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． ． •特集／文化財新時代ー一逝t代の建造物を考える・ ． ． ． 
建
造
物
の
指
定
状
況
を
時
代
別
に
み
る
と
、
江
戸

時
代
初
期
以
前
の
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る

主
要
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
保
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
（
地
方
公
共
団
体
の
指
定
を
含
む
）
。
一
方
、
江
戸

時
代
中
期
以
降
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
う
ち
の
わ

ず
か
な
も
の
が
指
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
建

設
年
代
が
新
し
い
建
造
物
ほ
ど
多
数
現
存
す
る
か
ら
、

数
の
少
な
い
古
い
建
造
物
の
指
定
の
割
合
が
多
い
こ

と
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

は
建
造
物
の
指
定
の
価
値
判
断
基
準
に
「
数
が
少
な

い
も
の
は
珍
し
い
」
「
古
い
も
の
は
貴
い
」
と
い
う
価

値
観
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
価
値
観
は
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
、

新
聞
報
道
等
で
「
わ
が
国
最
古
の
3
0」
と
い
っ
た

フ
レ
ー
ズ
が
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
一
面
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。

従
来
、
多
数
残
る
江
戸
中
期
以
降
の
建
造
物
を
指

定
す
る
際
に
も
、
こ
う
し
た
価
値
観
が
適
用
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
は
「
他
に
な
い
優
れ
た
も
の
」
と
い
う

い
わ
ば
「
優
品
」
的
な
視
点
で
、
そ
の
結
果
、
わ
ず

か
な
い
わ
ば
「
貴
重
品
」
が
厳
選
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
の
建
造
物
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
現
在
、
日
本
銀
行
本
店
本
館
を
は
じ
め
計

． ． ． 
貴
重
0
0
0

カ
ら

保
護
•
町
づ

．
 

． 尋

甘

• ． ． ． ． ． ． • ． ． 
わ
が
国
の
文
化
財
建
造
物
の
保
護
行
政
は
、
古
社

寺
保
存
法
（
明
治
三
十
年
）
に
は
じ
ま
り
、
国
宝
保

存
法
（
昭
和
四
年
）
、
そ
し
て
現
在
の
文
化
財
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
）
へ
と
引
き
継
が
れ
発
展
を
と
げ
、

保
護
の
対
象
や
数
を
増
や
し
て
き
た
。
古
社
寺
保
存

法
で
は
特
別
保
護
建
造
物
と
し
て
神
社
・
寺
院
の
建

造
物
が
指
定
さ
れ
た
。
国
宝
保
存
法
で
は
特
別
保
護

建
造
物
か
ら
国
宝
に
名
称
を
変
え
城
郭
・
住
宅
・
民

． ． ． 
江
戸
時
代
以

大
正
・
昭
和

風
致
の

核
ヘ

． •••••••••••••• 

者える

咀
治
・

百
三
十
六
棟
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
（
平
成
六

年
一
月
現
在
）
そ
の
保
護
が
は
か
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
「
西
洋
風
の
意
匠
を
も
ち
意
匠
・
技
術
の

面
で
特
に
優
れ
た
」
明
治
・
大
正
の
「
建
築
物
」
で

あ
り
、
近
代
の
建
造
物
の
総
数
か
ら
み
れ
ば
ご
く
わ

ず
か
に
す
ぎ
な
い
。

現
存
す
る
近
代
の
建
造
物
の
う
ち
文
化
財
的
な
価

値
を
も
つ
も
の
は
、
「
建
築
物
」
に
限
っ

て
み
て
も
そ
の
数
は
多
い
。
こ
れ
に
「
近

代
化
遺
産
」
が
加
わ
る
と
、
例
え
ば
「
エ

翡
」
が
加
わ
る
等
、
対
象
は
さ
ら
に

広
範
で
膨
大
な
も
の
と
な
る
。
ま
た
、

「
近
代
化
遺
産
」
の
「
近
代
化
」
と
い

う
評
価
を
加
え
れ
ば
、
「
建
築
物
」
で
も

従
来
の
も
の
に
加
え
て
評
価
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
も
多
数
あ
る
。

こ
う
し
た
、
多
数
の
も
の
か
ら
わ
ず

か
な
「
貴
重
品
」
を
厳
選
す
る
の
は
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
多
数
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
に

と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
身
近
な
も
の
を
「
貴
重

品
」
と
し
て
気
安
く
扱
い
づ
ら
く
し
て

し
ま
う
こ
と
は
、
本
来
の
保
護
の
目
的

か
ら
み
て
も
必
ず
し
も
最
善
の
策
と
は

い
え
な
い
。

ー
「
守
る
」
か
ら

「
活
か
す
」
ヘ
ー

五・ト

近代和風建築 r道後温泉」（愛媛県松山市）

••••••••••••• 
家
等
に
指
定
の
対
象
が
広
が
っ
た
。
文
化
財
保
護
法

で
は
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
二
つ
に
分
か
れ
価
値

に
応
じ
た
き
め
細
か
な
対
応
が
可
能
と
な
る
と
と
も

に
、
指
定
建
造
物
の
数
も
増
加
し
た
。
そ
の
後
、
昭

和
五
十
年
の
文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正
に
と
も
な

い
、
集
落
•
町
並
み
（
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
）

の
保
護
や
重
要
文
化
財
の
土
地
の
指
定
が
可
能
に
な

り
周
辺
の
環
境
を
含
め
た
歴
史
的
風
致
に
ま
で
保
護

の
対
象
が
拡
大
し
た
。

一
方
、
昨
今
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
の
概
念
と
は

少
し
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
文
化
財
と
し
て
評

価
し
保
護
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
き
た
。

文
化
財
保
護
部
建
造
物
課

． ． 

．
 

． ． ． ． ． 

身
近
に
あ
る
文
化
財 ． ． ． ． 

そ
れ
は
わ
が
国
の
品
枯
2

化
」
を
支
え
た
も
の
で
、

文
化
庁
で
は
こ
れ
を
「
近
代
化
遺
産
」
と
名
付
け
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
の

「
近
代
化
」
は
江
戸
時
代
以
前
の
わ
が
国
の
伝
統
的

な
も
の
を
破
壊
し
た
元
凶
と
し
て
、
文
化
財
の
側
か

ら
み
れ
ば
む
し
ろ
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
品
心
代
化
」
の
過
程

を
示
す
も
の
は
、
わ
が
国
の
今
日
の
発
展
に
至
る
ま

で
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
れ
ば
重
要
な
意
義
を
有
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
近
代
化
」

を
示
す
も
の
が
、
近
年
の
産
業
構
造
や
都
市
構
造
の

変
化
等
に
よ
り
、
急
速
に
滅
失
す
る
危
機
に
瀕
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
文
化
政
策
推
進
会
議
の
提
言
（
平

成
三
年
七
月
三
十
一
日
）
、
文
化
財
保
護
企
画
特
別
委

員
会
の
審
議
経
過
報
告
（
平
成
五
年
四
月
十
六
日
）

を
は
じ
め
、
各
方
面
か
ら
「
近
代
化
遺
産
」
の
保
護

が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
文
化
庁
で
は
、
と
く
に
破
壊
が
進
ん
で
い

る
建
造
物
か
ら
手
始
め
に
、
各
都
道
府
県
で
所
在
調

査
を
行
い
、
そ
の
保
護
を
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
し

て
い
る
（
『
文
部
時
報
』
平
成
五
年
十
二
月
号
を
参
照

の
こ
と
）
。
文
化
財
建
造
物
の
保
護
の
分
野
に
お
い

て
、
こ
の
「
近
代
化
遺
産
」
に
代
表
さ
れ
る
明
治
・

大
正
・
昭
和
の
建
造
物
（
以
下
こ
れ
を
「
近
代
の
建

造
物
」
と
い
う
）
を
い
か
に
保
護
し
て
い
く
か
は
今

後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
近
年
は
従
来
の
優
品
的
な
価
値
で
は
な

い
評
価
の
視
点
も
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
の
指
定

の
際
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ

れ
は
、
例
え
ば
、
町
並
み
や
周
辺
の
景
観
等
の
歴
史

的
風
致
が
よ
く
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
機
能
や
景

観
等
の
面
で
地
域
の
人
々
に
広
く
活
用
さ
れ
親
し
ま

れ
て
い
る
こ
と
等
々
で
あ
る
。
現
在
、
一
部
の
先
進 畠

5
 ー
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的
な
地
方
公
共
団
体
で
は
、
文
化
財
や
そ
の
周
辺
環

境
か
ら
な
る
歴
史
的
風
致
を
保
護
し
、
そ
れ
を
活
か

し
た
町
づ
く
り
を
行
お
う
と
い
っ
た
動
き
が
み
ら
れ

る
。
地
域
住
民
等
に
よ
っ
て
か
つ
て
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
身
近
に
あ
る
建
造
物
の
価
値
等
が
評
価
•
発

見
さ
れ
、
そ
れ
が
重
要
文
化
財
と
な
り
町
づ
く
り
の

核
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
す
れ
ば
、
文
化
財

保
護
法
の
精
神
で
あ
る
「
保
存
と
活
用
」
と
い
う
面

か
ら
み
て
も
意
義
の
あ
る
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
重
要
文
化
財
の
建
造
物
は
、
貴
重
品

的
な
価
値
が
重
視
さ
れ
た
結
果
、
大
事
に
「
守
る
」

べ
き
存
在
と
し
て
多
く
の
人
々
に
受
け
と
め
ら
れ
て

き
た
。
大
事
に
「
守
る
」
こ
と
は
保
護
の
上
で
非
常

に
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
ま

に
か
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ひ
と
り
歩
き
を
し
、
重
要
文

化
財
の
建
造
物
は
「
使
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
」
「
釘

一
本
打
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
」
と
い
う
誤
っ
た
詔

識
が
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
誤
解
が
指
定

の
際
に
所
有
者
の
同
意
・
理
解
を
得
る
に
あ
た
っ
て

の
支
障
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
意
外
に
多
い
。

江
戸
時
代
以
前
の
重
要
文
化
財
の
建
造
物
で
最
も

数
の
多
い
寺
院
・
神
社
の
建
物
は
、
多
数
の
人
々
が

日
常
的
に
使
う
も
の
は
少
な
い
。
ま
た
、
寺
院
・
神

現
在
、
文
化
庁
建
造
物
課
で
は
、
近
代
の
建
造
物

の
指
定
の
た
め
に
、
近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総

合
調
査
と
近
代
和
風
建
築
総
合
調
査
（
以
下
こ
れ
を

「
近
代
化
遺
産
調
査
」
「
近
代
和
風
調
査
」
と
略
す
）

の
二
つ
の
調
査
を
都
道
府
県
へ
の
補
助
事
業
と
し
て

行
っ
て
い
る
。
以
下
に
調
査
の
概
要
と
ポ
イ
ン
ト
を

示
し
、
あ
わ
せ
て
近
代
の
建
造
物
の
重
要
文
化
財
指

定
に
あ
た
っ
て
の
当
面
の
考
え
方
を
示
し
て
お
き
た

'ヽ
0

’
>
 近

代
化
遺

胴
査
対
象

•特集／文化財新時代ー一近代の建造物を考える・

でを が 本 し

贔ど忍麗五丘
警眉こ°塁日、喜
れ時の総本に

贔岱冒墨畠麗

喜悶□9’̀ 政箆お出行物
下マ も版つの
こ次に‘た悉

悶槻鳳元塁罵
近大風八つな
代竪の三新調
建即意芭版査
築ま匠 日と

す
」
へ

と
呼
ぶ
）
が
対
象
と
さ
れ
、
，
約
一
万
四
千
件
（
う
ち

と
く
に
重
要
な
も
の
約
三
千
件
）
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
化
遺
産
調
査
で
は
、
産
業
・

