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も
く
じ 私たちのまわりには、

古めかしい洋館や、立派なお屋敷、歴史のある校舎に、

清楚な神社、荘厳な寺院や、可愛らしい教会、

そして大きなレンガの工場に、役割を終えた電波塔など、

年月を重ねた建物がごく自然にまちにとけ込んでいます。

そういった文化財として貴重な建物を、国登録有形文化財といいます。

日本には他にも、重要文化財や国宝などに指定された建物があり、

現在その総数は、１万６０００件に上ります。

市指定・県指定のものを含めると、さらにその数は増えますが、

一方で、フランスの規定する歴史的記念物の４万6０００件には遠くおよびません。

日本は文化的には、まだ発展途上なのです。

本書は、愛知県にある国登録有形文化財を中心とした

文化財建造物の魅力を紹介する本です。

今回は「まちのシンボル編」として、近世から近現代にかけて建てられた、公会堂など

の公共施設、またホテルや銀行、灯台など、多様な建物を取り上げています。

それらはすべて、あたりまえに残ってきたわけではありません。

多くの人々の努力で残されてきたものも少なくないのです。

そういった意味では、残された建物はすべて価値のある良い建築といえます。

そんな身近にある良い建築を知ることで、

私たちのまちとその風景を大切に思う気持ちにつながってほしいと思います。

パリの美しい街並みも、フランスの人々がその重要性に気がつき、

建物と景観を大切に保存するまでに、多くの経験を積んできました。

この本が、建物とまちの歴史を知る一助になることを願っています。
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帝
冠
様
式

　
こ
れ
ら
日
本
建
築
の
屋
根
の
か
た
ち
が
再

び
注
目
さ
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
、明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
建
築

に
代
わ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
和
風
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。そ
の
は
じ

ま
り
は
、大
正
４
年
の
明
治
神
宮
宝
物
館
の
コ

ン
ペ
と
考
え
ら
れ
、和
洋
折
衷
の
デ
ザ
イ
ン
は

審
査
員
の
伊
東
忠
太
ら
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、名
古
屋
城
天
守
の
屋
根
の
か
た

ち
を
模
し
た
名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
本
館
へ
つ
な
が
り
、

ま
た
中
国
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
徳
川
美
術
館

本
館
や
寺
院
建
築
の
意
匠
に
範
を
求
め
た
昭

和
塾
堂
の
よ
う
な
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
和
風
の
屋
根
が
洋
風
の
建
物
に
の

せ
ら
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を「
帝
冠
様
式
」と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
、当
時
の
日
本
が
軍
国
主
義
を

推
し
進
め
て
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
、世
界
の

強
国
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
き
た
時
代
の
気

分
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

洋
風
の
か
た
ち

　
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
は
遡
っ
て
、江
戸
時
代

の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
は
、先

進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
追
い
つ
く
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
文
物
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
洋
風
建
築
は
、当
時
の
町
並
み
で

異
彩
を
放
つ
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　
そ
ん
な
洋
風
建
築
で
す
が
、本
格
的
な
西

洋
建
築
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、長
崎
や

横
浜
、神
戸
な
ど
の
居
留
地
の
洋
館
を
真
似

た
擬
洋
風
建
築
が
最
初
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
大
工
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
た
め
、洋
風
と
和
風
が
混
ざ
り
合
っ
た
不

思
議
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
ま
す
。擬
洋
風
の

デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
後
も
長
く
残
り
、小
弓
の
庄

や
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
に
そ
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 
本
格
的
な
西
洋
建
築
と
オ
ー
ダ
ー

　
一
方
、明
治
10
年
に
工
部
大
学
校（
後
の
帝

国
大
学
。現
在
の
東
京
大
学
）に
イ
ギ
リ
ス
人

建
築
家
の
ジ
ョ
サ
イ
ア・コ
ン
ド
ル
が
就
任
し

た
の
を
皮
切
り
に
、各
省
庁
の
招
き
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
家
た
ち
が
来
日
し
、本
格
的
な

西
洋
建
築
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、西
洋
建
築
の
源
流
は
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
遡
り
ま
す
。中
で
も
、柱
と
梁
が
均
整

の
と
れ
た
姿
に
な
る
こ
と
を
探
求
し
た

「
オ
ー
ダ
ー
」と
、そ
の
上
に
の
る
ペ
デ
ィ
メ
ン

ト（
破
風
）の
組
み
合
わ
せ
は
重
要
な
デ
ザ
イ

ン
の
基
点
に
な
り
ま
す
。

　
オ
ー
ダ
ー
は
、ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
、

コ
リ
ン
ト
式
の
３
つ
の
柱
頭
飾
り
に
分
け
ら

れ
、ま
た
円
柱
の
直
径
か
ら
全
体
の
大
き
さ

を
決
め
る
シ
ュ
ム
メ
ト
リ
ア
と
い
う
比
例
の
大

系
も
つ
く
り
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
探
求

さ
れ
た
美
の
到
達
点
が
、ユ
ネ
ス
コ
の
マ
ー
ク

の
元
に
な
っ
た
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
オ
ー
ダ
ー
は
、そ
の
後

ロ
ー
マ
建
築
に
受
け
継
が
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
広
が
り
、コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
の
巨
大
建
築

の
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
は
、ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
や
ロ
マ

ネ
ス
ク
建
築
な
ど
に
変
容
を
遂
げ
、後
者
は

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
む
素
地
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
巷
に
あ
ふ
れ
る
旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
本
に

は
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
建

物
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
建
物
は
、ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ

る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
、そ
の
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
の
冊
子
で
は
、そ
ん
な
の
建
物
の
う
ち
で

も
、登
録
文
化
財
を
中
心
に
取
り
上
げ
、歴
史

的
背
景
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
建
物

の
デ
ザ
イ
ン
は
、建
築
の
歴
史
と
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、市
役
所
の
屋
根
が

城
郭
の
天
守
風
に
な
っ
て
い
た
り
、裁
判
所

や
銀
行
が
西
洋
建
築
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
建
物
の
か

た
ち
に
は
、そ
こ
に
つ
な
が
る
歴
史
的
な
背

景
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
背
景
を
紐

解
き
、そ
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
風
の
屋
根

　
日
本
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
に
、屋
根
の
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。例
え

ば
、神
社
の
社
殿
の
屋
根
に
の
る
千
木
や
棟
の

上
に
並
ぶ
堅
魚
木
は
、古
代
の
王
の
住
ま
い
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
瓦
が
葺
か
れ
た
寺
院
建
築
も
特
徴
的

な
屋
根
を
し
て
い
ま
す
。大
き
な
屋
根
の
棟
先

に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
先
が
す
っ
と
反
っ
て
い
る

姿
は
日
本
独
自
の
美
し
さ
で
す
。と
り
わ
け
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
の
五
重
塔
は
、２
５
０
０
年

前
に
入
滅
し
た
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
収
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
塚
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
初
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
頂
上
の
小
さ
な
傘
だ
っ

た
も
の
が
、徐
々
に
大
き
な
屋
根
に
な
り
、や

が
て
中
国
で
五
重
塔
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
。

天
守
と
屋
根

　
日
本
の
建
築
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
屋

根
は
、城
郭
の
天
守
で
す
。高
い
石
垣
の
上
に
千

鳥
破
風
や
唐
破
風
が
重
な
る
華
や
か
な
外
観

は
、ま
ち
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在

で
す
。ま
た
屋
根
の
頂
上
に
い
る
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
重
要
な
装
飾
の
一
つ
で
す
。

　
屋
根
が
重
層
す
る
天
守
の
登
場
は
16
世
紀

の
初
頭
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、入
母
屋
屋
根
の

上
に
楼
閣
を
の
せ
た
形
状
か
ら「
望
楼
型
天

守
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。犬
山
城
天
守
は
こ

の
形
式
を
残
す
日
本
で
最
古
の
天
守
で
す
。

　
ま
た
、望
楼
型
天
守
は
織
田
信
長
が
建
設

し
た
安
土
城
で
大
き
く
進
歩
し
た
と
考
え
ら

れ
、記
録
に
残
る
華
や
か
な
天
守
の
姿
は
、室

町
時
代
の
鹿
苑
寺
金
閣
な
ど
の
楼
閣
建
築
に

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
守
は
そ
の
後
、名
古
屋
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な「
層
塔
型
天
守
」が
誕
生
し
、よ
り
高
く
て

豪
壮
な
姿
は
城
下
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま

し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
様
式
の
誕
生

　

15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、

ロ
ー
マ
建
築
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
オ
ー

ダ
ー
が
再
解
釈
さ
れ
、ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
が
誕

生
し
ま
す
。こ
の
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ

広
ま
り
、国
や
時
代
に
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
、

ロ
コ
コ
様
式
、新
古
典
主
義
様
式
な
ど
を
生
み

出
し
、発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
外
遊

し
た
建
築
家
鈴
木
禎
次
は
、鶴
舞
公
園
噴
水

塔
や
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
を
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
に
の
っ
と
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
設
計
し
ま

し
た
。ま
た
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
は
、ド

イ
ツ
の
建
築
家
エ
ン
デ
と
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
伝
え

た
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
流
れ
を
汲
む
建

築
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、明
治
後
期
ご
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
ら
様
式
建
築
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
た
に

登
場
し
た
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル
デ
コ
な
ど

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

大
野
宿
鳳
来
館
や
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
新
し
い
か
た
ち

　
18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、産
業
革
命
と
共

に
発
展
し
て
き
た
蒸
気
機
関
に
合
わ
せ
て
、鋼

材
を
用
い
た
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。鉄
道
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
、

川
を
渡
る
鉄
橋
の
建
設
は
、後
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

の
よ
う
な
高
層
建
築
の
誕
生
を
促
し
ま
し
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
に
は
、新
し
い
セ
メ
ン
ト
の
開

発
や
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
の
骨
組
み
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
が
登

場
し
、徐
々
に
建
築
へ
も
応
用
さ
れ
始
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
ら
新
技
術
が
も
た
ら
し
た
最
大

の
特
徴
は
、建
物
の
大
き
さ
で
し
た
。

　
そ
ん
な
新
し
い
技
術
の
登
場
で
、様
式
建
築

は
次
第
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
探
求
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
運
動
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、ド
イ
ツ
で
登
場
し
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
表
現
主
義
に
倣
っ
た
デ

ザ
イ
ン
で
、豊
橋
市
公
会
堂
は
ア
メ
リ
カ
で
流
行

し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
と
ネ
オ・ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
デ
ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
新
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
な
ど
を
用
い
た

大
規
模
な
建
物
が
、新
た
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
古
来
よ
り
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う

な
建
物
に
は
、二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
、も
う
一
つ
は
信

仰
の
象
徴
と
し
て
で
す
。

　
戦
後
、集
約
電
波
塔
の
機
能
と
観
光
タ

ワ
ー
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
は
、そ
ん
な
従
来
の
枠
を
超
え
た
新
し
い

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、東
京
タ
ワ
ー
や
通

天
閣
な
ど
の
建
設
を
牽
引
し
ま
し
た
。

　
ま
た
近
年
、戦
後
に
建
て
ら
れ
た
近
現
代

の
建
物
と
合
わ
せ
て
、野
間
埼
灯
台
の
よ
う

な
土
木
構
築
物
に
つ
い
て
も
評
価
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
建
物
に
は
、そ
ん
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
て
、今
も
そ
の
価
値

が
見
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。

愛
知
の
建
物
、

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
編

ち  

ぎ

か
つ
お
ぎ

ふ

し  

び

は  

ふ

さ
か
の
ぼ

い
り
も
やぼ

う
ろ
う

ろ
く
お
ん
じ

そ
う
と
う
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帝
冠
様
式

　
こ
れ
ら
日
本
建
築
の
屋
根
の
か
た
ち
が
再

び
注
目
さ
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
、明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
建
築

に
代
わ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
和
風
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。そ
の
は
じ

ま
り
は
、大
正
４
年
の
明
治
神
宮
宝
物
館
の
コ

ン
ペ
と
考
え
ら
れ
、和
洋
折
衷
の
デ
ザ
イ
ン
は

審
査
員
の
伊
東
忠
太
ら
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、名
古
屋
城
天
守
の
屋
根
の
か
た

ち
を
模
し
た
名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
本
館
へ
つ
な
が
り
、

ま
た
中
国
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
徳
川
美
術
館

本
館
や
寺
院
建
築
の
意
匠
に
範
を
求
め
た
昭

和
塾
堂
の
よ
う
な
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
和
風
の
屋
根
が
洋
風
の
建
物
に
の

せ
ら
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を「
帝
冠
様
式
」と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
、当
時
の
日
本
が
軍
国
主
義
を

推
し
進
め
て
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
、世
界
の

強
国
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
き
た
時
代
の
気

分
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

洋
風
の
か
た
ち

　
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
は
遡
っ
て
、江
戸
時
代

の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
は
、先

進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
追
い
つ
く
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
文
物
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
洋
風
建
築
は
、当
時
の
町
並
み
で

異
彩
を
放
つ
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　
そ
ん
な
洋
風
建
築
で
す
が
、本
格
的
な
西

洋
建
築
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、長
崎
や

横
浜
、神
戸
な
ど
の
居
留
地
の
洋
館
を
真
似

た
擬
洋
風
建
築
が
最
初
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
大
工
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
た
め
、洋
風
と
和
風
が
混
ざ
り
合
っ
た
不

思
議
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
ま
す
。擬
洋
風
の

デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
後
も
長
く
残
り
、小
弓
の
庄

や
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
に
そ
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 
本
格
的
な
西
洋
建
築
と
オ
ー
ダ
ー

　
一
方
、明
治
10
年
に
工
部
大
学
校（
後
の
帝

国
大
学
。現
在
の
東
京
大
学
）に
イ
ギ
リ
ス
人

建
築
家
の
ジ
ョ
サ
イ
ア・コ
ン
ド
ル
が
就
任
し

た
の
を
皮
切
り
に
、各
省
庁
の
招
き
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
家
た
ち
が
来
日
し
、本
格
的
な

西
洋
建
築
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、西
洋
建
築
の
源
流
は
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
遡
り
ま
す
。中
で
も
、柱
と
梁
が
均
整

の
と
れ
た
姿
に
な
る
こ
と
を
探
求
し
た

「
オ
ー
ダ
ー
」と
、そ
の
上
に
の
る
ペ
デ
ィ
メ
ン

ト（
破
風
）の
組
み
合
わ
せ
は
重
要
な
デ
ザ
イ

ン
の
基
点
に
な
り
ま
す
。

　
オ
ー
ダ
ー
は
、ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
、

コ
リ
ン
ト
式
の
３
つ
の
柱
頭
飾
り
に
分
け
ら

れ
、ま
た
円
柱
の
直
径
か
ら
全
体
の
大
き
さ

を
決
め
る
シ
ュ
ム
メ
ト
リ
ア
と
い
う
比
例
の
大

系
も
つ
く
り
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
探
求

さ
れ
た
美
の
到
達
点
が
、ユ
ネ
ス
コ
の
マ
ー
ク

の
元
に
な
っ
た
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
オ
ー
ダ
ー
は
、そ
の
後

ロ
ー
マ
建
築
に
受
け
継
が
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
広
が
り
、コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
の
巨
大
建
築

の
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
は
、ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
や
ロ
マ

ネ
ス
ク
建
築
な
ど
に
変
容
を
遂
げ
、後
者
は

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
む
素
地
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
巷
に
あ
ふ
れ
る
旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
本
に

は
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
建

物
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
建
物
は
、ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ

る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
、そ
の
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
の
冊
子
で
は
、そ
ん
な
の
建
物
の
う
ち
で

も
、登
録
文
化
財
を
中
心
に
取
り
上
げ
、歴
史

的
背
景
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
建
物

の
デ
ザ
イ
ン
は
、建
築
の
歴
史
と
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、市
役
所
の
屋
根
が

城
郭
の
天
守
風
に
な
っ
て
い
た
り
、裁
判
所

や
銀
行
が
西
洋
建
築
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
建
物
の
か

た
ち
に
は
、そ
こ
に
つ
な
が
る
歴
史
的
な
背

景
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
背
景
を
紐

解
き
、そ
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
風
の
屋
根

　
日
本
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
に
、屋
根
の
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。例
え

ば
、神
社
の
社
殿
の
屋
根
に
の
る
千
木
や
棟
の

上
に
並
ぶ
堅
魚
木
は
、古
代
の
王
の
住
ま
い
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
瓦
が
葺
か
れ
た
寺
院
建
築
も
特
徴
的

な
屋
根
を
し
て
い
ま
す
。大
き
な
屋
根
の
棟
先

に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
先
が
す
っ
と
反
っ
て
い
る

姿
は
日
本
独
自
の
美
し
さ
で
す
。と
り
わ
け
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
の
五
重
塔
は
、２
５
０
０
年

前
に
入
滅
し
た
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
収
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
塚
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
初
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
頂
上
の
小
さ
な
傘
だ
っ

た
も
の
が
、徐
々
に
大
き
な
屋
根
に
な
り
、や

が
て
中
国
で
五
重
塔
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
。

天
守
と
屋
根

　
日
本
の
建
築
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
屋

根
は
、城
郭
の
天
守
で
す
。高
い
石
垣
の
上
に
千

鳥
破
風
や
唐
破
風
が
重
な
る
華
や
か
な
外
観

は
、ま
ち
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在

で
す
。ま
た
屋
根
の
頂
上
に
い
る
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
重
要
な
装
飾
の
一
つ
で
す
。

