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修
築
復
元
事
業
に
い
た
る
経
過

今
か
ら
30
年
前
の
平
成
７

（
1
9
9
5
）年
６
月
、
二
本
松
城
跡

の
本
丸
石
垣
修
築
復
元
事
業
が
竣
工

し
ま
し
た
。
平
成
５
年
８
月
か
ら
約

２
年
、
費
用
は
お
よ
そ
５
億
３
千
万

円
を
費
や
し
て
完
成
し
た
平
成
の
一

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

も
と
も
と
は
昭
和
60
年
代
の
、

霞
ヶ
城
公
園
整
備
に
関
し
て
市
民
か

ら
の
提
言
を
受
け
て
、
平
成
３
年
５

月
に
発
表
さ
れ
た
市
の
シ
ン
ボ
ル
と

す
る「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
五

重
天
守
閣
築
造
計
画
」に
端
を
発
す

る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
期

に
天
守
閣
が
存
在
し
た
記
録
が
見
ら

れ
な
い
た
め
、
文
化
財
保
護
の
立
場

か
ら
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
、
本

丸
お
よ
び
そ
の
周
辺
部
の
発
掘
調
査

を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
本
丸
に
天
守
閣
が

つ
く
ら
れ
た
痕
跡
は
な
く
、
加
え
て
、

こ
れ
ま
で
崩
壊
・
滅
失
し
た
と
考
え

ら
れ
て
き
た
本
丸
北
側
か
ら
東
側
に

か
け
て
、
⾧
さ
約
80
ｍ
に
わ
た
る
石

垣
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
こ

の
石
垣
が
、
築
城
当
初
と
そ
の
後
に

修
改
築
さ
れ
た
時
代
ご
と
の
様
相
を

残
す
貴
重
な
石
垣
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
受
け
て
、
市
は
発
見

さ
れ
た
石
垣
を
含
む
本
丸
全
体
の
石

垣
を
修
築
復
元
し
て
後
世
に
残
す
と

い
う
方
針
を
打
ち
出
し
、
天
守
閣
建

設
計
画
を
白
紙
に
戻
す
こ
と
を
決
定

し
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
土
木
工
事
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
石
垣
修
復
工
事

を
、
二
本
松
城
跡
で
は
初
め
て「
文

化
財
」と
し
て
位
置
付
け
、
文
化
財

工
事
と
し
て
施
工
す
る
に
至
り
ま
し

た
。

二
本
松
城
の
石
垣

今
年
で
修
築
復
元
30
年

文
化
財
石
垣
と
は

石
垣
と
は
石
を
積
み
上
げ
て
作
っ

た
壁
の
こ
と
で
表
面
の
築つ
き
い
し石

の
ほ
か
、

排
水
や
揺
れ
た
際
の
緩
衝
材
の
役
割

を
果
た
す
裏う
ら
ご込

め
石
、
そ
れ
ら
を
支

え
る
裏
土
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
穴あ
の
う
し
ゅ
う

太
衆
に
よ
る
石
垣
は
、

古
墳
時
代
に
朝
鮮
半
島
よ
り
伝
来
し

た
技
術
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
後
、
中
世
寺
院
の
石
垣
か

ら
発
展
し
て
伝
統
技
術
と
し
て
の
城

郭
石
垣
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、

石
垣
を
城
郭
に
最
初
に
採
用
し
た
の

が
、
織
田
信
⾧
に
よ
る
安
土
城
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
古
代
か
ら
の
技
術
を
伝

承
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
を

「
文
化
財
石
垣
」と
呼
び
ま
す
。
明
治

以
降
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
近
代
工
法

を
用
い
て
積
み
直
し
が
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
近
年
に
な
り
伝
統
技
術

の
本
質
的
価
値
が
見
直
さ
れ
、
そ
の

技
術
を
伝
承
す
る「
文
化
財
石
垣
」と

し
て
保
存
修
復
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

修繕前の本丸石垣

石垣の構造
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す
べ
て
の
解
体
作
業
が
完
了
し
た

平
成
6（
1
9
9
4
）年
1
月
31
日
に

は
、
古
式
に
の
っ
と
り「
鍬く
わ

初は
じ

め
式
」

が
行
わ
れ
、
石
積
工
事
に
取
り
掛
か

り
ま
し
た
。

鳥
取
県
か
ら
招
い
た
石
積
の
伝
統

技
術
を
も
つ
石
工
棟
梁
の
指
導
の
も

と
、
半
年
ほ
ど
の
期
間
を
か
け
て
石

積
み
が
行
わ
れ
、
よ
う
や
く
本
丸
石

垣
が
蘇
っ
た
の
で
す
。

石
垣
修
築
復
元
工
事

平
成
５
～
７
年
の
二
本
松
城
跡
本

丸
石
垣
修
築
復
元
工
事
は
、
本
丸
部

分
の
石
垣
を
す
べ
て
解
体
し
、「
文

化
財
石
垣
」と
し
て
伝
統
技
術
で
積

み
直
し
を
す
る
も
の
で
、
解
体
し
た

石
材
は
3
5
4
5
石
を
数
え
、
修
築

復
元
し
た
石
垣
面
積
は
2
2
1
7
平

方
メ
ー
ト
ル
に
及
び
ま
し
た
。

解
体
作
業
は
、
積
石
を
一
個
ず
つ

と
り
は
ず
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ

や
特
徴
を
観
察
し
た
石
材
カ
ー
ド
を

作
成
し
て
保
管
場
所
へ
運
搬
す
る
こ

と
か
ら
は
じ
ま
り
、
解
体
作
業
中
は

一
段
ご
と
に
平
面
調
査
を
実
施
す
る

な
ど
、
約
半
年
に
わ
た
り
慎
重
に
作

業
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

本丸石垣解体中の平面調査

本丸石垣の修復作業状況

修
築
復
元
後
の
二
本
松
城
跡

石
垣
復
元
委
員
会
、
工
事
関
係
者
、

教
育
委
員
会
等
多
く
の
関
係
者
が
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
事
業
を
進
め
た
結

