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2000年以上の歴史を持つ西洋建築史では様式建築が洗練を極めた。

明治以降の日本はその輸入に邁進したが、５０年を過ぎた頃には

習得の難しさを痛感し、新しい様式の探求に乗り換えたという。

後に近代建築の巨匠となった建築家たちの、偽らざる気持ちである。

洋風のシンボル

column

帝冠様式

【時代の気分とイデオロギーが生んだデザイン】

　本章でたびたび登場する帝冠様式とは、その実、明確なデザインボキャブラ
リーを持つ様式というわけではありません。戦後、洋風のビルに和風の屋根を
のせた建物を帝冠様式と称して批判したことから、広く認識されました。
　言葉としての発祥は、大正７年に実施された国会議事堂のコンペ案に異議を申
し立てた秋田出身の建築家下田菊太郎が、ギリシア建築の神殿のような建物に
紫宸殿をのせたような案を発表し「帝冠併合式」と称したことに始まります。
　下田の案は、和洋折衷のデザインを模索していた建築史家の伊東忠太らから
は無視されましたが、その後昭和初期になって陸軍の台頭とナショナリズムの高
まりを受け、にわかに脚光を浴びます。その背景には、各地の行政機関に顧問
として招かれた佐野利器の暗躍があったとも噂されます。
　「建築大辞典」によれば、帝冠様式は昭和５年から１５年ごろのもののみを指
すとありますが、代表作の神奈川県庁は昭和塾堂と同じく昭和３年に建設され、
明確な指標とはいえません。
　ただ、そういった政治色や当時の社会的な気分が、帝冠様式を生み出す背
景にあったことは、忘れてはならない時代の姿といえるのです。

photo：Taro Igarashi

22



2425

　
ま
た
銀
行
業
と
し
て
は
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け

て
吸
収
合
併
を
重
ね
、昭
和
５
年
に
廃
店
。
建
物
は

近
隣
の
住
民
の
手
に
渡
り
、住
宅
に
転
用
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
頃
、道
路
の
拡
幅
に
合
わ
せ
て
敷
地
の
奥

に
曳
家
さ
れ
、戦
中
は
愛
北
病
院
羽
黒
診
療
所
と
し

て
使
用
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
平
成
に
な
っ
て
取
り
壊
し
の
話
が
持
ち
上
が
る

と
、地
元
住
民
か
ら
保
存
の
声
が
上
が
り
、犬
山
市

が
ひ
き
取
っ
て
、解
体
後
に
現
在
地
へ
移
築
さ
れ
復

原
に
至
り
ま
し
た
。

明
治
後
期
の
擬
洋
風
建
築

　
外
観
を
見
る
と
、
蔵
の
よ
う
な
建
物
に
洋
風
の

窓
が
開
き
、
奥
の
窓
に
は
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
（
西
洋
破

風
）が
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
壁
面
の
コ
ー
ナ
ー
に

は
角
石
と
い
う
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
点
も
洋
風

建
築
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
、
入
口
に
突
き
出
し
た
唐
破
風
の
鬼

瓦
に
は
龍
が
の
り
、
そ
の
下
の
欄
間
に
は
鳳
凰
が
彫

刻
さ
れ
て
い
て
、
和
風
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
目
を
ひ
き

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
和
風
と
洋
風
が
混
じ
り
合
っ
た
建

物
は
、
明
治
初
頭
に
建
て
ら
れ
た
擬
洋
風
建
築
に

似
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
擬
洋
風
建
築
は
大
工

が
西
洋
建
築
を
模
し
て
作
っ
た
た
め
、奇
妙
な
デ
ザ

イ
ン
が
多
い
の
で
す
が
、
小
弓
の
庄
は
そ
れ
ぞ
れ
の

装
飾
が
と
こ
ろ
を
わ
き
ま
え
、
違
和
感
な
く
ま
と

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
内
部
の
吹
き
抜
け
に
は
、開
閉
の
た
め
の
回

廊
が
巡
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
式
は
当
時
の
銀
行
で

よ
く
用
い
ら
れ
た
構
成
で
す
。
２
階
の
正
面
に
は
大

き
な
欄
間
の
装
飾
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
配
置
さ
れ
、奥

の
座
敷
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
前
は
ホ
ー
ル
に
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
が
、

復
原
の
際
に
改
築
さ
れ
、地
元
の
情
報
交
換
の
場
と

し
て
本
棚
や
ラ
ッ
ク
な
ど
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

残
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル

　
小
弓
の
庄
は
、ま
ち
の
人
た
ち
の
活
動
の
場
と
す
る

た
め
、犬
山
市
が
ま
ち
づ
く
り
拠
点
施
設
第
一
号
と
し

て
建
物
を
保
存・復
原
し
ま
し
た
。

　
か
つ
て
江
戸
風
情
の
あ
る
街
道
沿
い
を
賑
や
か

せ
た
銀
行
が
地
域
に
馴
染
み
、
文
化
施
設
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
て
愛
さ
れ
る
。
そ
ん
な
望
ま
し
い

