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近
代
化
遺
産
と
は
、
建
造
物
に
つ
い
て
は
、

我
が
国
の
近
代
化
に
責
献
し
た
産
業
・
交
通
。

土
木
に
係
る
近
代
の
文
化
財
を
箆
括
的
に
表
す

言
葉
で
す
。
近
代
化
遣
産
は
、
高
度
経
済
成
長

期
以
降
の
産
業
構
造
の
変
化
や
地
域
開
発
の
進

展
の
陰
で
、
そ
の
文
化
的
価
値
が
ほ
と
ん
ど
顧

み
ら
れ
る
こ
と
な
く
次
々
と
失
わ
れ
て
い
き
ま

し
た
が
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
個
々
の
思
い

出
を
紡
ぎ
出
し
心
に
潤
い
を
与
え
る
存
在
と
し

て
、
あ
る
い
は
地
焼
づ
く
り
の
新
た
な
拠
り
所

と
し
て
、
次
第
に
国
民
の
関
心
を
集
め
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
社
会
状
況
を
跨
ま
え
、
文
化
庁
で

は
優
れ
た
近
代
化
遺
産
を
適
切
に
次
世
代
に
伝

え
る
べ
く
、
平
成
二
年
度
に
そ
の
保
護
に
向
け

た
取
組
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
五
年
が

あ
る
の
に
対
し
て
、
指
定
さ
れ
て
い
る
近
代
化

遣
産
の
う
ち
木
造
の
も
の
は
一

0
％
未
濶
で
、

ほ
と
ん
ど
は
石
、
煉
瓦
、
鉄
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

な
ど
を
用
い
た
非
木
造
建
造
物
で
す
。
ま
た
規

模
に
つ
い
て
は
、
長
さ
五
0
0
m
を
超
え
る
橋

梁
や
建
築
面
積
が
八
O
O
O
N
S
に
近
い
駅
舎
な

ど
大
規
模
な
建
造
物
が
そ
の
多
く
を
占
め
、
形

式
に
つ
い
て
も
従
来
の
大
半
を
占
め
て
き
た
建

築
物
の
他
に
、
橋
梁
、
隠
道
、
堰
堤
な
ど
多
様

な
土
木
構
造
物
が
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま

す。
し
た
が
っ
て
近
代
化
遺
産
の
修
理
に
際
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
保
護
を
図
っ
て
き
た
木
造
建
築

物
と
は
異
な
る
技
術
的
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

本
特
集
で
は
東
京
駅
丸
ノ
内
本
屋
の
事
例
を
と

り
あ
げ
、
近
代
化
遺
産
と
し
て
の
特
性
を
活
か

す
た
め
に
総
合
的
視
点
か
ら
建
造
物
の
修
理
等

に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い
う
試
み
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
事
例
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
関
連
の
各
省
庁
な
ど
各
種
機
関
と

連
携
を
深
め
、
近
代
化
遣
産
の
保
存
と
活
用
に

つ
い
て
総
合
的
な
視
点
か
ら
研
究
を
進
め
る
と

と
も
に
、
管
理
や
修
理
の
担
い
手
と
な
る
技
術

者
を
育
成
す
る
具
体
的
な
方
法
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

経
過
し
た
現
在
、
全
国
の
七
割
以
上
の
地
域
で

悉
皆
訓
査
が
終
了
し
、
近
代
化
遺
産
の
全
国
的

な
所
在
状
況
は
お
お
む
ね
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
国
宝
及
び
重
要
文
化
財
指
定
基
準
の

改
正
や
登
録
文
化
財
制
度
の
設
立
な
ど
制
度
の

充
実
を
図
る
こ
と
で
近
代
化
遺
産
の
指
定
、
登

録
が
進
み
、
現
在
近
代
化
遺
産
と
し
て
の
重
要

文
化
財
は
四
三
件

(
1
0
六
棟
）
、
登
録
有
形
文

化
財
は
約
一

0
0
0
件
に
達
し
て
い
ま
す
。

近
代
化
遣
産
の
普
及
啓
発
に
係
る
各
地
の
活

動
も
、
近
年
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
近

代
化
遺
産
の
所
在
す
る
市
町
村
を
中
心
と
し
て

平
成
九
年
に
組
織
さ
れ
た
「
全
国
近
代
化
遺
産

活
用
連
絡
協
議
会
」
で
は
、
エ
節
省
設
立
の
日

で
あ
る
一

0
月
二

0
日
を
近
代
化
遺
産
の
日
と

定
め
、
今
年
度
よ
り
そ
の
日
を
酋
後
す
る
期
間

に
、
全
国
に
所
在
す
る
近
代
化
遺
産
を
一
斉
公

開
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
活

②
活
用
状
況
と
所
有
者

製
造
施
設
や
公
共
施
設
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
現

役
の
施
設
が
多
い
と
い
う
の
も
近
代
化
遣
産
の

特
徴
で
す
。
ま
た
重
要
文
化
財
建
造
物
全
体
の

所
有
者
の
約
八

0
％
が
神
社
、
寺
院
ま
た
は
個

人
で
あ
る
の
に
対
し
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
近
代
化
遺
産
の
所
有
者
は
、
六
0
％
が
行

政
機
関
、
二
五
％
が
営
利
法
人
で
あ
り
、
従
来

と
は
所
有
者
構
成
に
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
当

初
の
用
途
の
ま
ま
使
い
続
け
る
と
い
う
の
は
、
建

造
物
の
機
能
の
歴
史
的
価
値
を
伝
え
る
と
い
う

意
味
で
文
化
財
の
優
れ
た
活
用
方
法
の
―
つ
な

の
で
す
が
、
現
状
を
見
る
と
こ
れ
ら
の
所
有
者

の
な
か
に
は
、
文
化
財
指
定
や
登
録
が
施
設
管

理
の
障
害
に
な
る
と
考
え
て
い
る
人
が
少
な
く

な
く
、
そ
れ
が
近
代
化
遺
産
の
文
化
財
と
し
て

の
保
護
の
推
進
を
阻
む
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
状
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
財
政
的
支
援

や
税
制
優
遇
措
置
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
施
設

の
所
有
者
等
が
近
代
化
遣
産
と
し
て
の
重
要
性

を
認
識
し
、
我
が
図
の
文
化
向
上
の
一
翼
を
担

う
と
い
う
意
識
と
誇
り
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
切
で
す
。
以
下
で
紹
介
す
る
萬
代
橋
の
例

で
は
、
住
民
組
織
と
市
職
員
が
協
力
し
て
、
橋

の
近
代
化
遺
産
と
し
て
の
重
要
性
を
広
く
訴
え

動
の
輪
が
広
が
る
こ
と
で
、
近
代
化
遣
産
を
保

護
す
る
気
運
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
が
今
後
期

待
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
の
蓄
積
を
見
る

一
方
で
、
今
後
そ
れ
を
さ
ら
に
充
実
し
て
い
く

た
め
に
、
解
決
す
べ
き
謀
題
が
具
体
的
に
見
え

て
き
た
こ
と
も
確
か
で
す
。
こ
こ
で
は
、
近
代

化
遺
産
と
従
来
の
文
化
財
建
造
物
と
の
違
い
を

指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
違
い
に
起
因
す
る
課
題
と

解
決
の
方
向
性
に
つ
い
て
い
く
つ
か
示
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

□構
造
形
式

多
く
の
近
代
化
遺
産
に
は
、
従
来
の
文
化
財

建
造
物
と
異
な
る
構
造
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
現
在
約
四
0
0
0
棟
あ
る
全
国

の
重
要
文
化
財
建
造
物
の
約
九

0
％
が
木
造
で

る
と
と
も
に
、
そ
の
保
存
、
活
用
に
つ
い
て
活

発
に
議
論
し
た
結
果
、
所
有
者
で
あ
る
国
土
交

通
省
が
文
化
財
に
相
応
し
い
修
理
を
行
う
に
至

っ
た
経
緯
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
代
化
遣
産
の
胴
査
を
始
め
て
か
ら
一
五
年

が
経
過
し
た
と
は
い
っ
て
も
‘

1

0

0
年
を
超

え
る
文
化
財
建
造
物
保
護
の
歴
史
全
体
か
ら
見

れ
ば
、
近
代
化
遺
産
の
保
護
の
歴
史
は
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。
課
題
の
抽
出
と
そ
れ
ら