交
通
・
土
木
に
か
か
わ
る
建
築
物
・
エ
作
物
（
表
ー
）

を
お
も
な
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
建
築
学

会
の
調
査
で
は
ほ
と
ん
ど
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
建
築
学
会
の
調
査
は
、
単
体
の
建
築
物
が
調

査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
近
代
化
遺
産
が
対
象

と
す
る
産
業
・
交
通
・
土
木
関
係
は
、
一
連
の
シ
ス

テ
ム
全
体
と
し
て
意
味
が
あ
る
も
の
が
多
い
の
で
、

対
象
の
範
囲
が
広
く
、
単
体
の
「
も
の
」
に
限
定
さ

れ
な
い
。
こ
の
た
め
調
査
対
象
と
な
る
建
造
物
と
関

係
の
深
い
機
械
類
や
周
辺
の
土
地
の
地
形
等
も
あ
わ

せ
て
調
査
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な
お
、
対
象
と

な
る
物
件
の
建
設
年
代
は
、
呈
袢
2

化
」
の
萌
芽
が
既

に
江
戸
時
代
末
期
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時

代
末
期
か
ら
昭
和
初
期
（
第
二
次
世
界
大
戦
前
）
ま

•••••••••••••• 

L
4
日
生
，
二
諷
濃
鵡
躍
譴
塁
毎
醤
望

近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
調
牡

近
代
和
風
建
築
総
合
調
牡

弓L 社
と
い
う
お
も
な
機
能
が

変
化
す
る
こ
と
は
ま
ず
有

り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

大
事
に
「
守
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
保
護
の
た
め
の
要

件
は
ほ
と
ん
ど
み
た
さ
れ

て
い
た
。
一
方
、
近
代
の

建
造
物
は
多
種
多
様
で
、

公
会
堂
や
学
校
施
設
の
よ

う
に
建
設
当
初
か
ら
多
く

の
人
々
が
使
う
施
設
と
し

て
建
設
さ
れ
た
も
の
も
多

い
。
建
設
当
初
の
役
割
が

不
要
と
な
っ
て
、
新
た
な
役
割
を
与
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
の
建
造

物
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
守
る
」
と
い
う
面
だ
け
で
は

平
分
で
あ
り
、
使
っ
て
「
活
か
す
」
こ
と
が
「
守

る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
発
想
の
転
換
が
と
く

に
必
要
な
の
で
あ
る
。

一
口
に
「
活
か
す
」
と
い
っ
て
も
、
さ
ほ
ど
簡
単

な
こ
と
で
は
な
い
。
「
活
か
す
」
た
め
の
柔
軟
な
ア
イ

デ
ィ
ア
が
ま
ず
必
要
だ
し
、
加
え
て
「
活
か
す
」
た

め
に
障
害
と
な
る
関
係
法
上
の
規
制
や
新
築
に
比
較

し
た
場
合
の
予
算
面
で
の
負
担
増
等
、
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
ハ
ー
ド
ル
が

多
数
ま
ち
う
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
順
次
解
決
し
て

• 

め
方

＇ 

い
く
こ
と
が
、
行
政
上
の
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ

ろ
う
。
近
代
の
建
造
物
を
「
活
か
す
」
動
き
が
全
国

的
な
も
の
に
な
り
、
課
題
の
解
決
の
た
め
の
各
方
面

で
の
工
夫
や
要
望
が
世
論
と
し
て
広
く
周
知
さ
れ
る

こ
と
が
、
そ
の
糸
口
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
文
責
調
査
部
門
後
藤
．
治
）

【
参
考
文
献
】

日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
保
全
部
会
編
『
近
代
建
築
物

の
保
存
と
再
生
』
都
市
文
化
社
、
一
九
九
二
年

「
特
集
近
代
建
築
の
生
き
た
保
存
」
『
フ
ォ
ト
』
一
九

九
二
年
一

0
月
号

日
本
建
築
学
会
「
特
集
開
発
と
保
存
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
ス
」
『
建
築
雑
誌
』
一
九
九
一
年
―
二
月
号

で
と
し
て
お
り
、
学
会
の
調
査
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
の
建
築
学
会
の
調
査
で
は
、
西
洋
風

の
意
匠
を
も
つ
近
代
建
築
と
両
極
の
位
置
に
あ
る
伝

統
的
な
建
築
物
が
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
う
し
た
も
の
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
い
う
の

が
近
代
和
風
調
査
で
あ
る
。
こ
の
た
め
近
代
和
風
調

査
で
は
、
住
宅
等
の
場
合
に
は
母
屋
と
附
属
屋
の
よ

う
に
複
数
棟
が
対
象
と
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
お
も

に
単
体
の
建
築
物
が
対
象
と
な
る
。
対
象
物
件
の
建

設
年
代
は
、
他
と
同
じ
く
江
戸
時
代
末
期
か
ら
昭
和

初
期
ま
で
と
し
て
い
る
。

調
査
の
方
‘

近
代
化
遺
産
調
査
、
近
代
和
風
調
査
と
も
、
調
査

の
方
法
は
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
。
都
道
府
県
が
事
業
主

体
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ニ
カ
年
事
業
で
行
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
調
査
に
あ
た
っ
て
学
識
経
験
者
を
含
む
調
査
’

委
員
会
を
つ
く
る
。
調
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
各

懇
罹
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、

調
査
の
性
格
上
、
近
代
化
遺
産
調
査
で
は
、
歴
史
学

（
と
く
に
近
代
史
、
経
済
史
、
経
営
史
等
）
の
専
門

家
を
中
心
に
、
土
木
工
学
、
建
築
学
、
機
械
工
学
等
、

広
範
な
分
野
の
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
（
表
E

)

。
近
代
和
風
調
査
で
は
、
従
来
の

文
化
庁
が
行
っ
た
建
造
物
調
査
（
民
家
緊
急
調
査
、 近代化遺産「藤倉水源地水道施設」（秋田県秋田市）

7
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s
 函

倉司膀事三
＊
建
構
機
建
揺

療

育

類

医

教

分

近
世
社
寺
建
築
緊
急
胴
査
）
と
同
様
に
建
築
学
の
専
内
の
現
存
す
る
も
の
を
な
る
べ
く
多
数
リ
ス
ト
ア
ッ

門
家
を
中
心
と
す
る
体
制
で
よ
い
が
、
広
大
な
庭
園
プ
す
る
。
一
次
胴
査
の
方
法
と
し
て
は
、
都
道
府
県

を
も
つ
も
の
等
が
あ
る
の
で
、
造
園
、
名
勝
等
の
専
よ
り
管
内
の
各
市
町
村
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
依
頼
す

門
家
が
入
る
こ
と
炉
望
ま
し
い
。
る
方
法
が
最
も
代
表
的
で
あ
る
が
、
専
門
家
ご
と
に

胴
査
は
、
一
次
調
査
か
ら
一
二
次
調
査
ま
で
の
三
段
担
当
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
を
き
め
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る

階
の
調
査
か
ら
な
る
。
ま
ず
一
次
調
査
で
都
道
府
県
方
法
も
あ
る
（
表
ビ
）
。
次
調
査
で
は
必
ず
、
ひ
ろ

の
進
行
状
況
を
み
て
随
時
行
う
と
効
率
的
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
が
一
年
目
の
お
お
よ
そ
の
作
業
で
あ
る
。

三
次
調
査
は
、
二
次
調
査
で
絞
り
込
ん
だ
物
件
の
う

ち
主
要
な
も
の
を
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
し
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
調
査
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
二
年
目
の
作
業
と
な
る
。

調
査
の
結
果
は
、
二
次
胴
査
に
よ
っ
て
補
足
し
た

一
次
調
査
の
リ
ス
ト
と
三
次
調
査
を
行
っ
た
結
果
を

そ
れ
ぞ
れ
報
告
書
に
ま
と
め
る
。
一
次
調
査
の
結
果

は
、
名
称
・
所
在
地
・
建
設
年
代
。
分
類
程
度
の
簡

単
な
表
の
形
式
と
す
る
。
三
次
調
査
の
結
果
は
、
な

る
べ
く
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
形
の
出
版
物
と

表 1 君隷馬県の近代化遺産調査の分類

稲 類

表 E 福岡県の近代化選産調査の調査委員と調査員

ロI秀 村選三 I九州大学名誉教授
主任

調査委員

調査 村 仁九州芸術工科大学名誉教授
副主任

調査委員

委 中村正夫i九州大学名誉教授 I調査委員
只E 

丸山癖成 九州大学教授 調査委員

佐藤正彦 九州産業大学教授 調査委員

柏木 貿 福岡県文化財保護審議会委員 調査委員

開田一博
新日本製鐵閥八幡製鐵所

総務部長代理
工業関係

倉橋 徹
ネイプ）レ。ランド取締役

事業部長

井 澤 英 二 九 州 大 学工学部教授 機械関係

東定宣昌 九州大学石炭研究資料セン I 
ター助教授 石炭関係

深町純亮 飯塚市歴史資料館長
闘

九州芸術工科大学環境設計
片野 博 建築関係

査 科助教授

員
中村尚史 日本学術振興会特別研究員 交通関係

佐々木武彦 中間市犀史資料館副誼長
］ 北九地区
牛嶋英俊 福岡県文化財保誤指導委員

佐々 木四十臣 福岡県文化財保痙指導委員
I 南筑池区
平島勇夫 大牟田市教育委員会

宮本 工 福岡県文化財保誤指導委員
京築地区

川本義継 福岡県文化財保護指導委員

ま
ず
、
指
定
に
際
し
て
は
、
学
術
的
な
評
価
が
定

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
件
と
な
る
。
こ
の
た
め
、

近
代
建
築
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
建
築
学
会
の

調
査
で
そ
の
重
要
性
が
詞
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
指
定
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
引
き
続
き
行