建
築
文
化
が
、こ
の
場
所
で
ひ
っ
そ
り
と
継
続
さ
れ

て
い
ま
す
。

不
思
議
な
た
た
ず
ま
い

　
名
鉄
小
牧
線
の
羽
黒
駅
の
す
ぐ
そ
ば
に
、洋
風
に
も

和
風
に
も
見
え
る
不
思
議
な
建
物
が
あ
り
ま
す
。

　
愛
称
を
「
小
弓
の
庄
」と
い
い
、以
前
は
旧
稲
置

街
道
沿
い
に
た
っ
て
い
た
加
茂
郡
銀
行
羽
黒
支
店

だ
っ
た
建
物
で
す
。
小
弓
の
庄
と
い
う
名
前
は
移
築

に
際
し
て
公
募
さ
れ
た
も
の
で
、か
つ
て
こ
の
あ
た

り
が
藤
原
氏
の
荘
園
で
、小
弓
庄
と
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
に
ち
な
み
ま
す
。

変
転
の
歴
史

　
加
茂
郡
銀
行
羽
黒
支
店
が
た
て
ら
れ
た
頃
の
明

治
後
期
の
羽
黒
村
は
、農
業
と
養
蚕
が
盛
ん
で
、名

古
屋
と
犬
山
を
つ
な
ぐ
旧
稲
置
街
道
沿
い
に
は
、町

家
が
立
ち
並
び
、建
物
は
そ
ん
な
町
並
み
か
ら
少
し

セ
ッ
ト
バッ
ク
さ
れ
て
軒
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

小弓の庄（旧加茂郡銀行羽黒支店）
洋風建築への憧れ、かつての文明開化のシンボル

Koyuminosyô

唐破風のディテール。入り口扉が重厚

壁面は洋風、屋根は和風の外観。一番目につく唐破風には龍や鳳凰を配して和風を強調している

登録／2013年3月
登録基準／造形の規範となっているもの

２階座敷。立派な床の間を構えている

吹き抜けから２階座敷の欄間を見る

photo：Hisao Takeuchi
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野
間
の
歴
史

　
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
の
脇
を
通
る
細
い
路
地
を

進
む
と
、
す
ぐ
近
く
に
野
間
海
岸
が
迫
り
、
そ
の
手

前
に
は
南
北
へ
ま
っ
す
ぐ
通
る
魅
力
的
な
道
が
あ
り

ま
す
。
か
つ
て
は
こ
の
道
が
ま
ち
の
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ト
で
、
道
沿
い
に
は
海
水
浴
場
や
映
画
館
、
村

役
場
が
あ
り
、
野
間
郵
便
局
も
そ
こ
に
面
し
て
開

局
し
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
６
年
に
国
道
２
４
７
号
が
通
る
と
、
そ
れ
に

あ
わ
せ
て
局
舎
は
移
転・新
築
さ
れ
、
周
辺
に
は
下

駄
屋
や
畳
屋
、
魚
屋
、バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
な
ど
が
軒

を
連
ね
る
商
店
街
が
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
野
間
郵
便
局
は
明
治
36
年
か
ら
電
信
事
業

を
開
始
し
、
昭
和
の
中
頃
ま
で
多
く
の
職
員
が
働
い

て
い
ま
し
た
。
当
時
、
電
話
の
交
換
業
務
は
若
い
女

性
た
ち
の
憧
れ
の
仕
事
で
、人
の
出
入
り
が
絶
え
な

い
賑
や
か
な
職
場
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

和
洋
折
衷
の
郵
便
局

　
こ
の
建
物
は
、
裏
手
側
が
和
風
の
建
物
と
な
っ
て

い
る
点
も
特
色
で
す
。
構
造
的
に
も
両
者
は
分
か

れ
て
い
て
、
洋
館
は
ト
ラ
ス
構
造
、
裏
側
は
和
小
屋

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
海
が
近
い
た
め
基
礎
が
高
く
、玄
関
で
は
扉

の
桟
が
〒
に
構
成
さ
れ
て
い
て
、
郵
便
局
ら
し
い
遊

び
心
の
あ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
扉
を
開
け
る
と
広
々
と
し
た
事
務
室
が
あ
り
、

手
前
に
は
カ
ウ
ン
タ
ー
が
当
時
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
入
口
の
そ
ば
に
は
公
衆
電
話
の
個
室
と
局

長
室
が
あ
り
、
木
製
の
建
具
が
上
げ
下
げ
窓
か
ら

の
光
を
受
け
て
美
し
い
で
す
。

　
現
在
、事
務
室
は
市
民
の
文
化
活
動
の
拠
点
と
し

て
活
用
さ
れ
、
寄
席
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
に
も
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

受
け
継
が
れ
る
遺
産

　
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
の
特
徴
は
、
建
物
が
ほ
ぼ

当
時
の
姿
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
現
在
で
も
森
田
家
の
人
々
が
管
理
し
、
施
工
し

