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エッセイ

最
近
、
地
方
都
市
の
ホ
ー
ル
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
す
る
機
会
が

多
い
。
呼
ば
れ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
行
く
の
で
、
今
ま
で
訪
れ
た

こ
と
の
な
い
街
に
も
出
掛
け
る
。

そ
う
い
う
時
に
び
っ
く
り
す
る
の
は
、
そ
こ
に
建
て
ら
れ
て

い
る
公
立
の
ホ
ー
ル
の
立
派
さ
だ
。

収
容
人
数
の
数
（
キ
ャ
パ
と
僕
達
は
呼
ぶ
）
が
多
い
こ
と
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
外
観
か
ら
内
装
ま
で
、
素
晴
ら
し
く
現
代

的
で
目
を
見
張
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
素
晴
ら
し
い
建
物
が
あ
る
所
ほ
ど
、

そ
の
使
い
道
に
困
っ
て
い
る
ら
し
い
。

な
か
な
か
ホ
ー
ル
が
稼
働
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
催
し
物

を
し
て
も
人
が
集
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
主
た
る
悩
み

、こ。t
 そ

の
ホ
ー
ル
が
新
し
け
れ
ば
新
し
い
ほ
ど
、
人
里
離
れ
た
所

に
、
急
に
素
ツ
ン
と
そ
の
ホ
ー
ル
だ
け
が
廻
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。こ

れ
が
一
番
ま
ず
い
。

寸
ー
ル
に
人
が
来
な
い
、
又
は
、
使
わ
れ
な
い
理
由
は
、
そ

の
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
催
し
物
の
中
身
が
面
白
い
と
か
つ

ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
以
前
に
、
実
は
、
人
々
が
そ
の
ホ
ー

ル
に
訓
染
み
が
薄
い
と
い
う
事
実
に
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
ホ
ー
ー
ル
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
が
自
然
と
そ
の
街
の

中
心
に
な
っ
て
、
人
が
集
ま
っ
て
来
る
は
ず
だ
、
と
考
え
る
の

は
間
違
い
だ
。

言
ほ
そ
の
全
く
逆
で
、
ホ
ー
ル
は
、
そ
の
町
の
中
心
に

建
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

た
だ
、
最
近
で
は
、
土
地
の
問
題
を
含
め
て
、
そ
ん
な
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
し
か
た
な
し
に
、
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、

立
派
な
施
設
が
出
来
て
し
ま
う
。

こ
れ
が
、
全
て
の
悲
劇
の
始
ま
り
な
訳
だ
。

僕
の
場
合
、
そ
う
い
う
ホ
ー
ル
の
関
係
者
の
人
達
に
お
会
い

す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
相
談
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
の
だ
が
、
僕
が
必
ず
言
う
の
は
、
ま
ず
『
ホ
ー
ル
の
周
り
に

人
が
集
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
』
と
い
う
提
案
だ
。

例
え
ば
、
ホ
ー
ル
の
前
庭
を
使
っ
て
（
た
い
て
い
、
ホ
ー
ル

が
立
派
な
場
合
は
、
前
庭
も
広
い
）
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
や
る

と
か
、
毎
日
曜
に
は
、
ク
ラ
ウ
ン
（
ピ
エ
ロ
）
の
人
達
を
呼
ん
で
、

ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
を
し
て
も
ら
う
、
と
も
か
く

s

．
ホ
ー
ル
の
周
り

に
人
が
集
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
企
画
を
実
行
す
れ
ば
い
い
。

ホ
ー
ル
の
周
り
に
人
々
が
集
ま
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ぜ
っ
た

い
に
、
ホ
ー
ル
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
催
し
物
に
も
人
々
の
興

