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随想 毎
年
日
本
で
、
世
界
ア
マ
チ
ュ
ア
囲
碁
選
手
権
戦
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
参
加
国
は
約
五

0
ヵ
国
。
そ
の
数
は
年
々
増
え
続

け
て
お
り
、
近
い
将
来
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
世
界

の
祭
典
に
発
展
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
審
判
長
と
し
て
こ
の
大
会
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
棋
士
た
ち
の
熱
戦
を
間
近

に
見
る
に
つ
け
、
囲
碁
は
国
家
、
民
族
、
宗
教
を
越
え
て
対
話

を
可
能
に
す
る
ゲ
ー
ム
、
と
い
う
思
い
を
深
め
る
の
で
す
。
こ

ち
ら
の
盤
で
は
、
本
来
は
相
容
れ
な
い
宗
教
を
持
つ
人
た
ち
が
、

白
石
と
黒
石
で
対
話
を
し
て
い
ま
す
。
あ
ち
ら
の
盤
で
は
、
肌

の
色
の
違
う
人
た
ち
が
、
お
互
い
の
健
闘
を
称
え
合
っ
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
光
景
が
そ
こ
こ
こ
で
見
ら
れ
、
大
会
が
終
了
す
る

と
、
彼
ら
は
翌
年
の
再
会
を
約
し
て
帰
国
し
て
行
く
の
で
す
。

日
本
は
、
文
化
の
面
で
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
が
少
な
い
国

だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
は
囲
碁
と
い
う
、
世
界
中
の
人
々

が
心
の
垣
根
を
取
り
払
っ
て
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
文
化
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

囲
碁
を
お
や
り
に
な
る
方
な
ら
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
、
現
在
、

中
国
と
韓
国
の
レ
ベ
ル
は
急
速
に
向
上
し
て
お
り
、
日
本
を
凌

駕
す
る
勢
い
を
み
せ
て
い
ま
す
。
レ
ベ
ル
向
上
の
要
因
は
い
ろ

い
ろ
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
た
と
え
ば
中
国
の
場
合
は
、
藤
沢
秀

行
名
誉
履
聖
の
存
在
を
抜
き
に
今
の
盛
況
を
考
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

秀
行
先
生
が
、
囲
碁
の
普
及
の
た
め
、
た
び
た
び
中
国
に
渡

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
も
う
二

0
年
は
た
つ
と
思
い
ま

す
。
先
生
は
、
囲
碁
勃
興
期
の
中
国
で
、
若
い
才
能
を
徹
底
し

て
鍛
え
ま
し
た
。
最
近
、
中
国
で
も
プ
ロ
棋
士
が
誕
生
し
ま
し

た
が
、
そ
の
重
鎮
で
あ
る
最
衛
平
さ
ん
な
ど
は
、
そ
の
こ
ろ
秀

行
先
生
に
教
え
を
受
け
た
一
人
で
す
。

誰
か
が
中
国
を
訪
問
し
た
際
の
新
聞
記
事
な
ど
に
、
よ
く
「
熱

烈
歓
迎
」
の
文
字
を
目
に
し
ま
す
が
、
囲
碁
も
大
変
な
歓
迎
ぶ

り
で
す
。
マ
ス
コ
ミ
の
注
目
度
も
高
く
、
世
界
棋
戦
や
日
中
タ

イ
ト
ル
保
持
者
同
士
の
対
戦
の
際
に
は
、
多
く
の
報
道
陣
が
詰

め
か
け
成
り
行
き
を
見
守
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
国
の
囲
碁
繁

栄
の
基
礎
づ
く
り
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
の
が
、
秀
行
先

e

生
な
の
で
す
。

韓
国
は
中
国
と
事
情
が
異
な
り
ま
す
が
、
繁
栄
の
基
礎
づ
く

り
と
日
本
の
碁
界
は
決
し
て
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
囲
碁
フ
ァ
ン
が
韓
国
の
碁
界
に
注
目
す
る
き
っ
か
け

