 示．
▼ 小 浜で の （作事の ）状祝 を現 時点で 詳 しく　（酒 井忠 勝へ ）報告 し

な い点 を 叱 貢，天 守 に つ い て も、（9 月） 2 凵 に は柱 立て が お こ な

わ れ た と思わ れ る が、天守 を建 て る とい う吉 事 に も か か わ らず、こ

う した こ とを 飛脚に て 報告 しな い 点は 「不審千万 」 で あ る 、と して

叱 責。

〔寛永 12＞ 1〔〕、19 酒 井忠勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
▼ 去年．酒 井 忠 勝 が い た

．
「の 丸 に は 湯殿 が な か っ たた め 不 自出で あ 35 号

・
三 浦七 兵衛 ・

っ た の で ．奥の 酒井 忠勝 の 居間 の 北西 の 角 に、こ の 指 図 の よ う に 小 53 号

深 栖 九 郎右衛 門 ・ 早 々 に 申 し付 け る よ う指示，材木 に つ い て は，丸木 ・角木な ど を取

田 中采女 ・ り混ぜ て 造作 が必要な い よ う にす る よ う指示．古 い家な ど を壊した

青山右馬助 木柱な どもあれば取 り合わせ る ように 指示。勿論、戸 ・敷居 ・鴨居

な ど も 占 くて も よ い 旨 を指 示。根 太 ・板 敷 な ど を 丈夫 に する よ う指

示。敷居の 際 へ （湯 殿の ）水が 来 る と，やが て 腐 る の で 方 々 を低 く

して 樋に て 「水や り」 をす る よ う に 指示。
▼ こ の 湯殿 の 北の 方に あ る 塀の 問 が 詰 ま っ て し ま い 、風 呂 屋 の 湯 沸

か し をす る と こ ろ へ の 道が 自山で あれば 、南 へ （陽殿 の ？）中央 を

出す よ う に指 示。
▼ 当 月　GO 月） の 末、或い は．来 月　（L1 月 ） の 初 め に （酒井忠勝

が 将 軍 よ り）御 暇 を も ら っ て （国 元 に 帰る こ とが で きれば）、（国 元

の 小浜で ）越 年す る こ と に な る の で、居 間の 壁 の す き ま や縁の 下か

ら風 な どが 吹 き 人れ な い よ う に修 理 させ る よ う指 示．屋 根の 楔な ど

もよ く締め さ せ る よ う に指 示。そ の ほ か、表 の 座敷 の 家 な ど を修 理

する こ とに つ い て もよ く中 し紂 ける よ うに指示。
▼ 天 守の 懸魚 の 彫 り物 に箔を押す こ とは 無用 で ある 旨を、咋 H ，継

飛脚で （酒井 忠 勝の と こ ろ へ ） 申 し越 し た こ と を 了 承．（天 守 の 懸

魚の 彫 り物に は ）確か に 念 を入 れて 黒 く塗 ら せ る よ うに 指示．ただ

し、「薄 ド地」 に して ，現在お こ な っ て い る直 し に 手 間 が 要 るよ う

で あ れ ば、格別 の こ とな の で 、再 度 申し越す よ うに 指示。
▼ 天守の トの 重の 建 具の様丁に つ い て は、去 る 5H に指図 に書 き付

けをさせ て 送 っ た こ と を伝 え る 。も し、（そ の 指 図が ）届 か な い 場

合は、（天 守 の ）下 の 重の 指図 を作 成 して 早 々 に 申 し越す よ う に 指示 。

（寛 永 12） 10．27 酒 井忠勝 ▼ 小 浜城 西の 丸 の 石 垣 の 外 に捨 石 が ある磯辺、そ の ほか 四津侍屋敷 36号
→三 浦七 兵衛 ・ の う し ろ の 捨 石 が あ る磯 辺．小 浜 町 浦 の 捨石 が あ る 磯辺 は、磯 な の 小 55号

田 中采女 ・ で 捨石 の あた り に 、昔か ら小 さ く．・段 と 良い 硴 （か き）が 少 しは あ

深栖 九郎右衛 門 ・ る，と い う こ とな の で 、厳重 に法度 を 申 し付 けて 取 らせ な い よ うに

青山右馬助 指示。まず 、試 し に 少 し取 らせ て 料理 を して 食わ せ て、そ の 様子 を

申し越 すよ う に指示。
閲｝尸一1〒

（寛永 12） 11．11 酒井忠 勝 ▼ 先 月　 （1〔〕H） 晦 H 、当 月　〔11月 ）　30 の 書 状 が 昨 日に 屈 き披 見 37号

→ 一．．脯 七 兵衛 ・ し た旨を伝え る 。天守 と 三 ケ 所の 橋が 完成 した 旨 を 了承。犬 守は い 小 59号

深栖 九 郎右衛門 ・ ま だ腰 販を打 っ て い な い 旨 を r承。（天 守 の ） 腰板 を 打つ 時 に 白土

青山 右馬助 ・ 〔白い 漆喰） と腰板 の 堺 目が汚れ な い よ うに 打た せ る よ う 指示。
田 中 采女 ▼ 先 冂 も申 し越 して き た 天 守へ 金銀 を人 れ る

．
吉目 に つ い て は、天海

大僧 止 に 選定 し て も ら っ た の で．こ の 両 日の うち、確か に 小 浜 にて

も 考え させ て 、両 IIの うち 特 に 良 い 囗を 用 い る よ う 指示．
▼銀 子 は 10貫 目 入 りの もの を いず れ も箱 詰 ・釘 付 に して、箱 に 「銀

子 十貫 日」 と書 き付けて 薄 い む しろ に て 包 み、縄 で 縛 っ て 束 ね て、
そ の 上 に も 1銀 子

．
十貫 目」 と札 を書 い て 入れ る よ う に指 示。金 子は

20〔10両 入 りの も の を箱詰 ・釘付 に して 、箱 の ヒに 「小判 弐 1弋両人 」

一119 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Beppu University

NII-Electronic Library Service

Beppu 　 University

史学論 叢第36号 （2006 年 3 月）

と書 き付け て、これ も薄 い む しろ にて 包み、縄で 縛 っ て 束ね て．「小

判弐 丁両人」 と札を 書 い て 入れ る よ う に指 示。そ の ほか、金子500

「山jdDOO 両、大判50枚 ・10U 枚、銀 τ100 枚 ・200 枚 ・5 貫 H ・7

貫 H につ い て は 天守に人れ な い よ う指示。（これ らは） 「は し金」 （意

昧不 詳） に し て 、去 年申 し 付け た 箱 に 入れ て お き、「小 遣」 （少 しず

つ 使 う，と い う意 味 か ？） にす る よ うに指 示。銀 子 につ いて は，200
貝目が貯 まっ たな らば、何時で も天守 へ 入 れる よ う指示，50貫目 ・

100貫 目は 金 笛 に 残 して お き、「小 遣」 にす る よ う に して、天 守 （に

貯蔵 した〉 金を たび たび 取 り出さ な い よ う に 指示。
▼ 天 守へ 金 を 入 れ る （時 に か け る〉 錠の 「苻」 （錠 の 上 に付け る 付

箋の よ うな も の を指すか ？）は、酒 井内匠 ・三 浦七兵衛 ・
田 中采女

が 付 け るよ う 指 示。「上 苻」 は、板 IEI清 太 夫 ・阿 部 九 郎兵衛 ・鈴 木

八左衛 門 ・吉田喜 左衛門 ・飯嶋理右 衛門に 付 けさせ るよう指示。錠

の □ （．．．・．文字分欠損）に は金奉行 5 人の 判 を押 して、r 浦 七兵衛 の

と こ ろ へ 預け て お くよ う に指示。天 守入 口 の 惣 鍵 につ い て も 同様 に

す る よ う指示。
▼ （天 守へ ）金 を入 れ る 同 目に、鉄砲 LO挺 ・

弓 10張 ・
鑓 lD筋 ・

長

刀 5 振 ・具足 10領 を 特 に （天 守 の ）二 重 目 に 人 れて お く よ う に 指

示。た だ し、具足 は 甲が あ る馬 乗 具足 を入 れ る よ う指示．
▼ 銀子 を入れ る こ とに つ いて は、人に 知 られ ない ように して、諸家

中 の 者 へ も隠 して 入 れ て お くよ う に指 示。

（寛永 12） ユ1．18 酒井忠勝 ▼ 西の 丸の 石垣 （に必要 な）石 につ い て、大方 の 見 積 りを して．去 38号
→三 浦 七 兵 衛

・
年 （寛 永 11年〉 の よ う に 3 月朔 目か ら外 面よ り石 を取 らせ る よ う に 小6Q 号

深栖九郎衣衛 門 ・ 指示。
田 中采女 ・

▼ 西 の 丸の 新規 の 櫓 3 つ 分 の材木 を、今回 は橋の 材木 に取 り替え て

青山 右馬助 使用 したの で 、不 足分の 材木の 目録 を作成 し て 、来 年 （寛永 13年）、
山に て 取 らせ る よ う に 指 示。

（寛 永12） 11．22 酒 井忠勝 ▼ 去 る 10 日
・13 日の 書状が 届 い て 披見 した こ とを伝 え る。 39 号

→三 浦 七 兵 衛 ・ ▼ 天 守 の上 棟 につ い て、去 13 日 （11月 13 日） が 吉 日で あ っ たの で、 小 64号

田 中采女 ・ 中井五 郎助 も12 日 に 来て 、13 日の 辰 の 刻 （午 前 8峙頃） に天気 も

深 栖 九郎右 衛 門
・ 良い 中で 終 rし た 旨 を ∫承。

青山 右馬助 ▼ （天 守の ト棟が あ っ た ） 13 日の 晩 に 二 の 丸 に て 振る 舞 い が お こ な

われ、棟梁衆へ 銀子 を遣 わ した こ と を 了 承．

（寛 永12 ）11 ，27 酒 井忠勝 ▼ 大 守へ 金銀 ・諸武具 を 入れ る こ と に つ い て 、い まだ 入れ て い な い 4 〔〕号
→三 浦

．
ヒ兵衛 ・ の で あ れ ば、金銀 ・武 只を 人れ る 少し 前に、水桶 に 2 つ 人れ て、そ 小65号

深栖九郎右 衛門 ・ れ を引 き、次 に 金銀 ・諸 武具を人れ る べ き旨を天海大僧正が仰せ ら

田 中 采 女
・

れ た の で、そ の 心 得 をす る よ うに 指 示。た だ し、も しす で に武 具 を

青山 宕 馬助 入 れ 終 わ っ た の で あれ ば 、支 障 は な い 旨 を 伝 え る。

（寛 永ユ2） 12．7 酒井忠 勝 ▼ 二 の 丸 の 座敷 の 前の 飼 烏が い る 所の 塀 に つ い て は、先 日申 し越 し 41号
→ 三 浦七 兵衛 ・

た 鳥さ え逃 さ なけ れ ば支障は な い の で 、まず 当年は 差 し置 い て 、（来 小 67号

田中采女 ・ 年の）春に様子を詳 し く 申し越し、そ の ヒで、拵え 直すよ う に指示．
青山右馬助

（寛 永12 ヵ ） （酒井忠勝） ▼橋 の 材木 に つ い て は、先 口申し越 したよ うに、山よ り出し た材木、 42号
→一

そ の ほ か敦 賀 な ど よ り取 り寄せ た 材木 （の ほ か に）、こ れ で も足 り 小 69号

な い 場合は、櫓 3つ 分の 材木 が 小浜 に届 く予定 な の で、こ の うち に

て も先ず 取 り替 えて 使用 す る よ うに指示。
▼ 白間 橋 は，こ れ 以 前 の 橋 よ りも 丈 夫 に念 を 人 れ．欄 干 も付 け て 立

派に 中 し付け る よ うに 指示。柱 に も貫 を
一一通 り （通 して ）よ い の で

あ れ ば、鍛 練 した 者 に相 談 の う え、申し付 け る よ うに 指示。
▼ 城よ り西 津へ の 橋に つ い て も、こ れ 以 前 （の 橋） よ り も丈夫に 念

を 人 れ、欄 十 を付 け て 立派 にか け させ るよ う指 示。これ も 貫 を 通

り通 すべ きで あれば （そ σ）ように） 巾し付 ける よ うに 指示。
▼ この ほ か、西 津へ 通 っ て い る道 の 橋 も，いず れ も しか る べ き よ う

に修 理 させ る よ う指示。
▼ 湯 川 の 橋 は．今回 流れ て し ま っ た 橋 の 「道具．2 （材料 と い う意 味

か ？） が あ る の で ，それ を見 計 らい 、掛け させ る よ う に 指示。こ れ

も、こ れ 以 前の 橋よ り も 丈 夫に 申 し付 け る よ う 指示。
▼城 まわ りの 惣水敲の 石垣は （こ の ままで は）崩れ る と思われ る の

