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防ぎょ訓練の様子

令和４年11月23日に開催した現地説明会では、調査中の発掘現場を実際に見ながら担当者が解説を行いました。

発掘調査で出土した陶磁器

屋敷を区画していた？
大きなL字型の溝跡

現
在
、
庁
舎
の
建
て
替
え
工
事
を

進
め
て
い
る
市
役
所
本
庁
舎
の
周
辺

は
、
江
戸
時
代
に
は
上
級
武
士
の
武

家
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
場
所
で
、

遺
跡
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
庁
舎
を
建
て
る
際
に
土
の

中
に
残
る
遺
跡
を
保
存
で
き
な
い
範

囲
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
の
７
月
か

ら
12
月
に
か
け
て
発
掘
調
査
を
行
い

ま
し
た
。　
　

調
査
で
は
、
武
家
屋
敷
で
使
用
さ

れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
食
器
な
ど
の

陶
磁
器
や
、
お
箸
や
下
駄
と
い
っ
た

木
製
品
、
古
銭
や
煙
管
の
部
品
な
ど

の
金
属
製
品
も
出
土
し
ま
し
た
。

他
に
も
、
石
組
み
の
井
戸
跡
や
、

池
の
跡
、
屋
敷
の
境
目
を
区
画
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
大
き
な
溝
な
ど
、

武
家
屋
敷
の
痕
跡
を
確
認
し
ま
し
た
。

今
回
の
発
掘
調
査
の
全
体
の
成
果

に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
度
に
歴
史

資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ
こ
で
展
示
し

ま
す
。
実
際
に
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

資
料
も
展
示
す
る
予
定
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

き

せ

る

昭
和
24
年
（
１
９
４
９
年
）

１
月
26
日
に
法
隆
寺
金
堂
の
壁

画
が
焼
損
し
た
こ
と
を
教
訓
に

文
化
財
を
火
災
等
か
ら
守
り
、

後
世
に
残
す
た
め
に
、
毎
年
１

月
26
日
が
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」

と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
元
年
の
フ
ラ
ン

ス
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
に
お

け
る
大
火
災
や
、
沖
縄
県
那
覇

市
の
首
里
城
の
火
災
を
受
け
、

さ
ら
な
る
文
化
財
の
防
火
対
策

の
推
進
や
防
災
意
識
の
高
ま
り

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
毎
年
、
文
化
財
防

火
デ
ー
に
あ
わ
せ
て
、
火
災
防

ぎ
ょ
訓
練
や
防
火
査
察
を
行
っ

て
い
ま
す
。防

火
査
察

第
69
回
文
化
財
防
火
デ
ー

１
月
20
日
に
会
津
若
松
消
防

署
と
の
合
同
で
、
旧
滝
沢
本
陣
や

さ
ざ
え
堂
な
ど
の
国
・
県
指
定
の

文
化
財
建
造
物
な
ど
９
施
設
を

対
象
に
、
防
火
設
備
の
管
理
状

況
の
確
認
や
防
火
・
防
災
の
指
導

を
行
い
、
各
施
設
に
お
い
て
防
火

設
備
が
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

火
災
防
ぎ
ょ
訓
練

１
月
22
日
に
、
北
会
津
町
下

荒
井
地
内
に
あ
る
市
指
定
文
化

財
「
下
荒
井
観
音
堂
」
に
お
い
て

訓
練
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
観

音
堂
か
ら
の
出
火
を
想
定
し
、

町
内
会
役
員
に
よ
る
通
報
・
初

期
消
火
訓
練
、
会
津
若
松
市
消

防
団
第
14
・
15
・
16
分
団
、
会
津

若
松
消
防
署
に
よ
る
中
継
送
水

や
放
水
訓
練
な
ど
、
本
番
さ
な

が
ら
の
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
は
、
か
け
が
え
の
な

い
「
地
域
の
宝
」
で
あ
り
、
後

世
に
残
し
て
い
く
に
は
、
文
化

財
所
有
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

地
域
全
体
で
の
防
災
意
識
の
高

ま
り
が
重
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市内には、500ケ所以上の遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）
があります。
遺跡は、地中にあるため、工事等の掘削により壊れてしまう

