
飯田喜四郎先生  特別インタビュー

飯田 喜四郎
１９２４年東京生まれ。名古
屋大学名誉教授。東京大学
大学院在学中にフランスへ
留学。また博物館明治村の
館長を長年務めた。

帝冠様式に思うこと
　
今
回
の
冊
子
の
タ
イ
ト
ル
は「
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
編
」と
あ
り
ま
す
が
、そ
も
そ
も
シ

ン
ボ
ル
と
い
う
定
義
が
難
し
い
で
す
ね
。つ

ま
り
、私
が
思
う
シ
ン
ボ
ル
と
あ
な
た
が
思

う
シ
ン
ボ
ル
と
で
は
違
う
か
ら
で
す
。

　
ま
た
普
通
に
い
え
ば
、シ
ン
ボ
ル
は
通
常

の
建
物
に
あ
る
属
性
の
よ
う
な
も
の
で
、す

べ
て
の
建
物
が
シ
ン
ボ
ル
に
な
り
得
る
。で

す
か
ら
、ま
ず
し
っ
か
り
と
ロ
ジ
ッ
ク
を
詰

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
を「
そ
の

ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ
る
い
は
時
代
を
象

徴
す
る
建
物
」と
定
義
し
た
こ
と
は
悪
く
な

い
着
想
だ
と
思
い
ま
す
。

　
冊
子
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
建
物
を

見
る
と
、蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
は
や
は

り
面
白
い
形
を
し
て
い
ま
す
ね
。ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
が
最
初
に
泊
ま
っ
た
外
国
人

だ
っ
た
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
面
白
い
。シ
ー

フ
ー
ド
カ
レ
ー
も
美
味
し
そ
う
で
す（
笑
）

　
名
古
屋
市
役
所
と
愛
知
県
庁
舎
が
並
ぶ

姿
は
相
変
わ
ら
ず
壮
観
で
す
ね
。ま
た
、津

島
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
の
巻
藁
も
面
白
い

内
装
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、や
は
り
名
古
屋
市
市
政
資
料
館

は
印
象
深
い
建
物
で
す
。様
式
建
築
と
し
て

良
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
て
美
し
い
。ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
、例
え
ば
パ
リ
の
ル
ー
ブ
ル
宮
殿

な
ど
に
比
べ
る
と
ス
ケ
ー
ル
は
落
ち
ま
す

が
、そ
れ
で
も
良
く
で
き
て
い
る
こ
と
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。あ
の
建
物
を
残
し
た

い
と
い
っ
て
き
た
若
い
名
古
屋
市
職
員
の

切
羽
詰
ま
っ
た
表
情
が
、い
ま
だ
に
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。そ
ん
な
彼
ら
も
鬼
籍
に
入
ら
れ

た
人
が
増
え
た
と
聞
い
て
、と
て
も
寂
し
く

思
い
ま
す
。

　
今
回
の
冊
子
で
特
徴
的
な
の
が
帝
冠
様

式
の
扱
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。私
は
以
前
、

名
古
屋
市
庁
舎
と
愛
知
県
庁
舎
を
登
録
文

化
財
に
す
る
際
に
、合
同
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
際
に
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た
の
が
、や

は
り
扱
い
の
難
し
さ
で
し
た
。昭
和
初
期
に

は
、建
築
界
の
中
に
も
帝
国
主
義
に
傾
倒
す

る
人
々
が
い
ま
し
た
。戦
後
に
そ
れ
を
否
定

す
る
人
も
い
ま
し
た
が
、戦
中
で
は
肯
定
す

る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。で

す
か
ら
、後
に
な
っ
て
そ
れ
ら
を
判
断
す
る

の
は
難
し
い
け
ど
、帝
冠
様
式
を
求
め
る
よ

う
な
空
気
は
確
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
私
個
人
の
意
見
で
い
え
ば
、こ
れ
ら
の
建

築
も
残
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。逆

に
、戦
中
と
戦
後
に
辛
い
思
い
を
し
た
人
々

か
ら
す
れ
ば
、壊
し
て
し
ま
う
べ
き
と
い
う

意
見
が
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
ま
す
。た
だ

そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
で
、建
築
史

の
範
疇
を
超
え
て
い
ま
す
。感
情
を
超
え
る

と
い
う
の
は
難
し
い
。

　
た
だ
、そ
う
い
っ
た
意
見
の
衝
突
も
含
め

て
、建
物
が
残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
分
か
る

も
の
や
出
来
る
こ
と
も
多
い
と
思
う
。だ
か

ら
私
は
、建
築
史
家
と
し
て
残
す
べ
き
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

