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長い歴史の中で生まれ、守り、
丁寧に受け継がれてきた文化財。
文化財のうち建築物や土木構造物には
日本独自の文化や生活様式、
そして技術の記憶が色濃く刻み込まれている。
この国家的財産を先人たちが使い、
見ていたままの姿で未来に残す。
現在に生きる建設業に託された新たな使命について、
土木と建築それぞれのフィールドから考察する。

保
存
文
化
財
建
造
物

文化

建
設

集
特

建
設
業
が
担
う

新
た
な
使
命
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一
言
に
「
文
化
財
」
と
い
っ
て
も
形

の
有
無
、
指
定
や
所
有
の
形
態
に
よ
っ

て
複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。

所
管
す
る
文
化
庁
に
よ
る
指
定
、
登
録

の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー
ジ
に
示
す

が
、
い
ず
れ
も
日
本
固
有
の
文
化
を
そ

の
時
代
ご
と
に
記
憶
す
る
国
民
的
財
産

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

　

建
造
物
や
絵
画
、
彫
刻
な
ど
の
有
形

文
化
財
の
う
ち
、
建
築
物
や
土
木
構
造

物
か
ら
な
る
「
文
化
財
建
造
物
」
は
、

現
在
二
、四
三
七
件
が
指
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
保
存
修
理
に
関
す
る
調
査
、

設
計
、
監
理
を
担
っ
て
い
る
の
が
公
益

財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協

会
（
文
建
協
）
だ
。
設
計
室
の
小
林
裕

幸
設
計
課
長
に
、
文
化
財
建
造
物
の
保

存
修
理
の
現
状
を
お
聞
き
し
た
。

　
「
文
建
協
は
、
昨
年
度
二
七
八
件
の

文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
に
携
わ
り

ま
し
た
。
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
建
造

物
が
年
々
増
え
る
た
め
、
保
存
修
理
の

案
件
も
お
の
ず
と
増
加
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
近
年
は
、
そ
の
修
理
対
象
に
大

き
な
変
化
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
文
化
財
建
造
物
の
ほ
と
ん
ど
は
社
寺

建
築
や
城
、
民
家
な
ど
の
木
造
建
造
物

で
し
た
が
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
煉

瓦
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
な
ど
の
非
木

造
の
近
代
建
築
が
対
象
と
し
て
加
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
」。

　

非
木
造
の
文
化
財
建
造
物
は
、
現
役

で
機
能
し
て
い
る
も
の
も
多
く
、
規
模

も
大
き
い
。
保
存
の
方
法
、
意
義
も
変

化
す
る
と
小
林
課
長
は
予
想
す
る
。

「
日
本
に
お
い
て
木
造
の
文
化
財
建
造

物
の
保
存
修
理
の
技
術
や
考
え
方
は

一
〇
〇
年
以
上
も
積
み
重
ね
て
き
た
の

で
既
に
確
立
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
木

造
の
柱
は
、
損
傷
が
激
し
い
部
分
だ
け

を
同
質
の
木
材
を
継
ぎ
足
し
て
修
理
す

る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。
傷
み

の
な
い
部
分
は
極
力
残
し
て
後
世
へ
継

承
す
る
。
柱
一
本
が
文
化
財
そ
の
も
の

と
捉
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
非
木
造

で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
柱
で
は
そ
の

考
え
を
ど
こ
ま
で
適
用
で
き
る
の
か
、

新
た
な
修
理
技
法
の
研
究
開
発
が
必
要

転
換
期
を
迎
え
た
文
化
財
の
保
存

文化財保存 の今
保存・活用

使いながら
守っていく

活用しながら文化財を保存する。
使うこと、見せることでその価値を高め、
重要性の共通意識を醸成する。

耐震補強
地震国・

日本の命題
あるがままの姿を保ちながら、

必要最小限の補強、補修で自然災害、
地震に負けない文化財を後世に継承する。

地方創生
地域の財産としての

文化財
文化財が人を魅了する。人を呼ぶ。

地域活性化の重要なファクターとなり得る
可能性を秘めた地域の宝として活用する。

技術革新
最高レベルの

土木・建築技術
今だからこそ可能な補修、修復技術。
古の匠の技と、革新的な現代技術の
融合により歴史的遺産を受け継ぐ。

公益財団法人　
文化財建造物
保存技術協会
事業部　設計室設計課長

小林裕幸
Hiroyuki Kobayashi 

文化

建
設

集
特
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い
く
た
め
に
、
平
成
八
年
に
文
化
財
登

録
制
度
を
設
け
た
。
こ
の
登
録
制
度
は
、

指
定
制
度
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
今
後
の

保
存
に
対
し
指
導
・
助
言
を
与
え
る
緩

や
か
な
保
護
措
置
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
近
代
建
造
物
は
現
役
か
つ
用
途
が