う
。
近
代
化
遺
産
・
近
代
和
風
に
つ
い
て
は
、
近
代

し
て
公
刊
す
る
。
近
代
化
遺
産
調
査
で
は
既
に
、
秋

田
県
、
群
馬
県
、
福
岡
県
で
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

い
落
と
し
や
地
域
ご
と
の
ば
ら
つ
き
等
が
で
る
。
こ

の
た
め
二
次
調
査
で
は
専
門
家
の
手
を
か
り
て
、

一
次
調
査
の
リ
ス
ト
を
補
足
す
る
こ
と
を
お
も
な
目

的
と
す
る
。
ま
た
一
一
次
詞
査
に
よ
っ
て
、
一
次
調
査

で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
物
件
の
う
ち
、
特
に
重
要

な
遺
構
を
絞
り
込
む
。
こ
の
二
次
調
査
は
一
次
調
査

化
遣
産
調
査
・
近
代
和
風
調
査
の
報
告
書
に
よ
り
そ

の
重
要
性
が
判
明
し
た
も
の
か
ら
順
次
指
定
を
行
う
。

こ
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
、
建
築
学
会
の
調
査
、

近
代
化
遣
産
調
査
、
近
代
和
風
調
査
を
重
視
す
る
が
、

地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
行
っ
た
調
査
や
学
会
発
表

等
に
よ
り
そ
の
学
術
的
な
評
価
が
定
ま
っ
た
も
の
に

つ
い
て
は
同
格
に
扱
う
。
次
い
で
、
所
有
者
等
に
保

存
活
用
の
意
志
が
あ
り
、
そ
の
保
存
活
用
や
管
理
の

た
め
の
具
体
的
な
計
画
等
の
将
来
的
な
保
護
の
担
保

が
あ
る
こ
と
も
、
指
定
の
要
件
と
な
る
。

な
芦
近
代
化
遣
産
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
建

造
物
が
「
近
代
化
」
に
果
た
し
た
役
割
を
評
価
の
対

象
と
す
る
た
め
、
主
要
な
部
分
で
あ
る
建
造
物
を
中

心
と
し
た
シ
ス
テ
ム
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
、

ひ
と
か
ま
え

そ
の
可
能
な
限
り
の
範
囲
を
「
一
構
」
と
し
て
広
く

指
疋
の
対
象
に
含
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
藤
倉
水
源

地
水
道
施
設
（
平
成
五
年
八
月
十
七
日
に
重
要
文
化

財
指
定
）
で
は
、
ダ
ム
を
中
心
に
し
て
、
沈
澱
池
、

貯
水
池
等
が
指
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

近
代
化
遺
産
調
査
、
近
代
和
風
謂
査
の
進
展
に
と
も

な
い
、
近
代
建
築
の
指
定
対
象
を
「
近
代
化
」
と
い

う
視
点
で
評
価
で
き
る
も
の
や
「
和
風
」
と
の
対
比

で
評
価
で
き
る
も
の
に
も
広
げ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
は
明
治
。
大
正
に
建
設
さ
れ
た

も
の
の
指
定
を
行
っ
て
き
た
が
、
昭
和
に
建
設
さ
れ

た
も
の
も
近
々
検
討
の
対
象
と
し
て
加
え
る
こ
と
を

考
え
て
い
る
。

訊追・網架。橋架跡・犀追。埠酪。結水タンク
車両（蒸気、電気、客車）・鉄道レーJIノ・エ作機賊

＊ 司法刑務所外壁・事務所
＊ 防災 浩防施設・事務所・車庫・消防タンク

工場・作業場。倉庫・記念物（神社）
炭鉱・道路・隧道・採掘場。坑ロ・トロッコ道。油送管

倉庫・作業所・学校・乾燥室。住居兼會庫。事務所・住居・養蚕農家・社屋

風穴
作業道具・蚕具（催青器）

事務所・工場・作業所・倉庫•寄宿舎。住宅。乾瞑場
井戸・煙突•水門

冒
事務所・住居・工場（鋸屋根）・集会所・倉庫

10織維 煙突・門柱・塀
i 

織横

11．流通 冒 倉庫・作業所
煙突

12酪造 冒
事務所。倉庫・作業所・麒造蔵・店舗兼倉庫。作業所兼倉庫
煙突・店舗・土蔵・煉瓦むろ

13．商業 建 1 店縮。店舗兼住居。料亭・倉庫。事務所・工場・旅館

14．宗散 建 I教会。寺院。奉安殿・住居・塔

l I 15．生活 言I 洋誼・公衆浴場・倉庫。問屋。店舗・旅館・事務所・鐘楼・民家・質屋
（水迫施設含む） 上下水道・共同水道・灯台・水車・製氷池・ポンプ場・配水塔

116．電力
建 変電所・発電所・工場
構 隧道・水路・水門・道路・貯水池

i機 水寧•発電所

17.土木i構
取水ロ・ダム・堰堤•水路・上 r水道・堤防・隧道。水門・地下施
設・防波堤

I ダ苓臼・ 長屋門叶主居・倉庫・水車小屋・作業所・宿舎•水門・水路・隧道・灌漑施設・塔

認 農 林
＊園 芸農園

疇以外の物＼溝
＊林 業事務所。試験林

＊漁 業養殖場
機 製材機

I I I 19．文化-冒
集会所・図書誼。会館
時楼・ラジオ館

＊産 業倉庫。工場
＊食 品 事務所。作業所・精米所。製粉工場。倉庫

i 
＊化 学煙突。工場。かめ

i 
＊檬 餓事務所・住居・工場

20工業 ＊ 自動車製造事膀所
＊冶 金作業所

l I ＊鉛：
工作業所

＊窯 業事務所・工場

I ＊建 設学校・門柱。タンク。工場・事務所

21．通信I建 特定郵便局・事務所

l.、5 マ＾’'し 1 I 道具・機誡・記念碑・出版物・写真。衣服•履物。楽譜
いウまで含臼一切）

＊（建＝建築物、梱＝工作物、機＝楓械類）
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ー
そ
の
実
務
上
の
問
題
点
ー
ー
＇

••••••••••••• 
文
化
庁
建
造
物
課
で
は
、
平
成
五
年
二
月
九
日
に

「
近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
調
査
に
か
か
わ
る

検
討
会
」
を
開
き
、
当
時
、
国
の
補
助
に
よ
る
ニ
カ
年

の
調
査
事
業
の
二
年
目
の
福
岡
県
教
育
委
員
会
、
一

年
目
の
新
潟
県
・
大
分
県
教
育
委
員
会
、
独
自
に
管
内

の
準
備
調
査
を
す
す
め
て
い
た
北
海
道
教
育
委
員
会

（
平
成
五
年
度
よ
り
国
の
調
査
事
業
開
始
）
の
担
当

者
に
問
題
点
を
報
告
し
て
も
ら
っ
た
。
報
告
前
に
学

識
経
験
者
に
よ
る
講
演
を
行
い
、
報
告
後
に
は
出
席

者
全
員
に
よ
る
総
括
を
行
っ
た
。
以
下
は
、
各
教
育
委

員
会
の
報
告
と
全
体
総
括
の
概
要
で
あ
る
。

【
福
岡
県
教
育
委
員
会
の
報
告
】

ー
—
ま
ず
報
告
書
作
成
に
つ
い
て
、
対
象
物
件
が
多

く
、
印
刷
費
不
足
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

次
に
時
間
の
問
題
が
あ
る
。
国
の
事
業
が
始
ま
る

前
の
年
度
、
市
町
村
に
所
在
調
査
を
依
頼
し
た
が
、
国

の
事
業
の
初
年
度
完
了
ま
で
か
か
っ
た
。
原
因
は
近

代
化
遺
産
の
概
念
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
．

考
え
ら
れ
る
。
三
次
調
査
で
は
時
間
が
不
足
し
て
十

分
な
資
料
収
集
が
で
き
な
か
っ
た
。
で
き
れ
ば
調
査

期
間
を
三
年
間
に
の
ば
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

企
業
が
所
有
す
る
物
件
は
、
企
業
秘
密
の
問
題
が

重
な
る
部
分
が
あ
り
、
整
理
に
時
間
を
要
し
た
。
各
地

の
出
張
所
等
の
出
先
機
関
は
好
意
的
に
協
力
し
て
く

れ
た
。
林
業
事
務
所
や
土
木
事
務
所
か
ら
は
非
常
に

回
収
率
が
良
く
、
市
町
村
か
ら
の
リ
ス
ト
を
か
な
り

補
足
で
き
た
。

そ
の
他
の
関
係
機
関
と
し
て
は
J
R
と
東
北
電
力

に
協
力
を
依
頼
し
た
。
新
潟
県
は
J
R
東
日
本
新
潟

支
社
の
他
、
金
沢
支
社
、
長
野
支
社
が
管
轄
し
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
協
力
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
細
か
い

資
料
を
提
示
し
て
も
ら
え
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

支
社
で
デ
ー
タ
の
そ
ろ
え
方
が
違
い
、
整
理
に
苦
労

し
た
。全

体
的
な
問
題
と
し
て
は
、
や
は
り
指
定
を
恐
れ

る
風
潮
が
根
強
く
あ
っ
た
こ
と
と
、
基
礎
資
料
が

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
に
驚
か
さ
れ
た
。
建
築
学
会

の
リ
ス
ト
が
唯
一
の
手
が
か
り
だ
っ
た
が
、
調
べ
て

み
る
と
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

リ
ス
ト
を
作
る
こ
と
は
基
礎
台
帳
を
作
る
意
味
で
非

常
に
意
義
が
あ
る
こ
と
だ
と
感
じ
た
。
ま
た
、
産
業
考

古
学
関
係
や
土
木
関
係
な
ど
従
来
文
化
財
と
付
き
合

い
の
な
い
分
野
に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
非
常

に
よ
か
っ
た
と
思
う
。

【
大
分
県
教
育
委
員
会
の
報
告
】

ー
ー
大
分
県
も
調
査
の
主
旨
が
徹
底
し
な
か
っ
た
よ

う
で
、
当
初
、
一
次
調
査
で
リ
ス
ト
さ
れ
た
約
九
百
件

に
は
神
社
・
仏
閣
な
ど
「
近
代
化
」
に
ほ
と
ん
ど
関
係

の
な
い
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
建
造

• 

．
 
．
 

． 

物
と
し
て
見
栄
え
の
い
い
も
の
を
あ
げ
て
、
「
近
代

化
」
の
視
点
を
重
視
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
も
多
か
っ

た
。
市
町
村
ご
と
の
ば
ら
つ
き
も
多
く
、
悉
皆
調
査
に

な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
不
安
が
残
る
。
「
該

当
な
し
」
と
い
う
回
答
を
し
て
く
る
と
こ
ろ
も
多
く
、

そ
こ
へ
電
話
し
て
「
お
た
く
の
民
俗
資
料
館
は
昔
の

村
役
場
を
改
装
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
あ
れ
は
い
つ
の

建
築
で
す
か
」
「
昭
和
で
す
よ
」
「
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す

か
」
と
い
う
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
て
、
一
次
調
査
の

リ
ス
ト
を
補
足
し
た
が
、
完
全
な
リ
ス
ト
を
作
る
の

は
な
か
な
か
困
難
と
思
わ
れ
る
。

大
分
で
は
溜
め
池
や
石
橋
の
よ
う
に
「
近
代
化
」
に

意
味
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
数
が
多
す
ぎ
る
も
の

を
ど
う
扱
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た
調
査
物
件
の

分
類
方
法
に
も
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
溜
め
池
を
「
農

業
」
に
入
れ
る
の
か
「
土
木
」
に
入
れ
る
の
か
試
行
錯

誤
し
て
い
る
。

【
北
海
道
教
育
委
員
会
の
報
告
】

ー
こ
れ
ま
で
の
報
告
と
同
様
、
市
町
村
か
ら
の
リ

ス
ト
が
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
十
六
支
庁

の
教
育
庁
の
出
先
機
関
を
通
し
て
市
町
村
に
依
頼
し

た
の
で
、
末
端
ま
で
主
旨
が
徹
底
し
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
る
よ
う
だ
。
説
明
会
で
質
問
が
あ
っ
た
の
は
「
近