味
が
向
け
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

タケカワ，ユキヒデ／1952年埼玉累生まれ。

75年ソロテビュー。翌'76年ゴダl'コを結成。

「カンダーラJ「モンキーマジッ乙なと数多

くのヒットをとばす。 '85年解散後は歌手、作

曲家、小説家、コメンテーターとして多方面

にわだって汚饂ニューシングル「あまえは

とてもWonderful」も好騨。

『
急
が
ば
回
れ
』
を
地
で
い
っ
た
考
え
方
だ
が
、
け
っ
こ
う
う

ま
く
行
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

人
々
が
ホ
ー
ル
の
周
り
に
集
ま
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

次
は
催
し
物
の
中
身
に
て
こ
入
れ
を
す
る
番
だ
。

そ
の
場
合
大
切
な
の
は
、
一
度
来
た
観
客
の
足
を
も
う
一
度
、

こ
の
ホ
ー
ル
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
だ
。

僕
等
は
そ
う
い
う
人
達
を
リ
ピ
ー
タ
ー
と
呼
ぶ
。

つ
ま
り
、
ホ
ー
ル
の
稼
動
率
と
集
客
に
は
、
リ
ピ
ー
タ
ー
を

増
や
す
こ
と
が
肝
心
な
わ
け
だ
。

そ
の
為
に
、
僕
は
、
ど
ん
な
催
し
物
の
時
も
、
観
客
を
感
動

さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。

ピ
ア
ノ
の
発
表
会
で
も
、
老
人
の
為
の
慰
安
会
で
も
、
カ
ラ

オ
ケ
の
ど
自
慢
で
も
、
各
種
学
校
の
入
学
式
で
も
、
催
し
物
を

開
く
時
は
、
た
と
え
少
数
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
観
客
を
感
動

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。

感
動
を
覚
え
た
催
し
物
と
そ
の
感
動
を
体
験
し
た
現
場
で
あ

る
ホ
ー
ル
は
、
記
憶
の
中
で
深
く
つ
な
が
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

つ
ま
り
『
あ
の
ホ
ー
ル
で
感
動
し
た
』
と
い
う
思
い
出
を
人
々

に
持
た
せ
る
の
だ
。

あ
ら
ゆ
る
催
し
物
て
観
客
を
感
動
さ
せ
る
、
な
ん
て
不
可

能
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
難

し
い
こ
と
で
は
な
い
。

実
際
、
僕
は
友
人
の
結
婚
式
に
出
席
し
て
、
感
動
し
た
こ
と

が
何
度
か
あ
る
。

型
に
は
ま
っ
た
、
つ
ま
ら
な
い
結
婚
式
が
多
い
中
で
、
そ
の

時
、
僕
を
感
動
さ
せ
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
演
出
の
力
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
催
し
物
が
つ
ま
ら
な
い
の
は
、
そ
の
催
し
物
の
種

類
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
催
し
物
の
演
出
の
善
し
悪
し
に

よ
る
の
で
あ
る
。

僕
は
、
優
れ
た
演
出
家
と
照
明
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
音
楽
家
さ

え
い
れ
ば
、
い
か
な
る
催
し
物
で
も
、
観
客
を
感
動
さ
せ
ら
れ

る
と
信
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
僕
は
、
二
つ
目
の
提
案
を
し
た
い
。

地
方
都
市
の
ホ
ー
ル
は
、
優
れ
た
セ
ン
ス
を
持
つ
一
流
の
ス

タ
ッ
フ
と
契
約
を
結
ん
で
r

一
般
の
人
々
の
開
く
な
ん
で
も
な

い
催
し
物
を
、
観
客
を
感
動
さ
せ
る
出
し
物
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

し
て
も
ら
う
と
い
い
と
思
う
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ー
ル
の
リ
ピ
ー
タ
ー
も
増
や

せ
る
し
、
同
時
に
、
そ
の
街
の
文
化
の
レ
ベ
ル
も
知
ら
な
い
う

ち
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
だ
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
、
特
に
僕
が
い
つ
も
思
っ
て
い
る
こ
と

な
の
だ
が
、
も
し
、
そ
の
都
市
に
ホ
ー
ル
が
大
中
小
と
、
数
多

く
あ
る
場
合
は
、
一
っ
ぐ
ら
い
ロ
ッ
ク
専
用
の
ホ
ー
ル
に
し
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