複
雑
な
も
の
が
多
く
、
価
値
を
認
め
、

保
存
し
続
け
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
観
光
資
源
と
し
て
位
置
付
け

る
な
ら
ば
、
活
用
し
な
が
ら
保
存
す
る

方
法
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

関
係
者
間
で
価
値
観
の
ズ
レ
も
出
て
く

る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
は
そ
の
建
造
物
を

公
共
の
財
産
と
し
て
ど
う
残
す
こ
と
が

ベ
ス
ト
な
の
か
を
探
す
こ
と
が
必
要
で

す
」。
文
建
協
も
、
文
化
財
を
も
っ
と
知

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
修
理
の

様
子
を
体
感
す
る
現
場
公
開
を
行
っ
て

い
る
。
現
場
公
開
は
千
載
一
遇
の
チ
ャ

ン
ス
と
も
言
え
る
イ
ベ
ン
ト
だ
。「
数

百
年
を
経
た
建
物
が
丸
裸
に
な
っ
て
い

る
現
場
に
触
れ
る
こ
と
で
感
銘
を
受
け
、

そ
の
価
値
や
重
要
性
を
実
感
す
る
。
そ

う
し
た
機
会
の
創
出
は
今
後
も
重
要
度

を
増
し
て
く
る
で
し
ょ
う
」
と
小
林
課

長
は
話
す
。 

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」。
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
近
代
建
築
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
打
設
技
術
が
未
熟
だ
っ
た
も
の
が
少

な
く
な
く
、
永
く
残
す
た
め
に
は
強
度

の
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
柱
を
打
ち
直

す
こ
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
部
材
一
つ
ひ
と
つ
が
文
化
財
で

あ
る
と
い
う
考
え
に
添
う
な
ら
ば
ど
の

よ
う
な
回
答
が
正
し
い
の
か
。
文
化
財

保
存
の
理
念
に
立
ち
返
っ
て
の
検
討
が

求
め
ら
れ
る
。

　

修
理
の
根
幹
を
成
す
の
は
「
本
来
の

建
造
物
の
仕
様
を
可
能
な
限
り
あ
る
が

ま
ま
の
姿
で
後
世
に
伝
え
る
」
と
い
う

日
本
の
文
化
財
建
造
物
保
存
の
長
い
経

験
が
導
き
出
し
た
理
念
だ
。「
木
造
で

あ
ろ
う
が
非
木
造
で
あ
ろ
う
が
、
建
造

物
の
価
値
を
後
世
に
残
す
と
い
う
理
念

が
ブ
レ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
建

物
全
体
や
各
部
材
の
状
況
を
根
気
よ
く

検
証
し
、
様
々
な
角
度
か
ら
総
合
的
に

評
価
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
小

林
課
長
は
語
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
建
物
が
経
て
き
た

「
時
代
」
を
見
極
め
、
判
断
す
る
眼
力
も

必
須
だ
と
話
す
。「
建
造
物
は
建
て
ら

れ
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
使
い
勝
手
を

考
慮
し
て
手
が
加
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

創
建
時
の
姿
、
最
も
機
能
を
発
揮
し
た

時
期
の
姿
、
そ
し
て
現
在
の
姿
。
修
理

で
戻
す
べ
き
姿
は
ど
の
時
代
な
の
か
、

詳
細
な
調
査
を
行
い
ま
す
が
、
判
断
す

る
際
に
は
葛
藤
が
あ
り
ま
す
」。

　

文
化
財
は
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

初
め
て
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
維
持
保

存
が
可
能
に
な
る
。
現
存
す
る
多
く
の

近
代
建
築
は
文
化
的
、
歴
史
的
に
価
値

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
も
、
所
有
者
に

し
て
み
る
と
非
生
産
的
な
存
在
と
な
る

場
合
も
少
な
く
な
い
。
所
有
者
が
そ
の

価
値
を
認
め
、
保
存
す
る
意
思
を
声
に

出
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
建
物
は
い
ず
れ

姿
を
消
し
て
い
く
。
文
化
庁
は
社
会
的

評
価
を
受
け
る
間
も
な
く
消
滅
の
危
機

に
晒
さ
れ
て
い
る
多
種
多
様
か
つ
大
量

の
歴
史
的
建
造
物
を
後
世
に
継
承
し
て

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
残
す

文
化
財
保
存
の
技
術
と

価
値
を
見
極
め
る
眼
力

活
用
と
保
存
の
両
立

文化的価値を見極める
文化

建
設

集
特

記念物
 ［遺跡］
　貝塚，古墳，都城跡，旧宅等
 ［名勝地］
　庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等
 ［動物，植物，地質鉱物］

