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日本建築史の中で、まちのシンボルとなり得る

大きな建物に転用できるデザインを過去から見出そうとした時、

城郭の天守に行き着いたのは必然だったのかも知れない。

column
建物を楽しむために

【建物を見るコツ】
　古い建物は見るだけで楽しいものです。旅先や、いつもの街並みの中で
良い建物を見つけた時は、まるで大切なたからものを手に入れたような気分
になります。
　建物を楽しむ手段はひとそれぞれですが、あえてガイドラインを紹介する
なら、まずは建物の周りの状況を眺めてみてください。なぜそこにその建物
がたっているのかを、道路や街並みをヒントに探ってみましょう。
　それから、建物をじっと見つめて、建物に漂っている雰囲気をじっくり感じ
てみましょう。もし上手くいかない時は、ディテール（細部）を目で追いかけ
てみてください。なんとなく感じていた雰囲気は、色味が理由かもしれませ
んし、細部に施された装飾が原因かもしれません。 
　雰囲気を味わえるようになったら、建物のたどってきた物語へ想像の翼を
広げてみましょう。年代や様式、デザイン、構造の種類などの知識があれば、
より鮮明に想像することができます。所有者やガイドボランティアから話を
聞くことも役に立つでしょう。
　建物を理解するうちに、その建物を大好きになっていれば、あなたはもう
立派な建築マニアです。

【まちのシンボル】
　実は、数ある文化財建造物のすべてが、まちのシンボルとしての性質を備えてい
ます。逆にいえば、定まったかたちがないのが面白さといえるかもしれません。
　ただ、シンボルとなり得る建物の背景には、必ずといっていいほど、そこに関
わった人々のドラマがあります。例えばそれは、外観の特徴的なかたちに、それを
選んだ人々の思いが詰まっていたり、あるいは取り壊しの危機に瀕した建物を残
すため、がむしゃらに努力した人々のエピソードが秘められていることもあります。
　そういったドラマを、残された資料や関係者から伺えれば、建物の存在をより
感動的に味わうことができるでしょう。

【建築マニアの嗜み】
　建物はそれを使用し管理する所有者がいて、はじめて姿を保つことができます。
見学する際には建物へのいたわりの心を持って、大切に扱いましょう。また、中には
見学のできない建物もあります。そういった場合は無理をしないこと。じっくり機会
を待てばいつか見ることができる、その日を信じて無茶をしないことも、建築マニア
の嗜みなのです。

和風のシンボル

10



1213

ま
し
た
。
や
が
て
現
在
の
名
鉄
蒲
郡
線
が
開
通
す
る

昭
和
４
年
ご
ろ
に
は
、常
磐
館
を
含
む
一
帯
が
観
光

地
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
す
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、外
国
人
観
光
客
の
誘
致
を
目

的
と
し
て
鉄
道
省
に
国
際
観
光
局
が
新
設
さ
れ
、大

蔵
省
か
ら
は
ホ
テ
ル
の
新
設
費
が
融
資
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
斡
旋
を
受
け
て
蒲
郡
ホ
テ
ル
が
誕
生

し
ま
し
た
。

　
ま
た
観
光
局
か
ら
の
要
望
で
、ホ
テ
ル
の
外
観
に
は

和
風
の
意
匠
が
求
め
ら
れ
、千
鳥
破
風
や
唐
破
風
が

重
層
し
望
楼
の
の
っ
た
特
徴
的
な
姿
と
な
り
ま
し
た
。

　
蒲
郡
ホ
テ
ル
は
戦
前
の
ホ
テ
ル
ブ
ー
ム
の
先
駆
け

と
し
て
全
国
に
名
を
知
ら
れ
、建
築
家
の
ブ
ル
ー
ノ・

タ
ウ
ト
を
は
じ
め
多
く
の
著
名
人
が
訪
れ
ま
し
た
。

ディ
テ
ー
ル
の
巧
み
さ

　
蒲
郡
ホ
テ
ル
を
訪
れ
て
感
じ
る
の
が
、い
わ
く
言

い
難
い
品
格
の
良
さ
で
す
。
建
物
は
外
観
の
印
象
よ

り
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
、和
風
の
デ
ザ

イ
ン
が
所
を
得
て
巧
み
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
を
引
き
締
め
て
い
る
の
が
木
造
の
デ
ィ