で ，こ れ以 前よ りも　
「
見分」 が 良い よ うに 所 々 よ りも石

一
つ 並み 程

高 く築か せ る よ う指示。
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若狭国 ’卜浜 城修 築 に関 す る 城主 酒井忠勝 の 指図内容につ い て （白 峰）

〔寛永 13） 3 ．113 酒井忠勝
→r 浦 七 兵衛 ・

　 出中又左衛 門 ・

　 都 筑 平 右 衛 門 ・

　芝二 郎左 衛 門

▼ 天 守に あ る 金銀 の 書 付を 披見 し た こ とを 伝 え る．、こ の 需 付 （の 内

容） よ りは，小判 （の 量） が 多 い はず で あ る の で．そ の 点に つ い て

不審で ある 旨を伝 える。こ の 書付 よ りも後に （天守へ ） 入 れた金銀

に つ い て も，そ の合 計 を 書 き付 け て、再 度 申し越 す よ うに 指示．
▼ 本丸に あ る

一
小 遣之 金銀」 が どれ く ら い ある の か、に つ い て も書

き 付け て 中し越す よ う に 指示。

　・B 号

小79 弓

（寛 永 13） 3．27 酒 井 忠 勝

→三 浦七 兵衛 ・

　田 中 又 左 衛 門
・

　都筑 平右衛 門 ・

　芝二 郎左 衛 門

▼ 本丸の 御上 （座 敷 と い う意味か ？） の 前の 井戸は、格別 に 水 が 良

い 旨 を （前 小 浜 城主 の ） 京 極忠 高か ら 占わ れ た の で、よ く　（水 を ）

取 り替 え さ せ て 飲水 と して 汲ま せ る よ う 指示。

　44 号

小 80号

（寛永 13） 4 ．8 酒 井忠 勝
一．・蒲 七 兵衛 ・

　 田中又 左 衛門 ・

　 都筑 平右衛門 ・

　 芝二 郎左 衛門

▼ 左 官 の こ とに つ い て は 、近 日．こ の 方 （酒 井忠勝） よ り　（小 浜 へ ）

遣わ す 予定で あ る こ と を伝え る．
　45 号

小83号

（寛永 13） 4 ．25 山川 正 次 ・

深 栖乗 勝
．．→．．捕 七 兵衛 ・

　 田 中又 左衛門 ・

　都筑 平石衛 門

▼ 泊 （現福 井県小 浜市泊 〉 よ り 石 垣 （構築用 の ） 石 が 2000 程届 い

た 旨を 了承 し、抽 断な く 申し付 け る よ う に、との 酒井 忠勝 の指示 を

伝え る。

　46 号

小86号

（寛 永ユ3） 7 ．9

甦 1 ｝

酒井忠 勝
→｛浦七 兵衛

・

　 田中 乂左 衛 門 ・

　 都筑
’1佑 衛 門

・

　芝二 郎左 衛 門

▼ 小 浜城大 守 に 入 れ て あ る 金銀 の 合計高に つ い て 別 紙 に 印判 を 押 し

て 申し越す よ う指示．
　47 号

小92号

（寛永 13） 7 ．20

　，

酒 井忠勝
→

一
乱浦 七兵衛

・

　 田中又 左 衛 門 ・

　都 筑平右衛 門 ・

　 芝
．
：郎 左 衛 門

▼ 酒 井忠勝 は、今 月 中 （7 月 中）、或 い は，来 月 （8 月） 10 日以 前

に は、（将 軍 よ り） 御 暇 を も らっ て （国 元 へ 帰 る予 定 で あ る 旨 を） 伝

え る。そ うで ある な らば、西の 丸の 石垣 は 8 月20 日 頃よ り取 りかか

っ た とする と、9 月 い っ ぱ い に は 完成す る の か ど うか、と い う 点 に

つ い て、計 画 を 立て さ せ て 、甲々 に 申 し 越す よ う に 指示．石 な ど

（を集め るこ と） につ い て 手 間取 ら ない よ うに 準備 を申 し付 ける よ

う指示。も し、（石 垣 の完 成が ） 10月の 末 に も かか る よ うで あ れ ば．
来年 の 御 普請 （江 尸 城 普請 の こ とか ？） の た めに 、当年 （寛永 13

年） は （小 浜城西 の 丸 の 石 垣 普請を） お こ な う こ とが で き な い 旨を

伝 え る ．
▼ 石 垣 （普請） をお こ な う こ と に な る と、現 在 の 「石 垣 た んれ ん 申

候 もの 共」 （石 垣 普 請に 熟達 した 者 た ち、と い う意味 か ？）だ けで

（普 請 を） お こ な う こ とがで きる の か，穴生や 手木 〔て こ ） の 者な

どを 雇 わ な い と い け な い の か、と い う点 に つ い て も早 々 に 中 し越 す

よ うに 指示。

　47 号

小 93 号

（寛永 13＞ 7 ．22 酒井忠勝
→三 浦七 兵衛 ・

　 出中 又 左衛 門 ・

　部筑 平右衛 門
・

　 芝二 郎 左衛 門

▼ 西 の 丸の 石 垣 普請 に つ い て は、先 書 に も 中し越 した よ う に、8 月

20 目頃 に仕 立て て も （普請 を開 始す る、と い う意 味 か ？）、40〜50
日の 問 に完成す る の か どうか、とい う点 を、推計 して 早々 に申 し越

すよ う に指 示．

　 48 号

小 94号

（寛 永13） 8 ，14 酒井忠勝
→ 一二浦 七 兵衛 ・

　 田中乂左衛門 ・

　都筑平 右衛門 ・

　芝二 郎 左 衛門

▼ 西 の 丸の 石 垣 （普請） に つ い て は、当年 （寛永 13年） にお こ な う

こ とが で き な い 場 合 は、ま た 延 期 す る こ と にな る の で、（年 内 に 完

成す るよう） 9月 10目頃よ り取 りかか り、10 月20 日以 前に 完成す

る よ う に 申 し付 ける よ う指示。手 間 取 らな い よ う に指 示。可児 伊右

衛門 と黒宮三 左 衛門を明 日 （小浜 へ ）派遣する の で 、詳 しい こ と は、
こ の 2 人に 申し遣 わ す こ と を伝え る。

　49 号

小 99号

（寛永 13） 8 ．27 酒 井 忠 勝

→三 浦 七 兵 衛 ・

　 田 中又 左衛門 ・

　都筑 平右衛門 ・

　 芝二 郎左衛門

▼ 西 の 丸 の 石 垣 を築 く こ と は、9 月 10H が 吉 目な の で、先 H、可 児

伊右衛 門と黒宮三 左 衛門 に 申し遣 わ した よ う に 、± 俵 （士 の う） を

作 る よ う に指示．

　 5D号

小 即 o．号

（寛 永 13） 10．16 芝 二 郎 左 衛 門 他 5名
．．

・羽賀 寺

▼ 明 日上7日に東照 権現 様 の 御札 を天 守に押す こ とを （酒 井忠 勝が）思

し 召 して い る の で 、貴 僧が 明 朝の 六 半頃 （午 前 7 時頃） に （天 守に ）

来 て （御札 を） 押 して も らい た い 旨の 酒井忠 勝 か らの指 示を伝 え る．
そ の こ とを 心 得て 明朝 の 末明 に （小浜 城 へ ）来 る よ う に 依頼す る 。

53 号
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寛永 13，／1．吉 日 酒 井 忠 勝

→酒井内匠頭 ・

　 三 浦七 兵衛

▼ 本丸…
酒 井内 匠頭。ただ し、6 人の 天守 「役 人」 の ほ か に確かな

　 　 　　者を加 え る べ き こ と。
　 」 の 丸…三浦 七兵衛。その ほか、番 の 者。
　 「 の 丸 の 蔵 の あ る と こ ろ…田 中 又左 衛 門。
　 西 の 丸…烏居 彦兵衛，そ の ほ か．若 くて も確 か な 者を加 え るべ き

　 　 　 　 　こ と。
　 大手門…

足 達 内蔵之 助。そ の ほか 、適 当 な 者 を加 え る ぺ き こ と。
　※ これ は 小浜城 内の 各場所の 管理 責任者 （或い は．守備責任 者）

　 　の 名 前を明確に した もの と思わ れ る。

　 51 ．号
小 IQ2 弓

（寛永 14） 4．7 酒井忠勝
⇒田 中又左 衛門 ・

　 青山 右馬 介

▼ こ の 頃、敦賀
・
小 浜な ど へ 北国 よ り材木船 が 多 く来 て い る の で 、

多門 ・櫓 な ど の 道具 （材木 とい う意 味 か ？） と して，こ れ 以 前に 申

し付 け るべ き で あ っ た が．足 し道 具の 分 （補助 分の 材木 とい う意味

か ？）を、小 浜 の 大 工 に 見 積 らせ て 準 備 して お くよ うに 指 示。先 々 に

は 本丸 の 家 な どを作る 予定 な の で 、（材木 を） 買い 置 き し て も無駄

に は な らな い 旨 を伝 え る。道 具 （材木 と い う意 味か ？） は 準備さ せ

て 置 い て お くよ うに 指示。本丸 の 多門 ・櫓の 指 図 は，去 年、酒 井 忠

勝が 小 浜で 申し付け た 通 りで よ い の で、そ の ように心得 る よう指示。

　 54号

小 107号

（寛永 14＞ 8 ．19 酒井忠勝
→三 浦 也兵衛 ・

　田 中又 左 衛 門 ・

　青山 右馬介

▼ 板橋 ・大橋 につ い て，柱 が下 が っ た と こ ろ は 別 の 柱を 建て 替え さ

せ て、橋が下が っ た とこ ろを上げ させ、破損箇 所 もつ い で に修復 を

申 し付け る よ う指 示。
▼ 西津舟 入の 川口 、大橋舟入の 川 冂 は、今回 の 水 （洪水の 意 味か ？）

に よ り、これ 以 前よ り も変わ っ た の か ど うか 、洲崎 の 砂 を押 し払 っ

て 狭 くな っ て い る か、また、と こ ろ に よ り、町浦な どに砂が 打ち寄

せ て 海 が 遠 くな っ た と こ ろ が あ る の か、と い う点 に つ い て の ほか 、
青井山 の 際 よ り西津 の 長谷川惣左 衛 門屋 敷ま で の 問 で砂 が打 ち寄 せ

て 海が 遠 くなっ た とこ ろ、また、こ れ以前の 砂 を押 し払 っ て 海に な

っ た と こ ろ，な ど去 年 の 石 垣 あた りの 様 子を 詳 し く 申 し越 す よ うに

指示。

　 55 号

小109 号

（寛 永15 ） 5 ．j3 酒 井 忠 勝

→三 浦 七 兵衛 ・

　 田 中 又 左 衛 門
・

　芝 二 郎左 衛門

▼ 普 請 の 者 は、どれ く らい 石 を届 け た の か、に つ い て 尋 ね る 。大 き

い 石 は 無用 で あ る こ とを 指 示。石 壇 を 築 く箇所 は、礒谷 善太夫屋 敷

よ り 長谷川 惣右衛門屋敷の はずれ まで 高 さ 1 問 の 巾稈に 築かせ るの

で 、そ の 近 辺 へ 石 を寄 せ て 置 くよ うに 指 示。
▼ 樹木 屋敷 へ 行 く （と こ ろ の ） 作事屋 敷 の 南 に あ る 見 付 は ，水 敲

（石 垣 ） を 築か せ る の で、石 を大 方取 っ て きた ら、申し越す よ うに

指示。た だ し、石坦 を築 く こ と は、公儀 （幕府） の 御意 を受 け て．
酒 井 忠 勝 よ り指 示 する こ と を 伝え る ．
▼

’
外 面」 （石材α）外見 と い う意 味か ？） にて 石 を 取る の で あれ ば、

「岩 く み 」 の 見 事な と こ ろ へ は 手を つ けな い よ うに 指示。
▼ 目付 の 者が 城 中 の 番 所 へ も 見 回 らず、「万 事不 精」 に し て い る 旨

の 報告 を受けた こ とを伝 え、その 点に つ いて 叱 責。ど う して、厳 し

く申 し付 けな い の か 不 審で ある．と伝 える．

　 56 号

小 125 号

（寛永 ⊥5） 5、23 酒井 忠勝
→田 中 又左衛 門 ・

　芝 二 郎左 衛 門

▼ 西津 の 西方の 「波留」 の石 垣 は、各 自が 柎 談 した と こ ろ 築か せ る

べ き こ とにな っ たの で 、礒谷善太夫屋敷 の 「南ひ ら 1 よ り築 き 出 し、
西 方の 長谷 川 宗 右 衛 門 屋 敷 の 北 の 角 に 「すみ 」 を立て ，「北 ひ ら」 は