の
解
決
に
向
け
た
試
行
錯
誤
は
し
ば
ら
く
続
く

こ
と
で
し
ょ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
化
遺

産
は
近
代
国
土
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
を
探

る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
地
域
資
源
で
あ

る
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
で
い
ち
早
く
近
代
化
を

遂
げ
た
我
が
国
の
礎
と
し
て
、
い
ず
れ
世
界
史

的
見
地
か
ら
そ
の
価
値
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
対

象
で
も
あ
り
ま
す
。
今
後
の
保
護
の
歩
み
を
よ

り
豊
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
近
代
化
遺
産

の
も
つ
可
能
性
を
さ
ら
に
顕
在
化
し
、
そ
の
特

質
に
適
っ
た
保
護
の
考
え
方
と
手
法
を
広
い
視

野
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

有
識
者
の
論
文
と
各
地
の
取
組
の
事
例
を
集

め
た
本
特
集
が
、
そ
う
し
た
検
討
を
深
め
、
保

護
の
充
実
に
向
け
た
―
つ
の
足
が
か
り
に
な
れ

ば
幸
い
で
す
。
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層園
表1 国の重要文化財に指定されている近代化遺産

所在地 件名 指定年月日 活用内容

大阪府 I旧造幣寮鋳造所正面玄関 S31628 文化施設

愛知県 1日品川燈台 S43 4 25 博物館施設

愛知牒 旧菅島燈台付属官舎 S43 4 25 博！勿館゚ 施設
東京都 旧弾正橋（八幡橋） S52 6 27 

兵庫惧 神子畑鋳鉄橋 S52.6 27 生活道路

東京都 明治丸 S53.5 31 

栃木具 旧下野煉化製造会社煉瓦窯 S5423 

I福岡県
門司港（旧門司駅）本屋 S631219 

゜
秋田県 旧阿仁鉱山外国人官舎 H23.19 資料館

秋田惧 藤倉水源地水道施設 H5.817 公園

群馬慄 碓井峠鉄道施設 H5817 遊歩道(HS)

長野慄 読書発電所施設 H61227 I 
゜

沖縄県 仲村渠樋川 H7 6 27 i 
゜

I 

＝重瞑 四日市旧港港湾施設 H8,12 10 
゜

神奈川呉 I旧横浜船渠株式会社第二号船渠（ドック） H9123 I 商業施設 1 

埼玉牒 日本煉瓦製造株式会社旧煉瓦製造施設 H9 5.29 資料館

富山県 官岩運河水間施設（中島間門） H1051 
゜

岐阜瞑 旧八百津発電所施設 H105.1 資料館

福岡県 三井石炭鉱業株式会社三池炭鉱宮原坑施設 H1051 

熊本県 三井石炭鉱業株式会社三池炭鉱1日万田坑施設 H10.51 

三重漿 末広橋梁（旧四日市港駅鉄道橋） I H10.12 25 
゜

東京都 日本橋 H11 5 i3 
゜

広島県 本庄水源地堰堤水道施設 H1I 513 
゜

大分屎 ｛白水溜池堰堤水利施設 H・11 513 
゜青□ ！ I 横利根間門 H12 5 25 
゜

船頭平間門 H12.5 25 
゜

神奈川県 旧横浜船渠株式会社第一号船渠（ドック） H1212 4 I 公園 I ＇ 

静阿県 天城山隧道 H13615 
゜

北海道 旧手宮鉄道施設
HH1134..51.12.3 1ー4 I j博物・0 館施設

宮城惧 石井間門

秋田県 旧小坂鉱山事務所 H14 5 23 観光拠点施設

熊本県 三角旧港（＝角西港）施設 H1412 26 
゜

東京都 東京駅丸ノ内本屋 H15 5 30 
゜

岐阜県 美濃橋 H15 5 30 
゜

福岡•佐賀惧 旧筑後Ill橋梁（筑後川昇開橋） H15 5 30 遊歩道(H17)

群馬県 丸沼堰堤 H1512 25 
゜

福井県 三固港（旧阪井港）突堤 H1512 25 
゜

京都府 舞鶴旧錬守府水道施設 H151225 
゜

界都府 梅小路椴関車庫 H161210 
゜

山口県 旧小野田セメント製造株式会社竪窯 H1612.10 

新潟県 萬代橋 H167.6 
゜

l 

島根県 旧大社駅本屋 H16 76 

ー ：I I熊本県 旧郡築新地甲号樋門 H16 76 

図

注 1) 0は当初の用途のまま利用されている建造物を示す

2)碓氷峠鉄道施設と旧筑後川橋梁については，活尾内容の欄に示した年度に保存活用管理計画を作成している

表2 重要文化財に指定されている近代化遺産の件数分類表

1 建設時代区分昭和 1--]口］~」竺竺児

コロ

（件数）

る
舞
鶴
旧
鎮
守
府
水
道
施
設
の
よ
う
な
建
造
物
、
ま

た
単
体
と
し
て
も
五

0
0
m
を
超
え
る
長
大
な
橋
梁

や
八

0
0
m
近
い
石
造
埠
頭
な
ど
、
従
来
と
は
異
な

る
性
質
、
規
模
の
文
化
財
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

文
化
財
登
録
さ
れ
て
い
る
近
代
化
遺
産
は
、
現
時

点
で
約
一

0
0
0
件
に
の
ぼ
り
ま
す
。
件
数
の
多
い

の
は
醸
造
施
設
、
水
道
施
設
、
砂
防
施
設
、
発
電
施

設
な
ど
で
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
当
初
の
用
途
の
ま
ま

近代化遺産総合調査の

全国的進捗状況

，令

平成17年7月現在

図調査済の都道府県

ピ1調査中の都道府県

近
代
化
遣
産
と
は
、
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
近
代

的
手
法
に
よ
っ
て
幕
末
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
期

ま
で
の
間
に
建
設
さ
れ
、
我
が
国
の
近
代
化
に
貢
献

し
た
産
業
、
交
通
、
土
木
に
係
る
文
化
財
を
包
括
的

に
表
す
言
葉
で
す
。
よ
り
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
近

代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
の
中
で
、
主
に
工
業
、
鉱
業

な
ど
生
産
と
製
造
に
か
か
わ
る
産
業
施
設
（
一
般
に

産
業
遺
産
I
n
d
u
st
ri
al
H
e
rit
a
g
e
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

