
特集

（上画像／令和の正殿のイメージ。提供：内閣府沖縄総合事務局）

城
郭
再
興
の現場

文：槌田波留基　 撮影：特記以外は中原一隆

　
近
年
、日
本
の
城
が
注
目
を
集
め
て
い

る
。歴
史
の
証
人
と
し
て
数
百
年
の
時
を

刻
み
続
け
て
き
た
城
に
つ
い
て
、建
築
学

者
で
広
島
大
学
名
誉
教
授
の
三
浦
正
幸

氏
に
お
話
を
伺
っ
た
。城
の
魅
力
と
は
。

こ
れ
を
未
来
に
引
き
継
い
で
い
く
意
義

と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。教
授
は
ひ
と
え

に「
個
性
」と「
多
様
性
」に
あ
る
と
断

言
す
る
。

活
用
し
な
け
れ
ば

保
存
す
る
意
義
が
な
い

―
現
在
、日
本
の
お
城
は
ブ
ー
ム
の
さ
な

か
。国
内
外
の
フ
ァ
ン
、マ
ニ
ア
が
各
地

の
お
城
を
巡
っ
て
い
ま
す
。お
城
の
魅
力

は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
は「
個
性
」と「
多
様
性
」に
尽

き
ま
す
。同
じ
伝
統
的
建
造
物
で
あ
る
神

社
仏
閣
は
一
見
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
様

式
に
見
え
ま
す
が
、お
城
は
一
つ
ひ
と
つ

が
際
立
っ
た
個
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。一

つ
と
し
て
同
じ
お
城
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ

の
個
性
と
多
様
性
が
人
々
を
魅
了
し
て

止
ま
な
い
の
で
し
ょ
う
。

―
そ
の
お
城
が
近
年
、災
害
に
よ
っ
て
損

傷
し
、各
地
で
復
元
、修
復
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。城
郭
の
再
生
事
業
に
お
い
て
最

も
重
要
な
視
点
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
江
戸
時
代
の
お
城
も
台
風
や
地
震
や

火
災
と
い
っ
た
災
害
に
見
舞
わ
れ
、そ
の

た
び
に
修
繕
、再
建
が
な
さ
れ
て
き
ま
し

た
。実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
城
郭
で
す
か

ら
、壊
れ
た
ら
直
す
。お
城
の
修
理
は
必

然
で
し
た
。現
代
に
お
け
る
修
復
に
は
、

お
城
を
文
化
財
と
し
て
保
存
し
、未
来
に

引
き
継
い
で
い
く
と
い
う
使
命
が
あ
り

ま
す
。一
方
で
、今
を
生
き
る
私
た
ち
が

文
化
財
を
活
用
し
価
値
を
享
受
す
る
べ

き
だ
と
い
う
考
え
方
も
重
要
な
視
点
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
国
内
の
ほ
と
ん
ど
の
大
都
市
は
安
土

桃
山
時
代
以
降
に
築
造
さ
れ
た
近
世
城

郭
の
城
下
町
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。お

城
は
そ
の
都
市
の
ル
ー
ツ
な
の
で
す
。強

烈
な
個
性
を
放
つ〝
わ
が
ま
ち
〟の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
地
域
の
活
性
化
を
促
し
、地
元

に
対
す
る
愛
着
を
醸
成
す
る
、更
に
観
光

に
お
い
て
も
大
変
有
効
な
資
源
に
な
り

ま
す
。今
や
保
存
と
活
用
が
お
城
を
残
す

意
義
の
両
輪
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
単
に
文
化
財
だ
か
ら
直
す
と
い
う
発

想
で
は
な
く
、活
用
す
る
た
め
の
修
復

と
い
う
視
点
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

　
文
化
財
の
修
復
に
つ
い
て「
活
用
無
く

自然災害、経年劣化、予期せぬ火災。そうした災厄によって消失の危機にさらされている城
がある。カタチのあるものはいつしか壊れる。しかし、建設業界にその光景を悄然と
やり過ごす暇はない。先人たちの匠の技とカタチを可能な限りそのまま残す。
近世以降、当時最先端であった土木・建築の技術のすべてが注ぎ
込まれた唯一 無二の証拠を蘇らせ、未来につなごうとする
城郭復元の現場を訪ねた。

城に刻まれた土木・建築の叡智を未来につなぐ
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（P11の画像提供：三浦正幸氏）

し
て
保
存
す
る
価
値
無
し
」と
い
う
言
い

方
が
な
さ
れ
ま
す
。貴
重
な
血
税
を
投
入

し
て
直
す
限
り
は
、私
た
ち
が
暮
ら
す
ま

ち
の
象
徴
を
未
来
に
残
す
、継
承
す
る
と

同
時
に
、積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
べ
き

で
す
。お
城
は
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
最

も
高
い
文
化
財
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

―
逆
説
的
に
言
え
ば
、そ
う
し
た
唯
一

無
二
の
財
産
を「
保
存
す
る
こ
と
で
新
た

な
ま
ち
の
価
値
が
生
ま
れ
る
」と
い
う
こ

と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
お
城
は
天
守
閣
や
櫓や

ぐ
ら、門

な
ど
の
木
造

建
築
物
と
こ
れ
を
支
え
る
石
垣
と
い
う

土
木
構
造
物
の
合
成
品
で
す
。こ
の
点
が

他
の
文
化
財
建
築
物
と
は
大
き
く
異
な

り
ま
す
。以
前
、ど
れ
ほ
ど
の
様
式
で
天

守
閣
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、数

学
的
に
検
証
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す

が
、そ
の
数
は
数
千
万
通
り
と
い
う
結
果

で
し
た
。そ
れ
だ
け
多
様
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。と
こ
ろ
が
残
存
率
は
面
積

で
み
て
も
一
割
ほ
ど
。九
割
は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。一
方
で
、現
存
す
る
一
二
の