　
屋
根
が
重
層
す
る
天
守
の
登
場
は
16
世
紀

の
初
頭
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、入
母
屋
屋
根
の

上
に
楼
閣
を
の
せ
た
形
状
か
ら「
望
楼
型
天

守
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。犬
山
城
天
守
は
こ

の
形
式
を
残
す
日
本
で
最
古
の
天
守
で
す
。

　
ま
た
、望
楼
型
天
守
は
織
田
信
長
が
建
設

し
た
安
土
城
で
大
き
く
進
歩
し
た
と
考
え
ら

れ
、記
録
に
残
る
華
や
か
な
天
守
の
姿
は
、室

町
時
代
の
鹿
苑
寺
金
閣
な
ど
の
楼
閣
建
築
に

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
守
は
そ
の
後
、名
古
屋
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な「
層
塔
型
天
守
」が
誕
生
し
、よ
り
高
く
て

豪
壮
な
姿
は
城
下
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま

し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
様
式
の
誕
生

　

15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、

ロ
ー
マ
建
築
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
オ
ー

ダ
ー
が
再
解
釈
さ
れ
、ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
が
誕

生
し
ま
す
。こ
の
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ

広
ま
り
、国
や
時
代
に
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
、

ロ
コ
コ
様
式
、新
古
典
主
義
様
式
な
ど
を
生
み

出
し
、発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
外
遊

し
た
建
築
家
鈴
木
禎
次
は
、鶴
舞
公
園
噴
水

塔
や
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
を
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
に
の
っ
と
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
設
計
し
ま

し
た
。ま
た
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
は
、ド

イ
ツ
の
建
築
家
エ
ン
デ
と
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
伝
え

た
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
流
れ
を
汲
む
建

築
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、明
治
後
期
ご
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
ら
様
式
建
築
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
た
に

登
場
し
た
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル
デ
コ
な
ど

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

大
野
宿
鳳
来
館
や
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
新
し
い
か
た
ち

　
18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、産
業
革
命
と
共

に
発
展
し
て
き
た
蒸
気
機
関
に
合
わ
せ
て
、鋼

材
を
用
い
た
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。鉄
道
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
、

川
を
渡
る
鉄
橋
の
建
設
は
、後
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

の
よ
う
な
高
層
建
築
の
誕
生
を
促
し
ま
し
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
に
は
、新
し
い
セ
メ
ン
ト
の
開

発
や
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
の
骨
組
み
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
が
登

場
し
、徐
々
に
建
築
へ
も
応
用
さ
れ
始
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
ら
新
技
術
が
も
た
ら
し
た
最
大

の
特
徴
は
、建
物
の
大
き
さ
で
し
た
。

　
そ
ん
な
新
し
い
技
術
の
登
場
で
、様
式
建
築

は
次
第
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
探
求
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
運
動
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、ド
イ
ツ
で
登
場
し
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
表
現
主
義
に
倣
っ
た
デ

ザ
イ
ン
で
、豊
橋
市
公
会
堂
は
ア
メ
リ
カ
で
流
行

し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
と
ネ
オ・ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
デ
ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
新
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
な
ど
を
用
い
た

大
規
模
な
建
物
が
、新
た
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
古
来
よ
り
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う

な
建
物
に
は
、二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
、も
う
一
つ
は
信

仰
の
象
徴
と
し
て
で
す
。

　
戦
後
、集
約
電
波
塔
の
機
能
と
観
光
タ

ワ
ー
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
は
、そ
ん
な
従
来
の
枠
を
超
え
た
新
し
い

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、東
京
タ
ワ
ー
や
通

天
閣
な
ど
の
建
設
を
牽
引
し
ま
し
た
。

　
ま
た
近
年
、戦
後
に
建
て
ら
れ
た
近
現
代

の
建
物
と
合
わ
せ
て
、野
間
埼
灯
台
の
よ
う

な
土
木
構
築
物
に
つ
い
て
も
評
価
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
建
物
に
は
、そ
ん
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
て
、今
も
そ
の
価
値

が
見
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。

ち
ゅ
う
た

ぎ
よ
う
ふ
う

こ
ゆ
み　
　

   

し
ょ
う

ち
ゅ
う
と
う
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帝
冠
様
式

　
こ
れ
ら
日
本
建
築
の
屋
根
の
か
た
ち
が
再

び
注
目
さ
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
、明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
建
築

に
代
わ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
和
風
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。そ
の
は
じ

ま
り
は
、大
正
４
年
の
明
治
神
宮
宝
物
館
の
コ

ン
ペ
と
考
え
ら
れ
、和
洋
折
衷
の
デ
ザ
イ
ン
は

審
査
員
の
伊
東
忠
太
ら
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、名
古
屋
城
天
守
の
屋
根
の
か
た

ち
を
模
し
た
名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
本
館
へ
つ
な
が
り
、

ま
た
中
国
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
徳
川
美
術
館

本
館
や
寺
院
建
築
の
意
匠
に
範
を
求
め
た
昭

和
塾
堂
の
よ
う
な
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
和
風
の
屋
根
が
洋
風
の
建
物
に
の

せ
ら
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を「
帝
冠
様
式
」と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
、当
時
の
日
本
が
軍
国
主
義
を

推
し
進
め
て
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
、世
界
の

強
国
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
き
た
時
代
の
気

分
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

洋
風
の
か
た
ち

　
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
は
遡
っ
て
、江
戸
時
代

の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
は
、先

進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
追
い
つ
く
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
文
物
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
洋
風
建
築
は
、当
時
の
町
並
み
で

異
彩
を
放
つ
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　
そ
ん
な
洋
風
建
築
で
す
が
、本
格
的
な
西

洋
建
築
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、長
崎
や

横
浜
、神
戸
な
ど
の
居
留
地
の
洋
館
を
真
似

た
擬
洋
風
建
築
が
最
初
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
大
工
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
た
め
、洋
風
と
和
風
が
混
ざ
り
合
っ
た
不

思
議
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
ま
す
。擬
洋
風
の

デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
後
も
長
く
残
り
、小
弓
の
庄

や
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
に
そ
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 
本
格
的
な
西
洋
建
築
と
オ
ー
ダ
ー

　
一
方
、明
治
10
年
に
工
部
大
学
校（
後
の
帝

国
大
学
。現
在
の
東
京
大
学
）に
イ
ギ
リ
ス
人

建
築
家
の
ジ
ョ
サ
イ
ア・コ
ン
ド
ル
が
就
任
し

た
の
を
皮
切
り
に
、各
省
庁
の
招
き
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
家
た
ち
が
来
日
し
、本
格
的
な

西
洋
建
築
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、西
洋
建
築
の
源
流
は
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
遡
り
ま
す
。中
で
も
、柱
と
梁
が
均
整

の
と
れ
た
姿
に
な
る
こ
と
を
探
求
し
た

「
オ
ー
ダ
ー
」と
、そ
の
上
に
の
る
ペ
デ
ィ
メ
ン

ト（
破
風
）の
組
み
合
わ
せ
は
重
要
な
デ
ザ
イ

ン
の
基
点
に
な
り
ま
す
。

　
オ
ー
ダ
ー
は
、ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
、

コ
リ
ン
ト
式
の
３
つ
の
柱
頭
飾
り
に
分
け
ら

れ
、ま
た
円
柱
の
直
径
か
ら
全
体
の
大
き
さ

を
決
め
る
シ
ュ
ム
メ
ト
リ
ア
と
い
う
比
例
の
大

系
も
つ
く
り
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
探
求

さ
れ
た
美
の
到
達
点
が
、ユ
ネ
ス
コ
の
マ
ー
ク

の
元
に
な
っ
た
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
オ
ー
ダ
ー
は
、そ
の
後

ロ
ー
マ
建
築
に
受
け
継
が
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
広
が
り
、コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
の
巨
大
建
築

の
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
は
、ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
や
ロ
マ

ネ
ス
ク
建
築
な
ど
に
変
容
を
遂
げ
、後
者
は

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
む
素
地
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
巷
に
あ
ふ
れ
る
旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
本
に

は
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
建

物
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
建
物
は
、ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ

る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
、そ
の
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
の
冊
子
で
は
、そ
ん
な
の
建
物
の
う
ち
で

も
、登
録
文
化
財
を
中
心
に
取
り
上
げ
、歴
史

的
背
景
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
建
物

の
デ
ザ
イ
ン
は
、建
築
の
歴
史
と
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、市
役
所
の
屋
根
が

城
郭
の
天
守
風
に
な
っ
て
い
た
り
、裁
判
所

や
銀
行
が
西
洋
建
築
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
建
物
の
か

た
ち
に
は
、そ
こ
に
つ
な
が
る
歴
史
的
な
背

景
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
背
景
を
紐

解
き
、そ
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
風
の
屋
根

　
日
本
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
に
、屋
根
の
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。例
え

ば
、神
社
の
社
殿
の
屋
根
に
の
る
千
木
や
棟
の

上
に
並
ぶ
堅
魚
木
は
、古
代
の
王
の
住
ま
い
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
瓦
が
葺
か
れ
た
寺
院
建
築
も
特
徴
的

な
屋
根
を
し
て
い
ま
す
。大
き
な
屋
根
の
棟
先

に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
先
が
す
っ
と
反
っ
て
い
る

姿
は
日
本
独
自
の
美
し
さ
で
す
。と
り
わ
け
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
の
五
重
塔
は
、２
５
０
０
年

前
に
入
滅
し
た
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
収
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
塚
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
初
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
頂
上
の
小
さ
な
傘
だ
っ

た
も
の
が
、徐
々
に
大
き
な
屋
根
に
な
り
、や

が
て
中
国
で
五
重
塔
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
。

天
守
と
屋
根

　
日
本
の
建
築
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
屋

根
は
、城
郭
の
天
守
で
す
。高
い
石
垣
の
上
に
千

鳥
破
風
や
唐
破
風
が
重
な
る
華
や
か
な
外
観

は
、ま
ち
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在

で
す
。ま
た
屋
根
の
頂
上
に
い
る
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
重
要
な
装
飾
の
一
つ
で
す
。

　
屋
根
が
重
層
す
る
天
守
の
登
場
は
16
世
紀

の
初
頭
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、入
母
屋
屋
根
の

上
に
楼
閣
を
の
せ
た
形
状
か
ら「
望
楼
型
天

守
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。犬
山
城
天
守
は
こ

の
形
式
を
残
す
日
本
で
最
古
の
天
守
で
す
。

　
ま
た
、望
楼
型
天
守
は
織
田
信
長
が
建
設

し
た
安
土
城
で
大
き
く
進
歩
し
た
と
考
え
ら

れ
、記
録
に
残
る
華
や
か
な
天
守
の
姿
は
、室

町
時
代
の
鹿
苑
寺
金
閣
な
ど
の
楼
閣
建
築
に

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
守
は
そ
の
後
、名
古
屋
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な「
層
塔
型
天
守
」が
誕
生
し
、よ
り
高
く
て

豪
壮
な
姿
は
城
下
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま

し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
様
式
の
誕
生

　

15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、

ロ
ー
マ
建
築
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
オ
ー

ダ
ー
が
再
解
釈
さ
れ
、ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
が
誕

生
し
ま
す
。こ
の
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ

広
ま
り
、国
や
時
代
に
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
、

ロ
コ
コ
様
式
、新
古
典
主
義
様
式
な
ど
を
生
み

出
し
、発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
外
遊

し
た
建
築
家
鈴
木
禎
次
は
、鶴
舞
公
園
噴
水

塔
や
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
を
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
に
の
っ
と
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
設
計
し
ま

し
た
。ま
た
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
は
、ド

イ
ツ
の
建
築
家
エ
ン
デ
と
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
伝
え

た
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
流
れ
を
汲
む
建

築
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、明
治
後
期
ご
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
ら
様
式
建
築
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
た
に

登
場
し
た
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル
デ
コ
な
ど

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

大
野
宿
鳳
来
館
や
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
新
し
い
か
た
ち

　
18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、産
業
革
命
と
共

に
発
展
し
て
き
た
蒸
気
機
関
に
合
わ
せ
て
、鋼

材
を
用
い
た
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。鉄
道
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
、

川
を
渡
る
鉄
橋
の
建
設
は
、後
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

の
よ
う
な
高
層
建
築
の
誕
生
を
促
し
ま
し
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
に
は
、新
し
い
セ
メ
ン
ト
の
開

発
や
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
の
骨
組
み
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
が
登

場
し
、徐
々
に
建
築
へ
も
応
用
さ
れ
始
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
ら
新
技
術
が
も
た
ら
し
た
最
大

の
特
徴
は
、建
物
の
大
き
さ
で
し
た
。

　
そ
ん
な
新
し
い
技
術
の
登
場
で
、様
式
建
築

は
次
第
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
探
求
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
運
動
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、ド
イ
ツ
で
登
場
し
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
表
現
主
義
に
倣
っ
た
デ

ザ
イ
ン
で
、豊
橋
市
公
会
堂
は
ア
メ
リ
カ
で
流
行

し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
と
ネ
オ・ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
デ
ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
新
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
な
ど
を
用
い
た

大
規
模
な
建
物
が
、新
た
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
古
来
よ
り
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う

な
建
物
に
は
、二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
、も
う
一
つ
は
信

仰
の
象
徴
と
し
て
で
す
。

　
戦
後
、集
約
電
波
塔
の
機
能
と
観
光
タ

ワ
ー
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
は
、そ
ん
な
従
来
の
枠
を
超
え
た
新
し
い

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、東
京
タ
ワ
ー
や
通

天
閣
な
ど
の
建
設
を
牽
引
し
ま
し
た
。

　
ま
た
近
年
、戦
後
に
建
て
ら
れ
た
近
現
代

の
建
物
と
合
わ
せ
て
、野
間
埼
灯
台
の
よ
う

な
土
木
構
築
物
に
つ
い
て
も
評
価
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
建
物
に
は
、そ
ん
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
て
、今
も
そ
の
価
値

が
見
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。

な
ら

け
ん
い
ん

89



photo：Hisao Takeuchi

日本建築史の中で、まちのシンボルとなり得る

大きな建物に転用できるデザインを過去から見出そうとした時、

城郭の天守に行き着いたのは必然だったのかも知れない。

column
建物を楽しむために

【建物を見るコツ】
　古い建物は見るだけで楽しいものです。旅先や、いつもの街並みの中で
良い建物を見つけた時は、まるで大切なたからものを手に入れたような気分
になります。
　建物を楽しむ手段はひとそれぞれですが、あえてガイドラインを紹介する
なら、まずは建物の周りの状況を眺めてみてください。なぜそこにその建物
がたっているのかを、道路や街並みをヒントに探ってみましょう。
　それから、建物をじっと見つめて、建物に漂っている雰囲気をじっくり感じ
てみましょう。もし上手くいかない時は、ディテール（細部）を目で追いかけ
てみてください。なんとなく感じていた雰囲気は、色味が理由かもしれませ
んし、細部に施された装飾が原因かもしれません。 
　雰囲気を味わえるようになったら、建物のたどってきた物語へ想像の翼を
広げてみましょう。年代や様式、デザイン、構造の種類などの知識があれば、
より鮮明に想像することができます。所有者やガイドボランティアから話を
聞くことも役に立つでしょう。
　建物を理解するうちに、その建物を大好きになっていれば、あなたはもう
立派な建築マニアです。

【まちのシンボル】
　実は、数ある文化財建造物のすべてが、まちのシンボルとしての性質を備えてい
ます。逆にいえば、定まったかたちがないのが面白さといえるかもしれません。
　ただ、シンボルとなり得る建物の背景には、必ずといっていいほど、そこに関
わった人々のドラマがあります。例えばそれは、外観の特徴的なかたちに、それを
選んだ人々の思いが詰まっていたり、あるいは取り壊しの危機に瀕した建物を残
すため、がむしゃらに努力した人々のエピソードが秘められていることもあります。
　そういったドラマを、残された資料や関係者から伺えれば、建物の存在をより
感動的に味わうことができるでしょう。

【建築マニアの嗜み】
　建物はそれを使用し管理する所有者がいて、はじめて姿を保つことができます。
見学する際には建物へのいたわりの心を持って、大切に扱いましょう。また、中には
見学のできない建物もあります。そういった場合は無理をしないこと。じっくり機会
を待てばいつか見ることができる、その日を信じて無茶をしないことも、建築マニア
の嗜みなのです。

和風のシンボル

10
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ま
し
た
。
や
が
て
現
在
の
名
鉄
蒲
郡
線
が
開
通
す
る

昭
和
４
年
ご
ろ
に
は
、常
磐
館
を
含
む
一
帯
が
観
光

地
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
す
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、外
国
人
観
光
客
の
誘
致
を
目

的
と
し
て
鉄
道
省
に
国
際
観
光
局
が
新
設
さ
れ
、大

蔵
省
か
ら
は
ホ
テ
ル
の
新
設
費
が
融
資
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
斡
旋
を
受
け
て
蒲
郡
ホ
テ
ル
が
誕
生

