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も
く
じ 私たちのまわりには、

古めかしい洋館や、立派なお屋敷、歴史のある校舎に、荘厳なお寺、

可愛らしい教会堂や、大きなレンガの工場、

そして役割を終えた電波塔など、年月を重ねた建物が、

ごく自然にまちにとけ込んでいます。

そういった文化財として貴重な建物を国登録有形文化財といいます。

日本には他にも、重要文化財や国宝などに指定された建物があり、

現在その総数は、１万５０００件に上ります。

市指定・県指定のものを含めると、さらにその数は増えますが、

一方で、フランスの規定する歴史的記念物の４万４０００件には遠くおよびません。

日本は文化的には、まだ発展途上なのです。

本書は、愛知県にある国登録有形文化財の魅力を紹介する本です。

今回は「まなびや編」として、明治から昭和にかけて建てられた

学校建築を取り上げています。

それらはすべて、あたりまえに残ってきたわけではありません。

多くの人々の努力で残されてきたものも少なくないのです。

そういった意味では、残された建物はすべて価値のある良い建築といえます。

そんな身近にある良い建築を知ることで、

私たちのまちとその風景を大切に思う気持ちにつながってほしいと思います。

パリの美しい街並みも、フランスの人々がその重要性に気がつき、

建物と景観を大切に保存するまでは、多くの経験を積んできました。

この本が、建物とまちの歴史を知る一助になることを願っています。
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橋
の
時
習
館
や
豊
田
の
崇
化
館
、刈
谷
の
文
礼
館
な
ど
の
藩
校
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
で
、町
民
や
農
民
の
子
ど
も
が
学
ん
だ
寺
子
屋
は
、読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
と
し
つ
け
を
習
う
初
歩
的
な
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
。明
治
初
期
の
小
学
校

は
、そ
れ
ら
寺
子
屋
を
含
む
市
井
の
郷
校
を
転
用
し
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
で
は
江
戸
時
代
の
学
校
建
築
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、明
倫
堂

の
聖
堂
は
岐
阜
県
羽
島
市
の
永
照
寺
に
移
築
さ
れ
、本
堂
に
転
用
さ
れ
て
現
存

し
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
後
の
愛
知
の
学
校

　
明
治
維
新
か
ら
５
年
、政
府
は
国
民
す
べ
て
の
教
育
と
国
家
の
礎
と
な
る
人

材
の
養
成
を
め
ざ
し
て「
学
制
」を
公
布
し
ま
す
。こ
れ
は
、全
国
に
８
つ
の
大
学

と
２
５
６
の
中
学
校
、そ
し
て
５
万
３
７
６
０
の
小
学
校
を
設
け
る
と
い
う
壮

大
な
構
想
で
し
た
。ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、福
沢
諭
吉
の『
学
問
の
す
ゝ
め
』や
、愛

知
県
が
発
行
し
た『
学
問
の
さ
と
し
』に
よ
る
教
育
の
啓
蒙
も
あ
り
、各
地
に
小

学
校
が
建
設
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、長
野
県
松
本
市
の
開
智
学
校
の
よ
う
な
擬

洋
風
建
築
の
校
舎
で
す
。大
工
棟
梁
た
ち
が
西
洋
建
築
を
ま
ね
て
創
り
上
げ
た

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
建
物
は
、地
域
の
人
々
に
と
っ
て
文
明
開
化
の
象
徴
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。愛
知
県
で
は
名
古
屋
市
南
区
に
擬
洋
風
の
旧
鳴
尾
学
校

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
壮
大
な
構
想
を
掲
げ
た「
学
制
」で
し
た
が
、実
現
に
は
程
遠
く
、明
治
12
年

の
教
育
令
の
施
行
に
あ
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。教
育
令
で
は
各
市
町
村
の

実
情
に
合
っ
た
小
学
校
の
開
設
が
進
め
ら
れ
、機
能
に
即
し
た
校
舎
の
建
設
が

は
じ
め
に

　
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
公
共
の
建
物
と
い
え
ば
、学
校
を
思
い
浮
か
べ
る

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。子
ど
も
の
頃
に
通
っ
た
小
学
校
は
も
と
よ
り
、多
感

な
時
期
を
過
ご
し
た
中
学
・
高
校
、大
学
や
専
門
学
校
で
何
か
に
打
ち
込
ん

だ
思
い
出
な
ど
、時
が
経
っ
て
も
心
に
残
る
風
景
と
し
て
、私
た
ち
に
寄
り

添
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
学
校
の
多
く
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
建
て
ら
れ
、教
室
の
向
き
や

廊
下
の
場
所
な
ど
良
く
似
た
建
物
が
多
い
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。そ
の

よ
う
な
定
型
化
し
た
建
物
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、と
て
も
興
味
深
い
歴
史

的
な
背
景
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
書
で
紹
介
す
る
国
登
録
有
形
文
化
財
の
建
物
は
、現
在
に
つ
な
が
る
学
校

建
築
の
変
遷
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
そ
れ

ら
の
建
物
は
、単
に
昔
の
学
校
と
い
う
だ
け
で
な
く
、か
つ
て
は
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
ま
ち
の
自
慢
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
学
校
の
歴
史
を
、少
し
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
学
校

　
現
在
の
学
校
の
ル
ー
ツ
は
江
戸
時
代
の
藩
校
や
寺
子
屋
な
ど
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
尾
張
藩
で
は
、初
代
藩
主
徳
川
義
直
が
孔
子
を
祀
る
聖
堂
と
文
庫
を
建
て
、

学
問
所
を
設
け
た
の
が
藩
校
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、藩
士
の

子
ど
も
を
教
育
す
る
明
倫
堂
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。明
倫
堂
で
は
儒
教
や
国

学
の
ほ
か
、さ
ま
ざ
ま
な
科
目
が
学
べ
た
と
い
い
ま
す
。愛
知
県
で
は
他
に
、豊

推
奨
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
教
育
令
の
作
成
に
携
わ
っ
た
の
が
尾
張
藩
出
身
で
明

倫
堂
に
学
ん
だ
田
中
不
二
麿
で
し
た
。

片
廊
下
型
の
完
成

　
名
古
屋
市
東
区
代
官
町
に
生
ま
れ
た
田
中
不
二
麿
は
、佐
幕
派
が
優
勢
だ
っ

た
尾
張
藩
の
中
で
尊
皇
攘
夷
を
唱
え
、維
新
後
に
明
治
政
府
で
活
躍
し
た
藩
士

で
す
。明
治
４
年
に
岩
倉
使
節
団
に
同
行
し
欧
米
の
教
育
制
度
を
視
察
す
る
と
、

帰
国
後
は
文
部
大
輔
と
な
り「
学
制
」の
実
施
に
向
け
奔
走
し
ま
す
。ま
た
教
育

令
の
作
成
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、校
舎
の
配
置
計
画
や
建
築
諸
規
則
を
広
め
、

私
立
学
校
の
開
設
に
尽
力
す
る
な
ど
学
校
建
設
の
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　
田
中
が
作
成
し
た
教
育
令
は
、公
布
後
も
諸
規
則
を
頻
繁
に
更
新
し
つ
づ
け
、

そ
れ
に
伴
い
機
能
に
準
じ
た
校
舎
の
姿
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
到
達
点
が
、明
治
28
年
に
文
部
省
技
師
の
久
留
正
道
が
著
し
た「
学
校
建

築
図
説
明
お
よ
び
設
計
大
要
」（
以
下「
大
要
」）で
す
。こ
れ
は
学
校
の
作
り
方

を
紹
介
し
た
画
期
的
な
冊
子
で
し
た
。

　
例
え
ば
、校
庭
は
南
か
東
に
配
置
し
、教
室
は
校
庭
に
面
し
て
窓
を
大
き
く

と
り
採
光
と
換
気
に
留
意
す
る
。こ
れ
は
空
気
が
入
れ
替
え
や
す
く
、照
明
機

器
の
な
い
教
室
で
も
手
元
が
影
に
な
ら
な
い
工
夫
で
す
。そ
の
他
、教
室
の
広
さ

は
四
間（
7・2
メ
ー
ト
ル
）×
五
間（
９
メ
ー
ト
ル
）、天
井
高
は
九
尺（
２・７

メ
ー
ト
ル
）以
上
と
し
、廊
下
は
片
側
に
配
し
、虚
飾
を
避
け
、衛
生
面
に
注
意

す
る
こ
と
な
ど
が
、図
と
と
も
に
細
か
く
規
定
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、実
際
に
建

設
す
る
際
の
お
手
本
と
し
て
、校
舎
の
配
置
を
コ
字
型
や
L
字
型
な
ど
で
示
す

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、明
治
26
年
に
東
海
地
方
を
襲
っ
た
濃
尾
地
震
の
経
験
か
ら
、平
屋

建
て
を
原
則
と
し
、小
屋
組
み
に
ト
ラ
ス
を
推
奨
し
方
杖
で
補
強
す
る
こ
と
も

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
示
さ
れ
た
か
た
ち
が
、現
在
の
校
舎
ま
で
続
く
片
廊
下
型
の
基
本
的

な
形
式
と
な
り
、教
室
の
広
さ
も
戦
後
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
続
け
る
基

準
と
な
り
ま
し
た
。本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
田
峯
小
学
校
以
下
の
校
舎
の
ほ

と
ん
ど
も
、こ
こ
に
準
拠
し
て
い
ま
す
。

　
機
能
に
特
化
し
、い
ち
早
く
定
型
化
さ
れ
た
学
校
建
築
は
、明
治
の
建
物
の

中
で
も
独
自
の
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。「
大
要
」が
公
布
さ
れ
た
そ
の
年
、東
京

駅
の
設
計
者
辰
野
金
吾
が
手
掛
け
た
日
本
銀
行
本
店
が
完
成
し
て
い
ま
す
が
、

荘
重
な
西
洋
建
築
風
の
建
物
と
比
較
す
る
と
、そ
の
違
い
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　「
大
要
」の
公
布
を
境
に
、木
造
平
屋
建
て
の
片
廊
下
型
校
舎
は
全
国
に
普
及

し
て
い
き
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
校
舎

　
大
正
12
年
、関
東
一
円
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７・９
の
大
地
震
は
首
都

圏
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
脚
光
を
浴
び
た
の
が
、地
震
に
強
く
火
災
に
耐
え
ら
れ

る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
で
し
た
。木
造
に
比
べ
る
と
費
用
は
か
か
り

ま
す
が
、２
階
建
て
以
上
に
重
層
で
き
る
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
し
た
。

　「
学
制
」公
布
の
頃
に
は
30
％
程
度
だ
っ
た
就
学
率
も
明
治
の
終
わ
り
に
は

90
％
を
超
え
、日
露
戦
争
後
に
は
中
学・高
等
学
校
へ
の
進
学
者
も
増
え
て
、学

校
の
数
は
増
大
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
明
治
初
期
に
建
て
ら
れ
た
木
造
校
舎
の

老
朽
化
も
問
題
と
な
り
、敷
地
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
都
心
部
で
は
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
は
理
に
か
な
っ
た
構
造
形
式
で
し
た
。

　
震
災
後
の
東
京
で
は
小
学
校
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
原
則
化
さ
れ
ま
し

た
が
、一
方
で
地
方
へ
の
普
及
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
大
き
な
要
因
が
建

設
技
術
の
問
題
で
し
た
。木
造
に
比
べ
て
新
し
い
工
法
だ
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
知
識
や
経
験
を
持
つ
技
術
者
は
、ま
だ
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

営
繕
課
技
師
た
ち
の
活
躍

　
愛
知
で
は
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
普
及
に
県
や
市
の
営
繕
課
の
技
師
が

貢
献
し
ま
し
た
。名
古
屋
市
で
は
大
正
10
年
に
園
町
尋
常
小
学
校
が
、県
内
で

は
大
正
８
年
に
新
設
さ
れ
た
県
立
一
宮
中
学
校（
現
一
宮
高
校
）ら
４
校
を
皮

切
り
に
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
校
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
そ
れ
ら
校
舎
の
多
く
が
、壁
面
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
り
、屋
根
を
支

え
る
小
屋
組
み
を
木
造
に
し
た
混
構
造
で
、現
在
の
校
舎
に
至
る
過
渡
期
の
構

造
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。本
書
に
登
場
す
る
旧
亀
城
小
学
校
や
滝
学
園
本

館
も
同
じ
構
造
で
す
。い
ず
れ
の
場
合
も
、立
派
な
校
舎
を
望
ん
だ
地
域
の
思

い
と
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
技
術
と
経
験
を
も
っ
た
技
師
が
結
び
つ
い
て
、

特
色
の
あ
る
建
物
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
教
育
施
設
が
充
実
し
た
時
代
で
も

あ
り
ま
し
た
。理
科
室
や
裁
縫
室
、唱
歌
室
な
ど
の
特
別
教
室
が
増
え
た
の
も

こ
の
頃
で
す
。時
代
は
下
り
ま
す
が
、旧
藤
岡
中
学
特
別
教
室
も
そ
の
系
列
の

建
物
で
す
。ま
た
、明
治
23
年
の
教
育
勅
語
以
降
に
発
達
し
た
講
堂
も
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、東
海
学
園
大
講
堂
の
よ
う
な
名
作

が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、華
や
か
な
時
代
は
長
く
は
続
か
ず
、や
が
て
戦
争
が
社
会
に
暗
い

影
を
落
と
し
始
め
ま
す
。日
中
戦
争
以
降
は
、乏
し
い
物
資
の
中
で
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
は
も
ち
ろ
ん
、木
造
の
校
舎
も
厳
し
い
制
限
を
受
け
ま
し
た
。

　
戦
時
下
で
例
外
的
に
建
て
ら
れ
た
旧
多
米
小
学
校
の
鉄
が
使
用
さ
れ
て
い

な
い
建
て
付
け
か
ら
、当
時
の
生
々
し
い
よ
う
す
が
う
か
が
え
ま
す
。

お
わ
り
に

　
昭
和
20
年
、愛
知
の
主
要
な
都
市
は
空
襲
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、学
校

を
含
む
多
く
の
建
物
が
焼
失
し
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、爆
撃
を
受
け
て
も
倒

壊
を
免
れ
、終
戦
直
後
か
ら
講
義
に
使
用
さ
れ
た
金
城
学
院
榮
光
館
の
よ
う

な
建
物
も
あ
り
ま
し
た
。

　
や
が
て
、戦
災
復
興
と
と
も
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
学
校
が
各
地
で

建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、明
る
く
衛
生
的
で
頑
丈
な
校
舎
が
全
国
に
行
き

渡
り
ま
し
た
。明
治
以
来
の
壮
大
な
構
想
は
、こ
こ
で
よ
う
や
く
実
を
結
ん

だ
の
で
す
。

　
一
方
そ
の
裏
で
は
、古
い
学
校
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
僅
か
に
残
さ
れ
た
校
舎
や
講
堂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、館
内
に
漂
う
気
配

に
言
い
知
れ
な
い
感
動
が
込
み
上
げ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、建

物
に
し
み
込
ん
だ
懐
か
し
い
匂
い
が
私
た
ち
の
思
い
出
と
つ
な
が
っ
て
、心
に
残

る
風
景
を
鮮
明
に
呼
び
覚
ま
す
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

愛知の建物、
　　学び舎編

め
い
り
ん
ど
う

ま
つ

じ
し
ゅ
う
か
ん

そ
う
か
か
んし

せ
い

ご
う
こ
う

え
い
し
ょ
う
じ

よ
う
ふ
う

ぎ

ぶ
ん
れ
い
か
ん
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橋
の
時
習
館
や
豊
田
の
崇
化
館
、刈
谷
の
文
礼
館
な
ど
の
藩
校
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
で
、町
民
や
農
民
の
子
ど
も
が
学
ん
だ
寺
子
屋
は
、読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
と
し
つ
け
を
習
う
初
歩
的
な
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
。明
治
初
期
の
小
学
校

は
、そ
れ
ら
寺
子
屋
を
含
む
市
井
の
郷
校
を
転
用
し
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
で
は
江
戸
時
代
の
学
校
建
築
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、明
倫
堂

の
聖
堂
は
岐
阜
県
羽
島
市
の
永
照
寺
に
移
築
さ
れ
、本
堂
に
転
用
さ
れ
て
現
存

し
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
後
の
愛
知
の
学
校

　
明
治
維
新
か
ら
５
年
、政
府
は
国
民
す
べ
て
の
教
育
と
国
家
の
礎
と
な
る
人

材
の
養
成
を
め
ざ
し
て「
学
制
」を
公
布
し
ま
す
。こ
れ
は
、全
国
に
８
つ
の
大
学

と
２
５
６
の
中
学
校
、そ
し
て
５
万
３
７
６
０
の
小
学
校
を
設
け
る
と
い
う
壮

大
な
構
想
で
し
た
。ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、福
沢
諭
吉
の『
学
問
の
す
ゝ
め
』や
、愛

知
県
が
発
行
し
た『
学
問
の
さ
と
し
』に
よ
る
教
育
の
啓
蒙
も
あ
り
、各
地
に
小

学
校
が
建
設
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、長
野
県
松
本
市
の
開
智
学
校
の
よ
う
な
擬

洋
風
建
築
の
校
舎
で
す
。大
工
棟
梁
た
ち
が
西
洋
建
築
を
ま
ね
て
創
り
上
げ
た

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
建
物
は
、地
域
の
人
々
に
と
っ
て
文
明
開
化
の
象
徴
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。愛
知
県
で
は
名
古
屋
市
南
区
に
擬
洋
風
の
旧
鳴
尾
学
校

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
壮
大
な
構
想
を
掲
げ
た「
学
制
」で
し
た
が
、実
現
に
は
程
遠
く
、明
治
12
年

の
教
育
令
の
施
行
に
あ
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。教
育
令
で
は
各
市
町
村
の

実
情
に
合
っ
た
小
学
校
の
開
設
が
進
め
ら
れ
、機
能
に
即
し
た
校
舎
の
建
設
が

は
じ
め
に

　
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
公
共
の
建
物
と
い
え
ば
、学
校
を
思
い
浮
か
べ
る

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。子
ど
も
の
頃
に
通
っ
た
小
学
校
は
も
と
よ
り
、多
感