天
守
閣
は
そ
の
都
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

今
も
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。地
方
都
市

の
評
価
を
高
め
る
た
め
に
も
、本
来
の
姿

に
戻
し
て
復
元
す
る
意
義
が
あ
り
ま
す
。

城
ご
と
の
個
性
を

見
極
め
た
復
元
を

―
数
百
年
前
に
建
て
ら
れ
た
お
城
を

「
本
来
の
姿
」を
保
ち
な
が
ら
未
来
へ
引

き
継
い
で
い
く
と
き
に
、ど
の
よ
う
な
課

題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、い
い
加
減
な
復
元

は
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

江
戸
期
に
は
、実
際
に
稼
働
す
る
施
設
と

し
て
よ
り
経
済
的
に
、早
期
に
直
す
と
い

う
こ
と
が
前
提
で
し
た
。明
治
期
に
な
る

と
歴
史
的
、文
化
的
な
価
値
が
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。主
な
お
城
は

特
別
保
護
建
造
物
に
位
置
付
け
ら
れ
、

後
に
国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
す
。文
化

財
と
し
て
保
護
す
る
と
い
う
意
識
は
こ

の
頃
が
発
祥
で
す
。そ
の
技
法
は
単
純
明

快
で
、見
え
る
と
こ
ろ
は
本
来
の
姿
に
、

隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
構
造
的
欠
陥
を

浜松城天守門 安土城天主復元東立面図

　
構
造
的
な
強
度
の
判
断
力
、自
然
災

害
対
策
に
関
わ
る
技
術
的
知
見
を
有
し

て
い
る
の
は
建
設
業
界
で
す
。文
化
財
担

当
者
が
示
し
た
方
針
、技
術
的
な
対
処

法
に
漫
然
と
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、忖

度
せ
ず
に
積
極
的
に
技
術
提
案
を
す
る

こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

―
保
護
と
原
状
回
復
を
前
提
と
す
る
価

値
観
と
、安
全
性
や
耐
久
性
に
基
づ
い
た

技
術
的
な
合
理
性
を
俎
上
に
載
せ
て
受

発
注
者
双
方
が
議
論
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

　
両
者
が
知
恵
を
出
し
合
っ
て
協
議
を

重
ね
、合
意
の
上
で
見
出
さ
れ
た
修
復
の

道
筋
が
最
善
策
に
な
る
で
し
ょ
う
。そ
う

し
な
い
と
再
度
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
時

に
ま
た
壊
れ
る
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
し

ま
う
。元
の
ま
ま
に
戻
す
と
い
う
原
則
に

と
ら
わ
れ
て
、優
れ
た
現
代
の
技
術
を
採

用
で
き
な
い
と
委
縮
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、積
極
的
に
、果
敢
に
提
案
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

―
三
浦
教
授
に
は
今
号
か
ら
始
ま
る
、全

国
の
お
城
を
紹
介
す
る
巻
末
の
コ
ラ
ム

を
監
修
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。と
て
も
楽

し
み
で
す
。

　
今
回
の
特
集
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
丸

亀
城
は「
石
の
城
」と
い
わ
れ
る
見
事
な

石
垣
が
織
り
な
す
造
形
美
が
白
眉
、首
里

城
は
中
国
の
紫
禁
城
の
単
な
る
模
倣
で

は
な
い
独
自
の
琉
球
文
化
を
象
徴
す
る

宮
廷
で
す
。そ
し
て
、世
界
に
冠
た
る
城

郭
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。全
国

の
お
城
の
魅
力
と
意
外
な
見
ど
こ
ろ
を

ご
紹
介
し
な
が
ら
、お
城
の
面
白
さ
を
お

伝
え
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

克
服
す
る
形
で
、と
い
う
発
想
で
し
た
。

そ
れ
が
一
九
五
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
で

し
ょ
う
か
、見
え
な
い
と
こ
ろ
も
元
通
り

に
す
る
と
い
う
考
え
方
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。と
こ
ろ
が
阪
神
・
淡
路
大
震
災

を
機
に
耐
震
補
強
の
必
要
性
が
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、目
に
入
る
と
こ
ろ
に

も
補
強
を
施
し
耐
震
性
を
担
保
す
る
事

例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。文

化
財
の
復
元
、補
修
に
も
こ
う
し
た
紆
余

曲
折
が
あ
り
ま
す
。言
え
る
こ
と
は
、一

つ
ひ
と
つ
の
お
城
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
修

復
が
正
し
い
の
か
を
見
極
め
て
、そ
の
方

針
に
沿
っ
た
技
術
を
投
入
す
る
こ
と
が

重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。容
易
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
う
し
た
姿
勢
が

な
い
と
文
化
財
の
保
全
は
で
き
ま
せ
ん
。

―
お
城
の
修
復
に
携
わ
る
建
設
業
界
に

も
同
様
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

　
過
去
の
実
績
に
依
存
し
て
技
術
を
そ

の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。知
見
は
重
要
で
す
が
、石
の
積

み
方
や
強
度
に
対
す
る
考
え
方
、地
盤
の

状
況
と
い
っ
た
お
城
ご
と
の
個
性
を
厳

密
に
把
握
し
て
、そ
の
事
実
を
根
拠
と
し

て
現
代
の
高
度
な
技
術
を
導
入
す
る
べ

き
だ
と
考
え
ま
す
。

近年はCGやVR、ARなどの
先端的な画像処理技術を用
いた城の復元にも取り組み、
その魅力を広く伝えている。

（復元：三浦正幸　作製：
TOPPAN）

その時代の土木・建築技術の粋を集めて建てられた城。その様子は当時の浮世絵にも描かれている。（『真柴久吉公播州姫路城郭築之図』。提供：兵庫県立歴史博物館）

三浦 正幸　Masayuki Miura

広島大学
名誉教授

福山城鳥瞰復元VR

吉川元春館台所復元図

全国各地で数々の城の復元図作成
や設計に関わってきた三浦教授。外
観のみならず、内部での空間の使われ
方や人々の過ごし方までも考察を行っ
ている。
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崩
壊
後
に
現
れ
た