し
ま
し
た
。

　
ま
た
観
光
局
か
ら
の
要
望
で
、ホ
テ
ル
の
外
観
に
は

和
風
の
意
匠
が
求
め
ら
れ
、千
鳥
破
風
や
唐
破
風
が

重
層
し
望
楼
の
の
っ
た
特
徴
的
な
姿
と
な
り
ま
し
た
。

　
蒲
郡
ホ
テ
ル
は
戦
前
の
ホ
テ
ル
ブ
ー
ム
の
先
駆
け

と
し
て
全
国
に
名
を
知
ら
れ
、建
築
家
の
ブ
ル
ー
ノ・

タ
ウ
ト
を
は
じ
め
多
く
の
著
名
人
が
訪
れ
ま
し
た
。

ディ
テ
ー
ル
の
巧
み
さ

　
蒲
郡
ホ
テ
ル
を
訪
れ
て
感
じ
る
の
が
、い
わ
く
言

い
難
い
品
格
の
良
さ
で
す
。
建
物
は
外
観
の
印
象
よ

り
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
、和
風
の
デ
ザ

イ
ン
が
所
を
得
て
巧
み
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
を
引
き
締
め
て
い
る
の
が
木
造
の
デ
ィ

テ
ー
ル
で
、
屋
根
の
軒
下
の
垂
木
や
、
窓
周
り
に
配

さ
れ
た
手
す
り
、
入
口
で
客
を
迎
え
る
車
寄
せ
の

木
組
み
や
天
井
な
ど
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
物
に
違
和
感
な
く
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
丘
陵
の
高
低
差
を
利
用
し
た
フ
ロ
ア
計
画

も
見
事
で
、正
面
入
り
口
の
あ
る
１
階
と
客
室
の
あ

る
２
階
、
地
下
階
の
宴
会
場
は
そ
れ
ぞ
れ
和
風
の

庭
園
に
開
か
れ
て
い
て
、ス
ム
ー
ズ
に
外
部
空
間
と

接
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

蒲
郡
の
シ
ン
ボ
ル

　
車
寄
せ
の
真
鍮
製
の
扉
を
く
ぐ
る
と
、木
調
の
ロ

ビ
ー
が
広
が
り
、吹
き
抜
け
天
井
の
漆
喰
細
工
や
レ
ト

ロ
な
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、立
派
な
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
に
出
迎

え
ら
れ
て
、上
等
な
し
つ
ら
え
に
胸
が
高
ま
り
ま
す
。

　
２
階
か
ら
は
素
晴
ら
し
い
眺
望
が
広
が
り
、
そ
れ

を
満
喫
で
き
る
レ
ス
ト
ラ
ン
と
カ
フ
ェ
で
は
、絶
品
の

食
事
と
と
も
に
、床
の
寄
せ
木
や
腰
壁
の
グ
リ
ル
な

ど
当
時
の
調
度
が
楽
し
め
ま
す
。

　
そ
ん
な
建
築
的
見
ど
こ
ろ
に
溢
れ
た
蒲
郡
ホ
テ
ル

で
す
が
、一
時
は
経
営
難
か
ら
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
手
を
差
し
伸
べ
た

の
が
蒲
郡
市
で
、ホ
テ
ル
を
購
入
し
て
次
の
担
い
手
へ

と
繋
ぎ
ま
し
た
。

　
愛
知
が
誇
る
名
物
ホ
テ
ル
の
美
し
い
姿
は
、
そ
ん

な
歴
史
と
伝
統
を
ま
ち
全
体
が
支
え
、日
々
お
も
て

な
し
の
心
で
維
持
管
理
に
努
め
る
従
業
員
に
よ
っ
て

大
切
に
保
た
れ
て
い
ま
す
。

天
守
閣
の
あ
る
ホ
テ
ル

　
二
つ
の
半
島
に
囲
わ
れ
た
三
河
湾
の
東
部
に
位
置

す
る
蒲
郡
市
は
、温
暖
な
気
候
と
湾
に
浮
か
ぶ
竹
島

が
人
気
の
観
光
地
で
す
。

　
そ
の
竹
島
を
望
む
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る

の
が
蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
で
、丘
陵
に
そ
び
え
る

姿
は
ま
る
で
城
郭
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
実
際
に
、外

観
を
特
徴
づ
け
る
望
楼
は
名
古
屋
城
の
天
守
を
模
し

た
も
の
で「
天
守
閣
」と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

名
物
ホ
テ
ル
が
で
き
る
ま
で

　
蒲
郡
ホ
テ
ル
を
建
設
し
た
瀧
信
四
郎
は
、尾
張
藩

の
呉
服
商
瀧
家
の
五
代
目
当
主
で
、明
治
45
年
に
風

光
明
媚
な
こ
の
地
に
料
亭
旅
館
の
常
磐
館
を
開
業
し

蒲郡クラシックホテル本館（旧蒲郡ホテル本館）
風光明媚な観光名所にそびえる、城郭風の名物ホテル

Gamagôrikurasikkuhoteru honkan

名古屋城天守を模した「天守閣」

ホテルの鳥瞰。丘陵に沿った建物に城郭風の屋根ののる外観が木製の手すりと調和している

登録／2022年2月
登録基準／造形の規範となっているもの

地階松の間のテラス。タイルに注目

ロビー内観。木調の内装が美しい

photo：Hitoshi Kumamoto

１
９
３
２
年（
昭
和
９
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
４
階
建
て（
小
屋
組
は
鉄
骨
造
。屋
根
は
木
造
）

﹇
設
計
﹈久
野
節
、﹇
実
施
設
計
﹈村
瀬
國
之
助

蒲
郡
市
竹
島
町
15‒
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ま
い
か
ら
、指
折
り
の
名
城
に
数
え
ら
れ
ま
す
。

　
城
下
町
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
本
町
筋
を

歩
く
と
天
守
が
見
え
る
と
と
も
に
、登
録
文
化
財
の

町
家
や
、
若
者
に
人
気
の
ス
イ
ー
ツ
の
お
店
な
ど
が

軒
を
連
ね
、多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

異
例
の
望
楼

　
針
綱
神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、大
手
道
を
登
っ
た
先

の
本
丸
に
た
ど
り
着
く
と
、橙
色
が
か
っ
た
チ
ャ
ー
ト

石
で
積
ま
れ
た
天
守
台
石
垣
の
上
に
、三
層
の
屋
根

で
構
成
さ
れ
た
天
守
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

　
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、大
き
な
入
母
屋
屋
根
の

上
に
望
楼
が
の
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
望
楼
型
天
守
と
い
い
、名
古
屋
城
の
よ
う
な

層
塔
型
天
守
よ
り
古
い
形
式
の
も
の
で
す
。

　
望
楼
に
は
廻
縁
が
巡
り
、大
き
な
扉
の
両
脇
に
は

花
頭
窓
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
下
の

唐
破
風
が
外
観
に
豊
か
な
表
情
を
与
え
、手
前
に
突

き
出
た
附
櫓
が
わ
ず
か
に
外
に
開
く
こ
と
で
お
お
ら

か
さ
も
感
じ
ら
れ
る
、と
て
も
美
し
い
た
た
ず
ま
い

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
筆
す
べ
き
は
望
楼
の
廻
縁
で
、幅
90㎝
の
回
廊
は

外
に
出
る
こ
と
が
で
き
、そ
こ
か
ら
は
江
戸
時
代
と

変
わ
ら
ぬ
素
晴
ら
し
い
眺
望
を
体
感
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
、か
つ
て
城
主
だ
っ
た
成
瀬
家
の

人
々
が
今
も
天
守
を
維
持
管
理
し
続
け
、行
政
と
力

を
合
わ
せ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、他
に
は
な
い

大
き
な
特
徴
で
す
。

最
新
の
研
究
と
お
城
ブ
ー
ム

　
実
は
犬
山
城
天
守
は
、長
い
間
、入
母
屋
屋
根
の
部

分
が
先
に
つ
く
ら
れ
、望
楼
は
そ
の
後
に
増
築
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
調

査
で
、ほ
ぼ
同
時
期
に
伐
採
し
た
部
材
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、一
度
に
全
体
を
つ
く
っ
た
後

で
唐
破
風
や
廻
縁
を
含
む
改
築
が
行
わ
れ
た
と
す
る

説
が
有
力
と
な
り
、定
説
が
覆
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
宝
犬
山
城
天
守
は
、観
光
資
源
と
し
て
の
ま
ち

の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
だ
け
で
な
く
、新
し
い
研
究
が
進

め
ら
れ
る
文
化
財
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
、ま
す
ま
す

そ
の
価
値
を
高
め
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
隠
れ
た
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
天
守
２
階
に
あ
る
精
巧
な
軸
組
模
型
で
す
。

昭
和
の
大
修
理
の
折
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、天
守
の

複
雑
な
構
造
が
よ
く
わ
か
る
、お
城
マ
ニ
ア
に
と
っ
て

は
ま
さ
に
垂
涎
も
の
の
お
宝
で
す
。

最
古
の
天
守

　
日
本
建
築
の
中
で
も
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
建
物
は
お
城
の
天
守
で

し
ょ
う
。
幾
重
に
も
重
な
っ
た
屋
根
に
立
派
な
シ
ャ

チ
ホ
コ
、ど
っ
し
り
構
え
た
天
守
の
姿
は
、
ま
ち
の

中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在
で
す
。

　
現
在
、
全
国
各
地
に
は
天
守
を
備
え
た
お
城
が

１
０
０
近
く
あ
り
、
そ
の
う
ち
近
世
に
建
設
さ
れ
た

天
守
は
12
城
現
存
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
犬
山
城
は
、直
下
に
迫
る
木
曽
川
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
城
下
町
か
ら
の

眺
め
の
良
さ
、そ
し
て
何
よ
り
天
守
の
美
し
い
た
た
ず

photo：Akihiko Mizuno

望楼外観。棟には約 1.2mのシャチホコがのる　

天守外観。大壁の漆喰の白、下見板の黒、石垣の橙色の配色が美しい

望楼からの眺め。廻縁まで出ることができる

軸組模型。天守の構造がよくわかる

国宝 犬山城天守
日本建築のベスト・オブ・シンボル

photo：Akihiko Mizuno

photo：（一社）犬山市観光協会

は
り
つ
な

い
り
も
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う
ろ
う

ま
わ
り
え
ん

か
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う
ま
ど
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ふ
つ
け
や
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ら

す
い
ぜ
ん

だ
い
だ
い
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そ
れ
ら
帝
冠
様
式
の
庁
舎
が
二
つ
並
ぶ
姿
は
他

に
な
く
、
時
代
や
場
所
な
ど
の
歴
史
的
背
景
を
感

じ
さ
せ
る
、貴
重
な
景
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。

名
古
屋
市
庁
舎

　
名
古
屋
市
庁
舎
の
特
徴
的
な
外
観
は
コ
ンペ
で
募
集

さ
れ
た
も
の
で
、重
層
す
る
屋
根
の
塔
屋
が
の
っ
た
案

が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
塔
屋
の
頂
上
に
は
四
方
を
に

ら
む
シ
ャ
チ
ホ
コ
が
置
か
れ
、銅
板
ぶ
き
の
屋
根
と
あ

わ
せ
て
、名
古
屋
城
の
天
守
を
思
わ
せ
る
デ
ザ
イ
ン

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
館
内
も
見
ど
こ
ろ
が
満
載
で
す
。
玄
関

ホ
ー
ル
に
は
、大
理
石
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
た

立
派
な
階
段
が
待
ち
構
え
、
手
す
り
に
は
陶
製
の

灯
籠
が
緑
色
の
光
を
た
た
え
て
い
ま
す
。

　
階
段
を
上
っ
て
中
央
廊
下
を
進
む
と
議
場
が
あ
り
、

そ
の
壁
面
に
は
美
し
い
タ
イ
ル
の
装
飾
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
所
は
か
つ
て
、市
議
会
議
員
た
ち
の
社
交
の
場

で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
他
に
も
、浅
葱
色
の
美
し
い
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
た

貴
賓
室
付
属
の
化
粧
室
や
、５
階
ま
で
吹
き
抜
け
る

階
段
な
ど
も
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。

愛
知
県
庁
舎

　
も
う
一
方
の
愛
知
県
庁
舎
は
、入
母
屋
屋
根
に
千

鳥
破
風
の
つ
い
た
塔
屋
が
三
方
に
あ
り
、よ
り
名
古
屋

城
の
天
守
を
感
じ
さ
せ
る
外
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。

緑
青
色
の
屋
根
が
、オ
レ
ン
ジ
色
の
タ
イ
ル
の
建
物
に

の
る
姿
は
、ひ
と
き
わ
華
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
タ
イ
ル
の
使
用
は
、陶
磁
器
産
業
で
栄
え
た

愛
知
県
を
表
す
デ
ザ
イ
ン
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
館
内
に
入
る
と
、
意
外
と
す
っ
き
り
し
た
玄
関

ホ
ー
ル
に
驚
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
愛
知
県
庁
舎

は
機
能
性
に
重
き
を
置
い
て
い
て
、
隣
接
す
る
名

古
屋
市
庁
舎
と
比
べ
る
と
、
そ
の
違
い
は
顕
著
で

す
。
そ
の
分
、シ
ン
プ
ル
さ
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
空

間
を
生
み
出
し
、
中
庭
側
の
眺
め
は
と
て
も
迫
力

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
内
部
空
間
に
つ
い
て
は
、２
階
の
議
場
が
見

事
で
、正
面
演
壇
の
ア
ー
チ
と
和
風
の
円
柱
、ま
た

折
り
上
げ
格
天
井
の
上
の
大
き
な
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
な

ど
、ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
設
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
名
古
屋
市
庁
舎
と
愛
知
県
庁
舎
は
、
と
も
に

１
９
９
８
年
に
登
録
文
化
財
と
な
り
、２
０
１
４
年
に

は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
推
し

進
め
た
の
は
、市
と
県
に
よ
る
合
同
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
で
し
た
。

　
立
派
な
庁
舎
が
並
ぶ
風
景
は
、そ
こ
で
働
く
人
々
に

よ
っ
て
守
ら
れ
、今
も
大
切
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
棟
の
帝
冠
様
式
の
庁
舎

　
名
古
屋
城
エ
リ
ア
に
は
、悠
然
と
た
た
ず
む
立
派

な
庁
舎
が
２
棟
た
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
名
古
屋
市

庁
舎
、も
う
一
つ
が
愛
知
県
庁
舎
で
、ど
ち
ら
も
昭
和

初
期
に
建
て
ら
れ
た
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

大
き
な
建
築
で
す
。

　
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
が
、屋
根
に
和
風
の
デ

ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
、設
計
に
際
し
て
和
風
を
意
識
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
た
め
で
、こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
「
帝
冠

様
式
」と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

photo：Hitoshi Kumamoto/Hisao Takeuchi/Ryota Murase

貴賓室に付随する化粧室。浅葱色の美術タイルが美しい

名古屋市庁舎の正面外観。タイルを使用した表現主義的な建物に和風の屋根の塔屋が伸びる

愛知県庁舎の北側外観。名古屋城天守を模した帝冠様式のデザイン

中庭を見る。迫力のあるダイナミックな空間

名城エリアに並ぶ、城郭風デザインの庁舎建築

重要文化財 名古屋市庁舎と愛知県庁舎
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と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、敷
地
南
側
に
回

る
と
、緑
釉
の
瓦
を
の
せ
た
塀
の
先
の
門
扉
ご
し
に
、

城
郭
風
の
本
館
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
白
い
外
壁
の
上
に
は
高
窓
が
あ
り
、以
前
は
電
動

回
転
式
の
ル
ー
バ
ー
と
な
っ
て
い
て
、館
内
の
光
を
調

整
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
屋
根
に
は
塀

と
同
じ
瓦
が
葺
か
れ
、屋
根
面
が
広
い
た
め
、い
っ
そ

う
色
合
い
の
美
し
さ
が
目
を
ひ
き
ま
す
。
ま
た
棟
の

両
端
に
は
瓦
と
同
素
材
で
つ
く
ら
れ
た
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
の
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
城
郭
の
よ
う
な
外
観
は
、ど
こ
か
中
国
的
な

風
情
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、尾
張
徳
川
家
藩

祖
の
義
直
が
傾
倒
し
た
儒
教
的
な
中
国
趣
味
が
意

識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、他
の
帝
冠
様
式
の
建
物
に

は
な
い
艶
や
か
さ
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　
車
寄
せ
か
ら
中
へ
入
る
と
、玄
関
ホ
ー
ル
に
は
壁

と
床
に
象
嵌
細
工
が
施
さ
れ
、美
し
い
空
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。
普
段
、こ
の
入
口
は
閉
じ
ら
れ
て
い
ま

す
が
、特
別
展
の
開
催
時
に
は
内
側
か
ら
見
学
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
展
示
空
間
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
ま
し
ょ
う
。

広
々
と
し
た
空
間
に
は
格
天
井
に
支
輪
が
巡
り
、装

飾
豊
か
な
照
明
器
が
４
基
釣
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

展
示
ケ
ー
ス
は
長
押
が
高
低
差
を
つ
け
て
リ
ズ
ミ
カ

ル
に
配
置
さ
れ
、和
風
の
設
え
が
近
代
風
に
ア
レ
ン

ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。

帝
冠
様
式
に
至
る
背
景

　
徳
川
美
術
館
の
構
想
は
十
九
代
徳
川
義
親
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
文
化
的・歴
史
的
価
値