こ
れ
に
相
当
し
ま
す
）
、
鉄
道
、
道
路
、
港
湾
な
ど
の

交
通
施
設
、
そ
し
て
水
道
、
罹
漑
、
章
事
な
ど
の
土

木
施
設
を
さ
し
、
建
造
物
と
一
体
的
に
価
値
を
形
成

近
代
化
遺
産
と
は

ダ‘

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
近
代
化
遣
産
の
う
ち
、

国
の
直
轄
ま
た
は
補
助
事
業
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
た

物
件
は
わ
ず
か
で
す
。
ま
た
そ
れ
ら
の
半
数
以
上
は

当
初
の
用
途
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
稼

働
を
停
止
し
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
は
、
公
開
を
中

4
 
修
理
と
活
用

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
訓
査
事
業
は
、

近
抵
社
寺
建
簗
緊
急
調
査
事
業
が
収
束
す
る
時
期
に

お
い
て
、
近
代
の
建
造
物
が
急
速
に
失
わ
れ
て
い
く

社
会
情
勢
に
鑑
み
、
文
化
財
建
造
物
の
新
た
な
全
国

訓
査
事
業
と
し
て
平
成
二
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し

2

調
査

し
て
い
る
設
備
や
機
披
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

こ
の
用
語
は
、
神
社
建
築
、
城
郭
建
築
、
官
庁
建

築
な
ど
の
よ
う
に
，
建
造
物
の
類
型
を
直
接
示
す
の

で
は
な
く
、
近
代
化
と
い
う
現
象
を
示
す
言
葉
か
ら

な
る
と
い
う
点
で
、
従
来
の
建
造
物
種
別
を
さ
す
用

語
と
は
性
質
が
異
な
り
ま
す
。
何
を
も
っ
て
近
代
化

と
す
る
の
か
、
そ
の
解
釈
は
お
そ
ら
く
一
椋
で
な
く
，

そ
の
字
面
を
眺
め
る
だ
け
で
は
、
学
校
や
ホ
テ
ル
・

銀
行
か
ら
教
会
、
住
宅
に
至
る
建
造
物
ま
で
が
社
会

の
近
代
化
を
支
え
た
遣
産
、
す
な
わ
ち
一
種
の
近
代

化
遺
産
と
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

う
し
た
誤
解
を
避
け
る
た
め
、
近
代
化
遺
産
の
保
護

を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
近
代
化
遺
産
と
は
ど
の

ょ
う
な
概
念
な
の
か
、
用
語
が
つ
、
ヽ
ら
れ
た
と
き
の
原

義
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

3
 

た
。
各
都
道
府
県
に
所
在
す
る
近
代
化
遣
産
を
悉
皆

的
に
詞
査
し
、
保
護
措
置
を
譜
ず
る
た
め
の
基
礎
資

料
を
収
集
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
現

時
点
で
は
、
上
図
に
示
す
よ
う
に
三
＿
―
-
道
府
県
で
調

査
が
終
了
し
、
五
府
県
で
実
施
中
で
す
。

指
定
と
登
録

近
代
化
遺
産
を
保
護
す
る
た
め
の
国
の
制
度
的
枠

組
み
は
、
調
査
の
進
展
と
平
行
し
て
整
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
平
成
八
年
―
一
月
に
改
正
さ
れ
た
「
国
宝
及

び
重
要
文
化
財
指
定
基
準
」
の
中
に
初
め
で
「
土
木

構
造
物
」
と
い
う
言
葉
が
明
記
さ
れ
、
多
様
か
つ
大

量
で
継
続
的
な
使
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
近

代
の
建
造
物
の
保
護
に
眼
目
が
お
か
れ
た
文
化
財
登

録
制
度
が
同
年
一

0
月
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
近

代
化
遺
産
を
保
存
す
る
可
能
性
は
大
き
く
広
が
っ
た

の
で
す
。
四
三
件
(

1

0

六
棟
）
の
国
の
重
要
文
化

財
の
中
に
は
、
日
本
橋
や
東
京
駅
丸
ノ
内
本
屋
の
よ

う
に
我
々
の
日
常
生
活
を
支
え
る
た
め
に
頻
繁
に
維

持
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
や
、
取
水
か
ら
導
水
、

配
水
ま
で
の
上
水
道
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
一
連
の
建

造
物
が
一
件
の
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

心
と
し
た
活
用
例
が
大
半
を
占
め
る
一
方
で
、
遊
歩

道
、
公
園
、
商
業
施
設
な
ど
個
々
の
特
質
を
活
か
し

た
転
用
例
も
い
く
つ
か
確
認
で
き
ま
す
。

こ
の
一
五
年
の
間
、
近
代
化
遺
産
の
指
定
、
翌
録

は
着
実
に
巡
ん
だ
一
方
で
、
構
造
や
規
模
な
ど
が
従

来
と
異
な
る
こ
れ
ら
の
修
理
と
活
用
つ
い
て
は
多
く

が
検
討
段
階
に
あ
り
、
事
例
の
蓄
積
は
今
後
の
課
題

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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理
想
の
保
護

アメリカ。ボストンにおける産業遺産の活用例

市街地の寂れた倉庫街にあった市場の施設を商業施設に転用

近
代
化
遺
産
を
文
化
財
と
し
て
保
護
す
る
の

に
、
理
想
的
な
形
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う

か
。
多
く
の
近
代
化
遣
産
は
、
土
木
関
連
の
施

設
で
あ
っ
た
り
、
産
業
関
連
の
施
設
で
あ
っ
た

り
、
現
役
の
施
設
で
あ
る
。
可
能
で
あ
れ
ば
、

現
役
の
施
設
を
現
役
と
し
て
使
い
続
け
な
が
ら
、

残
し
て
い
く
形
が
望
ま
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
や
む
を
得
ず
役
割
を
終
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
施
設
を

そ
の
ま
ま
文
化
財
と
し
て
保
存
晟
示
す
る
だ
け

で
は
、
巨
大
な
施
設
の
維
持
管
理
費
用
が
か
さ

む
だ
け
な
の
で
、
現
実
的
で
は
な
い

C

そ
こ
で
、

施
設
を
他
の
施
設
に
転
用
し
て
、
別
の
役
割
を

担
わ
せ
る
形
で
、
使
い
な
が
ら
残
し
て
い
く
方

法
と
知
恵
が
求
め
ら
れ
る
。
実
際
に
、
近
代
化

遺
産
の
多
く
は
転
用
さ
れ
て
使
わ
れ
な
が
ら
生

の
み
（
そ
れ
も
国
立
博
物
館
で
の
公
開
が
中
心
）

に
力
点
が
置
か
れ
、
施
設
の
利
用
は
活
用
の
範

疇
に
入
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
活
用
の
定
義

に
「
保
存
に
適
し
た
施
設
の
利
用
」
を
加
え
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

次
に
、
国
有
財
産
に
関
す
る
扱
い
の
見
直
し

で
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
現
役
の
役
割
を
終
え

た
施
設
を
特
例
で
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
と
し

て
文
部
科
学
大
臣
が
所
管
し
残
す
形
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
行
の
文
化
財
保
護
法
は
、
そ

文
化
財
保
護
法
の
問
題
点

き
延
び
て
い
る
。
近
代
化
遺
産
は
使
い
な
が
ら

残
す
文
化
財
な
の
だ
。

使
い
な
が
ら
残
す
と
い
っ
て
も
、
近
代
化
遣

産
の
な
か
で
、
土
木
関
連
の
も
の
と
産
業
関
連

の
も
の
で
は
、
事
惰
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
土
木
構
造
物
は
公
共
所
有
の
も

の
が
、
産
業
遺
産
は
個
人
や
私
企
業
と
い
っ
た

民
間
所
有
の
も
の
が
多
数
を
占
め
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
詳
し
く
い
え
ば
、
土
木
構
造
物
の

多
く
は
社
会
基
盤
と
し
て
多
く
の
入
々
の
生
命

や
財
産
を
守
る
公
共
施
設
で
あ
る
。
産
業
遺
産

の
多
く
は
民
間
の
資
産
や
設
備
投
資
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
使
い
な
が
ら
残
す
と
い
っ
て
も
、

そ
の
利
用
の
実
態
に
あ
わ
せ
て
保
護
と
の
開
整

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
他
省
庁
が
文
化
財
を
現
役
の

施
設
と
し
て
残
す
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
条
文
を
設
け
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
こ
の
国
有
財
産
に
対
す
る
見
直
し

は
、
公
共
施
設
で
あ
る
土
木
構
造
物
の
保
護
に

有
効
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
各
省
庁
が
所
管
す

る
近
代
化
遺
産
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
建

造
物
の
継
承
に
も
大
き
く
役
立
つ
こ
と
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
の
文
化
財
保
護
法
に
あ

た
る
各
州
の
州
法
で
は
、
建
造
物
に
は
施
設
に

あ
っ
た
利
用
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
利
用
が
保

存
に
貢
献
す
る
と
法
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
で
は
、
施
設
の
利
用
を
助
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の
実
現
（
例
え
ば
、
文
化

財
の
改
修
工
事
に
対
す
る
所
得
減
税
）
へ
と
結

び
つ
け
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
条
文
を
新

た
に
設
け
る
こ
と
も
―
つ
の
方
法
だ
ろ
う
。

省
庁
の
枠
を
越
え
て

法
制
度
の
整
備
が
必
要
な
の
は
、
文
化
財
保

護
法
だ
け
で
は
な
い
。
施
設
の
利
用
に
か
か
わ

る
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
制
度
も
、
文
化
財
保
護
と

の
連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

整
備
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
e

こ
の
た
め
に

は
、
省
庁
の
枠
を
越
え
た
共
同
の
取
組
が
必
要

口

の
調
整
機
能
の
役
割
を
担
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
文
化
財
保
護
法
は
、
所
有
者
や
管
理
者