知
ら
れ
ざ
る
石
垣

　
二
〇
一
八
年
七
月
の
西
日
本
豪
雨
か

ら
五
年
余
り
。香
川
県
丸
亀
市
に
あ
る
丸

亀
城
で
は
、こ
の
西
日
本
豪
雨
時
の
長
雨

で
崩
壊
し
た
石
垣
の
復
旧
作
業
が
進
む
。

　
丸
亀
城
は
一
五
九
七
年
に
生
駒
氏
が

築
城
し
、一
度
廃
城
に
な
っ
た
も
の
を

十
七
世
紀
中
頃
に
山
崎
氏
が
再
築
し
た

城
だ
。丸
ご
と
石
垣
で
覆
わ
れ
た
小
高
い

亀
山
の
頂
か
ら
天
守
が
ま
ち
を
睥へ

い
げ
い睨

す

る
。そ
の
石
垣
の
威
容
か
ら「
石
の
城
」

と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
る
名
城
だ
。こ

の
城
郭
を
支
え
る
石
垣
が
長
雨
で
崩
れ

た
。

　
最
初
の
崩
落
は
長
雨
後
の
七
月
七

日
、そ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
同

市
教
育
委
員
会
の
東
信
男
課
長
は
こ
う

振
り
返
る
。「
石
垣
か
ら
妙
な
音
が
す
る

と
い
う
市
民
か
ら
の
通
報
が
あ
り
、日
中

雨
の
な
か
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
目
を
疑
い

ま
し
た
。下
層
に
あ
る
帯お

び
ぐ
る
わ

曲
輪
の
南
面
が

ギ
リ
ギ
リ
と
音
を
立
て
な
が
ら
ズ
レ
動

い
て
い
る
。こ
れ
が
最
初
の
崩
壊
で
す
」。

時
を
置
い
て
十
月
八
日
、や
は
り
市
民
か

ら
異
音
の
通
報
を
受
け
て
待
機
し
て
い

た
東
課
長
は
二
度
目
の
崩
落
に
遭
遇
す

る
。「
朝
十
時
頃
、ガ
ラ
ガ
ラ
と
轟
音
が

し
て
一
帯
が
土
埃
で
覆
わ
れ
ま
し
た
。一

分
ほ
ど
し
て
視
界
が
開
け
る
と
帯
曲
輪
の

南
西
角
部
が
一
瞬
に
し
て
倒
れ
る
よ
う
に

崩
れ
て
い
た
。シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
」と
表
情

を
曇
ら
せ
る
。そ
の
翌
日
に
は
帯
曲
輪
の

上
に
載
っ
て
い
た
三
の
丸
の
石
垣
が
支
え

を
失
っ
て
瓦
解
す
る
。「
多
少
の
ハ
ラ
ミ

（
表
層
の
ふ
く
ら
み
）は
以
前
か
ら
確
認

さ
れ
て
お
り
修
復
を
実
施
す
る
予
定
で

し
た
が
、こ
れ
ほ
ど
の
惨
状
に
な
る
と
は

思
い
も
し
な
か
っ
た
」。東
課
長
は
今
で

も
落
胆
を
隠
さ
な
い
。

　
崩
落
し
た
石
材
の
数
量
は
当
初
六
千

余
り
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
。と
こ
ろ

が
、後
か
ら
崩
れ
た
三
の
丸
は
、最
初
に

崩
壊
し
た
帯
曲
輪
に「
載
っ
て
い
た
」の

で
は
な
か
っ
た
。三
の
丸
の
石
垣
は
地
盤

か
ら
石
が
積
ま
れ
て
お
り
、そ
の
外
周

を
帯
曲
輪
で
押
さ
え
る
構
造
だ
っ
た
こ

と
が
判
明
。そ
の
三
の
丸
の
高
さ
は
三
一

東 信男　Nobuo Azuma

丸亀市教育委員会
教育部 文化財保存活用課
課長
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三の丸石垣

帯曲輪石垣

根固め石垣

根石

根切り溝

三の丸石垣は、地山に達する
まで地中部にも存在

㍍
。大
坂
城
の
三
二
㍍
に
次
ぐ
規
模
だ
っ

た
。こ
の
た
め
撤
去
す
る
石
材
の
数
は

大
幅
に
増
加
。当
初
想
定
か
ら
ほ
ぼ
二

倍
の
一
一
、七
四
六
石
を
数
え
、工
期
も

二
〇
二
四
年
か
ら
二
〇
二
八
年
に
延
長
さ

れ
た
。

確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

江
戸
期
の
施
工
シ
ス
テ
ム

　
丸
亀
城
は
、大
坂
城
で
ピ
ー
ク
を
迎
え

た
当
時
の
築
城
技
術
の
粋
を
結
集
し
て
築

か
れ
て
い
る
と
、東
課
長
は
こ
う
説
明
す

下層が出土した三の丸の石垣。石垣は豪雨の雨水を
貯め込んだ地山の圧力で崩壊したと推測される。排水
機能をどう担保するかも課題だ。築城当時に排水の工
夫がなされていた形跡があり、その調査結果をふまえ、
施工に反映することが検討されている。

崩落直後の石垣の様子。（提供：丸亀市教育委員会）

（鹿島建設㈱提供資料を基に作成）

「
石
の
城
」の

 

復
旧
現
場

香川県丸亀市
鹿島建設株式会社 

丸亀城石垣崩落復旧整備事業

石垣の構造

る
。「
大
坂
城
は
各
大
名
が
持
ち
寄
っ
た

巨
大
な
石
材
と
資
金
を
使
い
築
か
れ
ま
し

た
が
、丸
亀
は
小
さ
な
石
を
丁
寧
に
積
み

上
げ
な
が
ら
、し
か
も『
扇
の
勾
配
』と
呼

ば
れ
る
美
し
い
曲
面
を
描
く
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。後
年
、丸
亀
城
で
用
い
た
と
い