恐れがあります。そのため、工事などの際には、事前に遺跡の
範囲内であるかどうかの確認をお願いします。文化課窓口の
ほか、ＦＡＸ・メールでもお問い合わせいただけます。
また、遺跡内で工事を行う場合は、60日前までに届出と協議
が必要となります。
貴重な遺跡を後世に伝えるために、皆様のご理解とご協力

をお願いします。

文
化
財
の
保
護 

〜
未
来
へ
残
す
た
め
に
〜
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私
た
ち
が
暮
ら
す
会
津
若
松

市
の
現
在
の
姿
は
、
自
然
や
先

人
た
ち
の
営
み
に
よ
る
も
の
で

す
。市

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
若
松

城
跡
（
鶴
ケ
城
）
の
ほ
か
、
市

内
に
は
赤
井
谷
地
沼
野
植
物
群

落
、
大
塚
山
古
墳
、
八
葉
寺
阿

弥
陀
堂
な
ど
を
始
め
と
し
た
多

く
の
歴
史
資
源
が
あ
り
、
そ
れ

ら
は
本
市
の
歴
史
や
文
化
を
今

に
伝
え
る
も
の
で
す
。

市
で
は
、
令
和
４
年
３
月
に

そ
れ
ら
の
歴
史
資
源
の
保
存
を

図
り
な
が
ら
活
用
を
進
め
て
い

く
「
会
津
若
松
市
文
化
財
保
存

活
用
地
域
計
画
」
を
策
定
し
、

令
和
４
年
７
月
に
文
化
庁
の
認

定
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
、「
地
域
活
性
化

」
と
「
歴
史
文
化
を
活
か
し
た

文
化
観
光
」
の
２
つ
の
目
標
を

定
め
、
各
地
域
に
お
い
て
歴
史

文
化
の
保
存
・
活
用
を
推
進
す

る
こ
と
で
、
先
人
た
ち
が
守
り

伝
え
て
き
た
貴
重
な
歴
史
資
源

を
次
世
代
に
継
承
し
、
歴
史
文

化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で

す
。本

市
の
歴
史
資
源
の
魅
力
を

再
発
見
し
、
未
来
へ
活
か
す
ま

ち
づ
く
り
に
、
皆
様
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画

市
内
で
生
息
が
確
認
さ
れ
る
ニ

ホ
ン
カ
モ
シ
カ
は
、
特
別
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ

モ
シ
カ
は
比
較
的
お
と
な
し
い
動

物
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
山
に

帰
っ
て
い
き
ま
す
。
生
き
て
い
る

カ
モ
シ
カ
を
見
つ
け
て
も
、
近
づ

い
た
り
お
ど
ろ
か
せ
た
り
せ
ず
に

そ
っ
と
見
守
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

市
内
で
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

て
い
る
動
物
の
死
体
を
発
見
さ
れ

た
場
合
は
、
文
化
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
の
写

真
や
解
説
は
、
文
化
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

天
然
記
念
物
ニ
ホ
ン

カ
モ
シ
カ
の
保
護

あ 

か　

 

い　
　

や　
　

ち　

し
ょ
う　

や  

し
ょ
く 

ぶ
つ　

ぐ
ん

ら
く

石組みの井戸石組みの井戸

柱の跡柱の跡
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渡部潤一特任教授による講演会

郷土研究奨励金交付式記念撮影

紅葉と併せての散策もいいですね！

石垣を見ながら、特徴をスケッチして学びます！高野地区の発掘での作業風景

掘立柱建物跡

本田地区菅原神社北側の堀跡

本田地区建物の柱跡

谷地内の希少な植物を見ることができるかも！？

文
化
財
の
活
用

 