を
つ
く
っ
た
の
は
、
李
昌
鏑
と
い
う
天
才
棋
士
の
登
場
に
よ
っ

て
で
し
た
。
彼
は
ま
だ
二

0
代
前
半
の
若
い
棋
士
で
す
が
、
一

四
、
五
歳
で
頭
角
を
現
し
、
次
々
と
韓
国
の
タ
イ
ト
ル
を
獲
得

し

て

ゆ

き

ま

し

た

。

｀

当
時
、
韓
国
碁
界
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
棋
士
で
あ
り
タ
イ
ト
ル

を
独
占
し
て
い
た
の
は
、
曹
薫
絃
九
段
。
彼
は
、
李
昌
鏑
の
お

〉◇’：言／
たけみや•まさき／囲碁棋士、九段。 1951年東京都生｝
れ。田中三七一門下より65年木谷九段に入門、

本因坊通算六期、 TVアジア選手権四運覇、

第20期名人等のタイトルを獲得。中央を重視

ら「宇宙流」と呼ばれる。

師
匠
さ
ん
で
す
。
弟
子
が
碁
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
師
匠
の
持

つ
タ
イ
ト
ル
を
相
次
い
で
奪
取
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
だ
け
見
て
も
、

韓
国
の
レ
ベ
ル
が
急
上
昇
し
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

薫
舷
さ
ん
は
、
少
年
時
代
か
ら
日
本
で
修
行
し
、
プ
ロ
と
し

て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
同
世
代
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て

親
し
く
し
て
い
た
の
で
す
が
、
丘
紐
や
に
就
く
た
め
帰
国
し
、
そ

の
終
了
後
は
韓
国
碁
界
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
母
国
で
棋
士
生

活
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
オ
能
に
恵
ま
れ
た
人
で
し
た

か
ら
、
も
し
兵
役
の
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
日
本
で
も
必
ず

多
く
の
タ
イ
ト
ル
を
獲
得
し
た
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
そ
う

な
る
と
、
韓
国
の
囲
碁
の
隆
盛
は
も
っ
と
遅
れ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
も
韓
国
も
、
そ
の
碁
界
の
発
展
に
日
本

の
碁
界
が
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
、
二

0
年
前
で
あ
れ
ば
、
日
本
は
碁
の
総
本
山
を

自
認
し
て
い
て
何
の
不
思
議
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し

現
在
で
は
、
国
際
棋
戦
の
優
勝
者
を
見
て
も
判
る
よ
う
に
、
日

中
韓
が
肩
を
並
べ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
国
民
の
「
囲
・

碁
熱
」
と
い
う
点
で
は
、
韓
国
、
中
国
、
日
本
の
順
と
い
う
の

が
公
平
な
見
方
で
す
。
私
は
韓
国
に
も
中
国
に
も
し
ば
し
ば
出

か
け
ま
す
の
で
、
肌
で
そ
れ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

日
本
の
囲
碁
フ
ァ
ン
の
中
に
は
、
日
本
の
棋
士
が
国
際
棋
戦

で
な
か
な
か
勝
て
な
い
状
況
に
苛
立
ち
を
感
じ
て
い
る
方
も
少

な
く
な
い
よ
う
で
す
。
国
際
競
技
で
自
国
を
応
援
す
る
の
は
自

然
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
さ
さ
か
木
を
見
て
森
を
見
ず

の
観
も
否
め
ま
せ
ん
。
私
は
も
っ
と
視
野
を
広
く
持
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
日
中
韓
の
棋
士
が
、
切
磋
琢
磨
を
し
て

碁
の
内
容
を
向
上
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
自
国
の
囲
碁
フ
ァ
ン
を

拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
。
こ
の
「
普
及
」
と
い
う
こ
と
も
、
我
々
棋
士

に
と
っ
て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
役
目
な
の
で
す
。

中
国
や
韓
国
の
棋
士
が
強
く
な
る
の
は
、
囲
碁
の
普
及
と
い

う
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
変
に
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。
し
か
も
、
中
国
、
韓
国
の
囲
碁
発
展
に
、
日
本
は