が
施
設
を
使
う
こ
と
を
支
援
す
る
の
で
は
な
く
、

所
有
者
や
管
理
者
の
手
に
負
い
き
れ
な
い
施
設

を
「
文
化
財
」
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
文
化
庁
で
も
「
重

要
文
化
財
（
建
造
物
）

的
な
考
え
方
（
報
告
こ
（
平
成
八
年
―
二
月
）

や
「
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
保
存
活
用
計
酉

策
定
指
針
」
（
平
成
一

文
化
財
保
護
の
た
め
に
施
設
を
利
活
用
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ

れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。
胞
設
の
利
用
と
保

設
の
両
立
を
念
頭
に
置
い
た
、
法
制
度
の
整
備

が
急
務
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

ま
ず
、
文
化
財
の
「
活
用
」
に
関
す
る
定
義

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
公
開
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で
あ
る
。

我
が
回
に
お
い
て
も
、
省
庁
の
枠
を
越
え
た

取
組
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
落
ち
込
み
の
激

し
い
中
心
市
街
地
の
再
生
政
策
は
、
そ
の
一
っ

で
あ
る
。
中
心
市
街
地
に
は
、
近
代
化
遺
崖
の

う
ち
産
業
遣
産
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
利
用
や
転
阻
に
よ
っ
て
、
市
街
地
の
活
性

化
に
貢
献
で
き
る
可
能
性
も
高
い
。
実
際
に
，

欧
米
諸
国
で
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
支

援
す
る
法
や
施
策
と
文
化
財
保
護
行
政
が
連
携

し
て
、
産
業
遺
窟
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
が
図
ら

れ
て
い
る
（
写
真
）
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
財
保
護

の
分
野
は
、
我
が
国
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の

再
生
策
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
産
業
遺
産
に
つ
い

て
は
、
民
間
の
所
有
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
利

用
と
保
存
の
両
立
が
、
著
し
い
経
済
的
負
担
を

と
も
な
う
よ
う
な
ら
、
そ
の
実
現
は
困
難
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
利
用
と
保
存
の
両
立
に
、
民
間

が
積
極
的
に
取
り
組
め
る
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
の
成
功
は
訪
れ
な
い
。

民
間
の
投
資
対
象
と
な
る
文
化
財
。
今
後
は
、

こ
の
ぐ
ら
い
の
理
想
を
掲
げ
て
、
省
庁
の
枠
組

み
を
越
え
た
取
組
の
展
開
を
期
待
し
た
い
も
の

で
あ
る
。

＇竺．，一叫 9+'r●←l' • 

工学院大学
建築都市デザイン学科教授

後藤治

の
活
阻
に
対
す
る
基
本

一
年
―
―
一
月
）
を
ま
と
め
、
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ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
提
案
さ
れ
た
「
萬
代
橋
誕
生
祭
」
が
、
市

民
に
よ
る
実
行
委
員
会
方
式
で
、
平
成
一
五
年
八
月

二
三
日
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
盛
り
上
が
り
の
中
、
問
題
と
な
っ
た
の

が
欄
干
の
高
さ
で
あ
っ
た
。
実
は
平
成
一

0
年
、
安

全
性
の
観
点
か
ら
防
護
柵
の
高
さ
は
―
-
o
c
m
以
上

に
す
べ
き
と
い
う
建
設
省
道
路
局
長
通
達
が
出
さ
れ

て
い
た
。
欄
干
の
高
さ
が
上
げ
ら
れ
た
場
合
、
オ
ウ

セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
（
本
来
の
姿
）
が
失
わ
れ
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
前
に
新
潟
市
民
は
愛
着
の
あ
る
萬
代

橋
が
改
築
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
強
い
抵
抗
を
示
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
現
在
の
欄
干
で

も
七
0
数
年
間
通
行
中
に
転
落
し
た
者
が
お
ら
ず
、
安

全
性
が
実
物
実
験
で
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

平
成
一
五
年
の
春
ご
ろ
か
ら
新
聞
に
現
状
の
高
さ
の

保
存
を
訴
え
る
投
書
が
相
次
い
だ
。
ま
た
、
同
年
一

0
月
に
は
ニ
―
の
市
民
団
体
が
新
潟
国
道
事
務
所
と

新
潟
市
に
現
状
の
欄
干
の
高
さ
を
前
提
と
し
て
重
要

文
化
財
指
定
を
目
指
し
て
ほ
し
い
旨
が
陳
情
さ
れ
た
。

平
成
一
五
年
―
一
月
新
潟
市
長
は
、
こ
れ
ら
の
要
望

を
取
り
ま
と
め
る
形
で
新
潟
国
道
事
務
所
長
に
同
様

の
要
望
書
を
提
出
し
た
。

新
潟
国
道
事
務
所
は
こ
の
市
民
の
強
い
要
望
を
受

け
、
同
年
―
一
月
、
七
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
次

の
よ
う
に
萬
代
橋
を
改
修
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
①

萬
代
橋
本
体
に
つ
い
て
は
現
在
の
美
し
い
姿
を
損
な

橋
側
灯
復
元
に
対
す
る
市
民
の
募
金
活
動

う
こ
と
な
く
後
世
に
伝
え
る
、
②
照
明
灯
等
に
つ
い

て
は
極
力
建
設
当
初
の
姿
を
復
元
す
る
、
③
歩
行
者
、

自
転
車
の
通
行
の
安
全
性
お
よ
び
冬
期
の
通
行
し
や

す
さ
に
配
慮
す
る
。
こ
れ
は
欄
干
の
高
さ
を
変
更
し

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
遣
路
局
長
通
達
に
よ

っ
て
全
国
の
道
路
橋
の
欄
干
が
ほ
と
ん
ど
嵩
上
げ
さ

れ
た
事
実
に
照
ら
し
、
歴
史
に
残
る
英
断
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
る
。

萬
代
橋
の
街
灯
や
橋
側
灯
（
橋
脚
側
面
の
航
路
標
）

は
、
昭
和
一
八
年
に
鉄
材
供
出
さ
れ
、
そ
の
後
は
簡

単
な
も
の
が
取
り
付
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
建
殷
当

初
の
姿
に
復
元
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

市
民
が
そ
の
事
業
費
の
一
部
を
負
担
す
る
募
金
活
動

が
も
ち
上
が
る
と
と
も
に
、
一
八
年
間
市
民
に
親
し
ま

れ
て
き
た
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
処
置
が
問
題
と
な
っ
た
。

街
灯
は
一
四
基
、
橋
側
灯
は
一

0
基
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
橋
側
灯
五
基
（
総
費
用
約
二

0
0
0
万
円
）

復元された萬代橋の街灯と橋側灯

（写真提供：新樗市）

平成 16年8月21口，第2回萬代橋誕生

祭における重要文化財指定記念パレー

ド。橋の下を航行している舟は市民株

主で運営されている信涙川ウォーター

シャト）t株式会社所属のアナスタシア

号

. 0................... 令•..磁●...........'............................●●........... 

冒事例紹分’:ll

新
潟
の
三
代
目
萬
代
橋
が
平
成
一
六
年
七
月
六
日

に
重
要
文
化
財
に
宿
定
さ
れ
た
。
こ
の
橋
は
、
信
濃

川
河
口
近
く
に
、
新
潟
駅
と
中
心
市
街
を
結
ぶ
園
道

七
号
に
架
け
ら
れ
て
お
り
、
毎
日
、
歩
行
者
六
0
0

0
人
、
自
転
車
五
0
0
0
台
、
自
動
車
四
万
台
以
上

の
交
通
量
が
あ
る
。
六
連
充
腹
ア
ー
チ
形
式
で
、
橋

長
三
0
七

m
、
幅
員
ニ
ニ

m
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
で
、
昭
和
四
(
-
九
―
＿
九
）
年
八
月
二
三
日
に
竣
工