う
勾
配
な
ど
に
関
す
る
記
録
も
あ
り
、そ

の
土
木
技
術
の
高
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。城
郭
内
に
は
野
面
積
み
、打

込
み
は
ぎ
、切
込
み
は
ぎ
と
い
っ
た
多
様

な
技
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」。

　
更
に
、こ
れ
だ
け
の
高
度
な
築
城
を
可

能
と
し
た
の
は
、技
術
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
完
成
し
た
施
工
管
理
体
制
が
あ
っ
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
東
課
長
は
推
測
す

る
。「
石
の
加
工
や
積
み
方
な
ど
は
秘
伝

の
書
に
記
さ
れ
、一
流
の
石
工
の
間
で
口

伝
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
が
、

一
人
の
棟
梁
の
技
術
に
依
存
す
る
の
で
は

な
く
、勾
配
の
比
率
や
施
工
管
理
が
し
っ

か
り
と
決
め
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
の
法
則

に
従
っ
て
黙
々
と
積
み
上
げ
て
い
け
ば
い

い
。そ
う
し
た
管
理
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。近

世
城
郭
を
舞
台
に
土
木
分
野
に
お
け
る
産

業
革
命
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る

と
考
え
て
い
ま
す
」。

　
だ
か
ら
こ
そ
、そ
の
足
跡
を
次
代
に
つ

な
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。石
垣
な
ど
の

資
材
と
い
う
モ
ノ
だ
け
で
は
な
く
、そ
の

構
造
、工
法
と
い
っ
た
コ
ト
も
含
め
て
文

化
財
だ
。可
能
な
限
り
そ
の
す
べ
て
を
原

形
復
旧
し
、記
録
す
る
必
要
が
あ
る
。現

場
は
施
工
と
発
掘
調
査
が
交
互
に
行
わ

れ
る
状
況
だ
。「
掘
削
し
て
石
を
回
収
、

調
査
、記
録
、そ
し
て
ま
た
掘
削
と
い
う

繰
り
返
し
で
す
が
、江
戸
期
の
遺
構
を

目
に
で
き
る
の
は
今
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
当
時
の
技
術
の
高
さ

を
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い
。皆
さ
ん
が

思
っ
て
い
る
以
上
に
本
当
に
い
い
城
な
ん

で
す
よ
」。東
課
長
は
そ
う
言
っ
て
笑
み

を
見
せ
た
。

崩
れ
た
石
垣
を

元
通
り
に
戻
す

　
帯
曲
輪
と
三
の
丸
の
石
垣
が
崩
壊
し
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た
現
場
で
は
、そ
の
急
斜
面
が
グ
ラ
ウ
ン

ド
ア
ン
カ
ー
で
強
固
に
押
さ
え
込
ま
れ
て

い
た
。「
も
っ
と
緩
や
か
な
法
面
で
あ
れ

ば
ア
ン
カ
ー
は
不
要
で
す
が
、こ
れ
以
上

法
面
を
寝
か
せ
て
施
工
す
る
と
、上
段
の

本
丸
石
垣
ま
で
影
響
し
ま
す
。施
工
す
る

う
え
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
ア
ン
カ
ー
は
必
須
で

し
た
が
、文
化
財
へ
の
配
慮
も
必
要
で
し

た
」と
石
垣
復
旧
事
業
を
担
う
鹿
島
建

設
㈱
の
椿
治
彦
所
長
が
教
え
て
く
れ
た
。

吹
付
モ
ル
タ
ル
の
背
後
に
あ
る
盛
土
も

文
化
財
だ
。今
後
始
ま
る
石
の
積
上
げ
は

こ
の
ア
ン
カ
ー
を
取
り
除
き
、吹
付
モ
ル

タ
ル
を
撤
去
し
な
が
ら
、盛
土
を
再
構
築

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　
江
戸
時
代
の
構
築
物
だ
。詳
細
な
図

面
や
工
事
記
録
は
な
い
。無
造
作
に
散
乱

し
た
石
材
を
元
に
戻
す
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。帯
曲
輪
南
面
は
弧
を
描
い
て
滑

る
よ
う
に
崩
れ
た
円
弧
滑
り
、南
西
角
部

は
地
中
の
水
圧
に
押
さ
れ
て
前
面
に
倒

れ
る
転
倒
崩
壊
と
考
え
て
い
る
。そ
れ
に

三
の
丸
が
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
滑
り
崩

壊
し
て
い
る
た
め
、そ
の
崩
れ
方
を
検
証

し
な
が
ら
積
み
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。か
つ
て
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た

福
島
県
に
あ
る
白
河
小
峰
城
の
石
垣
復

旧
に
携
わ
っ
た
経
験
を
持
つ
境
吉
彦
副
所

長
は
こ
う
説
明
す
る
。「
転
倒
崩
壊
で
は
、

遠
く
に
飛
ん
で
い
る
石
は
石
垣
の
上
の
方

の
石
、根
も
と
に
散
乱
し
て
い
る
石
材
が

下
部
の
石
。円
弧
滑
り
は
そ
の
逆
と
い
う

推
測
は
で
き
ま
す
。し
か
し
一
つ
ひ
と
つ

の
石
が
ど
の
部
分
に
、ど
の
よ
う
に
配
置

さ
れ
て
い
た
の
か
、こ
れ
を
特
定
す
る
の

は
と
て
も
根
気
の
い
る
作
業
で
す
」。だ

か
ら
こ
そ
根
気
強
い
境
副
所
長
に
来
て

い
た
だ
い
た
と
、椿
所
長
は
笑
っ
た
。

　
そ
の
作
業
を
大
幅
に
効
率
化
す
る
の

が
顔
認
証
画
像
解
析
の
技
術
を
応
用
し

た「
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
」だ
。こ
れ

は
、回
収
し
た
石
の
顔
写
真
を
撮
影
し
て

デ
ー
タ
化
、ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

使
っ
て
崩
落
前
の
石
垣
正
面
写
真
と
照

合
し
、候
補
と
な
る
一
〇
の
石
材
を
照
合

率
の
高
い
順
に
抽
出
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。「
機
械
で
抽
出
し
た
後
、最
終
的
に