な
時
期
を
過
ご
し
た
中
学
・
高
校
、大
学
や
専
門
学
校
で
何
か
に
打
ち
込
ん

だ
思
い
出
な
ど
、時
が
経
っ
て
も
心
に
残
る
風
景
と
し
て
、私
た
ち
に
寄
り

添
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
学
校
の
多
く
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
建
て
ら
れ
、教
室
の
向
き
や

廊
下
の
場
所
な
ど
良
く
似
た
建
物
が
多
い
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。そ
の

よ
う
な
定
型
化
し
た
建
物
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、と
て
も
興
味
深
い
歴
史

的
な
背
景
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
書
で
紹
介
す
る
国
登
録
有
形
文
化
財
の
建
物
は
、現
在
に
つ
な
が
る
学
校

建
築
の
変
遷
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
そ
れ

ら
の
建
物
は
、単
に
昔
の
学
校
と
い
う
だ
け
で
な
く
、か
つ
て
は
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
ま
ち
の
自
慢
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
学
校
の
歴
史
を
、少
し
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
学
校

　
現
在
の
学
校
の
ル
ー
ツ
は
江
戸
時
代
の
藩
校
や
寺
子
屋
な
ど
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
尾
張
藩
で
は
、初
代
藩
主
徳
川
義
直
が
孔
子
を
祀
る
聖
堂
と
文
庫
を
建
て
、

学
問
所
を
設
け
た
の
が
藩
校
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、藩
士
の

子
ど
も
を
教
育
す
る
明
倫
堂
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。明
倫
堂
で
は
儒
教
や
国

学
の
ほ
か
、さ
ま
ざ
ま
な
科
目
が
学
べ
た
と
い
い
ま
す
。愛
知
県
で
は
他
に
、豊

推
奨
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
教
育
令
の
作
成
に
携
わ
っ
た
の
が
尾
張
藩
出
身
で
明

倫
堂
に
学
ん
だ
田
中
不
二
麿
で
し
た
。

片
廊
下
型
の
完
成

　
名
古
屋
市
東
区
代
官
町
に
生
ま
れ
た
田
中
不
二
麿
は
、佐
幕
派
が
優
勢
だ
っ

た
尾
張
藩
の
中
で
尊
皇
攘
夷
を
唱
え
、維
新
後
に
明
治
政
府
で
活
躍
し
た
藩
士

で
す
。明
治
４
年
に
岩
倉
使
節
団
に
同
行
し
欧
米
の
教
育
制
度
を
視
察
す
る
と
、

帰
国
後
は
文
部
大
輔
と
な
り「
学
制
」の
実
施
に
向
け
奔
走
し
ま
す
。ま
た
教
育

令
の
作
成
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、校
舎
の
配
置
計
画
や
建
築
諸
規
則
を
広
め
、

私
立
学
校
の
開
設
に
尽
力
す
る
な
ど
学
校
建
設
の
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　
田
中
が
作
成
し
た
教
育
令
は
、公
布
後
も
諸
規
則
を
頻
繁
に
更
新
し
つ
づ
け
、

そ
れ
に
伴
い
機
能
に
準
じ
た
校
舎
の
姿
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
到
達
点
が
、明
治
28
年
に
文
部
省
技
師
の
久
留
正
道
が
著
し
た「
学
校
建

築
図
説
明
お
よ
び
設
計
大
要
」（
以
下「
大
要
」）で
す
。こ
れ
は
学
校
の
作
り
方

を
紹
介
し
た
画
期
的
な
冊
子
で
し
た
。

　
例
え
ば
、校
庭
は
南
か
東
に
配
置
し
、教
室
は
校
庭
に
面
し
て
窓
を
大
き
く

と
り
採
光
と
換
気
に
留
意
す
る
。こ
れ
は
空
気
が
入
れ
替
え
や
す
く
、照
明
機

器
の
な
い
教
室
で
も
手
元
が
影
に
な
ら
な
い
工
夫
で
す
。そ
の
他
、教
室
の
広
さ

は
四
間（
7・2
メ
ー
ト
ル
）×
五
間（
９
メ
ー
ト
ル
）、天
井
高
は
九
尺（
２・７

メ
ー
ト
ル
）以
上
と
し
、廊
下
は
片
側
に
配
し
、虚
飾
を
避
け
、衛
生
面
に
注
意

す
る
こ
と
な
ど
が
、図
と
と
も
に
細
か
く
規
定
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、実
際
に
建

設
す
る
際
の
お
手
本
と
し
て
、校
舎
の
配
置
を
コ
字
型
や
L
字
型
な
ど
で
示
す

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、明
治
26
年
に
東
海
地
方
を
襲
っ
た
濃
尾
地
震
の
経
験
か
ら
、平
屋

建
て
を
原
則
と
し
、小
屋
組
み
に
ト
ラ
ス
を
推
奨
し
方
杖
で
補
強
す
る
こ
と
も

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
示
さ
れ
た
か
た
ち
が
、現
在
の
校
舎
ま
で
続
く
片
廊
下
型
の
基
本
的

な
形
式
と
な
り
、教
室
の
広
さ
も
戦
後
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
続
け
る
基

準
と
な
り
ま
し
た
。本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
田
峯
小
学
校
以
下
の
校
舎
の
ほ

と
ん
ど
も
、こ
こ
に
準
拠
し
て
い
ま
す
。

　
機
能
に
特
化
し
、い
ち
早
く
定
型
化
さ
れ
た
学
校
建
築
は
、明
治
の
建
物
の

中
で
も
独
自
の
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。「
大
要
」が
公
布
さ
れ
た
そ
の
年
、東
京

駅
の
設
計
者
辰
野
金
吾
の
手
掛
け
た
日
本
銀
行
本
店
が
完
成
し
て
い
ま
す
が
、

荘
重
な
西
洋
建
築
風
の
建
物
と
比
較
す
る
と
、そ
の
違
い
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　「
大
要
」の
公
布
を
境
に
、木
造
平
屋
建
て
の
片
廊
下
型
校
舎
は
全
国
に
普
及

し
て
い
き
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
校
舎

　
大
正
12
年
、関
東
一
円
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７・９
の
大
地
震
は
首
都

圏
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
脚
光
を
浴
び
た
の
が
、地
震
に
強
く
火
災
に
耐
え
ら
れ

る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
で
し
た
。木
造
に
比
べ
る
と
費
用
は
か
か
り

ま
す
が
、２
階
建
て
以
上
に
重
層
で
き
る
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
し
た
。

　「
学
制
」公
布
の
頃
に
は
30
％
程
度
だ
っ
た
就
学
率
も
明
治
の
終
わ
り
に
は

90
％
を
超
え
、日
露
戦
争
後
に
は
中
学・高
等
学
校
へ
の
進
学
者
も
増
え
て
、学

校
の
数
は
増
大
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
明
治
初
期
に
建
て
ら
れ
た
木
造
校
舎
の

老
朽
化
も
問
題
と
な
り
、敷
地
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
都
心
部
で
は
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
は
理
に
か
な
っ
た
構
造
形
式
で
し
た
。

　
震
災
後
の
東
京
で
は
小
学
校
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
原
則
化
さ
れ
ま
し

た
が
、一
方
で
地
方
へ
の
普
及
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
大
き
な
要
因
が
建

設
技
術
の
問
題
で
し
た
。木
造
に
比
べ
て
新
し
い
工
法
だ
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
知
識
や
経
験
を
持
つ
技
術
者
は
、ま
だ
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

営
繕
課
技
師
た
ち
の
活
躍

　
愛
知
で
は
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
普
及
に
県
や
市
の
営
繕
課
の
技
師
が

貢
献
し
ま
し
た
。名
古
屋
市
で
は
大
正
10
年
に
園
町
尋
常
小
学
校
が
、県
内
で

は
大
正
８
年
に
新
設
さ
れ
た
県
立
一
宮
中
学
校（
現
一
宮
高
校
）ら
４
校
を
皮

切
り
に
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
校
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
そ
れ
ら
校
舎
の
多
く
が
、壁
面
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
り
、屋
根
を
支

え
る
小
屋
組
み
を
木
造
に
し
た
混
構
造
で
、現
在
の
校
舎
に
至
る
過
渡
期
の
構

造
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。本
書
に
登
場
す
る
旧
亀
城
小
学
校
や
滝
学
園
本

館
も
同
じ
構
造
で
す
。い
ず
れ
の
場
合
も
、立
派
な
校
舎
を
望
ん
だ
地
域
の
思

い
と
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
技
術
と
経
験
を
も
っ
た
技
師
が
結
び
つ
い
て
、

特
色
の
あ
る
建
物
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
教
育
施
設
が
充
実
し
た
時
代
で
も

あ
り
ま
し
た
。理
科
室
や
裁
縫
室
、唱
歌
室
な
ど
の
特
別
教
室
が
増
え
た
の
も

こ
の
頃
で
す
。時
代
は
下
り
ま
す
が
、旧
藤
岡
中
学
特
別
教
室
も
そ
の
系
列
の

建
物
で
す
。ま
た
、明
治
23
年
の
教
育
勅
語
以
降
に
発
達
し
た
講
堂
も
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、東
海
学
園
大
講
堂
の
よ
う
な
名
作

が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、華
や
か
な
時
代
は
長
く
は
続
か
ず
、や
が
て
戦
争
が
社
会
に
暗
い

影
を
落
と
し
始
め
ま
す
。日
中
戦
争
以
降
は
、乏
し
い
物
資
の
中
で
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
は
も
ち
ろ
ん
、木
造
の
校
舎
も
厳
し
い
制
限
を
受
け
ま
し
た
。

　
戦
時
下
で
例
外
的
に
建
て
ら
れ
た
旧
多
米
小
学
校
の
鉄
が
使
用
さ
れ
て
い

な
い
建
て
付
け
か
ら
、当
時
の
生
々
し
い
よ
う
す
が
う
か
が
え
ま
す
。

お
わ
り
に

　
昭
和
20
年
、愛
知
の
主
要
な
都
市
は
空
襲
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、学
校

を
含
む
多
く
の
建
物
が
焼
失
し
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、爆
撃
を
受
け
て
も
倒

壊
を
免
れ
、終
戦
直
後
か
ら
講
義
に
使
用
さ
れ
た
金
城
学
院
榮
光
館
の
よ
う

な
建
物
も
あ
り
ま
し
た
。

　
や
が
て
、戦
災
復
興
と
と
も
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
学
校
が
各
地
で

建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、明
る
く
衛
生
的
で
頑
丈
な
校
舎
が
全
国
に
行
き

渡
り
ま
し
た
。明
治
以
来
の
壮
大
な
構
想
は
、こ
こ
で
よ
う
や
く
実
を
結
ん

だ
の
で
す
。

　
一
方
そ
の
裏
で
は
、古
い
学
校
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
僅
か
に
残
さ
れ
た
校
舎
や
講
堂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、館
内
に
漂
う
気
配

に
言
い
知
れ
な
い
感
動
が
込
み
上
げ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、建

物
に
し
み
込
ん
だ
懐
か
し
い
匂
い
が
私
た
ち
の
思
い
出
と
つ
な
が
っ
て
、心
に
残

る
風
景
を
鮮
明
に
呼
び
覚
ま
す
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ふ
じ
ま
ろ

た
ゆ
う

く
る

ほ
う
づ
え

だ
み
ね

た
つ
の
き
ん
ご
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橋
の
時
習
館
や
豊
田
の
崇
化
館
、刈
谷
の
文
礼
館
な
ど
の
藩
校
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
で
、町
民
や
農
民
の
子
ど
も
が
学
ん
だ
寺
子
屋
は
、読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
と
し
つ
け
を
習
う
初
歩
的
な
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
。明
治
初
期
の
小
学
校

は
、そ
れ
ら
寺
子
屋
を
含
む
市
井
の
郷
校
を
転
用
し
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
で
は
江
戸
時
代
の
学
校
建
築
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、明
倫
堂

の
聖
堂
は
岐
阜
県
羽
島
市
の
永
照
寺
に
移
築
さ
れ
、本
堂
に
転
用
さ
れ
て
現
存

し
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
後
の
愛
知
の
学
校

　
明
治
維
新
か
ら
５
年
、政
府
は
国
民
す
べ
て
の
教
育
と
国
家
の
礎
と
な
る
人

材
の
養
成
を
め
ざ
し
て「
学
制
」を
公
布
し
ま
す
。こ
れ
は
、全
国
に
８
つ
の
大
学

と
２
５
６
の
中
学
校
、そ
し
て
５
万
３
７
６
０
の
小
学
校
を
設
け
る
と
い
う
壮

大
な
構
想
で
し
た
。ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、福
沢
諭
吉
の『
学
問
の
す
ゝ
め
』や
、愛

知
県
が
発
行
し
た『
学
問
の
さ
と
し
』に
よ
る
教
育
の
啓
蒙
も
あ
り
、各
地
に
小

学
校
が
建
設
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、長
野
県
松
本
市
の
開
智
学
校
の
よ
う
な
擬

洋
風
建
築
の
校
舎
で
す
。大
工
棟
梁
た
ち
が
西
洋
建
築
を
ま
ね
て
創
り
上
げ
た

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
建
物
は
、地
域
の
人
々
に
と
っ
て
文
明
開
化
の
象
徴
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。愛
知
県
で
は
名
古
屋
市
南
区
に
擬
洋
風
の
旧
鳴
尾
学
校

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
壮
大
な
構
想
を
掲
げ
た「
学
制
」で
し
た
が
、実
現
に
は
程
遠
く
、明
治
12
年

の
教
育
令
の
施
行
に
あ
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。教
育
令
で
は
各
市
町
村
の

実
情
に
合
っ
た
小
学
校
の
開
設
が
進
め
ら
れ
、機
能
に
即
し
た
校
舎
の
建
設
が

は
じ
め
に

　
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
公
共
の
建
物
と
い
え
ば
、学
校
を
思
い
浮
か
べ
る

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。子
ど
も
の
頃
に
通
っ
た
小
学
校
は
も
と
よ
り
、多
感

な
時
期
を
過
ご
し
た
中
学
・
高
校
、大
学
や
専
門
学
校
で
何
か
に
打
ち
込
ん

だ
思
い
出
な
ど
、時
が
経
っ
て
も
心
に
残
る
風
景
と
し
て
、私
た
ち
に
寄
り

添
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
学
校
の
多
く
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
建
て
ら
れ
、教
室
の
向
き
や

廊
下
の
場
所
な
ど
良
く
似
た
建
物
が
多
い
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。そ
の

よ
う
な
定
型
化
し
た
建
物
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、と
て
も
興
味
深
い
歴
史

的
な
背
景
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
書
で
紹
介
す
る
国
登
録
有
形
文
化
財
の
建
物
は
、現
在
に
つ
な
が
る
学
校

建
築
の
変
遷
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
そ
れ

ら
の
建
物
は
、単
に
昔
の
学
校
と
い
う
だ
け
で
な
く
、か
つ
て
は
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
ま
ち
の
自
慢
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
学
校
の
歴
史
を
、少
し
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
学
校

　
現
在
の
学
校
の
ル
ー
ツ
は
江
戸
時
代
の
藩
校
や
寺
子
屋
な
ど
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
尾
張
藩
で
は
、初
代
藩
主
徳
川
義
直
が
孔
子
を
祀
る
聖
堂
と
文
庫
を
建
て
、

学
問
所
を
設
け
た
の
が
藩
校
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、藩
士
の

子
ど
も
を
教
育
す
る
明
倫
堂
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。明
倫
堂
で
は
儒
教
や
国

学
の
ほ
か
、さ
ま
ざ
ま
な
科
目
が
学
べ
た
と
い
い
ま
す
。愛
知
県
で
は
他
に
、豊

推
奨
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
教
育
令
の
作
成
に
携
わ
っ
た
の
が
尾
張
藩
出
身
で
明

倫
堂
に
学
ん
だ
田
中
不
二
麿
で
し
た
。

片
廊
下
型
の
完
成

　
名
古
屋
市
東
区
代
官
町
に
生
ま
れ
た
田
中
不
二
麿
は
、佐
幕
派
が
優
勢
だ
っ

た
尾
張
藩
の
中
で
尊
皇
攘
夷
を
唱
え
、維
新
後
に
明
治
政
府
で
活
躍
し
た
藩
士

で
す
。明
治
４
年
に
岩
倉
使
節
団
に
同
行
し
欧
米
の
教
育
制
度
を
視
察
す
る
と
、

帰
国
後
は
文
部
大
輔
と
な
り「
学
制
」の
実
施
に
向
け
奔
走
し
ま
す
。ま
た
教
育

令
の
作
成
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、校
舎
の
配
置
計
画
や
建
築
諸
規
則
を
広
め
、

私
立
学
校
の
開
設
に
尽
力
す
る
な
ど
学
校
建
設
の
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　
田
中
が
作
成
し
た
教
育
令
は
、公
布
後
も
諸
規
則
を
頻
繁
に
更
新
し
つ
づ
け
、

そ
れ
に
伴
い
機
能
に
準
じ
た
校
舎
の
姿
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
到
達
点
が
、明
治
28
年
に
文
部
省
技
師
の
久
留
正
道
が
著
し
た「
学
校
建

築
図
説
明
お
よ
び
設
計
大
要
」（
以
下「
大
要
」）で
す
。こ
れ
は
学
校
の
作
り
方

を
紹
介
し
た
画
期
的
な
冊
子
で
し
た
。

　
例
え
ば
、校
庭
は
南
か
東
に
配
置
し
、教
室
は
校
庭
に
面
し
て
窓
を
大
き
く

と
り
採
光
と
換
気
に
留
意
す
る
。こ
れ
は
空
気
が
入
れ
替
え
や
す
く
、照
明
機

器
の
な
い
教
室
で
も
手
元
が
影
に
な
ら
な
い
工
夫
で
す
。そ
の
他
、教
室
の
広
さ

は
四
間（
7・2
メ
ー
ト
ル
）×
五
間（
９
メ
ー
ト
ル
）、天
井
高
は
九
尺（
２・７

メ
ー
ト
ル
）以
上
と
し
、廊
下
は
片
側
に
配
し
、虚
飾
を
避
け
、衛
生
面
に
注
意

す
る
こ
と
な
ど
が
、図
と
と
も
に
細
か
く
規
定
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、実
際
に
建

設
す
る
際
の
お
手
本
と
し
て
、校
舎
の
配
置
を
コ
字
型
や
L
字
型
な
ど
で
示
す

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、明
治
26
年
に
東
海
地
方
を
襲
っ
た
濃
尾
地
震
の
経
験
か
ら
、平
屋