代
化
遺
産
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
考
え
方
の
普

及
が
必
要
と
感
じ
た
。
リ
ス
ト
を
も
う
一
度
各
市
町

村
に
戻
し
、
「
他
の
管
内
に
あ
る
こ
ん
な
も
の
は
う
ち

に
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
意
識
で
も
う
一
度

ー
．
 
．
 ー

あ
る
。
例
え
ば
炭
坑
施
設
の
関
係
資
料
が
ほ
と
ん
ど

入
手
で
き
な
か
っ
た
。
収
集
で
き
た
の
は
、
建
物
や
ク

レ
ー
ン
な
ど
機
械
の
図
面
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

指
定
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
る
。
指
定
さ
れ
た
場
合

の
不
利
益
感
が
根
強
く
あ
り
、
指
定
を
懸
念
し
て
資

料
を
出
し
し
ぶ
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
報
告
書
に
載
せ

る
図
面
、
写
真
は
公
開
了
解
済
み
だ
が
、
そ
れ
以
外
の

資
料
の
一
般
へ
の
公
開
も
問
題
が
あ
る
。

調
査
結
果
を
も
っ
と
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と

も
検
討
課
題
で
あ
る
。

【
新
潟
県
教
育
委
員
会
の
報
告
】

ー
ま
ず
、
一
次
調
査
の
終
了
ま
で
に
大
変
時
間
が

か
か
っ
た
。
こ
れ
は
調
査
委
員
に
適
し
た
人
が
県
内

に
少
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
ま
た
、
調
査
委

員
は
県
を
四
地
区
に
わ
け
、
十
五
人
に
依
頼
し
た
。
多

分
野
か
ら
の
参
加
を
心
が
け
、
こ
れ
ま
で
文
化
財
と

は
か
か
わ
り
の
少
な
い
土
木
関
係
者
に
多
数
入
っ
て

も
ら
っ
た
。
県
の
パ
ト
ロ
ー
ル
委
員
、
市
町
村
の
文
化

財
保
護
指
導
委
員
に
は
「
こ
う
い
う
調
査
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
」
と
敬
遠
さ
れ
た
が
、
そ
の
反
面
、
土
木
関

係
の
人
は
積
極
的
に
調
査
に
協
力
し
て
く
れ
た
。

一
次
調
査
前
に
、
市
町
村
の
主
幹
課
長
会
議
、
市
町

●

●

o
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【
総
括
】

0
一
次
調
査
リ
ス
ト
充
実
に
は
以
下
の
方
法
が
あ
る
。

①
国
の
事
業
の
事
前
に
一
次
調
査
作
業
を
開
始
す
る
。

②
公
共
機
関
等
の
関
係
団
体
に
協
力
を
依
頼
す
る
。

③
多
分
野
の
専
門
家
の
参
加
を
求
め
各
地
を
み
て
も

ら
う
。

④
市
町
村
に
依
頼
す
る
調
査
シ
ー
ト
の
内
容
を
簡
単

に
す
る
。
市
町
村
の
担
当
に
な
ぜ
選
ん
だ
か
を
記

入
し
て
も
ら
う
と
、
後
に
分
類
し
や
す
い
。

〇
数
が
多
す
ぎ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
数
が
多
い
こ

と
自
体
が
地
域
の
特
色
な
の
で
、
そ
れ
を
多
数
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
。

〇
調
査
期
間
は
、
早
期
に
全
国
の
リ
ス
ト
を
つ
く
る

た
め
に
も
ニ
カ
年
の
ま
ま
と
し
た
い
。

〇
企
業
の
資
料
公
開
等
は
時
間
を
か
け
て
文
化
財
ヘ

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
よ
う
努
力
す
る
。

C
逢
造
物
だ
け
で
な
く
、
関
連
す
る
地
形
や
機
械
類

も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
周
知
徹
底
す
る
。

O
「
近
代
化
遺
産
」
の
概
念
の
普
及
、
報
告
書
印
刷
費

用
等
の
予
算
の
増
加
、
調
査
結
果
の
一
般
へ
の
普
及

広
報
活
動
は
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

見
直
し
て
も
ら
う
の
も
―
つ
の
方
法
と
考
え
て
い
る
。

11 
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克
玉
真
一
（
福
岡
票
教
育
委
員
会
文
化
課
）

竹
田
和
夫
（
新
潟
票
教
育
委
員
会
文
化
行
政
課
）

者
吉
永
浩
二
（
大
分
県
教
育
委
員
会
文
化
課
）

高
橋
優
（
北
洒
道
教
育
委
員
会
文
化
課
）

清
水
慶
一
（
国
立
科
学
購
物
館
）

席出
伊
東
孝
（
文
化
庁
建
造
物
課
調
査
員
）

文
化
庁
建
造
物
課
畏
及
び
調
査
部
門

（
所
属
は
い
ず
れ
も
当
時
）

村
の
文
化
財
担
当
者
研
修
会
等
を
利
用
し
て
主
旨
説

明
を
し
、
文
化
庁
や
他
県
の
情
報
を
伝
え
た
が
、
主
旨

が
浸
透
せ
ず
、
市
町
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
一
次
調
査

リ
ス
ト
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
調
査
方
法
を
教
え
て

も
「
該
当
な
し
」
と
回
答
す
る
と
こ
ろ
、
逆
に
積
極
的

に
五
十
件
以
上
あ
げ
る
と
こ
ろ
等
、
様
々
で
あ
っ
た
。

市
町
村
に
文
化
財
だ
け
で
な
く
、
特
に
社
会
教
育
関

係
の
調
査
依
頼
が
、
県
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
き
て
い

る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
公
共
の
関
係
機
関
へ
依
頼
を
し
た
と
こ
ろ
、

県
庁
内
の
漁
港
課
•
河
川
課
等
か
ら
質
問
攻
め
に
あ

い
、
「
お
ま
え
た
ち
は
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の

だ
」
と
説
教
さ
れ
た
。
文
化
行
政
課
と
い
う
と
埋
蔵
文

化
財
の
関
係
で
ど
う
も
開
発
に
か
か
わ
る
課
に
よ
く

な
い
印
象
が
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
砂
防
課
で
は
砂

防
台
帳
を
み
せ
て
も
ら
っ
た
他
、
全
県
に
わ
た
っ
て

把
握
し
て
い
る
も
の
の
写
真
を
示
し
て
く
れ
る
課
も

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
市
町
村
か
ら
の
リ
ス
ト
と

10 
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と
い
け
な
い
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、
母
屋
だ
け
で
な
く
庭
園

や
離
れ
・
茶
室
等
が
そ
ろ
っ
て
い
る
も
の
を
ど
う
評

価
し
て
い
く
か
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
に
は
庭
園
の

専
門
家
が
参
加
し
て
お
り
、
助
か
っ
て
い
る
。

文
化
庁
で
は
、
三
次
調
査
の
件
数
は
多
く
な
く
て

も
よ
い
と
し
て
い
る
が
、
我
々
と
し
て
は
で
き
る
だ

け
た
く
さ
ん
調
査
し
た
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

ま
た
、
お
金
の
か
か
っ
た
も
の
を
主
体
に
調
査
し

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
風
の
も
の

が
多
く
な
る
。
近
代
和
風
が
す
べ
て
数
寄
屋
風
に
限
・

定
さ
れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
な
い
よ
う
に
注

意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一
番
の
問
題
点
は
、
一
次
・
ニ
次
・
三
次
調
査
の
位

置
づ
け
で
あ
る
。
本
来
は
一
次
調
査
は
最
も
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全

市
町
村
に
リ
ス
ト
作
り
の
た
め
の
専
門
家
を
派
遣
し

て
二
年
間
ぐ
ら
い
か
け
て
し
っ
か
り
し
た
台
帳
を
作

る
と
い
う
方
法
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

【
富
山
県
教
育
委
員
会
の
報
告
】

|
—
富
山
県
で
は
滋
賀
県
と
違
い
、
一
次
調
査
に
関

し
て
は
、
社
団
法
人
の
建
築
士
会
へ
委
嘱
し
た
。
過
去

に
建
築
士
会
独
自
で
今
回
の
調
査
の
ベ
ー
ス
に
な
る

よ
う
な
調
査
を
何
回
か
す
で
に
し
て
お
り
、
こ
れ
が

使
え
た
の
で
、
一
次
調
査
に
関
し
て
は
か
な
り
う
ま

く
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
富
山
県
内
の
大
学
等
で
古
建

r
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文
化
庁
建
造
物
課
で
は
、
平
成
四
年
二
月
二
十
六

日
に
「
近
代
和
風
建
築
総
合
調
査
に
か
か
わ
る
検
討

会
」
を
行
い
、
当
時
、
ニ
カ
年
の
調
査
事
業
の
一
年
目

の
滋
賀
県
・
富
山
県
教
育
委
員
会
の
調
査
担
当
者
及

び
両
県
の
調
査
委
員
か
ら
問
題
点
を
報
告
し
て
も

ら
っ
た
。
ま
た
、
，
検
討
会
に
は
学
会
等
で
先
駆
的
に
近

代
和
風
建
築
の
調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
学
識
経
験

者
に
も
多
数
出
席
し
て
も
ら
い
、
報
告
前
に
近
代
和

風
建
築
の
考
え
方
を
聞
き
、
さ
ら
に
報
告
後
に
調
査

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
。
そ
の
後
、
出
席
者
全
員
に
よ

る
総
括
を
行
っ
た
。
以
下
は
、
各
教
育
委
員
会
及
び
調

査
委
員
の
報
告
概
要
と
全
体
総
括
の
概
要
で
あ
る
。

【
滋
賀
県
教
育
委
員
会
の
報
告
】

ょ
賀
県
で
は
市
町
村
教
育
委
員
会
か
ら
の
推
薦

で
文
化
財
パ
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
い
る
方
に
委
嘱
し
．
‘

一
次
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
県
と
市
町
村
と
調

査
員
の
連
携
は
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
が
、
建

築
の
専
門
家
は
一
次
調
査
に
参
加
し
て
い
な
い
。
五

十
市
町
村
で
六
十
人
に
依
頼
し
て
、
千
五
百
件
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
依
頼
し
た
内
容
は

所
在
、
建
築
年
代
、
簡
単
な
形
式
、
写
真
撮
影
で
あ

る。

築
に
詳
し
い
専
門
家
・
組
織
が
な
い
こ
と
で
、
最
終
的

に
は
建
築
士
会
の
中
の
若
い
メ
ン
バ
ー
で
、
と
り
わ

け
古
建
築
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
十
名
に
二
次
調
査

を
委
嘱
し
た
。

全
体
的
な
問
題
点
は
、
滋
賀
県
の
問
題
が
そ
の
ま

ま
富
山
県
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
二
次
胴

査
に
残
す
物
件
を
選
ん
だ
と
き
に
、
一
番
の
決
め
手

と
し
た
の
は
写
真
だ
が
、
内
部
を
撮
影
し
た
も
の
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
も
う
少
し
詳
し
い
デ
ー