テ
ー
ル
で
、
屋
根
の
軒
下
の
垂
木
や
、
窓
周
り
に
配

さ
れ
た
手
す
り
、
入
口
で
客
を
迎
え
る
車
寄
せ
の

木
組
み
や
天
井
な
ど
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
物
に
違
和
感
な
く
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
丘
陵
の
高
低
差
を
利
用
し
た
フ
ロ
ア
計
画

も
見
事
で
、正
面
入
り
口
の
あ
る
１
階
と
客
室
の
あ

る
２
階
、
地
下
階
の
宴
会
場
は
そ
れ
ぞ
れ
和
風
の

庭
園
に
開
か
れ
て
い
て
、ス
ム
ー
ズ
に
外
部
空
間
と

接
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

蒲
郡
の
シ
ン
ボ
ル

　
車
寄
せ
の
真
鍮
製
の
扉
を
く
ぐ
る
と
、木
調
の
ロ

ビ
ー
が
広
が
り
、吹
き
抜
け
天
井
の
漆
喰
細
工
や
レ
ト

ロ
な
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、立
派
な
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
に
出
迎

え
ら
れ
て
、上
等
な
し
つ
ら
え
に
胸
が
高
ま
り
ま
す
。

　
２
階
か
ら
は
素
晴
ら
し
い
眺
望
が
広
が
り
、
そ
れ

を
満
喫
で
き
る
レ
ス
ト
ラ
ン
と
カ
フ
ェ
で
は
、絶
品
の

食
事
と
と
も
に
、床
の
寄
せ
木
や
腰
壁
の
グ
リ
ル
な

ど
当
時
の
調
度
が
楽
し
め
ま
す
。

　
そ
ん
な
建
築
的
見
ど
こ
ろ
に
溢
れ
た
蒲
郡
ホ
テ
ル

で
す
が
、一
時
は
経
営
難
か
ら
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
手
を
差
し
伸
べ
た

の
が
蒲
郡
市
で
、ホ
テ
ル
を
購
入
し
て
次
の
担
い
手
へ

と
繋
ぎ
ま
し
た
。

　
愛
知
が
誇
る
名
物
ホ
テ
ル
の
美
し
い
姿
は
、
そ
ん

な
歴
史
と
伝
統
を
ま
ち
全
体
が
支
え
、日
々
お
も
て

な
し
の
心
で
維
持
管
理
に
努
め
る
従
業
員
に
よ
っ
て

大
切
に
保
た
れ
て
い
ま
す
。

天
守
閣
の
あ
る
ホ
テ
ル

　
二
つ
の
半
島
に
囲
わ
れ
た
三
河
湾
の
東
部
に
位
置

す
る
蒲
郡
市
は
、温
暖
な
気
候
と
湾
に
浮
か
ぶ
竹
島

が
人
気
の
観
光
地
で
す
。

　
そ
の
竹
島
を
望
む
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る

の
が
蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
で
、丘
陵
に
そ
び
え
る

姿
は
ま
る
で
城
郭
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
実
際
に
、外

観
を
特
徴
づ
け
る
望
楼
は
名
古
屋
城
の
天
守
を
模
し

た
も
の
で「
天
守
閣
」と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

名
物
ホ
テ
ル
が
で
き
る
ま
で

　
蒲
郡
ホ
テ
ル
を
建
設
し
た
瀧
信
四
郎
は
、尾
張
藩

の
呉
服
商
瀧
家
の
五
代
目
当
主
で
、明
治
45
年
に
風

光
明
媚
な
こ
の
地
に
料
亭
旅
館
の
常
磐
館
を
開
業
し

蒲郡クラシックホテル本館（旧蒲郡ホテル本館）
風光明媚な観光名所にそびえる、城郭風の名物ホテル

Gamagôrikurasikkuhoteru honkan

名古屋城天守を模した「天守閣」

ホテルの鳥瞰。丘陵に沿った建物に城郭風の屋根ののる外観が木製の手すりと調和している

登録／2022年2月
登録基準／造形の規範となっているもの

地階松の間のテラス。タイルに注目

ロビー内観。木調の内装が美しい
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ま
い
か
ら
、指
折
り
の
名
城
に
数
え
ら
れ
ま
す
。