登録記念物
保存と活用が特に必要なもの

天然記念物
重要なもの

名勝
重要なもの

史跡
重要なもの

特別天然記念物
特に重要なもの

特別名勝
特に重要なもの

特別史跡
特に重要なもの

指定

指定

指定

登録

指定

民俗文化財
 ［有形の民俗文化財］
　無形の民俗文化財に用いられる衣服，器具，家屋等
 ［無形の民俗文化財］
　衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習，

民俗芸能，民俗技術

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（特に必要のあるもの）

重要無形民俗文化財
特に重要なもの

登録有形民俗文化財
保存と活用が特に必要なもの

重要有形民俗文化財
特に重要なもの

選択

指定

登録

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（特に必要のあるもの）

重要無形文化財
重要なもの

選択

指定無形文化財
 ［演劇，音楽，工芸技術等］

 ［宿場町，城下町，農漁村等］

伝統的建造物群 市町村が
決定

伝統的建造物群
保存地区 選定 重要伝統的建造物群

保存地区

価値が特に高いもの

 ［棚田，里山，用水路等］

文化的景観 重要文化的景観
特に重要なもの

選定

選定文化財の保存技術
 ［文化財の保存に必要な材料製作，修理・修復の技術等］

選定保存技術
保存の措置を講ずる必要があるもの

埋蔵文化財
 ［土地に埋蔵されている文化財］

文化財

文化財の体系図

重要文化財
重要なもの

指定有形文化財
 ［建造物］
 ［美術工芸品］絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，
　古文書，考古資料，歴史資料等

国宝
特に価値の高いもの

指定

登録有形文化財
保存と活用が特に必要なもの

 ［建造物］ ［美術工芸品］
登録

▶ P10 横利根閘門

▶ P14 嘉穂劇場

文化財建造物（国宝、重要文化財）
の現状（平成27年8月1日現在）

国宝 久能山東照宮国宝 観心寺金堂 世界遺産・国宝 姫路城

【重要文化財】

筑後橋

世界遺産・国宝 富岡製糸場

文化財保護法に基づき国宝・重要文化財に指定されてい
る建造物は、2,437件（内国宝222件）で、棟数は4,732
棟（内国宝269棟）。時代で分類すると、近世以前のもの
が3,878棟（内国宝268棟）で神社や寺院の建物が6割を
超えている。一方で、近代のものは854棟（内国宝4棟）
であり、住居や産業・交通・土木関係のものが約7割と
なっている。 重要文化財 旧筑後川橋梁

近代近世以前 交通・土木

※2 提供：群馬県

※1 ※1 ※2

※1 提供：公益財団法人文化財建造物保存技術協会

出典：文化庁
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千
葉
県
香
取
市
の
利
根
川
の
ほ
と
り

に
は
、
一
〇
〇
歳
近
い
現
役
の
「
閘こ

う

門も
ん

」

が
あ
る
。
大
正
十
年
に
完
成
し
た
「
横

利
根
閘
門
」。
明
治
三
十
三
年
か
ら
始

ま
っ
た
利
根
川
改
修
工
事
の
一
部
と
し

て
横
利
根
川
と
利
根
川
の
合
流
地
点
に

設
置
さ
れ
た
。
利
根
川
の
洪
水
が
霞
ヶ

浦
に
逆
流
し
な
い
こ
と
と
、
当
時
、
物

流
の
要
と
な
っ
て
い
た
舟
運
の
ル
ー
ト

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
構
造

物
だ
。

　