「波構」 の と こ ろ まで 「築す て 」 （築き 捨 て、と い う意 味 か ？） に し

て 築き 留め にす るよ うに指示。石垣の 高 さは．根 イ．似 外は海よ り石

両 （い しつ ら）が 見え る部分 が 1間 （にな る よ う に ） 築 か せ る よ う

に指示 。1間よ り高 くな る と．3 年前 に 築かせ た西の 丸 の 石垣 に似

か よ っ て し まい悪 い と思わ れ る、とい う こ と を伝え る。た だ し、1

間 （の 高 さ） で も波が 打 ち 寄 せ る よ うで あれ ば、1 〜2 尺 は 高 く築

いて も よ い 旨を伝え る。
▼ 酉 の 「大ひ ら」 に屋敷 の 「出人j （凸 凹の 意 味か ？）が あ る と思

わ れ る の で、2．3 ケ所 に
「
お り」 （折 れ の 意 味か ？） をす る よ う

に 提案．また、「一な ハ 」 （意 味不 詳） を築 い て も よ い 旨 を 提 案。蒲

生 源左 衛門、普請奉行、石 垣 を築 か せ て い る者共、そ の ほ か （石 垣

を築 く こ と に ）鍛練 の 者 を 連れ て 行 き、よ く縄張 りを お こ な っ て．
石 垣 の 高 さや 「万 事築様之儀」 に つ い て 、詳 し く絵 図に して 早々 に

申し越 す ように指示。石 を近い と こ ろ へ 寄せ て お き、酒抃忠勝よ り

の あ らた めて の 指 示 次 第 に，早 速築け る よ うに 準備す るよ う指示、
▼ 西に は松が 多 く ある の で、そ の 松を 切 らな い よ う に縄 張 り をす る

よ う に 指示。た だ し．石 垣 の ［出入」 （凸 凹 の 意 味か ？）があ っ て、
（石 垣 を ）構え る こ と に つ い て は 例外で あ る こ と を 伝え る．城よ り

西津 へ 出 る橋 と西 の 海 よ り見て 、見 事に なる よ うに 築か せ る よ う指

示．い ずれ もよく相談 し て、縄張 りを お こ な い 、詳 し く絵図 に 書 き

　 57 号

小 127号
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若狭国小 浜城修築に 関す る城主酒 井忠勝の 指図内容につ い て （白峰）

付 け を して 早 々 に 申 し越 す よ うに 指 示。
▼ 樹木屋敷 へ 行 く道 と小細 ⊥ 屋敷の 南．方の 水 敲 （石垣）が完 成 した

旨を
．
r承．

▼ 内 々 に こ れ 以前 よ り 申し て い る 船 を 置 くと こ ろ につ いて は、3年

前に 城内へ 舟入 をイ1垣 に て 築 い た の で 、そ の 入 角の と こ ろ の まわ り

に石 垣 を築い て 船 をお く と よ い 旨 を 月崎助 卜郎が 言 っ て い た。よ っ

て 、こ の と こ ろ が 現 在で も よ い の で あれ ば、今 回 の つ い で に 中 し 付

ける の で、石垣 の 仕様、内々 の 広 さ の 間数 を 見分 し，縄張 りを して

詳 しく絵 図に して 申し越す よ うに 指示。ただ し、大水な どが 翫て 構

え が 悪 くな る よ うで あれ ば 、必 要 な い 旨 を指 示。

（寛永 15） 5 ．29 酒井 忠勝

ゴ1
▽ 作事部屎、長犀 の （屋根 は） 柿 （葺） にす る よ う指示。 58号

一・田 中 又 左 衛 門 ・ ▼ 馬 屋 は、人 守 （を 建て た 時） の 足 代 （足 場） の 木や 占道具 （占い 小 ／29 号

芝 ．郎左 衛門 材木 の 意味 か ？ ） な ど を 見 合わ せ て、L5疋 立 に す る こ と を r承。
▼ 磯谷 善太夫 屋敷よ り長谷川惣右 衛門 （屋敷） の うしろ まで の 「波

留」 の 石 垣 を 早く も 中し付 けた の で、4 〜5 口中 には 完 成 す る 旨 の

報告 に 対 して 納得い か な い と い う こ と を伝 え る ．す べ て 城 まわ りを

石垣 な どに する こと は、私 （酒井忠勝）だけ に限 らず，冂本国 （中）

の 城持 （大 名） が （将軍 の ）御意 を得ず に ，私 と して （城 の 石垣 を

築 く こ とは ） 少 しも お こな っ て は な らな い こ とを 伝 え る．そ の うえ、
去年 よ り今 まで、西津の 波留 の 石 垣、そ の ほ か、樹木屋敷 の 道 と作

事屋 敷 の 南 側 に 水 敲 石 垣 を 中 し付 け る こ と に な っ た の で 、石 を取 る

よ う に と度 々 指 示 は した が、イ：1垣 を 築 くよ う に とは 渡 も指 示 して

い ない 、と して、二 の 点を叱責。こ ち らで も、あま りに不審 に思い 、
去年よ り度 々 申し遣わ した 留書 を 見 た が．石 垣 を 築 くよ う に とは 指

示 して い な い ．と して 、こ の 点 を叱責。その う え、（磯 谷）善 太夫

屋 敷よ り　（長谷 川） 惣右衛門 屋 敷ま で の 波留 の 石 垣 は （石 垣 の 高 さ

に つ い て の ）注 文が あ る と こ ろ で あ っ て 、縄張 りに つ い て は、誰が

指図 した の か 尋ね る ．石 垣 の 高 さ や
「
お り 」 （折れ の 意 味か ？） に

す る と こ ろ も あ り、（酒井 忠 勝 か らの ） 注 文が あ る と こ ろ で あ る こ

とを伝 える。理 不尽な こ とを して （酒月・忠勝か らの 指 示 を待たずに

石 垣 を築 い た こ と を 指 す ）、酒 丿1・忠 勝 の 身 代 が 果 て る よ う な こ と を

した こ とは、も っ て の ほ か で あ る と して 叱 責。こ れ 以前、蒲生 源左

衛門は 公事 （訴 訟） の 時 に伊予松 山城の 石 垣や 矢狭間を切 る こ とま

で も 目安 （訴 状） に 書 き載せ た も の が あ っ た と思 うの で、（蒲 生） 源

左衛門に 尋ね る よ うに 指示．

寛 永 15．6 ．15 老 中 3 名 ★ 老 中奉 書
．・小 浜 城 r の 丸 の 外 の 西 津侍 屋 敷 う しろ の 波留の 石 垣 を

閲「
　59 号

→ 酒 井忠勝 築 く こ と、西 の 丸 の 構え の 外 の 南方 にあ る舟 入 の 方 に水 留 の 石 垣 を 小 35頁

築い て 舟 を 置 くと こ ろ にす る こ とを許 可。

（寛永 15＞ 6 ．17 酒 月忠 勝 ▼ 磯谷 善 太 夫 ・長 谷 川 惣右衛 門屋 敷の 裏 の 塩留 の 石 垣 と南側 の 水敲 6〔房
→田中又左衛門 ・ （石垣）は、この 絵 図の よ うに il⊥々 に 申 し付ける よ うに 指示。（磯谷） 小 132 号

芝 二 郎左衛門 善太夫屋敷 の 際の 土橋の こ とに つ い て （匡1尢 か ら） 申し越 したが 納

得が い か な い 旨を 伝え る。〔国元 か ら送 っ て き た） 絵 図 が 大 き くな

い こ と を叱 責．
▼ 西 の 丸 の 南の 洲 崎 に船 を 置 く と こ ろ に っ い て、こ の よ う な絵 図 で

は、場所 は わ か ， て も、石 垣 の 「築様」 （築 く状 態 と い う意 味か ？）

や 万 事 の 様 子 が 納得
．で き な い 、と して 叱 責。広 い 紙 に 、古石 垣

・
一
すな 問」 （意味不詳） の 問 ・舟入の 水 の流れ 、な ども細か く絵図に

して 、石 垣 の 形 を も書 き 付け、所 々 に 間数 を も細か く書 き付け る よ

う指 示。だ れ か に 申し 伺 け た そ の 場 限 りの 絵 図 を （酒 井忠勝 の と こ

ろ へ ）送 っ て きた．と して 叱責。こ の よ うな石垣普 請は、か りに も

公 的 な こ とで あ るの で、年 寄 の 者 （家 老 の 意 味か ？） を連れ て 行 き、
詳し く見分 して、大⊥ と絵 心の あ る者 な ども 連れ て 、注文 を つ けて

指 図 を 完成 さ せ．（酒井忠勝 の こ とろ へ ） 送る よ うに指示、，当座の

（仮α）） 葭壇 ・雪隠 な ど を 作 らせ て も、こ ち らへ 寄 越 す 指 図 に は、
（仮 の こ と な の で ） こ の よ う に 書 き 付け る 必 要は ない と指示。舟入

に つ い て は、重 ね て 念 を 入れ、絵 図を 作成 し直 して、一
刻も 早 く送

付 す る よ うに 指 示。
▼ こ の 両 所 の 石 珀 （普請） に つ い て （将軍 の ） 御意 を得 た 奉書 を取

っ たの で 、そ の 写 しを （国元 へ ） 送る こ と を伝 える 。二 れ　（奉書）

を証 拠 に して 石 垣 （普請） を 申し付 ける ように指 示．
▼ 舟 入の 絵 図 （を 見た が ）、二 の よ うに 水 （面） に 向か っ て 石 垣 を

築 き 出す と，以 後 の 大水の 時 に水が 詰 ま り、また、石垣 も水の 流れ

に よ っ て 崩れ る と思 わ れ る こ と を伝 え る。束の 古石 垣 の 方か ら築 き

出す 石垣 を 長 く築 き 出 して、西 の 方 か ら築 く石 垣 を 内へ 入 れ、舟入

の 口 を食い 違 い に し て、西方 よ り船 を 内へ 人れ る よ う に し て は どう

一123 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Beppu University

NII-Electronic Library Service

Beppu 　 University

史学 論 叢第 36号 （2006 年 3 月）

か、と 提案．よ くよ く相談 し て 、2 種類 に も 3 種類 に も 状況 （を想

定 して ） 申 し越 す よ う に指 示。
▼ i，拝津橋の 際よ り （磯谷 ） 善太 夫屋敷 の 角 まで の 水 敲 （石 垣 ）は 、
あ ま り高 くする と城へ 向か っ て 悪 くな る、と い う こ と を 伝え る．西

津 の 橋 よ り樹木 屋敷 へ 行 く道の 水敲 （石垣） の （高 さ） く ら い にす

る よ うに 築 か せ るよ う 指 示．た だ し，今 回 築 く水 敲 （石 垣 が あ る）

道 は 間数が広 い の で、5 〜6 間の 道幅の う ち で は屋 敷 の 塀際の 地 形

よ り、水敲の石 垣 の とこ ろ で は 1尺
〜1 尺以 i：低 くな り、道の 水が

水 敲 （石 垣 ） の 方 へ 落ち る よ うに 築く よ う指示。勿論、（磯谷） 善

太 夫屋 敷の 東角か ら 海 の 方 の 角ま で は 、水敲 （石 垣 ） が 1 尺
〜1尺

余 も低 く、海の 方 へ 「成次 第」 に築 き捨 て にす る よ う指示。本道 の

地 形 （の 高さ） に す る と 高すぎる こ と に な り、水敲 〔石 垣） を高 く

築 く と、以 後 の 大水 の 時 の 水 は け に も 関 係 す る こ と を伝 え る。

（寛 永15） 7 ．8 （江 戸年寄覚需 〉 ▼ 磯谷善太夫 につ い て は、西 津僑 （の ） 波 留石 垣 が 甲く も完成予定

で あ る。所 々 の 石 垣 破損の 修理 は飼 石 な どを す る予 定。
▼ 家中役の 者 は 当 月に 切 り上 げ る 予定。
▼ 石 な どを取 る こ とは、もはや 必 要ない ．

　 61 号

小 133 号

（寛 永16） 10．20 酒 丿槐 勝
吋武久庄兵衛 ・

　 青 山右 馬 助 ・

　芝二 郎左 衛 門

▼ 洲 崎 町 籠 屋 の際 の 舟入 を埋 め 立て て 屋敷 に す る旨 につ い て、絵 図

に して 都筑外 記に 申 し越 したが、舟
．
入があ っ て も必要な けれ ば、早々

に 埋 め させ る よ う に 指 示。も し、大 水 な ど の 時 に 船 を 置 く と こ ろ が

な い 場合、役に 立 つ べ き と こ ろ で あ る の か、と い う点 をよ く調べ て、
（それで も）現在 の よ うに 舟入が あっ て も何の 役 にもな らな い な ら