し
て
い
る
。
橋
側
而
に
は
瘤
出
仕
上
げ
の
花
岡
岩
切

石
が
張
ら
れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
石
橋
に
見
え
る
。

明
治
時
代
以
降
の
橋
梁
で
は
、
露
要
文
化
財
と
し

て
は
―
一
番
目
、
交
通
量
の
多
い
橋
で
は
日
本
橋
（
一

九
九
九
年
指
定
）
に
次
い
で
二
番
目
の
指
定
で
あ
る
。

こ
の
指
定
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
市
民
の
萬

代
橋
へ
の
強
い
愛
着
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
た

の
で
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

萬
代
橋
の
特
徴
と
市
民
の
か
か
わ
り

萬
代
橋
が
市
民
に
愛
さ
れ
る
の
は
、
お
も
に
石
橋

の
よ
う
な
風
格
に
あ
る
が
、
歩
道
が
広
く
、
歩
い
て
も

苦
に
な
ら
な
い
橋
長
で
、
欄
干
の
高
さ
が
約
八
五

Cm

は
じ
め
に

で
あ
る
こ
と
も
重
要
な
要
因
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
欄

千
の
高
さ
は
、
ほ
ぼ
幼
稚
園
児
の
顎
の
裔
さ
で
、
欄

干
に
手
を
掛
け
て
川
を
眺
め
ら
れ
る
し
、
大
人
も
歩

き
な
が
ら
欄
干
に
手
を
触
れ
や
す
い
高
さ
で
あ
る
。
ま

た
、
橋
上
か
ら
上
流
に
は
故
郷
の
象
徴
で
あ
る
弥
彦

山
＇
角
田
山
が
遠
望
で
き
、
下
流
に
は
日
本
海
を
望

む
こ
と
が
で
き
、
開
放
感
の
あ
る
橋
で
あ
る
。
こ
の
形

態
に
加
え
、
昭
和
二
九
(
-
九
六
四
）
年
六
月
の
新

潟
辿
畏
で
、
他
の
橋
が
通
行
不
能
に
な
っ
た
の
に
、
萬

代
橋
は
ヒ
ビ
が
入
っ
た
が
支
援
物
資
の
輸
送
が
可
能

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
新
潟
市
民
を
し
て
決
定
的
に

萬
代
橋
に
信
頼
と
愛
着
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
え
る
。

そ
の
後
、
昭
和
六
0
年
に
初
代
萬
代
橋
（
木
橋
）

か
ら
の
架
橋
一

0

0
周
年
を
記
念
し
、
三
代
目
萬
代

橋
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
そ
の
資
金
二
二
七

0
万
円
が
市
民
の
募
金
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
。
こ

の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
橋
を
単
に
両
岸
を
つ
な
ぐ
も
の
か

ら
、
見
る
対
象
と
し
て
位
置
つ
け
、
そ
れ
を
見
る
場

と
し
て
の
周
辺
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
強
い
影
響
を
与

え
た
。
そ
の
結
果
、
萬
代
橋
周
辺
の
信
濃
川
沿
い
に

は
、
や
す
ら
ぎ
堤
（
信
濃
川
の
緩
傾
斜
堤
防
）
の
ほ
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
施
設
が
つ
く
ら
れ
、
新
潟
を
代
表

舌
伶

ゃ

I

に
向
け

す
る
景
観
を
形
成
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
は
、
萬
代
橋
と
信
濃
川
が
新
潟
の
「
ま
ち

づ
く
り
」
に
と
っ
て
核
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
政

だ
け
に
依
存
せ
ず
に
市
民
自
ら
が
積
極
的
に
創
り
上

げ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
認
職
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
照
明
器
具
は
、
市
民

か
ら
新
潟
市
に
寄
付
さ
れ
、
そ
の
所
有
の
も
と
に
国

土
交
通
省
の
占
阻
許
可
で
取
り
付
け
ら
れ
た

C

こ
の
よ
う
に
市
民
か
ら
愛
さ
れ
て
き
た
萬
代
橋
で

あ
る
が
、
平
成
―
一
年
に
三
代
目
萬
代
橋
竣
工
七
0

周
年
を
記
念
し
た
建
設
省
新
潟
国
道
工
事
事
務
所
（
当

時
）
に
よ
る
「
私
の
萬
代
橋
作
品
集
」
の
刊
行
や
萬

代
橋
を
中
心
と
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
ロ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」
を
契
機
に
、
市
民
か
ら
萬
代
橋
を
重
要
文
化
財

に
し
た
い
と
い
う
動
き
が
起
っ
て
き
た
。
平
成

l

ニ

年
に
は
市
民
に
よ
っ
て
「
萬
代
橋
を
愛
す
る
会
」
が

結
成
さ
れ
、
落
書
き
除
去
や
闘
演
会
な
ど
が
行
わ
れ

た
e

ま
た
、
同
年
に
は
新
潟
国
道
工
事
事
務
所
が
中

心
と
な
っ
て
県
、
市
、
市
民
の
参
加
す
る
「
萬
代
橋

協
議
会
」
（
会
長
は
筆
者
）
が
設
立
さ
れ
、
萬
代
橋
を

重
要
文
化
財
に
す
る
こ
と
を
主
眼
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

を
寄
贈
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
「
萬
代
橋
復
元
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
」
（
代
表
は
筆
者
）
が
市
民
・
産

業
界
な
ど
の
有
志
に
よ
っ
て
平
成
一
六
年
四
月
一
三

日
に
発
足
し
た
。
そ
の
募
金
は
八
月
の
第
一

1

回
萬
代

橋
誕
生
祭
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
、
七
。
ニ
二
新
潟
水

害
の
影
響
も
あ
っ
て
約
一
八
二
三
万
円
に
終
わ
り
、
橋

側
灯
四
基
が
寄
贈
さ
れ
た
。

こ
の
募
金
の
背
景
に
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
込
め

ら
れ
た
”
ま
ち
づ
く
り
へ
の
市
民
参
加
＂
を
継
承
し

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
が
、
実
態
と
し
て
橋
側
灯

が
復
元
さ
れ
る
と
ラ
イ
ト
ア
ソ
プ
と
競
合
す
る
状
況

に
あ
っ
た
。
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
は
次

の
理
由
で
そ
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
撤
去
を
提
案
し
た
。

①
光
度
は
落
ち
る
が
、
橋
側
灯
に
も
萬
代
橋
の
素

材
や
形
態
の
美
し
さ
を
引
き
立
て
る
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

機
能
が
あ
る
こ
と
、
②
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
照
明
器
具

は
橋
脚
か
ら
突
出
し
て
お
り
、
日
中
の
景
観
を
害
し

て
い
る
こ
と
、
③
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
照
明
器
具
は
老

朽
化
し
て
お
り
、
い
ず
れ
撤
去
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ

゜
と

こ
の
結
果
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
撤
去
さ
れ
、
昭
和

四
年
当
時
の
姿
に
ほ
ば
復
元
さ
れ
た
。
こ
の
成
り
行

き
の
評
価
は
も
う
少
し
時
間
の
経
過
が
必
要
と
考
え

る
が
、
そ
の
後
も
萬
代
橋
周
辺
の
建
物
の
在
り
方
を

市
民
自
ら
考
え
よ
う
と
い
う
「
萬
代
橋
景
観
リ
レ
ー

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
な
ど
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
今
後
、

「
ま
ち
づ
く
り
」
に
市
民
が
”
身
銭
を
切
る
“
こ
と
の

意
義
を
考
え
た
い
。

重
要
文
化
財
指
定
に
向
け
た
市
民
の
取
組

新
潟
大
学
工
学
部
教
授
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冒事例紹介暑

シェルパ君（松井田町萩原農彦氏撮影）

廃
止
に
伴
う
地
域
間
交
流
人
口
の
減
少
を
懸
念
し
、

鉄
道
廃
止
後
の
地
域
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
鉄
道

を
活
か
し
た
手
法
を
模
索
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
っ
と
し
て
、
鉄
道
基
地
で
あ
っ
た
横
川
に
、
碓

氷
峠
の
鉄
道
史
を
伝
え
る
と
と
も
に
鉄
道
を
楽
し
む

広
場
と
し
て
「
碓
氷
峠
鉄
道
文
化
む
ら
」
を
整
備
し

ま
し
た
。
ま
た
、
旧
碓
氷
線
の
鉄
道
敷
を
活
用
し
た

遊
歩
道
「
ア
プ
ト
の
道
」
の
整
備
を
行
い
、
玄
関
口

の
「
鉄
道
文
化
む
ら
」
か
ら
旧
丸
山
変
電
所
、
煉
瓦

橋
梁
．
隧
道
群
を
巡
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

遊
歩
道
と
し

て
整
備
す
る

際
に
は
、
橋

梁
や
隧
道
の

点
検
を
行
い
、

安
全
性
を
確

保
す
る
た
め

の
補
修
工
事

も
行
っ
て
い

ま
す
。平

成
一
―
―

か
ら
一
四
年

度
に
か
け
て
、

トロッコ列車と旧丸山変電所（松井田町萩原豊彦氏撮影）

横
川
と
熊
の
平
を
結
ぶ
約
七
。
五
k
m
の
間
に
は
、

明
治
二
六
年
に
開
通
し
た
旧
碓
氷
線
（
昭
和
三
八
年

廃
線
）
の
数
多
く
の
鉄
道
施
設
が
残
っ
て
い
ま
す
。
重

要
文
化
財
碓
氷
峠
鉄
遮
施
設
は
煉
瓦
造
ア
ー
チ
橋
五

基
、
隧
道
一

0
か
所
、
旧
丸
山
変
電
所
二
椋
の
建
造

物
群
と
山
林
、
軌
道
用
地
、
変
電
所
朋
地
か
ら
構
成

さ
れ
ま
す
。

平
成
九
年
一

0
月
、
新
幹
線
の
開
業
と
と
も
に
在

来
線
の
横
川
・
軽
井
沢
間
（
碓
氷
新
線
）
が
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
松
井
田
町
で
は
、
鉄
道

碓

｝

活
用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・魯..................................