建
て
を
原
則
と
し
、小
屋
組
み
に
ト
ラ
ス
を
推
奨
し
方
杖
で
補
強
す
る
こ
と
も

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
示
さ
れ
た
か
た
ち
が
、現
在
の
校
舎
ま
で
続
く
片
廊
下
型
の
基
本
的

な
形
式
と
な
り
、教
室
の
広
さ
も
戦
後
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
続
け
る
基

準
と
な
り
ま
し
た
。本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
田
峯
小
学
校
以
下
の
校
舎
の
ほ

と
ん
ど
も
、こ
こ
に
準
拠
し
て
い
ま
す
。

　
機
能
に
特
化
し
、い
ち
早
く
定
型
化
さ
れ
た
学
校
建
築
は
、明
治
の
建
物
の

中
で
も
独
自
の
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。「
大
要
」が
公
布
さ
れ
た
そ
の
年
、東
京

駅
の
設
計
者
辰
野
金
吾
が
手
掛
け
た
日
本
銀
行
本
店
が
完
成
し
て
い
ま
す
が
、

荘
重
な
西
洋
建
築
風
の
建
物
と
比
較
す
る
と
、そ
の
違
い
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　「
大
要
」の
公
布
を
境
に
、木
造
平
屋
建
て
の
片
廊
下
型
校
舎
は
全
国
に
普
及

し
て
い
き
ま
し
た
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
校
舎

　
大
正
12
年
、関
東
一
円
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７・９
の
大
地
震
は
首
都

圏
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
脚
光
を
浴
び
た
の
が
、地
震
に
強
く
火
災
に
耐
え
ら
れ

る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
で
し
た
。木
造
に
比
べ
る
と
費
用
は
か
か
り

ま
す
が
、２
階
建
て
以
上
に
重
層
で
き
る
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
し
た
。

　「
学
制
」公
布
の
頃
に
は
30
％
程
度
だ
っ
た
就
学
率
も
明
治
の
終
わ
り
に
は

90
％
を
超
え
、日
露
戦
争
後
に
は
中
学・高
等
学
校
へ
の
進
学
者
も
増
え
て
、学

校
の
数
は
増
大
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
明
治
初
期
に
建
て
ら
れ
た
木
造
校
舎
の

老
朽
化
も
問
題
と
な
り
、敷
地
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
都
心
部
で
は
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
は
理
に
か
な
っ
た
構
造
形
式
で
し
た
。

　
震
災
後
の
東
京
で
は
小
学
校
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
原
則
化
さ
れ
ま
し

た
が
、一
方
で
地
方
へ
の
普
及
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
大
き
な
要
因
が
建

設
技
術
の
問
題
で
し
た
。木
造
に
比
べ
て
新
し
い
工
法
だ
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
知
識
や
経
験
を
持
つ
技
術
者
は
、ま
だ
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

営
繕
課
技
師
た
ち
の
活
躍

　
愛
知
で
は
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
普
及
に
県
や
市
の
営
繕
課
の
技
師
が

貢
献
し
ま
し
た
。名
古
屋
市
で
は
大
正
10
年
に
園
町
尋
常
小
学
校
が
、県
内
で

は
大
正
８
年
に
新
設
さ
れ
た
県
立
一
宮
中
学
校（
現
一
宮
高
校
）ら
４
校
を
皮

切
り
に
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
校
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
そ
れ
ら
校
舎
の
多
く
が
、壁
面
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
り
、屋
根
を
支

え
る
小
屋
組
み
を
木
造
に
し
た
混
構
造
で
、現
在
の
校
舎
に
至
る
過
渡
期
の
構

造
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。本
書
に
登
場
す
る
旧
亀
城
小
学
校
や
滝
学
園
本

館
も
同
じ
構
造
で
す
。い
ず
れ
の
場
合
も
、立
派
な
校
舎
を
望
ん
だ
地
域
の
思

い
と
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
技
術
と
経
験
を
も
っ
た
技
師
が
結
び
つ
い
て
、

特
色
の
あ
る
建
物
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
教
育
施
設
が
充
実
し
た
時
代
で
も

あ
り
ま
し
た
。理
科
室
や
裁
縫
室
、唱
歌
室
な
ど
の
特
別
教
室
が
増
え
た
の
も

こ
の
頃
で
す
。時
代
は
下
り
ま
す
が
、旧
藤
岡
中
学
特
別
教
室
も
そ
の
系
列
の

建
物
で
す
。ま
た
、明
治
23
年
の
教
育
勅
語
以
降
に
発
達
し
た
講
堂
も
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、東
海
学
園
大
講
堂
の
よ
う
な
名
作

が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、華
や
か
な
時
代
は
長
く
は
続
か
ず
、や
が
て
戦
争
が
社
会
に
暗
い

影
を
落
と
し
始
め
ま
す
。日
中
戦
争
以
降
は
、乏
し
い
物
資
の
中
で
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
は
も
ち
ろ
ん
、木
造
の
校
舎
も
厳
し
い
制
限
を
受
け
ま
し
た
。

　
戦
時
下
で
例
外
的
に
建
て
ら
れ
た
旧
多
米
小
学
校
の
鉄
が
使
用
さ
れ
て
い

な
い
建
て
付
け
か
ら
、当
時
の
生
々
し
い
よ
う
す
が
う
か
が
え
ま
す
。

お
わ
り
に

　
昭
和
20
年
、愛
知
の
主
要
な
都
市
は
空
襲
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、学
校

を
含
む
多
く
の
建
物
が
焼
失
し
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、爆
撃
を
受
け
て
も
倒

壊
を
免
れ
、終
戦
直
後
か
ら
講
義
に
使
用
さ
れ
た
金
城
学
院
榮
光
館
の
よ
う

な
建
物
も
あ
り
ま
し
た
。

　
や
が
て
、戦
災
復
興
と
と
も
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
学
校
が
各
地
で

建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、明
る
く
衛
生
的
で
頑
丈
な
校
舎
が
全
国
に
行
き

渡
り
ま
し
た
。明
治
以
来
の
壮
大
な
構
想
は
、こ
こ
で
よ
う
や
く
実
を
結
ん

だ
の
で
す
。

　
一
方
そ
の
裏
で
は
、古
い
学
校
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
僅
か
に
残
さ
れ
た
校
舎
や
講
堂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、館
内
に
漂
う
気
配

に
言
い
知
れ
な
い
感
動
が
込
み
上
げ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、建

物
に
し
み
込
ん
だ
懐
か
し
い
匂
い
が
私
た
ち
の
思
い
出
と
つ
な
が
っ
て
、心
に
残

る
風
景
を
鮮
明
に
呼
び
覚
ま
す
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
め
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小学校は明治5年に公布された「学制」により、

愛知県内に600校を設ける計画が立てられた。

当時は尋常小学校といい、尋常とは普通を意味した。

昭和16年から22年まで国民学校に変更された。

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、あるいはいつもの街並み
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。

【良い建築の３つの要素】
　建築の世界では、良い建築は「用・強・美」の３つの要素を満たすものであると
いわれています。「用」は機能的であること、「強」は構造的な強度、「美」は見た目の
美しさをさします。
　本書で紹介する学校の建物の多くは、「用」に重きをおいています。採光と換気に
適した片廊下型や、基準寸法で定められた教室の大きさなどは、最たるポイント
でしょう。「強」については、自然災害の教訓から鉄筋コンクリート造の頑丈な校舎
を早くから採り入れてきました。
　ただ「美」については、必ずしも追求されていたとはいえません。ですが、年月を
経た建物は風雨にさらされることで風合いを帯び、「侘び寂び」に通じる美しさ
を感じさせ、学校の建物を良い建築へと仕上げています。

【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。

たしな

小・中学校

わ　　　　さ
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徳
川
と
武
田
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、騒
乱
の
地
と

な
っ
た
田
峯
城
跡
や
、城
主
の
菅
沼
貞
吉
が
1
4
7
0

年
に
勧
請
し
た
田
峰
観
音
が
今
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

県
内
唯
一の
現
役
の
古
い
木
造
校
舎

　
田
峯
小
学
校
は
、田
峰
観
音
近
く
の
山
の
中
腹
に

あ
り
ま
す
。 

赤
い
鋼
板
瓦
と
焦
げ
茶
色
の
下
見
板
、

白
い
窓
枠
の
木
造
校
舎
が
水
平
に
伸
び
、ひ
ら
か
れ

た
校
庭
か
ら
見
渡
せ
ば
、遠
く
続
く
峰
々
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

　
田
峯
小
学
校
は
、明
治
6
年
に
第
15
番
小
学
田
峯

校
と
し
て
開
校
し
、現
在
地
へ
は
昭
和
2
年
に
移
転
、

現
校
舎
も
そ
の
時
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
以
来
90
年

以
上
使
用
さ
れ
続
け
、平
成
23
年
に
は
瓦
の
葺
き
替

え
と
耐
震
補
強
を
施
す
な
ど
の
大
規
模
な
改
修
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
普
通
教
室
棟
は
、南
側
の
校
庭
に
面
し
て
教
室
を

配
置
し
、廊
下
を
北
側
に
お
く
片
廊
下
型
で
す
。
ま

た
特
別
教
室
棟
は
、校
庭
を
L
字
に
囲
う
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
開
か
れ
た
窓
は
、採
光

と
換
気
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

　
長
さ
65
m
の
普
通
教
室
棟
の
中
心
の
玄
関
ポ
ー
チ
に

は
、「
學
」の
字
が
入
っ
た
鬼
瓦
が
の
り
、懸
魚
に
は
ピ
ン

ク
色
の
ね
じ
り
梅
模
様
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、北
側
を
通
る
長
い
廊
下
で
は
、雨
天
時
に

朝
礼
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

教
室
内

は
、採
光
と
換
気
の
た
め
天
井
が
高
く
、
そ
の
た
め

室
内
は
照
明
な
し
で
も
明
る
く
、清
潔
な
空
気
が
循

環
し
て
い
ま
す
。

　
児
童
数
10
名
程
度
の
小
さ
な
学
校
で
す
が
、子
ど

も
た
ち
が
制
作
し
た
習
字
や
絵
画
が
い
た
る
と
こ

ろ
に
飾
ら
れ
、賑
や
か
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

青
い
目
の
人
形
と
子
ど
も
歌
舞
伎

　
田
峯
小
学
校
に
は
、昭
和
２
年
に
ア
メ
リ
カ
と
の

友
好
の
証
に
交
換
さ
れ
た
、グ
レ
ー
ス
と
い
う
青
い

目
の
人
形
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。 

人
形
は
、

太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
伴
い
焼
却
命
令
が
出
さ
れ
ま

し
た
が
、ひ
っ
そ
り
と
隠
さ
れ
て
戦
禍
を
免
れ
ま
し

た
。
そ
れ
が 

戦
後
に
再
発
見
さ
れ
る
と
、地
域
住

民
の
尽
力
で
故
郷
の
オ
ハ
イ
オ
州
デ
イ
ト
ン
市
へ
里
帰

り
を
果
た
し
ま
し
た
。

　
田
峯
地
区
で
は
、田
峰
観
音
に
奉
納
す
る
田
楽
や

地
歌
舞
伎
が
古
く
か
ら
伝
わ
り
、小
学
校
に
通
う
子

ど
も
た
ち
は
歌
舞
伎
を
奉
納
す
る
た
め
、年
始
に
な

る
と
厳
し
い
練
習
に
打
ち
込
み
ま
す
。
そ
れ
ら
課
外

学
習
は
、地
域
住
人
と
親
た
ち
の
手
厚
い
サ
ポ
ー
ト

で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
元
の
歴
史
や
文
化
を
尊
び
、そ
の
核
と
な
る
小

学
校
を
大
人
た
ち
が
支
え
る
姿
に
、学
校
の
本
質
を

見
る
思
い
が
し
ま
す
。

奥
三
河
と
田
峯
地
区

　
緑
深
い
山
間
部
に
は
今
も
古
い
し
き
た
り
や
習
俗

が
残
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
奥
三
河
地
方
の
山
間
部
に
あ
る
田
峯
小
学
校

は
、
そ
ん
な
祭
祀
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
興
味
深
い

小
学
校
で
す
。

　
奥
三
河
は
恵
那
山
や
木
曽
山
脈
に
連
な
る
山
々
に

囲
ま
れ
、
田
峯
の
里
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
標
高

4
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
頂
き
に
は
、戦
国
時
代
に

田峯小学校（普通教室棟／特別教室棟）
伝統芸能を継承する、県内唯一の現役の古い木造校舎

登録／2014年4月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの Damine Syôgakkô

北側廊下。竿縁天井が奥行きを与えている

教室棟外観。青空と深い緑に囲まれて、赤い鋼板瓦がひときわ目を惹く

玄関ポーチの鬼瓦とねじり梅模様

１
９
２
７
年（
昭
和
２
年
）／
２
０
１
１
年（
平
成
23
年
）改
修

木
造
平
屋
建
て

﹇
設
計
﹈不
明

北
設
楽
郡
設
楽
町
田
峯
字
下
畑
9
他

教室の風景。照明を消しても明るい

photo：nawoko kato

さ
い
し

だ
み
ね

だ
み
ね

が
く

げ
ぎ
ょ

で
ん
が
く

か
ん
じ
ょ
う
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内
に
は
仮
設
の
芝
居
小
屋
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
小
屋

に
は
花
道
と
桟
敷
が
作
ら
れ
、茅
葺
屋
根
の
舞
台
と

連
結
さ
れ
ま
す
。
天
井
は
竹
を
縄
で
結
わ
え
て
ア
ー

チ
状
に
組
み
、
そ
れ
を
丸
太
で
架
け
渡
さ
れ
た
梁
か

ら
吊
り
下
げ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
を
シ
ー

ト
で
覆
っ
て
芝
居
小
屋
が
完
成
し
ま
す
。

　
小
屋
に
は
２
０
０
人
以
上
が
入
場
で
き
、 

寒
風
が

吹
く
た
び
に
風
に
煽
ら
れ
て
た
わ
む
屋
根
と
底
冷
え

の
す
る
場
内
は
、独
特
の
風
情
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
歌
舞
伎
を
育
て
る
も
の

　
地
歌
舞
伎
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
玉
が
、子
ど
も
歌

舞
伎
で
す
。
田
峯
小
学
校
の
子
ど
も
達
が
地
元
の

人
々
の
教
え
を
受
け
、年
明
け
か
ら
練
習
に
打
ち
込

ん
で
舞
台
に
挑
み
ま
す
。

　
演
目
が
始
ま
る
前
に
は
新
入
学
生
の
お
披
露
目
も

あ
り
、ま
た
演
目
に
よ
っ
て
上
級
生
と
下
級
生
そ
れ

ぞ
れ
に
見
せ
場
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

隈
取
の
施
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
見
得
を
切
る
と
、

客
席
か
ら
か
け
声
が
か
か
り
、温
か
い
拍
手
と
と
も

に
た
く
さ
ん
の
お
ひ
ね
り
が
宙
を
舞
う
の
も
地
歌
舞

伎
の
良
さ
で
す
。

　
そ
れ
ら
伝
統
芸
能
は
、村
を
支
え
る
文
化
と
し
て

大
切
に
継
承
さ
れ
る
一
方
、地
元
の
人
々
の
根
幹
に

は
、子
ど
も
の
成
長
を
み
ん
な
で
喜
ぶ
姿
が
強
く
感

じ
ら
れ
ま
す
。
そ
ん
な
、昔
な
が
ら
の
日
本
の
コ
ミ
ュ

ニ
ティ
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、深
い
感
動
を

覚
え
ま
す
。

田
峰
観
音
と
田
楽
・
地
歌
舞
伎

　
田
峯
地
区
で
は
、毎
年
2
月
の
第
2
週
の
週
末
に
、

五
穀
豊
穣
を
祈
る
田
楽
と
地
歌
舞
伎
を
田
峰
観
音

に
奉
納
す
る
例
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
田
峰
観
音
は
、１
４
７
０
年
田
峯
城
築
城
の
折
に
、

城
主
菅
沼
定
信
が
鎮
護
の
た
め
に
勧
請
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
田
峯
田
楽
は
、一
年
の
農
作
業

を
模
し
て
楽
や
舞
を
行
う
伝
統
芸
能
で
、約
４
６
０

年
の
歴
史
が
あ
り
、国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
地
歌
舞
伎
は
、
江
戸

時
代
に
村
を
救
っ
た
霊
験
を
観
音
様
に
感
謝
し
、

３
７
０
年
以
上
奉
納
さ
れ
続
け
て
き
た
芝
居
で
す
。

　
例
祭
の
日
に
は
た
く
さ
ん
の
の
ぼ
り
が
立
ち
、境

田峰観音と子ども歌舞伎

で
ん
が
く

ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

ち
ん
ごれ

い
げ
ん

さ
じ
き

か
や
ぶ
き

く
ま
ど
り

み
え

だ
み
ね

だ
み
ね

photo：Akihiko Mizuno/Hitoshi Kumamoto

芝居小屋の外観。奥の茅葺屋根が地歌舞伎舞台

子ども歌舞伎のようす。掛け声とともにおひねりが宙を舞う

芝居小屋内部。谷高座は歌舞伎座保存会の名称

文化財に指定されている地歌舞伎舞台

特 集 1

田
峯
地
区
と

田
峰
観
音
で
は

漢
字
が
違
う
ん
で
す
。

「
だ
み
ね
」
と
に
ご
る
の
と

同
じ
く
、
な
ぜ
か
は

分
か
っ
て
な
い

ら
し
い
で
す
。

・・・

か
ん
じ
ょ
う
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ボ
ン
ボ
ン
時
計
、高
度
成
長
期
の
象
徴
だ
っ
た
ブ
ラ

ウ
ン
管
テ
レ
ビ
な
ど
が
、と
こ
ろ
狭
し
と
置
か
れ
て

い
ま
す
。 

　
奥
へ
進
む
と
、
そ
の
う
ち
の
一
室
は
昔
の
教
室
の

姿
で
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
机

や
椅
子
に
は
肥
後
守
で
削
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
名

前
が
残
り
、ま
る
で
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な

錯
覚
を
覚
え
ま
す
。

戦
時
下
で
建
て
ら
れ
た
小
学
校

　
多
米
小
学
校
の
本
校
舎
は
、戦
時
下
の
昭
和
19
年

に
建
て
替
え
ら
れ
た
珍
し
い
校
舎
で
す
。
明
治
維
新

以
降
、昭
和
初
期
ま
で
増
え
続
け
た
学
校
建
築
は
、

昭
和
12
年
の
日
中
戦
争
を
境
に
建
設
を
自
粛
、新
設

は
原
則
禁
止
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
建
設
を
可
能
に
し
た
の