昔
と
違
っ
て
、
今
は
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
も
、
相
当
お
行
儀
も
よ

く
な
っ
た
か
ら
、
備
品
を
壊
し
た
り
、
楽
屋
で
暴
れ
た
り
、
と

い
う
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
に
、
今
は
、
ど
こ
の
地
方
都
市
に
行
っ
て
も
、
ア
マ
チ

ュ
ア
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
が
山
ほ
ど
あ
る
。

そ
う
い
う
若
い
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
達
に
、
安
い
使
用
料
で
、

定
期
的
に
ラ
イ
ブ
を
や
ら
せ
て
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
界
限
が
、
賑

や
か
で
活
気
が
つ
く
の
は
、
間
違
い
な
い
と
思
う
の
だ
が
。
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表紙解説
さのわのさく

史跡城輪柵跡と国府の火まつり

城萄柵跡は、山形県酒田市の市街地北東約 8躙こ位置する総面積52万盾の広大な還

跡である。昭和 6年、外郭をめくる角材列の一部が1烏然に発見され、初めて発掘震査

されだ。その結果、一辺720rn方形の遺跡の概況ガ困ら力となり、翌昭和 7年4月25巳

史跡指定を受けた（昭和56年 2月23臼に追加指定）。

遠跡の中央には、政庁跡ガ確認され、正殿を中心に後殿・東西両脇殿・後殿付属栗

西両建物等ガ整然と「口J字形に配置されている。まだこの周囲を一辺'1'l5mの築地塀

等が曲んであり、各辺の中央にはP9，が開き、南門両面には1寸属可る東西の建物や広楊・

南大路•井戸等が磋認されている。このような嬰査結果など力ら、域翰柵跡を平安時

代の出羽回府跡と芍る考え方が有力となっている。

昭和59年から保存整鯛こ羞手し、、平成 4年3用には文化庁の史跡等活国特別事業に

より、政庁南門、東門、あよび築地限の一部が実吻大に復元されだ。一干年の時を経

て、出別固政庁の姿ガ一郎とはいえ現代によみガえつだのである。

現在、複元建物を含めだ史跡の汚用として、伝統文化の伝淫と発信を目指し、まだ

池戚閻交流の楊として「国府の火まつりJを実施している。酒田市のシンポル、獅子
な tじんぐん

を統ーテーマに、沖縄県合帰亡村の琉球民俗舞踊や、インドネシアのガムランなどを

招き、民俗芸能の祭典を繰りひるげている。筈年8月上回、午後力ら度に力けて実施

し、郊外に位宣しながらも昨年は 2万6干人を超える人びとガ、減鞘桐政庁1こ票つだ。

美しく整備されだ城鏑柵跡政庁は、普段でも学校教育や社会教育の学習の場として、

多くの方に利用されている。 （酒田市教育委員会文化課文化財係濡野 識）

ー
一

編集後記

歴史のある建造物に遭遇したとき、はたと立ち止まりノスタルジ

ックな気分になってしまうのは私だけでしょうか。古さがまた美し 1 

くもあり、何とも言えない安心した気持ちになってしまうのも私だ I 

l 
I 

建造物について、その歴史をたとり、意識をもって見直すとき新た

な発見に出合うかもしれません。 1 

また、歴史的な建造物は、それだけで価値を形成するよりも、周 l 

囲の環境と一体となって窓義を有している場合が多く、その地域が

持っている特性や固有0)文化的価値を担っています。その建造物を

／ンボ！レ的な存在として、潤いのあるI固性的なまちづくりが進めら 1 
訊ている渇合もあります。こうした歴史的な建造物の保護と活用、 1 

地城の振興の適切な調和を図ることは、そこに住臼人々がどれ程そ

の地域(f)文化と歴史を育み~愛しているかのバロメーターともなる

でしょう。 （も）

けでしょうか。

今月は歴史的建造物の特集でした。「腿史」ある建造物は、全国津々

浦々にあります。いつも何げなく見ていた建物が、案外、文化的に

も貸諏な存在であったりする場合もあります。見慣れている身近な

I 

―-----」
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