タ
が
あ
れ
ば
見
る
角
度
も
違
っ
た
か
と
反
省
し
て
い

る
。
そ
れ
か
ら
一
次
調
査
の
た
め
の
調
査
シ
ー
ト
に

記
入
が
さ
れ
て
な
い
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
、

調
査
シ
ー
ト
の
内
容
が
細
か
す
ぎ
た
と
感
じ
て
い
る
。

【
富
山
県
の
調
査
委
員
の
報
告
】

ー
こ
れ
ま
で
一
次
調
査
に
関
す
る
市
町
村
ご
と
の

ば
ら
つ
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
戦
災
等
に
よ

り
市
街
地
が
ほ
と
ん
ど
焼
失
し
て
い
る
市
や
町
も
あ

り
、
仕
方
が
な
い
面
も
あ
る
。
富
山
県
の
調
査
を
し
て

感
じ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
学
会
等
で
先
行
的
に
報

告
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
成
果
（
例
え
ば
‘
[
村
松
貞
次

郎
・
近
江
栄
編
『
近
代
和
風
建
築
』
鹿
島
出
版
会
、
一

九
八
八
]
等
）
の
イ
メ
ー
ジ
の
近
代
和
風
建
築
が
ほ
と

ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
滋
賀
県
の
調
査

委
員
が
言
っ
た
よ
う
な
視
点
で
評
価
で
き
る
も
の
は

少
な
い
。
富
山
県
で
は
む
し
ろ
、
従
来
の
民
家
建
築
を

継
承
し
た
も
の
に
優
れ
た
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ

て
三
次
調
査
に
は
こ
う
し
た
も
の
を
含
め
て
調
査
し

r
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よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
富
山
県
の
特

徴
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

【
総
括
】

0
一
次
調
査
リ
ス
ト
充
実
の
方
法
は
、
近
代
化
遺
産

（
建
造
物
等
）
総
合
調
査
と
同
様
だ
が
、
近
代
和
風
建

築
に
特
有
の
解
決
方
法
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

①
イ
メ
ー
ジ
が
建
築
の
専
門
家
以
外
に
は
わ
か
り
に

く
い
の
で
、
富
山
県
の
よ
う
に
地
域
の
建
築
士
会

に
協
力
し
て
も
ら
う
。

②
管
内
の
大
工
、
建
具
屋
、
左
官
屋
、
畳
屋
等
の
建
築

職
人
か
ら
情
報
を
得
る
。

③
あ
ま
り
評
価
を
固
定
せ
ず
多
数
の
も
の
を
リ
ス
ト

．
す
る
。
「
近
代
和
風
と
は
何
か
」
と
悩
む
よ
り
、
将

来
文
化
財
に
な
り
そ
う
な
建
物
を
見
つ
け
る
ぐ
ら

い
の
感
覚
で
選
ぶ
。
．

④
固
定
資
産
税
台
帳
等
か
ら
建
築
年
代
を
知
る
。
た

だ
し
昭
和
初
年
以
前
の
建
物
の
数
は
膨
大
な
の
で
、

そ
れ
か
ら
選
ぶ
の
も
た
い
へ
ん
な
作
業
に
な
る
。

〇
三
次
調
査
の
物
件
を
選
定
す
る
に
は
、
各
都
道
府

県
が
独
自
の
評
価
の
視
点
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
が
良
い
意
味
で
の
地
域
性
の
評
価
に
つ
な
が
る
。

0
一
次
調
査
リ
ス
ト
は
、
近
代
化
遺
産
調
査
と
重

な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
も
れ
が
あ
る
よ
り
も
両
方

あ
わ
せ
て
、
近
代
の
建
造
物
リ
ス
ト
を
つ
く
る
と
い

う
気
持
ち
で
調
査
す
る
ほ
う
が
よ
い
。

I
I
 

問
題
点
は
市
町
村
別
に
偏
り
が
あ
っ
た
こ
と
と
、

近
代
和
風
建
築
と
は
何
か
を
な
か
な
か
理
解
し
て
も

ら
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
茅
葺
の
民
家
ば
か
り

を
集
め
た
人
も
い
る
し
、
社
寺
建
築
を
集
め
た
人
も

い
る
。
ま
た
、
建
築
に
詳
し
く
な
い
人
に
や
っ
て
も

ら
っ
て
い
る
の
で
、
記
入
を
依
頼
し
た
調
査
シ
ー
ト

に
十
分
記
入
さ
れ
て
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
も

反
省
点
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
住
宅
等
で
内
部
の
写
真

を
撮
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。

近
代
和
風
建
築
を
評
価
す
る
方
法
と
し
て
は
、
例

え
ば
滋
賀
県
の
場
合
は
、
近
江
商
人
の
大
店
が
多
数

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
建
て
た
大
工
さ
ん
を
系
統
的
に

追
う
方
法
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
信
楽
の
よ
う

に
、
一
っ
の
町
に
特
定
の
産
業
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
近

代
化
遺
産
と
も
関
連
す
る
が
、
そ
れ
に
注
目
し
た
ま

と
め
方
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

【
滋
賀
県
の
調
査
委
員
の
報
告
】

|
—
調
査
物
件
の
選
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
は
近
代
ら
し
い
も
の
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
滋
賀
県
で
は
今
ま
で
あ
ま
り
文
化
財
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
別
荘
建
築
、
料
亭
・
旅

館
、
劇
場
、
学
校
、
集
会
施
設
、
県
庁
、
教
会
、
茶
室

••••••• 

村
田
信
夫
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
文
化
課
）

島
田
敏
男
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

滋
賀
県
調
査
委
員
）

松
島
吉
邑
（
富
山
県
教
育
委
員
会
文
化
課
）

者
土
屋
敦
夫
（
金
沢
工
業
大
学
、
富
山
県
謁
査
委
員
）

席
初
田
亨
（
工
学
院
大
学
）
．

藤
岡
洋
保
（
東
京
工
業
大
学
）

出

大
川
＝
＿
雄
（
日
本
大
学
）

藤
谷
陽
悦
（
日
本
大
学
）

文
化
庁
建
造
物
課
畏
及
び
調
査
部
門

（
所
属
は
い
ず
れ
も
当
時
）

な
ど
を
優
先
的
に
選
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
技
術
的
・

意
匠
的
に
き
れ
い
な
も
の
、
俗
に
い
え
ば
お
金
の
か

•
か
っ
た
建
築
を
三
次
調
査
に
残
し
て
い
る
。

問
題
は
、
従
来
の
農
家
、
町
並
み
な
ど
を
ど
う
い
う

ふ
う
に
扱
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
近
代
ら
し
い
も

の
で
は
な
い
の
で
、
今
回
は
調
査
対
象
か
ら
は
ず
し

た
。
た
だ
し
、
商
店
、
銀
行
等
の
特
殊
な
用
途
を
も
っ

た
も
の
は
対
象
と
し
た
。

近
代
和
風
建
築
の
評
価
基
準
は
今
後
一
年
の
調
査

の
中
で
つ
く
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
民
家
、
社
寺
で
は
年
代
が
古
い
と
―
つ
の
評

価
対
象
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
近
代
和
風
で
は

評
価
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
、
選
定
の
基
準
を
何

か
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
現
在
も
活
躍
し
て

い
る
数
寄
屋
大
工
が
戦
前
に
つ
く
っ
た
も
の
を
評
価

す
る
か
ど
う
か
等
、
定
義
づ
け
を
き
ち
ん
と
し
な
い

13 
ー

12 
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デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
各
欄
の

デ
ー
タ
数
が
、
「
教
育
」
＞
「
土
木
」
と
な
っ
て
い
る
場

合
は
「
教
育
」
欄
に
濃
影
を
付
け
、
「
教
育
」
八
「
土
木
」

の
開
き
が
二
倍
程
度
以
上
と
な
っ
て
い
る
場
合
は

「
教
育
」
欄
に
淡
影
を
付
け
て
強
調
し
た
。
表
か
ら
読

み
取
れ
る
こ
と
は
、
教
育
委
員
会
の
デ
ー
タ
に
は
、
項

目
別
に
見
て
、
①
河
川
（
治
水
・
灌
漑
）
と
港
湾
、
②

水
道
と
公
園
、
③
そ
の
他
、
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
一

方
、
土
木
関
連
部
局
で
は
、
管
理
台
帳
が
整
備
さ
れ
て

い
る
橋
と
隧
道
の
把
握
率
が
高
い
。
ま
た
、
両
者
と
も

に
、
レ
ベ
ル
的
に
は
対
象
外
（
無
効
デ
ー
タ
）
が
結
構

多
い
こ
と
も
問
題
で
、
教
育
委
員
会
の
場
合
、
そ
の
比

率
は
全
デ
ー
タ
の
四
一
％
に
も
達
し
て
い
る
（
土
木

関
連
部
局
で
は
二
七
％
）
。
対
象
外
の
デ
ー
タ
と
は
、

①
土
木
構
造
物
で
は
な
い
、

②
時
代
が
合
わ
な
い
、
③

規
模
が
小
さ
い
、
④
現
存

し
な
い
、
な
ど
の
理
由
で

無
効
と
判
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
以
上
の
分
析
に

基
つ
い
て
近
代
土
木
遺
産

の
探
し
方
の
コ
ツ
と
注
意

事
項
を
ま
と
め
る
と
、
表

E
の
よ
う
に
な
る
。

こ
う
書
い
て
く
る
と
、

近
代
土
木
遺
産
の
探
索
は

大
変
だ
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
近
代
建
築
の
よ
う
に
「
人
目
を
惹
く
よ
う

な
」
構
造
物
が
燦
然
と
輝
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

公
共
の
た
め
の
施
設
、
い
わ
ば
下
働
き
の
道
具
で
あ

る
土
木
構
造
物
は
、
日
常
的
に
使
わ
れ
て
薄
汚
れ
、
あ

ち
こ
ち
の
修
理
の
跡
も
痛
々
し
い
。
そ
れ
で
も
慣
れ

て
く
る
と
、
あ
ば
た
も
え
く
ぽ
と
は
よ
く
言
っ
た
も

の
で
、
そ
の
地
味
な
風
貌
が
何
と
も
頼
も
し
く
思
え

る
よ
う
に
な
る
。
明
治
＼
戦
前
に
か
け
て
の
土
木
構

造
物
は
、
資
金
に
も
資
材
に
も
事
欠
い
た
明
治
・
大
正

期
と
、
景
観
に
配
慮
す
る
余
裕
が
出
て
き
た
昭
和
五

＼
十
二
年
に
二
分
さ
れ
る
が
、
貧
し
か
っ
た
前
半
期

に
良
い
も
の
が
集
中
す
る
の
は
皮
肉
な
も
の
だ
。
写

f
 

真
1
は
、
大
正
七
年
に
架
け
ら
れ
た
黄
柳
橋
（
愛
知

県
）
。
「
大
正
期
に
造
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

写真1

表 E 各項目ごとの構造物の特性と調査のコッ

黄柳橋

橋，隧道
全で国畏き、都2る0道。m府以た票だ下、のし市鉄、町戦筋村後コ、にン鉄更ク道新リ会ーさ社れ1----な桁たど橋可管能と理性、者鉄ガが道高明用く確の、で鋼県、史銀土桁な木どは関書、逢物数部ガに局多頼でする10ぎこ0 ％近く掌握