は
、ひ
と
え
に
地
元
の
人
々
の
努
力
に
よ
り
ま
す
。

建
設
費
用
や
資
材
を
自
分
た
ち
で
負
担
し
、木
材
は

裏
の
山
か
ら
切
り
出
し
て
き
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、

鉄
が
使
用
で
き
な
か
っ
た
た
め
、欄
間
の
レ
ー
ル
に
は

竹
を
用
い
、戸
車
は
陶
器
で
製
造
し
ま
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
、床
板
や
天
井
の
合
板
、小
屋
組
み
の

ト
ラ
ス
、そ
れ
を
支
え
る
柱
と
方
杖
、さ
ら
に
窓
枠

に
至
る
ま
で
、ガ
ラ
ス
を
除
く
ほ
ぼ
す
べ
て
が
木
で
作

ら
れ
、館
内
は
優
し
い
雰
囲
気
に
満
ち
て
い
ま
す
。

今
と
な
っ
て
は
、塗
装
す
ら
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も

幸
運
で
し
た
。

　
一
見
す
る
と
、当
時
の
木
造
校
舎
の
規
定
に
則
っ

た
あ
り
ふ
れ
た
学
校
建
築
で
も
、建
設
の
背
景
や
細

部
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
こ
と
で
、独
自
の
魅
力
を
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
こ
の
も
う
ひ
と
つ
の
見
ど
こ
ろ
は
、机
と
椅
子

で
す
。
シ
ン
プ
ル
な
継
ぎ
手
で
組
み
立
て
ら
れ
、椅
子

は
曲
線
の
つ
い
た
座
面
を
木
製
の
釘
で
固
定
し
て
あ

り
ま
す
。
年
月
を
経
て
丸
み
を
帯
び
た
姿
は
、民
芸

品
の
よ
う
な
美
し
さ
を
湛
え
て
い
ま
す
。

小
学
校
か
ら
民
俗
資
料
室
へ

　
多
米
小
学
校
本
校
舎
は
、開
発
の
進
ん
だ
多
米
地

区
に
新
し
い
校
舎
が
完
成
し
た
昭
和
51
年
に
役
割
を

終
え
ま
し
た
。
そ
し
て
2
年
後
に
、豊
橋
市
美
術
博

物
館
の
民
俗
資
料
収
蔵
室
及
び
収
蔵
庫
と
し
て
再
利

用
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。 

　
現
在
は
土
日
の
み
開
館
し
、季
節
に
応
じ
て
餅
つ

き
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

開
催
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
多
く
が
、旧
多
米
小
学
校
の

卒
業
生
た
ち
で
す
。

　
か
つ
て
新
校
舎
を
建
て
た
人
々
の
子
ど
も
た
ち

は
、思
い
出
深
い
校
舎
の
新
し
い
活
用
方
法
を
今
も

模
索
し
続
け
て
い
ま
す
。

懐
か
し
の
風
景

　
木
製
の
戸
を
ガ
ラ
リ
と
開
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
多

く
の
人
が
思
い
浮
か
べ
る
懐
か
し
い
教
室
の
風
景
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
豊
橋
市
内
を
走
る
路
面
電
車
の
赤
岩
口
停
留
場

か
ら
東
へ
2
キ
ロ
。
か
つ
て
多
米
小
学
校
だ
っ
た
木

造
校
舎
は
、民
俗
資
料
収
蔵
室
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
片
廊
下
型
で
標
準
的
な
大
き
さ
の
校
舎
内
に
は
、

古
い
農
機
具
や
養
蚕
の
道
具
を
は
じ
め
、ミ
シ
ン
や

豊橋市民俗資料収蔵室本棟
（旧多米小学校本校舎）
懐かしい教室風景の残る、旧木造校舎

登録／2016年2月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの

Toyohasisi
Minzokusiryôsyûzôsitu Hontô

外観。よく手入れされた裏庭

教室内部。天井や床板、窓枠など木製のしつらえに包まれた優しい空間

机と椅子。民芸品のように美しい

１
９
４
４
年（
昭
和
19
年
）

木
造
平
屋
建
て

﹇
設
計
﹈不
明

豊
橋
市
多
米
町
字
滝
ノ
谷
34‒

１‒

１

https://w
w
w
.toyohashi-bihaku.jp/?page_id=2

24
※

土
日
の
み
開
館

昭和の風情を復元した展示室

photo：Sayaka Ito/minachom/H.Kumamoto
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外
観
を
よ
く
見
て
み
る
と
、大
き
く
開
け
ら
れ
た

窓
が
出
窓
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。

採
光
と
換
気
の
た
め
に
作
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、

建
物
か
ら
45
セ
ン
チ
張
り
出
し
、高
さ
は
2・1
メ
ー

ト
ル
、大
き
い
方
は
幅
7・2
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、出
窓
間
に
設
け
ら
れ
た
非
常
口
上
部
の
軒
裏

に
は
木
製
の
換
気
窓
が
開
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
出
窓
は
教
室
棟
の
構
造
か
ら
離
れ
て
い
て
、こ
れ

は
近
代
建
築
で
発
達
し
た
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
と
同

じ
考
え
方
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
乳
白
色
の
ガ
ラ
ス
窓
か
ら
採
り
込
ま
れ
た
光
は
教

室
内
で
拡
散
し
、柔
ら
か
な
光
を
室
全
体
に
届
け
て

い
ま
す
。

特
別
教
室
の
歴
史

　
特
別
教
室
は
、
学
校
に
求
め
ら
れ
た
時
代
性
が

現
れ
て
い
ま
す
。
裁
縫
室
は
女
子
の
就
学
率
を
上

げ
る
目
的
で
設
け
ら
れ
、
ま
た
理
科
室
は
、
第
一

次
世
界
大
戦
後
に
科
学
力
の
向
上
を
目
的
と
し
て

施
設
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

唱
歌
室
も
軍
歌
の
普
及
に
あ
わ
せ
て
設
置
さ
れ
た

特
別
教
室
で
す
。

　
そ
の
一
方
で
、
畳
敷
き
が
多
か
っ
た
裁
縫
室
は
、

地
域
の
人
々
の
集
会
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
理
科
室
は
、
理
科
準
備
室
と
暗
室
が
セ
ッ
ト

で
設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
暗
室
は
ほ
と
ん
ど
使
用

さ
れ
ず
、
科
学
系
の
ク
ラ
ブ
の
部
室
に
な
る
場
合

も
多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

西
三
河
の
民
俗
資
料

　
藤
岡
民
俗
資
料
館
は
展
示
品
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ

と
つ
で
す
。
窯
業
や
養
蚕
の
古
道
具
や
、
街
の
歴
史

を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
が
隙
間
な
く
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
中
で
も
興
味
深
い
の
が
、
旧
準
備
室
の
献
馬
用
の

標
具
と
棒
の
手
の
展
示
で
す
。
藤
岡
は
古
く
か
ら
、

豊
作
に
感
謝
し
豪
華
に
飾
ら
れ
た
献
馬
と
、
剣
術

や
棒
術
を
元
に
し
た
伝
統
芸
能
の
棒
の
手
の
演
技

を
猿
投
神
社
に
奉
納
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
尾

張
か
ら
伝
わ
っ
た
古
い
習
わ
し
の
資
料
を
目
的
に
、

遠
方
か
ら
も
来
館
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　 

藤
岡
民
俗
資
料
館
は
、
平
成
8
年
の
改
修
工
事

の
折
に
白
い
モ
ル
タ
ル
塗
り
の
外
観
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
が
、
同
26
年
に
は
元
の
下
見
板
張
り
に
戻
さ

れ
、
傷
ん
だ
木
製
の
窓
枠
も
そ
の
ま
ま
修
理
さ
れ

ま
し
た
。

　
西
三
河
の
貴
重
な
民
俗
資
料
を
展
示
す
る
資
料

館
と
し
て
は
、
古
見
が
か
っ
た
現
在
の
姿
こ
そ
が
ふ

さ
わ
し
い
佇
ま
い
だ
と
思
い
ま
す
。

出
窓
と
採
光

　
の
ど
か
な
街
並
み
を
走
る
県
道
を
脇
道
に
入
る

と
、丘
の
上
に
文
化
施
設
の
集
ま
る
藤
岡
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
広
場
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
片
隅
に
赤
い
瓦
屋
根

に
下
見
板
張
り
の
藤
岡
民
俗
資
料
館
が
た
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
建
物
は
以
前
、裁
縫
室
や
理
科
室
、調
理

室
を
備
え
た
藤
岡
中
学
校
の
特
別
教
室
棟
で
し
た
。

傍
ら
に
残
る
古
い
門
柱
は
そ
の
名
残
で
す
。

木造カーテンウォールの、旧特別教室棟

登録／2017年5月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの Toyotasi Huziokaminzokusiryôkan

外観。玄関ポーチは後年の増築部

出窓の構成。教室内により多くの光と空気を採り込む工夫

養蚕の道具の展示

１
９
５
４
年（
昭
和
29
年
）／
１
９
８
１
年（
昭
和
56
年
）増
築

２
０
１
４
年（
平
成
26
年
）改
修

木
造
平
屋
建
て

【
設
計
】不
明

豊
田
市
藤
岡
飯
野
町
井
ノ
脇
４
０
１

https://w
w
w
.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/bunka/

shiryousonohoka/10
0
610

8.htm
l

※

見
学
可
。月
曜
日
、年
末
年
始
は
休
館
。

廊下側も窓が多く明るい

photo：nawoko kato

豊田市藤岡民俗資料館
（旧藤岡中学校特別教室棟）

け
ん
ば

さ
な
げ

だ
し

よ
う
ぎ
ょ
う
　 

よ
う
さ
ん
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大
中
は
営
繕
課
時
代
で
得
た
知
識
と
経
験
を
生
か

し
、刈
谷
を
中
心
に
西
三
河
地
方
で
多
く
の
建
物
を

設
計
し
ま
し
た
。
中
で
も
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
物
を
多
く
手
掛
け
た
業
績
は
大
き
く
、今
も
上
天

温
泉
な
ど
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

亀
城
小
学
校

　
亀
城
小
学
校
は
、旧
刈
谷
城
の
堀
が
入
り
込
ん
だ

複
雑
な
敷
地
に
あ
り
、新
校
舎
に
は
規
模
が
大
き
く

て
も
重
層
で
き
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
選
ば
れ

ま
し
た
。
そ
の
決
定
に
は
、工
場
誘
致
で
も
陣
頭
指

揮
を
と
っ
た
大
野
一
造
町
長
が
関
わ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
大
中
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
面
を
二
色
で
塗

り
分
け
、ユ
ニ
ー
ク
な
繰
形
で
飾
っ
て
、楽
し
い
外
観

を
つ
く
り
上
げ
ま
し
た
。
正
面
の
玄
関
ポ
ー
チ
に
は

ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
と
柱
型
を
崩
し
た
よ
う
な
装
飾
が
付

き
、ゆ
る
い
ア
ー
チ
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
ま
た

左
右
対
称
の
本
館
は
両
隅
の
翼
部
を
大
き
く
張
り
出

し
て
い
る
た
め
、迫
力
の
あ
る
構
成
に
な
っ
て
い
ま

す
。
2
階
の「
キ
」の
柱
型
と
大
き
な
窓
の
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
配
置
が
庭
の
植
栽
と
合
わ
さ
っ
て
、異
国
情

緒
の
漂
う
明
る
い
表
情
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

お
も
ち
ゃ
展
示
と
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

　
一
時
は
取
り
壊
し
が
検
討
さ
れ
た
亀
城
小
学
校
本

館
で
す
が
、地
元
の
人
々
の
尽
力
で
昭
和
55
年
に
刈

谷
市
郷
土
資
料
館
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

近
年
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
展
示
室
で
は
、刈
谷
城

の
模
型
を
は
じ
め
、刈
谷
の
教
育
に
関
す
る
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
り
わ
け
人
気
な
の
が
、昭
和
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
お

も
ち
ゃ
の
展
示
で
す
。
展
示
棚
に
は
懐
か
し
い
メ
ン
コ

や
ソ
フ
ト
ビ
ニ
ー
ル
の
怪
獣
な
ど
が
展
示
さ
れ
、こ
れ

を
目
当
て
に
来
館
す
る
人
も
多
い
と
い
い
ま
す
。

　
同
館
で
は
、は
た
織
り
体
験
や
土
日
に
竹
馬
な
ど

の
昔
の
遊
び
を
行
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、ま

た
市
内
す
べ
て
の
小
学
校
が
課
外
授
業
で
来
館
で
き

る
体
制
を
整
え
る
な
ど
、積
極
的
な
活
用
を
す
す
め

て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
藩
校
の
あ
っ
た
刈
谷
の
教
育
に
か
け
る
思

い
は
、刈
谷
市
郷
土
資
料
館
に
今
も
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
校
舎

　
旧
亀
城
小
学
校
本
館
は
、大
正
か
ら
昭
和
初
期
に

か
け
て
刈
谷
で
活
躍
し
た
建
築
家
大
中
肇
の
代
表
作

で
す
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
建
て
ら
れ
た
校
舎
で
す
。

　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
は
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災

を
き
っ
か
け
に
脚
光
を
浴
び
、東
京
で
は
原
則
化
さ
れ

ま
し
た
が
、地
方
で
は
普
及
が
遅
れ
て
い
ま
し
た
。

建
築
家
大
中
肇
と
刈
谷

　
愛
知
県
営
繕
課
に
勤
め
て
い
た
大
中
は
、刈
谷
町

立
高
等
女
学
校
の
校
舎
を
担
当
し
た
後
に
職
を
辞

し
、同
地
で
設
計
事
務
所
を
構
え
ま
し
た
。
大
正
13

年
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
頃
の
刈
谷
は
、豊
田
紡
織

の
大
規
模
な
工
場
誘
致
に
成
功
し
て
活
気
づ
い
て
い

ま
し
た
。

刈谷市郷土資料館（旧亀城小学校本館）
まちの名建築家が建てた、コンクリートの小学校校舎

登録／1999年2月
登録基準／国土の歴史的景観に寄与しているもの Kariyasi Kyôdosiryôkan

玄関ポーチからの眺め

直線的な装飾の付く、賑やかな外観。「キ」の柱型が面白い

展示されたおもちゃたち

１
９
２
８
年（
昭
和
３
年
）／
２
０
１
１
年（
平
成
23
年
）耐
震
改
修

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て（
小
屋
組
み
な
ど
木
造
）

﹇
設
計
﹈大
中
肇

刈
谷
市
城
町
１
丁
目
25
番
地
１

https://w
w
w
.city.kariya.lg.jp/shisetsu/

bunkashim
inkouryu/kyodoshiryokan/

※

見
学
可
。月
曜
、祝
日
の
翌
日
、年
末
年
始
は
休
館
。

昭和コレクションの展示室

photo：nawoko kato

じ
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な
か
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じ
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column

高校
愛知県の高校（旧制中学校）は、

藩校明倫堂に起源をもつ愛知県中学校にはじまる。

小学校に比べると設置が遅れ、明治29年の第二尋常中学校、

同32年の私立学校令以降に開校が進んだ。

ワークショップの
すゝ め

【なごや折り紙建築と愛知商業高校ユネスコクラブ】

　名古屋市東区の文化のみち橦木館では、毎年４月に名物企画の「なごや折り
紙建築展」を開催しています。手のひらサイズでポップアップ式に立体化する
折り紙建築は、名古屋市在住の建築家筧清澄氏が愛知の建物を中心に制作して
います。
　その展示期間中の目玉が、こどもの日の折り紙建築ワークショップです。
赤レンガの工場や中川運河沿いの倉庫、名古屋テレビ塔などの折り紙建築を
制作することで、地元の建物や街並みに興味を持ってもらいたいという気持ち
が込められています。
　このワークショップには、もうひとつ特徴があります。それは、同じく東区の
愛知商業高校ユネスコクラブの高校生たちがボランティアで参加していること
です。子どもたちにとって高校生のお姉さんが手伝ってくれるワークショップは、
楽しくて特別な時間になります。 
　このような地域の小学校と高校同士がつながるワークショップは、単に
イベントとして盛り上がるだけでなく、その学区がひとつの輪になる良いきっかけ
になります。そして何より、楽しい雰囲気に満ちたワークショップの風景は、
開催側の大人たちを幸せな気持ちにしてくれるのです。

photo：nawoko kato 22



愛
知
県
営
繕
課
の
名
ト
リ
オ

　
東
海
学
園
は
、
明
治
22
年
に
創
立
さ
れ
た
浄
土

宗
の
僧
侶
養
成
学
校
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、

一
般
の
男
子
生
徒
を
受
け
入
れ
て
名
称
も
東
海
中

学
校
へ
変
更
し
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
昭
和
3
年
、
全
校
生
徒
で
祭
祀
や
儀
式
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
講
堂
が
求
め
ら
れ
る
と
、昭
和
天
皇

の
即
位
を
記
念
す
る
事
業
と
し
て
寄
付
を
募
り
、

実
現
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　
設
計
を
任
さ
れ
た
愛
知
県
営
繕
課
の
酒
井
勝
と

大
脇
勲
、
宮
川
只
一
は
、こ
の
直
前
に
昭
和
塾
堂
を

手
掛
け
た
い
ず
れ
も
腕
に
覚
え
の
あ
る
技
師
た
ち

で
し
た
。
大
講
堂
の
フ
ァ
サ
ー
ド
か
ら
は
、
彼
ら
が

伸
び
伸
び
と
デ
ザ
イ
ン
を
楽
し
ん
だ
雰
囲
気
が
滲

み
出
て
い
ま
す
。

お
お
ら
か
な
ス
ケ
ー
ル

　
講
堂
は
、
幅
18
・
4
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
38
・
4

メ
ー
ト
ル
の
大
空
間
で
す
。
ノ
コ
ギ
リ
状
に
折
り
上

げ
ら
れ
た
天
井
は
音
響
に
配
慮
し
た
造
形
で
、
梁

の
側
面
や
下
端
に
漆
喰
装
飾
を
あ
し
ら
い
、
2
階

席
に
建
つ
4
本
の
柱
も
空
間
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
以
前
は
、
壁
面
上
部
や
舞
台
脇
の
高
所
に
明
か