閘
門
と
は
、
水
位
の
異
な
る
川
と
川

の
間
に
設
置
し
、
船
が
航
行
で
き
る
よ

う
に
水
位
を
調
節
す
る
施
設
で
あ
る
。

今
で
も
年
間
一
、〇
〇
〇
〜
二
、〇
〇
〇

隻
ほ
ど
の
利
用
が
あ
る
。
平
成
十
二
年

に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
を
機

に
、
周
辺
を
公
園
と
し
て
整
備
、
一
帯

は
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
横
利
根
閘
門
が
東
日
本
大
震
災

の
影
響
で
被
災
、
経
年
劣
化
も
含
め
た

補
修
が
平
成
二
十
五
年
度
に
行
わ
れ
た
。

国
土
交
通
省
利
根
川
下
流
河
川
事
務
所

で
補
修
の
経
緯
を
お
聞
き
し
た
。
蟻
川

和
弘
管
理
課
長
は
「
既
存
ス
ト
ッ
ク
の

齢
一
〇
〇
歳
の
現
役
閘
門

土
木
遺
産
を
後
世
に
残
す

有
効
活
用
に
加
え
、
歴
史
的
な
構
造
物

の
補
修
事
業
と
い
う
こ
と
で
、『
保
存
』

と
い
う
観
点
か
ら
通
常
の
施
設
改
修
と

は
根
本
的
に
異
な
る
工
事
に
な
り
ま
し

た
」
と
話
す
。
保
全
対
策
検
討
委
員
会

を
設
立
し
、
補
修
に
あ
た
っ
て
の
調
査･

補
修
方
法
な
ど
の
検
討
を
行
い
工
事
を

進
め
た
。
門
扉
を
収
容
す
る
閘
扉
室
の

一
部
に
地
盤
の
液
状
化
に
起
因
す
る
亀

裂
が
あ
り
、
門
扉
本
体
や
防
舷
材
、
機

構
部
に
も
老
朽
化
が
認
め
ら
れ
た
。

「
一
〇
〇
年
前
に
我
々
の
先
輩
が
成
し

遂
げ
た
仕
事
で
、
現
在
も
利
用
さ
れ
て

い
る
施
設
で
す
。
私
た
ち
は
利
根
川
改

修
の
歴
史
も
含
め
、
こ
の
施
設
を
極
力

良
い
状
態
で
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で

い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
委
員
会

で
は
文
化
庁
や
稲
敷
市
、
香
取
市
等
の

意
見
も
聞
き
な
が
ら
補
修
検
討
を
行
い

ま
し
た
」
と
当
時
を
振
り
返
る
。

　

小
野
正
人
管
理
第
二
係
長
も
「
構
造

物
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
に
移
行
す
る
時

期
に
あ
っ
て
、
二
八
〇
万
個
も
の
レ
ン

ガ
を
積
み
上
げ
、
外
国
人
技
術
者
の
手

を
借
り
ず
に
造
ら
れ
た
純
国
産
の
施
設

で
す
。
こ
の
土
木
遺
産
を
残
す
と
い
う

強
い
使
命
感
が
あ
り
ま
し
た
」
と
話
す
。

　

西
洋
文
化
、
技
術
を
受
け
継
ぎ
な
が

ら
の
日
本
独
自
の
方
法
論
で
完
成
さ
せ

た
施
設
だ
。
技
術
的
、
歴
史
的
価
値
は

高
い
。

　

構
造
物
全
体
を
支
持
す
る
地
盤
の
液

状
化
対
策
と
し
て
は
浸
透
固
化
処
理
工

法
が
採
用
さ
れ
た
。
地
中
に
固
化
剤
を

国土交通省関東地方整備局
利根川下流河川事務所
佐原出張所　管理第二係長

小野正人
Masato Ono

横
よ こ

利
と

根
ね

閘
こ う

門
も ん

国内最大級の煉瓦造複閘式閘門

現
在
の
技
術
と
の

葛
藤
と
融
合

上／横利根閘門は霞ヶ浦から流れる横利根川と利根川の合流点に建設さ
れた。霞ヶ浦、北浦から利根川を経て江戸川に至る舟運による物流ルー
トの重要な結節点だった。下／東洋の「小パナマ」と謳われた横利根閘
門。地元では今でも「カンモン」と呼ばれ親しまれている（提供：利根川下
流河川事務所）。

文化

建
設

集
特

横利根川

利
根
川

横利根閘門
至霞ヶ浦

国指定
重要文化財
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注
入
し
、
こ
れ
を
浸
み
込
ま
せ
る
よ
う

に
し
て
地
盤
を
強
固
な
も
の
と
す
る
。

「
地
盤
改
良
が
必
要
以
上
に
施
設
本
体

に
荷
重
を
か
け
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

地
盤
に
与
え
る
影
響
や
、
本
体
を
構
成

す
る
レ
ン
ガ
と
固
化
剤
の
付
着
度
な
ど

入
念
に
調
査･

検
討
し
ま
し
た
」
と
蟻

川
課
長
は
説
明
す
る
。

　