の
高
い
美
術
品
が
散
逸
す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ

た
の
は
、こ
の
時
の
英
断
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
義
親
は
、
東
京
国
立
博
物
館
を
帝
冠
様
式
で
設

計
し
た
渡
辺
仁
と
同
級
生
で
、
徳
川
美
術
館
設
計

コ
ン
ペ
の
際
に
は
渡
辺
を
審
査
員
と
し
て
招
い
て
い

ま
す
。
実
施
設
計
は
コ
ン
ペ
案
を
も
と
に
懇
意
の
建

築
家
吉
本
與
志
雄
が
あ
た
り
、
そ
の
際
に
渡
辺
の
意

見
も
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
政
治
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
語
ら
れ
が
ち
な
帝
冠
様
式

で
す
が
、背
景
を
読
み
解
く
と
尾
張
徳
川
家
の
美
術

館
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
前
庭
か
ら
外
観
を
眺
め
た

時
、け
れ
ん
味
の
な
い
姿
に
静
か
な
感
動
を
覚
え
ま

す
。
世
界
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
収
蔵
す
る
の
に
相

応
し
い
美
術
館
で
す
。

歴
史
と
由
緒
あ
る
私
立
美
術
館

　
名
古
屋
城
か
ら
東
へ
の
び
る「
文
化
の
み
ち
」エ
リ

ア
に
は
、名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、名
古
屋

市
市
政
資
料
館
な
ど
の
近
代
建
築
が
残
り
、
そ
の
終

点
に
は
日
本
文
化
の
至
宝
と
も
呼
べ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
収
蔵
す
る
徳
川
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。

　
美
術
館
の
あ
る
徳
川
園
一
帯
は
、か
つ
て
は
尾
張

徳
川
家
の
名
古
屋
本
邸
で
、戦
前
ま
で
江
戸
初
期
の

遺
構
や
明
治
中
期
に
建
設
さ
れ
た
大
書
院
な
ど
が

残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
敷
地
の
一
角
に
建
て
ら

れ
た
の
が
徳
川
美
術
館
本
館
で
、邸
内
の
建
物
と
の

調
和
が
図
ら
れ
た
結
果
、和
洋
折
衷
の「
帝
冠
様
式
」

が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

本
館
の
た
た
ず
ま
い

　
現
在
、美
術
館
へ
は
新
館
正
面
に
至
る
黒
門
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
、本
館
が
人
目
に
触
れ
る
こ

徳川美術館本館
尾張徳川家のコレクションを収蔵する帝冠様式の美術館

Tokugawabizyutukan honkan

瓦と同じ焼き物でできたシャチホコ

城郭を思わせる外観。手入れされた庭に緑色の釉薬による屋根瓦が美しい。車寄せ脇には文官石像が立つ
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登録基準／造形の規範となっているもの

本館玄関ホール壁面の色タイルによる象嵌装飾

展示室の格天井。球状の照明器が釣られている
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特
異
点
と
し
て
の
背
景

　
昭
和
塾
堂
の
特
異
性
は
、時
代
的
背
景
と
も
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物
は
元
々
、青
年
団
の
教
育

施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
青
年
団
と
は
、ム
ラ

に
存
在
し
た
若
者
の
教
育
機
関
を
前
身
に
持
つ
組
織

で
、明
治
後
期
ご
ろ
に
全
国
で
創
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
方
で
、青
年
団
は
八
紘
一
宇
の
気
分
と
も
同
調

し
、訓
令
に
は
陸
軍
の
意
図
が
強
く
反
映
さ
れ
た
と

い
い
ま
す
。
そ
し
て
大
正
14
年
に
は
全
国
組
織
が
結

成
さ
れ
、そ
の
発
団
式
は
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
が
起
因
と
な
り
、昭
和
塾
堂
の
建
設
は
愛

知
県
が
担
当
し
、全
国
的
に
見
て
も
異
例
の
規
模
の

建
物
が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

謎
め
い
た
デ
ザ
イ
ン

　
こ
の
建
物
を
設
計
し
た
愛
知
県
営
繕
課
の
メ
ン
バ
ー

は
、昭
和
塾
堂
の
設
計
に
あ
た
り
、奈
良
や
京
都
の
社

寺
仏
閣
や
教
会
堂
な
ど
を
見
学
に
行
っ
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　
外
観
を
詳
細
に
見
る
と
、塔
頂
部
の
装
飾
は
五
重

塔
上
部
の
相
輪
の
よ
う
で
も
あ
り
、ま
た
建
屋
の
棟
の

先
に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
の
先
端
が
反
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
、仏
教
建
築
的
な
意
匠
が
散
見
で
き
ま
す
。

　
た
だ
一
方
で
は
、軒
下
の
垂
木
が
壁
面
の
柱
型
と

整
合
が
取
れ
て
お
ら
ず
、平
面
計
画
と
外
観
の
デ
ザ

イ
ン
の
調
整
に
苦
労
し
た
よ
う
す
も
伺
え
ま
す
。

　
昭
和
塾
堂
の
設
計
に
関
し
て
は
、名
古
屋
市
庁
舎

や
愛
知
県
庁
舎
と
同
様
に
顧
問
に
佐
野
利
器
が
参
加

し
て
お
り
、帝
冠
様
式
に
つ
な
が
る
意
向
が
働
い
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

予
期
せ
ぬ
美
し
さ

　
昭
和
塾
堂
に
は
、型
に
は
ま
ら
な
い
建
物
ら
し
い
、

と
っ
て
お
き
の
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
は
塔
屋
頂
部
の
静
坐
室（
神
殿
）で
す
。
こ
こ

は
、上
部
の
ア
ー
チ
窓
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
堂
の

ド
ー
ム
に
の
る
明
り
取
り
の
よ
う
な
効
果
に
な
り
、驚

く
ほ
ど
明
る
い
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
仏
教

と
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
が
融
合
し
た
よ
う
な
、と
て

も
神
秘
的
な
場
所
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
地
階
の
風
呂
や
洗
面
所
に
通
じ
る
廊

下
で
す
。
こ
こ
の
床
に
だ
け
カ
ラ
フ
ル
に
タ
イ
ル
が
乱

張
り
さ
れ
て
い
て
、半
地
下
の
静
謐
な
光
と
合
わ
せ

て
、言
葉
に
で
き
な
い
美
し
い
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
昭
和
塾
堂

は
、保
存
に
つ
い
て
岐

路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
こ
の
謎
め
い

た
建
物
が
、忘
却
さ
れ

つ
つ
あ
る
時
代
の
唯
一

無
二
の
建
築
で
あ
る
こ

と
は
、も
っ
と
知
ら
れ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。

知
ら
れ
ざ
る
名
建
築

　
名
古
屋
に
は
、い
ま
だ
文
化
財
の
指
定
も
登
録
も

さ
れ
て
い
な
い
凄
い
建
築
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
代
表
格
が
昭
和
塾
堂
で
す
。

　
か
つ
て
織
田
信
長
の
弟
信
行
の
末
森
城
が
あ
っ

た
、
城
山
八
幡
宮
の
境
内
に
、
丘
陵
か
ら
は
み
出
さ

ん
ば
か
り
の
大
き
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物

が
そ
び
え
て
い
ま
す
。

　
外
観
は
八
角
塔
を
中
心
に
建
屋
が
人
型
に
広

が
っ
て
い
る
た
め
、
全
体
像
が
把
握
し
づ
ら
く
、
ま

た
寺
院
建
築
風
の
意
匠
が
施
さ
れ
た
姿
と
あ
わ
せ

て
、圧
倒
さ
れ
る
よ
う
な
迫
力
を
感
じ
ま
す
。

photo：Hitoshi Kumamoto/Akihiko Mizuno

相輪風の装飾がのる八角塔

昭和塾堂の鳥瞰。平面計画・立面ともに「人型」であることが分かる。

静坐室上部の明り取り

荘厳な雰囲気の洗面所

昭和塾堂
城山八幡にそびえる、巨大な和風建築

乱張りされたタイル

は
っ
こ
う
い
ち
う

そ
う
り
ん

し 

び

た
る
き

と
し
か
た

せ
い
ざ
し
つ

せ
い
ひ
つ
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photo：Hitoshi Kumamoto

2000年以上の歴史を持つ西洋建築史では様式建築が洗練を極めた。

明治以降の日本はその輸入に邁進したが、５０年を過ぎた頃には

習得の難しさを痛感し、新しい様式の探求に乗り換えたという。

後に近代建築の巨匠となった建築家たちの、偽らざる気持ちである。

洋風のシンボル

column

帝冠様式

【時代の気分とイデオロギーが生んだデザイン】

　本章でたびたび登場する帝冠様式とは、その実、明確なデザインボキャブラ
リーを持つ様式というわけではありません。戦後、洋風のビルに和風の屋根を
のせた建物を帝冠様式と称して批判したことから、広く認識されました。
　言葉としての発祥は、大正７年に実施された国会議事堂のコンペ案に異議を申
し立てた秋田出身の建築家下田菊太郎が、ギリシア建築の神殿のような建物に
紫宸殿をのせたような案を発表し「帝冠併合式」と称したことに始まります。
　下田の案は、和洋折衷のデザインを模索していた建築史家の伊東忠太らから
は無視されましたが、その後昭和初期になって陸軍の台頭とナショナリズムの高
まりを受け、にわかに脚光を浴びます。その背景には、各地の行政機関に顧問
として招かれた佐野利器の暗躍があったとも噂されます。
　「建築大辞典」によれば、帝冠様式は昭和５年から１５年ごろのもののみを指
すとありますが、代表作の神奈川県庁は昭和塾堂と同じく昭和３年に建設され、
明確な指標とはいえません。
　ただ、そういった政治色や当時の社会的な気分が、帝冠様式を生み出す背
景にあったことは、忘れてはならない時代の姿といえるのです。

photo：Taro Igarashi
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ま
た
銀
行
業
と
し
て
は
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け

て
吸
収
合
併
を
重
ね
、昭
和
５
年
に
廃
店
。
建
物
は

近
隣
の
住
民
の
手
に
渡
り
、住
宅
に
転
用
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
頃
、道
路
の
拡
幅
に
合
わ
せ
て
敷
地
の
奥

に
曳
家
さ
れ
、戦
中
は
愛
北
病
院
羽
黒
診
療
所
と
し

て
使
用
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
平
成
に
な
っ
て
取
り
壊
し
の
話
が
持
ち
上
が
る

と
、地
元
住
民
か
ら
保
存
の
声
が
上
が
り
、犬
山
市

が
ひ
き
取
っ
て
、解
体
後
に
現
在
地
へ
移
築
さ
れ
復

原
に
至
り
ま
し
た
。

明
治
後
期
の
擬
洋
風
建
築

　
外
観
を
見
る
と
、
蔵
の
よ
う
な
建
物
に
洋
風
の

窓
が
開
き
、
奥
の
窓
に
は
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
（
西
洋
破

風
）が
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
壁
面
の
コ
ー
ナ
ー
に

は
角
石
と
い
う
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
点
も
洋
風

建
築
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
、
入
口
に
突
き
出
し
た
唐
破
風
の
鬼

瓦
に
は
龍
が
の
り
、
そ
の
下
の
欄
間
に
は
鳳
凰
が
彫

刻
さ
れ
て
い
て
、
和
風
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
目
を
ひ
き

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
和
風
と
洋
風
が
混
じ
り
合
っ
た
建

物
は
、
明
治
初
頭
に
建
て
ら
れ
た
擬
洋
風
建
築
に

似
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
擬
洋
風
建
築
は
大
工

が
西
洋
建
築
を
模
し
て
作
っ
た
た
め
、奇
妙
な
デ
ザ

イ
ン
が
多
い
の
で
す
が
、
小
弓
の
庄
は
そ
れ
ぞ
れ
の

装
飾
が
と
こ
ろ
を
わ
き
ま
え
、
違
和
感
な
く
ま
と

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
内
部
の
吹
き
抜
け
に
は
、開
閉
の
た
め
の
回

廊
が
巡
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
式
は
当
時
の
銀
行
で

よ
く
用
い
ら
れ
た
構
成
で
す
。
２
階
の
正
面
に
は
大

き
な
欄
間
の
装
飾
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
配
置
さ
れ
、奥

の
座
敷
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
前
は
ホ
ー
ル
に
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
が
、

復
原
の
際
に
改
築
さ
れ
、地
元
の
情
報
交
換
の
場
と

し
て
本
棚
や
ラ
ッ
ク
な
ど
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

残
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル

　
小
弓
の
庄
は
、ま
ち
の
人
た
ち
の
活
動
の
場
と
す
る

た
め
、犬
山
市
が
ま
ち
づ
く
り
拠
点
施
設
第
一
号
と
し

て
建
物
を
保
存・復
原
し
ま
し
た
。

　
か
つ
て
江
戸
風
情
の
あ
る
街
道
沿
い
を
賑
や
か

せ
た
銀
行
が
地
域
に
馴
染
み
、
文
化
施
設
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
て
愛
さ
れ
る
。
そ
ん
な
望
ま
し
い

建
築
文
化
が
、こ
の
場
所
で
ひ
っ
そ
り
と
継
続
さ
れ

て
い
ま
す
。

不
思
議
な
た
た
ず
ま
い

　
名
鉄
小
牧
線
の
羽
黒
駅
の
す
ぐ
そ
ば
に
、洋
風
に
も

和
風
に
も
見
え
る
不
思
議
な
建
物
が
あ
り
ま
す
。

　
愛
称
を
「
小
弓
の
庄
」と
い
い
、以
前
は
旧
稲
置

街
道
沿
い
に
た
っ
て
い
た
加
茂
郡
銀
行
羽
黒
支
店

だ
っ
た
建
物
で
す
。
小
弓
の
庄
と
い
う
名
前
は
移
築

に
際
し
て
公
募
さ
れ
た
も
の
で
、か
つ
て
こ
の
あ
た

り
が
藤
原
氏
の
荘
園
で
、小
弓
庄
と
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
に
ち
な
み
ま
す
。

変
転
の
歴
史

　
加
茂
郡
銀
行
羽
黒
支
店
が
た
て
ら
れ
た
頃
の
明

治
後
期
の
羽
黒
村
は
、農
業
と
養
蚕
が
盛
ん
で
、名

古
屋
と
犬
山
を
つ
な
ぐ
旧
稲
置
街
道
沿
い
に
は
、町

家
が
立
ち
並
び
、建
物
は
そ
ん
な
町
並
み
か
ら
少
し

セ
ッ
ト
バッ
ク
さ
れ
て
軒
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

小弓の庄（旧加茂郡銀行羽黒支店）
洋風建築への憧れ、かつての文明開化のシンボル

Koyuminosyô

唐破風のディテール。入り口扉が重厚

壁面は洋風、屋根は和風の外観。一番目につく唐破風には龍や鳳凰を配して和風を強調している

登録／2013年3月
登録基準／造形の規範となっているもの

２階座敷。立派な床の間を構えている

吹き抜けから２階座敷の欄間を見る

photo：Hisao Takeuchi

明
治
40
年
頃

木
造
二
階
建
て

犬
山
市
大
字
羽
黒
字
古
市
場
53-

１

www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/koukyoshisetsu/1001492/1001670
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野
間
の
歴
史

　
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
の
脇
を
通
る
細
い
路
地
を

進
む
と
、
す
ぐ
近
く
に
野
間
海
岸
が
迫
り
、
そ
の
手

前
に
は
南
北
へ
ま
っ
す
ぐ
通
る
魅
力
的
な
道
が
あ
り

ま
す
。
か
つ
て
は
こ
の
道
が
ま
ち
の
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ト
で
、
道
沿
い
に
は
海
水
浴
場
や
映
画
館
、
村

役
場
が
あ
り
、
野
間
郵
便
局
も
そ
こ
に
面
し
て
開

局
し
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
６
年
に
国
道
２
４
７
号
が
通
る
と
、
そ
れ
に

あ
わ
せ
て
局
舎
は
移
転・新
築
さ
れ
、
周
辺
に
は
下

駄
屋
や
畳
屋
、
魚
屋
、バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
な
ど
が
軒

を
連
ね
る
商
店
街
が
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
野
間
郵
便
局
は
明
治
36
年
か
ら
電
信
事
業

を
開
始
し
、
昭
和
の
中
頃
ま
で
多
く
の
職
員
が
働
い

て
い
ま
し
た
。
当
時
、
電
話
の
交
換
業
務
は
若
い
女

性
た
ち
の
憧
れ
の
仕
事
で
、人
の
出
入
り
が
絶
え
な

い
賑
や
か
な
職
場
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

和
洋
折
衷
の
郵
便
局

　
こ
の
建
物
は
、
裏
手
側
が
和
風
の
建
物
と
な
っ
て

い
る
点
も
特
色
で
す
。
構
造
的
に
も
両
者
は
分
か

れ
て
い
て
、
洋
館
は
ト
ラ
ス
構
造
、
裏
側
は
和
小
屋

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
海
が
近
い
た
め
基
礎
が
高
く
、玄
関
で
は
扉

の
桟
が
〒
に
構
成
さ
れ
て
い
て
、
郵
便
局
ら
し
い
遊

び
心
の
あ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
扉
を
開
け
る
と
広
々
と
し
た
事
務
室
が
あ
り
、

手
前
に
は
カ
ウ
ン
タ
ー
が
当
時
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
入
口
の
そ
ば
に
は
公
衆
電
話
の
個
室
と
局

