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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。
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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
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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
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て

﹇
設
計
﹈中
村
與
資
平

豊
橋
市
八
町
通
２
丁
目‒
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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-
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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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