レ
ン
ガ
の
洗
浄
に
つ
い
て
は
、
レ
ン

ガ
は
黒
ず
ん
だ
ま
ま
の
方
が
歴
史
的
な

存
在
感
を
発
揮
で
き
る
の
で
は
と
い
う

声
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
観
光
資
源
と

い
う
観
点
か
ら
は
よ
り
美
し
い
景
観
に

配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
意
見
は
分
か

れ
た
。
ど
ち
ら
も
間
違
っ
て
は
い
な
い

か
ら
だ
。
検
討
を
重
ね
、
レ
ン
ガ
の
目

地
が
傷
つ
か
な
い
程
度
の
洗
浄
を
す
る

こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

通
常
の
老
朽
化
し
た
施
設
の
補
修
で

あ
れ
ば
、
防
舷
材
は
ゴ
ム
製
に
、
門
扉

は
ス
テ
ン
レ
ス
製
に
、
機
械
部
品
等
も

最
新
形
式
な
ど
に
交
換
す
る
は
ず
で
あ

る
が
、
横
利
根
閘
門
は
土
木
構
造
物
で

あ
り
な
が
ら
文
化
財
建
造
物
で
あ
る
。

「
可
能
な
限
り
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
後

世
に
伝
え
る
」
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
た

め
、
部
材
は
変
更
し
な
い
。
文
化
財
の

補
修
に
あ
た
り
永
く
残
す
た
め
の
改
良

が
顕
著
で
、
空
気
に
触
れ
る
部
分
は
Ｕ

Ｖ
対
策
用
防
腐
剤
を
塗
布
、
水
中
部
分

に
は
川
の
水
に
影
響
の
な
い
別
の
防
腐

剤
を
含
浸
塗
布
し
た
。
岩
間
靖
工
事
所

長
は
施
工
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。「
門
扉
は
遮
水
す
る
水
密
材
が

寿
命
だ
っ
た
の
で
従
来
通
り
ケ
ヤ
キ
材

で
取
り
替
え
、
塗
装
を
施
し
ま
し
た
。

水
密
材
が
少
し
で
も
空
い
て
い
る
と
水

が
漏
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
閉
門
し

た
際
、
日
光
に
透
か
し
て
隙
間
を
確
認

し
削
り
な
が
ら
調
整
し
ま
し
た
。
時
間

を
か
け
た
繊
細
な
作
業
だ
っ
た
の
で
一

番
苦
労
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
」。

　

擁
壁
の
石
積
み
は
撤
去
し
た
際
に
一

つ
ず
つ
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
し
、
傷
つ
け
な

い
よ
う
何
重
に
も
ラ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
一

時
保
管
す
る
気
の
遣
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

バ
イ
ブ
ル
だ
と
言
い
な
が
ら
見
せ
て

く
れ
た
設
計
者
、
中
川
吉
造
博
士
が
記

し
た
『
横
利
根
閘
門
に
就
い
て
』
と
い

う
論
説
報
告
書
に
は
何
度
も
読
み
返
し

を
ど
こ
ま
で
介
入
す
る
か
が
大
き
な
課

題
に
な
っ
た
。
同
事
務
所
の
古
平
崇
施

設
管
理
係
長
は
「
扉
体
の
開
閉
を
支
持

す
る
ラ
ッ
ク
棒
は
建
設
当
時
の
ま
ま
使

用
し
て
お
り
、
今
後
も
傷
ん
だ
箇
所
だ

け
補
修
し
て
現
状
を
維
持
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
今
後
も
末
永
く
稼
働
し
て

ほ
し
い
の
で
、
そ
の
た
め
に
定
期
的
な

点
検
保
守
、
調
査
、
検
討
を
継
続
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

当
時
の
修
復
作
業
に
つ
い
て
工
事
を

担
当
し
た
村
本
建
設
㈱
で
聞
い
た
。
施

工
は
極
め
て
繊
細
な
も
の
に
な
っ
た
と

い
う
。
高
温
高
圧
洗
浄
機
に
よ
る
レ
ン

ガ
の
洗
浄
で
は
、
レ
ン
ガ
に
損
傷
を
与

え
な
い
よ
う
厳
密
な
試
験
を
行
い
、
水

の
温
度
、
水
圧
、
洗
浄
時
間
を
検
討
。

防
舷
材
は
日
光
が
当
た
る
左
側
の
腐
朽

た
あ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
手
に
し
た

時
、
岩
間
所
長
の
技
術
者
魂
に
火
が
つ

い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

「
閘
門
は
こ
の
著
書
と
寸
分
違
わ
ず
施

工
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
脱
帽
で
す
」
と

当
時
の
感
銘
を
明
か
す
。

　

ゼ
ネ
コ
ン
に
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
ス

ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
に
特
化
し
た

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

既
存
の
ス
ト
ッ
ク
を
有
効
に
活
用
す
る

こ
と
も
使
命
だ
と
語
る
の
は
、
同
社
の

小
山
貴
史
工
事
長
だ
。「
そ
の
一
環
と

し
て
文
化
財
の
補
修
、
保
存
も
重
要
な

事
業
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
規
模
な
文

化
財
修
復
は
横
利
根
閘
門
が
初
め
て
の

事
例
で
し
た
が
、
当
社
に
と
っ
て
財
産

と
も
言
え
る
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
」。
同
社
は
こ
の
工
事
を
糧
と

し
て
国
立
競
技
場
の
解
体
に
伴
う
、
壁

画
や
銘
板
の
移
設
工
事
を
始
め
、
各
地

の
歴
史
的
構
造
物
の
改
修
事
業
に
携
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
。　

　