長
室
が
あ
り
、
木
製
の
建
具
が
上
げ
下
げ
窓
か
ら

の
光
を
受
け
て
美
し
い
で
す
。

　
現
在
、事
務
室
は
市
民
の
文
化
活
動
の
拠
点
と
し

て
活
用
さ
れ
、
寄
席
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
に
も
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

受
け
継
が
れ
る
遺
産

　
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
の
特
徴
は
、
建
物
が
ほ
ぼ

当
時
の
姿
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
現
在
で
も
森
田
家
の
人
々
が
管
理
し
、
施
工
し

た
大
工
の
弟
子
が
面
倒
を
見
続
け
て
い
る
こ
と
と

深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
局
舎
に
は
膨
大
な
資
料
や
郵
便
局
の
道
具

類
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
す
っ
か
り
様
子

を
変
え
た
野
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
は
建
物

と
あ
わ
せ
て
、ま
ち
の
歴
史
を
伝
え
る
か
け
が
え
の

な
い
財
産
で
す
。

町
並
み
に
溶
け
込
む
洋
館

　
知
多
半
島
を
周
回
す
る
国
道
２
４
７
号
を
南
下

す
る
と
、名
刹
野
間
大
坊
の
程
近
く
の
商
店
街
に
溶

け
込
ん
だ
、味
わ
い
深
い
洋
館
が
あ
り
ま
す
。

　
外
壁
は
水
色
の
下
見
板
張
り
で
、半
切
妻
屋
根
に

は
ス
レ
ー
ト
が
斜
め
に
葺
か
れ
、先
の
尖
っ
た
棟
飾

り
と
小
さ
な
屋
根
窓
が
ふ
た
つ
付
い
て
い
ま
す
。

フ
ァ
サ
ー
ド
が
非
対
称
な
の
も
ご
愛
嬌
。
手
前
に
は

昔
な
が
ら
の
赤
い
ポ
ス
ト
が
ち
ょ
こ
ん
と
鎮
座
し
、

彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
建
物
の
外
観
は
、
三
代
目
局
長
の
森
田
定
吉

が
設
計
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
不
慣
れ
な
手
つ

き
で
洋
館
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
姿
が
、あ
り
ふ
れ
た
建

材
で
建
て
ら
れ
た
洋
館
に
独
特
の
味
わ
い
を
与
え
て

い
ま
す
。

野間郵便局旧局舎
まちの思い出を抱えた、愛嬌のある洋館の郵便局

Nomayûbinkyoku kyûkyokusya

脇の路地。すぐ先に野間海岸が迫る

愛嬌のある外観。棟先が切り落とされたことで洋風の腰折屋根に見える。左隣に現在の郵便局が隣接する

登録／2015年11月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの

展示された資料。今では貴重なまちの記録

事務室の内観。窓から明るい光が指す

photo：Akihiko Mizuno/Hitoshi Kumamoto
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め
、ド
イ
ツ
の
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
に
基
づ
い
て
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
ま
し
た
。

様
式
建
築
の
到
達
点

　
様
式
建
築
で
と
り
わ
け
重
要
に
な
る
の
が
外
観
で

す
。
中
で
も
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
端
を
発
す
る
、柱

と
梁
と
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト（
破
風
）か
ら
な
る
デ
ザ
イ
ン

モ
チ
ー
フ
は
、ロ
ー
マ
建
築
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
へ

と
受
け
継
が
れ
、世
界
中
に
広
が
り
ま
し
た
。
こ
の

系
列
は
古
典
主
義
様
式
と
も
い
い
ま
す
。
ま
た
そ
の

対
に
な
る
の
が
、中
世
の
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
登
場

し
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
す
。

　
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
の
外
観
は
、白
い
柱
と
赤

い
レ
ン
ガ
風
タ
イ
ル
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
い
柱

が
古
典
主
義
様
式
、赤
い
レ
ン
ガ
風
タ
イ
ル
が
ゴ
シ
ッ

ク
様
式
に
由
来
す
る
も
の
で
、ド
イ
ツ
の
傾
向
が
現

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、中
央
の
車
寄
せ
の
円
柱
と
、壁
面
に
並
ぶ

角
柱
、角
屋
の
厚
い
角
柱
と
で
は
立
体
感
が
異
な
り
、

こ
の
差
が
外
観
に
陰
影
に
よ
る
変
化
を
生
み
出
し
て

い
ま
す
。

　
車
寄
せ
の
上
に
の
る
ド
ー
ム
は
宇
宙
や
真
理
を
あ
ら

わ
し
、こ
こ
を
頂
点
と
し
て
全
体
の
造
形
が
ま
と
め
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
造
形
力
が
、古
典
主

義
様
式
の
最
大
の
見
ど
こ
ろ
で
す
。

保
存
へ
の
物
語

　
そ
ん
な
造
形
美
を
誇
る
名
古
屋
市
市
政
資
料
館

で
す
が
、昭
和
40
年
代
か
ら
50
年
代
に
か
け
て
取
り

壊
し
の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
救
っ
た
の
が
名
古
屋
市
の
若
い
職
員
た
ち

で
し
た
。
彼
ら
は
建
物
の
価
値
を
詳
ら
か
に
し
た
研

究
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
て
、建
築
史
家
飯
田
喜
四
郎

の
協
力
を
仰
ぎ
、保
存
の
道
を
探
り
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
活
動
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
一
般
の
人
々
の
支

持
を
集
め
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、粘
り
強
い
交
渉
と
知
恵
を
絞
っ
た
調
整

が
実
り
、建
物
の
保
存
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
後
の
活
用
に
つ
い
て
は
、重
要
文
化
財
の
指
定

箇
所
を
限
定
す
る
こ
と
で
、市
民
に
開
か
れ
た
建
物

へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
の
保
存
に
関
わ
っ
た
職
員

た
ち
は
、こ
こ
を
足
掛
か
り
に
し
て
多
く
の
文
化
財

建
造
物
や
町
並
み
の
保
存
と
活
用
に
携
わ
り
、成
果

を
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
後
に
続
く
そ
れ
ら
保
存
の

物
語
も
あ
わ
せ
て
見
る
と
、こ
の
建
物
が
ひ
と
き
わ

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

　
名
古
屋
に
は
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
素
晴

ら
し
い
様
式
建
築
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
名
古
屋
市

市
政
資
料
館
で
す
。
こ
の
建
物
は
、も
と
は
控
訴
院

（
現
在
の
高
等
裁
判
所
）の
庁
舎
で
し
た
。

　
明
治
以
降
の
日
本
は
、ま
ち
を
形
成
す
る
建
物
を

西
洋
建
築
に
倣
っ
て
建
て
ま
し
た
。
ま
た
、そ
の
中
で

も
洗
練
さ
れ
た
様
式
建
築
の
習
得
は
、明
治
時
代
を

通
じ
て
日
本
の
建
築
界
の
最
重
要
の
課
題
で
し
た
。

　
名
古
屋
控
訴
院
な
ど
の
裁
判
所
を
設
計
し
た
司

法
省（
現
在
の
法
務
省
）で
は
、大
日
本
帝
国
憲
法

の
策
定
に
あ
た
り
ド
イ
ツ
圏
の
憲
法
を
参
照
し
た
た

photo：Hitoshi Kumamoto/Akihiko Mizuno

木造のドーム。西洋建築では宇宙や真理をあらわす

ドームを頂く中央部と両脇の角屋、それをつなぐ翼廊が見事に調和した外観

ドーム内の木組み

メインフロアの大階段と吹き抜け

重要文化財 名古屋市市政資料館（旧名古屋控訴院）
名古屋の近代建築保存のターニングポイントになった傑作

な
ら

す
み
や

か
く
ば
し
ら

つ
ま
び

2829
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岡
崎
銀
行
本
店
略
歴

　
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
は
、
元
は
岡
崎
地
方
で

最
大
の
金
融
機
関
だ
っ
た
岡
崎
銀
行
の
本
店
と
し
て

建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
明
治
以
降
、
岡
崎
は
生
糸
や
綿
花
、
養
蚕
、
紡
績

な
ど
繊
維
産
業
が
発
展
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
金

融
機
関
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
23
年
、
岡
崎

の
初
代
町
長
深
田
三
太
夫
を
は
じ
め
、14
人
の
財
界

人
が
発
起
人
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
が
岡
崎
銀

行
で
し
た
。

　
そ
の
本
社
ビ
ル
の
設
計
に
選
ば
れ
た
鈴
木
禎
次
は
、

三
井
銀
行
の
建
築
係
を
経
て
、名
古
屋
で
も
多
く
の

銀
行
建
築
を
手
が
け
た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
し
た
。

様
式
か
ら
の
逸
脱

　
こ
の
建
物
は
旧
東
海
道
が
折
れ
曲
が
る
角
地
に

た
ち
、
南
側
が
正
面
の
フ
ァ
サ
ー
ド
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
正
面
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、
中
心
の

入
り
口
上
部
に
は
ド
リ
ス
式
の
円
柱
が
太
い
梁
を

支
え
、
そ
の
上
に
櫛
形
の
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
が
の
る
古

典
主
義
様
式
の
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
両
側
に
伸
び
る
塔
状
の
屋
根
は
そ
れ
ぞ
れ

違
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
て
、
窓
の
数
や
大
き
さ
、

そ
の
周
り
に
あ
し
ら
わ
れ
た
装
飾
も
、
左
右
で
全

く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
破
調
と
も
い
え
る
デ
ザ
イ
ン
は
、ア
ー
ル
デ
コ

や
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
海
外
の
新
し
い
様
式
を
取
り

入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
頃
の
鈴
木
禎

次
は
、名
古
屋
や
大
阪
で
も
同
じ
手
法
で
銀
行
建
築

を
設
計
し
て
い
て
、新
旧
の
様
式
を
折
衷
し
な
が
ら

デ
ザ
イ
ン
を
模
索
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
ま
す
。

残
さ
れ
た
外
殻

　
華
や
か
な
外
観
を
残
す
一
方
、こ
の
建
物
は
、
昭

和
20
年
の
空
襲
で
内
部
空
間
を
全
て
失
っ
て
い
ま

す
。
か
つ
て
館
内
を
彩
っ
た
大
理
石
の
カ
ウ
ン
タ
ー

や
木
調
の
美
し
い
内
装
は
、
竣
工
記
念
の
絵
葉
書
に

し
か
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
岡
崎
信
用
金
庫
が
資
料
館
と
し
て
保
存・

活
用
す
る
に
あ
た
り
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強

し
、２
０
２
１
年
に
は
基
礎
部
に
免
震
レ
ト
ロ
フ
ィ
ッ

ト
工
法
に
よ
る
免
震
装
置
が
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、
館
内
で
は
金
融
関
係
の
常
設
展
に
加
え
、

歴
史
や
文
化
に
関
す
る
様
々
な
企
画
展
が
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
角
に
は
鈴
木
禎
次
の
パ
ネ
ル

が
展
示
し
て
あ
り
、卒
業
設
計
の
図
面
や
県
内
で
手

が
け
た
建
築
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
り
し
日
の
威
容
を
誇
る
様
式
建
築
が
変
わ
ら

ず
に
街
角
を
彩
り
、
そ
の
中
で
設
計
者
を
讃
え
る
展

示
が
行
わ
れ
る
姿
に
、静
か
な
感
銘
を
受
け
ま
す
。

名
古
屋
の
名
建
築
家

　
い
ま
も
江
戸
時
代
の
入
り
組
ん
だ
町
割
り
を
残
す

岡
崎
の
中
心
市
街
地
に
、名
古
屋
を
拠
点
に
活
躍
し

た
建
築
家
鈴
木
禎
次
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
道
１
号
か
ら
籠
田
公
園
へ
向
か
う
中
央
緑
道
の

途
中
に
見
え
る
、赤
い
レ
ン
ガ
と
白
い
御
影
石
で
構

成
さ
れ
た
華
や
か
な
外
観
の
建
物
が
、岡
崎
信
用
金

庫
資
料
館
で
す
。

　
鈴
木
禎
次
は
、明
治
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
に
か
け

て
変
化
を
遂
げ
る
建
築
界
で
、様
式
建
築
か
ら
モ
ダ

ン
建
築
ま
で
幅
広
く
対
応
で
き
た
建
築
家
で
し
た
。

こ
の
建
物
は
そ
の
過
渡
期
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。

岡崎信用金庫資料館（旧岡崎銀行本店）
名建築家鈴木禎次が手がけた、古典主義様式の華やかな銀行

Okazakisin'yôkinkosiryôkan

中央２層部分に配されたドリス式円柱

古典主義様式のファサード。白い花崗岩の複雑な加工には職人がとても苦労したという逸話が残る

１
８
９
０
年（
明
治
２
９
年
）／
２
０
０
？
年（
平
成
？
年
）改
修

﹇
主
屋
﹈木
造
２
階
建
て

﹇
設
計
﹈不
明
、改
修
は
林
廣
伸
建
築
事
務
所

清
須
市
西
枇
杷
島
町
辰
新
田
６
５

登録／2008年3月
登録基準／造形の規範となっているもの

建築家鈴木禎次の卒業設計のパース

紙幣や金融の歴史的資料が展示された２階

photo：Hitoshi Kumamoto

１
９
１
７
年（
大
正
６
年
）レ
ン
ガ
造（
一
部
石
造
）２
階
建
て

﹇
設
計
﹈鈴
木
禎
次

岡
崎
市
伝
馬
通
１

－
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創
建
か
ら
保
存
ま
で

　
鳳
来
館
の
前
身
の
大
野
銀
行
が
創
業
し
た
の
は

明
治
29
年
の
こ
と
で
、
そ
の
頃
の
大
野
は
生
糸
業
と

林
業
で
発
展
し
ま
し
た
。
ま
た
大
正
12
年
に
は
私

鉄
鳳
来
寺
鉄
道
（
現
J
R
飯
田
線
）が
開
通
し
、
三

河
大
野
駅
と
大
野
宿
の
間
に
大
野
橋
が
架
け
ら
れ

て
別
所
街
道
と
繋
が
り
、
そ
の
角
地
に
大
野
銀
行
本

店
が
新
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
戦
後
、大
野
銀
行
は
東
海
銀
行（
現
三
菱
U
F
J

銀
行
）に
吸
収
合
併
さ
れ
、建
物
は
東
三
信
用
組
合

や
豊
川
信
用
金
庫
を
経
て
平
成
17
年
に
閉
鎖
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
際
に
建
物
の
保
存
が
検
討
さ
れ
、

地
元
に
縁
の
深
い
株
式
会
社
ス
エ
ヒ
ロ
産
業
が
手
を

差
し
伸
べ
、
喫
茶
店
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
用
し
た
鳳

来
館
の
開
館
に
繋
が
り
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
古
典
主
義
様
式

　
鳳
来
館
を
訪
れ
る
と
、
旧
街
道
に
馴
染
ん
だ
た

た
ず
ま
い
に
思
わ
ず
見
惚
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
角

地
に
ピ
ッ
タ
リ
収
ま
り
、
南
面
し
た
建
物
が
明
る
い

表
情
を
見
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
敷
地
に
合
わ
せ
て
カ
ー
ブ
し
た
壁
面
に
は
１
階
と

２
階
を
繋
ぐ
柱
が
並
び
、深
い
軒
先
と
合
わ
せ
て
古

典
主
義
様
式
ら
し
い
姿
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、よ
く
見

る
と
柱
間
が
不
規
則
で
幅
も
ま
ば
ら
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
コ
ー
ナ
ー
の
入
り
口
や
窓
の
配
置
の
ず
れ

を
柱
の
構
成
で
調
整
し
た
、巧
み
な
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　
少
し
格
式
ば
っ
た
入
り
口
か
ら
館
内
へ
入
る
と
、

木
調
の
内
装
が
美
し
い
カ
フ
ェ
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

す
。
目
の
前
に
は
立
派
な
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
り
、３

本
の
ド
リ
ス
式
の
円
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

銀
行
だ
っ
た
頃
の
名
残
で
、林
業
で
栄
え
た
ま
ち
ら

し
い
設
え
で
す
。

　
ま
た
、
窓
に
嵌
め
ら
れ
た
薄
い
緑
色
の
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
が
館
内
に
幻
想
的
な
光
を
引
き
込
み
、カ
ッ