は
人
の
目
で
判
断
し
ま
す
。石
工
さ
ん
と

仔
細
に
検
討
し
、更
に
市
の
担
当
者
や
専

門
部
会
と
協
議
し
て
図
面
に
落
と
し
て

い
き
ま
す
」。崩
落
な
ど
で
位
置
が
不
明

な
石
材
が
膨
大
な
数
に
な
る
こ
の
現
場

の
よ
う
な
条
件
下
で
は
、大
き
な
効
果
が

期
待
で
き
る
。

石
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

　
必
要
と
な
る
石
が
ど
こ
に
保
管
さ
れ

て
い
る
の
か
瞬
時
に
把
握
す
る
た
め
の

技
術「
Ｋ
ト
レ
ー
ス
」も
開
発
・
導
入
し

た
。石
材
は
市
内
三
カ
所
の
仮
置
き
場
に

収
容
さ
れ
て
い
る
が
、パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
に
番
号
を
入
力
す
る
だ
け
で
Ｇ

Ｐ
Ｓ
が
石
の
場
所
を
五
㌢
㍍
以
内
の
誤

差
で
教
え
て
く
れ
る
。石
垣
復
旧
で
は
、

石
材
調
査
票
を
作
成
す
る
。「
個
々
の
重

量
や
寸
法
形
状
に
加
え
、劣
化
や
破
損

の
状
況
な
ど
と
と
も
に
、六
方
向
か
ら
撮

影
し
た『
石
の
顔
写
真
』を『
石
材
カ
ル

テ
』と
呼
ば
れ
る
調
査
票
に
石
材
番
号

を
付
け
て
記
録
し
ま
す
。一
二
、〇
〇
〇

石
回
収
す
れ
ば
、当
然
こ
の
調
査
票
を

一
二
、〇
〇
〇
枚
作
成
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
」。一
つ
ひ
と
つ
の
石
の
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
を
記
録
し
た
調
査
票
を
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
し
、Ｋ
ト
レ
ー
ス
に
登
録
す

る
こ
と
で
、石
材
の
す
べ
て
を
一
元
管
理

で
き
る
。マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
も
、Ｋ
ト

レ
ー
ス
も
最
先
端
技
術
で
あ
る
。こ
の
現

場
は
ま
さ
に
伝
統
技
術
と
現
代
技
術
を

融
合
し
て
進
め
て
い
る
と
言
え
る
。

文
化
財
修
復
と
土
木
工
事
を

両
立
す
る
難
し
さ 

　
境
副
所
長
は
、城
と
こ
の
現
場
の
魅

力
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。「
元
々
は
橋
梁

工
事
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、白
河
小
峰

城
で
お
城
に
ハ
マ
っ
た
。石
垣
は
と
に
か

く
迫
力
が
あ
っ
て
美
し
い
と
感
じ
ま
す
。

当
社
は
一
〇
〇
年
を
つ
く
る
会
社
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
が
、こ

の
現
場
は
四
〇
〇
年
を
つ
く
り
直
そ
う

と
し
て
い
る
。そ
の
歴
史
的
な
技
術
を
紐

解
き
な
が
ら
エ
ビ
デ
ン
ス
を
明
確
に
示
し

施
工
に
反
映
す
る
過
程
は
、と
て
も
難
し

い
で
す
が
や
り
が
い
も
大
き
い
で
す
」。

　
文
化
財
で
あ
る
石
垣
は
原
形
復
旧
が

原
理
原
則
だ
。し
か
し
同
時
に
安
全
性
、

耐
久
性
も
求
め
ら
れ
る
。椿
所
長
は
土
木

技
術
者
と
し
て
そ
の
は
ざ
ま
で
逡
巡
す

る
局
面
も
少
な
く
な
い
と
こ
う
明
か
す
。

「
可
能
な
限
り
築
城
当
時
の
伝
統
工
法

や
材
料
を
も
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
丸
亀
城

を
復
元
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。で
す

が
、そ
の
過
程
で
現
在
の
安
全
基
準
を
満

た
す
た
め
に
ど
こ
ま
で
現
代
技
術
を
導

入
で
き
る
の
か
。こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

土
木
の
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
」。復
旧

事
業
が
完
了
す
れ
ば
多
く
の
市
民
、観
光

客
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
安
全
を

い
か
に
担
保
す
る
か
、プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
と
し
て
文
化
財
修
復
の
現
場
に
向

き
合
う
姿
勢
を
常
に
意
識
し
て
い
る
と

話
し
て
く
れ
た
。

　
今
年
の
夏
以
降
、石
垣
の
積
上
げ
が
始

ま
り「
復
旧
」が
本
格
化
す
る
。現
場
は
新

た
な
フ
ェ
ー
ズ
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。

崩落した石材はプロフィールと「顔写真」と合わせて石材カル
テに記録される。崩落石には「テ」の文字が記される。転石の

「テ」だ。「テ」と書かれた石はその後の調査によって元の場
所を突き止める。

左／三の丸石垣を支える根石、胴木も検出。当時の土木技術を知る手がかりにもなる。中・右／今後着手される石の積上げに向けて試験施工を実施している。本来の盛土、
裏込め、石材のすべてが文化財だ。これらをどのように復元するのか詳細に検討する必要がある。裏込めは安山岩、盛土は主に花崗岩の風化土であることが判明している。（提供：鹿島建設㈱）