最
高
水
準
の
技
術
を
必
要
最
低
限
に

発
揮
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
横

利
根
閘
門
。
歴
史
と
文
化
を
感
じ
さ
せ

る
佇
ま
い
で
、
今
後
も
利
根
川
下
流
域

の
シ
ン
ボ
ル
的
な
土
木
構
造
物
と
し
て

あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

国土交通省関東地方整備局
利根川下流河川事務所
管理課長

蟻川和弘
Kazuhiro Arikawa

村本建設株式会社
東京土木工事事務所
工事所長

岩間 靖
Yasushi Iwama

ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
と
、

文
化
財
の
保
存
と
い
う

二
つ
の
視
点

前頁右／修復工事のため利根川寄りの横利根
水門を下ろし、水を抜いて工事を行った（提
供：村本建設㈱）。上／広い緑地を活かし、「横
利根閘門ふれあい公園」として整備されてい
る。下右／煉瓦の色合いを回復する高温高圧
洗浄では、事前の緻密な試験により煉瓦に損
傷を与えない洗浄条件を設定した（提供：利
根川下流河川事務所）。下左／岩間工事所長
がバイブルとして読み込んだ、横利根閘門の
設計者、中川吉造博士による論説報告書。

文化

建
設

集
特

ゼネコンの
技術力・組織力を駆使する

役割を果たしながら
後世に残す
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上／川沿いに位置していた嘉穂劇場は平成15年の豪雨で舞台上1.1mま
で濁流に浸った。舞台施設、桟敷席、廻り舞台が水没、壊滅的な被害に
見舞われた。下／看板の半分まで達した浸水被害（提供：嘉穂劇場）。

　

福
岡
県
飯
塚
市
で
今
も
現
役
で
稼
働

す
る
「
嘉
穂
劇
場
」
は
、
か
つ
て
炭
鉱

の
街
と
し
て
隆
盛
を
誇
っ
た
こ
の
地
の

シ
ン
ボ
ル
的
な
大
衆
劇
場
だ
。
設
立
は
、

前
身
の
「
中
座
」
が
台
風
で
倒
壊
し
た

翌
年
の
昭
和
六
年
。
木
造
二
階
建
て
入

母
屋
造
、
間
口
約
二
七
㍍
の
堂
々
た
る

威
容
は
今
も
訪
れ
る
者
を
圧
倒
す
る
。

「
当
時
、
周
辺
に
は
芝
居
小
屋
が
街
中

に
大
小
五
〇
か
ら
六
〇
軒
も
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。
博
多
に
は
大
し
た
芝
居
が

立
た
な
い
の
で
飯
塚
に
観
に
行
く
、
と

言
わ
れ
た
ほ
ど
賑
や
か
だ
っ
た
よ
う
で

す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
嘉
穂
劇
場
の
伊
藤
英
昭
理
事
長
だ
。

「
現
在
の
、
だ
い
た
い
七
〇
歳
以
上
の

人
は
、
こ
の
劇
場
の
周
辺
が
遊
び
場
で

し
た
。
観
劇
料
を
払
わ
ず
に
公
演
を
覗

き
見
に
来
た
子
供
が
、『
ま
た
来
と
ろ

う
が
！
』
と
叱
ら
れ
、
罰
と
し
て
廻
り

舞
台
を
手
伝
わ
さ
れ
た
な
ど
い
う
こ
と

は
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
」
と
話
す
。
全

炭
鉱
町
の
娯
楽
の
殿
堂
が

台
風
の
大
雨
で
浸
水

け
る
。
地
下
施
設
か
ら
舞
台
ま
で
が
水

没
、
客
席
が
浮
き
上
が
る
ほ
ど
の
瀕
死

の
状
況
だ
っ
た
。

　

復
旧
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
、
と

伊
藤
理
事
長
は
思
っ
た
。「
廃
業
」
と
い

う
言
葉
も
頭
を
よ
ぎ
る
。
し
か
し
、
地

元
の
嘉
穂
劇
場
に
寄
せ
る
思
い
は
予
想

以
上
に
強
い
も
の
だ
っ
た
。

　

水
浸
し
の
地
下
室
を
前
に
、
呆
然
と

し
て
い
る
伊
藤
理
事
長
の
も
と
へ
多
く

の
人
が
駆
け
つ
け
て
き
た
。
そ
の
中
に

は
、
木
戸
銭
を
払
わ
ず
に
叱
ら
れ
て
い

た
か
つ
て
の
腕
白
坊
主
の
顔
も
あ
っ
た
。

特定非営利活動法人
嘉穂劇場
理事長

伊藤英昭
Hideaki Itoh

盛
期
か
ら
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
年
間

三
五
〇
を
超
え
る
興
行
が
立
っ
た
が
、

一
〇
年
後
に
は
そ
の
数
も
三
〇
に
満
た

な
く
な
る
。
当
時
の
経
営
者
で
あ
っ
た

義
母
、
伊
藤
英
子
氏
が
奔
走
、
地
元
の

支
援
を
集
め
な
が
ら
「
全
国
座
長
大

会
」
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
に
復
興
。
今

で
も
年
間
四
〇
近
い
公
演
で
人
気
を
集

め
る
大
衆
劇
場
と
な
っ
た
。

　