プ
や
グ
ラ
ス
、コ
ー
ヒ
ー
サ
イ
フ
ォ
ン
や
美
術
品
な

ど
の
置
物
を
美
し
く
彩
っ
て
い
ま
す
。

不
思
議
の
国
の
鳳
来
館

　
２
階
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、
大
野
宿
を
紹
介
し
た

パ
ネ
ル
や
美
術
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
、ま
た
企
画
展

や
イ
ベ
ン
ト
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
別
室
に
は

竹
久
夢
二
の
展
示
や
、木
調
の
上
質
な
設
え
の
旧
店

長
室
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
窓

か
ら
差
し
込
む
光
で
輝
い
て
見
え
ま
す
。

　
山
間
の
静
か
な
旧
街
道
に
あ
る
洋
館
に
入
る
と
、

そ
こ
で
は
美
味
し
い
コ
ー
ヒ
ー
や
食
事
が
提
供
さ

れ
、
館
内
に
は
美
術
品
や
置
物
が
溢
れ
る
。
ま
る

で
童
話
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
経
験
を
で
き
る

の
が
、鳳
来
館
の
魅
力
で
す
。一
度
行
っ
た
ら
忘
れ
ら

れ
な
い
、唯
一
無
二
の
レ
ト
ロ
建
築
で
す
。

奥
三
河
の
レ
ト
ロ
建
築

　
建
物
は
所
有
者
が
変
わ
る
こ
と
で
、よ
り
魅
力
的

な
建
築
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
鳳
来
館
は
、新

し
い
所
有
者
の
手
で
銀
行
建
築
か
ら
幻
想
的
な
レ
ト

ロ
建
築
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
、素
敵
な
建
物
で
す
。

　
鳳
来
館
の
あ
る
新
城
市
の
大
野
宿
は
、秋
葉
山
と

鳳
来
寺
山
を
結
ぶ
秋
葉
街
道
鳳
来
寺
道
が
通
る
交

通
の
要
所
で
、明
治
の
初
期
に
は
東
栄
町
別
所
か
ら

豊
橋
へ
通
じ
る
別
所
街
道
が
整
備
さ
れ
、山
間
部
で

あ
り
な
が
ら
早
く
か
ら
産
業
が
栄
え
ま
し
た
。

大野宿 鳳来館（旧大野銀行本店）
山間部の旧街道沿いに佇む、美しいレトロ建築

Ônozyuku Hôraikan

南側の外観。柱間や柱の幅に注目

旧街道沿いの町並みに溶け込む外観。角地を逆手にとった古典主義様式の構成が巧み

登録／2009年1月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの

赤いカーテンが幻想的な２階ギャラリー

ステンドグラスの光が美しいカフェ

photo：Hisao Takeuchi

１
９
２
７
年（
大
正
14
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て（
屋
根
及
び
２
階
床
は
木
造
）

﹇
設
計
﹈志
水
建
築
業
務
店（
篠
田
進
）

新
城
市
大
野
上
野
17

－

2

http://horaikan.suehiro-i.com
/guide/index.htm

み
ち

は



ぶ
こ
と
が
で
き
、バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
か
で
す
。

　
な
か
で
も
シ
ー
フ
ー
ド
カ
レ
ー
は
、オ
ー
ブ
ン
で

焼
か
れ
た
エ
ビ
や
帆
立
、
ポ
ア
レ
さ
れ
た
季
節
の

魚
な
ど
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

香
ば
し
い
魚
介
を
味
わ
い
つ
つ
カ
レ
ー
を
頬
張
る

と
、
深
み
と
コ
ク
、ほ
の
か
な
甘
み
に
ピ
リ
ッ
と
ス

パ
イ
ス
の
効
い
た
芳
醇
な
味
わ
い
が
、
口
一
杯
に
広

が
り
ま
す
。
ま
た
カ
レ
ー
の
ル
ゥ
に
は
隠
し
味
で
帆

立
の
貝
柱
が
入
っ
て
い
て
、
魚
介
と
の
間
を
上
手
に

取
り
持
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
名
物
が
伝
統
の
ビ
ー
フ
カ
ツ
レ
ツ

で
す
。
池
波
正
太
郎
が
愛
し
た
レ
シ
ピ
を
聞
き
取
り

調
査
な
ど
を
重
ね
て
復
活
さ
せ
た
逸
品
で
す
。
薄
め

に
パン
粉
を
つ
け
て
焼
き
上
げ
た
分
厚
い
フィ
レ
肉
を

特
製
の
ソ
ー
ス
と
一
緒
に
い
た
だ
く
と
、咀
嚼
す
る

間
も
無
く
口
の
中
で
肉
の
味
が
爆
発
し
ま
す
。
あ
ま

り
の
旨
さ
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
請
け
合
い
で
す
。

鳳
来
館
の
信
州
長
屋
門
謹
製
ポ
ー
ク
照
焼
重

　
も
う
一
つ
は
、大
野
宿
鳳
来
館
で
提
供
さ
れ
る
、

信
州
長
屋
門
謹
製
ポ
ー
ク
照
焼
重
で
す
。
カ
フ
ェ
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
鳳
来
館
で
す
が
、食
事
も
美
味
し

く
、名
物
の
カ
レ
ー
や
栗
豚
丼
を
は
じ
め
、５
種
類
の

パ
ン
が
楽
し
め
る
コ
ー
ヒ
ー
付
き
の
ブ
ラ
ン
チ
も
人

気
で
す
。

　
な
か
で
も
、数
量
限
定
の
信
州
長
屋
門
謹
製
ポ
ー
ク

照
焼
重
は
、旨
味
の
強
い
S
P
F（
特
定
病
原
菌
不

在
）ポ
ー
ク
の
バ
ラ
肉
を
焼
い
て
甘
辛
い
タ
レ
に
絡
め

た
も
の
で
、豚
の
旨
味
が
タ
レ
と
絡
む
濃
厚
な
味
わ

い
は
絶
品
で
す
。
敷
き
詰
め
ら
れ
た
ご
飯
と
一
緒
に

か
っ
こ
む
と
、思
わ
ず
唸
り
声
が
上
が
る
ほ
ど
の
美

味
し
さ
で
す
。
ま
た
傍
に
添
え
ら
れ
た
桑
の
葉
う
ど

ん
は
、こ
っ
て
り
し
た
口
中
を
落
ち
着
か
せ
て
く
れ

る
名
脇
役
で
す
。

　
食
事
を
終
え
た
後
は
、サ
イ
フ
ォ
ン
で
丁
寧
に
淹

れ
ら
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
と
共
に
、暖
か
い
光
に
満
た
さ

れ
た
店
内
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
に
身
を
委
ね

る
。
ま
さ
に
至
福
の
ひ
と
時
で
す
。

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
の
シ
ー
フ
ー
ド
カ
レ
ー
と

伝
統
の
ビ
ー
フ
カ
ツ
レ
ツ

　
最
初
に
ご
紹
介
す
る
の
が
、
蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ

テ
ル
の
２
階
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ー
フ
ー
ド
カ

レ
ー
で
す
。

　
三
河
湾
を
見
下
ろ
す
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

あ
る
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
建
設
当
初
の
設
え

が
残
さ
れ
、
と
り
わ
け
前
面
に
迫
り
出
し
た
ベ
ラ

ン
ダ
席
は
、
目
の
前
に
パ
ノ
ラ
マ
が
広
が
る
贅
沢
な

席
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ホ
テ
ル
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

値
段
は
少
し
高
め
で
す
が
、
ラ
ン
チ
で
は
お
手
頃
な

価
格
で
本
格
フ
レ
ン
チ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
お
す
す
め
は
ラ
ン
チ
限
定
の
カ
レ
ー
セ
ッ
ト
で
、

ビ
ー
フ
、シ
ー
フ
ー
ド
、野
菜
、透
明
カ
レ
ー
か
ら
選

登録文化財で昼食を

photo：Hitoshi Kumamoto

伝統のビーフカツレツ

蒲郡クラシックホテルのシーフードカレー。香ばしく焼かれた魚介とカレーのハーモニーが素晴らしい

素敵な建物で美味しい食事をいただくのは、豊かな時間を過ごせる最高の贅沢といえるでしょう。
ここではその中でも、登録文化財の建物と一緒に飲食を楽しめるスポットをご紹介します。

鳳来館の信州長屋門謹製SPFポーク照焼重

サイフォンコーヒーのある風景 レストランの内装。オリジナルの設えを残す

photo：Hisao Takeuchi
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名
古
屋
銀
行
に
在
籍
し
て
い
た
坂
野
鋭
男
で
、学
生

時
代
に
鈴
木
禎
次
に
教
え
を
受
け
た
一
人
で
し
た
。

　
戦
後
に
な
る
と
、東
海
銀
行
津
島
支
店
を
経
て
、

津
島
信
用
金
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
が
、平
成

15
年
に
い
ち
い
信
用
金
庫
と
の
合
併
の
際
に
取
り
壊

し
の
話
が
持
ち
上
が
り
ま
す
。

　
そ
の
時
に
声
を
上
げ
た
の
が
地
元
の
人
々
で
、彼

ら
の
強
い
思
い
を
受
け
た
津
島
市
が
寄
贈
を
願
い
出

て
、保
存
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
建
物
に
ま
つ
わ

る
都
市
再
生
整
備
計
画
で
は
、市
民
グ
ル
ー
プ
の
天

王
文
化
塾
や
地
域
住
民
な
ど
が
参
加
し
て
検
討
を

重
ね
、平
成
21
年
に
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
と
し
て
生

ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
銀
行

　
建
物
の
た
つ
場
所
は
旧
街
道
に
直
行
す
る
天
王

通
り
か
ら
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
大
通
り
か

ら
も
そ
の
姿
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
ま
た
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
全
体
が
フ
レ
ー
ム
状
の
枠

で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
下
部
の
花
崗
岩
ま
で

徹
底
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
軒
下
の
装
飾
や
入

り
口
の
ペ
ア
コ
ラ
ム（
双
柱
）な
ど
様
式
建
築
的
な

装
飾
が
付
い
て
い
ま
す
。

　
少
し
引
き
込
ん
だ
入
り
口
か
ら
入
る
と
、
内
部

に
は
大
き
な
吹
き
抜
け
空
間
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

中
央
に
は
２
本
の
円
柱
が
立
ち
上
が
り
、
壁
面
の
角

柱
と
比
べ
て
、
社
寺
建
築
の
よ
う
な
空
間
の
差
異
化

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
賑
や
か
な
館
内
で
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
が
、天

井
ま
で
届
き
そ
う
な
巻
藁
の
実
寸
大
模
型
で
す
。

天
王
祭
で
は
限
ら
れ
た
人
し
か
見
ら
れ
な
い
巻
藁

の
内
側
の
光
景
が
体
験
で
き
る
、
面
白
い
イ
ン
テ
リ

ア
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
正
面
奥
に
は
銀
行
だ
っ
た
当
時
の
金
庫
が

残
り
、吹
き
抜
け
上
方
を
巡
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
復
元

さ
れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

朝
日
に
輝
く
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

　
こ
の
建
物
を
見
に
行
く
な
ら
朝
が
お
す
す
め
で
す
。

澄
ん
だ
空
気
の
中
、古
い
町
並
み
を
歩
い
て
い
る
と
、

朝
日
を
浴
び
て
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
姿
が
と
て
も
美
し
い

か
ら
で
す
。

　
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
に
は
、午
前
中
か
ら

地
元
の
人
や
観
光
客
が
気
軽
に
訪
れ
、思
い
思
い
の
時

間
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
魅
力
あ
る
活
用
が
な
さ
れ

て
い
る
、素
敵
な
建
築
で
す
。

　
実
寸
大
の
巻
藁
が
あ
る
風
景

　
宵
闇
の
水
面
に
浮
か
ぶ
巻
藁
船
が
幻
想
的
な
尾

張
津
島
天
王
祭
。
６
０
０
年
の
歴
史
を
も
つ
祭
礼

は
、ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
全
国

で
も
指
折
り
の
華
や
か
な
夏
祭
り
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
そ
の
巻
藁
の
実
寸
大
の
模
型
を
間
近
に
見
ら
れ

る
の
が
、天
王
祭
を
は
じ
め
歴
史
あ
る
津
島
の
情
報

を
発
信
し
て
い
る
、
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
で

す
。
こ
の
建
物
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
津
島
上
街
道

に
軒
を
連
ね
、か
つ
て
は
銀
行
建
築
と
し
て
古
い
町

並
み
の
中
で
も
目
立
っ
た
存
在
で
し
た
。

市
民
団
体
の
保
存
活
動

　
こ
の
建
物
は
、津
島
の
繊
維
産
業
の
発
展
を
担
っ

た
名
古
屋
銀
行（
東
海
銀
行
の
前
身
）の
津
島
支
店

と
し
て
、昭
和
４
年
に
た
て
ら
れ
ま
し
た
。
設
計
は
、

津島市観光交流センター（旧津島信用金庫本店）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光交流センターに転用された、旧街道沿いの銀行建築

Tusimasikankôkoryûsentâ

古い町並みを残す津島上街道

朝日に輝くファサード。周囲の建物より一回り大きな外観が古い町並みの中でひときわ目を引く　　

登録／2006年3月
登録基準／造形の規範となっているもの

銀行時代の名残の立派な金庫　　　　　　　　　　　

行燈のように館内を照らす巻藁

photo：Akihiko Mizuno

１
９
２
９
年（
昭
和
４
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て

津
島
市
本
町
１
丁
目
５
２
ー
１

﹇
設
計
﹈坂
野
鋭
男

http://hc-ppp.com
/tsushim

ashikankou/

ま
き
わ
ら

か
み

ば
ん
の    

え
い
お

そ
う
ち
ゅ
う



photo：Hitoshi Kumamoto

鉄骨造や鉄筋コンクリート造による大スパンの建物には

組積造に基づく様式建築はそぐわなかった。

新しい建物にふさわしいデザインが追求されたのは、

用・強・美を本質とする建築にとってごく当たり前の進歩だった。

新しいシンボル

column

建築家 鈴木禎次

photo：Kiyozumi Kakehi

photo：Tomio Ishida

【名古屋をつくった建築家】

　 明治後期から昭和初期にかけて、名古屋で活躍した建築家鈴木禎次は、明治
３年に静岡県静岡市で生まれました。帝国大学の造家学科（現在の東京大学
建築学科）では辰野金吾の教えを受け、大学卒業後は三井銀行の建築係に就
職しました。
　また鈴木の妻と夏目漱石の妻が姉妹だったことも有名で、漱石の日記にたびたび
登場しています。鈴木は漱石の死後に、墓石のデザインも手がけています。
　明治３８年に名古屋高等工業学校（現在の名古屋工業大学）の教授になると、
建築家としての辣腕を振るい、広小路通沿いなどに多くの建物を設計しますが、
当初は名古屋があまりに田舎だったため、ずいぶん落ち込んだそうです。
　名古屋の財界人にとっても本格的な建築家は得難い人材で、特にいとう呉服店

（現在の松坂屋）の伊藤次郎左衛門祐民との関係は深く、「いとう呉服店」や「伊
藤銀行」、「松坂屋本店」などを手がけています。
　そうした大きい建物を設計する一方で、印象深い住宅作品も残しています。半
田の「旧中埜家住宅」は、まだ四十代だった鈴木が手探りで設計した住宅で、繊
細なベランダが美しいユニークな作品です。
　また名古屋市覚王山にある伊藤家別邸の揚輝荘内の「伴華楼」では、尾張徳
川家の建物の移築と増築を手がけています。
　現存する建物は少なくなりましたが、鈴木禎次の建築は今も変わらず愛知県の
まちのシンボルとして愛されています。

38



4041

　
ま
た
建
物
の
特
徴
で
あ
る
大
き
さ
は
、
鉄
骨
造

や
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
発
達
で
可
能
に
な
っ
た

近
代
建
築
の
技
術
で
す
。
名
古
屋
市
公
会
堂
に
は

建
設
当
時
２
７
０
０
人
を
収
容
で
き
る
大
ホ
ー
ル
が

あ
り
、こ
れ
は
同
時
期
の
日
比
谷
公
会
堂
や
大
阪
中

央
公
会
堂
に
比
肩
す
る
大
き
さ
で
、延
べ
床
面
積
で

は
両
者
を
凌
駕
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
寄
付
で
建
て
ら
れ
た
公
会
堂

　
名
古
屋
市
公
会
堂
の
建
設
は
、昭
和
天
皇
の
御
成

婚
記
念
事
業
に
端
を
発
し
ま
す
。
そ
の
当
時
、
公

会
堂
の
建
設
は
各
地
で
求
め
ら
れ
、ま
た
名
古
屋
は

人
口
が
１
０
０
万
人
に
迫
り
、中
川
運
河
の
開
削
や

上
下
水
道
設
備
の
拡
張
な
ど
、ま
ち
が
大
き
く
変
革

し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
影
響
で
、市
の
予
算
だ
け
で
は
建
設
費
が
賄

え
ず
、市
民
に
よ
る
寄
付
を
募
っ
た
結
果
、完
成
ま

で
に
７
年
を
要
し
ま
し
た
。
昭
和
３
年
に
鶴
舞
公
園

で
開
催
さ
れ
た
御
大
典
奉
祝
名
古
屋
博
覧
会
の
時
に

は
、鉄
骨
が
剥
き
出
し
の
状
態
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

表
現
主
義
的
な
デ
ザ
イ
ン
と
タ
イ
ル

　
昭
和
初
期
の
名
古
屋
で
は
、セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ド

イ
ツ
表
現
主
義
の
デ
ザ
イ
ン
が
参
考
に
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
市
公
会
堂
は
後
者
の
代
表

作
で
、
全
体
を

大
き
な
塊
の
よ

う
に
あ
つ
か
い
、

ま
た
ア
ー
チ
を

多
用
す
る
な
ど

曲
線
を
取
り
入

れ
て
い
る
点
も

表
現
主
義
に

倣
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
内
部

空
間
で
は
、
大

ホ
ー
ル
の
ほ
か
２
階
の
集
会
室
（
旧
婦
人
室
）
や
３

階
の
和
室
、４
階
の
特
別
室
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

豊
か
な
部
屋
が
用
意
さ
れ
、
市
民
の
要
望
に
応
え

ら
れ
る
機
能
が
備
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
も
魅
力
的
な
の
が
館
内
を
め
ぐ
る
廊
下

