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白石の宝　郷土の記録と記憶を守る【文化財レスキュー事業】

　白石市教育委員会では、東日本大震災により取り壊
すことになった蔵や古い建物から文化財を取り出し、
保管・保全する「文化財レスキュー事業」を実施して
います。建物解体とともに「ごみ」として捨てられて
いた物の中から、白石の歴史を探る上で重要な資料が
たくさん発見されています。一見地味な作業に見える
文化財レスキュー事業ですが、このような作業を継続
することによって初めて、歴史上の空白を埋めていく
ことができます。「ごみ」として捨てたり燃やしたり
する前に、ぜひご一報ください。「文化財レスキュー
事業」にご協力をお願いします。

教育委員会博物館建設準備室（中央公民館内）☎22-1343　Ｅメール　con-edu@city.shiroishi.miyagi.jp
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白石の重要な文化財として、多くの方々が活用して
後世に伝えていくことを期待します
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白石市歴史文化を活用した
地域活性化実行委員会

細
ほそ

田
だ

紀
のりあき

明 委員長
（白石市文化財愛護友の会会長）

郷土の歴史を語り継ぐための大切な取り組みです

歴
史
的
遺
産
を
未
来
へ

　

遠
藤
家
文
書
の
大
発
見
は
、
白
石

古
文
書
の
会
の
会
員
の
地
道
な
活
動

を
は
じ
め
、
研
究
者
や
行
政
が
一
体

と
な
っ
て
活
動
し
た
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
共
通
す
る
こ
と

は
「
歴
史
を
大
切
に
思
う
心
」。
遠

藤
家
文
書
を
機
に
、
歴
史
を
大
切
に

す
る
人
々
が
白
石
に
つ
ど
い
結
ば
れ

た
の
だ
。

　
「
基
信
は
景
綱
に
若
き
日
の
自
分

を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
」。
そ
ん

な
歴
史
的
背
景
や
当
時
の
人
間
関
係

な
ど
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、
一
見
、

難
し
く
思
え
る
古
文
書
も
身
近
に
感

じ
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

東
日
本
大
震
災
で
も
、
歴
史
を
語

り
継
ぐ
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
自
分
に
何

が
で
き
る
か
。
ぜ
ひ
、
白
石
の
歴
史

を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
し

て
、
こ
う
し
て
つ
な
が
っ
た
「
縁
」

を
大
切
に
し
、
白
石
の
歴
史
的
遺
産

を
未
来
に
残
し
て
い
き
た
い
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

〜
よ
り
深
く
、
よ
り
身
近
に
〜

　

講
演
会
の
後
、
東
北
大
学
大
学
院

教
授
の
柳
原
敏
昭
さ
ん
と
東
北
学
院

大
学
教
授
の
七
海
雅
人
さ
ん
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
菅
野
さ
ん
、
遠

藤
さ
ん
、
高
橋
さ
ん
、
佐
々
木
さ
ん

を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
、「
遠
藤
家
文
書

に
見
る
戦
国
大
名
の
外
交
」
と
題
し

た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行

わ
れ
た
。
事
前
に
来
場
者
か
ら
質
問

を
受
け
付
け
、
そ
の
質
問
に
対
し
て

パ
ネ
リ
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を

示
し
た
。

　
「
小
十
郎
古
文
書
は
あ
る
の
か
」

と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
菅
野
さ

ん
は
「
小
十
郎
宛
て
の
文
書
は
明
治

以
降
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。
約
30

通
が
東
北
大
学
の
図
書
館
に
あ
る
」

と
答
え
た
。

　

ま
た
、「
伊
達
輝
宗
時
代
の
外
交

と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
」
と

い
う
質
問
に
対
し
て
、
佐
々
木
さ
ん

は
「
輝
宗
時
代
の
外
交
は
よ
く
分
か

ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
た
だ
、
大
き

な
問
題
が
起
き
な
か
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
政
治
力
に
富
ん
で
い
た
と

も
と
れ
る
」
と
話
し
た
。
続
い
て
高

橋
さ
ん
が
「
蘆
名
が
輝
宗
の
次
男
を

あ
れ
だ
け
欲
し
が
っ
た
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。
輝
宗
の
存

在
感
を
示
す
も
の
に
な
る
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
推
測
。
菅
野
さ
ん
は

「
南な
ん

部ぶ

氏
な
ど
北
の
武
将
と
の
外
交

文
書
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
ど
う

捉
え
る
か
」
と
、
遠
藤
家
文
書
の
調

査
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
展

開
を
期
待
し
た
。

　