り
採
り
の
窓
が
あ
り
、
客
席
側
の
入
り
口
付
近
に

も
円
形
の
窓
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
塞
が
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
講
堂
内
に
お
か
れ
た
木
製
の
ベ
ン
チ
は
、

日
本
初
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
メ
ー
カ
ー
鈴
木
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
が
納
品
し
た
か
た
ち
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

儀
式
か
ら
文
化
祭
ま
で

　
戦
災
を
免
れ
た
東
海
学
園
大
講
堂
は
、
1
階
を

体
育
館
か
ら
食
堂
に
変
更
す
る
な
ど
手
は
加
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
良
い
状
態
で
残
さ
れ
、
今
も
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
卒
業
授
戒
会
で
は
、
暗
闇
の
講
堂
で
ス
ポ
ッ
ト
の

当
て
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
が
浮
か
び
、
校
長
の
持
つ

一
本
の
ろ
う
そ
く
を
頼
り
に
祈
り
を
捧
げ
る
神
聖

な
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　
一
方
で
は
、全
国
的
に
も
有
名
な
カ
ヅ
ラ
カ
タ
歌

劇
団
も
こ
の
講
堂
で
上
演
さ
れ
て
い
ま
す
。
講
堂
は

歌
劇
に
あ
わ
せ
て
演
奏
さ
れ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
席
や
、

本
格
的
な
照
明
計
画

な
ど
の
大
掛
か
り
な

舞
台
設
備
に
も
柔
軟

に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
建
設
か
ら
90
年

近
く
経
っ
た
今
も
東

海
学
園
の
文
化
の

中
心
で
活
躍
し
続

け
る
、
愛
知
で
屈
指

の
名
建
築
で
す
。

名
古
屋
で
一
番
かっ
こ
い
い
講
堂

　
東
海
学
園
大
講
堂
は
、端
正
な
フ
ァ
サ
ー
ド
が
特

徴
的
な
建
物
で
す
。
フ
ァ
サ
ー
ド
と
は
建
物
の
正
面

を
い
い
ま
す
が
、語
源
は
フ
ェ
イ
ス（
顔
）と
同
じ
ラ

テ
ン
語
の
f
a
c
e
r
e
に
由
来
し
ま
す
。

　
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
お
お
ら
か
な
ス

ケ
ー
ル
と
、均
整
の
取
れ
た
構
成
。
石
面
タ
イ
ル
の

色
合
い
に
、表
現
主
義
的
な
装
飾
。
弓
状
に
張
り
出

し
た
庇
と
バル
コ
ニ
ー
は
フ
ァ
サ
ー
ド
に
奥
行
き
を
与

え
、2
階
と
3
階
を
つ
な
ぐ
白
い
柱
型
は
、講
堂
の

あ
る
メ
イ
ン
フ
ロ
ア
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、ア
ー

チ
の
入
り
口
に
施
さ
れ
た
意
匠
は
、仏
教
建
築
の
門

を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
巧
み
な
デ
ザ
イ
ン
を
手
掛
け
た
の
は
、同

校
卒
業
生
の
愛
知
県
営
繕
課
の
技
師
た
ち
で
し
た
。

東海学園大講堂
卒業生たちが手掛け、カヅラカタ歌劇団を生んだ名建築

登録／1998年9月
登録基準／造形の規範となっているもの Tôkaigakuen Daikôdô

入り口床のモザイクタイル

端正なファサード。エッジの効いたフォルムと黄色いタイルが青空によく映える

弓状の庇を見上げる

１
９
３
１
年（
昭
和
６
年
）

﹇
設
計
﹈愛
知
県
営
繕
課（
酒
井
勝
、大
脇
勲
、宮
川
只
一
）

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て

名
古
屋
市
東
区
筒
井
１‒

２‒

35

※

非
公
開

独特の雰囲気が漂う講堂

photo：nawoko kato

し
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ク
ラ
ス
が
出
し
物
を
制
作
し
て
い
ま
す
。 

　
教
室
を
覆
う
大
掛
か
り
な
建
て
付
け
は
ベ
ニ
ヤ
と

ダ
ン
ボ
ー
ル
で
制
作
さ
れ
、ド
ラ
え
も
ん
の
パ
ロ
デ
ィ

か
ら
脱
出
ゲ
ー
ム
な
ど
定
番
の
出
し
物
ま
で
多
種
に

渡
り
、人
気
の
高
い
出
し
物
に
は
ず
ら
り
と
行
列
が

並
び
ま
す
。

麗
し
の
、カ
ヅ
ラ
カ
タ
歌
劇
団

　
そ
ん
な
記
念
祭
か
ら
誕
生
し
た
の
が
カ
ヅ
ラ
カ
タ

歌
劇
団
で
す
。
名
称
の
示
す
と
お
り
宝
塚
歌
劇
団
を

逆
に
し
た
構
成
で
、女
役
ま
で
す
べ
て
を
男
の
子
が

演
じ
て
い
ま
す
。
平
成
15
年
の
初
公
演
以
降
大
人
気

の
企
画
と
な
り
、た
く
さ
ん
の
来
館
者
が
詰
め
か
け

る
た
め
、近
年
で
は
記
念
祭
か
ら
独
立
し
て
開
催
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
企
画
立
案
は
記
念
祭
実
行
委
員
の
生
徒
た
ち
で
、

そ
れ
を
顧
問
の
久
田
光
政
先
生
や
卒
業
生
、保
護
者

会
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
で
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
い

ま
す
。
現
在
、
そ
の
環
は
同
校
の
枠
を
超
え
、音
響

や
照
明
、衣
装
製
作
や
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
、

名
古
屋
の
専
門
学
校
ら
が
協
力
し
て
舞
台
を
整
え
て

い
ま
す
。

　
久
田
先
生
に
よ
る
と
、カ
ヅ
ラ
カ
タ
歌
劇
団
の
成

功
は
大
講
堂
の
存
在
も
大
き
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

移
動
で
き
る
長
椅
子
な
ど
の
舞
台
設
営
的
な
利
点

と
、な
に
よ
り
空
間
の
持
つ
素
晴
ら
し
い
雰
囲
気
が

演
劇
を
後
押
し
し
て
い
る
の
で
す
。

　
秋
晴
れ
の
下
、今
年
の
公
演
も
大
盛
況
の
う
ち
に

幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

い
ざ
、
文
化
祭
潜
入
！

　
学
生
時
代
の
花
形
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
が
文
化
祭

で
す
。
東
海
中
学
・
高
校
の
厚
意
で
、
創
立
記
念
祭

と
カ
ヅ
ラ
カ
タ
歌
劇
団
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
毎
年
9
月
の
終
わ
り
に
開
催
さ
れ
る
創
立
記
念

祭
は
、
昭
和
23
年
に
は
じ
ま
っ
た
伝
統
の
あ
る
文
化

祭
で
、
毎
年
1
万
人
以
上
が
詰
め
か
け
て
い
ま
す
。

　
人
気
の
秘
密
は
生
徒
た
ち
が
制
作
す
る
力
の

入
っ
た
出
し
物
で
す
。
東
海
中
学
・
高
校
で
は
、
受

験
を
控
え
る
高
校
3
年
生
以
外
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の

記念祭のようす。制作物は生徒のお手製

カヅラカタ歌劇団のようす。舞台下はオーケストラ席。凝った照明や衣装が舞台を彩る

展示されたカヅラカタ歌劇団の衣装

販売されているパンフレット

東海中学・高校の
記念祭とカヅラカタ歌劇団特 集 2

カ
ヅ
ラ
カ
タ
歌
劇
団
は
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や

D
V
D
を
販
売
し
て
、

東
日
本
大
震
災
の
復
興

活
動
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

舞
台
と
あ
わ
せ
て

本
当
に
素
敵
な

活
動
で
す
ね
。

photo：Ryota Murase
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館
内
に
入
る
と
、教
会
堂
の
よ
う
な
廊
下
の
中
央

に
、講
堂
へ
上
る
大
階
段
が
あ
り
ま
す
。
夕
暮
れ
時

に
な
る
と
、西
向
き
に
開
い
た
縦
長
の
窓
か
ら
、青

や
赤
、オ
レ
ン
ジ
や
黄
色
の
光
が
差
し
込
み
、
そ
の

美
し
さ
に
思
わ
ず
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、講
堂

前
の
巾
木
に
き
れ
い
な
タ
イ
ル
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い

る
の
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

　
1
０
７
０
人
を
収
容
で
き
る
講
堂
は
、白
を
基
調

に
腰
壁
や
梁
を
木
調
で
ま
と
め
、外
に
張
り
出
し
た

側
廊
や
高
窓
か
ら
注
ぐ
光
で
と
て
も
明
る
い
で
す
。

平
成
５
年
に
は
立
派
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。

み
ん
な
で
選
ん
だ
デ
ザ
イ
ン

　
榮
光
館
は
、ア
メ
リ
カ
本
国
の
南
長
老
教
会
や
保

護
者
、
卒
業
生
、
教
職
員
、
在
校
生
な
ど
多
く
の

人
々
の
寄
付
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で

は
、
寄
付
は
礼
拝
と
同
様
に
神
へ
の
奉
仕
を
意
味

し
ま
す
。

　
設
計
は
、武
田
五
一
の
薫
陶
を
受
け
た
城
戸
武
男

が
中
心
と
な
り
、建
築
衛
生
学
に
造
詣
の
深
い
佐
藤

鑑
が
加
わ
っ
て
、ゴ
シ
ッ
ク
様
式
、ス
パニ
ッ
シ
ュ
様
式
、

モ
ダ
ン
様
式
の
計
画
案
を
制
作
し
ま
し
た
。
そ
の
中

か
ら
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
を
選
ん
だ
の
は
、当
時
の
生

徒
と
教
員
た
ち
で
し
た
。

　
建
設
当
初
の
講
堂
に
は
、冬
の
礼
拝
で
も
寒
く
な

い
よ
う
に
床
暖
房
が
整
備
さ
れ
、ま
た
大
階
段
に
は

琥
珀
ガ
ラ
ス
が
は
め
ら
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

清
ら
か
な
意
匠

　
講
堂
が
完
成
し
た
翌
年
、日
中
戦
争
の
火
蓋
が
切

ら
れ
る
と
、日
本
は
暗
い
戦
争
の
時
代
に
突
入
し
ま

し
た
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
学
校
は
偏
見
の
目
を
向
け

ら
れ
、礼
拝
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
奉
安
殿
を
設

置
す
る
な
ど
、辛
い
対
応
も
迫
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た

戦
禍
を
免
れ
る
た
め
に
、壁
面
は
タ
ー
ル
で
黒
く
塗

ら
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
20
年
３
月
の
空
襲
で
爆
裂
弾
が
命
中
し
、大

階
段
と
講
堂
は
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
翌
日
に
は
生
徒
た
ち
が
集
ま
り
、榮
光
館

を
清
掃
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
終
戦
を
迎
え

る
と
、
無
事
だ
っ
た

場
所
を
仕
切
っ
て
教
室

に
利
用
し
、
タ
ー
ル
で

塗
ら
れ
た
壁
は
み
ん

な
で
白
い
壁
へ
と
戻
し

ま
し
た
。 

　 

ど
ん
な
苦
難
に
ま

み
れ
て
も
き
れ
い
な
姿

を
保
ち
続
け
る
榮
光

館
に
、女
性
の
し
な
や

か
さ
と
美
し
さ
を
見

る
思
い
が
し
ま
す
。

白
亜
の
講
堂

　
名
古
屋
城
東
の
白
壁
界
隈
は
、
名
古
屋
市
の
文

教
地
区
と
し
て
早
く
か
ら
学
校
が
開
校
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　
そ
の
ひ
と
つ
、金
城
学
院
高
等
学
校
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
系
の
女
子
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
し
て

誕
生
し
ま
し
た
。
敷
地
の
中
心
に
は
、生
徒
た
ち
が

礼
拝
を
行
う
榮
光
館
が
あ
り
ま
す
。

　
白
い
壁
面
に
赤
い
洋
瓦
が
載
る
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式

の
建
物
は
明
る
く
て
清
潔
感
が
あ
り
、鐘
楼
や
塔
屋

が
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
、ど
こ
か
可
愛
ら
し
い
デ
ザ

イ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

金城学院高等学校榮光館
名古屋の文教地区に咲く、白亜の講堂

登録／1998年12月
登録基準／造形の規範となっているもの Kinjogakuinkôtôgakkô Eikôkan

鐘楼や塔屋の造形が楽しい外観

白を基調に整えられた美しい講堂。戦後すぐにヘレン・ケラーも訪れた

巾木にあしらわれたタイル

１
９
３
６
年（
昭
和
11
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て

﹇
設
計
﹈佐
藤
鑑（
基
本
設
計
）、城
戸
武
男（
実
施
設
計
）

名
古
屋
市
東
区
白
壁
４‒

64

※

非
公
開

３階の礼拝堂

photo：nawoko kato

は
ば
き

そ
く
ろ
う

き
ど
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ド
イ
ツ
人
建
築
家
マッ
ク
ス・ヒ
ン
デ
ル

　
ラ
イ
ネ
ル
ス
は
校
舎
の
設
計
を
、親
交
の
あ
っ
た
ド

イ
ツ
人
建
築
家
の
マ
ッ
ク
ス・ヒ
ン
デ
ル
に
依
頼
し
ま

し
た
。
ヒ
ン
デ
ル
は
、大
正
13
年
に
来
日
し
て
以
降
、

札
幌
や
横
浜
を
拠
点
に
多
く
の
建
物
を
設
計
し
た
建

築
家
で
、中
部
圏
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
新
潟
教
会
や
多

治
見
神
言
修
道
院
な
ど
の
作
品
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。

　
校
舎
は
、ゆ
る
く
カ
ー
ブ
す
る
道
路
に
沿
っ
て
南

向
き
に
教
室
を
配
し
、北
側
に
廊
下
を
置
く
片
廊
下

型
で
す
。

　
道
路
に
面
し
た
外
観
は
、明
る
く
す
っ
き
り
と
し

た
表
情
を
見
せ
、以
前
は
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で
左
右
に

増
築
さ
れ
、街
並
み
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
詳
細

に
見
て
い
く
と
、壁
面
は
黄
土
色
の
人
造
石
洗
い
出

し
仕
上
げ
で
大
き
な
窓
を
配
し
、正
面
中
央
の
玄
関

に
は
4
本
の
円
柱
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、ボ
ー

ダ
ー
状
の
柱
型
と
屋
上
の
三
角
の
切
れ
込
み
の
あ
る

手
す
り
壁
が
、全
体
の
デ
ザ
イ
ン
を
巧
み
に
統
合
し

て
い
ま
す
。

　
館
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、漆
喰
と
木
調
の
二

色
で
構
成
さ
れ
た
し
つ
ら
え
が
、修
道
院
の
よ
う
な

雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。
入
り
口
正
面
の
幅
の

広
い
階
段
は
屋
上
ま
で
続
き
、踊
り
場
に
は
当
時
の

学
校
に
は
珍
し
か
っ
た
水
洗
ト
イ
レ
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
階
段
は
以
前
、木
製
の
美
し
い
家
具
の
よ
う
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
て
、今
も
最
上
階
に
そ
の
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
フ
ァ
サ
ー
ド

　
こ
の
建
物
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
隠
れ
た
見
ど
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、グ
ラ
ウ
ン
ド
に
面
し
た
反

対
側
の
フ
ァ
サ
ー
ド
で
す
。

　
丘
を
削
平
し
て
整
地
し
た
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
正
面
側

よ
り
低
く
、建
物
の
見
え
掛
か
り
は
地
階
を
入
れ
4

階
建
て
に
な
り
ま
す
。
大
胆
に
張
り
出
し
た
階
段
室

の
最
上
部
の
壁
面
に
は
、三
角
形
と
菱
形
の
窓
が
う

が
た
れ
て
、賑
や
か
な
表
情
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

学
生
た
ち
は
こ
ち
ら
側
を
メ
イ
ン
に
出
入
り
し
、卒

業
ア
ル
バ
ム
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
人
気
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

　
ヒ
ン
デ
ル
が
建
築
を
学
ん
だ
頃
の
ド
イ
ツ
で
は
、ド

イ
ツ
工
作
連
盟
や
表
現
主
義
、新
即
物
主
義
な
ど
が

登
場
し
た
近
代
建
築
の
揺
籃
期
に
あ
た
り
ま
す
。
そ

れ
ら
を
横
目
に
、実
直
に
設
計
に
向
き
合
っ
た
ヒ
ン

デ
ル
の
人
柄
と
技
量
が
、建
物
の
控
え
め
な
美
し
さ

に
滲
み
出
て
い
ま
す
。

南
山
学
園
始
ま
り
の
校
舎

　
ラ
イ
ネ
ル
ス
館（
旧
南
山
中
学
校
校
舎
）は
、南
山

学
園
で
最
初
に
建
て
ら
れ
た
記
念
碑
的
な
建
物
で
す
。

　
学
園
の
創
立
者
で
あ
る
ヨ
ゼ
フ・ラ
イ
ネ
ル
ス
神
父

は
、大
正
14
年
か
ら
土
地
区
画
整
理
が
進
め
ら
れ
て

い
た
八
事
の
丘
陵
地
に
教
育
の
場
を
求
め
、用
地
の
払

い
下
げ
に
成
功
し
ま
し
た
。 

　
南
山
の
名
前
は
、地
名
の
南
山（
み
な
み
や
ま
）

町
を
『
詩
経
』に
登
場
す
る
南
山（
な
ん
ざ
ん
）と
読

む
こ
と
で
、堅
固・長
寿
を
意
味
す
る
言
葉
に
あ
や

か
っ
て
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
創
立
者
の
名
を
冠
し
た
記
念
館
と
し
て
、