別
子
銅
山
―
一
八
三
年
の
歴
史
は
、
別
子
山
中
か
ら

新
居
浜
平
野
に
展
開
し
、
瀬
戸
内
悔
に
浮
か
ぶ
四
阪

島
ま
で
の
四
0
k
m
に
至
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
期
に
は

年
間
産
鋼
量
世
界
一
を
記
録
し
、
長
崎
貿
易
の
決
算

を
支
え
ま
し
た
。
明
治
期
に
は
日
本
近
代
化
の
縮
図

の
姿
を
映
し
出
し
、
大
正
期
ま
で
世
界
第
一
二
位
の
窟

銅
国
日
本
を
大
き
く
支
え
て
き
ま
し
た
。
昭
和
初
期

に
か
け
て
は
機
械
、
化
学
、
建
設
、
電
力
、
林
業
の

企
業
を
派
生
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
採
掘
。
選
鉱
・
運

搬
i
製
錬
に
た
ず
さ
わ
っ
た
先
入
の
足
跡
を
今
に
伝

え
る
産
業
遣
産
の
数
は
多
量
で
、
種
類
は
多
彩
で
す
。

産
業
遺
産
の
ロ
マ
ン

昭
和
六
一
年
の
新
居
浜
青
年
会
談
所
の
「
ま
ち
づ

く
り
プ
ラ
ン
」
が
最
初
の
産
業
遺
産
活
用
の
提
言
で

し
た
。
平
成
二
年
の
別
子
銅
山
開
坑
三
百
年
記
念
式

典
と
記
念
の
別
子
銅
山
産
業
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開

低
を
契
機
に
、
別
子
鋼
山
の
意
義
を
活
か
す
様
運
が

生
ま
れ
ま
し
た
。

新
居
浜
市
は
、
ま
ち
の
発
展
の
礎
と
な
っ
た
別
子

銅
山
の
産
業
遺
跡
と
農
か
な
景
観
を
守
る
観
光
開
発

の
取
組

•
I
I
,
'
)


冒
言
詈
齋
置
坪
井
利
一
郎

と
し
て
、
採
鉱
本
部
の
あ
っ
た
端
出
場
や
東
平
を
鉱

山
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
「
マ
イ
ン
ト
ピ
ア
別
子
」
と
し
て

平
成
＝
一
年
と
六
年
に
整
備
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平

成
九
年
―
―
―
月
の
施
政
方
針
に
お
い
て
「
先
人
の
偉
業

に
学
ぶ
近
代
化
産
業
遺
産
ロ
マ
ン
の
息
づ
く
ま
ち
づ

く
り
」
を
政
策
課
題
に
掲
げ
、
同
年
四
月
に
は
上
原

に
広
瀬
歴
史
記
念
館
を
建
設
し
ま
し
た
。
平
成
一
―
―

年
に
は
全
国
か
ら
延
ベ
ニ
ニ
0
0
入
が
集
っ
た
、
近

代
化
産
業
遺
産
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

平
成
一
五
年
の
別
子
山
村
と
の
合
併
で
の
一
体
感

を
契
機
に
、
翌
年
の
平
成
一
六
年
四
月
に
企
固
部
内

に
産
業
遣
産
活
用
室
を
設
置
し
ま
し
た
。
教
育
委
員

会
の
文
化
財
行
政
と
は
実
務
面
で
連
携
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
市
民
の
側
で
は
、
銅
夢
物
語

C

新
居
浜
市

民
会
誤
が
設
立
さ
れ
て
学
習
や
イ
ベ
ン
ト
が
多
彩
に

開
催
さ
れ
、
近
代
化
の
ル
ー
ツ
調
査
で
イ
ギ
リ
ス
・

フ
ラ
ン
ス
に
調
査
団
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
マ
イ
ン
ト

ピ
ア
を
楽
し
く
育
て
る
会
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
や
ガ
イ
ド
学
習
講
座
を
開
催
し
た
り
、
炭
焼
き
教

室
を
は
じ
め
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
ま

す
。
ほ
か
に
産
業
遺
産
を
テ
ー
マ
に
、
市
民
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
、
中
学
生
や
高
校
生
の
イ
ン
タ
1

ー
ネ
ッ
ト
発

信
、
俳
句
紀
行
本
の
出
版
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

住
友
企
業
で
は
、
昭
和
五
〇
年
に
グ
几
ー
プ
で
別

子
銅
山
記
念
館
を
開
設
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。
昭

和
五
八
年
に
は
住
友
鉄
道
跡
を
自
転
車
・
歩
行
者
道

用
地
に
提
供
、
平
成
四
年
に
は
泉
寿
亭
跡
に
別
子
銅

山
記
念
図
書
館
を
建
設
し
て
寄
贈
し
て
い
ま
す
。
平

成
―
一
年
に
は
旧
住
友
銀
行
支
店
を
住
友
化
学
歴
史
資

料
誼
と
し
て
開
餡
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
二
年
に
は

別
子
本
鋪
の
歓
喜
間
符
跡
と
歓
東
間
符
跡
を
別
子
銅

山
絵
巻
に
あ
る
四
つ
止
め
口
に
復
元
し
、
平
成
一
六

年
に
は
旧
別
子
遺
跡
の
説
明
板
を
設
置
し
ま
し
た
。

新
生
・
新
居
浜
市
は
、
ま
ち
の
誇
り
を
未
来
に
継

承
す
る
た
め
に
「
世
界
遺
産
登
録
」
を
視
野
に
入
れ

た
取
組
を
始
め
て
い
ま
す
＂
，
先
人
た
ち
の
遺
業
を
文

化
財
と
考
え
、
次
世
代
に
残
し
、
新
し
い
歴
史
を
刻

ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
ロ
マ
ン
が
あ
り
ま
す
。

I

I

ー

，

ー

財

団

法

人

ー

1
i

物

保

存

技

術

為

会

広

島

支

所

長

｀

屑

功

一

ー

文
化
庁
の
補
助
事
業
と
し
て
、
旧
丸
山
変
電
所
の
保

存
修
理
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
一
―
棟
は
碓

氷
峠
鉄
道
施
設
の
な
か
で
唯
一
の
建
築
物
で
あ
り
、
ほ

か
の
土
木
構
造
物
と
違
っ
て
、
建
物
と
し
て
の
活
用

が
可
能
で
す
。
い
ま
だ
に
活
用
計
両
が
定
ま
ら
な
い

も
の
の
、
横
川
駅
か
ら
碓
氷
峠
に
向
か
い
、
最
初
に

出
会
う
鉄
道
施
設
遺
構
と
し
て
、
訪
れ
る
人
々
の
憩

い
の
場
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

最
近
、
「
鉄
道
文
化
む
ら
」
か
ら
旧
丸
山
変
電
所
を

経
て
「
碓
氷
峠
の
森
公
園
交
流
館
，
一
へ
の
新
た
な
ア

ク
セ
ス
手
段
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
線
路
敷
を
利
用

し
た
ト
ロ
ッ
コ
列
車
、
愛
称
「
シ
ェ
ル
パ
く
ん
」
で

す
。
碓
氷
線
の
保
線
用
モ
ー
タ
ー
＇
カ
ー
を
改
造
し
た

も
の
で
、
定
員
五
四
名
の
客
車
二
両
を
連
結
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
足
膠
に
不
安
の
あ
る
入
で
も
容