　
城
下
町
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
本
町
筋
を

歩
く
と
天
守
が
見
え
る
と
と
も
に
、登
録
文
化
財
の

町
家
や
、
若
者
に
人
気
の
ス
イ
ー
ツ
の
お
店
な
ど
が

軒
を
連
ね
、多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

異
例
の
望
楼

　
針
綱
神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、大
手
道
を
登
っ
た
先

の
本
丸
に
た
ど
り
着
く
と
、橙
色
が
か
っ
た
チ
ャ
ー
ト

石
で
積
ま
れ
た
天
守
台
石
垣
の
上
に
、三
層
の
屋
根

で
構
成
さ
れ
た
天
守
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

　
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、大
き
な
入
母
屋
屋
根
の

上
に
望
楼
が
の
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
望
楼
型
天
守
と
い
い
、名
古
屋
城
の
よ
う
な

層
塔
型
天
守
よ
り
古
い
形
式
の
も
の
で
す
。

　
望
楼
に
は
廻
縁
が
巡
り
、大
き
な
扉
の
両
脇
に
は

花
頭
窓
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
下
の

唐
破
風
が
外
観
に
豊
か
な
表
情
を
与
え
、手
前
に
突

き
出
た
附
櫓
が
わ
ず
か
に
外
に
開
く
こ
と
で
お
お
ら

か
さ
も
感
じ
ら
れ
る
、と
て
も
美
し
い
た
た
ず
ま
い

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
筆
す
べ
き
は
望
楼
の
廻
縁
で
、幅
90㎝
の
回
廊
は

外
に
出
る
こ
と
が
で
き
、そ
こ
か
ら
は
江
戸
時
代
と

変
わ
ら
ぬ
素
晴
ら
し
い
眺
望
を
体
感
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
、か
つ
て
城
主
だ
っ
た
成
瀬
家
の

人
々
が
今
も
天
守
を
維
持
管
理
し
続
け
、行
政
と
力

を
合
わ
せ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、他
に
は
な
い

大
き
な
特
徴
で
す
。

最
新
の
研
究
と
お
城
ブ
ー
ム

　
実
は
犬
山
城
天
守
は
、長
い
間
、入
母
屋
屋
根
の
部

分
が
先
に
つ
く
ら
れ
、望
楼
は
そ
の
後
に
増
築
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
調

査
で
、ほ
ぼ
同
時
期
に
伐
採
し
た
部
材
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、一
度
に
全
体
を
つ
く
っ
た
後

で
唐
破
風
や
廻
縁
を
含
む
改
築
が
行
わ
れ
た
と
す
る

説
が
有
力
と
な
り
、定
説
が
覆
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
宝
犬
山
城
天
守
は
、観
光
資
源
と
し
て
の
ま
ち

の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
だ
け
で
な
く
、新
し
い
研
究
が
進

め
ら
れ
る
文
化
財
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
、ま
す
ま
す

そ
の
価
値
を
高
め
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
隠
れ
た
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
天
守
２
階
に
あ
る
精
巧
な
軸
組
模
型
で
す
。

昭
和
の
大
修
理
の
折
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、天
守
の

複
雑
な
構
造
が
よ
く
わ
か
る
、お
城
マ
ニ
ア
に
と
っ
て

は
ま
さ
に
垂
涎
も
の
の
お
宝
で
す
。

最
古
の
天
守

　
日
本
建
築
の
中
で
も
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
建
物
は
お
城
の
天
守
で