ば 埋 め させ る よ うに 指 示．

　 62号

小154号

（寛永16 カ ） 江戸 年嵜 連署状 ▼ 二 の 丸 の 広 間の 屋根 を壊 して ，所々 に楔な ど を締め 、床の 悪い 束

柱な ど を取 り替え て 床 を 直 し、屋 根 を葺 き直す べ き こ と。
▼ 本 丸 の多 門の絵 図 は，先 年 そ ち ら （小 浜 ） にて （作 成 を ） 命 じ ら

れた ので 捜 して （江戸 へ ）送 る よ う指示。（そ の 際） そち ら （小浜）

に控 え （の 絵 図） を作 成 して 置 い て お くよ う に指示．
▼ 百 間橋 は 、来 る 2 月〜3 月頃よ り悪 い 柱 を取 り替 え て 修復す べ き

こ と，，

　 63号
小 161 号

（寛 永17） 7 、21 酒井忠 勝
→都筑外記 ・

　 武 久 庄 兵衛
・

　 青山右馬助 ・

　 芝 ：郎 左 衛 門

▼ こ れ 以 前に 申し付け た 本丸 の 多門は 古 くな っ た の で、来 年 （寛永

18 年） の 春 に も帰 国 し た 場合．「
1し速 に （新た に 〉建 て る 予定 な の

で、現 在 の 多門 の 道具 （材木 と い う意味か ？） を足 材木 （補助の 材

木） に して ．新規 に どれ く ら い の 材木が 必 要な の か ，小浜で 優秀な

大 工 共 に 見積 らせ て、新規 に準備 す べ き材木 の 目録 を作 成 して 、早 々

に寄越す よ うに指示。当年中 （寛永 17年） に 敦賀 ・小浜に て （材木

を） 準備 さ せ る よ う指示。これ 以 前よ り 申し付 けて い る の で 、材木

を準 備 して い る の か ど う か詳 し く 申 し越 す よ う に指 示．新 規 に準 備

す る材木 の うち．領内 の 山にて 切 らせ る材木 につ い て は、別紙に 目

録 を作 成 して 寄越 す よ う に指 示 。
▼ 占津蔵 に つ い て は．北 の 丸 の 長屋 を壊 して 遣わ し、書 付に 申し越

した よ うに足 材木 （補助の 材木） を使用 し、あま り物入 りに な らな

い よ う に 申し付 け る よ う指 示。8 月 よ り取 りか か り 9 月 15 日 頃に 完

成す る よ う に 中し付け る よ う指 示。

　 64号

小 173 ．
号

（寛永 17） 11．5 （国許年寄連署状〉

都 筑外記他 4 名
→深 栖 九 郎 古衛 門

・

　江 見太兵衛

▼ 本丸 の 多門の 絵図 を 2枚 （江 戸 へ ）進 トす る。
▼ 百 間橋 の 升形の 番所 の 絵 図を （江戸 へ ） 進 止：す る 。
▼ 西 の 丸 の 番 所の こ と に つ い て は，い ずれ も 出て 見分 した。指示 の

通 り
一

段 と よ い と こ ろ な の で 、相 談 して 絵 図 を作成 して （江丿
．．∫へ ）

進 上 す る．
▼ 本丸 の 多 門の 材木に つ いて は、「上 道具」 （」．二部の 材木 と い う意味

か ？） の 分 は 現在 の 多門 の 材木 を 使 うつ もりで あ り、残 りの 材木の

分 は い ず れ も 準備 して あ る。

　 65号
小 181 号

（寛永 19） 5 ．25 酒 井忠勝
→都 筑 外 記 ・

　 武久庄兵衛 ・

　 芝二 郎左衛門 ・

　 青山 右馬助

▼ π浦又十 郎 ・深栖九郎 右衛 門 ・料井弥兵衛 ・武久 庄兵 衛の 屋敷 の

う し ろ の水 敲 の 石 垣 は，そ の 所 々 に て 高さ ・折 れ の あ る と ころ、長

さ の 間数 ・石 垣 の Lの 塀 の と こ ろ、櫓 の と こ ろ を現在 の （状 況の ）

よ う に木 形 に して．所 々 に念 を 入 れ、書付 に して 申し越 すよ うに 指

示。こ ち ら （江戸） に て （将軍 の ） 御意を 得て、石垣 の 高い と こ ろ

を低 く し、あ ま りに 低 い と こ ろ は 「上 置 1 （上 げ る とい う意味か ？）

をし て、大 方は塀 に して、小 さ い 櫓を 1つ か 2 つ 建て て 置 くよ う に

考 え て い る の で 、現 在 の あ りの ま まの 状況 を木形 に し て 寄越すよ う

に指示。侍 屋 敷の 道 ・川 な どは絵 図 に して，そ の トに木 形 を 置 い て

見る よ うに する よ う指示．こ の こ とを香川勘 右衛門 ・可児猪右衛門

と 3 人 の 作事 奉行 に 申 し付 け、現 在 の あ りの ま ま の様 子 を 少 し も違

　 66号
小 205号
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若狭 国小浜城修築 に 関す る城卞 酒井忠勝 の 指図 内容 に つ い て （白峰）

わ な い よ う に 中 し付 け るべ き こ と を 指 示．絵図は、田 原 の 侍田」
．
の 分

はすべ て 作成 し、百間 橋 と百間 橋 の 虎 冂 まで 絵図 に して 寄越すよ う

に指示。
　　　．」「内．

寛 永 19．8 ．26 老 中 3 名

→ 酒井 忠勝

★ 老 中 奉 書→小 浜 城
．
自間橋 の 虎 冂 の 刀

．
形 の 石 垣 を新規 に 築 き門 を建

て る こ と を許可．同 所 の 門脇 の 北 ・南の 石 垣 を新規 に 築 く こ と を許

可。西方 の 侍屋 敷 の う し ろ の 川 辺 りの 石 垣 を 築 き 直す こ と を 許 可。
同所 に 櫓台 の 石 垣 を 2 ケ所築 き 直 し、櫓 を建て る こ とを 許可，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　67 号

小 36頁

寛永 19、8．23 酒井忠勝 在国 日記 ▼ 在 々 の 1草 臥者 1 （生活 困 窮者 の 意味か ？ ） に 5 含ずつ の 扶持 を

．与え、堀の 砂 を 取 る よ う に 命じ る ．百間 橋の 小 林孫左 衛 門 （の 屋 敷）

の 前に 札 を建て て 扶持を渡す。
　　　　　　　　　 「

　 68号
小 209 号

寛 永 19．9．4 油 井 忠 勝 在 国 冂記

　　　　　hli

▼ 西 の 丸 の 塩 硝 蔵 の 縄張 り をお こ な う。 68 号

小209 号

寛 永19．9 ．21 酒 井忠勝在 国 H記 ▼ 西 の 丸 の 洲 崎 に松 を植 え る。 　 68号

小209 号

（寛 永20 ） 1．24 酒井忠勝
→酒 井内 匠

・

　三 浦帯刀

▼ 小浜 城の 多門 と 櫓の 作事は、内 々 に （寛永 20 年 の ＞ 3 ∫1初 め に 申

し 付 け る よ う に去 年 は 指 示 した が、（大 火 に よ り） 敦 賀の 家が 多 く

焼 けた の で、国中 の 大工は敦賀 にて 「細工 」 をす る こ とになる の で，
3 月初 め よ り小 浜 城 の 作 事 を 申 し付 け る と、敦 賀 で 家 作 をお こ な う

者 の 迷 惑 とな る の で、先 々 を 見計 ら い 、4 月〜5 月頃か ら 申し 付け

るべ き 旨 を伝え る．当年 （寛永 20年） は 国 中 も困窮 して い る の で、
（小浜 城の 作事 を） 延期すべ きか、ま たは、作事 をお こ な っ て も よ

い の か 、そ の こ と を よ く考 え て 早 々 に 申 し越す よ う に 指示。

　 69号

小219 号

（寛永20 ） 2 ．13 （酒井 忠勝）
→一

▼ 西 津堀 屋敷 が 波 に よっ て 崩 れ た 場合、香川 勘右衛門 ・可児 伊 右衛

門 に 申 し 付 け．い つ も石 を取 っ て い る と こ ろ にて 石 を 寄せ さ せ て 捨

石 を お こ な い 、海辺 よ り船 に て ．見て も 、良 く見 え る よ う に 申し付け

るよ う に 指示．

　 70号

小 224 号

（寛 永 20） 2，16 酒 井忠 勝
．・酒井 内匠 ・

　
．
捕 帯 刀

▼ 小 浜 城 の 本 丸 普 請 につ い て は、当 年 （寛永 20年）は 延期す べ き 旨

を 申 し越 したの で、来呑 （寛 永21年の 春 ） に 申 し付 け る よ う に搬

示。こ の 普 請が 延 期 に な る と，熊 川 の 蔵は 火 の 元 が悪 くな る の で 、
去 年見立 て た 山の 際の 蔵屋 敷に よ い 奉行 人 を付 けて 地 形 を 申 し付 け、
そ の う え新規 の蔵を 1つ で も 2 つ で も 建て るよ う指ボ ，た だ し、間

数 は、近年蔵が 不 足 し て 米が余 ： ，て い る の で 、（蔵の 間数 を ）よ く

見積 ワ て 申 し付け る よ う指示。元 の 蔵は、4 月〜5 月 ま で は 蔵 が 空

か な い と思わ れ る の で、見計 ら っ て 適当な時期 に壊 して、新規 の 蔵

屋 敷 を建 て さ せ る よ うに 指 示。こ の よ う に新規 に 蔵 を 建て る こ と が

必 要 な く．（そ の 場 合 は） 古 家 な どふ さわ しい も の を 見せ て 指図 に

して、蔵 の 「立様」 以下 を絵 図に して 、松本加兵衛 が （江 戸へ ）下

る時 に詳 し く申 し渡すよ う に指 示。

　 71 号

小 230 号

（寛 永20 ）10 ．3 酒 井 忠 勝

→ 都筑 外記 ・

　 武 久 庄 兵 衛 ・

　芝 「 郎 左 衛門

▼
．
rの 丸 の 板橋 につ いて は、当 年 （寛永20年） は．余 Hが な い の で

来る （寛 水21 年の ）止 月より取 りかか り．2 月〜3 月 の うち に完 成

す る よ う に指 示。
▼ 西 の 丸の 洲 崎の 不明門 の 番 に つ い て は、そ の と こ ろ に 足軽 2 人を

置 い て、花畑 へ 出 る 土 橋 の左 方の 堀 端 に番所 を つ く り、馬 乗 の 者 2
人 を置 くよ うに 指示．
▼ 百間橋 の 升形 の 番所 に つ い て は、指図 を作成 して 寄越すよ う に 揩

示。

　 72 号

小 237号

（正 保 2） 2 ，20 （酒 井 忠 勝 〉

’　，　一．
▼ 本丸 の 多門 ・櫓 ・門の 普 請の 奉行人は．板山清 太夫 ・岡本仁左 衛

門 ・嶺 尾平左衛門 ・沢 旧善 兵衛が する よ う に指示 ．大規模な 普 請な

の で、万事に つ い て 精 を人 れ、無駄な出 費がな い よ う に念 を入れる

よ う に指 示。た とえ 食事 の 時で も （普請奉行 4 人 の うち ）．2人 ず つ

が 交代 で 食事を して、作事 場が空かな い よ うに 指示。
▼ 3 人 の 年寄 が 「．．1．番」 で （3 人 が そ れ ぞれ 交 代で 、と い う意 味

か の 、日付 の 者 1 人 ずつ を召 し連れ ，朝晩 1 凵に両度ず つ 普請 場

を見 回 り、万 事善悪 の こ とを申 し付け る よう括 示。大規模な普 請な

の で ，油断 しな い よ う に指 示．用 事が あ る 時 は 3 人 〔の 年寄 ） と 4
人 の 普請奉行 が 相談 して 処 理す る よ う に 指示。
▼ 酒井 内匠助も 1 囗お き〜2R お き く ら い に普 請場を．見回る よ う に

指示。
▼ 下奉行 に つ い て は ，小 浜 に て 相談 して 申 し付 け る よ う に指 示．
▼ 石 垣 の

一
う わ 置．1 （石垣 の 高 さ を上げ る、と い う意 味か ？） と 破

損の と こ ろ、．L手以 ドを申 し付け る時は、香川勘 右衛門 ・可 児伊 右

　 73 号

小255号

一125 一
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史学論叢第 36号 （2006年 3 月）