学
園
の
ア
ー
カ
イ
ブ
セ
ン
タ
ー
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

南山学園ライネルス館
南山町の街並みを形成する、学園始まりの校舎

登録／1998年9月
登録基準／造形の規範となっているもの Nanzangakuen Reinerskan

修道院のような廊下

外観。以前はこのデザインに倣った校舎がつながり、街並みを形成していた

グラウンド側のファサード

１
９
３
２
年（
昭
和
７
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て

﹇
設
計
﹈マ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ン
デ
ル

名
古
屋
市
昭
和
区
五
軒
家
町
６

https://w
w
w
.nanzan.ac.jp/archives/

※

開
館
時
間 

平
日
午
前
10
時
〜
午
後
4
時（
閲
覧
室
・
展
示
室
）

３階の企画展示室

photo：nawoko kato

よ
う
ら
ん
き

し
っ
く
い

さ
く
へい

し
ん
げ
ん

し
き
ょ
う
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一
帯
で
操
業
し
て
い
た
日
清
紡
績
針
崎
工
場
の
も
の

で
、工
場
内
に
あ
っ
た
龍
城
実
科
高
等
女
学
校
の
講

堂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
話
は
こ
こ
で
終
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
建
物
は
さ
ら

に
そ
の
前
の
明
治
中
頃
に
、愛
知
県
第
二
尋
常
中
学

校（
現
岡
崎
高
校
）の
講
堂
と
し
て
建
設
さ
れ
、同

校
の
移
転
に
と
も
な
い
日
清
紡
績
に
買
わ
れ
て
、こ

こ
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
新
し
い
住
宅
地
に
明
治
の
建
物
が
佇
む
不
思
議
な

風
景
に
は
、そ
ん
な
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

木
造
の
大
空
間

　
講
堂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、木
造
と
は
思
え
な

い
広
い
空
間
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
幅
16・1
メ
ー
ト

ル
、奥
行
き
19・7
メ
ー
ト
ル
の
堂
内
に
は
、広
い
梁

間
を
補
っ
て
白
い
柱
が
立

て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ

の
柱
を
境
に
内
側
と
外
側

の
よ
う
な
区
分
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
柱
の
下
部

を
よ
く
見
る
と
ホ
ゾ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、内
側
に

は
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
正
面

の
舞
台
奥
に
は
、御
真
影

と
教
育
勅
語
を
祀
る
奉
安
室
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、外
観
は
大
き
な
寄
棟
屋
根
に
瓦
が
載
り
、

車
寄
せ
の
上
に
鬼
瓦
が
付
い
た
和
風
の
意
匠
と
、ド

イ
ツ
下
見
板
を
縦
、横
の
框
で
押
さ
え
た
洋
風
の
デ

ザ
イ
ン
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
下
見
板
を
ク
リ
ー
ム

色
に
、框
な
ど
を
ピ
ン
ク
色
に
塗
っ
た
姿
が
、古
さ
と

と
も
に
可
愛
ら
し
さ
も
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
岡
崎
市
内
に
は
、こ
の
よ
う
な
和
洋
折
衷
の
建
物

に
重
要
文
化
財
の
旧
額
田
郡
公
会
堂
が
あ
り
ま
す

が
、建
設
年
は
こ
ち
ら
の
建
物
の
ほ
う
が
10
年
ほ
ど

下
り
ま
す
。

　
再
び
講
堂
内
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
大
き
な
寄
棟

屋
根
は
軒
の
出
が
浅
く
、三
方
に
開
け
ら
れ
た
窓
の

採
光
を
遮
り
ま
せ
ん
。
そ
の
お
か
げ
で
、堂
内
は
想

像
以
上
に
明
る
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
高
さ
３・

７
メ
ー
ト
ル
の
格
天
井
は
、全
体
の
大
き
さ
か
ら
す

る
と
低
く
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、か
え
っ
て
そ
れ
が
奥

行
き
の
あ
る
印
象
を
生
み
、迫
力
の
あ
る
空
間
に
仕

立
て
て
い
ま
す
。

　
小
屋
組
み
は
ク
イ
ー
ン
ポ
ス
ト
ト
ラ
ス
と
な
っ
て
い

て
、深
い
天
井
裏
で
は
豪
壮
な
構
造
体
が
並
び
、大

き
な
屋
根
を
支
え
て
い
ま
す
。

ま
た
会
う
日
ま
で

　
残
念
な
が
ら
、こ
の
興
味
深
い
建
物
は
特
別
な
イ

ベ
ン
ト
の
あ
る
日
以
外
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

幾
度
の
変
遷
を
経
た
建
物
は
、か
つ
て
女
学
生
た
ち

が
演
劇
や
式
典
に
使
用
し
て
い
た
よ
う
な
賑
や
か
な

日
々
が
戻
っ
て
く
る
の
を
、じ
っ
と
待
っ
て
い
ま
す
。

お
し
ゃ
れ
な
住
宅
地
の
ミ
ス
テ
リ
ー
ス
ポ
ッ
ト

　
岡
崎
駅
か
ら
南
へ
2
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
場
所

に
、三
菱
地
所
が
手
掛
け
る
新
興
住
宅
地「
岡
崎
プ

ラ
イ
ム
パ
ー
ク
春
咲
の
丘
」が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
画

の
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
た
公
園
に
、ピ
ン
ク
と
ク

リ
ー
ム
色
の
不
思
議
な
建
物
が
た
っ
て
い
ま
す
。

　
建
物
は
、大
正
か
ら
平
成
に
か
け
て
こ
の
あ
た
り

旧愛知県第二尋常中学校講堂
新興住宅地に佇む、旧中学校講堂

登録／2013年3月
登録基準／造形の規範となっているもの Kyû Aitiken Dainizinzyôtyûgakkô Kôdô

外観。ペンキ塗りの配色が可愛い

講堂内部。おおどかな空間に柔らかな光が染み渡り、なんとも美しい

舞台を見る。左手が奉安室

１
８
９
７
年（
明
治
30
年
）／
１
９
２
５
年（
大
正
14
年
）移
築

木
造
平
屋
建
て

﹇
設
計
﹈愛
知
県
営
繕
課

岡
崎
市
針
崎
町
字
春
咲
１‒

１

※

現
在
は
岡
崎
市
の
所
有（
非
公
開
）

窓まわりの詳細

photo：Hisao Takeuchi

ご
う
て
ん
じ
ょ
う

か
ま
ち

ご
し
ん
え
い
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滝
学
園
は
、実
業
家
の
瀧
信
四
郎
が
旧
宅
跡
に
瀧

文
庫
を
開
設
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
尾
張
藩

の
豪
商
だ
っ
た
瀧
家
は
、維
新
後
も
繊
維
商
な
ど
の

事
業
で
成
功
を
収
め
ま
し
た
。

　
地
元
の
興
隆
を
願
っ
て
設
立
し
た
瀧
文
庫
は
、や

が
て
瀧
実
業
学
校
の
開
校
に
つ
な
が
り
ま
す
。
田

畑
に
囲
ま
れ
た
実
業
学
校
で
は
、先
進
的
な
農
業
実

験
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

質
実
剛
健
の
意
匠

　
門
を
入
る
と
ま
ず
目
を
惹
く
の
は
、本
館
の
屋
根

か
ら
突
き
出
た
ト
ン
ガ
リ
屋
根
の
時
計
塔
で
す
。
全

体
か
ら
見
る
と
小
ぶ
り
で
す
が
、可
愛
ら
し
い
ア
ク

セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
の
本
館
は
、灰
色
と
白
の
モ
ル
タ
ル
で
塗
ら
れ

た
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
1
階
と
2
階
を
貫

く
柱
が
均
等
に
並
び
、両
側
の
張
り
出
し
た
翼
部
と

ペ
ディ
メ
ン
ト
を
掲
げ
た
正
面
玄
関
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
館
内
に
入
る
と
、入
り
口
正
面
と
翼
部
の
角
に
階

段
が
あ
り
、踊
り
場
の
上
方
に
は
対
に
な
っ
た
ス
チ
ー

ル
サ
ッ
シ
ュ
の
大
き
な
窓
が
開
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
線

の
細
い
突
き
出
し
窓
と
お
お
ら
か
な
階
段
、そ
れ
ら

を
つ
な
ぐ
た
ま
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
、明
る
い
き
れ
い
な

場
を
つ
く
り
だ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ず
っ
と
向
こ
う

ま
で
見
通
せ
る
廊
下
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
す
。 

　
本
館
は
、壁
面
と
2
階
床
、廊
下
側
の
梁
の
み
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、小
屋
組
み
は
木
造
ト
ラ
ス

を
架
け
て
い
ま
す
。
館
内
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
古

い
建
て
付
け
が
残
り
、飾
ら
な
い
ディ
テ
ー
ル
が
美
し

い
で
す
。

講
堂
と
図
書
館

　
本
館
の
手
前
に
は
、柱
型
が
周
る
白
い
講
堂
が
あ

り
ま
す
。
控
え
め
な
ペ
ディ
メ
ン
ト
が
載
る
、ど
こ
か

ギ
リ
シ
ア
神
殿
を
感
じ
さ
せ
る
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　
こ
の
建
物
も
本
館
と
同
じ
く
壁
面
を
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
と
し
、小
屋
組
み
は
鉄
骨
ト
ラ
ス
を
架
け

て
い
ま
す
。
見
ど
こ
ろ
は
玄
関
ホ
ー
ル
の
タ
イ
ル
で
、

装
飾
の
少
な
い
構
内
で
異
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
演
壇
の
奥
に
は
奉
安
庫
が
残
り
、時
代
の
名
残

を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　
滝
学
園
に
は
他
に
、瀧
文
庫
を
受
け
継
い
だ
立
派

な
図
書
館
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
40
年
に
2
階
部
分
が

増
築
さ
れ
ま
し
た
。
設
計
を
担
当
し
た
の
は
愛
知

県
営
繕
課
で
腕
を
ふ
る
っ
た
黒
川
巳
喜
で
す
。
館
内

を
無
柱
空
間
に
す
る
た
め
構
造
に
工
夫
を
凝
ら
し

た
興
味
深
い
建
物
で
す
。

　
創
立
時
の
田
園
風
景
は
今
や
住
宅
地
に
変
わ
り
、

実
業
学
校
は
県
内
で

有
数
の
進
学
校
と
な

り
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
背
後
に
流

れ
る
創
立
の
思
い
は

校
舎
の
姿
で
残
り
、

現
在
も
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。

瀧
文
庫
か
ら
実
業
学
校
へ

　
滝
学
園
本
館
を
訪
れ
て
驚
く
の
が
、古
さ
を
ほ
と

ん
ど
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と
で
す
。
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
で
装
飾
の
少
な
い
シ
ン
プ
ル
な
構
成
で

あ
る
た
め
、現
在
の
校
舎
と
比
べ
て
も
遜
色
が
無
い

の
で
す
。
な
に
も
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、と
て
も
こ

の
建
物
が
90
年
以
上
前
に
建
て
ら
れ
た
と
は
気
づ

か
な
い
で
し
ょ
う
。

　
わ
ず
か
に
、屋
根
か
ら
覗
く
時
計
塔
が
、歴
史
の

あ
る
校
舎
の
風
情
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

滝学園本館および講堂と図書館
尾張藩の豪商が開いた、旧実業学校の校舎群

登録／2001年8月/2017年6月
登録基準／造形の規範となっているもの（図書館）

国土の歴史的景観に寄与しているもの（本館・講堂）

Takigakuen Honkan
oyobi Kôdô to Tosyokan

２階たまり。踊り場のスチールサッシュの窓に注目

夕日のあたる本館と時計塔。校訓の質実剛健を感じさせるデザイン

講堂の外観

本
館
／
１
９
２
６
年（
大
正
15
年
）

講
堂
／
１
９
３
３
年（
昭
和
８
年
）

図
書
館
／
１
９
３
３
年（
昭
和
８
年
）

　
　
　
／
１
９
６
５
年（
昭
和
40
年
）増
築

﹇
設
計
﹈（
本
館
）／
村
瀬
國
之
助

本
館
／
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
塔
屋
付
き（
一
部
木
造
）

講
堂
／
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て（
一
部
鉄
骨
造
）

図
書
館
／
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て

江
南
市
東
野
町
米
野
１
番
地

※

非
公
開

古い建て付け

photo：Ryota Murase

み
き
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瀧文庫と
図書館

column

photo：Hitoshi Kumamoto

名古屋帝国大学の創設は昭和14年。

旧帝国大学で一番遅く、愛知県の寄付で開校にこぎつけた。

また戦後すぐに開校した愛知大学も旧制大学となる。

【滝学園発祥の地】

　瀧文庫は、滝学園正門脇の細い道を西に５００メートルほど進んだ先の、木々
に覆われた敷地の中央にたっています。もともとここには瀧信四郎の生家があり、
その一部は通りに構えた長屋門の奥に残されています。
　外装には水色の下見板が張られ洋風の佇まいを見せながら、中央の玄関
ポーチには唐破風の屋根が載る和洋折衷のデザインです。向かって左側に図書
室が、右側には講堂があります。館内には木製の凝った建て付けが残り、特に
天井の仕上げは今もきれいな姿を見せています。文庫内の図書室には２万冊
以上の蔵書があったといい、読書と講話を何より重んじた信四郎の思いが、この
建物には詰まっています。
　昭和８年に、瀧実業学校の校内に図書館が建てられると、蔵書もそちらに移さ
れました。当初は平屋でしたが、昭和４０年の増築の際に２階部分を大きく張り
出す今の姿になりました。館内は柱のない広い空間で、小さな町の図書館くらい
の規模があり、司書もふたり常駐しています。増築部を設計した黒川巳喜は、
愛知県営繕課時代に愛知県庁舎の実施設計を担当した実力者で、建築家
黒川紀章の実父としても知られています。

大学

photo：nawoko kato

みき

きしょう
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ま
る
開
か
れ
た
場
所
に
出
ま
す
。
東
の
丘
に
は
豊
田

講
堂
が
、西
に
は
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
、道
を
跨
い

で
軸
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
軸
の
先
に

は
名
古
屋
城
が
位
置
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
軸
の
構
想
、ア
ー
バン
デ
ザ
イ
ン
の
基
点
と
し

て
豊
田
講
堂
を
見
た
と
き
、建
物
に
込
め
ら
れ
た
意

図
が
見
え
て
き
ま
す
。

建
築
か
ら
ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ン
へ

　
名
古
屋
大
学
は
戦
後
に
旧
名
古
屋
帝
国
大
学
な

ど
を
統
合
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
官
民
が
協
力

し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
を
整
備
す
る
中
、
講
堂
は
ト
ヨ
タ

自
動
車
工
業
株
式
会
社
の
寄
付
で
、
創
始
者
豊
田

佐
吉
の
偉
業
に
あ
や
か
っ
て「
豊
田
講
堂
」と
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

　
設
計
は
若
干
30
歳
の
建
築
家
槇
文
彦
。
当
時
の

日
本
建
築
界
で
は
丹
下

健
三
を
中
心
に
優
秀
な

建
築
家
が
登
場
し
、
世
界

中
か
ら
注
目
を
集
め
て
い

ま
し
た
。
槇
は
ア
メ
リ
カ

で
ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ン
を

学
ん
だ
経
験
と
、
同
世
代

が
旗
揚
げ
し
た
建
築
運

動
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
を
横
目

に
、
講
堂
の
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
ま
ず
目
を
惹
く
の
が
、
80
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
梁
で
す
。
そ
れ
を
細
い
柱
と
コ
形
の

壁
で
持
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
梁
の
下
の
白
い
壁
面

が
講
堂
で
、
脇
の
通
り
抜
け
の
ピ
ロ
テ
ィ
の
先
に
は

森
が
見
え
ま
す
。
槇
は
建
物
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
、

キ
ャ
ン
パ
ス
と
森
を
つ
な
ぐ
門
と
考
え
ま
し
た
。
ま

た
時
計
塔
や
講
堂
は
、
威
圧
感
を
消
す
よ
う
に
シ

ン
メ
ト
リ
ー
を
崩
し
て
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
講
堂
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
上
空
に
は
シ
ェ

ル
が
浮
か
び
、
大
き
な
照
明
器
具
が
吊
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
造
形
を
支
え
て

い
る
の
が
、
巨
大
な
梁
や
コ
形
の
壁
な
ど
の
構
造
体

で
す
。

　
槇
は
、
巨
大
な
構
造
体
が
創
り
出
す
象
徴
的
な

建
物
が
大
学
の
軸
の
要
に
な
り
、
都
市
の
景
観
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
デ
ザ

イ
ン
を
構
想
し
ま
し
た
。

巨
匠
の
帰
還

　
平
成
20
年
、
豊
田
講
堂
は
老
朽
化
に
伴
い
大
規

模
な
改
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
世
界
的
建
築
家
と

な
っ
た
槇
は
そ
の
改
修
設
計
に
あ
た
り
、
通
り
抜
け

だ
っ
た
空
間
の
一
部
を
ガ
ラ
ス
で
囲
っ
て
、
気
持
ち

の
良
い
ア
ト
リ
ウ
ム
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
ま
し
た
。

ま
た
傷
ん
だ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
表
面
を
削
り
、
打
ち

放
し
仕
上
げ
を
再
現
し
た
外
壁
改
修
工
事
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
同
じ
設
計
者
が
登
録
有
形
文
化
財
の

改
修
を
手
掛
け
た
極
め
て
稀
な
建
築
で
す
。

　
大
学
の
顔
を
つ
く
っ
た
若
い
建
築
家
が
50
年
後
に

老
練
な
巨
匠
と
な
っ
て
再
び
建
物
を
蘇
ら
せ
る
。

そ
ん
な
物
語
が
愛
知
の
最
高
学
府
で
体
現
さ
れ
た

こ
と
は
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
本
当
に
幸
せ
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