〜
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
取
組
み（
令
和
四
年
度
）〜

湊
町
に
あ
る
赤
井
谷
地
沼
野

植
物
群
落
は
、
か
つ
て
猪
苗
代

湖
の
一
部
水
位
が
下
が
っ
た
こ
と

に
よ
り
形
成
さ
れ
た
陸
化
型
の

高
層
湿
原
で
、
谷
地
内
に
は
約
２

万
年
前
の
氷
河
期
に
自
生
し
て

い
た
植
物
が
多
く
、
約
2
0
0
種

の
植
物
の
う
ち
北
方
系
の
植
物

が
38
種
確
認
さ
れ
て
お
り
、
学

術
的
な
価
値
が
高
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
昭
和
３
年
（
1
9
2
8
）

に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
赤
井
谷
地
を
体
感
し
、

湿
原
へ
の
保
護
・
保
全
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
観
察
会
を
９
月
に
開
催
し
、

13
名
の
市
民
の
皆
さ
ん
が
参
加

し
ま
し
た
。
講
師
は
、
長
年
調

査
に
携
わ
っ
て
い
る
日
本
大
学

の
笹
田
准
教
授
で
、
谷
地
の
成

り
立
ち
や
植
物
に
つ
い
て
説
明

い
た
だ
き
ま
し
た
。

谷
地
内
に
自
生
す
る
希
少
な

植
物
を
探
し
、
観
察
す
る
場
面

で
は
、
子
供
た
ち
が
い
ち
早
く

目
的
の
植
物
を
探
し
出
し
て
い

ま
し
た
。

※
赤
井
谷
地
は
、
湿
原
の
保
護

の
た
め
、
普
段
は
立
ち
入
り
禁

止
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

赤
井
谷
地
観
察
会

郷
土
愛
の
醸
成
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
郷
土
会
津
に
関
す
る

調
査
、
研
究
等
を
行
っ
た
作
品

を
毎
年
募
集
し
、
郷
土
研
究
に

取
り
組
む
方
の
励
み
に
な
る
よ

う
、
優
秀
な
作
品
に
は
奨
励
金

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
度
は
準
奨
励
賞
４

作
品
、
努
力
賞
３
作
品
を
奨
励

し
ま
し
た
。
準
奨
励
賞
以
上
の

作
品
は
市
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

「
ま
な
べ
こ
」
や
会
津
図
書
館
で

閲
覧
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

郷
土
研
究
の
奨
励

10
月
19
日
（
水
）、
日
新
館
天

文
台
跡
の
日
本
天
文
遺
産
認
定

を
記
念
し
、
本
市
出
身
で
国
立

天
文
台
特
任
教
授
の
渡
部
潤
一

氏
を
お
迎
え
し
、
会
津
藩
が
江

日
本
天
文
遺
産
認
定
記
念

文
化
講
演
会

市
で
は
毎
年
、
御
廟
の
森
を

散
策
し
な
が
ら
墓
所
や
会
津
藩

の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
散
策
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
度