そ
の
志
を
引
き
継
い
だ
伊
藤
理
事
長

は
、
平
成
十
三
年
の
創
立
七
〇
周
年
の

記
念
式
典
で
「
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て

皆
様
に
愛
さ
れ
続
け
た
こ
の
劇
場
は
、
も

は
や
個
人
の
所
有
物
を
超
え
て
、
街
全

体
の
財
産
に
な
り
ま
し
た
」
と
挨
拶
し

た
。
こ
の
式
典
自
体
、
劇
場
で
は
な
く

地
元
の
商
工
会
議
所
が
主
導
し
て
開
催

し
て
く
れ
た
も
の
だ
。
翌
年
、
こ
の
想

い
に
応
え
る
よ
う
に
嘉
穂
劇
場
は
飯
塚

市
の
登
録
有
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
嘉
穂
劇
場
が
平
成
十
五
年
七
月
、

北
部
九
州
豪
雨
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受

愛
さ
れ
続
け
る
街
の
シ
ン
ボ
ル 嘉

か

穂
ほ

劇場 
廻り舞台を擁する希少な舞台遺構

文化

建
設

集
特

（国）登録
有形文化財
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上／本来ならボルトで固定する新たな梁も、古材自体に手を加えず抱かせるようにして補強した。
上下／できるだけ当初の部材を用い、待望の廻り舞台復旧に努めた（提供：松井建設㈱）。下上／修
復を機に廻り舞台を支える架台を増設し、この劇場のシンボルを復活させた。下右／新たに施した
部材には「平成仮設材」の焼印を押し、従前の部材とは区別した。下左／部材の一つひとつが建物の
歴史を語る生き証人だ。古材の破損部分だけを繕うように同質の木材に置き換えた（提供：松井建
設㈱）。

い
る
。「
熊
本
の
『
八
千
代
座
』（
重
文
）

の
修
復
を
手
が
け
た
松
井
建
設
さ
ん
の

名
前
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
安
心
し
て

お
任
せ
し
ま
し
た
」
と
伊
藤
理
事
長
は

話
す
。

　

松
井
建
設
は
九
月
か
ら
調
査
設
計
を

始
め
、
順
次
半
解
体
工
事
に
着
手
し
た
。

現
場
を
率
い
た
建
築
部
の
浜
崎
寛
副
部

長
に
当
時
の
様
子
を
お
聞
き
し
た
。「
最

初
の
仕
事
は
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と

で
し
た
。
な
に
し
ろ
施
工
期
間
は
一
年

を
切
っ
て
い
る
。
一
日
も
早
い
劇
場
再

開
は
私
の
願
い
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、

ど
う
す
れ
ば
間
に
合
う
か
非
常
に
頭
を

痛
め
ま
し
た
」。
文
化
財
の
保
存
と
い

う
視
点
で
取
り
組
む
な
ら
ば
、
調
査
設

計
に
最
低
一
年
は
か
け
た
い
と
こ
ろ
だ
。

災
害
復
旧
と
補
強
工
事
と
位
置
付
け
工

期
優
先
で
施
工
を
進
め
た
。「
工
程
が

決
ま
っ
た
ら
現
場
を
黙
々
と
進
め
る
だ

け
で
す
。
念
頭
に
置
い
た
の
は
『
元
に

戻
す
』
と
い
う
こ
と
。
使
え
る
部
材
は

す
べ
て
使
い
ま
し
た
」。
床
下
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
補
強
し
た
が
、
当
初
の
部

材
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

　

重
要
な
支
柱
や
梁
は
腐
食
し
た
部
分

国
か
ら
復
旧
を
望
む
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

翌
月
に
は
こ
の
熱
い
思
い
が
行
政
を

動
か
し
、
県
や
市
、
商
工
会
議
所
を
中

心
と
し
た
復
旧
委
員
会
が
立
ち
上
が
る
。

募
金
や
助
成
金
に
よ
り
復
原
工
事
の
目

処
が
見
え
て
き
た
。
七
〇
歳
を
超
え
た

「
被
災
直
後
か
ら
う
ち
の
家
族
へ
の
見

舞
と
共
に
嘉
穂
劇
場
の
復
旧
の
足
し
に

と
寄
付
を
し
て
く
だ
さ
る
方
が
後
を
絶

た
ず
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。
私
自
身
、

直
後
は
再
建
な
ど
全
く
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
周
り
の
方
が
当
た
り
前