し
ょ
う
。
幾
重
に
も
重
な
っ
た
屋
根
に
立
派
な
シ
ャ

チ
ホ
コ
、ど
っ
し
り
構
え
た
天
守
の
姿
は
、
ま
ち
の

中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在
で
す
。

　
現
在
、
全
国
各
地
に
は
天
守
を
備
え
た
お
城
が

１
０
０
近
く
あ
り
、
そ
の
う
ち
近
世
に
建
設
さ
れ
た

天
守
は
12
城
現
存
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
犬
山
城
は
、直
下
に
迫
る
木
曽
川
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
城
下
町
か
ら
の

眺
め
の
良
さ
、そ
し
て
何
よ
り
天
守
の
美
し
い
た
た
ず

photo：Akihiko Mizuno

望楼外観。棟には約 1.2mのシャチホコがのる　

天守外観。大壁の漆喰の白、下見板の黒、石垣の橙色の配色が美しい

望楼からの眺め。廻縁まで出ることができる

軸組模型。天守の構造がよくわかる

国宝 犬山城天守
日本建築のベスト・オブ・シンボル

photo：Akihiko Mizuno
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そ
れ
ら
帝
冠
様
式
の
庁
舎
が
二
つ
並
ぶ
姿
は
他

に
な
く
、
時
代
や
場
所
な
ど
の
歴
史
的
背
景
を
感

じ
さ
せ
る
、貴
重
な
景
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。

名
古
屋
市
庁
舎

　
名
古
屋
市
庁
舎
の
特
徴
的
な
外
観
は
コ
ンペ
で
募
集

さ
れ
た
も
の
で
、重
層
す
る
屋
根
の
塔
屋
が
の
っ
た
案

が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
塔
屋
の
頂
上
に
は
四
方
を
に

ら
む
シ
ャ
チ
ホ
コ
が
置
か
れ
、銅
板
ぶ
き
の
屋
根
と
あ

わ
せ
て
、名
古
屋
城
の
天
守
を
思
わ
せ
る
デ
ザ
イ
ン

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
館
内
も
見
ど
こ
ろ
が
満
載
で
す
。
玄
関

ホ
ー
ル
に
は
、大
理
石
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
た

立
派
な
階
段
が
待
ち
構
え
、
手
す
り
に
は
陶
製
の

灯
籠
が
緑
色
の
光
を
た
た
え
て
い
ま
す
。

　
階
段
を
上
っ
て
中
央
廊
下
を
進
む
と
議
場
が
あ
り
、

そ
の
壁
面
に
は
美
し
い
タ
イ
ル
の
装
飾
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
所
は
か
つ
て
、市
議
会
議
員
た
ち
の
社
交
の
場

で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
他
に
も
、浅
葱
色
の
美
し
い
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
た

貴
賓
室
付
属
の
化
粧
室
や
、５
階
ま
で
吹
き
抜
け
る

階
段
な
ど
も
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。

愛
知
県
庁
舎

　
も
う
一
方
の
愛
知
県
庁
舎
は
、入
母
屋
屋
根
に
千

鳥
破
風
の
つ
い
た
塔
屋
が
三
方
に
あ
り
、よ
り
名
古
屋

城
の
天
守
を
感
じ
さ
せ
る
外
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。

緑
青
色
の
屋
根
が
、オ
レ
ン
ジ
色
の
タ
イ
ル
の
建
物
に

の
る
姿
は
、ひ
と
き
わ
華
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
タ
イ
ル
の
使
用
は
、陶
磁
器
産
業
で
栄
え
た

愛
知
県
を
表
す
デ
ザ
イ
ン
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
館
内
に
入
る
と
、
意
外
と
す
っ
き
り
し
た
玄
関

ホ
ー
ル
に
驚
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
愛
知
県
庁
舎

は
機
能
性
に
重
き
を
置
い
て
い
て
、
隣
接
す
る
名

古
屋
市
庁
舎
と
比
べ
る
と
、
そ
の
違
い
は
顕
著
で

す
。
そ
の
分
、シ
ン
プ
ル
さ
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
空

間
を
生
み
出
し
、
中
庭
側
の
眺
め
は
と
て
も
迫
力

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
内
部
空
間
に
つ
い
て
は
、２
階
の
議
場
が
見