学
校
の
顔

　
東
大
の
安
田
講
堂
、早
稲
田
大
の
大
隈
講
堂
、そ

し
て
名
大
の
豊
田
講
堂
。
大
学
に
顔
と
な
る
建
物
が

あ
る
の
は
幸
せ
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、地
域
社
会

の
誇
り
と
し
て
、多
く
の
人
々
に
記
憶
さ
れ
続
け
る

か
ら
で
す
。

　
本
山
か
ら
八
事
へ
抜
け
る
山
手
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

を
進
む
と
、バ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー
や
地
下
鉄
の
駅
が
集

現代建築の巨匠が二度手掛けた、奇跡の講堂

登録／2011年7月
登録基準／造形の規範となっているもの Nagoyadaigaku Toyodakôdô

講堂内部。天井のシェルに注目

正面の外観。メガストラクチャーのスケール感と繊細な造形の構成が美しい

かつては外部だった２階アトリウム

１
９
６
０
年（
昭
和
35
年
）／
２
０
０
８
年（
平
成
20
年
）改
修

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て
地
下
１
階
て
／
鉄
骨
造

﹇
設
計
﹈槇
文
彦

名
古
屋
市
千
種
区
仁
座
町
１

http://w
w
w
.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/

videoarchive/toyokovideo/toyoda.htm
l

ピロティからキャンパスを見る

photo：Hitoshi Kumamoto

名古屋大学豊田講堂

と
よ
だ

さ
き
ち

と
よ
だ
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を
つ
け
て
い
ま
す
。

　
建
設
か
ら
50
年
以
上
が
経
ち
、老
朽
化
の
進
ん
だ

校
舎
は
近
年
レ
ー
モ
ン
ド
の
デ
ザ
イ
ン
を
継
承
し
つ

つ
改
修
さ
れ
、お
し
ゃ
れ
で
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
キ
ャ
ン
パ
ス

に
蘇
り
ま
し
た
。
古
色
を
帯
び
た
校
舎
に
新
し
い
彩

り
が
加
わ
り
、学
内
は
と
て
も
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

吉
村
順
三
の
愛
知
県
立
芸
術
大
学

　
一
方
の
愛
知
県
立
芸
術
大
学
は
、
長
久
手
の
丘
陵

地
に
キ
ャ
ンパ
ス
を
構
え
て
い
ま
す
。

　
構
想
段
階
か
ら
キ
ャ
ン
パ
ス
計
画
を
任
さ
れ
た
吉

村
は
、
建
物
と
建
物
の
間
隔
を
た
っ
ぷ
り
取
り
、
高

さ
を
押
さ
え
た
校
舎
を
ゆ
と
り
を
も
っ
て
配
置
し
ま

し
た
。ま
た
全
体
的
に
小
さ
め
な
寸
法
で
設
計
さ
れ
、

校
舎
は
ど
れ
も
コ
ン
パ
ク
ト
で
身
体
に
フィ
ッ
ト
す
る

よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
番
の
見
ど
こ
ろ
は
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
が
学
科
ご

と
に
違
い
創
作
に
適
し
た
採
光
が
追
求
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
館
内
を
散
策
し
て
い
る
と
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ

に
光
が
落
ち
る
美
し
い
シ
ー
ン
に
出
会
え
ま
す
。

　
吉
村
も
レ
ー
モ
ン
ド
と
同
じ
く
、
土
地
造
成
を
最

低
限
に
留
め
て
、
植
栽
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
完
成

か
ら
50
年
以
上
が
経
っ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
は
緑
に
覆
わ

れ
、
学
生
た
ち
は
穏
や
か
な
空
気
の
流
れ
る
構
内
で

日
々
創
作
活
動
に
打
ち
込
ん
で
い
ま
す
。

改装された校舎。壁画はレーモンドのデザイン

南山大学のキャンパス。コンクリート打ち放しと赤土色のデザインで統一された校舎が美しい

愛知県立芸術大学のゆとりをもって配置されたキャンパス

光が落ちる美しいシーン

ア
ン
ト
ニ
ン・レ
ー
モ
ン
ド
の
南
山
大
学

　
愛
知
に
は
名
古
屋
大
学
の
ほ
か
に
も
、名
建
築
家

が
設
計
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
り
ま
す
。
チ
ェ
コ
出
身

の
建
築
家
ア
ン
ト
ニ
ン・レ
ー
モ
ン
ド
の
南
山
大
学
と
、

そ
の
弟
子
吉
村
順
三
の
愛
知
県
立
芸
術
大
学
で
す
。

　
南
山
大
学
は
名
古
屋
大
学
か
ら
歩
い
て
10
分
ほ
ど

の
丘
陵
地
に
あ
り
ま
す
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
土
地
の
造

成
を
極
力
お
さ
え
、丘
陵
の
馬
の
背
を
軸
と
し
て
校

舎
を
配
置
し
ま
し
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
第
一
人
者
で
、こ
こ
で
も
得
意
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
打
ち
放
し
を
用
い
赤
土
色
の
デ
ザ
イ
ン
で
校

舎
を
統
一
し
て
い
ま
す
。
南
面
に
は
日
差
し
を
和
ら

げ
る
ル
ー
バ
ー
を
取
り
付
け
、建
物
の
表
情
に
変
化

名建築家の手掛けたキャンパス

photo：nawoko kato

photo：Ryota Murase

吉
村
さ
ん
は

レ
ー
モ
ン
ド
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
。

ち
な
み
に
愛
知
県
立
芸
術

大
学
か
ら
は
、
現
代
ア
ー
ト
の

奈
良
美
智
さ
ん
や
杉
戸
洋
さ
ん

が
巣
立
っ
て
い
ま
す
。

特 集 3
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の
敷
設
、電
気
、上
下
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備

が
進
み
、師
団
の
建
物
は
洋
風
建
築
で
建
て
ら
れ
た

た
め
、豊
橋
に
そ
れ
が
広
が
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
、愛
知
大
学
内
に
は
司
令
部
を
含
め
、

6
棟
の
建
物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
正
14
年
、第
15
師
団
が
廃
止
さ
れ
る
と
、建
物

は
陸
軍
教
導
学
校
な
ど
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

　
司
令
部
は
木
造
2
階
建
て
で
、中
央
に
ペ
ディ
メ
ン

ト
の
載
る
玄
関
が
つ
き
、白
い
ペン
キ
の
塗
ら
れ
た
ド

イ
ツ
下
見
板
の
外
壁
に
瓦
屋
根
が
葺
か
れ
て
い
ま
す
。

建
物
は
南
面
し
て
い
ま
す
が
、コ
の
字
の
平
面
に
中

廊
下
型
の
構
成
で
、庁
舎
建
築
の
プ
ラ
ン
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
館
内
に
入
る
と
、趣
の
あ
る
階
段
の
ほ
か
、い
た

る
と
こ
ろ
に
木
製
と
漆
喰
の
建
て
付
け
が
残
り
、往

時
を
偲
ば
せ
て
い
ま
す
。

東
亜
同
文
書
院
か
ら
愛
知
大
学
へ

　
愛
知
大
学
の
前
身
は
東
亜
同
文
書
院
と
い
い
、

明
治
34
年
に
上
海
で
開
学
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー

ル
で
し
た
。
創
設
に
尽
力
し
た
東
亜
同
文
会
初
代

会
長
の
近
衞
篤
麿
は
、
欧
州
列
強
に
対
抗
す
る
東

ア
ジ
ア
構
想
の
た
め
、
日
清
間
で
の
教
育
・
文
化
交

流
と
人
材
の
育
成
を
推
進
し
ま
し
た
。

　
や
が
て
終
戦
を
迎
え
、
東
亜
同
文
書
院
は
本
国

で
の
再
開
を
め
ざ
し
ま
す
が
、
G
H
Q
の
意
向
で

頓
挫
。
戦
中
に
内
閣
総
理
大
臣
を
務
め
た
近
衞
文

麿
の
存
在
が
影
響
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

文
麿
は
篤
麿
の
長
男
で
し
た
。
そ
の
後
、
名
称
を

「
知
」
を
「
愛
す
」
を
理
念
に「
愛
知
大
学
」と
変
更

し
て
認
可
を
得
て
、
豊
橋
の
旧
第
15
師
団
の
施
設

が
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

　
愛
知
大
学
に
は
、東
亜
同
文
書
院
時
代
に
収
集
し

た
膨
大
な
資
料
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
一
部
は
記
念
館

1
階
で
公
開・展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
、当
時

の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
関
係
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料

が
、い
ま
だ
手
つ
か
ず
で
眠
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

平
松
礼
二
画
伯
特
別
展
覧
会

　
愛
知
大
学
記
念
館
に
は
、
期
間
限
定
の
名
物
展

示
が
あ
り
ま
す
。

　
国
内
外
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
日
本
画
家
の
平

松
礼
二
は
同
学
の
卒
業
生
で
、毎
年
11
月
15
日
前
後

に
展
覧
会
が
開
催
さ

れ
、
多
く
の
人
々
が

詰
め
か
け
て
い
ま
す
。

　
お
お
ら
か
な
空
間

に
色
と
り
ど
り
の
屏

風
絵
が
展
示
さ
れ
る

様
子
は
、
木
漏
れ
日

の
差
す
キ
ャ
ン
パ
ス
と

あ
わ
せ
て
、
と
て
も

艶
や
か
で
す
。

陸
軍
第
 15
師
団
司
令
部

　
建
て
ら
れ
た
経
緯
や
抱
え
た
歴
史
が
建
物
の
魅

力
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
愛
知
大
学
記
念
館
は
、は
じ
め
、豊
橋
に
誘
致
さ

れ
た
陸
軍
第
15
師
団
の
司
令
部
と
し
て
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
師
団
と
は
戦
略
を
遂
行
で
き
る
編
成
単
位

で
、第
15
師
団
は
日
露
戦
争
後
に
増
設
さ
れ
ま
し

た
。
兵
数
1
万
人
、関
係
者
を
合
わ
せ
る
と
2
万
人

が
街
へ
入
植
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、各
地
で
誘
致

合
戦
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
豊
橋
が
選
ば
れ
た
の
は
、

満
州
に
似
た
地
形
が
演
習
に
適
し
て
い
た
か
ら
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
機
に
豊
橋
の
街
は
道
路
整
備
や
路
面
電
車

愛知大学記念館（旧陸軍第１５師団司令部）
貴重な資料の眠る、旧陸軍庁舎の大学施設

登録／1998年1月
登録基準／造形の規範となっているもの Aichidaigaku Kinenkan

広い階段ホール。タペストリーは平松礼二作

緑に囲まれた記念館。白いドイツ下見板の外観が目を惹く

２階旧学長室

１
９
０
８
年（
明
治
41
年
）

木
造
２
階
建
て

﹇
設
計
﹈臨
時
陸
軍
建
築
部

豊
橋
市
町
畑
町
１‒

１

http://edu.aichi-u.ac.jp/toa/
※

見
学
可
。月
〜
金
／
10
時
〜
16
時
　
土
／
10
時
〜
12
時

休
館
日
／
日
曜
日
、祝
日
、創
立
記
念
日
、夏
期
・
冬
期
休
暇
期
間

名物企画の平松礼二展覧会

photo：nawoko kato
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師
範
学
校
に
つ
い
て

　
師
範
学
校
は
教
員
を
養
成
す
る
学
校
で
、
明
治

5
年
の「
学
制
」の
公
布
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
当
初
は
、「
学
制
」で
区
分
さ
れ
た
大
学
区
ご
と

に
設
置
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
が
、
後
に
各
府
県
に

移
管
さ
れ
ま
す
。

　
愛
知
県
で
は
明
治
6
年
に
愛
知
県
養
成
学
校
が
設

置
さ
れ
、
そ
れ
を
第
一
と
し
て
、同
32
年
に
岡
崎
に

第
二
師
範
学
校
が
お
か
れ
ま
し
た
。
明
治
35
年
に
現

在
地
へ
移
転
し
、校
舎
や
寄
宿
舎
、附
属
小
学
校
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
武
道
場
は
剣
道
部
の
活
躍
を

受
け
て
大
正
末
期
に
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み

に
、こ
の
頃
の
愛
知
の
県
立
中
学
校
で
も
同
様
の
武

道
場
が
建
て
ら
れ
、半
田
高
校
や
西
尾
高
校
に
現
存

し
て
い
ま
す
。

　
現
在
こ
の
建
物
は
、愛
知
教
育
大
学
附
属
特
別
支

援
学
校
内
に
あ
り
ま
す
が
、耐
震
性
能
が
不
足
し
て

い
る
た
め
、使
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

過
渡
期
の
造
形

　
外
観
を
眺
め
る
と
、
小
ぶ
り
な
姿
に
驚
き
ま
す
。

棟
ま
で
の
高
さ
は
7
メ
ー
ト
ル
程
で
、ふ
つ
う
の
２

階
建
て
の
住
宅
と
同
じ
く
ら
い
で
す
。
た
だ
外
壁

が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
た
め
、が
っ
ち
り
し
た

印
象
を
う
け
ま
す
。
細
部
の
造
形
に
は
、
柱
型
と

柱
頭
に
幾
何
学
的
な
装
飾
が
つ
き
、
壁
面
を
飾
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
19
世
紀
末
の
ウ
ィ
ー
ン
で
興
っ
た

セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル・
デ
コ
の
デ
ザ
イ
ン
を
彷
彿

と
さ
せ
ま
す
。
他
の
学
校
に
も
同
じ
よ
う
な
繰
形

の
柱
頭
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
設
計
を
担
当
し
た
愛

知
県
営
繕
課
に
共
通
の
型
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　
道
場
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、印
象
は
一
変
し

ま
す
。
ひ
ろ
び
ろ
と
開
放
さ
れ
た
空
間
に
は
木
組
み

が
整
然
と
並
び
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
鋼
材
が
中
空
で
縦

横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
、豊
か
な
造
形
力
に
圧
倒
さ
れ

ま
す
。
ま
た
外
観
で
は
存
在
感
の
な
か
っ
た
く
も
り

ガ
ラ
ス
の
窓
が
た
っ
ぷ
り
光
を
採
り
込
ん
で
、ペン
キ

で
白
く
塗
ら
れ
た
天
井
と
架
構
が
浮
か
び
上
が
り
、

道
場
内
に
は
神
聖
な
雰
囲
気
す
ら
漂
っ
て
い
ま
す
。

　
合
理
的
に
組
み
上
げ
ら
れ
た
構
造
物
の
美
に
人

は
し
ば
し
目
を
奪
わ
れ
ま
す
が
、こ
こ
で
は
そ
れ
が

空
間
を
支
配
し
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
小
屋
組
み

は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
施
工
技
術
の

揺
籃
期
の
も
の
で
、

屋
根
架
構
が
木
造

ト
ラ
ス
と
鋼
材
を

合
わ
せ
た
混
構
造

で
つ
く
ら
れ
た
こ
と

は
、
今
で
は
貴
重
な

見
ど
こ
ろ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

架
構
の
美

　
構
造
は
ふ
つ
う
、建
物
を
支
え
る
裏
方
的
な
存
在
で

す
が
、時
に
空
間
の
主
役
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
旧
愛
知
県
岡
崎
師
範
学
校
武
道
場
は
、木
組
み
と

鋼
材
の
張
り
巡
ら
さ
れ
た
ト
ラ
ス
の
架
構
が
主
役
の

建
物
で
す
。

旧愛知県岡崎師範学校武道場
屋根架構が美しい、セセッション風の旧武道場

登録／2013年12月
登録基準／造形の規範となっているもの Kyû Aitiken Okazakisihangakkô Budôzyô

セセッション風の外観

道場内観。窓から差し込む光で混構造のトラスが美しく浮かび上がる

本来の正面入り口

１
９
２
６
年（
大
正
15
年
）／
１
９
６
６
年（
昭
和
41
年
）改
修

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建
て

﹇
設
計
﹈愛
知
県
営
繕
課

岡
崎
市
六
供
町
八
貫
１‒

１

※

非
公
開

壁と木組みのディテール

photo：Ryota Murase
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フ
ァ
サ
ー
ド
解
題

　
愛
知
学
院
大
学
楠
元
学
舎
の
一
番
の
見
ど
こ
ろ

は
、フ
ァ
サ
ー
ド
の
美
し
さ
で
す
。
南
面
し
た
片
廊

下
型
は
他
の
校
舎
と
同
じ
で
す
が
、
前
面
に
は
庭

を
配
し
、
運
動
場
は
校
舎
の
北
側
に
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

　
正
面
の
幅
は
72
メ
ー
ト
ル
。
中
央
に
は
玄
関
ポ
ー

チ
が
付
き
、
そ
の
上
に
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
を
か
た
ど
っ
た

壁
が
立
ち
上
が
り
ま
す
。
ま
た
両
端
を
突
き
出
し

て
、横
に
長
い
フ
ァ
サ
ー
ド
を
引
き
締
め
て
い
ま
す
。

　
細
部
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
明
る
い
茶
系
の
ス

ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
が
全
面
に
張
ら
れ
て
い
ま
す
。
古

典
主
義
建
築
を
思
わ
せ
る
ど
っ
し
り
し
た
柱
が
基

礎
部
か
ら
伸
び
て
1
階
と
2
階
を
つ
な
ぎ
、
そ
の

間
に
は
ス
チ
ー
ル
フ
レ
ー
ム
の
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
が

並
び
ま
す
。
ま
た
、
柱
の
角
を
カ
ッ
ト
し
、
間
柱
に

ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
を
張
る
こ
と
で
、
壁
面
の
存
在

感
が
い
っ
そ
う
増
し
て
い
ま
す
。
赤
い
ス
ペ
イ
ン
瓦

の
葺
か
れ
た
浅
い
庇
も
、壁
面
の
彩
り
に
華
を
添
え

て
い
ま
す
。

　
設
計
者
の
佐
藤
三
郎
は
壁
面
の
デ
ザ
イ
ン
が
得

意
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
装
飾
の
バ
ラ
ン
ス

や
陰
影
、
素
材
の
扱
い
な
ど
に
、
そ
の
力
量
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
昭
和
9
年
、本
館
の
す
ぐ
隣
に
、佐
藤
が
設
計
し

た
同
じ
壁
面
デ
ザ
イ
ン
の
講
堂
が
建
て
ら
れ
ま
し
た

が
、残
念
な
こ
と
に
戦
災
で
焼
失
し
ま
し
た
。

大
改
修
の
ポ
イ
ン
ト

　
平
成
28
年
、
老
朽
化
に
伴
い
大
規
模
な
改
修
と

増
築
が
行
わ
れ
、
建
物
は
大
幅
に
姿
を
変
え
て
い

ま
す
。
た
だ
、
外
観
に
関
し
て
は
当
時
の
姿
を
壊

さ
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
ま
し
た
。

ス
チ
ー
ル
サ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
ま
ま
残
し
、
壊
れ
た
ス

ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
は
新
た
に
作
り
直
し
て
補
修
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
館
内
の
2
階
に
は
、
校
舎
裏
側
の
外
壁
を
取
り

込
む
か
た
ち
で
増
築
さ
れ
た
興
味
深
い
ホ
ー
ル
が

あ
り
ま
す
。
白
色
で
統
一
さ
れ
た
広
い
空
間
に
は
、

愛
知
学
院
大
学
の
歴
史
を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
夕
暮
れ
時
、