劇
場
の
再
建
、
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の

は
東
京
に
本
社
を
置
く
ゼ
ネ
コ
ン
の
松

井
建
設
㈱
だ
っ
た
。
創
業
以
来
四
〇
〇

年
を
超
え
る
「
社
寺
の
松
井
」
は
、
神

社
仏
閣
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
建
築

に
お
け
る
最
高
水
準
の
技
術
を
有
し
て

被
災
後
わ
ず
か
一
年
で
復
旧

の
み
削
っ
て
同
種
の
木
材
に
置
き
換
え

る
。
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
柱
が

そ
こ
か
し
こ
に
見
え
る
。
手
を
加
え
た

木
材
に
は
二
種
類
の
焼
印
が
押
さ
れ
て

い
た
。「『
平
成
十
六
年
修
補
』
は
、
元

の
部
材
を
交
換
し
た
箇
所
、『
平
成
仮

設
材
』
は
補
強
の
た
め
新
た
に
部
材
を

追
加
し
た
と
い
う
サ
イ
ン
で
す
。
将
来

『
保
存
』
を
目
的
と
し
た
工
事
を
手
掛

け
る
技
術
者
た
ち
に
現
況
を
伝
え
た
か

っ
た
ん
で
す
」。

　

工
事
の
途
中
、
そ
れ
ま
で
舞
台
の
床

に
固
定
さ
れ
四
〇
年
も
動
く
こ
と
の
な

か
っ
た
廻
り
舞
台
の
勇
姿
を
も
う
一
度

見
た
い
と
い
う
声
が
上
が
る
。「
幸
い

床
自
体
に
は
歪
み
や
損
傷
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
軸
芯
も
し
っ
か
り
し
て
い

ま
し
た
が
念
の
た
め
こ
れ
を
補
強
し
、

舞
台
を
支
え
る
レ
ー
ル
架
台
を
増
設
し

て
往
時
の
廻
り
舞
台
を
復
旧
し
ま
し

た
」。
被
災
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
、
平

成
十
六
年
七
月
十
九
日
の
復
興
記
念
公

演
に
足
を
運
ん
だ
。「
い
ろ
ん
な
こ
と

が
気
に
な
り
、
裏
方
と
し
て
舞
台
を
見

て
い
ま
し
た
が
、
廻
り
舞
台
が
見
事
に

動
き
、
観
客
か
ら
歓
声
と
拍
手
が
沸
き

起
こ
っ
た
と
き
に
、
こ
の
仕
事
が
終
わ

っ
た
と
実
感
し
ま
し
た
」
と
話
し
て
く

れ
た
。

　

ま
た
、
文
化
財
修
復
に
関
わ
る
建
設

会
社
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
話
す
。「
当
社
は
創
業
以
来
伝
統
的

な
建
築
物
の
建
設
、
修
復
に
携
わ
っ
て

い
ま
す
。
文
化
財
の
補
修
は
案
件
ご
と

に
必
要
な
技
術
も
異
な
り
、
未
だ
手
探

り
の
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
伝
統
技
術
を
継
承
し
、
そ
の
中

に
新
た
な
技
術
を
取
り
入
れ
、
将
来
に

引
き
継
ぐ
責
任
を
果
た
し
た
い
。
そ
れ

が
実
績
を
残
し
て
き
た
当
社
の
社
会
的

使
命
で
す
」。

　

嘉
穂
劇
場
修
復
に
向
け
一
丸
と
な
っ

て
取
り
組
ん
だ
結
果
、
嘉
穂
劇
場
は
平

成
十
八
年
に
国
の
有
形
文
化
財
に
、
そ

の
翌
年
に
は
近
代
化
産
業
遺
産
に
登
録
、

認
定
さ
れ
た
。
今
後
、
文
化
財
指
定
の

建
造
物
は
増
加
し
、
修
理
対
象
も
広
が

る
な
か
で
、
地
域
・
国
の
財
産
で
あ
る

文
化
財
を
後
世
に
残
す
と
い
う
強
い
思

い
を
み
せ
た
。

松井建設株式会社
九州支店
建築部　副部長

浜崎 寛
Hiroshi Hamasaki

の
よ
う
に
復
旧
の
段
取
り
の
話
を
さ
れ

る
の
で
、
気
づ
け
ば
私
も
復
旧
に
向
け

て
動
い
て
い
ま
し
た
」。
名
だ
た
る
俳

優
、
芸
能
人
が
手
弁
当
で
チ
ャ
リ
テ
ィ

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
新
聞
で
も
大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
、
地
元
の
み
な
ら
ず
全

文化

建
設

集
特

土着文化を守り・つなぐ

待ちに待った公演に全国各地から多くの観客が訪れ、大盛況を迎えた（提供：嘉穂劇場）。
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