椿 治彦　Haruhiko Tsubaki

鹿島建設株式会社
丸亀城石垣復旧工事事務所
所長

境 吉彦　Yoshihiko Sakai

鹿島建設株式会社
丸亀城石垣復旧工事事務所
副所長

グラウンドアンカーは20ｍほど先の亀山の岩盤層に定
着している。遺構が確認されるとこれを避けてアンカーの
仕様や間隔を変更する。盛土も文化財だ。法面を雨水
から保護する吹付モルタルの下には不織布を敷設し、
旧盛土と分離している。

マッチングシステムの概要

崩落後の石材（子データ）が、崩落前の石垣（親データ）のどの位置
のものか、似た画像を特定する一連の作業を繰り返し行って検索す
る。画像解析技術により親データと子データとをマッチングさせる。
子データを少しずつ回転させて都度合致させていく。

15 142024.0115



蘇
る
琉
球
王
国

文
化
の
象
徴

内閣府沖縄総合事務局
清水建設株式会社

首里城正殿復元工事

「
見
せ
る
復
興
」を

体
現
す
る

　
沖
縄
県
那
覇
市
の
首
里
城
か
ら
火
の

手
が
上
が
っ
た
の
は
二
〇
一
九
年
十
月

三
十
一
日
未
明
、惨
禍
は
そ
の
日
の
う
ち

に
全
国
に
報
じ
ら
れ
た
。一
部
が
世
界
遺

産
に
認
定
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
建
造
物

が
、ま
だ
ほ
の
暗
い
闇
の
な
か
で
火
炎
に

包
ま
れ
る
映
像
は
記
憶
に
新
し
い
。火
は

一
一
時
間
に
わ
た
っ
て
燃
え
続
け
、正
殿

を
は
じ
め
九
施
設
が
失
わ
れ
た
。十
四
世

紀
頃
に
創
建
さ
れ
た
首
里
城
は
、こ
れ
ま

で
に
幾
度
と
な
く
火
災
や
太
平
洋
戦
争

の
戦
禍
に
さ
ら
さ
れ
、焼
失
と
再
建
を
繰

り
返
し
て
き
た
。今
回
の
火
災
で
灰
燼
に

帰
し
た
正
殿
は
一
九
九
二
年
の「
平
成
の

復
元
」に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
も
の
だ
。

警
察
、消
防
に
よ
る
調
査
で
も
火
災
原
因

の
特
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
政
府
は
同
年
十
二
月
に
首
里
城
復
元

に
向
け
た
基
本
方
針
を
決
定
、こ
れ
に

沿
っ
て
調
査
設
計
と
現
場
を
覆
う
素
屋

根
の
建
設
が
行
わ
れ
、二
〇
二
三
年
九

月
、正
殿
一
階
の
中
央
部
、御う

さ
す
か

差
床（
国

王
の
御
座
所
）付
近
に
初
め
て
柱
が
立
て

ら
れ
た
。火
災
か
ら
四
年
、こ
の
立
柱
式

を
経
て
正
殿
の
修
復「
令
和
の
復
元
」が

始
ま
っ
て
い
る
。復
元
事
業
に
つ
い
て
、

首
里
城
復
元
整
備
推
進
室
の
新
垣
博
愛

副
室
長
と
施
工
の
指
揮
を
執
る
清
水
・

國
場
・
大
米
Ｊ
Ｖ
の
川
上
広
行
所
長
に

お
話
を
伺
っ
た
。

　
復
元
方
針
に
つ
い
て
、新
垣
副
室
長
は

「
三
本
柱
」を
掲
げ
て
い
る
と
こ
う
説
明

す
る
。「
一
つ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

防
災
な
ど
の
各
分
野
を
代
表
す
る
専
門

家
や
関
係
機
関
と
連
携
し
て
技
術
的
な

検
討
を
行
い
つ
つ
工
事
を
進
捗
さ
せ
る
こ

と
。二
つ
目
は
段
階
的
な
公
開
で
す
。復

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
こ
れ
ほ
ど
注

目
度
が
高
く
常
時
公
開
さ
れ
る
建
築
現

場
は
そ
う
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
。正
直
な
と

こ
ろ
最
初
は
戸
惑
い
も
あ
り
ま
し
た
が
、

実
際
に
は
職
員
と
技
能
者
の
士
気
や
責

任
感
は
高
ま
っ
て
い
る
。逆
に
良
か
っ
た

の
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
」と
川
上
所
長

は
話
す
。

　
同
氏
は「
平
成
の
復
元
」に
も
携
わ
っ

た
。当
時
は
一
職
員
だ
っ
た
が
今
は
所
長

と
し
て
采
配
を
振
る
。「
見
ら
れ
る
」現

場
と
い
う
点
が
平
成
の
復
元
と
大
き
く

異
な
る
点
で
自
身
に
と
っ
て
も
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
に
な
る
が
、責
任
感
も
増
し
て
く

る
と
話
す
。時
代
も
変
わ
っ
た
。働
き
方

改
革
の
一
環
で
週
休
二
日
を
原
則
と
し

て
動
く
現
場
で
は
、工
程
が
前
回
よ
り
少

し
厳
し
い
か
な
と
笑
っ
た
。

カ
ッ
コ
い
い

仕
事
で
魅
せ
る

　「
見
せ
る
復
興
」は「
見
ら
れ
る
復

興
」で
も
あ
る
と
、川
上
所
長
は
こ
う
言

葉
を
つ
な
ぐ
。「
技
能
者
た
ち
に
は
常
々

身
だ
し
な
み
は
も
ち
ろ
ん
、と
に
か
く

カ
ッ
コ
い
い
仕
事
を
し
ろ
と
。生
き
生
き

と
仕
事
を
し
て
、特
に
子
ど
も
や
若
い
人

元
工
事
の
過
程
を
一
般
に
公
開
し
て
情

報
発
信
を
し
て
い
き
ま
す
。更
に
地
域
振

興
と
観
光
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
。ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
損
壊
し
た
赤
瓦
の
漆