た
大
工
の
弟
子
が
面
倒
を
見
続
け
て
い
る
こ
と
と

深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
局
舎
に
は
膨
大
な
資
料
や
郵
便
局
の
道
具

類
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
す
っ
か
り
様
子

を
変
え
た
野
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
は
建
物

と
あ
わ
せ
て
、ま
ち
の
歴
史
を
伝
え
る
か
け
が
え
の

な
い
財
産
で
す
。

町
並
み
に
溶
け
込
む
洋
館

　
知
多
半
島
を
周
回
す
る
国
道
２
４
７
号
を
南
下

す
る
と
、名
刹
野
間
大
坊
の
程
近
く
の
商
店
街
に
溶

け
込
ん
だ
、味
わ
い
深
い
洋
館
が
あ
り
ま
す
。

　
外
壁
は
水
色
の
下
見
板
張
り
で
、半
切
妻
屋
根
に

は
ス
レ
ー
ト
が
斜
め
に
葺
か
れ
、先
の
尖
っ
た
棟
飾

り
と
小
さ
な
屋
根
窓
が
ふ
た
つ
付
い
て
い
ま
す
。

フ
ァ
サ
ー
ド
が
非
対
称
な
の
も
ご
愛
嬌
。
手
前
に
は

昔
な
が
ら
の
赤
い
ポ
ス
ト
が
ち
ょ
こ
ん
と
鎮
座
し
、

彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
建
物
の
外
観
は
、
三
代
目
局
長
の
森
田
定
吉

が
設
計
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
不
慣
れ
な
手
つ

き
で
洋
館
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
姿
が
、あ
り
ふ
れ
た
建

材
で
建
て
ら
れ
た
洋
館
に
独
特
の
味
わ
い
を
与
え
て

い
ま
す
。

野間郵便局旧局舎
まちの思い出を抱えた、愛嬌のある洋館の郵便局

Nomayûbinkyoku kyûkyokusya

脇の路地。すぐ先に野間海岸が迫る

愛嬌のある外観。棟先が切り落とされたことで洋風の腰折屋根に見える。左隣に現在の郵便局が隣接する

登録／2015年11月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの

展示された資料。今では貴重なまちの記録

事務室の内観。窓から明るい光が指す

photo：Akihiko Mizuno/Hitoshi Kumamoto
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め
、ド
イ
ツ
の
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
に
基
づ
い
て
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
ま
し
た
。

様
式
建
築
の
到
達
点

　
様
式
建
築
で
と
り
わ
け
重
要
に
な
る
の
が
外
観
で

す
。
中
で
も
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
端
を
発
す
る
、柱

と
梁
と
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト（
破
風
）か
ら
な
る
デ
ザ
イ
ン

モ
チ
ー
フ
は
、ロ
ー
マ
建
築
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
へ

と
受
け
継
が
れ
、世
界
中
に
広
が
り
ま
し
た
。
こ
の

系
列
は
古
典
主
義
様
式
と
も
い
い
ま
す
。
ま
た
そ
の

対
に
な
る
の
が
、中
世
の
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
登
場

し
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
す
。

　
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
の
外
観
は
、白
い
柱
と
赤

い
レ
ン
ガ
風
タ
イ
ル
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
い
柱

が
古
典
主
義
様
式
、赤
い
レ
ン
ガ
風
タ
イ
ル
が
ゴ
シ
ッ

ク
様
式
に
由
来
す
る
も
の
で
、ド
イ
ツ
の
傾
向
が
現

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、中
央
の
車
寄
せ
の
円
柱
と
、壁
面
に
並
ぶ

角
柱
、角
屋
の
厚
い
角
柱
と
で
は
立
体
感
が
異
な
り
、

こ
の
差
が
外
観
に
陰
影
に
よ
る
変
化
を
生
み
出
し
て

い
ま
す
。

　
車
寄
せ
の
上
に
の
る
ド
ー
ム
は
宇
宙
や
真
理
を
あ
ら

わ
し
、こ
こ
を
頂
点
と
し
て
全
体
の
造
形
が
ま
と
め
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
造
形
力
が
、古
典
主

義
様
式
の
最
大
の
見
ど
こ
ろ
で
す
。

保
存
へ
の
物
語

　
そ
ん
な
造
形
美
を
誇
る
名
古
屋
市
市
政
資
料
館

で
す
が
、昭
和
40
年
代
か
ら
50
年
代
に
か
け
て
取
り

壊
し
の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
救
っ
た
の
が
名
古
屋
市
の
若
い
職
員
た
ち

で
し
た
。
彼
ら
は
建
物
の
価
値
を
詳
ら
か
に
し
た
研

究
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
て
、建
築
史
家
飯
田
喜
四
郎

の
協
力
を
仰
ぎ
、保
存
の
道
を
探
り
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
活
動
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
一
般
の
人
々
の
支

持
を
集
め
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、粘
り
強
い
交
渉
と
知
恵
を
絞
っ
た
調
整

が
実
り
、建
物
の
保
存
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
後
の
活
用
に
つ
い
て
は
、重
要
文
化
財
の
指
定