事
で
、正
面
演
壇
の
ア
ー
チ
と
和
風
の
円
柱
、ま
た

折
り
上
げ
格
天
井
の
上
の
大
き
な
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
な

ど
、ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
設
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
名
古
屋
市
庁
舎
と
愛
知
県
庁
舎
は
、
と
も
に

１
９
９
８
年
に
登
録
文
化
財
と
な
り
、２
０
１
４
年
に

は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
推
し

進
め
た
の
は
、市
と
県
に
よ
る
合
同
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
で
し
た
。

　
立
派
な
庁
舎
が
並
ぶ
風
景
は
、そ
こ
で
働
く
人
々
に

よ
っ
て
守
ら
れ
、今
も
大
切
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
棟
の
帝
冠
様
式
の
庁
舎

　
名
古
屋
城
エ
リ
ア
に
は
、悠
然
と
た
た
ず
む
立
派

な
庁
舎
が
２
棟
た
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
名
古
屋
市

庁
舎
、も
う
一
つ
が
愛
知
県
庁
舎
で
、ど
ち
ら
も
昭
和

初
期
に
建
て
ら
れ
た
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

大
き
な
建
築
で
す
。

　
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
が
、屋
根
に
和
風
の
デ

ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
、設
計
に
際
し
て
和
風
を
意
識
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
た
め
で
、こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
「
帝
冠

様
式
」と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

photo：Hitoshi Kumamoto/Hisao Takeuchi/Ryota Murase

貴賓室に付随する化粧室。浅葱色の美術タイルが美しい

名古屋市庁舎の正面外観。タイルを使用した表現主義的な建物に和風の屋根の塔屋が伸びる

愛知県庁舎の北側外観。名古屋城天守を模した帝冠様式のデザイン

中庭を見る。迫力のあるダイナミックな空間

名城エリアに並ぶ、城郭風デザインの庁舎建築

重要文化財 名古屋市庁舎と愛知県庁舎

あ
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ろ
く
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と
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う
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ん
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と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、敷
地
南
側
に
回

る
と
、緑
釉
の
瓦
を
の
せ
た
塀
の
先
の
門
扉
ご
し
に
、

城
郭
風
の
本
館
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
白
い
外
壁
の
上
に
は
高
窓
が
あ
り
、以
前
は
電
動

回
転
式
の
ル
ー
バ
ー
と
な
っ
て
い
て
、館
内
の
光
を
調

整
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
屋
根
に
は
塀

と
同
じ
瓦
が
葺
か
れ
、屋
根
面
が
広
い
た
め
、い
っ
そ

う
色
合
い
の
美
し
さ
が
目
を
ひ
き
ま
す
。
ま
た
棟
の

両
端
に
は
瓦
と
同
素
材
で
つ
く
ら
れ
た
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
の
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
城
郭
の
よ
う
な
外
観
は
、ど
こ
か
中
国
的
な

風
情
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、尾
張
徳
川
家
藩

祖
の
義
直
が
傾
倒
し
た
儒
教
的
な
中
国
趣
味
が
意

識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、他
の
帝
冠
様
式
の
建
物
に

は
な
い
艶
や
か
さ
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　
車
寄
せ
か
ら
中
へ
入
る
と
、玄
関
ホ
ー
ル
に
は
壁

と
床
に
象
嵌
細
工
が
施
さ
れ
、美
し
い
空
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。
普
段
、こ
の
入
口
は
閉
じ
ら
れ
て
い
ま

す
が
、特
別
展
の
開
催
時
に
は
内
側
か
ら
見
学
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
展
示
空
間
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
ま
し
ょ
う
。

広
々
と
し
た
空
間
に
は
格
天
井
に
支
輪
が
巡
り
、装

飾
豊
か
な
照
明
器
が
４
基
釣
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

展
示
ケ
ー
ス
は
長
押
が
高
低
差
を
つ
け
て
リ
ズ
ミ
カ

ル
に
配
置
さ
れ
、和
風
の
設
え
が
近
代
風
に
ア
レ
ン

ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。

帝
冠
様
式
に
至
る
背
景

　
徳
川
美
術
館
の
構
想
は
十
九
代
徳
川
義
親
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
文
化
的・歴
史
的
価
値