喰
剝
が
し
な
ど
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
、

復
興
の
一
端
に
触
れ
る
イ
ベ
ン
ト
を
催

し
て
き
ま
し
た
。今
後
も
復
興
過
程
で
そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
出
を
紡
い
で
い
た
だ
く
機

会
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
」。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
県
外
か
ら
訪
れ

る
観
光
客
が
主
と
な
る
。観
光
の
合
間
に

歴
史
的
建
造
物
の
復
元
に
関
わ
る
こ
と

が
で
き
た
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
寄
せ
ら
れ
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。

　
段
階
を
追
っ
て
現
場
を
公
開
す
る「
見

せ
る
復
興
」を
象
徴
す
る
の
が
、素
屋
根

内
の
正
殿
復
元
現
場
の
北
側
に
設
け
ら

れ
た
見
学
ル
ー
ト
だ
。ガ
ラ
ス
張
り
の
通

路
か
ら
は
、木
材
を
加
工
す
る
様
子
や
柱

や
梁
を
組
み
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
を
目
の
前

た
ち
の
注
目
を
促
す
仕
事
ぶ
り
を
見
せ

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。少
し
で
も
建
設

業
界
や
建
築
現
場
に
興
味
を
も
っ
て
も

ら
え
れ
ば
、見
せ
る
復
興
の
意
義
も
更

に
確
か
な
も
の
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま

す
」。建
設
業
界
は
担
い
手
不
足
だ
。次

世
代
を
担
う
若
者
た
ち
の
共
感
、入
職
に

向
け
た
意
欲
を
少
し
で
も
醸
成
で
き
れ

ば
と
話
す
。

　
実
際
、現
場
に
は
静
か
な
熱
気
が
満

ち
て
い
る
。若
手
の
ス
タ
ッ
フ
が
意
外
と

多
い
。ベ
テ
ラ
ン
だ
け
で
は
な
く
若
手
技

能
者
も
そ
れ
ぞ
れ
が
集
中
し
て
黙
々
と

作
業
に
当
た
っ
て
い
る
。見
せ
る
復
興
は

新垣 博愛　Hiroyoshi Arakaki

内閣府沖縄総合事務局
国営沖縄記念公園事務所 
首里出張所出張所長 
首里城復元整備推進室副室長

1本目の柱として直径約40cm、長さ約720cmの檜柱が建て込まれた。
（提供：清水建設㈱） 復元される令和の正殿のイメージ。（提供：内閣府沖縄総合事務局）

火災前の首里城の姿。（提供：内閣府沖縄総合事務局）

〝
魅
せ
る
現
場
〟と
し
て
も
効
果
を
上
げ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　
そ
う
し
た
若
い
担
い
手
、技
術
者
の
育

成
も
こ
の
現
場
の
大
き
な
課
題
の
一
つ

だ
。新
垣
副
室
長
は
技
術
の
継
承
、人
材

育
成
に
つ
い
て
は
国
と
県
、沖
縄
県
立
芸

術
大
学
、（
一
財
）沖
縄
美
ら
島
財
団
の

四
者
で
技
術
継
承
に
関
わ
る
連
携
協
定

を
締
結
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
う

話
す
。「
学
生
な
ど
を
対
象
に
座
学
か
ら

実
技
ま
で
経
験
で
き
る
研
修
を
は
じ
め
、

現
場
見
学
や
漆
塗
り
作
業
の
現
場
体
験

な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
現
場

で
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
通
し
て
技
術
者
を
育
成
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す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
ま
す
」。沖
縄

独
自
の
建
築
技
術
を
育
む
施
策
が
、こ
の

復
興
を
通
し
て
始
ま
っ
て
い
る
。

意
匠
と
安
全
を

両
輪
と
し
て

　
改
め
て
国
が
示
し
た
基
本
方
針
や
工

程
表
を
見
る
と
、「
防
火
対
策
の
強
化
に

向
け
最
大
限
の
措
置
を
講
じ
る
」と
記

さ
れ
て
い
る
。今
回
の
火
災
原
因
は
解
明

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の「
焼
失
」し
た
こ

と
は
事
実
だ
。今
後
、ハ
ー
ド
整
備
、ソ

フ
ト
対
応
を
両
輪
と
す
る
防
災
防
火
対

策
を
綿
密
に
計
画
、実
施
す
る
。新
垣
副

室
長
は
二
度
と
火
災
を
起
こ
さ
な
い
た

め
の
防
災
と
、往
時
の
建
物
と
し
て
の
意

匠
性
、そ
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
こ
う
説
明
す
る
。「
ハ
ー
ド
面
で

は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
や
連
結
送
水
管
を

新
設
す
る
な
ど
防
災
防
火
対
策
を
強
化

し
ま
す
。ソ
フ
ト
対
策
と
し
て
は
、既
に

月
に
一
回
以
上
防
災
訓
練
を
実
施
し
て

い
ま
す
。更
に
工
事
監
視
警
備
室
は
今
も

二
四
時
間
体
制
で
稼
働
、工
事
中
と
は
い

え
火
災
の
懸
念
が
ゼ
ロ
で
は
な
い
の
で
、

素
屋
根
の
な
か
の
状
況
を
四
人
態
勢
で

常
時
監
視
し
て
い
ま
す
」。

　
正
殿
を
往
時
の
姿
に
戻
す
こ
と
と
安

全
性
の
担
保
は
、首
里
城
復
元
現
場
で
も

大
き
な
課
題
に
な
る
。平
成
の
復
元
に
も

携
わ
っ
た
川
上
所
長
は
個
人
的
な
見
解

と
し
て
、正
殿
の
な
か
の
火
災
原
因
に
な

る
よ
う
な
も
の
は
す
ぐ
に
は
思
い
浮
か
ば

な
い
と
首
を
か
し
げ
る
。そ
れ
で
も
事
実

を
踏
ま
え
て
防
火
、防
災
対
策
を
と
る
こ

と
は
、や
は
り
必
須
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
私
は
技
術
屋
で
す
か
ら
首
里
城
を
往