箇
所
を
限
定
す
る
こ
と
で
、市
民
に
開
か
れ
た
建
物

へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
の
保
存
に
関
わ
っ
た
職
員

た
ち
は
、こ
こ
を
足
掛
か
り
に
し
て
多
く
の
文
化
財

建
造
物
や
町
並
み
の
保
存
と
活
用
に
携
わ
り
、成
果

を
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
後
に
続
く
そ
れ
ら
保
存
の

物
語
も
あ
わ
せ
て
見
る
と
、こ
の
建
物
が
ひ
と
き
わ

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

　
名
古
屋
に
は
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
素
晴

ら
し
い
様
式
建
築
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
名
古
屋
市

市
政
資
料
館
で
す
。
こ
の
建
物
は
、も
と
は
控
訴
院

（
現
在
の
高
等
裁
判
所
）の
庁
舎
で
し
た
。

　
明
治
以
降
の
日
本
は
、ま
ち
を
形
成
す
る
建
物
を

西
洋
建
築
に
倣
っ
て
建
て
ま
し
た
。
ま
た
、そ
の
中
で

も
洗
練
さ
れ
た
様
式
建
築
の
習
得
は
、明
治
時
代
を

通
じ
て
日
本
の
建
築
界
の
最
重
要
の
課
題
で
し
た
。

　
名
古
屋
控
訴
院
な
ど
の
裁
判
所
を
設
計
し
た
司

法
省（
現
在
の
法
務
省
）で
は
、大
日
本
帝
国
憲
法

の
策
定
に
あ
た
り
ド
イ
ツ
圏
の
憲
法
を
参
照
し
た
た

photo：Hitoshi Kumamoto/Akihiko Mizuno

木造のドーム。西洋建築では宇宙や真理をあらわす

ドームを頂く中央部と両脇の角屋、それをつなぐ翼廊が見事に調和した外観

ドーム内の木組み

メインフロアの大階段と吹き抜け

重要文化財 名古屋市市政資料館（旧名古屋控訴院）
名古屋の近代建築保存のターニングポイントになった傑作

な
ら

す
み
や

か
く
ば
し
ら

つ
ま
び

2829



3031

岡
崎
銀
行
本
店
略
歴

　
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
は
、
元
は
岡
崎
地
方
で

最
大
の
金
融
機
関
だ
っ
た
岡
崎
銀
行
の
本
店
と
し
て

建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
明
治
以
降
、
岡
崎
は
生
糸
や
綿
花
、
養
蚕
、
紡
績

な
ど
繊
維
産
業
が
発
展
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
金

融
機
関
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
23
年
、
岡
崎

の
初
代
町
長
深
田
三
太
夫
を
は
じ
め
、14
人
の
財
界

人
が
発
起
人
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
が
岡
崎
銀

行
で
し
た
。

　
そ
の
本
社
ビ
ル
の
設
計
に
選
ば
れ
た
鈴
木
禎
次
は
、

三
井
銀
行
の
建
築
係
を
経
て
、名
古
屋
で
も
多
く
の

銀
行
建
築
を
手
が
け
た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
し
た
。

様
式
か
ら
の
逸
脱

　
こ
の
建
物
は
旧
東
海
道
が
折
れ
曲
が
る
角
地
に

た
ち
、
南
側
が
正
面
の
フ
ァ
サ
ー
ド
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
正
面
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、
中
心
の

入
り
口
上
部
に
は
ド
リ
ス
式
の
円
柱
が
太
い
梁
を

支
え
、
そ
の
上
に
櫛
形
の
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
が
の
る
古

典
主
義
様
式
の
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
両
側
に
伸
び
る
塔
状
の
屋
根
は
そ
れ
ぞ
れ

違
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
て
、
窓
の
数
や
大
き
さ
、

そ
の
周
り
に
あ
し
ら
わ
れ
た
装
飾
も
、
左
右
で
全

く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
破
調
と
も
い
え
る
デ
ザ
イ
ン
は
、ア
ー
ル
デ
コ

や
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
海
外
の
新
し
い
様
式
を
取
り

入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
頃
の
鈴
木
禎

次
は
、名
古
屋
や
大
阪
で
も
同
じ
手
法
で
銀
行
建
築

を
設
計
し
て
い
て
、新
旧
の
様
式
を
折
衷
し
な
が
ら

デ
ザ
イ
ン
を
模
索
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
ま
す
。

残
さ
れ
た
外
殻

　
華
や
か
な
外
観
を
残
す
一
方
、こ
の
建
物
は
、
昭

和
20
年
の
空
襲
で
内
部
空
間
を
全
て
失
っ
て
い
ま

す
。
か
つ
て
館
内
を
彩
っ
た
大
理
石
の
カ
ウ
ン
タ
ー

や
木
調
の
美
し
い
内
装
は
、
竣
工
記
念
の
絵
葉
書
に

し
か
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
岡
崎
信
用
金
庫
が
資
料
館
と
し
て
保
存・