（了F．保 2年）　3．　23

（正 保 2 ） 4 ，7

酒li・忠 勝
→三浦 帯 刀他 lo名

（酒 井忠勝 ）

→ 三 浦帯 刀 ・

　武 久 庄 兵衛
・

　芝二 郎 左 衛門 ・

　 小泉伝 左衛門 ・

　松 本加 兵衛

衛門 ・中村猪兵衛が 出 て 念 を 人 れ て た しか に 申し付け るよ うに 指示。
▼ 本丸 の 普請場 と作 事の 小屋 場に、2 ．人ず つ 火の 番 を 申し付 け、火

の 元 を 厳重 に 中し付け る よ う指示．
▼ 今回 の 普請に つ い て 、以前相 談 した法度 書 （普 請 法 度 の こ とか ？）

を準備 して 作 法 を しか る べ き よ うに 申し付け る よ う 指示 e

▼ 入用 に つ い て だ けで な く．手伝 い 以下 まで も少 しも無 駄 な 出 費に

な ら な い よ う 申 し付 け る よ う 指示。
▼ （本丸 の 作 事は） 「末代之 儀」 で あ るの で、切組 を 丈夫に 申し付 け、
材木 な どに念を 入 れ、瓦屋 根な どをよ く申 し付ける よ うに 指示。
▼ 作事奉行

・
下奉行は 条 目 を 出 して 誓紙 を 申し付ける よ う指示．

▼ 作事 に 取 りかか っ た場合、たび たび 飛脚 に よ っ て 状況 を 注進す る

よ う 指示。い ずれ の こ と で も、この 方 （酒井忠勝） へ 指示 を 得 る場

合は、そ れ以 前に 相 談 を して 中 し越す よ う に 指 示。（小浜
一

江戸問

は） 遠 路 な の で、遅 く申 し越 す と普 請 の 支障 に な る、とい う こ と を

伝 える。こ とによ り難 しく、注文が ある時 は、普請の こ とを よ く承

知 して い る若 い 侍 を （江戸へ ）寄越す よ うに指示。
▼ 以 ヒの よ うに 心 得 る よ う に 指示．た だ し．こ れ は 概 略 （の 指 示）

で あ っ て 、小 浜で 普請 に 取 りか か る 以 前に 、4 人の 作事奉行、3 人

の 大普 請奉行．目付の 者、大工 の 源 四 郎、そ の 地 の大工 頭 の ほ か、
3人 の 年 寄、2 人 の 勘 定奉行 も加 え て 、寄 り合い を持 ち、万 事、必

要な 事 を確か に準備 して．そ の う え吉 H を選 ん で 普請初め を お こ な

うよ うに 指示。

▼ 多 門 の 壁 は、こ れ まで 高 さ 5 尺 程の 問 を 二 重 壁 に して 、中 へ 栗石

に土 を混ぜ て 入れ て いる の で、今回 も この よ う にす る よ う指 示。ど

の よ う に も念 を 入 れ て よ く持 つ よ うにす る よ う指 示。
▼現 在の 櫓 に は 鴟 吻 （鯱 の こ と を 指 す と思 わ れ る） は な い が 、（今

回 の ）櫓 には鴟吻 をつ け るの か、とい う点に つ い て 尋ね る。た だ し、
西 の丸 の 櫓 を 新 し く 申 し付 け る に あた っ て 、鴟 吻が あ る 旨を 申し 越

したが、い ず れ もが 出て 見分 して．鴟吻 が あ っ た 方 が よ い の で あれ

ば そ の よ うにす る よ う指示．また、元 の 櫓 の ように鴟吻がない 方 が

よ い の で あ れ ば、そ の よ うに す る よ う指 示。
▼ 今回 建て る 台所 の 屋 根 は瓦 葺 に す べ きか、と い う点 につ い て は、
現在の 北の 丸 にあ る 台所 は柿 葺 で あ る が、（今 回 は ） 瓦 葺 に す る よ

う に指示。屋 根 を 丈 夫 に し て 瓦葺 に す る よ うに 指示。
▼ 本丸 北 方 の 裏石 垣 は、金 柑 畠の 隅か ら長局 の 裏 通 りまで 15 間が孕

ん だの で 築 き直 しをする よ う に指示。特 に 石が 悪い た め に孕 ん だと

見え る の で 築 き直 しすべ き旨 を申 し越 したが、こ の 点 に 同意 し、築

き 直 し を指示。
▼ 西 の 方 1 間 「問 中通 り 」 （意 味不 詳〉の 多門 は、

「
地 らい 」 （あ ま

っ て い る土 地） も あ り、家に も支 障が な い の で、石 垣 を築 き出して

2 間 の 梁 に すべ き 旨を 申し越 した が、先 日 、こ ち ら （酒 井 忠 勝 ） か

ら も 申し付 けた こ と で あ り．2 問通 りに して 2 間 の 梁の 多門 を建 て

る ように指示．
▼ 北 の 方 の 長 局 は 石 垣 に近 い の で、普 請の 支障と なる た め壊す よ う

に 指示b た だ し、こ の 家 は 北の 丸 の 鉄 砲 蔵 の足 しに すべ き 旨 を 申 し

越 した が、この 点 に つ い て r承。壊 して 鉄 砲部 屋の 足 し材木 （補 助

の 材木〉 にす る よ う 指示。
▼ 広 間の 前の 石垣 を築き直す よ う に指 示 した と こ ろ の 間数は 23間あ

る の で、築 き直す こ とを 申し越 し たが、これ も先 日 こち らか ら申 し

越 した あと に 広間 を建て て も入 凵 が見苫 しい と ど うか と思 うの で、
（広 間 を建 て る前 に） 石 面 を良 く して築 き 直 しする よ うに 指示。
▼石垣 の 「な ら し」 （天端 の 意味 か ？） につ い て も、悪 い 箇所 は 築

き 直 しす る こ と を 申 し越 した が、こ の 点 に つ い て も 了承。「な ら し」

の 石 が悪 い と土台 に 土 を 入れ る こ と に な る の で、悪 い 箇 所 は 石 を 取

り替え て 築き直す よ うに指示．
▼ 以上 の よ う に い ずれ も申 し付 け る よ う に 指示 b 石 坩 の こ と は．3
間 で あ っ て も 「す り合」 （切込 み 八 ギの こ とか ？）は 石 垣 が 弱 く な

る の で、野面 にて 石 組 をよ く築かせ る よ う に指示。

▼ 小 天 守の 続 き は 埋門 ま で の 問を塀 にす る よ う に 申し付け た が、（大

工 の 〉源 四 郎が 言 う に は、通 常の 塀 で は ど うか とい う こ と に な り、
表か ら は多門 に 見 え る よ うに して 、棟 を 建て 、裏の 方は 通常 の 塀 の

覆 い程 に折 屋 根 に して，塗垂 にす る とよ い 旨を 申 し越 し たが、こ の

点 につ い て ．火 の 元 さ え よ けれ ば、そ の よ うに す る よ う指示．た だ

し、塀 よ りは屋根 が広 い ため、火 の 元 が悪 くなる点 を指摘．埋 門の

方 の 多 門 と塗垂 の 境 目の 屋根 に は 塗 り切 りの 塀 をつ く り、（火 災を

　 74 号

小 258号

　 75 号

小260 号

一126一
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着狭国小浜城修 築 に関す る城 卞 酒井忠勝 の 指 図内容 につ い て （白峰）

想定 した 場合） 北の 方か ら焼け て き て も塗 り切 り の塀 に て 止ま るよ

う に する よ う指示、そ の うえ、海の 方か ら船 に て 見て 、外 見が 良い

よ う にす る よ う指示。
▼ 大守の 下の 埋 ll勹につ い て は、今回，古 い 多門 と櫓 を壊 して 石垣の

様 子 を （大 ⊥ の 〉 源 四郎 が 見 た と こ ろ、百垣 に 食い 違 い が あ り、申

し付 け た 指図 の 通 りに建 て る と．門 の 内 角 柱 1本 が 存頬 よ り離 れ て

地 形 か ら立つ こ と にな る。これ まで は、石垣 と書院 と の 間に 1 間 X

3 間の 柿 葺の 庇 が あ っ た た め 見え な か っ た。石 垣 に 食い 違 い が あ る

ll 分 は，幅 1 間 X 長 さ 3 問 の 分 を 内 へ 築 き 出 し 、今回 申 し 付 け る 2

問X3 問の 櫓を 3間 四方 に 建て る と 悋好 も良 く、離れ 柱も な く、状

態 が 良い 旨 を 申 し越 し た の で 、こ の よ う に す る こ と を 了承．た だ し、
トの 重 を 3圏 四方 に して，トの 重 を 2問 四 方 にす る と、棟の 「立様」

が悪 くな る と思 うの で ．南北 （方向） を 4 間、東西 （方 向） を 3間

にす る と 2 階 は 2間 × 3 間 に な り．棟 の 格 好 も良 く な る と 思 わ れ る

た め、小浜 に て 十分相談 して ．（上 記 の ） 2 通 り の うち しか る べ き

よ う にす る よ う指示。
▼ 天守 へ トる 石雁木は 今回 建て る 小天守 の 内にな り、（天守 へ は） 板

敷 よ り上 る こ と にな る の で ．板 雁 木 に し て 、石 雁木 は 小天 守 の 板敷

よ り降 りる と こ ろの 雁木 に して は ど うか、と い う こ と を 申 し越 した

の で、そ の よ う にす る よ う指示。
▼ 大 ⊥ の 請 取 り料 と 日作 料 に つ い て 申 し付 け た 見 積 りの こ と に つ い

て、京 の 大工 （を使 う場 合） と、国元 の 大 工 （を使 う場 合） との 両

様 を、こ ち ら　（江 戸 に い る 酒井 忠勝〉か らは、どちらが よい かは指

示 し な い の で 、小 浜 に て ｛
』
分相 談 して 、少々 の 出費で あ っ て も後 々

まで しか る べ き よ う に 申 し付け る よ う指示。
▼ 釘 につ い て も、こ ち ら （江戸 に い る酒 井忠 勝 〉 で は決 め られ な い

の で、相談 して 勝手が 良 い よ うに 申し付 け る よ う指示．た とえ （釘

の ）値段が 少々 高 くて も後 々 まで 良 い よ うに す る よ う指示。
▼ こ の よ うに、大工 の 作料 （手間賃） や釘 を準備する こ とに 限 らず、
どの よ うな こ とで も少 々 値 段 が 高 くて も後 々 ま で 良 い よ う に する よ

う指示．す べ て の 合 計で 10〜20貫 Ei超 過 して も 差 し支 え な い の で、
後々 まで しか る べ き よ うに念 を 入 れ るよ う指 示。ただ し、不 必要 な

出「費は しな い よ うに 指示．

（正保 2 ） 5 ．22 （江戸 年寄連署状） ▼ 惣多門 （の うち ）仕 切 りがあ っ て、石垣 が 広 い と こ ろ は、武者走 76号

江．見 太 兵 衛 他 3 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一
りが あ る の で 、出 入 り口 が 自 由 で あ るが 、石 垣 の 　 地 らい 」 （あ ま 小 26 陽

→三 浦帯刀 ・
っ て い る 十地 〉 が な い と こ ろ は．内 の 仕 切 りに　

．
本 戸 を仙

．
付 け て は

武久庄兵衛 ・ どうか，と （国元か ら） 申 し越 した こ とに対 して、武者 走 り・1地

芝山 郎 左 衛門
・

ら い 1 が な い と こ ろ には 丈 夫に
一本戸 を つ くり、通 常 は錠 を おろ し

’
卜泉伝左衛門 ・ て お くよ う に す る よ う指示。ただ し、武者走 りの 石垣 を つ くる にあ

松本加 兵衛 た り、「地 らい i が ある と こ ろ に は、3 〜4 尺 で あっ て も武者 走 り

を付 けて 、口 を表よ り 開ける よ う に指 示。
▼ 鉄砲が 置い て ある 30 問の 蔵の 敷板は 通常 よ り厚 く して ．すべ て を

拭 い 板に す ぺ きか、と 申 し越 した こ と に対 して、拭 い 板 に す る よ う

に指 示。拭い 板 にす る と、大 きい 鉄砲 の 取 り扱 い に も 良い の で、そ

の よ うに す る よ う指 示。

［E保 2．5．23 老 中 3名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．’
★老 中奉 書→小 浜城 本丸 の 多門 と櫓 を建 て 直 す こ と に つ い て、所 々 77 号

→ 酒 井忠勝 の 石 垣 破損 （箇所） を 修復す る 二 と を 許可，イ
．1垣

「
な ら し．1 （天 端 小 37 貢

の意 味か ？） な ど悪 い と こ ろ は 石 を取 り替え る こ とを許 可。土留水

敲 の 悪 い と こ ろ を直す こ と を許可。石垣 を 2 〜3 尺上げ る、或 い は、
ドげ る こ と を 許可。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