易
に
行
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

本
来
、
近
代
化
造
産
の
多
く
は
碓
氷
峠
鉄
道
施
設

の
よ
う
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
散
在
す
る
文
化

財
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
な
り
に
費
用
と
時
間
も
か
か
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
安
易
に
監
備
す
る
の
で
は
な
く
、
残

さ
れ
た
文
化
財
建
造
物
の
一
っ
―
つ
が
引
き
立
つ
よ

う
な
活
用
を
目
指
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

別
子
銅
山
遺
産
は
多
量
で
多
彩

東平の索道基地跡

冒疇例網往量

ゞ

、

＂
＂
逼月

；
用
に

旧別子の歓喜間符跡
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全景（大川市側より）撮影：小野吉彦

か
つ
て
河
川
は
重
要
交
通
路
で
あ
り
、
橋
は
橋
桁
，

が
大
型
船
と
接
触
し
な
い
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。
さ
て
ど
う
す
る
？
と
い
う
わ
け
で
、
橋

桁
を
跳
ね
上
げ
た
り
回
転
さ
せ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
可

動
橋
が
誕
生
す
る
の
で
す
。

旧
筑
後
川
橋
梁
は
昇
開
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
た

可
動
鉄
道
橋
で
す
。
佐
賀
線
開
通
時
、
筑
後
川
の
活

発
な
水
運
に
配
慮
し
、
橋
桁
の
中
央
が
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
の
よ
う
に
上
下
す
る
仕
組
み
を
組
み
込
み
、
昭
和

1

0

年
に
完
成
し
ま
し
た
。

「
昇
開
橋
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、
佐
賀
線
廃
線
後
、

保
存
運
動
を
受
け
地
元
自
治
体
に
譲
渡
、
遊
歩
道
と

し
て
整
備
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
筑
後
川
昇
開

橋
観
光
財
団
が

公
開
や
橋
桁
の

昇
降
を
行
い
、

両
岸
住
民
に
よ

る
綱
引
き
大
会

も
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
平
成

一
五
年
に
国
重

要
文
化
財
に
指

定
、
昨
年
保
存

管
理
活
用
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
（
財
団
法
人
文

化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
受
託
）
。
本
稿
で
は
筆
者

が
関
与
し
た
活
用
計
画
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

橋
の
活
用
と
い
う
と
難
し
そ
う
で
す
が
、
親
し
ま

れ
使
い
続
け
る
こ
と
が
一
番
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
い
え
ば
橋
と
し
て
の
本
来
の
役
割
や
価
値
を
自

然
に
し
か
も
楽
し
く
感
じ
取
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
橋
に
限
ら
ず
近
代
化
遺
産

は
、
用
途
変
更
や
環
境
変
化
に
よ
り
、
知
ら
ず
知
ら

ず
本
来
の
姿
が
理
解
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
場
合
が

多
い
か
ら
で
す
。
旧
筑
後
川
橋
梁
の
場
合
、
鉄
道
橋

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
（
例
え
ば
レ
ー
ル
等
の
一
部
再

現
を
図
る
）
、
舟
運
と
鉄
道
の
調
整
シ
ス
テ
ム
を
示
す

（
例
え
ば
サ
イ
レ
ン
や
信
号
を
復
原
し
音
や
色
を
再
現

す
る
）
な
ど
に
よ
り
、
水
運
に
配
慮
し
た
鉄
道
橋
と

し
て
の
役
割
を
示
す
こ
と
が
第
一
の
活
用
方
針
と
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
基
本
機
能
で
あ
る
「
わ
た
る
（
全
長

五
0
七

mは
遊
歩
道
と
し
て
は
長
い
）
」
「
＜
ぐ
る
（
舟

運
が
廃
れ
＜
ぐ
ら
な
い
）
」
「
あ
が
る
」
に
つ
い
て
も
よ

り
実
感
で
き
る
活
用
を
目
標
に
し
ま
し
た
。

次
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
等
に
よ
る
き
め
細
か
い

解
説
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
近
代
化
遺
産
は
多

様
な
切
り
口
か
ら
そ
の
役
割
を
読
み
解
く
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
解
説
を
施
す
こ
と
で
遺
産
の

価
値
に
つ
い
て
の
理
解
が
格
段
に
深
ま
る
も
の
だ
か

ら
で
す
。
可
能
で
あ
れ
ば
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
っ
た
ミ

ニ
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
を
両
岸
に
分
散
さ
せ
、
橋
を
「
わ

た
る
」
動
線
を
生
み
出
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
他
、
個
性
的
な
形
態
を
活
か
し
た
橋
本
来
の

役
割
と
は
関
係
な
い
意
表
を
つ
く
活
用
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
多
く
の
住
民
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
か
か
わ
る
機

会
を
も
う
け
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
結
集
し
、
実
験
活
用

し
な
が
ら
可
能
性
を
広
げ
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
ま
し

こ。t
 

旧
筑
後
川
橋
梁
は
、
筑
後
川
水
運
や
佐
賀
線
と
い

っ
た
広
域
都
市
基
盤
の
一
端
を
な
す
も
の
で
す
。
橋

の
活
用
と
同
時
に
こ
れ
ら
周
辺
環
境
の
保
全
も
重
要

で
す
。
地
域
の
産
業
や
文
化
の
発
展
に
深
く
か
か
わ

っ
て
き
た
遺
産
で
あ
り
、
重
要
な
ま
ち
づ
く
り
資
源

で
も
あ
り
ま
す
。
多
く
の
住
民
が
活
用
に
関
与
し
、
で

き
る
こ
と
か
ら
始
め
な
が
ら
橋
の
活
用
や
周
辺
環
境

保
全
が
段
階
的
に
進
み
、
将
来
的
に
は
地
域
活
性
化

な
ど
の
ま
ち
づ
く
り
に
結
実
し
て
い
く
…
…
個
性
的

な
シ
ル
エ
ッ
ト
を
見
せ
る
旧
筑
後
川
橋
梁
は
、
積
極

的
活
用
に
向
け
て
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
こ
ろ
で

す。
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中央部正面

東
京
駅
赤
レ
ン
ガ
駅
舎
の
外
観
は
陽
の
あ
た
り
方
、

雨
に
よ
る
濡
れ
具
合
な
ど
で
そ
の
風
合
い
が
大
き
く

変
わ
り
ま
す
e

ま
た
、
遠
く
か
ら
見
た
と
き
、
近
く
か

ら
見
上
げ
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
印
象
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
良
い
建
築
、
良
い
都
市
空
間
は
良
い
音

楽
や
小
説
と
同
じ
で
、
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
も
美
し

く
、
意
味
の
あ
る
も
の
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

一
九
一
四
年
に
竣
工
し
た
当
駅
舎
は
、
約
三
0
年

後
に
戦
災
で
屋
根
・
内
装
を
焼
失
し
、
三
階
部
分
の

大
半
が
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
六
0
年
を

経
た
今
、
私
た
ち
は
当
駅
舎
を
創
建
当
初
の
姿
に
復

原
す
る
た
め
の
設
計
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
い
つ

も
驚
か
さ
れ
る
の
は
創
建
当
時
の
技
術
力
の
高
さ
で

す
。
例
え
ば
、
外
壁
の
化
粧
レ
ン
ガ
は
と
て
も
平
滑

で
角
は
鋭
く
、
目
地
を
含
め
て
四
段
で
九
寸
の
高
さ

に
な
る
よ
う
厳
密
に
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
つ

な
ぐ
「
覆
輪
目
地
」
は
幅
が
一
定
で
丸
み
が
あ
り
、
そ

の
頭
は
レ
ン
ガ
タ
イ
ル
と
き
ち
ん
と
そ
ろ
っ
て
い
ま

す
。
壁
と
壁
が
ぶ
つ
か
る
入
隅
部
で
は
、
本
来
の
レ

ン
ガ
積
み
と
同
様
、
一
段
ご
と
に
各
壁
側
交
互
に
縦

目
地
が
入
っ
て
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
の
美
し
さ
／

調
和
に
加
え
て
、
細
部
の
美
し
さ
／
緊
張
感
が
大
切

で
あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
尺
寸
（
立
面
図
）
、
メ

ー
ト
ル
（
平
面
図
）
、
イ
ン
チ
・
フ
ィ
ー
ト
（
鉄
骨
寸

法
等
）
で
描
か
れ
た
創
建
時
の
図
面
を
に
ら
み
つ
つ
、

各
単
位
の
定
規
と

C
A
D
を
使
い
分
け
て
設
計
を
進

め
て
い
ま
す
。

当
事
業
に
は
、
歴
史
的
建
造
物
を
継
承
し
、
風
格

の
あ
る
都
市
景
観
を
形
成
す
る
と
い
う
目
的
の
ほ
か
、

化粧レンガと覆輪目地

駅
舎
、
ホ
テ
ル
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
等
と
し
て
将
来
に
わ
た