るとはの危で原険。則

削除する。

砂防堰礎，流路工 国、県などガ管理しているが、個々の堰堤についてのデータは整理されていない。切
石、空積、初期の練積堰堤は貴重。

発電所，ダム， 電力会社ガ完全に掌握している。建屋を建て替えだもの、堰堤をコンクリードで巻い
発電堰提 たものは除外する。

水道施設，公園 水多道い施。設は、戦前のものが一番多く残っている。公園は、改修の程度ガ不明なものガ

水港運門河邁，，闊防用用波水，河堤，，川濯灯堤漑台防，， 
港湮なら埠頭や防波提、荷役設備、河川なら堤防特、に床水固門、の農類I各種水門などが主たる
対の象ガ多。切く石、積現や存煉し瓦て造いのる橋も造の物はな貴ら重1。00％当確。 改、戦後1こ更新されだも

その他 用水路（水路自体）、道路など「線状Jのものは、原則として対象としない。まだ、溜
池、マンポ、石垣、駅舎、工場、倉庫、民家、などは対象としない。
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項

一
橋

隧道

砂防堰堤，流路工

発電所，ダム，発電堰堤

水道施設

公園

港逓，防波提，灯台，還河扇門

河川提防，水用，用水，瀾漑

その他 ） 

計

． •• ． 

で
、
本
題
の
「
近
代
化
遺
産
の
探
し
方
」
で
あ
る
が
、

表
ー
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
表
に
は
、
東
海
五
県
調

査
で
、
各
県
の
教
育
委
員
会
と
土
木
部
を
通
じ
て
各

市
町
村
の
担
当
部
局
に
お
願
い
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
結
果
（
デ
ー
タ
数
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
表
ー
の

縦
の
「
項
目
」
で
は
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
土
木
構
造

物
を
、
橋
、
隧
道
な
ど
九
種
類
に
分
け
て
表
示
し
、
一

方
、
横
の
「
レ
ベ
ル
」
で
は
、
構
造
物
の
重
要
度
を
、

対
象
外
（
無
効
デ
ー
タ
）
か
ら
第
一
級
（
非
常
に
重
要

な
構
造
物
）
ま
で
五
つ
に
分
け
て
表
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
「
教
育
」
と
「
土
木
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
教
育
委
員
会
経
由
、
土
木
関
連
部
局
経
由
の

． 

．．．．．．．．．．．．． 

． 
土
木
学
会
の
土
木
史
研
究
委
員
会
で
は
、
平
成
三
、

四
年
度
に
東
海
五
県
（
愛
知
、
岐
阜
、
三
重
、
静
岡
、

長
野
）
で
近
代
土
木
遺
産
の
調
査
を
行
い
（
報
告
書
作

成
中
）
、
次
い
で
平
成
五
年
度
か
ら
三
ヶ
年
計
画
で
全

国
調
査
に
入
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
戦
後
の
高
度
成

長
期
に
付
随
し
て
生
じ
た
交
通
体
系
の
大
変
革
に

よ
っ
て
、
歴
史
的
な
構
造
物
を
次
か
ら
次
へ
と
「
更

新
」
し
て
き
た
こ
と
へ
の
悔
悟
の
念
が
あ
る
。
そ
し

て
、
残
り
少
な
く
な
っ
た
戦
前
の
土
木
構
造
物
を
、
地

域
の
歴
史
を
物
語
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
手
厚
く

遇
す
る
た
め
の
論
理
的
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
で
も

あ

っ

た

。

．

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
庁
を
は
じ
め
各
県
及

び
各
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
大
い
に
お
世
話
に
な

り
、
今
も
助
け
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
誌
面
を
借
り

て
、
ま
ず
は
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
と
こ
ろ ． 

． 

． 

． 
．．．．．．．．．．．．．． ．． 

名古屋大学助教授

馬場俊介

ー
土
木
文
化
財

近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
の
探
し
方

． ． ． ． 
．
 

． ． ． 
．
 

•l ． ． ． 
．
 

． 
．
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写真2 牛伏川砂防

開
腹
ア
ー
チ
の
最
大
ス
パ
ン
」
と
い
う
技
術
的
な
評

価
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
木
桁
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

垂
直
材
は
「
木
組
の
伝
統
」
．
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
、

世
界
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
独
創
性
に
溢
れ
た
構

造
様
式
で
あ
る
。
写
真
2
は
、
同
じ
大
正
七
年
に
完
成

し
た
牛
伏
川
砂
防
（
長
野
県
）
。
構
造
そ
の
も
の
は
フ

ラ
ン
ス
の
物
真
似
な
の
だ
が
、
自
然
の
心
を
読
ん
で
、

荒
れ
た
沢
を
美
し
い
日
本
式
の
深
流
に
一
変
さ
せ
た

技
術
は
賞
賛
に
値
す
る
。

な
ら
ば
な
ぜ
、
貧
し
い
時
期
に
こ
れ
だ
け
の
構
造

物
を
造
り
得
た
の
か
。
戦
前
の
大
工
事
と
し
て
名
高

え
、
明
治
時
代
に
は
織
機
、
建
物
、
経
営
形
態
等
の
近

代
化
に
伴
い
、
絹
織
物
を
中
心
と
し
て
国
内
を
代
表

す
る
基
幹
産
業
の
町
を
形
成
し
た
歴
史
的
背
景
が
あ

る
。
こ
の
た
め
織
物
分
野
に
近
代
化
遺
産
が
相
当
数

あ
り
、
桐
生
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
予
想
さ
れ
た
。

調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
資
料
化
さ
れ
た
文
献
が

少
な
か
っ
た
た
め
、
踏
査
を
主
体
と
し
、
現
地
で
の
情

報
収
集
、
文
献
に
よ
る
補
足
調
査
を
行
い
な
が
ら
資

料
を
補
完
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
は
、
市
内
全
体
に
ど
の
程
度
の
数
が
あ
り
、
ど

こ
に
あ
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
比
較
的
デ
ー
タ

の
取
り
や
す
い
公
共
建
造
物
か
ら
調
査
を
開
始
し
、
・

水
道
関
連
施
設
、
橋
、
学
校
等
目
的
が
限
定
さ
れ
た
建

物
と
普
段
目
に
止
ま
っ
て
い
た
洋
風
建
造
物
に
つ
い

て
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
作
業
か
ら
実
施
し
て
い
っ
た
。

こ
の
過
程
で
高
崎
工
業
高
校
の
野
口
三
郎
先
生
が
市

内
に
点
在
す
る
鋸
屋
根
工
場
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
桐
生
市
教
委
の
増
田
修
氏
が
煉
瓦

遺
構
の
発
掘
、
研
究
を
手
懸
け
て
い
た
こ
と
か
ら
両

氏
に
多
く
の
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
踏
査

を
始
め
て
か
ら
す
ぐ
に
困
難
に
感
じ
た
こ
と
は
知
識

不
足
か
ら
建
物
の
建
築
時
期
が
見
分
け
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
古
そ
う
な
西
洋
風
の
建
物

が
あ
っ
た
場
合
は
、
直
接
所
有
者
に
会
い
、
個
々
に
確

認
を
と
り
、
同
時
に
建
物
に
関
す
る
歴
史
や
そ
こ
で

生
活
す
る
こ
と
の
感
想
、
問
題
点
な
ど
も
で
き
る
か

ぎ
り
聴
取
し
た
。

い
大
河
津
分
水
（
新
潟
県
）
の
碑
文
に
は
、
日
本
語
と

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
「
萬
象
二
天
意
ヲ
覺
ル
者
ハ
幸

ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
技
術
者
の
持
っ
て

い
た
こ
の
心
意
気
が
、
飽
食
の
今
日
で
は
太
刀
打
ち

で
き
な
い
「
枯
れ
た
」
構
造
物
群
を
生
み
出
す
原
動
力

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
―
つ
で
も
多
く
こ
う
し

た
先
人
の
残
し
た
傑
作
を
見
つ
け
出
し
‘
―
つ
で
も

．
 

近
代
化
遺
産
が
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
と
異
な
る
の

．
 

は
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
特
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く

．
 

街
の
景
観
に
溶
け
込
み
、
今
も
生
活
の
一
部
と
な
っ

．
 

て
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

近
代
化
遺
産
を
調
査
す
る
契
機
は
、
平
成
二
年
度

に
実
施
さ
れ
た
「
群
馬
県
近
代
化
遺
産
総
合
調
査
」
に

あ
っ
た
。
調
査
対
象
時
期
や
構
造
等
の
分
類
は
把
握

で
き
た
が
、
近
代
化
遺
産
の
定
義
が
広
範
で
あ
っ
た

こ
の
結
果
第
一
次
調
査
の
提
出
件
数
は
、
県
全
体

の
約
一
割
で
あ
る
九
十
三
件
と
な
り
、
集
計
表
お
よ

び
ド
ッ
ト
に
よ
る
分
布
図
の
作
成
等
基
礎
資
料
の
作

成

は

終

了

し

た

。

．

一
次
調
査
終
了
後
、
踏
査
の
な
か
で
い
く
つ
か
の

発
見
や
疑
問
点
が
あ
り
、
悉
皆
調
査
継
続
に
よ
る
リ

ス
ト
の
補
完
を
目
標
に
独
自
の
調
査
を
開
始
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

当
初
近
代
化
遺
産
の
対
象
を
限
定
し
て
い
た
が
、

住
宅
・
事
務
所
棟
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
な
意
匠
・
部

材
の
み
を
持
つ
も
の
な
ど
も
対
象
と
し
、
ま
た
、
鋸
屋

根
工
場
に
つ
い
て
は
、
織
物
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
、
全
体
の
状
況
を
で
き
る
限
り
知
ろ
う
と
す
る
等
、

近
代
化
遺
産
の
領
域
を
現
代
に
繋
が
る
も
の
と
し
て

拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

踏
査
を
進
め
て
い
る
う
ち
に
建
造
物
の
所
有
者
と

知
り
合
い
、
多
く
の
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

同
じ
時
代
の
建
物
が
あ
る
場
所
や
勤
め
て
い
た
織
物

会
社
の
様
子
等
、
文
献
資
料
に
は
載
る
こ
と
の
な
い

埋
れ
た
情
報
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
建
物
自
体
も
近
代
化
遺
産
に
係
わ
る
も
の

に
は
流
行
が
あ
り
、
年
代
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
少

し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
ら
は
、
部
材
や
建
物
そ
の
も
の
の
機
能
で
あ
っ

た
り
、
建
築
会
社
に
よ
る
傾
向
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
洋
風
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
た

洋
間
部
分
を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
文
化
住
宅
が
、
昭
和
初

多
く
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
土
木
工
学
を
な
り
わ
い

と
す
る
筆
者
の
務
め
で
あ
り
喜
び
で
も
あ
る
。
文
化

財
行
政
に
タ
ッ
チ
し
て
お
ら
れ
る
読
者
の
方
々
も
、

是
非
と
も
近
代
土
木
遺
産
の
探
索
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
同
時
に
、
そ
の
喜
び
も
体
得
さ
れ
る
よ
う
祈
っ
て