で
14
回
目
と
な
り
、
令
和
４
年

11
月
13
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

今
年
も
、①
墓
所
の
見
方
を
学

ぶ
初
心
者
向
け
、②
歴
史
に
つ
い

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ

こ
で
は
、
郷
土
の
歴
史
や
文
化

に
つ
い
て
学
ぶ
歴
史
文
化
講
座

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

昨
年
は
、
神
指
城
や
、
陣
が
峯

城
、向
羽
黒
山
城
、柏
木
城
と
い
っ

た
、
若
松
城
以
外
の
会
津
の
お
城

に
つ
い
て
の
講
座
や
、
大
河
ド
ラ

マ
で
話
題
に
な
っ
た
鎌
倉
時
代
の

始
ま
り
に
つ
い
て
の
屋
内
講
座
な

ど
を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
実
際
に
お
城
の
中
を

て
も
少
し
詳
し
く
学
ぶ
、③
藩
主

の
家
族
の
墓
に
つ
い
て
学
ぶ　

の
３
コ
ー
ス
を
設
定
し
ま
し
た
。

好
き
な
コ
ー
ス
で
解
説
を
聞
き

な
が
ら
散
策
で
き
る
の
で
、
前

年
と
違
う
コ
ー
ス
の
解
説
を
聞

く
た
め
に
、
数
年
連
続
で
参
加

し
た
方
も
い
ま
し
た
。

院
内
御
廟
歴
史
散
策
会

ま
な
べ
こ
歴
史
文
化
講
座

歩
き
、
自
分
で
ス
ケ
ッ
チ
を
し

な
が
ら
石
垣
の
違
い
に
つ
い
て

学
ん
だ
り
、
現
在
も
残
る
江
戸

時
代
の
城
下
町
の
痕
跡
を
見
て

回
っ
た
り
す
る
、
町
歩
き
講
座

も
人
気
で
す
。

歴
史
分
野
の
他
に
も
、
民
俗

分
野
、
自
然
分
野
、
考
古
分
野

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
の

講
座
も
行
っ
て
い
き
ま
す
。

◎
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ

こ
（
城
東
町
２
-３
、
月
曜
休
館

☎
２
７
-２
７
０
５
）

発
掘
調
査 

〜
地
中
に
眠
る
遺
跡
の
記
録
〜

高
野
地
区
で
実
施
中
の
農
地

整
備
に
伴
い
、
令
和
３
年
度
か

ら
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、

昨
年
は
５
月
か
ら
11
月
ま
で
発

掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
発
掘
調
査
で
は
、
奈

良
・
平
安
時
代
の
掘
立
柱
建
物

跡
や
土
器
が
見
つ
か
っ
た
ほ
か
、

そ
の
当
時
に
流
れ
て
い
た
河
川

の
跡
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
、
高
野

地
区
周
辺
で
は
９
世
紀
の
遺
跡

が
多
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま

す
。
当
時
の
人
々
は
、
大
小
無

数
の
河
川
の
間
の
高
台
に
、
掘

立
柱
建
物
を
建
て
て
暮
ら
し
て

い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
数
点
の
弥
生
土
器
も

見
つ
か
っ
て
お
り
、
弥
生
時
代
の

人
々
も
周
辺
で
活
動
し
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

更
に
、
上
高
野
集
落
の
南
西

側
で
は
、
鉄
滓
（
製
鉄
で
で
き
る

不
純
物
）
や
鉄
を
溶
か
す
炉
の

破
片
が
、
少
し
で
す
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
過
去
の
調
査
で
も
、

平
沢
集
落
の
北
側
な
ど
で
鉄
滓

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
製
鉄
炉

の
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
過
去
に
周
辺
で
鉄
づ
く
り

が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

北
会
津
町
の
本
田
地
区
で
農

地
整
備
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
範
囲
に
埋
蔵
文
化
財
が
存
在

す
る
こ
と
か
ら
、
事
前
に
試
掘
調

査
を
行
い
、
正
確
な
遺
跡
の
範
囲

や
内
容
を
確
認
し
ま
し
た
。

調
査
の
対
象
と
な
る
範
囲
は

二
か
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
か

所
は
、「
一
盃
館
跡
」
で
す
。

江
戸
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
新

高
野
地
区
発
掘
調
査

本
田
地
区
試
掘
調
査

ま
た
、
平
沢
集
落
の
北
側
に

は
荒
鎺
神
社
が
あ
り
ま
す
。
ア

ラ
ハ
バ
キ
と
い
う
神
様
の
由
来

は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な

か
に
製
鉄
に
関
係
す
る
神
様
だ

と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
も
し

か
し
た
ら
こ
の
神
社
は
、
古
代

に
高
野
で
鉄
づ
く
り
を
し
て
い

た
こ
と
を
、
今
に
伝
え
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
年
も
引
き
続
き
発
掘
調
査