で
す
。
と
り
わ
け
大
ホ
ー
ル
前
の
幾
何
学
模
様
に
敷

か
れ
た
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
が
美
し
い
で
す
。
そ
れ
ら

タ
イ
ル
に
、階
段
や
バ
ル
コ
ニ
ー
の
窓
か
ら
の
光
が
染

み
渡
り
、荘
厳
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。

名
古
屋
の
文
化
の
殿
堂

　
平
成
31
年
、名
古
屋
市
公
会
堂
は
、耐
震
補
強
な

ど
と
合
わ
せ
て
大
ホ
ー
ル
の
改
修
を
行
い
ま
し
た
。

座
席
数
を
減
ら
し
て
ゆ
と
り
を
持
た
せ
、
椅
子
は

当
初
の
デ
ザ
イ
ン
が
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
最
新
の
音
響
設
備
や
デ
ジ
タ
ル
シ
ネ
マ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー
を
取
り
入
れ
、
現
在
の
ラ
イ
ブ
や
映
像

の
上
映
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
舞

台
に
あ
る
湾
曲
し
た
壁
面
「
ク
ッ
ペ
ル
ホ
リ
ゾ
ン
ト
」

は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
。

　
建
設
か
ら
長
い
年
月
が
経
ち
、戦
渦
や
米
軍
の
接

収
に
も
耐
え
て
き
た
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、今
も
変

わ
ら
ず
名
古
屋
の
文
化
を
支
え
て
い
ま
す
。
そ
の
揺

る
ぎ
も
し
な
い
堂
々
と
し
た
姿
に
、敬
意
を
払
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

「
大
き
さ
」
と
い
う
特
徴

　
名
古
屋
市
の
鶴
舞
公
園
に
は
大
き
な
塊
の
よ
う
な

公
会
堂
が
あ
り
ま
す
。
焦
茶
色
の
タ
イ
ル
で
覆
わ
れ
、

窓
は
小
さ
く
、コ
ー
ナ
ー
に
は
丸
み
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
た
め
、よ
り
い
っ
そ
う
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、昭
和
５
年
に
竣
工
し
て
以
降
、

講
演
会
や
催
事
、音
楽
イ
ベン
ト
な
ど
に
活
用
さ
れ
続

け
て
き
た
、名
古
屋
を
代
表
す
る
近
代
建
築
で
す
。

名古屋市公会堂
鶴舞公園に堂 と々たたずむ、名古屋近代建築を代表する文化の殿堂

Nagoyasikôkaidô

舞台との距離感が近く臨場感のある大ホール

堂 と々した表現主義的な外観。以前の庇は鉄製だったが戦中に供出され、昭和３０年の増改築の際に取り付けられた

登録／2020年8月
登録基準／造形の規範となっているもの

大ホール前のモザイクタイル

３階の和室。普通の和室よりスケールが大きい

photo：Hitoshi Kumamoto

１
９
３
０
年（
昭
和
５
年
）

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
４
階
建
て
、地
下
１
階

﹇
設
計
﹈名
古
屋
市
建
築
課

名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
１
丁
目
１‒
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博
覧
会
と
公
園
の
整
備

　
鶴
舞
公
園
の
造
営
は
、
明
治
43
年
に
開
催
さ
れ

た
第
十
回
関
西
府
県
連
合
共
進
会
の
会
場
整
備
に

合
わ
せ
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、こ
の
辺

り
一
体
が
田
ん
ぼ
の
多
い
湿
地
帯
で
、ち
ょ
う
ど
明

治
38
年
か
ら
開
削
が
進
ん
で
い
た
新
堀
川
の
土
砂

を
埋
め
立
て
に
利
用
で
き
た
か
ら
で
す
。

　
ち
な
み
に
共
進
会
と
は
、
産
業
の
発
展
と
交
流

を
図
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
製
品
を
品
評
す
る
会

で
、
明
治
政
府
の
殖
産
興
業
の
一
環
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
共
進
会
の
終
了
後
、
日
本
の「
公
園
の
父
」と
い

わ
れ
る
造
園
家
の
本
多
静
六
と
鈴
木
禎
次
の
設
計

で
進
め
ら
れ
、
起
伏
の
少
な
い
西
側
を
幾
何
学
的

な
近
世
フ
ラ
ン
ス
式
の
回
遊
式
庭
園
に
、
東
側
は
緩

や
か
な
丘
陵
を
活
か
し
た
和
風
の
庭
園
に
整
備
さ

れ
ま
し
た
。

鈴
木
禎
次
の
最
高
傑
作

　
公
園
の
中
に
は
、共
進
会
の
折
に
建
て
ら
れ
た
噴

水
塔
と
奏
楽
堂
の
二
つ
の
建
物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

両
方
と
も
鈴
木
禎
次
の
設
計
に
よ
り
ま
す
が
、奏
楽

堂
は
平
成
９
年
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
そ
の
内
の
噴
水
塔
は
、数
あ
る
鈴
木
の
建
築
の
中

で
も
最
高
傑
作
と
呼
べ
る
も
の
で
、古
典
主
義
様
式

の
構
成
が
美
し
い
作
品
で
す
。
よ
く
晴
れ
た
日
に
は
、

頂
部
の
水
盤
か
ら
八
方
向
に
注
が
れ
る
水
が
軒
先
に

当
た
っ
て
飛
散
し
、円
形
の
塔
の
白
い
ド
リ
ス
式
オ
ー

ダ
ー
と
内
部
の
空
間
を
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
か
せ
て
、ま

る
で
神
殿
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

歴
史
あ
る
公
園
と
新
し
い
憩
い
の
場

　
鶴
舞
公
園
内
に
は
他
に
も
、名
古
屋
博
覧
会
の
時

に
建
て
ら
れ
た
鶴
々
亭
や
普
選
記
念
壇
が
あ
り
、南

東
部
に
は
国
指
定
史
跡
の
八
幡
山
古
墳
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、１
０
０
年
の
歴
史
を
重
ね
て
き
た
鶴
舞

中
央
図
書
館
や
、か
つ
て
は
名
古
屋
で
最
初
の
動
物

園
も
開
園
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
と
あ
わ
せ
て
名
古
屋
の
文
化
を

担
っ
て
き
た
鶴
舞
公
園
は
、近
年「Park‐PFI

」
を

導
入
し
た
再
整
備
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
あ
る

景
観
を
残
し
つ
つ
、飲
食
店
な
ど
時
代
の
ニ
ー
ズ
を

取
り
入
れ
た
新
し
い
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
、今

も
発
展
し
続
け
て
い
ま
す
。

名
古
屋
の
近
代
化
の
シ
ン
ボ
ル

　
名
古
屋
に
は
ま
ち
の
近
代
化
の
象
徴
と
も
称
さ

れ
る
公
園
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
鶴
舞
公
園
で
す
。

明
治
42
年
に
造
営
さ
れ
た
鶴
舞
公
園
は
、
名
古
屋

市
営
の
最
初
の
公
園
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
関
西
府

県
連
合
共
進
会
と
御
大
典
奉
祝
名
古
屋
博
覧
会
と

い
う
２
つ
の
重
要
な
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
会
場

で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
公
園
の
設
計
に
携
わ
っ
た
建
築
家
の
鈴
木
禎
次

は
、
後
に
こ
れ
ら
博
覧
会
が
名
古
屋
が
発
展
を
遂

げ
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
と
述
懐
し
て

い
ま
す
。

　
現
在
、
鶴
舞
公
園
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景

か
ら
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
記
念
物
と
な
っ
て
い

ま
す
。

photo：Hitoshi Kumamoto/Ryota Murase/Tomio Ishida/Akihiko Mizuno

午後の光を受けて輝く噴水塔

噴水塔遠景。右手側が正門、左手側に和風庭園がある。土日には催し物が開かれ多くの市民で賑わう

平成 9年に復元された奏楽堂。創建時は木造だった

新しく整備されたTSURUMA GARDEN area1

国登録記念物 鶴舞公園
歴史的な博覧会が開かれた、名古屋市営第一号の都市公園

つる　　ま

て
い
じ

そ
う
が
く
ど
う

か
く
か
く
て
い
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公
会
堂
が
で
き
る
ま
で

　
大
正
の
終
わ
り
頃
、全
国
各
地
で
討
論
会
や
講
演

会
が
行
え
る
公
会
堂
の
建
設
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
折
、豊
橋
市
で
は
地
元
の
豊
橋
電
気
株
式

会
社
と
名
古
屋
電
灯
株
式
会
社
の
間
で
合
併
の
話
が

持
ち
上
が
り
、市
議
会
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
へ
と
発

展
し
ま
し
た
。
結
局
両
者
の
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、

知
事
の
仲
裁
で
名
古
屋
電
灯
が
公
会
堂
を
寄
付
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、公
会
堂
建
設
は
市
会
騒
乱
事
件
で
収
縮

し
ま
す
が
、昭
和
３
年
に
御
大
典
奉
祝
記
念
事
業
と

し
て
再
燃
し
、豊
橋
市
制
25
周
年
記
念
で
完
成
に
至

り
ま
し
た
。

ま
ち
の
顔
と
し
て
の
フ
ァ
サ
ー
ド

　
か
つ
て
路
面
電
車
は
豊
橋
市
公
会
堂
の
正
面
か

ら
迫
り
、フ
ァ
サ
ー
ド
が
ビ
ス
タ（
景
観
の
目
印
）の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

　
大
階
段
を
上
っ
た
先
の
玄
関
に
は
、
天
井
に
ク
ロ

ス
ヴ
ォ
ー
ル
ト
が
架
か
り
、
列
柱
と
合
わ
せ
て
ア
ー

ケ
ー
ド
の
よ
う
な
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
建
物
は
仕
様
書
に「
近
世
式
」と
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
ド
ー
ム
や
軒
下
の
ア
ー
チ
の
連
続
す
る

装
飾
な
ど
、ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
や
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式

の
意
匠
も
散
見
で
き
ま
す
。

　
設
計
者
の
中

村
與
資
平
は
浜

松
を
拠
点
に
活

躍
し
た
人
物
で
、

様
式
建
築
に
精

通
し
、静
岡
市
庁

舎
や
静
岡
県
庁

舎
も
手
が
け
た
、

地
元
が
誇
る
名

建
築
家
で
す
。

　
そ
の
手
腕
は

内
部
空
間
に
も
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
塔
屋
内
を

巡
る
手
す
り
の
美
し
い
螺
旋
階
段
や
、
そ
の
横
の
円

形
窓
か
ら
眺
め
ら
れ
る
ア
ー
ケ
ー
ド
と
列
柱
の
造

形
も
見
事
で
す
。

　
隠
れ
た
見
ど
こ
ろ
は
、ホ
ー
ル
の
奥
に
あ
る
３
階

の
楽
屋
で
す
。
角
部
屋
の
た
め
窓
が
多
く
、
演
者
用

の
大
鏡
が
そ
れ
を
写
し
込
ん
で
不
思
議
な
空
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
昭
和
天
皇
が
訪
れ
た
３
階
の
貴
賓
室
も
重

厚
な
内
装
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

鷲
の
謎

　
と
こ
ろ
で
豊
橋
市
公
会
堂
の
鷲
に
関
し
て
は
謎

が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
背
後
に
あ
る
吉
田
城
跡
に

は
陸
軍
歩
兵
第
18
連
隊
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、軍
都
の
象
徴
だ
と
囁
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

一
方
で
、
鷲
は
陸
軍
の
紋
章
で
は
な
い
た
め
、
否
定

す
る
意
見
も
あ
り
ま
す
。

　
紋
章
で
い
え
ば
、鷲
は
羽
毛
の
形
状
か
ら
黒
鷲
と

考
え
ら
れ
、そ
れ
は
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
の
紋
章
を
想
起
さ

せ
ま
す
。
豊
橋
に
は
豊
橋
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
聖
堂
が

あ
り
、日
露
戦
争
後
に
ロ
シ
ア
人
捕
虜
が
多
く
移
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
鷲
が
象
徴
的
に
据
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、そ
の
辺
り
に
秘
密
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
ら
歴
史
の
謎
へ
の
探
究
は
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

な
ら
で
は
の
醍
醐
味
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

豊
橋
の
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

　
路
面
電
車
の
走
る
豊
橋
の
市
街
地
で
、沿
線
に
ひ

と
き
わ
目
を
引
く
立
派
な
建
物
が
あ
り
ま
す
。
正

面
に
は
大
き
な
階
段
が
そ
び
え
、
そ
の
先
に
は
コ
リ

ン
ト
式
の
柱
頭
を
持
つ
角
柱
が
立
ち
並
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
頭
上
に
は
左
右
に
二
つ
イ
ス
ラ
ム
風
の

ド
ー
ム
を
い
た
だ
き
、
そ
の
四
隅
に
は
鷲
が
翼
を
広

げ
て
い
ま
す
。

　
豊
橋
市
公
会
堂
は
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
愛

さ
れ
続
け
て
い
る
名
建
築
で
す
。

豊橋市公会堂
路面電車沿いに悠然と構える、豊橋のシンボル的近代建築

Toyohasisikôkaidô

円形窓から覗いたドリス式列柱とクロスヴォールトの眺め

印象的な外観。両脇の角屋の存在がファサードを引き立たせる。モダンな窓枠も美しい

登録／1998年9月
登録基準／造形の規範となっているもの

不思議な雰囲気の漂う３階の楽屋

ホール全景。舞台上の照明器具は錘で上げ下げする

photo：Hitoshi Kumamoto

１
９
３
１
年（
昭
和
６
年
）
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リ
ー
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造
３
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建
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﹇
設
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２
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岸
を
走
る
国
道
２
７
４
号
か
ら
20
m
程
度
し
か
離
れ

て
お
ら
ず
、ま
た
基
礎
部
が
２
m
ほ
ど
岩
礁
か
ら
高

く
な
っ
て
い
る
た
め
、地
上
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。

　
そ
し
て
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
も
特
徴
的
で
す
。
高
さ

19
m
の
す
ら
り
と
し
た
白
い
姿
は
、下
か
ら
上
に
向

か
っ
て
徐
々
に
細
く
な
り
、
そ
の
艶
か
し
い
ラ
イ
ン

は
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
イ
オ
ニ
ア
式
オ
ー
ダ
ー
の
円

柱
の
よ
う
な
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
灯
塔
の
上
に
は
踊
場
が
巡
り
、光
源
の
あ
る
灯
室

が
ち
ょ
こ
ん
と
の
っ
て
い
る
姿
も
愛
嬌
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
の
灯
台
が
空
と
海
を

背
景
に
た
つ
姿
は
、他
の
建
造
物
に
は
な
い
感
動
を

与
え
て
く
れ
ま
す
。

美
浜
ま
ち
ラ
ボ
と
登
れ
る
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
　

　
野
間
埼
灯
台
は
、こ
の
辺
り
が
人
気
の
海
水
浴
場

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、建
設
当
初
か
ら
観
光
名
所
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
常
駐
し
て
い

た
灯
台
守
が
塔
内
へ
登
ら
せ
て
く
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
再
び
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
年
の
こ
と

で
、
地
元
で
活
動
す
る
「
美
浜
ま
ち
ラ
ボ
」の
働
き

か
け
に
よ
り
ま
す
。
彼
ら
は
海
上
保
安
庁
の
許
可

を
取
っ
て
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
行
っ
た
り
、
灯
台
前
の

駐
車
場
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
り
し
て
、
周
知
に
努

め
ま
し
た
。
ま
た
野
間
埼
灯
台
１
０
０
年
の
記
念

事
業
と
し
て
国
登
録
有
形
文
化
財
へ
の
登
録
を
果

た
し
、記
念
誌
も
作
成
し
ま
し
た
。

　
そ
の
一
環
で
進
め
ら
れ
た
の
が「
野
間
灯
台
登
れ

る
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
し
た
。
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
粘

り
強
い
活
動
と
熱
い
思
い
が
結
実
し
て
、２
０
２
２

年
か
ら
一
般
公
開
さ
れ
、土
日
限
定
で
灯
台
へ
登
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

夕
日
の
沈
む
絶
景

　
基
礎
部
の
階
段
を
あ
が
り
、暗
闇
の
中
の
螺
旋
階

段
を
丸
窓
の
光
を
頼
り
に
上
へ
と
登
る
と
、狭
い
入
り

口
の
先
に
灯
室
が
あ
り
ま
す
。
中
心
に
は
灯
器
が
置

か
れ
、下
部
の
出
口
か
ら
這
い
出
れ
ば
、目
の
前
に
広

が
る
絶
景
に
思
わ
ず
息
を
呑
み
ま
す
。
海
岸
に
た
つ

灯
台
な
ら
で
は
の
景
色
で
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
紹
介
し
た
い
絶
景
が
夕
暮
れ
の
野