止
ま
な
い
。

．
 

た
め
と
り
あ
え
ず
「
西
洋
化
を
伴
い
、
近
代
化
を
支
え

た
も
の
」
と
捉
え
、
産
業
遺
産
を
中
心
に
そ
れ
ら
を
象

徴
す
る
建
造
物
に
限
定
し
調
査
を
開
始
し
た
。

桐
生
市
は
十
六
世
紀
以
降
織
物
産
業
に
よ
っ
て
栄

期
の
ご
く
限
ら
れ
た
年
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
同
時
期
の
洋
風
建
築
の
多
く
は
二
社
に
よ

り
建
造
さ
れ
た
も
の
で
、
各
々
下
見
板
張
の
文
化
住

宅
・
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
使
用
の
洋
館
と
い
う
特
徴

に
分
類
さ
れ
る
こ
と
、
煉
瓦
建
造
物
は
使
用
さ
れ
て

い
る
煉
瓦
の
刻
印
か
ら
建
築
時
期
の
想
定
が
可
能
で
、

桐
生
煉
瓦
が
使
用
さ
れ
た
建
造
物
は
明
治
二
十
年
代

に
限
ら
れ
る
こ
と
、
鋸
屋
根
工
場
は
木
造
を
大
半
と

す
る
も
の
の
煉
瓦
造
・
石
造
．

R
C
造
は
大
正
か
ら
昭

和
初
期
に
属
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
観
点
が
で
き
て
く
る
と
町
中
に
近
代
化

••••••••••••• 

近
代
化
遺
産
の
探
し
方

ー
桐
生
市
の
調
在
・

産
業
遺
産
を
中
心
に

● ． 桐生市教育委員会

社会教育主事

萩原清史

．
 

•••••••••••••••••••••••••• 
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「
近
代
和
風
建
築
」
と
い
う
語
は
十
数
年
前
か
ら
使

わ
れ
は
じ
め
た
が
、
そ
の
指
示
対
象
が
必
ず
し
も
明

確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
研
究
方
法

も
ま
だ
体
系
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は

そ
の
研
究
の
意
義
や
方
法
に
つ
い
て
の
筆
者
な
り
の

考
え
方
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

r
近
代
和
風
建
築
」
の
研
究
は
、
建
築
学
会
に
よ
る

昭
和
五
十
年
代
の
近
代
建
築
の
全
国
悉
皆
調
査
に
触

発
さ
れ
て
は
じ
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
調
査

の
主
な
対
象
は
戦
前
に
つ
く
ら
れ
た
洋
風
建
築
だ
っ

た
が
、
そ
れ
が
悉
皆
的
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ

と
が
そ
の
残
余
と
し
て
の
和
風
建
築
の
存
在
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
た
。

ま
た
、
そ
の
頃
に
は
近
代
主
義
建
築
に
対
す
る
懐

疑
が
決
定
的
な
も
の
に
な
り
、
そ
れ
が
乗
り
越
え
た

と
見
な
し
て
き
た
伝
統
的
な
建
築
の
世
界
を
再
評
価

．
 

•• 
． 
．
 

●
 ． 
• ． 
．
 ．
 

• ●
 

．
 

． ． 

．
 

す
べ
き
こ
と
も
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。

「
近
代
和
風
」
は
広
義
に
は
近
代
（
開
国
以
降
）
に

つ
く
ら
れ
た
和
風
建
築
す
べ
て
を
さ
す
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
数
は
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
も
膨
大
で
あ

り
、
そ
の
範
囲
は
住
宅
や
数
寄
屋
・
社
寺
だ
け
で
は
な

く
、
和
洋
折
衷
に
も
お
よ
ぶ
。
し
か
も
、
和
洋
折
衷
の

も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
江
戸
時
代
以
前
に
つ
く
ら
れ
た

建
築
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
認
め
が
た
い
上
に
、

美
的
に
は
見
る
べ
き
点
に
乏
し
い
と
見
な
さ
れ
が
ち

な
対
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
建
築
を
研
究
す
る
意

義
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
義
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
近
代
化
と
い

． 
． 
．
 

• 
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東京工業大学助教授

藤岡洋保

「
近
代
和
風
建
築
」
研
究
の

意
義
と
方
法

r
 量

-
I冒

＇

遺
産
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ
し
て
、
調
査
を
通

じ
て
知
り
合
っ
た
人
の
情
報
も
そ
の
都
度
増
え
て
い

き
、
さ
ら
に
多
く
の
人
の
紹
介
を
受
け
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
知
り
得
た
こ
と
は
調
査
の
最

も
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

調
査
の
結
果
を
再
集
計
し
て
い
く
う
ち
に
、
約
四

百
件
の
デ
ー
タ
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
野
口
先
生
の

調
査
も
継
続
し
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
市
内
に
あ
る

鋸
屋
根
工
場
の
実
数
も
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
た
。

一
方
、
調
査
期
間
中
平
成
三
年
四
月
に
第
一
回
町

づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
（
普
請
帳
研
究
会
協

カ
）
。
こ
の
な
か
で
近
代
化
遺
産
を
含
め
た
「
桐
生
の

町
づ
く
り
」
と
い
う
分
科
会
が
行
わ
れ
、
市
民
に
対
す

る
周
知
化
の
第
一
歩
を
印
し
た
。
そ
の
後
、
桐
生
市
郷

土
資
料
展
示
ホ
ー
ル
に
お
い
て
同
年
十
一
月
「
桐
生

に
残
る
西
洋
館
」
と
題
し
た
企
画
展
を
実
施
。
平
成
四

年
三
月
に
は
、
か
つ
て
醸
造
業
を
営
み
、
明
治
か
ら
昭

和
の
蔵
十
二
棟
が
残
っ
て
い
る
矢
野
家
の
蔵
群
を
借

り
受
け
、
有
鄭
館
と
し
て
広
く
活
用
し
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
し
て
同
年
三
月
、
桐
生
市
議
会
に
よ
る

「
近
代
化
遺
産
拠
点
都
市
宣
言
」
が
議
決
さ
れ
た
。

平
成
四
年
度
に
な
る
と
同
七
月
、
近
代
化
遺
産
を

含
め
た
町
並
み
見
学
会
を
実
施
し
、
同
月
有
鄭
館
に

お
い
て
第
二
回
「
桐
生
の
町
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を

開
催
、
三
百
人
程
が
集
ま
り
討
議
を
重
ね
た
。
フ
ォ
ー

ラ
ム
終
了
後
は
市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
パ
ー

テ
ィ
ー
が
行
わ
れ
、
市
民
参
加
の
気
運
が
高
ま
っ
て

墨
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き
た
。
以
後
有
郷
館
等
の
諸
施
設
に
お
け
る
企
画
展
、

町
並
み
見
学
会
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
実
施
と
周
知
化
を

図
っ
て
い
る
。

ま
た
、
市
内
東
久
方
町
に
あ
る
彫
刻
家
掛
井
五
郎

氏
の
ア
ト
リ
エ
は
、
大
正
十
一
年
に
建
て
ら
れ
た
市

内
唯
一
の

R
C
造
の
鋸
屋
根
工
場
を
使
用
し
た
も
の

で
あ
り
、
近
代
化
遺
産
活
用
の
新
た
な
方
向
性
を
示

し
て
い
る
。
平
成
五
年
六
月
に
は
、
県
内
最
古
の
石
造

ビ
ル
と
確
認
さ
れ
た
明
治
三
十
六
年
建
造
の
旧
日
本

絹
撚
株
式
会
社
事
務
所
を
代
替
地
と
の
等
価
交
換
に

よ
り
市
が
取
得
、
活
用
方
法
を
検
討
し
て
い
る
。

旧日本絹撚株式会社事器所

冒―

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、

市
民
に
近
代
化
遺
産
が
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。

平
成
二
年
度
か
ら
現
在
ま
で
約
四
年
間
、
駆
け
足

の
よ
う
に
模
索
し
な
が
ら
こ
れ
ら
を
調
査
し
、
保

存
・
活
用
す
る
道
を
探
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
間
に

破
壊
さ
れ
た
建
造
物
も
い
く
つ
か
あ
る
。
時
代
の
要

求
に
よ
る
所
有
者
の
生
活
変
化
等
が
、
生
き
て
い
る

遺
産
の
保
存
の
前
に
立
ち
尽
く
し
て
い
る
。

近
代
化
遺
産
を
探
す
こ
と
は
自
分
た
ち
の
住
ん
で

い
る
町
を
再
発
見
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
生
活

し
て
い
る
人
を
見
つ
め
直
す
作
業
で
も
あ
る
。
多
く

を
知
ら
な
く
と
も
、
多
く
の
人
々
か
ら
の
情
報
と
そ

の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
方
向
を

指

し

示

し

て

く

れ

る

。

，

・

近
代
化
遺
産
の
探
し
方
は
、
好
奇
心
を
持
ち
、
ひ
た

す
ら
動
く
こ
と
で
あ
り
、
人
と
接
し
、
文
献
を
読
み
、

も
の
を
見
る
目
を
養
う
と
い
う
基
礎
作
業
に
終
始
す

る
。
そ
し
て
、
多
く
の
情
報
や
問
題
と
向
き
合
う
こ
と

が
、
保
存
・
活
用
へ
の
大
き
な
流
れ
を
作
っ
て
い
く
基

礎
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

う
現
象
を
伝
統
の
側
か
ら
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
強
大
な
西
洋
の
建
築
文
明
を
前
に
し

て
既
存
の
建
築
文
化
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
ど
う

や
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
保
持
し
よ
う
と
し
た

か
、
と
い
う
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の

近
代
を
と
ら
え
直
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
近
代
和
風
」
は
理
論
と
実
例
の
両
面
か
ら
研
究
す

る
必
要
が
あ
る
。

理
論
面
の
テ
ー
マ
で
ま
ず
重
要
な
の
は
「
日
本
的

な
も
の
」
の
系
譜
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

開
国
後
の
西
洋
文
明
の
急
激
な
流
入
や
世
界
認
識

の
拡
大
は
日
本
人
の
生
活
や
考
え
方
を
大
き
く
変
え
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
ど
こ
ろ
の
一
っ
と
し
て

の
建
築
的
伝
統
へ
の
意
識
を
高
め
た
。
日
本
の
建
築

的
伝
統
、
つ
ま
り
「
日
本
的
な
も
の
」
と
は
何
か
を
問

い
、
表
現
す
る
こ
と
が
日
本
近
代
の
建
築
家
に
と
っ

て
重
要
な
課
題
に
な
っ
た
。

こ
の
研
究
に
際
し
て
筆
者
は
、
真
の
「
日
本
的
な
も

の
」
は
実
在
し
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
る
。
桂
離
宮

や
伊
勢
神
宮
を
真
の
「
日
本
的
な
も
の
」
の
象
徴
と
す

a
 

る
考
え
方
も
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
冠
式
」
の
よ
う
な
伝
統

理
解
も
同
列
に
置
い
て
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
日
本
的
な
も
の
」
の
系
譜
を
真
の
「
日
本
的
な
も

の
」
に
向
か
う
「
発
展
」
の
歴
史
と
し
て
で
は
な
く
「
変

化
」
の
過
程
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ

は
「
日
本
的
な
も
の
」
の
系
譜
を
西
洋
文
明
と
既
存
の

建
築
文
化
と
の
交
錯
と
い
う
現
象
と
し
て
と
ら
え
る

19 
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こ
と
を
意
味
し
、
世
界
の
他
の
同
種
の
現
象
と
の
比