ち
ゃ
ん
と
貢
献
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
う
し
た
普

及
の
波
を
全
世
界
に
広
げ
る
こ
と
。
日
本
の
碁
界
は
、
こ
の
視

点
を
も
っ
と
積
極
的
に
持
つ
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
本
家
意
識
」
と

い
う
気
位
の
高
さ
で
勝
ち
負
け
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う

で
は
、
世
界
か
ら
「
日
本
の
碁
界
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て

い
な
い
」
と
か
、
「
自
分
た
ち
だ
け
の
や
り
方
や
ル
ー
ル
に
固
執

し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
政
治
や
経
済
と
同
じ
よ
う
な
非

難
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

冒
頭
で
私
は
、
世
界
ア
マ
チ
ュ
ア
囲
碁
選
手
権
戦
の
光
景
を

紹
介
し
ま
し
た
。
日
中
韓
の
碁
界
が
、
手
を
携
え
て
囲
碁
の
普

及
に
尽
く
せ
ば
、
あ
の
よ
う
な
光
景
が
世
界
の
そ
こ
こ
こ
で
も

っ
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
の
音
頭
を
ち
ゃ
ん

と
取
っ
て
こ
そ
の
「
総
本
山
」
で
あ
り
「
本
家
意
識
」
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

理
想
論
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
囲
碁
の

普
及
が
、
世
界
平
和
の
実
現
に
必
ず
役
立
っ
て
く
れ
る
と
信
じ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
囲
碁
は
、
人
間
か
ら
争
い
や
対
立
を
な
く

す
た
め
、
神
様
が
人
類
に
与
え
て
く
れ
た
大
切
な
贈
り
物
だ
と

も
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
棋
士
で
あ
る
私
は
、
囲
碁
の
普

及
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
地
球
の
ど
こ
へ
で
も
喜
ん
で
ゆ
く
つ
も

り
で
す
。
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棚田家住宅主屋のヒロマ（富山県高岡市）

撮影／＇三沢栂昭

富山崇高岡市にある伏木港は、江戸時代の北前船によって栄えた港である。棚田家は廻

船問屋を営んだ家で、その注宅は伏木港にほど近い勝興寺門前囲に位置芍る。主屋は接道

する町家の形式をもち、明治20年に高岡市内をあそつだ大火後の明治23年頃に建てられだ

と伝える。

ヒロマ饂町家特有の「逹りエ間」に面しだ部屋で、最も王要な部屋のひとつである。

王要な部唇の天井高を高くして縦横に粗んだ梁を上部にみせる手法は、石川。富山両類を

中心としだ地域に特有のもので、その意匠には現代庄宅で再現芍ることガできない美しさ

と気品ガ備わっている。

高両市内には、伏木港の繁栄等を背景にして大火直後に建てられだ、大規模で質の高い

住宅ガ数多く残る。その様子は建具や部籾こ漆を塗ることや太い良質の木材を用いるこ

と等によく表れている。棚田家住宅はそうしだ住宅の好例である。

現在高岡市では、これらの極れた歴史的建造物を活かしだまちづくりの取組みが始めら

れようとしている。 （文化財保設部建造物課文化財調査官 後藤 治）

マルチメティア時代の到来の特集記事はいかがでしたでしょうかc

電子縛物鮪構想への第一歩というのは、ちょっと言い過ぎだったか

もしれませんが、ちょっとは近づいているような気分になりません

でしたか。

難しい単語が多くてわかりにくかったかもしれませんが（実は、

私も全部は理解しきれていません）、どういうことができるのか、ま

た、行われているのかということは、なんとなくご理解いただけた

かなと思っております。

さて、文化財の活用の祈たな手法として、コンピュータは多大な

威力を発揮するのではと考えます。ちまたでは文化財や美術作品の

画像をアメリカの一企業が買いあさっていると O)i臆も流れておりま

すが、いまのところ排他的な契約ではなさそうなのて、ちょっと安

心しております。

これを契機に、みなさま方もパソコンをご購入され、ご自宅で思

う存分文化財や美術作品の世界をお楽しみいただいては
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