活
用
す
る
に
あ
た
り
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強

し
、２
０
２
１
年
に
は
基
礎
部
に
免
震
レ
ト
ロ
フ
ィ
ッ

ト
工
法
に
よ
る
免
震
装
置
が
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、
館
内
で
は
金
融
関
係
の
常
設
展
に
加
え
、

歴
史
や
文
化
に
関
す
る
様
々
な
企
画
展
が
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
角
に
は
鈴
木
禎
次
の
パ
ネ
ル

が
展
示
し
て
あ
り
、卒
業
設
計
の
図
面
や
県
内
で
手

が
け
た
建
築
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
り
し
日
の
威
容
を
誇
る
様
式
建
築
が
変
わ
ら

ず
に
街
角
を
彩
り
、
そ
の
中
で
設
計
者
を
讃
え
る
展

示
が
行
わ
れ
る
姿
に
、静
か
な
感
銘
を
受
け
ま
す
。

名
古
屋
の
名
建
築
家

　
い
ま
も
江
戸
時
代
の
入
り
組
ん
だ
町
割
り
を
残
す

岡
崎
の
中
心
市
街
地
に
、名
古
屋
を
拠
点
に
活
躍
し

た
建
築
家
鈴
木
禎
次
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
道
１
号
か
ら
籠
田
公
園
へ
向
か
う
中
央
緑
道
の

途
中
に
見
え
る
、赤
い
レ
ン
ガ
と
白
い
御
影
石
で
構

成
さ
れ
た
華
や
か
な
外
観
の
建
物
が
、岡
崎
信
用
金

庫
資
料
館
で
す
。

　
鈴
木
禎
次
は
、明
治
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
に
か
け

て
変
化
を
遂
げ
る
建
築
界
で
、様
式
建
築
か
ら
モ
ダ

ン
建
築
ま
で
幅
広
く
対
応
で
き
た
建
築
家
で
し
た
。

こ
の
建
物
は
そ
の
過
渡
期
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。

岡崎信用金庫資料館（旧岡崎銀行本店）
名建築家鈴木禎次が手がけた、古典主義様式の華やかな銀行

Okazakisin'yôkinkosiryôkan

中央２層部分に配されたドリス式円柱

古典主義様式のファサード。白い花崗岩の複雑な加工には職人がとても苦労したという逸話が残る

１
８
９
０
年（
明
治
２
９
年
）／
２
０
０
？
年（
平
成
？
年
）改
修

﹇
主
屋
﹈木
造
２
階
建
て

﹇
設
計
﹈不
明
、改
修
は
林
廣
伸
建
築
事
務
所

清
須
市
西
枇
杷
島
町
辰
新
田
６
５

登録／2008年3月
登録基準／造形の規範となっているもの

建築家鈴木禎次の卒業設計のパース

紙幣や金融の歴史的資料が展示された２階

photo：Hitoshi Kumamoto

１
９
１
７
年（
大
正
６
年
）レ
ン
ガ
造（
一
部
石
造
）２
階
建
て

﹇
設
計
﹈鈴
木
禎
次

岡
崎
市
伝
馬
通
１

－

58

https://w
w
w
.okashin.co.jp/local/m

useum
/

て
い
じか

ご
た

く
し
が
た

よ
う
さ
ん



3233

創
建
か
ら
保
存
ま
で

　
鳳
来
館
の
前
身
の
大
野
銀
行
が
創
業
し
た
の
は

明
治
29
年
の
こ
と
で
、
そ
の
頃
の
大
野
は
生
糸
業
と

林
業
で
発
展
し
ま
し
た
。
ま
た
大
正
12
年
に
は
私

鉄
鳳
来
寺
鉄
道
（
現
J
R
飯
田
線
）が
開
通
し
、
三

河
大
野
駅
と
大
野
宿
の
間
に
大
野
橋
が
架
け
ら
れ

て
別
所
街
道
と
繋
が
り
、
そ
の
角
地
に
大
野
銀
行
本

店
が
新
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
戦
後
、大
野
銀
行
は
東
海
銀
行（
現
三
菱
U
F
J

銀
行
）に
吸
収
合
併
さ
れ
、建
物
は
東
三
信
用
組
合

や
豊
川
信
用
金
庫
を
経
て
平
成
17
年
に
閉
鎖
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
際
に
建
物
の
保
存
が
検
討
さ
れ
、

地
元
に
縁
の
深
い
株
式
会
社
ス
エ
ヒ
ロ
産
業
が
手
を

差
し
伸
べ
、
喫
茶
店
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
用
し
た
鳳

来
館
の
開
館
に
繋
が
り
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
古
典
主
義
様
式

　
鳳
来
館
を
訪
れ
る
と
、
旧
街
道
に
馴
染
ん
だ
た

た
ず
ま
い
に
思
わ
ず
見
惚
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
角

地
に
ピ
ッ
タ
リ
収
ま
り
、
南
面
し
た
建
物
が
明
る
い

表
情
を
見
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
敷
地
に
合
わ
せ
て
カ
ー
ブ
し
た
壁
面
に
は
１
階
と