較
へ
の
道
を
拓
く
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
筆
者
は
「
日
本
的
な
も
の
」
に
対
す
る

理
解
は
昭
和
初
期
を
境
に
変
化
し
た
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
・
大
正
期
に
お
い
て
は
「
日
本
的
な

も
の
」
を
表
現
す
る
の
に
、
江
戸
時
代
ま
で
の
建
築
に

見
ら
れ
る
勾
配
屋
根
や
細
部
な
ど
の
「
具
体
的
な
も

の
」
で
伝
統
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
「
具
体
的

な
も
の
」
に
は
社
寺
建
築
に
由
来
す
る
モ
チ
ー
フ
を

用
い
る
、
技
術
は
西
洋
の
最
新
の
も
の
を
用
い
る
、
と

い
う
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
筆
者
は
「
日
本
趣
味
の
建

切

築
」
と
呼
ぶ
。
い
わ
ゆ
る
「
帝
冠
式
」
も
そ
れ
に
含
ま

れ
る
。
こ
れ
は
複
数
の
過
去
の
建
築
様
式
を
折
衷
す

る
点
で
、
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
主
義
と
同

じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
昭
和
初
期
に
は
新
し
い

③
 

伝
統
理
解
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
「
日
本
的
な
も
の
」

の
表
わ
れ
を
神
社
や
住
宅
・
数
寄
屋
に
見
、
平
面
・
構

造
が
簡
素
明
快
、
無
装
飾
、
素
材
の
美
の
尊
重
、
周
辺

環
境
と
の
調
和
、
左
右
非
相
称
、
規
格
の
存
在
、
を
そ

の
特
徴
と
し
て
称
揚
す
る
。
こ
れ
は
抽
象
的
な
概
念

に
「
日
本
的
な
も
の
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
見
る
も
の

で
、
近
代
主
義
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
日
本
的
な
も
の
」
の
系
譜
に
関
連
し
て
、
日
本
建

築
史
の
成
立
過
程
を
研
究
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ

う
。
日
本
の
建
築
的
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て

④
 

き
た
か
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
実
例
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
が
、
ま
ず
先

代
に
よ
っ
て
様
式
が
変
化
す
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と

か
ら
、
彼
ら
が
新
し
い
創
意
工
夫
を
加
え
る
こ
と
を

当
然
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
も
見
て
と
れ
る
。
さ
ら

に
東
洋
趣
味
が
加
わ
る
場
合
も
あ
る
。

実
例
で
は
和
風
住
宅
も
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
洋
風
の
生
活
様
式
に
対
応
す
る
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
検
討
す
る
一

つ
の
手
段
と
し
て
寸
法
関
係
の
調
査
は
有
効
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
椅
子
座
式
の
和
室
で
は
内
法
高
や
天
井

と
こ

高
、
床
の
高
さ
が
同
じ
広
さ
の
畳
敷
の
室
よ
り
も
高

⑦
 

く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

鈴木三郎助邸（現・昧の素記念館）ーの間 (1932年）
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ま
た
、
数
寄
屋
を
含
め
、
著
名
な
古
建
築
の
細
部
を

引
用
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
大
正

初
期
か
ら
伝
統
的
な
建
築
の
図
集
・
写
真
集
な
ど
が

出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
そ
の
よ
う
な
需
要
に

応
じ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
和
風
住
宅
や
数
寄
屋
あ
る
い
は
社
寺

建
築
の
中
で
開
国
前
の
や
り
方
に
き
わ
め
て
忠
実
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
「
和
風
」
そ

の
も
の
が
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
近
代
に
お
い
て
も
変

化
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
見
れ
ば
、
や
は

り
時
代
の
刻
印
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
。ま

た
、
「
和
風
」
の
建
築
技
術
の
水
準
は
戦
前
ま
で

上
昇
し
続
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
あ

と
づ
け
る
と
い
う
技
術
史
的
視
点
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

和
風
が
実
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
変
容
し
得
る
シ
ス
テ

ム
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
近
代
和
風
」
の
研
究

は
、
木
割
の
よ
う
な
規
範
を
絶
対
視
し
た
り
、
古
典
を

ひ
た
す
ら
崇
め
る
よ
う
な
、
伝
統
に
対
し
て
今
日
し

ば
し
ば
と
ら
れ
る
姿
勢
に
再
考
を
う
な
が
し
、
伝
統

の
問
題
を
よ
り
広
い
視
野
で
と
ら
え
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

[

註

]

①
「
帝
冠
式
」
と
い
う
の
は
大
正
十
年
に
建
築
家
の
下

田
菊
太
郎
が
国
会
議
事
堂
の
設
計
競
技
に
関
し
て
提

唱
し
た
「
帝
冠
併
合
式
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、
洋

r

9

,

 

雲

掲
の
「
日
本
趣
味
の
建
築
」
が
対
象
に
な
る
。
そ
の
中

で
も
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
機
能

に
対
応
し
つ
つ
伝
統
表
現
を
求
め
る
建
築
種
が
好
個

の
研
究
対
象
に
な
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
万
国
博
覧

伺

伺

会
の
日
本
館
で
あ
り
、
和
風
の
博
物
館
、
あ
る
い
は
和

風
の
ホ
テ
ル
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
建
築
種
で
は
、

江
戸
時
代
ま
で
の
建
築
を
コ
ピ
ー
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
か
ら
、
設
計
者
は
日
本
の
建
築
的
伝
統
と
は

何
か
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
を

あ
ら
た
め
て
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
伝
統
理
解
は
全
体
の
構
成
や
細
部
の
分
析 バナマ太平洋博覧会巳本政府館 (1915年）

を
通
し
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
検
討

し
て
み
る
と
、
設
計
者
の
伝
統
に
対
す
る
理
解
の
仕

方
や
個
性
に
応
じ
て
そ
の
表
現
に
幅
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
設
計
者
が
日
本
建
築
史
の
知
見
を
活

用
し
て
細
部
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
、
建
築
史
は
時

風
建
築
の
頂
部
に
瓦
葺
の
勾
配
屋
根
を
載
せ
た
よ
う

な
ス
タ
イ
ル
の
も
の
を
い
う
。
写
真
の
東
京
国
立
博

物
館
本
館
は
そ
の
一
例

切
藤
岡
洋
保
「
明
治
・
大
正
期
の
日
本
の
建
築
界
に
お

け
る
『
日
本
的
な
も
の
』
」
（
日
本
建
築
学
会
大
会
学

術
講
演
梗
概
集
、
p
p7
8
1
,
7
8
2

一
九
八
七
年
）
参
照

③
藤
岡
洋
保
「
昭
和
初
期
の
日
本
の
建
築
界
に
お
け
る

『
日
本
的
な
も
の
』
」
（
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論

文
報
告
集
、
四
―
二
号
、
p
pl
7
3
,
1
8
0

一
九
九

0
年

六
月
）
参
照

④
藤
岡
洋
保
・
小
笠
達
也
「
戦
前
の
日
本
建
築
史
の
叙

述
形
式
に
見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
」
（
日
本
建
築
学

会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
p
p7
8
7
‘
7
8
8

一
九
八
八

年
）
参
照

⑤
藤
岡
洋
保
・
深
谷
康
生
「
戦
前
に
海
外
で
開
か
れ
た

国
際
博
覧
会
の
日
本
館
の
和
風
意
匠
に
つ
い
て
」
（
日

本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
、
四
一
九
号
、

p
p9
9
,
1
0
6

一
九
九
一
年
一
月
）
参
照

⑥
藤
岡
洋
保
・
伊
東
龍
一
•
佐
藤
由
美
「
大
正
中
期
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
建
設
さ
れ
た
和
風
意
匠
の
博

物
館
に
つ
い
て
」
（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗

概
集
、
p
p7
6
5
,
7
6
6

一
九
八
九
年
）
参
照

切
藤
岡
洋
保
•
朝
倉
妥
子
・
伊
東
龍
一
「
木
子
幸
三
郎

設
計
の
住
宅
の
和
室
部
に
お
け
る
高
さ
関
係
の
寸
法

に
つ
い
て
」
（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集

F
、
p
p7
7
9
,
7
8
0

一
九
九
0
年
）
参
照

,
I
9
,
:
'
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21日・芸術祭授賞式（国立教育会舘）

・芸術祭賞受賞記念パーティー（国立教育会舘内カトレア）

26日・文化財防火テー（法隆寺ほか

28日・文化財保護審謙会（栗京国立隠物館）
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屑

集

後

記

|
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」

明

治

時

代

、

文

明

開

化

が

叫

ば

れ

、

各

地

に

官

営

。

民

営

の

工

場

が

建

て

ら

れ

r
鉄

道

が

敷

か

れ

、

産

業

革

命

に

伴

う

機

械

化

の

波

が

一

気

に

押

し

寄

せ

て

き

ま

し

た

。

当

時

の

人

々

に

と

っ

て

そ

れ

は

単

に

目

新

し

い

だ

け

で

な

く

、

自

分

た

ち

の

生

活

を

根

本

か

ら

変

え

る

魔

法

の

道

具

の

よ

う

に

見

え

た

こ

と

で

し

ょ

う

。

と

こ

ろ

が

、

今

の

私

た

ち

が

そ

ん

な

建

物

や

機

械

を

見

て

も

r
過

去

の

造

物

に

過

ぎ

な

い

も

の

が

ほ

と

ん

ど

で

す

。

そ

れ

だ

け

技

術

の

進

歩

が

速

い

と

い

う

こ

と

だ

ろ

う

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

ま

で

は

、

例

え

ば

江

戸

時

代

の

初

期

と

末

期

で

機

織

り

、

水

車

と

い

っ

た

機

械

や

駕

籠

な

ど

の

交

通

手

段

に

さ

ほ

ど

の

違

い

、

言

い

換

え

れ

ば

進

歩

が

あ

っ

た

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

技

術

革

新

の

速

度

が

上

が

っ

た

た

め

に

、

つ

い

こ

の

前

ま

で

最

新

だ

っ

た

も

の

が

急

速

に

「

文

化

財

」

化

し

て

し

ま

っ

て

い

る

わ

け

て

す

。

古

い

も

の

で

あ

る

こ

と

が

文

化

財

と

し

て

指

定

さ

れ

る

重

要

な

要

件

の

一

つ

で

す

が

、

こ

れ

か

ら

は

「

古

い

と

思

わ

せ

る

も

の

」

を

文

化

財

と

し

て

考

え

て

い

く

発

想

の

転

換

が

必

要

な

の

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

(

K

)

48 


	文化庁月報（第304号：1994年1月）
	特集 文化財新時代―近代の建造物を考える
	身近にある文化財―「守る」から「活かす」へ―（建造物課）
	調査の概要とポイント・保護の考え方
	近代化遺産（建造物等）総合調査―その実務上の問題点―
	近代和風建築総合調査―その実務上の問題点―


	近代化遺産の探し方―土木文化財（馬場俊介）
	近代化遺産の探し方――桐生市の調査遺産を中心に（萩原清史）
	「近代和風建築」研究の意義と方法（藤岡洋保）


	奥付