の
高
い
美
術
品
が
散
逸
す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ

た
の
は
、こ
の
時
の
英
断
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
義
親
は
、
東
京
国
立
博
物
館
を
帝
冠
様
式
で
設

計
し
た
渡
辺
仁
と
同
級
生
で
、
徳
川
美
術
館
設
計

コ
ン
ペ
の
際
に
は
渡
辺
を
審
査
員
と
し
て
招
い
て
い

ま
す
。
実
施
設
計
は
コ
ン
ペ
案
を
も
と
に
懇
意
の
建

築
家
吉
本
與
志
雄
が
あ
た
り
、
そ
の
際
に
渡
辺
の
意

見
も
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
政
治
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
語
ら
れ
が
ち
な
帝
冠
様
式

で
す
が
、背
景
を
読
み
解
く
と
尾
張
徳
川
家
の
美
術

館
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
前
庭
か
ら
外
観
を
眺
め
た

時
、け
れ
ん
味
の
な
い
姿
に
静
か
な
感
動
を
覚
え
ま

す
。
世
界
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
収
蔵
す
る
の
に
相

応
し
い
美
術
館
で
す
。

歴
史
と
由
緒
あ
る
私
立
美
術
館

　
名
古
屋
城
か
ら
東
へ
の
び
る「
文
化
の
み
ち
」エ
リ

ア
に
は
、名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、名
古
屋

市
市
政
資
料
館
な
ど
の
近
代
建
築
が
残
り
、
そ
の
終

点
に
は
日
本
文
化
の
至
宝
と
も
呼
べ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
収
蔵
す
る
徳
川
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。

　
美
術
館
の
あ
る
徳
川
園
一
帯
は
、か
つ
て
は
尾
張

徳
川
家
の
名
古
屋
本
邸
で
、戦
前
ま
で
江
戸
初
期
の

遺
構
や
明
治
中
期
に
建
設
さ
れ
た
大
書
院
な
ど
が

残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
敷
地
の
一
角
に
建
て
ら

れ
た
の
が
徳
川
美
術
館
本
館
で
、邸
内
の
建
物
と
の

調
和
が
図
ら
れ
た
結
果
、和
洋
折
衷
の「
帝
冠
様
式
」

が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

本
館
の
た
た
ず
ま
い

　
現
在
、美
術
館
へ
は
新
館
正
面
に
至
る
黒
門
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
、本
館
が
人
目
に
触
れ
る
こ

徳川美術館本館
尾張徳川家のコレクションを収蔵する帝冠様式の美術館

Tokugawabizyutukan honkan

瓦と同じ焼き物でできたシャチホコ

城郭を思わせる外観。手入れされた庭に緑色の釉薬による屋根瓦が美しい。車寄せ脇には文官石像が立つ

登録／1997年6月
登録基準／造形の規範となっているもの

本館玄関ホール壁面の色タイルによる象嵌装飾

展示室の格天井。球状の照明器が釣られている
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特
異
点
と
し
て
の
背
景

　
昭
和
塾
堂
の
特
異
性
は
、時
代
的
背
景
と
も
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物
は
元
々
、青
年
団
の
教
育

施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
青
年
団
と
は
、ム
ラ

に
存
在
し
た
若
者
の
教
育
機
関
を
前
身
に
持
つ
組
織

で
、明
治
後
期
ご
ろ
に
全
国
で
創
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
方
で
、青
年
団
は
八
紘
一
宇
の
気
分
と
も
同
調

し
、訓
令
に
は
陸
軍
の
意
図
が
強
く
反
映
さ
れ
た
と

い
い
ま
す
。
そ
し
て
大
正
14
年
に
は
全
国
組
織
が
結

成
さ
れ
、そ
の
発
団
式
は
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
が
起
因
と
な
り
、昭
和
塾
堂
の
建
設
は
愛