間
埼
灯
台
で
す
。
背
後
に
広
が
る
伊
勢
湾
に
夕

日
が
沈
み
、
そ
こ
に
た
た
ず
む
灯
台
の
姿
は
美
し

く
て
ち
ょ
っ
ぴ
り
切
な
い
で
す
。

　
野
間
埼
灯
台
は
、灯
台
と
い
う
建
造
物
の
良
さ
を

十
二
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
稀
有
な
建
築
で
す
。

灯
台
略
史

　
伊
勢
湾
を
望
む
知
多
半
島
の
西
端
に
、県
内
で
稼

働
す
る
灯
台
の
中
で
最
も
古
い
野
間
埼
灯
台
が
た
っ

て
い
ま
す
。
海
岸
か
ら
す
っ
く
と
立
ち
上
が
る
白
亜

の
塔
は
、背
後
に
広
が
る
水
平
線
と
合
わ
せ
て
美
し

い
風
景
を
つ
く
り
、と
て
も
人
気
の
あ
る
観
光
ス
ポ
ッ

ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
日
本
の
灯
台
の
歴
史
は
江
戸
末
期
に
始
ま
り
ま
す

が
、そ
れ
ら
は
当
初
、お
雇
い
外
国
人
の
手
に
よ
っ
て

設
計
さ
れ
ま
し
た
。
愛
知
県
に
は
博
物
館
明
治
村
に

移
築
さ
れ
た
、フ
ラ
ン
ス
人
技
師
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
に
よ
る

国
内
最
古
の
品
川
燈
台
が
あ
り
ま
す
。

野
間
埼
灯
台
の
美

　
野
間
埼
灯
台
の
魅
力
の
一
つ
が
、ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

素
晴
ら
し
さ
に
あ
り
ま
す
。
灯
台
の
た
つ
場
所
は
沿

野間埼灯台
伊勢湾を望む、愛知県最古の美しい灯台

Nomasakitôdai

塔内部の螺旋階段

灯台の全景。２mの基礎部から１９mの灯台が伸びる。伊勢湾とかたちづくる素晴らしい風景

登録／2022年6月
登録基準／
国土の歴史的景観に
寄与しているもの

灯室と伊勢湾の絶景

光源のある灯室

photo：Akihiko Mizuno ／ Hitoshi Kumamoto

１
９
２
１
年（
大
正
10
年
）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造（
無
筋
）

１
９
９
９
年
炭
素
繊
維
巻
立
工
法
に
て
耐
震
補
強

美
浜
町
大
字
小
野
浦
字
岩
成
20-

1

https://rom
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復
興
の
シ
ン
ボ
ル

　
名
古
屋
の
中
心
を
走
る
久
屋
大
通
の
真

ん
中
で
銀
色
に
輝
く
名
古
屋
テ
レ
ビ
塔
は
、

戦
後
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
素
晴

ら
し
い
建
築
で
す
。

　
戦
前
の
名
古
屋
は
、三
菱
重
工
業
を
は
じ

め
軍
需
産
業
の
一
大
拠
点
で
、戦
火
の
折
に

は
60
回
以
上
の
空
爆
を
受
け
る
壊
滅
的
な

被
害
を
被
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
荒
廃
し
た
ま
ち
に
建
設
さ
れ
た

の
が
、新
し
い
大
衆
文
化
で
あ
る
テ
レ
ビ
の

送
信
ア
ン
テ
ナ
を
集
約
し
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
で
し
た
。
ま
た
建
設
用
地
に
久
屋
大
通

公
園
が
選
ば
れ
た
の
は
、戦
災
で
焼
け
落
ち

た
名
古
屋
城
に
代
わ
る
観
光
名
所
と
な
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
か
ら
で
し
た
。

前
例
の
な
い
集
約
電
波
塔

　
名
古
屋
テ
レ
ビ
塔
は
、建
設
当
時
、電
波
塔
と
し
て

も
前
例
の
な
い
建
物
で
し
た
。
設
計
者
の
内
藤
多
仲

は
戦
前
に
多
く
の
ラ
ジ
オ
塔
を
手
が
け
た
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
で
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
全
高
１
８
０
m
の

自
立
式
鉄
塔
の
設
計
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　
条
件
と
し
て
は
、風
の
影
響
を
受
け
る
高
所
で
の

ア
ン
テ
ナ
の
固
定
や
、
地
下
鉄
が
通
る
た
め
基
礎
杭

が
打
て
な
い
こ
と
、ま
た
送
信
施
設
を
塔
体
に
ド
ッ

キ
ン
グ
さ
せ
る
な
ど
難
し
い
条
件
が
課
せ
ら
れ
、内

藤
は
設
計
を
何
度
も
や
り
直
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
出
来
上
が
っ
た
デ
ザ
イ
ン
が
、
頂
部
ま
で
伸
び
上

が
る
４
本
の
柱
と
そ
れ
を
繋
ぐ
三
角
ト
ラ
ス
、ま
た

柱
の
基
礎
同
士
を
地
中
梁
で
連
結
さ
せ
、
放
送
施

設
を
低
層
部
に
組
み
込
ん
で
交
差
ア
ー
チ
で
支
え

る
な
ど
、構
造
的
に
無
駄
の
な
い
現
在
に
見
る
姿
で

し
た
。

　
内
藤
は
デ
ザ
イ
ン
の
出
来
栄
え
を
、晩
年
ま
で
満

足
げ
に
語
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

重
要
文
化
財
へ
の
道
の
り

　
建
設
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
ち
、
名
古
屋
テ
レ

ビ
塔
は
ア
ナ
ロ
グ
放
送
の
終
了
を
迎
え
、電
波
塔
と

し
て
の
役
割
を
終
え
ま
し
た
。
そ
の
後
の
活
用
に

つ
い
て
、
名
古
屋
テ
レ
ビ
塔
株
式
会
社
と
名
古
屋

市
、
そ
し
て
日
建
設
計
が
協
議
を
重
ね
、
新
し
い
文

化
施
設
と
し
て
の
転
用
を
目
的
と
し
た
改
修
工
事

計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
改
修
工
事
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
が
、
建
物
の

か
た
ち
を
変
え
な
い
で
耐
震
性
を
増
す
工
法
の
検

討
で
し
た
。
10
年
の
試
行
錯
誤
を
経
て
、
柱
を
地

中
ス
レ
ス
レ
で
カ
ッ
ト
し
て
免
震
装
置
を
入
れ
る
工

法
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

都
市
空
間
と
共
に
あ
る
姿

　
工
事
の
際
に
、同
時
に
行
わ
れ
た
久
屋
大
通
公
園

の
再
整
備
計
画
も
ま
た
画
期
的
で
し
た
。
こ
こ
で
の

計
画
が
都
市
公
園
法
の
改
正
を
促
し
、ま
た
民
間
に

よ
る
公
園
の
管
理
運
営
制
度「Park‐PFI

」が
採
用

さ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、か
つ
て
愛
知

県
と
名
古
屋
市
が
協
力
し
て
道
路
法
や
都
市
公
園
法

な
ど
の
難
題
を
調
整
し
た
実
績
が
、今
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
か
ら
で
し
た
。

　
２
０
２
２
年
、名
古
屋
テ
レ
ビ
塔
は
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
、そ
の
姿
が
今
後
も
保
存
さ
れ
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。
戦
後
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
は
、ま
ち
の

永
遠
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
す
。

photo：Akihiko Mizuno/Hitoshi Kumamoto

改修前の建屋。予想外の場所から光が差す

鉄骨で組み上げられた美しいフォルム

免震工事中の柱の基礎部

同時に改修工事した久屋大通公園

重
要
文
化
財 

名
古
屋
テ
レ
ビ
塔

戦
後
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
、ま
ち
の
永
遠
の
シ
ン
ボ
ル
へ

た
ち
ゅ
う
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飯田喜四郎先生  特別インタビュー

飯田 喜四郎
１９２４年東京生まれ。名古
屋大学名誉教授。東京大学
大学院在学中にフランスへ
留学。また博物館明治村の
館長を長年務めた。

帝冠様式に思うこと
　
今
回
の
冊
子
の
タ
イ
ト
ル
は「
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
編
」と
あ
り
ま
す
が
、そ
も
そ
も
シ

ン
ボ
ル
と
い
う
定
義
が
難
し
い
で
す
ね
。つ

ま
り
、私
が
思
う
シ
ン
ボ
ル
と
あ
な
た
が
思

う
シ
ン
ボ
ル
と
で
は
違
う
か
ら
で
す
。

　
ま
た
普
通
に
い
え
ば
、シ
ン
ボ
ル
は
通
常

の
建
物
に
あ
る
属
性
の
よ
う
な
も
の
で
、す

べ
て
の
建
物
が
シ
ン
ボ
ル
に
な
り
得
る
。で

す
か
ら
、ま
ず
し
っ
か
り
と
ロ
ジ
ッ
ク
を
詰

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
を「
そ
の

ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ
る
い
は
時
代
を
象

徴
す
る
建
物
」と
定
義
し
た
こ
と
は
悪
く
な

い
着
想
だ
と
思
い
ま
す
。

　
冊
子
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
建
物
を

見
る
と
、蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
は
や
は

り
面
白
い
形
を
し
て
い
ま
す
ね
。ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
が
最
初
に
泊
ま
っ
た
外
国
人

だ
っ
た
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
面
白
い
。シ
ー

フ
ー
ド
カ
レ
ー
も
美
味
し
そ
う
で
す（
笑
）

　
名
古
屋
市
役
所
と
愛
知
県
庁
舎
が
並
ぶ

姿
は
相
変
わ
ら
ず
壮
観
で
す
ね
。ま
た
、津

島
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
の
巻
藁
も
面
白
い

内
装
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、や
は
り
名
古
屋
市
市
政
資
料
館

は
印
象
深
い
建
物
で
す
。様
式
建
築
と
し
て

良
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
て
美
し
い
。ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
、例
え
ば
パ
リ
の
ル
ー
ブ
ル
宮
殿

な
ど
に
比
べ
る
と
ス
ケ
ー
ル
は
落
ち
ま
す

が
、そ
れ
で
も
良
く
で
き
て
い
る
こ
と
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。あ
の
建
物
を
残
し
た

い
と
い
っ
て
き
た
若
い
名
古
屋
市
職
員
の

切
羽
詰
ま
っ
た
表
情
が
、い
ま
だ
に
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。そ
ん
な
彼
ら
も
鬼
籍
に
入
ら
れ

た
人
が
増
え
た
と
聞
い
て
、と
て
も
寂
し
く

思
い
ま
す
。

　
今
回
の
冊
子
で
特
徴
的
な
の
が
帝
冠
様

式
の
扱
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。私
は
以
前
、

名
古
屋
市
庁
舎
と
愛
知
県
庁
舎
を
登
録
文

化
財
に
す
る
際
に
、合
同
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
際
に
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た
の
が
、や

は
り
扱
い
の
難
し
さ
で
し
た
。昭
和
初
期
に

は
、建
築
界
の
中
に
も
帝
国
主
義
に
傾
倒
す

る
人
々
が
い
ま
し
た
。戦
後
に
そ
れ
を
否
定

す
る
人
も
い
ま
し
た
が
、戦
中
で
は
肯
定
す

る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。で

す
か
ら
、後
に
な
っ
て
そ
れ
ら
を
判
断
す
る

の
は
難
し
い
け
ど
、帝
冠
様
式
を
求
め
る
よ

う
な
空
気
は
確
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
私
個
人
の
意
見
で
い
え
ば
、こ
れ
ら
の
建

築
も
残
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。逆

に
、戦
中
と
戦
後
に
辛
い
思
い
を
し
た
人
々

か
ら
す
れ
ば
、壊
し
て
し
ま
う
べ
き
と
い
う

意
見
が
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
ま
す
。た
だ

そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
で
、建
築
史

の
範
疇
を
超
え
て
い
ま
す
。感
情
を
超
え
る

と
い
う
の
は
難
し
い
。

　
た
だ
、そ
う
い
っ
た
意
見
の
衝
突
も
含
め

て
、建
物
が
残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
分
か
る

も
の
や
出
来
る
こ
と
も
多
い
と
思
う
。だ
か

ら
私
は
、建
築
史
家
と
し
て
残
す
べ
き
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

「
あ
い
ち
の
た
て
も
の
博
覧
会（
あ
い
た
て
博
）」

は
、２
０
１
３
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、愛
知
県
の

魅
力
あ
る
建
物
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、私
た
ち
の
身
近
に
あ
る

歴
史
的
な
建
物
を
特
別
に
公
開
し
、所
有
者
や

専
門
家
た
ち
が
ガ
イ
ド
す
る
こ
と
で
、そ
の

魅
力
を
紹
介
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

普
段
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
美
し
い
空
間
に

浸
り
、建
物
の
詳
細
な
解
説
を
聞
く
こ
と
で
ま

ち
の
歴
史
や
文
化
に
親
し
ん
だ
と
き
、何
気
な

い
風
景
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、以
前
ま
で
の「
あ
い
た
て
博
」は
登
録

文
化
財
を
公
開
の
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

記
念
す
べ
き
10
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
令
和

５
年
度
か
ら
は
、重
要
文
化
財
や
未
指
定
の

建
物
も
含
め
、よ
り
多
く
の
魅
力
的
な
建
物
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
か
懐
か
し
い
気
分
の
味
わ
え
る
、素
敵
な

建
築
の
旅
に
、ぜ
ひ
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

※

詳
細
に
つ
い
て
は「
あ
い
た
て
博
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（https://w
w
w
.aichi-tobunkai.org/aitate_haku/

）

や
、SN

S

な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま
た
公
開
す
る
建
物
に

つ
い
て
は
夏
頃
か
ら
順
に
ご
案
内
す
る
予
定
で
す
。
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　平成8年の文化財保護法改正により創設さ
れた文化財登録制度に基づき、文化財登録原
簿に登録された有形文化財のことです。
　それまでは文化財指定制度に基づく重要文
化財（その中でも、世界文化の見地から価値の
高いものが国宝）が指定され、貴重な建物が手
厚く保護されてきましたが、その数は多くなく、急
激な都市化の進展などにより、近代の建造物が
その建築史的・文化的意義や価値を十分に認
識されないまま取り壊される例が相次ぎました。
それを決定づけたのが平成7年の阪神・淡路
大震災です。震災による被害を受けた多くの未
指定文化財が取り壊されてしまいました。
　その反省にたち、国レベルで重要なものを厳
選する重要文化財指定制度を補い、より緩やか
な規制のもとで、幅広く保護していく制度として
文化財登録制度が創設されたのです。
　登録の基準は、原則として建設後50年を経

過したもののうち、
①国土の歴史的景観に寄与しているもの
②造形の規範となっているもの
③再現することが容易でないもの
のいずれかに該当するものとなっています。
　所有者の同意のもとに登録されるもので、登
録されると相続税等の減免や保存・活用に必
要な修理等の設計監理費などに対する補助を
受けることができます。重要文化財と比べると補
助は大きくはありませんが、厳しい規制がある指
定文化財とは異なり、外観を大きく変えなければ
改修や改装も認められており、有効に活用して
いくことが期待されています。
　なお、令和6年3月1日
現在、全国で13,761件
が登録され、愛知県は
553件（全国6位）となっ
ています。

　愛知県内の国登録有形文化財の所有者を
中心とする会（略称：愛知登文会）で、登録文
化財の保存・活用を推進することを目的に、平
成23年6月に設立されました。
　平成23年度より文化庁文化芸術振興費補
助金を受けて活動を行っており、これまでに
登録有形文化財の魅力を体験していただく
「あいちのたてもの博覧会」の開催や魅力を
紹介する冊子「あいちのたてもの」の制作、文
化財の保存活用について学び・意見交換を行
うシンポジウムの開催などを行ってきました。
そのほか、毎年開催する総会は登録有形文化
財を会場にお借りし、その見学もあわせて実施す

るほか、他府県の登録有形文化財を訪問し、
交流を深める視察なども行っています。
　令和4年度は文化庁補助金がいただけな
い年となっており、活動規模の縮小を余儀な
くされましたが、令和5年度より新たな実施計
画に基づく補助事業が採択され、オンライン
登録文化財魅力体験シンポジウムや新規登
録文化財訪問、ウィキペディア愛知登文会、文
化財魅力発信サポーター育成にも取り組んで
います。
　令和元年6月に設立された登録有形文化財
全国所有者の会（略称：全国登文会）では他
の9つの都府県の所有者の会とともに活動し
ており、登録文化財の保存活用の輪を大きく
広げていくことができればと考えています。
　当会の活動をご支援いただける賛助会員の
入会も募っています。皆さまのご支援・ご協力
をよろしくお願いします。

愛知登文会 会長  小栗宏次

国登録有形文化財とは

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会とは

総会での記念写真（令和5年度）

登録文化財のプレート

52

あいちのたてもの まちのシンボル編

2024 年 3 月 19 日発行

発 行 者

編集・企画

執 　 　 筆

写 真 撮 影

写 真 提 供

制 作 協 力

題 　 　 字

イラスト・構成

デ ザ イ ン

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会  http://www.aichi-tobunkai.org/
会長　小栗 宏次
【事務局】名古屋市中区錦三丁目6番 15 号先
　　　　 名古屋テレビ塔株式会社内  info@aichi-tobunkai.org

株式会社 都市研究所スペーシア

はじめに　飯田 喜四郎
本文　　　村瀬 良太

水野 晶彦／熊本 仁志／竹内 久生

五十嵐 太郎／石田 富男／筧 清澄／村瀬 良太／犬山市

筧 清澄

山本 さくら／水谷 月菜

村瀬 良太

墨 昌宏（有限会社エピスワード）

本冊子は「令和5年度文化庁文化芸術振興費補助金
（地域文化財総合活用推進事業）」により作成しました。
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