（止 保 2） 閏 5，6 （酒井忠勝） ▼今回本丸 の 多門 ・櫓・門な ど の 作事を 申し付け、イ
．
瀕 破損 （筒所） 78 号

→
：
．
三浦帯刀

・
を修 復 し、

「
な ら し 」 の 石 を置 き替 え る ほ か．と こ ろ に よ り （石垣 小262 旨

武 久 庄 兵衛 ・ に つ い て ） 2〜3尺 の 高低 （をつ け る） こ と．ま た，内側の 【；留水

芝二 郎 左衛 門 敲な どを築 き直す こ とにつ いて、（許可され た） 老中奉書 の 写 を （小

浜 へ ） 送る の で、後 々 の た め に十 分に 披 見す る よ う に 指示，
▼ 天守の 下の 中闇番所 が あ る と こ ろ の 屋 根は、柿葺な の で 火 の 元 は

ど うで ある の か、と松井十左 衛 門が 言 っ て い る が 、こ れ は ど の あ た

りの こ とで あ る の か．と い う点 を 尋 ね る，．は っ き り と覚え て い な い

の で 、天 守の 下 の 「地 らい 」 （あま っ て い る 土地 〉 の 絵 図を 作成 し

て，そ の 番所 が あ る と こ ろ を絵 図に して 早々 に 寄 越す よ う に 指 示。
▼ 西津 の 借 米蔵 を三の 丸 へ 引 くべ きで あ る 旨を松井十左衛門が 言っ

て い るが、そ ち ら （小 浜 ） に て 尤も で あ る と思 うの で あ れ ば、三 の

丸の 「地 らい 」 （あ ま・
っ て い る 土 地） を絵 図 に して、こ の 蔵 を ど の

あた り に建て る べ きか、よく見 積っ て 寄越す よ うに指示．、
▼ 西津川 口 が 砂 に て 埋 り、水 の 通 り もな い 旨 の 報 告 に 対 して ，中 に
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て 幅 2 〜3 間掘 らせ て 水 を 通 し、大水の 時に 普請の 者 を多数 出 し て

切 り流 しをす る と、少々 の 砂は 押 し流 さ れ る の で、そ の よ う に心 得

る よ う指承，
▼ 占い 多門 は 内側 に は 腰 板 が 無 い が 、今回 の 多 門 は 占い 多門 よ りも

少 し高 い の で 、表門よ り裏 門ま で の 分は 西 風に て （海 か ら の 波 の ）

しぶ きが あ た る の で、腰 板 を つ け る べ き か と 申し越 した こ と に対 し

て 、以 後 に 破損 が ない よ う に す る た め 、（全体の 高 さ の うちで ） 3

分 の 2 を 腰 板 にす る よ うに 申 し付け る よ う指 示．こ の ほ か に も、（波

の ） し ぶ きが あた っ て ，以 後 に破損 があ る と思わ れ る と こ ろ に は、
相談 して （腰板を〕中 し付け る よ う指示．

（正 保 2 ）閏 5．17 （酒井忠勝） ▼ 本丸 よ り西の 丸 へ 出る 橋際の 冠木 門の 扉の 柱 を古 い も の と組 み 合 79号
→ 三浦帯刀 ・ わせ るべ きか、と申 し越 した こ とに 対 して、見苦 しくなければ その 小264号

武 久 庄 兵 衛 ・ よ う にす る よ う指 示。
芝二 郎左 衛門 ▼ こ の 門の 両脇の 頬 当が 北の 方 は 四 角で あ る の で ，南 の よ う にす べ

きか、と 申し越 した こ とに対 して、そ の よ うに 申 し付 け るよ う指示。
よ っ て 、指図 を直 して 寄越す よ うに 指示．
▼ 南 の 入 角 よ り北の 犬走 り の 開き 戸ま で 塀 に する こ と に つ い て ．（塀

を〉 掛 け る と 締 り も良 い の で、（塀 を） 掛け させ る よ う に指示。同

所 の 堀 へ 降 りる 口 を 塞 ぐべ きか、と 申し越 した こ とに 対 して ．不 必

要 な 日 な の で 3 尺 通 り の石 垣 に て 塞 ぐよ う に指 示。
▼ 埋 門 と塀の 「つ なき」 に屋根 を まわすべ きか，と申 し越 した こ と

に対 し て、屋 根 を まわ す と 「見 人」 （外 見 の 意味か ？） が 悪 くな る

の で ，無 用で あ る こ と を伝 え る 。
▼ 同所 の西の丸へ 出る橋が古 くな・

って い る ので あれば、掛け直す こと

を指示．そ の 場合、橋 の 問 （数 ）が 長 くな らな いよ う に．西の 橋詰に

て も東の 築き 出しの ように 1 〜1 間半 も築 き 出し、橋 の 長さが 3 〜4

間 く ら い にす るよ う に指示。板橋にす べ きか、と い う点に つ い て は、
念を 入 れ て 指図 を 作成 し申 し越す よ う に 指示。た だ し、板橋は た び た

び破 損 す る か も しれ な い の で．相 談 を して 申 し越 す よ う に指 示．

（正 保 2 ） 6 ，12 （酒井忠勝） ▼ 埋門よ り西の 丸 へ 出る 土 橋に つ い て 申し越 した こ とに対 して、板橋 80号
→ r 浦帯刀

・ に 申 し付け る よ うに 指示。そ の と こ ろ の 両 方の 築 き出 しは 、西は 2 小 266 号

武久庄 兵衛 ・ 間．束は 2間
’
トと 申し越 した が，両方 と も 2間ずつ にす る よ う指示．

芝  郎左衛 門 ▼ ：の 丸 の 居 間よ り天守 の 下 へ 川 る板 橋に つ い て 申し越 した こ とに

対 して、こ の と こ ろ も橋 が長 い の で、両方 よ り 2 間 ずつ 石 垣 にて 橋

台を 築 き、そ の 上 に橋 を 掛け る よ う指示、橋の 幅は あ ま り広 くす る

必要は ない の で、欄十 と もに 8尺 にす る よ う指示。
▼ こ の 橋詰 の 鳥部屋 の 際 の 土 戸 につ い て は，巾 し越 した 通 り，瓦 屋

根に 申 し付 ける よう指示、
▼ 鉄砲蔵 と門 の脇

・
西 方 の塀 に つ い て 、西 方は 付紙の 通 り塀 を掛 け

る よ う指示．東方は、こ の 指 図の 通 りに 塀 を掛け、申し越 し たよ う

に、通 常は 裏 口 よ り出 入 りす る よ う に 指示。北 向き の 入 口 な の で 、
常 に （海か ら の 波の ） し ぶ き が あ るた め、玄関の よ う に軽 く眉庇 を

出 すよ う指示。また，裏 凵 へ 行 く大戸 の こ とは，通 常，裏へ 人 が 不

注 意 に 入 り込 む と 〔都 含 が） 悪 い の で、通 常 は 錠 をお ろ して、入 る

時だけ 開ける ようにす る よ う指示。

（圧保 2 カ＞ 8 ．正9 （卜爍 敷 居 問 の 覚書） ▼ 本丸 に あ る 小 さ い 書 院 の 絵 図 を寄 越 した こ と に つ い て 、そ ち ら 81号

（酒井忠勝） （小浜） の 下屋敷 の 家の 住居 に 合わ せ て 指 図を準備 して 寄 越 した の 小267号
→ 板山清大夫 ・

で十 分 に 見分 して 申し付 ける よ う指示。
岡 本仁 左 衛 門 ・ ▼元 の 住居 で は勝手 が 悪い の で、所 々 の 住 居 を替 え て造 作 を付 けて、
嶺尾平左衛 門 （そ の 絵 図 を）寄越 した の で 、その よ う に する よ うヂ旨示。

▼地 形 を築 い て 広間 の 床 と合 うよ う にす る よ う指示。
▼ 居間 よ り取 り付けの 廊 ドは 3 問 「問 rl1」 に す る よ うに 指示。こ れ

も相応 しい 「古道具 」 （古い 材木 と い う意 味か ？） が あ れ ば、「古道

具」 に て 居間に 合うよう にす る よ う指 示。「古道 具」 が不 足する と

こ ろ は、「新道 ．貝」 （新 し い 材 木 と い う意味 か ？） を使 うよ う指示。
▼ 建 具は 造作 を 付 ける に は い ろ い ろ と付 ける が 、元 の 戸 ・襖 ・障
子

・腰障子 な どが ある とこ ろ は、見計 らい 、戸 障子 を 立て る よ う指

示。仕 1自 しが で きな い と こ ろ は、新 し くす る よ う指示．
▼ 屋 根は 柿葺 に す るよ う指示 ，
▼板 敷は ゆ る くな らな い よ うに、「上 や り」 （意 味不 詳） の 根 太を．丈
夫に す るよ う指示。
▼元 の 家 は 縁 側 が 3尺 で あ っ た が、（今 囲 は＞ 1問 にす るよ う指 示。
こ れ も 「

．
占道 具」 な どを 見計 ら い 申し付ける よ う に 指示。

▼ こ の 縁 （側 ） は、いず れ も畳 敷 にす る よ う指 示。
▼ 指図は 概要 を付け て 寄越す よ う に指示、こ ち ら （江戸に い る酒井
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若狭国小 浜 城修築に 関す る城 主 酒井忠勝 の 指 図内容に つ い て （白峰）

忠勝） へ 尋 ね る必 要 は な い の で、そ ち ら （小 浜） に て わ か らな い 点

は 相談 して 申し付 ける よ う指爪 。
▼ 庭の 前の 泉水の 土手 が近 い とこ ろ は、rllを 切 り平 に して 庭が 広 く

な る よ う に す るよ う指 示。山 と泉水 は残 して よ い と こ ろ は、そ の ま

まに し て お くよ う に 指 示。そ ち ら （小浜 ） に 庭 をつ く る者 が い る の

で、元 の II彡を 残 して 所々 を 仕直し、　 Il「を 少な く して 、平地 が 多 くな

る よ うに する よ う指示 ．泉水 の 堀 も 良い よ う にす る よ う 指 示，
▼ 居間の 前の 塀を 掛 け る と こ ろ は、概要 を付け て 申 し越す よ うに 指

示。こ れは、そち らにて 見計 らい 良い ようにす るよ う指 示，
▼ 奥 の 方 の 家 は、占 く て役 に 立 た な い と思 わ れ る の で、い まだ に 壊

して い な い な らば，い ずれ も壊 して 居間 の 庭が広 くな る よ うに す る

よ う指示。
▼ 以 』の 作事は、9 月 初めよ り取 りか か り、ユ0 月中頃 に 壁 が凍 らな

い う ち に 完成させ ，と もか く酒 井忠朝 （酒井忠勝 の 艮男） を移す よ

う に指示。酒井 忠朝 に も澄文 さ せ る よ う に 指示。
▼ 古 い 戸 を は め て、障子 な ど を 合 う よ う に し て．あ ま り不 必 要 な 出

費 にな らな い よ う に す る よ う指 示。た だ し．切 組 以 下 は 外観 が 良 い

よ うにす る よ う指示．

（慶安 1 ） 12．9 酒 井忠勝
一．．・二浦帯刀 ・

　 武久 庄 兵衛
・

　 芝二 郎 左 衛 門

▼ 西 津 の蔵 屋 敷 に つ い て は 、裏 門の 向い にて 家 もな く見 苦 し い ，と

の こ と で あ る の で い ずれ に して も城の 「用所」 （必嬰な場所 とい う

意 味 か ？） に長 屋 な ど を もつ く る べ きか も知 れ な い の で、そ の 点 に

つ い て 申し越 す よ う に指示。
▼ 西津の 船入の と こ ろ は、こ との ほ か 砂 にて 埋 まっ て い る との こ と

な の で，以後は 普 請 （浚諜） を IIIし付 け る こ と と し、春に な っ て 3

月頃よ り上 土 を取 らせ る よ う指示 。

　 82号
小 291 号

（慶 安 2 ） 2 ．晦 日 （江戸年寄 連署状）

江 見 太兵 衛 ・

林野惣左 衛 門
→r 浦帯 刀

・

　武 久庄 兵衛 ・

　芝二 郎左衛門

▼ 本 丸の 寄付 ・塀 ・平地 門 （屏 中門） ・
土 戸 な どの 指 図 を 申し付け

て遣 わ す よ う指示．
▼ 元 か らあ る 料理 の 問は、少々 住居 などが 替わっ た 点 を 選ん で 指図

を 中し付け、三 所の 廊下 に つ い て も指 図を 申し付け て 遣わす よ う に

指示。こ の 造作以 下 の 仕様に つ い て は 、梶原太郎左衛 門 に 詳 し く 申

し含め て 遣わ す の で 、3 人 の 作 事奉行 と大 工 な ど に も 引き含わ せ、
十分に 承認 させ て．早速 作 事に取 りか かる よ う指示。
▽ 以 上 の 本丸 の 作 事 に つ い て、切組 以 下 ．後 まで も 丈 夫 に な る よ う