っ
て
活
用
し
つ
づ
け
る
と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
私
た
ち
は
、
復
原
部
分
の
意
匠
検
討
の
み
な
ら

ず
、
長
期
保
存
の
た
め
の
耐
震
性
能
確
保
と
内
部
空

間
利
用
と
の
整
合
、
剥
落
防
止
対
策
を
含
む
維
持
管

理
方
法
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
三
か
月
ご
と
に
計
―
一
回
開

催
さ
れ
た
J
R
東
日
本
主
催
の
委
員
会
を
通
じ
て
学

識
経
験
者
か
ら
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
ま
た
、
類
似
事
業
関
係
者
の
方
々
と
の
情
報

交
換
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

つ
い
数
年
前
ま
で
、
赤
レ
ン
ガ
駅
舎
の
復
原
は
多

く
の
人
々
の
「
夢
」
で
し
た
。
歴
史
と
風
格
の
あ
る

街
づ
く
り
を
目
指
し
た
官
民
一
体
の
取
組
が
行
わ
れ

て
い
る
現
代
、
そ
の
夢
が
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

工
事
に
あ
た
っ
て
は
、
駅
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
の
地

下
部
掘
削
、
既
存
松
杭
の
撤
去
、
地
下
階
の
構
築
と

免
震
化
、
な
ら
び
三
階
部
分
の
復
原
を
約
五
年
間
か

け
て
行
う
予
定
で
す
。
東
京
駅
赤
レ
ン
ガ
駅
舎
が
創

建
当
初
の
姿
に
復
原
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く

の
人
々
の
想
い
を
受
け
止
め
、
思
い
出
に
残
る
建
物

に
な
る
よ
う
、
さ
ら
に
設
計
に
邁
進
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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馴
霞
四
国

地
楊
産
業
の
発
展
の
礎
と
な
っ
た
町
工
場
、
普
段
何

気
な
く
利
用
し
て
い
る
駅
舎
や
柏
梁
、
人
々
の
生
活
を

今
も
支
え
続
け
る
水
道
・
発
霞
施
設
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

洋
館
の
よ
う
に
派
手
な
意
匠
が
な
く
、
ま
た
あ
ま
り
に

身
近
で
目
立
つ
こ
と
の
少
な
い
近
代
化
追
産
が
、
文
化

財
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
数

十
年
前
の
こ
と
で
す
。
こ
の
近
代
化
遺
産
を
め
ぐ
る
現

在
の
潮
流
は
、
近
代
の
歴
史
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

と
、
社
会
で
育
ま
れ
た
価
値
観
を
政
策
な
ど
に
反
映
さ

せ
た
結
果
で
あ
り
、
よ
り
大
き
な
視
点
で
見
れ
ば
抵
界

的
に
進
む
文
化
逍
産
の
概
念
の
拡
大
の
流
れ
を
受
け
た

も
の
と
い
え
、
今
絞
も
さ
ら
に
統
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

関
退
分
野
が
多
岐
に
わ
た
る
近
代
化
造
産
の
保
護
を

充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
建
骰
、
経
済
部
局
ま
た
は
民

佃
団
体
な
ど
と
の
幅
広
い
協
力
関
係
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

本
特
巣
で
示
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す
る
一
つ
の
き
っ
か

け
と
し
て
、
「
近
代
化
造
産
の
日
」
で
あ
る
一
0
月
二
0

日
の
前
後
に
実
施
予
定
の
近
代
化
造
産
全
国
一
斉
公
開

の
試
み
に
ま
ず
は
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
参
）

美術館博物館チケットプレゼント

今月号の展屁会器のチケットプ

レゼントは，

A 東京国立博物館

「華罷なる伊万里，雅の京焼J

3組（ペア）

B 京都国立博物館

「最浬と天台の国宝」 3組（ペア）

です。ご希望の方はアンケートハ

ガキのチケット応募桐に必要事項

をご記入のうえ． 10月3日（月）まで

にご投函ください（当日消印有効）。

卜給送をもって当選免表にかえさせ

l '  

文化庁では，ホームベージで．文

化庁に関する情報を幅広く提供し

ています。ご意見．文化庁月報0)

感想などを．ホームベージのご意 I
見瀾へお寄せください。 1 

I 

：
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令
長
官
対
談
傘

安
化
人
の
本
音
]
河
合
隼
雄
文
化
庁
長
官
対
談

杉
本
洋
日
本
画
家
・
文
化
庁
文
化
交
流
使

言
k
官
コ
ラ
ム
文
化
庁
の
抜
穴
】

令
特
集
舎

文

化

財

の

災

害

対

策

字
文
化
庁
提
言
〗

文
化
財
の
災
害
対
策

【
寄
稿
〗

第
一
回
文
化
財
の
防
災
計
画
に
関
す
る
研
究
会

文
化
財
防
災
へ
の
道

寄
事
例
紹
介
】

文
化
財
建
造
物
の
倒
木
災
害

防
げ
な
か
っ
た
長
谷
寺
本
堂
の
被
害

新
潟
県
中
越
地
震
に
お
け
る
被
害
と
修
復
事

業
に
つ
い
て

令
文
化
庁
ニ
ュ
ー
ス
魯

第
五
五
回
全
国
民
俗
芸
能
大
会

第
五
二
回
文
化
財
保
護
強
調
迎
間

ほ
か

疇
連
載
舎

〖
い
き
い
き
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
美
術
館
博
物
館
車
業
レ
ポ
ー
ト
]

佐
倉
市
立
美
術
餡

[
芸
術
文
化
の
風
]

パ
ン
ソ
リ
公
開
諧
座
大
阪
・
沖
縄
レ
ポ
ー
ト

[
著
作
権
Q
&
A
『
著
作
権
な
る
ほ
ど
質
問
箱
』
か
ら
]

著
作
権
は
い
つ
ま
で
保
護
さ
れ
る
の
？

【
文
化
交
流
使
の
活
動
報
告
】

杉
蕪
子
、
女
扱

【
伝
建
地
区
を
見
守
る
人
々
伝
建
歳
時
記
]

ま
ち
づ
く
り
は
人
づ
く
り
佐
原
っ
子
の
底
力
（
千
菜
県
佐
原
市
）

【
史
跡
を
楽
し
む
】

史
跡
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
高
麗
寺
跡

写
u
葉
を
み
つ
め
る
〗

敬
語
の
効
果
的
な
使
い
方

【
地
域
か
ら
の
「
文
化
力
」
発
信
】

全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
あ
お
も
り
狙
結
果
報
告

[
「
文
化
人
（
ぷ
ん
か
び
と
）
」

In
関
西
関
西
元
気
文
化
圏
て
活
躍
す
る
人
々
｝

市
民
活
動
の
頼
り
に
な
る
存
在
街
の
デ
ザ
イ
ナ
ー

【
風
を
呼
ぼ
う
、
わ
が
町
に
蛍
録
有
形
文
化
財
建
造
物
と
の
歩
之

ぶ
ど
う
と
ワ
イ
ン
の
郷
を
支
え
た
近
代
化
造
産

【
日
本
の
伝
統
美
と
技
を
守
る
人
々
]

日
本
能
楽
会
・
能
楽

＝
国
宝
・
重
要
文
化
財
を
も
っ
と
楽
し
む
方
法
｝

狛
犬
に
つ
い
て

言
〗
韓
友
情
年
事
業
紹
介
]

フ
ィ
ナ
ー
レ
に
向
け
、
盛
り
上
が
る
交
流
事
業
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