２
階
を
繋
ぐ
柱
が
並
び
、深
い
軒
先
と
合
わ
せ
て
古

典
主
義
様
式
ら
し
い
姿
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、よ
く
見

る
と
柱
間
が
不
規
則
で
幅
も
ま
ば
ら
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
コ
ー
ナ
ー
の
入
り
口
や
窓
の
配
置
の
ず
れ

を
柱
の
構
成
で
調
整
し
た
、巧
み
な
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　
少
し
格
式
ば
っ
た
入
り
口
か
ら
館
内
へ
入
る
と
、

木
調
の
内
装
が
美
し
い
カ
フ
ェ
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

す
。
目
の
前
に
は
立
派
な
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
り
、３

本
の
ド
リ
ス
式
の
円
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

銀
行
だ
っ
た
頃
の
名
残
で
、林
業
で
栄
え
た
ま
ち
ら

し
い
設
え
で
す
。

　
ま
た
、
窓
に
嵌
め
ら
れ
た
薄
い
緑
色
の
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
が
館
内
に
幻
想
的
な
光
を
引
き
込
み
、カ
ッ

プ
や
グ
ラ
ス
、コ
ー
ヒ
ー
サ
イ
フ
ォ
ン
や
美
術
品
な

ど
の
置
物
を
美
し
く
彩
っ
て
い
ま
す
。

不
思
議
の
国
の
鳳
来
館

　
２
階
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、
大
野
宿
を
紹
介
し
た

パ
ネ
ル
や
美
術
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
、ま
た
企
画
展

や
イ
ベ
ン
ト
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
別
室
に
は

竹
久
夢
二
の
展
示
や
、木
調
の
上
質
な
設
え
の
旧
店

長
室
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
窓

か
ら
差
し
込
む
光
で
輝
い
て
見
え
ま
す
。

　
山
間
の
静
か
な
旧
街
道
に
あ
る
洋
館
に
入
る
と
、

そ
こ
で
は
美
味
し
い
コ
ー
ヒ
ー
や
食
事
が
提
供
さ

れ
、
館
内
に
は
美
術
品
や
置
物
が
溢
れ
る
。
ま
る

で
童
話
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
経
験
を
で
き
る

の
が
、鳳
来
館
の
魅
力
で
す
。一
度
行
っ
た
ら
忘
れ
ら

れ
な
い
、唯
一
無
二
の
レ
ト
ロ
建
築
で
す
。

奥
三
河
の
レ
ト
ロ
建
築

　
建
物
は
所
有
者
が
変
わ
る
こ
と
で
、よ
り
魅
力
的

な
建
築
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
鳳
来
館
は
、新

し
い
所
有
者
の
手
で
銀
行
建
築
か
ら
幻
想
的
な
レ
ト

ロ
建
築
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
、素
敵
な
建
物
で
す
。

　
鳳
来
館
の
あ
る
新
城
市
の
大
野
宿
は
、秋
葉
山
と

鳳
来
寺
山
を
結
ぶ
秋
葉
街
道
鳳
来
寺
道
が
通
る
交

通
の
要
所
で
、明
治
の
初
期
に
は
東
栄
町
別
所
か
ら

豊
橋
へ
通
じ
る
別
所
街
道
が
整
備
さ
れ
、山
間
部
で

あ
り
な
が
ら
早
く
か
ら
産
業
が
栄
え
ま
し
た
。

大野宿 鳳来館（旧大野銀行本店）
山間部の旧街道沿いに佇む、美しいレトロ建築

Ônozyuku Hôraikan

南側の外観。柱間や柱の幅に注目

旧街道沿いの町並みに溶け込む外観。角地を逆手にとった古典主義様式の構成が巧み

登録／2009年1月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの

赤いカーテンが幻想的な２階ギャラリー

ステンドグラスの光が美しいカフェ

photo：Hisao Takeuchi

１
９
２
７
年（
大
正
14
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て（
屋
根
及
び
２
階
床
は
木
造
）

﹇
設
計
﹈志
水
建
築
業
務
店（
篠
田
進
）

新
城
市
大
野
上
野
17

－
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http://horaikan.suehiro-i.com
/guide/index.htm

み
ち

は



ぶ
こ
と
が
で
き
、バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
か
で
す
。

　
な
か
で
も
シ
ー
フ
ー
ド
カ
レ
ー
は
、オ
ー
ブ
ン
で

焼
か
れ
た
エ
ビ
や
帆
立
、
ポ
ア
レ
さ
れ
た
季
節
の

魚
な
ど
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

香
ば
し
い
魚
介
を
味
わ
い
つ
つ
カ
レ
ー
を
頬
張
る

と
、
深
み
と
コ
ク
、ほ
の
か
な
甘
み
に
ピ
リ
ッ
と
ス

パ
イ
ス
の
効
い
た
芳
醇
な
味
わ
い
が
、
口
一
杯
に
広

が
り
ま
す
。
ま
た
カ
レ
ー
の
ル
ゥ
に
は
隠
し
味
で
帆

立
の
貝
柱
が
入
っ
て
い
て
、
魚
介
と
の
間
を
上
手
に

取
り
持
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
名
物
が
伝
統
の
ビ
ー
フ
カ
ツ
レ
ツ