キ
ャ
ン
パ
ス
の
目

の
前
ま
で
迫
る

住
宅
地
の
中

で
、
夕
日
を
浴

び
て
立
ち
尽
く

す
校
舎
の
姿

は
、
思
わ
ず
見

惚
れ
る
美
し
さ

で
す
。

愛
知
中
学
校

　
名
古
屋
の
中
心
を
走
る
広
小
路
通
を
東
へ
、昭
和

塾
堂
の
そ
び
え
る
城
山
八
幡
宮
の
側
に
、愛
知
学
院

大
学
楠
元
キ
ャ
ンパ
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
門
の
正
面
の
ツ
タ
の
這
う
建
物
は
、昭
和
３
年
に

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
同
校
の
前
身
の
愛

知
中
学
校
の
本
校
舎
で
す
。

　
愛
知
学
院
大
学
は
、曹
洞
宗
の
僧
侶
養
成
学
校
に

始
ま
り
ま
す
。
明
治
維
新
後
の
廃
仏
毀
釈
で
打
撃
を

受
け
た
仏
教
界
は
、そ
れ
を
乗
り
越
え
る
道
を
布
教

と
教
育
活
動
に
求
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、大
正
14
年

の
中
学
校
令
の
発
足
に
伴
い
、一
般
の
子
弟
も
受
け

入
れ
る
愛
知
中
学
校
へ
改
称
さ
れ
ま
し
た
。 

愛知学院大学楠元学舎
ツタの這うファサードが美しい、旧制中学校校舎

登録／1998年1月
登録基準／造形の規範となっているもの Aitigakuindaigaku Kusumotogakusya

庇、柱、窓、間柱、基礎部が調和する壁面

夕日に染まるファサード。スクラッチタイルにツタの這う美しい外観

側面の階段搭。手すり壁の造形が面白い

１
９
２
８
年（
昭
和
３
年
）／
２
０
１
６
年（
平
成
28
年
）改
修

﹇
設
計
﹈佐
藤
三
郎

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て

名
古
屋
市
千
種
区
楠
元
町
１‒

１
０
０

https://w
w
w
.agu.ac.jp/access/kusum

oto_suem
ori/

※

見
学
可

２階のホール。軒のある部分が以前の外壁

photo：nawoko kato
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昭和塾堂

column

大正期に建てられた愛知の県立中学校（現在の高校）では、

校舎は共通の図面を元に設計され、門柱もそのスタイルをとっている。

この青図は津島高校に残されたもので校名は表記されず、

他校と共有されていたと思われる。

【肩書のない名建築】

　名古屋にはまだ文化財の指定を受けていない素晴らしい建築があります。
その筆頭が昭和塾堂です。
　昭和塾堂は、昭和改元の記念に愛知県が建てた青年の修養道場で、旧末森
城跡に開かれた城山八幡宮のある丘の中腹に建設されました。ここでいう青年
とは、村々の地域活動を担ってきた若衆組をさし、大正ごろから県が主導する
教育機関に組み込まれました。それらの修養大会や講習会として使用された
のが昭和塾堂です。
　建物を前にしてまず驚くのが、その大きさです。そびえたつ四層の八角堂は日
本の古建築を参考にデザインされ、そこから三方に講堂や教室、食堂の翼棟が
広がり、平面・立面が「人」の字となる類例のないフォルムになっています。ま
た地階の炊事場の床には割れたタイルが乱張りされていて、厳かでとても美しい
空間となっています。
　設計は愛知県営繕課の酒井勝、足立武郎、黒川巳喜、尾鍋邦彦ら。彼らは
このあと、東海学園大講堂の設計に取り組んでいます。
鉄筋コンクリート造の巨大な建物は、近隣にある愛知
学院大学の校舎に使用されていましたが、現在は空き家と
なっています。
　名古屋市庁舎や愛知県庁舎に先んじる帝冠様式風
の名建築は、いま新しい活用の道を模索しています。

門柱

photo：nawoko kato 48



セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
風
の
門
柱

　
13
あ
る
門
柱
の
中
に
は
、同
時
期
に
建
て
ら
れ
共

通
の
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
設

計
を
担
当
し
た
愛
知
県
営
繕
課
の
技
師
た
ち
は
共

通
の
図
面
か
ら
門
柱
を
計
画
し
た
と
考
え
ら
れ
、例

え
ば
瑞
陵
高
校
や
刈
谷
高
校
、西
尾
高
校
な
ど
は
、

同
じ
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
風
の
柱
頭
を
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ひ
と
つ
、
津
島
高
校
の
門
柱
は
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
の
２
本
の
主
門
柱
と
２
本
の
脇
門
柱

か
ら
な
り
、
高
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
3
メ
ー
ト
ル
46
セ
ン

チ
と
３
メ
ー
ト
ル
12
セ
ン
チ
も
あ
り
ま
す
。

　
旧
制
第
三
中
学
と
し
て
同
地
に
誘
致
さ
れ
た
津

島
高
校
は
、
現
在
で
も
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
た
の
ど

か
な
風
景
に
あ
り
ま
す
。
津
島
神
社
へ
つ
な
が
る

天
王
川
公
園
の
松
が
並
ぶ
堤
防
の
先
に
、
迫
力
の
あ

る
門
柱
が
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
門

の
正
面
か
ら
右
に
ず
れ
た
場
所
に
、
門
柱
と
同
じ

セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
風
の
装
飾
が
あ
し
ら
わ
れ
た
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
の
本
校
舎
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。
門

を
入
っ
て
左
手
に
は
愛
知
県
営
繕
課
時
代
の
大
中

肇
が
手
掛
け
た
旧
講
堂
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
、
19
世
紀
後
半
の

ウ
ィ
ー
ン
で
興
っ
た
芸
術
運
動
で
、
本
国
で
は
ゼ

ツ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
い
、
日
本
語
訳
す
る
と
「
分
離

派
」
を
意
味
し
ま
す
。
過
去
の
芸
術
様
式
を
捨
て

て
新
し
い
芸
術
様
式
を
め
ざ
す
か
ら
分
離
派
で
す
。

日
本
で
は
大
正
前
期
に
建
築
家
の
武
田
五
一
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
英
語

読
み
も
武
田
が
広
め
た
も
の
で
す
。

　
実
は
武
田
は
、
大
正
7
年
か
ら
9
年
に
か
け
て

名
古
屋
高
等
工
業
学
校
（
現
名
工
大
）で
学
長
を

務
め
て
い
た
た
め
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
が

セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

街
の
風
景
を
つ
く
る
も
の

　
も
う
ひ
と
つ
、
紹
介
し
た
い
門
柱
が
あ
り
ま
す
。

名
古
屋
大
学
医
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
と
隣
接
す
る
鶴
舞

公
園
の
あ
い
だ
の
並
木
道
に
立
つ
、
旧
愛
知
県
立
医

学
専
門
学
校
の
門
柱
で
す
。
公
園
を
散
策
す
る
人

や
病
院
に
通
う
人
、
大
学
に
向
か
う
人
た
ち
が
行

き
交
う
並
木
道
の
脇
に
佇
む
門
柱
は
、
そ
こ
か
ら

伸
び
る
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
の
外
壁
と
と
も
に
、
す

て
き
な
街
並
み
に
ひ
っ
そ
り
と
貢
献
し
て
い
ま
す
。

ち
ょっ
と
変
わ
っ
た
登
録
文
化
財

　
愛
知
の
登
録
有
形
文
化
財
に
は
、ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

た
建
物
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
県
立
高
校
の
門
柱
で
す
。
平
成
29
年
に
13

校
の
門
柱
が
一
度
に
登
録
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。

　
明
治
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
建

設
さ
れ
た
県
立
の
旧
制
中
学
や
高
等
女
学
校
、農
商

学
校
な
ど
の
門
柱
は
、本
校
舎
と
共
通
し
た
デ
ザ
イ

ン
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、本
校
舎
の
多
く
が
姿
を
消

し
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、当
時
の
学
校
の
姿

を
残
す
大
切
な
文
化
財
で
す
。

愛知県立旧制学校の門柱たち
１３＋１本の、旧制学校のかたちを残す登録有形文化財

Aitikenritukyûseigakkô
 no Montyûtati

津島高校全景。本校舎まえに校門が見える

津島高校の門柱。細い道沿いに立ち、不思議な存在感を示している

旧愛知県立医学専門学校の門柱

大中肇設計の旧講堂

photo：nawoko kato

安
城
農
林
高
校
／
明
治
36
年
頃 

岡
崎
高
校
／
大
正
前
期

半
田
商
業
高
校
／
大
正
10
年 

津
島
高
校
／
大
正
12
年
頃

刈
谷
高
校
／
大
正
12
年 

瑞
陵
高
校
／
大
正
13
年
頃

鶴
城
丘
高
校
／
大
正
14
年
頃 

碧
南
高
校
／
昭
和
４
年
頃

惟
信
高
校
／
昭
和
４
年
頃 

小
牧
高
校
／
昭
和
４
年

西
尾
高
校
／
昭
和
５
年
頃 

岩
津
高
校
／
昭
和
12
年

旭
丘
高
校
／
昭
和
13
年

旧
愛
知
県
立
医
学
専
門
学
校
／
大
正
３
年

登録／2017年6月/2007年10月
登録基準／造形の規範となっているもの（安城農林･岡崎･半田商業･岩津高校、医学専門学校）

国土の歴史的景観に寄与しているもの（その他）

お
お
な
か

は
じ
め

ち
ゅ
う
と
う

photo：Ryota Murase
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飯田喜四郎先生  特別インタビュー

学校建築に思うこと
　
今
回
は
愛
知
県
に
あ
る
古
い
学
校
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
が
、こ
う
し
て
改
め
て
見

て
み
る
と
、ど
れ
も
良
い
建
物
ば
か
り
で
す

ね（
笑
）

　
旧
多
米
小
学
校
は
建
て
ら
れ
た
時
期
も

面
白
い
で
す
し
、雰
囲
気
も
と
て
も
良
い
。

ま
た
田
峯
小
学
校
は
、地
域
の
文
化
と
合
わ

せ
て
す
ご
い
学
校
だ
と
思
い
ま
す
。滝
学
園

本
館
も
今
で
も
き
れ
い
で
す
し
、本
当
に

良
く
残
し
て
く
れ
て
い
る
と
感
心
し
て
い

ま
す
。 

　
博
物
館
明
治
村
に
も
学
校
建
築
は
い
く

つ
か
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
ら
は
昭

和
30
年
代
後
半
か
ら
40
年
に
か
け
て
、ど
ん

ど
ん
取
り
壊
さ
れ
て
い
っ
た
建
物
だ
っ
た

か
ら
で
す
。当
時
は
、古
い
建
物
が
ど
の
程

度
残
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
っ
て
い
な

か
っ
た
。逆
に
い
え
ば
、壊
さ
れ
て
し
ま
っ

て
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。あ
と
に

な
っ
て
気
が
つ
い
て
も
も
う
遅
い
。

　
明
治
村
に
残
る
第
四
高
等
学
校
の
物
理

化
学
教
室
や
武
術
道
場
に
つ
い
て
は
、明
治

村
創
設
の
功
労
者
の
建
築
家
谷
口
吉
郎
と

名
鉄
の
副
社
長
土
川
元
夫
の
母
校
だ
っ
た

こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。彼
ら
に

と
っ
て
は
思
い
出
の
学
び
舎
だ
っ
た
わ
け
で

す
か
ら
、い
っ
そ
う
熱
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
、関
東
大
震
災
以
降
の
昭
和
７
年
か

ら
小
学
校
に
通
っ
た
た
め
、鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
３
階
建
て
の
校
舎
で
過
ご
し
ま

し
た
。片
廊
下
型
の
プ
ラ
ン
や
教
室
の
ス

ケ
ー
ル
は
木
造
校
舎
を
踏
襲
し
た
も
の
で

し
た
。

　
校
舎
は
コ
の
字
型
で
配
置
さ
れ
、そ
の
一
辺

は
講
堂
と
唱
歌
室
、屋
外
プ
ー
ル
を
設
け
て

校
外
と
遮
断
し
て
い
ま
し
た
。戦
前
は
祝
日

が
多
く
、と
は
い
え
休
み
で
は
な
く
て
、講

堂
で
校
長
が
奉
安
室
か
ら
取
り
出
し
た
教

育
勅
語
を
読
み
上
げ
、そ
の
後
で
1
時
間
く

ら
い
講
話
を
し
ま
す
。そ
れ
が
終
わ
る
と
お

供
物
と
い
う
菊
の
御
紋
の
入
っ
た
お
菓
子

が
配
ら
れ
る
の
で
す
が
、あ
ま
り
美
味
し
く

は
な
か
っ
た（
笑
）

　
今
後
の
日
本
は
少
子
化
が
進
み
、廃
校
に

な
る
学
校
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
ら
校
舎
を
い
か

に
再
利
用
す
る
の
か
。愛
知
県
で
は
岡
崎
が

早
く
か
ら
そ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。と
い
う
よ
り
も
、廃
校
に
な
っ
た
校

舎
の
再
利
用
を
熱
心
な
地
元
の
住
民
が
始

め
た
、と
い
う
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う
。彼

ら
の
活
動
が
行
政
を
巻
き
込
み
、そ
の
動
き

に
呼
応
し
て
地
元
の
大
学
が
関
わ
る
こ
と

で
、社
会
教
育
な
ど
の
場
と
し
て
広
が
り
を

見
せ
ま
し
た
。

　
地
元
に
密
着
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連

携
を
と
る
こ
と
は
、地
域
で
文
化
活
動
を
め

ざ
す
大
学
な
ど
に
と
っ
て
も
、ま
た
文
化
事

業
の
展
開
を
望
む
地
方
行
政
に
と
っ
て
も
、

何
よ
り
も
大
事
な
核
に
な
り
ま
す
。そ
し

て
、そ
の
核
と
な
る
の
は
、地
元
の
人
々
に

と
っ
て
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
思
い
出
深

い
学
び
舎
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

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
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。

明治村の
学校建築たち

column

【学校建築の宝庫】

　博物館明治村は、古い学校建築の宝庫です。
　まず入り口で待ち構えてくれるのが、名古屋市瑞穂区にあった第八高等学校
のレンガの門柱です。赤いレンガと花崗岩の立ち姿が、来館者を一気に明治の
世界に連れて行ってくれます。
　昭和４０年に開館した明治村は、高度経済成長期に失われていく建物を移築・
保存する目的で設立された野外博物館です。その多くが取り壊される寸前の
もので、また当時はあまり価値が認められていなかった市井の建物を保存した
ことも特徴です。本書で取り上げている学校建築はまさにそんな建物で、明治村
には同様の校舎がいくつも移築されています。
　数ある中からひとつだけ紹介すると、第四高等学校物理化学教室がおすすめ
です。設計したのは文部省技師の山口半六と久留正道で、久留は「学校建築
図説明および設計大要」をまとめた人物です。この建物もそれに合致し、また
モダンな階段教室も見どころです。
　山口も久留も西洋建築を深く学び、その理論や研究に基づいて「大要」を
著しました。物理化学教室のシンプルながらも美しい姿を見ると、彼らが創り
上げた学校建築の礎がどれだけのクオリティを持っていたのか、思いを馳せずに
はいられません。

くる

く
も
つ
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あ
い
ち
の
た
て
も
の
博
覧
会

 

ひ
た

ま
ち
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
な
る
日

　愛
知
県
で
は
毎
年
秋
に
な
る
と
、国
登
録
有
形
文
化

財
の
建
物
を
特
別
公
開
す
る
イ
ベ
ン
ト「
あ
い
ち
の
た
て

も
の
博
覧
会
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　公
開
す
る
建
物
は
、こ
こ
で
紹
介
し
た
学
校
の
建
物
以

外
に
、住
宅
、社
寺
、教
会
、そ
の
他
の
産
業
に
ま
つ
わ
る

建
物
や
公
共
施
設
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　公
開
に
あ
わ
せ
て
、所
有
者
や
建
築
の
専
門
家
た
ち
に

よ
る
建
物
ガ
イ
ド
も
行
い
、普
段
は
非
公
開
の
場
所
も

見
学
で
き
る
の
が
特
徴
で
す
。

　ま
た
、古
い
町
並
み
を
巡
る
ツ
ア
ー
や
特
殊
な
テ
ー
マ

の
ツ
ア
ー
、子
ど
も
が
建
物
ガ
イ
ド
を
し
て
く
れ
る
ツ

ア
ー
に
、音
楽
の
演
奏
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、多
彩
な

イ
ベ
ン
ト
も
同
時
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

　い
つ
も
は
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
建
物
に
足
を

踏
み
入
れ
、美
し
い
室
内
装
飾
に
身
を
浸
し
、そ
れ
ら
を

通
じ
て
地
域
の
歴
史
に
触
れ
た
時
、建
物
は
ま
る
で
ま
ち

の
た
か
ら
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　秋
の
陽
気
に
つ
つ
ま
れ
て
、ま
ち
全
体
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
な
る
日
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

※「
あ
い
た
て
博
」の
開
催
は
10
月
・
11
月
の
土
・日
曜
日
を
予
定
し
て
い
ま
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2年3月1日
現在、全国で12,443件
が登録され、愛知県は
519件（全国5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、本書の作成
もその一つです。この冊子を通じて、愛知県
内にある様々な登録文化財の魅力を知ってい
ただき、歴史的建造物の保存・活用にご理解・
ご支援いただければ幸いです。
　愛知登文会では、このような活動を進める
にあたり、全国の登録文化財の所有者が連携
して取り組んでいくことが重要だと考え、全国
の所有者の会のネットワークづくりにも取り組
んできました。令和元年6月には、全国で活動
する９つ（秋田、群馬、東京、神奈川、愛知、三
重、大阪、京都、和歌山）の所有者の会が集い
交流する「全国登文会フェスタ」を愛知で開

催し、この機会にあわせて、登録有形文化財
全国所有者の会（全国登文会）が設立されま
した。全国登文会では、所有者間の連携、交
流、情報交換を通じて登録文化財の保存・活
用を進めることを目的としています。
　全国の文化財所有者の皆様や関係の皆様
と連携しつつ、この愛知から登録文化財の保
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。

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

全国登文会設立総会の様子（小栗家住宅）

登録文化財のプレート
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