最
後
に
七
海
さ
ん
が
、「
遠
藤
家

文
書
の
中
に
は
戦
国
時
代
の
書
状
の

ほ
か
、
室
町
幕
府
８
代
将
軍
足あ
し
か
が利
義よ
し

政ま
さ

の
文
書
な
ど
、
遠
藤
家
が
蒐し
ゅ
う
し
ゅ
う集
し

た
と
思
わ
れ
る
鎌
倉
・
室
町
時
代
の

古
文
書
が
入
っ
て
い
た
こ
と
に
も
、

遠
藤
家
の
歴
史
的
背
景
を
感
じ
る
」

と
話
し
た
。
そ
し
て
、
柳
原
さ
ん
が

「
遠
藤
家
文
書
は
全
国
的
に
見
て
も

20
年
に
一
度
、
東
北
で
は
１
０
０
年

に
一
度
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
大
発

見
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
白
石
の
宝
と
し

て
保
存
し
、
多
く
の
人
に
見
て
も
ら

え
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
」
と
、

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
結
ん
だ
。

遠
藤
家
文
書
は
新
し
い
歴
史

の
扉
を
開
く
カ
ギ

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
南
奥

羽
の
戦
国
時
代
に
関
係
す
る
資
料
を

主
に
取
り
上
げ
て
行
わ
れ
た
。
し
か

し
、
遠
藤
家
文
書
は
、
13
世
紀
か
ら

近
現
代
ま
で
幅
広
い
年
代
の
資
料
で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は
そ
の
重

要
性
の
一
端
を
紹
介
し
た
に
し
か
過

ぎ
ず
、
そ
の
研
究
も
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
あ
る
。

　

遠
藤
家
文
書
は
今
後
、
資
料
の
整

理
と
研
究
が
進
み
こ
れ
ま
で
の
資
料

と
の
結
び
付
け
が
な
さ
れ
、
南
奥
羽

の
戦
国
時
代
を
は
じ
め
、
幕
末
維
新

期
な
ど
に
新
た
な
歴
史
を
刻
ん
で
い

く
こ
と
だ
ろ
う
。
遠
藤
家
文
書
は
、

新
し
い
歴
史
の
扉
を
開
く
カ
ギ
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

白
石
市
教
育
委
員
会
よ
り
市
内
に
あ

る
古
文
書
の
調
査
を
し
て
ほ
し
い
と
い

う
依
頼
が
あ
り
、
一
目
で
大
変
な
資
料

だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
戦

国
史
研
究
全
体
と
し
て
も
新
た
な
展
開

が
期
待
で
き
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
そ
の
第
一

歩
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な

視
点
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
仙
台

の
歴
史
、
白
石
の
歴
史
が
分
か
っ
て
き

ま
す
。小
十
郎
あ
っ
て
の
白
石
で
あ
り
、

基
信
あ
っ
て
の
小
十
郎
で
す
。
基
信
は

白
石
に
と
っ
て
大
恩
あ
る
人
物
。
遠
藤

家
文
書
は
今
後
、
重
要
な
資
料
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
貴
重
な
資
料
群
を
大
切
に

保
管
し
て
い
た
だ
い
た
遠
藤
家
の
ご
子

孫
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

そ
し
て
、
こ
の
古
文
書
が
白
石
の
重
要

な
文
化
財
と
し
て
末
永
い
保
存
と
活
用

が
図
ら
れ
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

歴史文化の保存に理解のある方が増え、第二、第三
の「遠藤家文書」が発見されることを願います

　

遠
藤
家
文
書
の
発
見
と
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
は
、私
た
ち
白
石
市
民
が「
歴

史
」
に
注
目
す
る
、
非
常
に
良
い
機
会

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
遠
藤
家
文
書
の

重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
今
回
の

調
査
を
通
じ
て
、
古
文
書
の
会
と
い
っ

た
市
民
団
体
と
行
政
、
そ
し
て
研
究
者

の
間
で
一
つ
の
協
力
体
制
が
構
築
で
き

た
こ
と
も
、
今
後
の
さ
ら
な
る
資
料
発

掘
や
調
査
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
歴
史
」
は
出
来
上
が
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
資
料
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
ま

す
。
内
容
を
読
み
解
く
こ
と
は
確
か
に

難
し
い
で
す
が
、
実
物
を
見
て
歴
史
を

目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
大
事
か
と

思
い
ま
す
。今
回
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

歴
史
文
化
の
保
存
に
理
解
の
あ
る
方
が

増
え
、
第
二
、
第
三
の
「
遠
藤
家
文
書
」

の
よ
う
な
、
白
石
の
歴
史
資
料
が
数
多

く
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
白
石
に
新
た
な
価
値

が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

ＮＰＯ法人宮城歴史資料保全ネットワーク：平成15年７月、宮城北部連続地震の直後に発足。
県内を中心に歴史研究者・博物館・住民・学生など会員は約150人。発見した古文書は約20
万点。東日本大震災後は旧家を訪ね約２万点の資料保全に当たっている。

白石市歴史文化を活用した地域活性化実行委員会：歴史と伝統芸能の各種団体が一体となっ
て歴史文化事業を推進するため、平成23年に設立。構成団体は白石市文化財保護委員会、
白石市文化財愛護友の会、白石古文書の会、白石市伝統芸能振興会、白石茶道会、碧水園。

▶
主
に
戦
国
時
代
の
書
状
を
中
心
に
取
り

　

上
げ
た
報
告
書
は
１
部
２
、０
０
０
円

　

詳
し
く
は
博
物
館
建
設
準
備
室
ま
で
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