にす る よ う指 示。

　 83号
小298 号

慶 安 2 ，5 ，26 （酒 井忠 勝）
→ 酒 井 内匠他 6 名

▽本 丸内の 西の 多 門の 際に あ る 小書院 の こ と を申 し越 した が、壊す

べ きな の で 、そ の 通 り 中 し付 け る よ う指 示。こ の 家 は、特 に 念 を 人

れた 小書 院な の で、十 分に 「含役」 （合紋の 誤 記か ？） を付 けて，再

建す る 場
．
合、手間が 入 らな い よ う に壊す よ う指示．十 分 に指 図 を 作

成 して、こ ち ら （江 芦 に い る酒 井 忠 勝 ） へ
一

通 り寄越 す よ うに 指示。
そち ら （小浜）で も （指 図 を）一通 り置い て お くように指示．
▼ 本 丸内の

一
卜蔵の こ と を申 し越 し たが 、の ち ほ ど指図 を作 成 して 寄

越す よ うに 指示．
▼ 三 の 丸の 厩の こ と を 申し 越 し た が、屋 根も腐っ て い る の で あ れ ば

壊 す よ う に 指 示．厩 の 「木 道 具」 （材木 の 意 味か ？） が 良い の で あ

れ ば、後 に ど こ で も 建て られ る よ う に 、「台 役」 （合 紋の 誤記 か ？）

を 付 け て、念 を人 れ て 壊す よ う に 指示。
▼下 屋敷の 艮屋 の 屋 根が破損 した こ とに つ い て 、修埋 もで きない の

で、新規 に （屋 根 を ）葺 き 1白：す こ と を承 認。大 手 先 で もあ る の で、
屋根 の 下地を も悪 い 箇所 は仕 直 し、念を入れ て 葺かせ る よ うに 指示。
勿論、柱な どが 腐 っ て い る の で あれば、根継 ぎをす る よ う に指示。

　 84 号

小 300 号

〔慶安 2 ） 8 ．7 （酒 井忠勝 ）
→三 浦帯 刀 ・

　 武久 庄 兵衛 ・

　 芝．．二郎左 衛門 ・

　 青山伊 左衛門

▼ 西津 口 の 海 舌 の 舟入 で 砂 にて 埋 ま っ て い る と こ ろ は、以 前も 申し

遣わ した ように 、四 間 口 〜五間 口 も掘っ て 水 を通 し、西 の 丸の 海手

の 陸 地 へ （人が 〉 通 らな い よ う に、番 所 の 前 に 少 々 細 い 木 にて 柵 を

付 けて お くよ う に 指小 。（こ の よ う に舟 入が砂 に て 埋 ま っ たま まに

して お く こ と は） 世 閙 の 者が 見聞 して も 「無沙汰 成 城之 持様」 （い

い か げ ん な 城 の 持 ち 方〉 と思 う だろ う、と指摘。こ うした こ と は、
そ ち ら （小浜） に い る 者 が 油断 して い る の で は な い か、として 叱責．
こ ち ら （酒 井忠 勝） よ り 申し越 さ な くて も、度 々 そ ち ら （小浜） か

ら窺 うべ き こ と で ある，と指摘。とに か く、しっ か りと 普 請 （浚 渫）

をす べ き と ころ な の で，さ し あ た り、人 の 見 か け が よ い よ う に早 々

にして お くよ うに 指示。

　 85号

小 3】6号

（慶安 2 ） 1〔1．18 酒 丿1・忠 勝
→三浦帯刀 ・

　 武久 庄兵衛

▼ 酒 井忠朝 が い る 本 丸 の 番 の 者 を こ ち ら （酒 井忠 勝 サ イ ド） へ 渡 し

た な らば、西の 丸 へ 川 る 口 の 門、海手の ［ 々 の 門に は番 の 者 を堅 く

中し付 ける よ うに 指示。酒 井忠 朝が い る 本丸の 家 々 は．火 の 元が 悪

　 86号
小329 号
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い の で こ ち ら （酒井忠勝サ イ ド） が 受け 取 っ たな らば，ま ず小 さ い

家 は 早速 に 壊す よ う指示。古 くか らあ る料理 の 間とそ の う しろ に あ

る小書院は，来年建て 直 すの で、家の 指 図 を念 を入れ て 申 し付け、
相紋 を よ く付 け て 壊 す よ う に指 示．た だ し、料 理 の 間 と小 書院の 2

つ の 家は、来 春 まで 置い て お い て も構わ な い の で、ま わ りに 取 り付

い て い る 庇や 廊 トな どの も の を い ずれ も壊 し、家だけに して お くよ

う

．
に 指示。そ の ほ か 、近年、酒 井思 朝が つ く っ た 小 さい 家 は 塀 以 下

ま で す べ て
一

刻も 早 く壊す よ う 指示。火 の 元 を注意 す る よ う指示。
本丸 の 台所な ど にて 火 を炊 か な い よ う に指示。今 の うち は、本 丸 の

番 の 者 には 確 か な 者を加 え て 置 くよ う に指示。そ ち ら　（小 浜） の 様

子は 1両 H 中 に 中 し越 す と思 う の で、（卜記 に 関す る こ と を ） そ の

時に 申し越す よ う指示。
※ 86 号文書に 記さ れ て い る 小 浜城 本丸 の 作 事 の 破 却 は、慶 安 2年 9
月 に 酒井忠朝 （そ れ まで 小浜城本丸 に い た〉 が 廃嫡 され た こ と と 関

係す る と思 わ れ る。

（慶安 3 ） 10．28 （酒井忠勝） ▼ 板橋 の 橋板 は秋 田 へ 注文す る よ うに 指示。 87号

→酒井内匠
・

▼ 「 の 丸の門 の 際の 番所 と西 津 口 の番所 は悪 くな っ て い る、との こ 小354 号

武久 庄兵衛 ・ とな の で、建て直 しす るよ う指示。た だ し、h道具 （意味不 詳）以 下

芝
．一

：郎 左 衛 門 ・ 支障が な い 木道具 （材 木の 意味か ？）は こ れ を使用する よ うに 指示。
青 山伊左衛門

（慶安 4 ） 10、22 （酒井 忠勝） ▼ 来年 の 御普 請中 （江戸城普 請の こ とか ？）は、そ ち ら （小 浜） で 88 号

→酒 井内匠 ・ は 人数が 少な くな る の で、城 中の 所々 の 番所の こ と に つ い て は、堅 小379 号

武 久旺兵衛 ・ く念 を入れ て 申 し付け る よ う指示。年寄た ち も 1 人ずつ 折々 に．見回

芝 二 郎 左 衛 門 ・ り、申 し付け る よ うに 指示。目付の 者は 毎 日所 々 を見回 り．申し付

青rll伊左衛 門 ける よ う に指示。
▼ 百間橋 の 橋 詰の 番 所 に、小浜 田∫中よ り町番 の 者 4 人 を 申 し付 け、
昼 は 2 人、夜 は 4 人ず つ 置 く よ う に指 示。
▼ 柳堤 へ 出る 口 には、締 ま りが 良 い と こ ろ に軽 微な 番 所 を 中 し付 け．
こ れ も昼 は 2人、夜は 4 人置 くように指示．ただ し．酉津町柳堤 の

村 の 者 を 出す よ う に指 示．こ の 両所 の 番 をお こ な う町 の 者 に は、一

人 扶持ず つ 扶持方 を 出すよ う に 指示．
▼ 西津縄手の 番所 は、通常は 2 人ずっ い る、との こ とで あ るが、来

年 は 昼 2 人、夜 4 人 （に して ）、前記の 2 ケ所 の 番所 と 1司様 にす る

よ う指示。こ の番 の者 は、ど こ か ら出す べ きか、そ ち ら （小 浜 ） で

考えて 中し越す よ うに 指示。

優 安 4〕 ⊥2，8 （酒 井 忠 勝 ） ▼ 西 の 丸 にあ る西 北 の 角櫓 に 新規 に 足 軽 2 人を 番 に 中し付 ける べ き 89 号

→ 酒井 内匠 ・ 旨につ い て、そ の よ うに す る よ う 指示． 小 384 号

武 久 庄 兵 衛
・ ▼ 百 間 橋 ・柳堤 ・

西津 縄手の 3 ケ 所 の 番の 者の こ と に っ い て 申 し越

芝二 郎左 衛門 ・ した こ と に対 して．通 常 で は な い よ う な 大規 模な 御普請 （江 戸 城普

青山伊 左衛門 請の こ とか ？）な の で 、大勢 の 普請衆 が 〔江 戸へ ） トるた め、3 ケ

所 の 番は 町人 で あ っ て も 少 し も支 障はな い が、そ ち ら　（小浜〉に て 、
い か がか と思 う の で あれ ば、通常 は 小者 2 人ずつ を置 い て い る の で、
御普請の うち は小 者 2 人 を増 員し て 4 人ずつ に て 申し付け る よ う に

指示。も し、3 ケ 所の う ち、百 間 橋の 番所が （小 者で は） どう か．
と思 う の で あれば、こ こ だ けは足 軽 2 人 を申し付 け る よ う指示。

（承応 2 ） 9 ．8 （江戸年 寄連署状） ▼ 先月 13H の 晩七 つ 過 ぎに、「 の丸 の 御蔵 番の ll」間がい る とこ ろか go号
広沢一二郎兵衛他 3 名 ら火が 出たが、早速に 見っ けて 消 した の で、城 中 は 無 事 で あ っ た こ 小 405 号

→酒井 内匠 ・ とを r承．こ の 火 を 出 した 番の 者 に っ い て は、（酒井忠勝か らの ）覚

武久 庄兵衛 ・ 書 に仰せ 遣わ され る こ と を伝 え る。
芝 二 郎 左 衛 門 ・

青ll伊 左 衛門

承 応 2，11．12 老中 3 名 ▼ 老 中奉書 → 小浜 城惣 構の 東方 に ある 占堀が 埋 ま っ て い る の で 堀浚 91号
→酒 月：忠 勝 す る こ と を許 可、 小37 頁

承 応 2 ，12、15 （酒井忠 勝） ▼ 竹原馬 乗場 近所 の 柳 堤 へ 出る道 の 橋あ た りか ら、名 田庄川 ま で の 92号
→酒 井 内 匠 ・ 古堀 で 埋 ま っ て い る と こ ろ の 普請 （堀浚〉 に つ い て 、奉書 を取 り、 小 413号

武久 庄兵衛 ・ その 写 を送 る の で．来 年の 3 月〜4 月 頃を見計 ら い 普請 （堀浚 ） を

芝 二 郎 左 衛 門
・ 申し付 け る よ う指 示。堀 口 は 2 問に して 、深 さ は 水の 分が 丈 （人 の

膏 山伊左衛門 ・ 高 さ の 意 味か ？） が立 た な い 程 に掘 らせ る よ う に指 示．堀 筋 の こ と

小．泉伝左衛門 は、い ずれもが出て 見分 し，状態 が良い ように 申し付け るよ う柵示．
も し、そ ち ら （小 浜） で 難 し い こ とが あ れば、詳 しく絵図 に して 寄

越す よ う に 指 ポ。こ の 普請 （堀浚） を お こ な う者 の こ とは 足 軽 ・中

問 ・家中の 役人 を すべ て 出し て 申 し付け る よ う指示。
▽ 三 の 丸 の 外 側の 塀が 破損 し たの で 、仕直 した い 旨を 申し越 した こ
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若 狭国 小 浜城修築 に 関する 城主酒井忠 勝の 指図 内容に つ い て （ll．1峰）

とに 対 し て 、来年 2 月〜3 月頃よ り元の ご と く念 を 入 れ て 申 し付け

る よ う に指 示．

（承 応 3 ） 3 ．28 （酒 井忠勝）
→酒井内 匠

・

　武 久庄 兵衛 ・

　 芝二 郎 駐衛門 ・

　 肯山 伊左 衛門

▽ 竹 原馬 乗場 の 東方の 堀 に つ い て、堀 口 2 間 で 掘 っ て み た とこ ろ、
砂地 に て 崩 れたため．堀 口 3 間で 掘る と水の 分が 丈 （人の 高さ の 意

味か ？） が 立 た な い 程 に な る、との こ とな の で，堀 凵 3問 に掘 らせ

て 丈が 立たな い 程 に掘 らせ る こ と を指示。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　 93号