「
あ
い
ち
の
た
て
も
の
博
覧
会（
あ
い
た
て
博
）」

は
、２
０
１
３
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、愛
知
県
の

魅
力
あ
る
建
物
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、私
た
ち
の
身
近
に
あ
る

歴
史
的
な
建
物
を
特
別
に
公
開
し
、所
有
者
や

専
門
家
た
ち
が
ガ
イ
ド
す
る
こ
と
で
、そ
の

魅
力
を
紹
介
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

普
段
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
美
し
い
空
間
に

浸
り
、建
物
の
詳
細
な
解
説
を
聞
く
こ
と
で
ま

ち
の
歴
史
や
文
化
に
親
し
ん
だ
と
き
、何
気
な

い
風
景
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、以
前
ま
で
の「
あ
い
た
て
博
」は
登
録

文
化
財
を
公
開
の
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

記
念
す
べ
き
10
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
令
和

５
年
度
か
ら
は
、重
要
文
化
財
や
未
指
定
の

建
物
も
含
め
、よ
り
多
く
の
魅
力
的
な
建
物
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
か
懐
か
し
い
気
分
の
味
わ
え
る
、素
敵
な

建
築
の
旅
に
、ぜ
ひ
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

※

詳
細
に
つ
い
て
は「
あ
い
た
て
博
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（https://w
w
w
.aichi-tobunkai.org/aitate_haku/

）

や
、SN

S

な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま
た
公
開
す
る
建
物
に

つ
い
て
は
夏
頃
か
ら
順
に
ご
案
内
す
る
予
定
で
す
。
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　平成8年の文化財保護法改正により創設さ
れた文化財登録制度に基づき、文化財登録原
簿に登録された有形文化財のことです。
　それまでは文化財指定制度に基づく重要文
化財（その中でも、世界文化の見地から価値の
高いものが国宝）が指定され、貴重な建物が手
厚く保護されてきましたが、その数は多くなく、急
激な都市化の進展などにより、近代の建造物が
その建築史的・文化的意義や価値を十分に認
識されないまま取り壊される例が相次ぎました。
それを決定づけたのが平成7年の阪神・淡路
大震災です。震災による被害を受けた多くの未
指定文化財が取り壊されてしまいました。
　その反省にたち、国レベルで重要なものを厳
選する重要文化財指定制度を補い、より緩やか
な規制のもとで、幅広く保護していく制度として
文化財登録制度が創設されたのです。
　登録の基準は、原則として建設後50年を経

過したもののうち、
①国土の歴史的景観に寄与しているもの
②造形の規範となっているもの
③再現することが容易でないもの
のいずれかに該当するものとなっています。
　所有者の同意のもとに登録されるもので、登
録されると相続税等の減免や保存・活用に必
要な修理等の設計監理費などに対する補助を
受けることができます。重要文化財と比べると補
助は大きくはありませんが、厳しい規制がある指
定文化財とは異なり、外観を大きく変えなければ
改修や改装も認められており、有効に活用して
いくことが期待されています。
　なお、令和6年3月1日
現在、全国で13,761件
が登録され、愛知県は
553件（全国6位）となっ
ています。

　愛知県内の国登録有形文化財の所有者を
中心とする会（略称：愛知登文会）で、登録文
化財の保存・活用を推進することを目的に、平
成23年6月に設立されました。
　平成23年度より文化庁文化芸術振興費補
助金を受けて活動を行っており、これまでに
登録有形文化財の魅力を体験していただく
「あいちのたてもの博覧会」の開催や魅力を
紹介する冊子「あいちのたてもの」の制作、文
化財の保存活用について学び・意見交換を行
うシンポジウムの開催などを行ってきました。
そのほか、毎年開催する総会は登録有形文化
財を会場にお借りし、その見学もあわせて実施す

るほか、他府県の登録有形文化財を訪問し、
交流を深める視察なども行っています。
　令和4年度は文化庁補助金がいただけな
い年となっており、活動規模の縮小を余儀な
くされましたが、令和5年度より新たな実施計
画に基づく補助事業が採択され、オンライン
登録文化財魅力体験シンポジウムや新規登
録文化財訪問、ウィキペディア愛知登文会、文
化財魅力発信サポーター育成にも取り組んで
います。
　令和元年6月に設立された登録有形文化財
全国所有者の会（略称：全国登文会）では他
の9つの都府県の所有者の会とともに活動し
ており、登録文化財の保存活用の輪を大きく
広げていくことができればと考えています。
　当会の活動をご支援いただける賛助会員の
入会も募っています。皆さまのご支援・ご協力
をよろしくお願いします。

愛知登文会 会長  小栗宏次

国登録有形文化財とは

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会とは

総会での記念写真（令和5年度）

登録文化財のプレート
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