時
の
姿
に
戻
す
こ
と
を
旨
と
し
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
す
る

こ
と
を
誇
り
に
感
じ
て
い
ま
す
が
、国
内

外
か
ら
不
特
定
多
数
の
方
が
来
ら
れ
る

の
で
、安
全
性
の
担
保
は
重
要
に
な
る
と

自
覚
し
て
い
ま
す
」。天
井
に
は
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
を
設
置
す
る
。平
成
の
復
元
で

は
除
外
さ
れ
た
設
備
な
ど
も
新
設
さ
れ

る
。美
観
上
の
ジ
レ
ン
マ
は
少
な
か
ら
ず

あ
る
と
心
中
を
明
か
し
た
。

平
成
の
復
元
を
超
え
る

　
首
里
城
は
一
見
中
国
の
建
築
様
式
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、そ
れ
以
上
に
琉
球
王
国
独
自
の
文
化

に
基
づ
く
設
計
・
意
匠
が
な
さ
れ
て
い

る
。中
国
や
朝
鮮
の
建
築
物
が
モ
チ
ー
フ

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

正
殿
が
三
階
建
て
で
あ
る
こ
と
、柱
に
彫

刻
が
施
さ
れ
て
い
る
点
や
、日
本
の
寺
社

建
築
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
な

ど
、独
自
性
は
際
立
っ
て
い
る
。令
和
の

復
元
で
は
そ
の
独
自
性
を
更
に
追
求
す

る
。「
焼
失
は
残
念
な
こ
と
で
す
が
、こ

れ
を
機
に
よ
り
正
確
、忠
実
に
復
元
し
よ

う
と
い
う
前
向
き
な
見
方
も
あ
り
ま
す
。

塗
装
に
は
市
販
品
で
は
な
く
自
然
由
来

の
顔
料
を
調
達
し
、採
用
す
る
計
画
が
あ

り
ま
す
。古
写
真
な
ど
詳
細
な
資
料
も

見
つ
か
り
、瓦
の
文
様
や
屋
根
構
造
な
ど

往
時
の
意
匠
を
可
能
な
限
り
再
現
し
よ

う
と
す
る
計
画
が
い
く
つ
も
練
ら
れ
て
い

ま
す
」と
新
垣
副
室
長
は
意
気
込
ん
で
い

る
。

沖
縄
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す

　
新
垣
副
室
長
は
、沖
縄
県
民
は
い
ま
だ

に
本
土
に
引
け
目
を
感
じ
て
い
る
部
分

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
話
す
。「
私
自

身
を
含
め
、沖
縄
県
民
は
沖
縄
の
歴
史
を

あ
ま
り
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。現
在
も
学
校
教
育
で
歴
史

や
文
化
な
ど
を
学
ぶ
機
会
は
均
一
で
は

な
く
、む
し
ろ
少
な
い
と
も
感
じ
て
い
ま

す
。首
里
城
復
元
を
通
し
て
琉
球
王
国
を

築
い
た
先
人
た
ち
の
知
恵
や
想
い
に
触

れ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。首

里
城
公
園
を
訪
れ
る
こ
と
が
、沖
縄
の
歴

史
や
文
化
に
愛
着
を
持
ち
、更
に
は
ウ
チ

ナ
ー
ン
チ
ュ
と
し
て
の
誇
り
を
持
つ
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
嬉
し
い
で
す
」。

　
そ
の
道
筋
を
つ
け
る
べ
く
、工
事
は

二
〇
二
六
年
の
完
工
を
目
指
し
て
着
々

と
進
捗
し
て
い
る
。先
は
長
い
。緊
張
感

に
満
ち
た
日
々
が
続
い
て
い
く
だ
ろ
う

と
川
上
所
長
は
気
を
引
き
締
め
て
い
る
。

「
職
員
、技
能
者
た
ち
の
士
気
は
と
て

も
高
い
。皆
熱
い
想
い
を
も
っ
て
現
場
に

立
っ
て
い
ま
す
。今
後
は
人
数
も
増
え
て

く
る
で
し
ょ
う
。建
築
現
場
に
慣
れ
て
い

な
い
ス
タ
ッ
フ
の
安
全
意
識
を
徹
底
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。貴
重
な
資
材
の
供
給

に
合
わ
せ
た
工
程
管
理
も
課
題
に
な
る
。

気
を
抜
か
ず
に
安
全
第
一
で
こ
の
現
場

を
全
う
し
て
い
き
ま
す
」と
話
し
て
く
れ

た
。

技術者、技能者たちのなかには本土で勤めていた会社を辞して戻ってきた人や、宮大工を養成する専門学校を卒業したばかりの若手もいる。皆熱い志をもって首里城の復興に
向き合っている。その眼差しは例外なく真剣そのものだ。

現場に沿うように見学通路が設けられた。「見せる復興の現場でコケる姿を見せるわけにはいかない」と川上所長は笑う。

素屋根の壁面には復元後の首里城の姿が描かれ、見学者にそのイメージを印
象付けている。

琉球王国時代の古文書には首里城の修繕のために久志間切（現在の
名護市久志周辺）で漆塗装の顔料調達を指示したという記述がある。今
回はこの久志間切弁柄を塗装材料として採用する計画がある。「以前より
は落ち着いた朱色の首里城が見られるかもしれません」と新垣副室長は
話す。（提供：内閣府沖縄総合事務局）

正殿に使われる木材は予備材も含めて534本。4本しかない貴重な長崎県産のイヌマキは正殿
正面の向拝柱に使われる。

川上 広行　Hiroyuki Kawakami

清水・國場・大米 特定建設工事共同企業体
首里城正殿復元整備工事
所長
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