知
県
が
担
当
し
、全
国
的
に
見
て
も
異
例
の
規
模
の

建
物
が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

謎
め
い
た
デ
ザ
イ
ン

　
こ
の
建
物
を
設
計
し
た
愛
知
県
営
繕
課
の
メ
ン
バ
ー

は
、昭
和
塾
堂
の
設
計
に
あ
た
り
、奈
良
や
京
都
の
社

寺
仏
閣
や
教
会
堂
な
ど
を
見
学
に
行
っ
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　
外
観
を
詳
細
に
見
る
と
、塔
頂
部
の
装
飾
は
五
重

塔
上
部
の
相
輪
の
よ
う
で
も
あ
り
、ま
た
建
屋
の
棟
の

先
に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
の
先
端
が
反
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
、仏
教
建
築
的
な
意
匠
が
散
見
で
き
ま
す
。

　
た
だ
一
方
で
は
、軒
下
の
垂
木
が
壁
面
の
柱
型
と

整
合
が
取
れ
て
お
ら
ず
、平
面
計
画
と
外
観
の
デ
ザ

イ
ン
の
調
整
に
苦
労
し
た
よ
う
す
も
伺
え
ま
す
。

　
昭
和
塾
堂
の
設
計
に
関
し
て
は
、名
古
屋
市
庁
舎

や
愛
知
県
庁
舎
と
同
様
に
顧
問
に
佐
野
利
器
が
参
加

し
て
お
り
、帝
冠
様
式
に
つ
な
が
る
意
向
が
働
い
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

予
期
せ
ぬ
美
し
さ

　
昭
和
塾
堂
に
は
、型
に
は
ま
ら
な
い
建
物
ら
し
い
、

と
っ
て
お
き
の
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
は
塔
屋
頂
部
の
静
坐
室（
神
殿
）で
す
。
こ
こ

は
、上
部
の
ア
ー
チ
窓
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
堂
の

ド
ー
ム
に
の
る
明
り
取
り
の
よ
う
な
効
果
に
な
り
、驚

く
ほ
ど
明
る
い
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
仏
教

と
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
が
融
合
し
た
よ
う
な
、と
て

も
神
秘
的
な
場
所
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
地
階
の
風
呂
や
洗
面
所
に
通
じ
る
廊

下
で
す
。
こ
こ
の
床
に
だ
け
カ
ラ
フ
ル
に
タ
イ
ル
が
乱

張
り
さ
れ
て
い
て
、半
地
下
の
静
謐
な
光
と
合
わ
せ

て
、言
葉
に
で
き
な
い
美
し
い
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
昭
和
塾
堂

は
、保
存
に
つ
い
て
岐

路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
こ
の
謎
め
い

た
建
物
が
、忘
却
さ
れ

つ
つ
あ
る
時
代
の
唯
一

無
二
の
建
築
で
あ
る
こ

と
は
、も
っ
と
知
ら
れ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。

知
ら
れ
ざ
る
名
建
築

　
名
古
屋
に
は
、い
ま
だ
文
化
財
の
指
定
も
登
録
も

さ
れ
て
い
な
い
凄
い
建
築
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
代
表
格
が
昭
和
塾
堂
で
す
。

　
か
つ
て
織
田
信
長
の
弟
信
行
の
末
森
城
が
あ
っ

た
、
城
山
八
幡
宮
の
境
内
に
、
丘
陵
か
ら
は
み
出
さ

ん
ば
か
り
の
大
き
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物

が
そ
び
え
て
い
ま
す
。

　
外
観
は
八
角
塔
を
中
心
に
建
屋
が
人
型
に
広

が
っ
て
い
る
た
め
、
全
体
像
が
把
握
し
づ
ら
く
、
ま

た
寺
院
建
築
風
の
意
匠
が
施
さ
れ
た
姿
と
あ
わ
せ

て
、圧
倒
さ
れ
る
よ
う
な
迫
力
を
感
じ
ま
す
。

photo：Hitoshi Kumamoto/Akihiko Mizuno

相輪風の装飾がのる八角塔

昭和塾堂の鳥瞰。平面計画・立面ともに「人型」であることが分かる。

静坐室上部の明り取り

荘厳な雰囲気の洗面所

昭和塾堂
城山八幡にそびえる、巨大な和風建築

乱張りされたタイル
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