で
す
。
池
波
正
太
郎
が
愛
し
た
レ
シ
ピ
を
聞
き
取
り

調
査
な
ど
を
重
ね
て
復
活
さ
せ
た
逸
品
で
す
。
薄
め

に
パン
粉
を
つ
け
て
焼
き
上
げ
た
分
厚
い
フィ
レ
肉
を

特
製
の
ソ
ー
ス
と
一
緒
に
い
た
だ
く
と
、咀
嚼
す
る

間
も
無
く
口
の
中
で
肉
の
味
が
爆
発
し
ま
す
。
あ
ま

り
の
旨
さ
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
請
け
合
い
で
す
。

鳳
来
館
の
信
州
長
屋
門
謹
製
ポ
ー
ク
照
焼
重

　
も
う
一
つ
は
、大
野
宿
鳳
来
館
で
提
供
さ
れ
る
、

信
州
長
屋
門
謹
製
ポ
ー
ク
照
焼
重
で
す
。
カ
フ
ェ
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
鳳
来
館
で
す
が
、食
事
も
美
味
し

く
、名
物
の
カ
レ
ー
や
栗
豚
丼
を
は
じ
め
、５
種
類
の

パ
ン
が
楽
し
め
る
コ
ー
ヒ
ー
付
き
の
ブ
ラ
ン
チ
も
人

気
で
す
。

　
な
か
で
も
、数
量
限
定
の
信
州
長
屋
門
謹
製
ポ
ー
ク

照
焼
重
は
、旨
味
の
強
い
S
P
F（
特
定
病
原
菌
不

在
）ポ
ー
ク
の
バ
ラ
肉
を
焼
い
て
甘
辛
い
タ
レ
に
絡
め

た
も
の
で
、豚
の
旨
味
が
タ
レ
と
絡
む
濃
厚
な
味
わ

い
は
絶
品
で
す
。
敷
き
詰
め
ら
れ
た
ご
飯
と
一
緒
に

か
っ
こ
む
と
、思
わ
ず
唸
り
声
が
上
が
る
ほ
ど
の
美

味
し
さ
で
す
。
ま
た
傍
に
添
え
ら
れ
た
桑
の
葉
う
ど

ん
は
、こ
っ
て
り
し
た
口
中
を
落
ち
着
か
せ
て
く
れ

る
名
脇
役
で
す
。

　
食
事
を
終
え
た
後
は
、サ
イ
フ
ォ
ン
で
丁
寧
に
淹

れ
ら
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
と
共
に
、暖
か
い
光
に
満
た
さ

れ
た
店
内
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
に
身
を
委
ね

る
。
ま
さ
に
至
福
の
ひ
と
時
で
す
。

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
の
シ
ー
フ
ー
ド
カ
レ
ー
と

伝
統
の
ビ
ー
フ
カ
ツ
レ
ツ

　
最
初
に
ご
紹
介
す
る
の
が
、
蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ

テ
ル
の
２
階
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ー
フ
ー
ド
カ

レ
ー
で
す
。

　
三
河
湾
を
見
下
ろ
す
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

あ
る
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
建
設
当
初
の
設
え

が
残
さ
れ
、
と
り
わ
け
前
面
に
迫
り
出
し
た
ベ
ラ

ン
ダ
席
は
、
目
の
前
に
パ
ノ
ラ
マ
が
広
が
る
贅
沢
な

席
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ホ
テ
ル
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

値
段
は
少
し
高
め
で
す
が
、
ラ
ン
チ
で
は
お
手
頃
な

価
格
で
本
格
フ
レ
ン
チ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
お
す
す
め
は
ラ
ン
チ
限
定
の
カ
レ
ー
セ
ッ
ト
で
、

ビ
ー
フ
、シ
ー
フ
ー
ド
、野
菜
、透
明
カ
レ
ー
か
ら
選

登録文化財で昼食を

photo：Hitoshi Kumamoto

伝統のビーフカツレツ

蒲郡クラシックホテルのシーフードカレー。香ばしく焼かれた魚介とカレーのハーモニーが素晴らしい

素敵な建物で美味しい食事をいただくのは、豊かな時間を過ごせる最高の贅沢といえるでしょう。
ここではその中でも、登録文化財の建物と一緒に飲食を楽しめるスポットをご紹介します。

鳳来館の信州長屋門謹製SPFポーク照焼重

サイフォンコーヒーのある風景 レストランの内装。オリジナルの設えを残す

photo：Hisao Takeuchi
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名
古
屋
銀
行
に
在
籍
し
て
い
た
坂
野
鋭
男
で
、学
生