果
、
平
成
７
年
６
月
30
日
、
二
本
松

城
跡
本
丸
石
垣
修
築
復
元
工
事
が
竣

工
し
ま
し
た
。

こ
の
工
事
の
間
、
現
存
石
垣
の
裏

土
内
部
に
さ
ら
に
古
い
時
代
の
石
垣

が
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
文
化
財
的
な

発
見
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
教
育
委
員
会
は
平
成
10
年

か
ら
本
格
的
な
発
掘
調
査
を
開
始
し
、

城
内
各
平
場
等
の
遺
構
の
残
存
状
況

や
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
を
年

次
計
画
で
実
施
し
、
令
和
６
年
ま
で

に
行
っ
た
調
査
は
32
回
を
数
え
ま
し

た
。そ

の
間
、
平
成
19
年
に
は「
中
世

城
館
と
近
世
城
郭
が
同
一
箇
所
で
営

ま
れ
、
か
つ
そ
の
変
貌
が
よ
く
わ
か

り
、
当
時
の
政
治
及
び
築
城
技
術
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
東
北
地
方
を
代

表
す
る
城
跡
」と
し
て
二
本
松
城
跡

は
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
当
地
域
の
歴
史
・
文
化
を

伝
え
る
史
跡
公
園
と
し
て
、
サ
イ
ン

整
備
や
石
垣
の
露
出
展
示
な
ど
を
行

い
、
保
存
・
活
用
・
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

鍬初め式
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東
日
本
大
震
災
と
二
本
松
城
跡

平
成
23
年
３
月
11
日
、
東
北
地
方

を
襲
っ
た
地
震
は
当
市
に
お
い
て
も

甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

二
本
松
城
跡
の
石
垣
に
は
、
は
ら

み
、
裏
込
め
石
の
沈
下
、
地
割
れ
な

ど
が
み
ら
れ
、
特
に
本
丸
南
東
面
の

石
垣
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
が
、
幸
い
崩
落
す
る

に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

被
災
し
た
他
の
城
郭
に
比
較
し
て

被
害
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
伝
統
工

法
で
積
み
直
し
た
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
代
工
法
で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

を
使
用
し
た
石
垣
は
揺
れ
を
吸
収
で

き
ず
に
崩
壊
し
た
も
の
が
多
く
み
ら

れ
ま
し
た
が
、
二
本
松
城
跡
で
は
伝

統
工
法
を
基
本
に
施
工
し
た
こ
と
か

ら
、
１
石
も
崩
落
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

改
め
て
先
人
の
技
術
力
の
高
さ
に

感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

特別企画展「二本松城の石垣」開催決定！
　二本松歴史館では二本松城跡本丸石垣修築復元事業竣工30年を記念
して特別企画展「二本松城の石垣」を開催します。近世城郭には当たり
前のようにある石垣、その見慣れた風景が実は多くの人々の努力で残
されてきたことをご紹介するとともに、二本松城跡に残された石垣に
ついて詳しく解説します。

開催期間　９月27日（土）～11月24日（月・休）
会　　場　二本松歴史館 企画展示室

　　　　　　二本松市郭内三丁目303番地５
開館時間　午前９時～午後５時（入館は４時30分まで）
開 場 式 　９月27日(土) 午前10時

　また、本丸石垣修築復元事業の当時を知る方々にご参集いただき、
改めて二本松城の石垣修築復元事業の意義を考える記念シンポジウム
を開催します。

日　時　10月18日（土）午後１時30分～４時20分
会　場　福島県男女共生センター 研修ホール

   　　　　二本松市郭内一丁目196番地１
料　金　無料

　　（１）基調講演　　　　　北垣 聰一郎 氏 「二本松城跡の石垣修築復元とその意義」
　　（２）パネルディスカッション テーマ 「文化財石垣の修築復元３０年のあゆみ」
　　　　パネリスト　　　　北垣 聰一郎 氏（石川県金沢城調査研究所名誉所⾧）
　　　　　　　　　　　　　宮武 正登 氏（佐賀大学教授）
　　　　　　　　　　　　　上月 保道 氏（文化財石垣技能者）
　　　　　　　　　　　　　鈴木 功 氏（白河市教育委員会文化財専門員）
　　　　　　　　　　　　　根本 豊徳 氏（二本松市文化財保護審議会委員）
　　　　コーディネーター　金森 安孝 氏（仙台城石垣修復担当者）

平成７年竣工時の本丸石垣

平成７年11月竣工式

奥州二本松城図 移築展示した二本松城最古期の石垣

※二本松城最古期の野
の づ ら づ

面積み
　（穴

あのうしゅう
太衆による）石垣である

　ことが確認されたが、その
　まま使用するには強度的に
　問題があることから、移築
　展示をして保存している。

◎問い合わせ…教育委員会文化課文化振興係 ☎（55）5154 Fax（23）1326

東日本大震災による被災状況