を
行
う
予
定
で
す
。

ア
ラ
ハ
バ
キ

て
っ
さ
い

編
会
津
風
土
記
』
に
、
石
川
氏

が
住
む
館
で
あ
る
こ
と
が
書
か

れ
て
お
り
、
菅
原
神
社
と
そ
の

周
辺
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

試
掘
調
査
の
結
果
、
神
社
の

周
り
に
堀
跡
が
確
認
さ
れ
、
館

の
範
囲
が
判
明
し
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
西
側
の
現
在
の

集
落
近
く
に
も
建
物
の
柱
の
痕

跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
陶
磁
器

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
柳
津

町
の
軽
井
沢
銀
山
と
城
下
を
結

ぶ
銀
山
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
、

江
戸
時
代
や
そ
れ
以
前
の
集
落

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
か
所
目
は
、
本
泉
寺
の
西

側
の
畑
で
、
平
安
時
代
の
土
器

や
江
戸
時
代
の
陶
磁
器
が
採
取

さ
れ
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
住
居
跡
な
ど

の
遺
構
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
遺
跡
と
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
一
盃
館
跡
の
周

辺
も
含
め
て
、
調
査
区
全
面
に
、

河
川
由
来
の
砂
の
層
が
堆
積
し

て
お
り
、
下
の
層
か
ら
、
平
安

時
代
の
土
器
も
出
土
し
た
こ
と

か
ら
、
近
く
に
当
時
の
集
落
が

あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

戸
時
代
の
天
文
学
先
進
地
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
日
本
天
文
遺
産

に
認
定
さ
れ
る
ま
で
の
お
話
な

ど
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

市
指
定
史
跡「
天
文
台
跡
」は
、

戊
辰
戦
争
に
よ
り
焼
失
し
た
会

津
藩
校
日
新
館
の
中
で
唯
一
現

存
す
る
遺
構
で
、
江
戸
時
代
の
天

文
台
と
し
て
も
、
当
時
の
日
本
の

天
体
観
測
の
様
子
が
体
感
で
き

る
、
国
内
で
唯
一
現
存
す
る
貴
重

な
遺
産
で
す
。

昭
和
43
年
９
月
の
指
定
以
来
、

市
の
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
地

域
や
日
新
館
天
文
台
跡
保
存
会

の
方
々
に
よ
り
、
大
切
に
保
存

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
天
文
台

跡
が
、
日
本
天
文
遺
産
と
し
て

認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
市
に

と
っ
て
、
大
変
意
義
深
い
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
天
文
台
跡
を
次
代

に
継
承
し
て
い
く
た
め
に
、
今
後

も
、
地
域
と
連
携
し
な
が
ら
保

存
や
活
用
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

今後も歴史や文化財などに関す
る講座や散策会、郷土研究奨励事
業などを実施する予定です。
随時市政だよりや市ホームペー
ジでお知らせします。

い
っ
ぱ
い
た
て

あ 

か　
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受賞内容 作品タイトル

アメリカの新聞に見る
ワカマツ・コロニーの実状と周辺地域

私が見つけた会津「終北録」
戸ノ口ぜきのキセキ
もう一つの会津！？　斗南藩大研究
僕が住む会津若松市飯寺地区の
戊辰戦争と越後長岡藩士について

「御山産会津みしらず柿」のブランドは守れるか！？
会津のおいしいお米

氏　名

高野延光

簗田眞知子
安田瑛喜
髙畑えみり

遠藤悠真

渡部陽菜
川崎海蘭

―

―
第二中学校１年
松長小６年

小金井小６年

門田小６年
ザベリオ学園小６年
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準奨励賞
準奨励賞
準奨励賞

努 力 賞

努 力 賞
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