時
代
に
鈴
木
禎
次
に
教
え
を
受
け
た
一
人
で
し
た
。

　
戦
後
に
な
る
と
、東
海
銀
行
津
島
支
店
を
経
て
、

津
島
信
用
金
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
が
、平
成

15
年
に
い
ち
い
信
用
金
庫
と
の
合
併
の
際
に
取
り
壊

し
の
話
が
持
ち
上
が
り
ま
す
。

　
そ
の
時
に
声
を
上
げ
た
の
が
地
元
の
人
々
で
、彼

ら
の
強
い
思
い
を
受
け
た
津
島
市
が
寄
贈
を
願
い
出

て
、保
存
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
建
物
に
ま
つ
わ

る
都
市
再
生
整
備
計
画
で
は
、市
民
グ
ル
ー
プ
の
天

王
文
化
塾
や
地
域
住
民
な
ど
が
参
加
し
て
検
討
を

重
ね
、平
成
21
年
に
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
と
し
て
生

ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
銀
行

　
建
物
の
た
つ
場
所
は
旧
街
道
に
直
行
す
る
天
王

通
り
か
ら
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
大
通
り
か

ら
も
そ
の
姿
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
ま
た
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
全
体
が
フ
レ
ー
ム
状
の
枠

で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
下
部
の
花
崗
岩
ま
で

徹
底
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
軒
下
の
装
飾
や
入

り
口
の
ペ
ア
コ
ラ
ム（
双
柱
）な
ど
様
式
建
築
的
な

装
飾
が
付
い
て
い
ま
す
。

　
少
し
引
き
込
ん
だ
入
り
口
か
ら
入
る
と
、
内
部

に
は
大
き
な
吹
き
抜
け
空
間
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

中
央
に
は
２
本
の
円
柱
が
立
ち
上
が
り
、
壁
面
の
角

柱
と
比
べ
て
、
社
寺
建
築
の
よ
う
な
空
間
の
差
異
化

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
賑
や
か
な
館
内
で
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
が
、天

井
ま
で
届
き
そ
う
な
巻
藁
の
実
寸
大
模
型
で
す
。

天
王
祭
で
は
限
ら
れ
た
人
し
か
見
ら
れ
な
い
巻
藁

の
内
側
の
光
景
が
体
験
で
き
る
、
面
白
い
イ
ン
テ
リ

ア
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
正
面
奥
に
は
銀
行
だ
っ
た
当
時
の
金
庫
が

残
り
、吹
き
抜
け
上
方
を
巡
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
復
元

さ
れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

朝
日
に
輝
く
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

　
こ
の
建
物
を
見
に
行
く
な
ら
朝
が
お
す
す
め
で
す
。

澄
ん
だ
空
気
の
中
、古
い
町
並
み
を
歩
い
て
い
る
と
、

朝
日
を
浴
び
て
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
姿
が
と
て
も
美
し
い

か
ら
で
す
。

　
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
に
は
、午
前
中
か
ら

地
元
の
人
や
観
光
客
が
気
軽
に
訪
れ
、思
い
思
い
の
時

間
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
魅
力
あ
る
活
用
が
な
さ
れ

て
い
る
、素
敵
な
建
築
で
す
。

　
実
寸
大
の
巻
藁
が
あ
る
風
景

　
宵
闇
の
水
面
に
浮
か
ぶ
巻
藁
船
が
幻
想
的
な
尾

張
津
島
天
王
祭
。
６
０
０
年
の
歴
史
を
も
つ
祭
礼

は
、ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
全
国

で
も
指
折
り
の
華
や
か
な
夏
祭
り
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
そ
の
巻
藁
の
実
寸
大
の
模
型
を
間
近
に
見
ら
れ

る
の
が
、天
王
祭
を
は
じ
め
歴
史
あ
る
津
島
の
情
報

を
発
信
し
て
い
る
、
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
で

す
。
こ
の
建
物
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
津
島
上
街
道

に
軒
を
連
ね
、か
つ
て
は
銀
行
建
築
と
し
て
古
い
町

並
み
の
中
で
も
目
立
っ
た
存
在
で
し
た
。

市
民
団
体
の
保
存
活
動

　
こ
の
建
物
は
、津
島
の
繊
維
産
業
の
発
展
を
担
っ

た
名
古
屋
銀
行（
東
海
銀
行
の
前
身
）の
津
島
支
店

と
し
て
、昭
和
４
年
に
た
て
ら
れ
ま
し
た
。
設
計
は
、

津島市観光交流センター（旧津島信用金庫本店）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光交流センターに転用された、旧街道沿いの銀行建築

Tusimasikankôkoryûsentâ

古い町並みを残す津島上街道

朝日に輝くファサード。周囲の建物より一回り大きな外観が古い町並みの中でひときわ目を引く　　

登録／2006年3月
登録基準／造形の規範となっているもの

銀行時代の名残の立派な金庫　　　　　　　　　　　

行燈のように館内を照らす巻藁

photo：Akihiko Mizuno

１
９
２
９
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昭
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造
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津
島
市
本
町
１
丁
目
５
２
ー
１

﹇
設
計
﹈坂
野
鋭
男

http://hc-ppp.com
/tsushim

ashikankou/

ま
き
わ
ら

か
み

ば
ん
の    

え
い
お

そ
う
ち
ゅ
う