小426 号

（承応 3） 9．H 酒 月・忠勝
凶酒 井 内 匠 ・

　武 蜘 上兵衛 ・

　芝 二 郎左衛門 ・

　 青山伊左衛門 ・

　小 泉伝左衛門

▽ 侍屋敷や 町中で の 火 事 の 時は、酒井内 匠助 ・堀 甚 右衛門 の 両組 が

「
．
月 番」 （⊥ヶ 月 交代で 番を する、と い う意 味か ？） をお こ な うよ

う指示。大 火 事 の 時 は、当番 の 組 は す べ て 出 て 火 を 消 す よ うに 指 示。
小 火 の 時 は，あ らか じめそ の 割 り当て をして お き．3 紺の う ち 1紺
が 出 る よ う に 指示。（こ σ）よ う に ） そ の 火 の 多 少 に よ り、1組、2
組．或 い は 、すべ て 出 る よ う に指 示。た だ し、小 火 の 時は．酒 井内

匠 助
・
堀 陵右 衛 門 は 出 る必 要 は な い．

▼ 火 事 の 時、城巾へ は 武久庄 兵衛 ・芝二 郎左 衛 門の 両人 が 組 の 者を

連 れ て広 い と こ ろ ま で 出 て、所 々 の 番等 を 申 し付 け る よ う に 指 示。
もち ろん、大きい 火 事の 時 は、組 の うちが すべ て 出る か、半分 が 出

る か、あ らか じめ 人 の 多少 を定め て お い て 出る よ うに 指示。た だ し、
小 火 の 時、夜 中 な ど に城 中 へ 人 が 多 く入 る こ と は、（都 合 が ） 悪 い

の で、あ らか じめそ の よ うに心構 えを して、適切 な程度 （の 人数 を）

呼ぶ よ う に指 示．
▼ 万

一、城 中に 火 事が お きた時は、酒井 内匠助 ・堀 甚右衛門 の 両組

が す べ て 出て、手分け を し て 火 を 消すよ う に 指 示。
▼ （城 中に 火 事が お き た 時 は ）武 久庄 兵衛 ・芝 二 郎左 衛門は、両 人

共 に 紺 巾 （の 者を ） すべ て 連 れ て 出 て 火 を消 し．所々 の 番所、冂 々

の 番な ど を厳 電 に 中し付 け る よ うに 指示。
▼ 当番 で あっ て も．〔火事 が） そ の 屋敷 の 近所．或 い は、風下 の 者

は、あ らか じめ 中 し定 め、自 分 の 屋 敷 を 守 り火 事 場 へ 出 な い よ うに

指示。
▼ 以上 の 条 々 に つ い て、あ らか じめ 相談 し、〔火事の 時 に） 混雑 し

な い よ う に 計画す る よ う指 示．た だ し、火 事 の 際、人 に先 ん じ て 火

を 消 し、凵論 な どを す る こ と は 大い に 曲事で あ り．誰 に よ らず 口 論

を仕か けた 者 1人 を処罰す る、と注意す る。
　　　　　　　　　　　　國

　 94 号

小 433 号

（明 暦 1） 7 ，22 酒 井忠勝
→酒 炸 内匠 ・

　 芝 ：郎左衛門 ・

　 青 山 伊 左衛門 ・

　 小 泉伝左 衛 門

▼ 小浜城 中の 蔵 へ 前年 に納 め た米 高に つ いて は、小 浜 にて 方 々 へ の

渡 し方、払 い 方の 書付 を作 成 して 寄越す よ うに 指示。
　 95 弓

小451 号

（明暦 1） 12．10 酒井忠勝
→酒井内 匠

・

　芝二 郎左 衛門 ・

　青 山 伊 庄 衛門
・

　小泉伝 左 衛門

▼ 樹木 屋敷 へ の 人 凵 の 木 戸 の 際 よ り丸 山 の 方 へ ま わ っ て い る 藪 が あ

る と こ ろ は、大水 の 時 に 水 を せ きとめ る の で 切 りた い 旨、今回、絵

図 を も っ て 指 し越 した が 、こ の 藪 を多く 切 り過 ぎ る と，板 橋 と向 い

の 侍 屋 敷 の 道筋よ り　「見入 」 （外か ら内 を見 る こ と） が 悪 く な る の

で、川 端につ き，3 〜5尺、或い は、1 〜2 間、川 の 方 へ 多 く出て

い る と こ ろは、3 〜5 間 も丸 山 の 方 へ 切 らせ て、まず 来年 の 春 ・夏
の 水 の 状 態を 見 て 考 え 、そ の 状況 を そ の 時 に 申 し越す よ うに 指示．
詳 し くは 松 本加 兵 衛 が 1．」上 にて 言 う、と い う こ と を伝 え る。

　 96号

小455 号

　　　 ．
明暦 2 ．3．28 酒井忠勝 ・酒井忠直

→酒井 内 匠

▼ 「自然」 （有事 の 意味か ？） の 時 々 の 心持 の 覚。
▼ 家中 の 6 組 の （組） 分 け の こ と。
▼ 敦賀 冂 へ 1組 （を遣 わす ）。こ こは 「大場．亅 （広 い 場所，或 い は、
大 事 な 場 所 ） な の で 、安 倍玄 蕃が 同 心 と 共 に 行 く べ き こ と ．
▼ 佐賀木 1」へ 1組 （を遣わ す ）。（た だ し） 敦賀は 大 き い （場 所 ） な

の で、もし （敦賀で ） 人が必 要な時は、こ の 1組 を行かせ る こ と。
▼ 熊 川 口 へ i組 （を遣 わ す）．こ れ は 小 浜 の 近 所 で あ る の で．い つ

で も 人が 必要 な時は，そ れ 相応に （小 浜 へ ）行 か せ る こ と。
▼ 高浜 口 へ 1組 （を遣 わ す ）．
▼ ［1．r川 治 部左 衛門 （も し支 障が ある 時は 嶋 田十郎 左 衛門）は、い ず

れ の ロ へ で も、そ の 時 の 様 子 に よ り、同心 と共 に 遣わす べ き こ と。
こ れは、い まだ年 も若 い の で、一

凵 に 定 め る の で は な く、いず れ の

口へ で も小浜 か らの 指図次 第に そ の とこ ろ よ りす ぐに行 くようにす

る こ と．勿論、い ず れ の 口 へ も 1組 に ⊥人 ず つ 目付 の 者 が （つ い て ）

行 く こ と。
▼ 酒井 内匠は、い つ も 小浜 城 中に あ っ て、1：記 の 3 口 へ の 指 図 等を

申 し付 け る べ き こ と、
▼ 小浜 城 中で は、（酒 井内 匠が ）留守居 組 2 組 に 番等の こ と を 申し

　97号
小 62 頁
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付 け る こ と．
▼ 残 りの 2 組 （留守 居組 2 組 の こ と か ？）は、小 浜 にお い て 万 事、
酒井内匠 の 相談 の た め に、い つ も青山伊左衛門 と小 泉伝左 衛 門の 2
組 を残 して お き、も しい ず れ の 口 へ で も 人数を 遣わ す こ と が 必要 な

と こ ろ へ 1 組 ず つ 遣 わす こ と．
▼ 以上 の 条々 は 「大 都合．．（概 要の 意 味か ？） で あ り．〔実際 に は）

そ の 時 に従 っ て 酒 井 内匠 な ど年 寄 3人 が 相 談 して 申 し付 け る よ う に

指 示，場 含 に よ っ て は 山 川 治部 左 衛 門も加 え て 相談す る よ うに 指示。
勿論、相 談の 際 に は．そ の 身一

人 の 「高満」 （傲慢 の 意 味か ？） を

立て ず、卜分に 前後を考え る よ う に指示 ．

（明暦 2 ） 4 ，3 （酒 井忠勝 ， ▼ 二 の 丸書 院の （屋根 の ） 葺替え の こ とを 申し越 したが、占い 家な 98号
→酒井 内匠 ・ の で 柱な どの 歪 んで い る ところ や 根太 ・

小 屋組な ど悪 くなっ て い る 小460号

芝二 郎左 衛門 ・ と こ ろ が あれ ば 直 して 、そ の うえ で （鷽 根の ） 葺替 え を 申 し付 け る

青山伊 左衛門 ・ よ う に指示。
小泉伝左 衛門 ▼ 西 の 丸茶屋 の 屋 根の 葺替え の こ と を 申 し越 した が、こ の 家 は 切組

な ども念 を 入れ て い る 良い 家で ある と思 うの で、歪 んで い る と こ ろ

の ほか、悪 くな っ て い る と こ ろが あれ ば、これ も直 させ て （その う

え で、屋根 の 〉葺 替え を申し付 ける よ うに指示。
▼ 二 の丸 屋 敷 よ り天 守 の ドへ 出 る橋 が破 損 中で あ る 旨を 申 し越 した

が、こ れ は 通 常 は 必要 の な い 橋で あ る の で 、（酒 月；忠勝が 〉 在国 （す

る） 前に （橋を 〉掛けさせ る よ うに 指示。
▼ 下 屋 敷 の 廊下 の 屋 根の 葺替え の こ とを 申し越 した が ，これ も古い

家 な の で ，根太 な どの 悪 くな っ て い る と こ ろや、柱 な ど歪 ん で い る

と こ ろ を 直させ て、楔な ども締 め させ 、そ の うえ で 幄 根 を）葺か

せ る よ う に 指示．
▼ 京都 屋 敷 の 南 方 の 塀 は、現 在 は 葭垣 に て 見 苦 しい の で、塀 に す べ

きで ある 旨を 中し越 したが、以 前よ り度 々 聞い て い るの で、若狭よ

り塀 柱 ・
縄

・
竹 の よ う な も の を 遣 わ して 掛 け さ せ る よ う に指 示。

（明 暦 2） 5．8 （酒井忠 勝） ▼
．
：の 丸の 対面所、作事小 屋 の長 屋、厩 の 庇、和 田の 茶屋 （の 屋 根 99号

→酒丿1・内匠 ・ の ） 葺替の こ とを 申し越 した こ とに 対 して、い ずれ も 見 計 らっ て 葺 小461 号

芝「 郎左 衛 門 ・ 替 が必 要 な 箇 所 は 葺 替 を 申 し付 け、修 理 す べ き とこ ろ は 修 埋 す る よ

青山 伊左 衛 門 ・ う に 指ホ。
小泉伝左衛 門

【酒井忠直城 ｛持 代】

寛文 2．5．1 （酒 II：忠 直御 自分 日記） ▼ 大地 震に よ り、城中所 々 の 櫓 ・多門 ・塀 ・石垣 ・鉄 砲蔵，そ の ほ 100 号

か 家中の 侍 屋敷 ・町屋 に 至 る まで 破損 し た．終 日地震 が 止 まず、江

戸 へ 飛脚 を 遣 わ す。

寛文 2．6 ．吉 目 （酒井忠勝） ▼ 小判 ユ万両 を、今回の 不慮 の 地 震 によ る 小浜城 の 城 中破損の ため 101 号
→江見太兵衛他 4名 遣 わす． 小74頁

寛文 2 ．6 ．18 ．老中 3 名 ★ 老 中 奉書 →今 回 の 地 震 に よ り、本丸 櫓 ド石 垣 1ケ所、多門 ト石 垣 102号

→酒井 忠直 2 ケ所、塀 下石垣 2 ケ所、犬走下 石垣 1ケ所、水敲石垣 2 ケ所、橋 小38 頁

台 石垣 2ケ 所 （左右共）、二 の 丸 刋
．
形 石 垣 1ケ 所、多門 下 石 垣 1ケ

所 、犬 走 下石 垣 2 ケ 所、塀 下石 垣 2 ケ 所、橋 台石 垣 2 ケ 所 （左 右

共）、三 の 丸櫓 下石 垣 4 ケ 所、多 門
．
ド石 垣 1 ケ 所、犬走 卜石 垣 1 ケ

所，塀下石 垣 2 ケ 所、柵下石 垣 2 ケ所，北 の 丸升形 石 垣 1 ケ 所、柵

下石 垣 2 ケ所、水 敲石垣 3 ケ所、西 の 丸 櫓 ト石 垣 1 ケ所、塀 下石 垣

2 ケ所、水 敲石 垣 3 ケ所、外曲輪櫓下 石垣 5ケ 所、橋台 石垣 2 ケ 所

（左 右共）、．見付の 石垣 1 ケ所、塀 下石垣す べ て、水 敲石 垣すべ て、
が 破 損 した の で、そ の 修 理 を許 可。

寛．文6 ．3．18 老中 4 名 ★老 中奉霄→小浜 城本丸 南方の 石垣 が 破損 したた め．そ の 修 復を許 103 号
→ 酒井 忠直 可。 小 38頁

（注 1）　 「若狭小浜城
一

小浜城跡 発掘調査 報告書
一

』 （22頁）で は、寛永 13年 7 月20 目付 と して い る が、『小浜市史』 藩政史料

　 　 　 編 1 （191 頁） によれば、同年 の 7 月 9 日付 とす るの が 正 しい 。
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