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　公共施設等総合管理計画（行動計画）が出そろい、個
別施設計画の策定段階にある中、公共建築マネジメント
の状況調査は年度から毎年実施。今回、回目とな
る調査結果は、自治体の動きを総務省の動向と重ね合わ
せながら紹介する。都道府県や政令市など全国自治
体にアンケートを実施し、自治体から回答を得た。
　調査結果を見ると、総合管理計画の計画期間は都道府
県、政令指定都市が６年間としている。公共建築の
目標耐用年数の設定は政令市の「定めた」が目立つ。鉄
筋コンクリート造の公共建築の目標耐用年数は約％が
年以上とし、維持管理の重要性が示された格好だ。

　公共建築の削減目標は、小都市を中心に「定めている」傾向がある。経費（維
持・更新等）の削減目標は１割程度。また、公共建築の維持更新等費用は増加す
るとしている。
　中長期修繕（保全）計画・建て替え計画は作成中・その他の傾向にある。維持
管理業務のコスト縮減策は、指定管理者制度の活用や複数年契約の実施、複数施
設の一括発注、新電力の導入など。修繕・建て替え費の積み立ては、基金を中心
に過半の自治体が実施している。
　個別施設計画は昨年同様、公営住宅が進んでいる。また、組織全体の建築技師
の人数は、人規模の政令市がある一方、小都市では「ゼロ」との回答もある。
個別施設計画策定の課題として、作成ノウハウの不足や庁内調整、維持管理・更
新の経費算出の難しさを挙げている。公共建築の有効利用は、指定管理者制度な
ど公共サービスの民営化やコンバージョン、建物閉鎖などが示された。このほか、
建築などの専門知識の支援を求める声も多かった。

　公共建築協会と建築保全センターが設置した次世代公
共建築研究会（座長・尾島俊雄早大名誉教授）は、
年ごろを展望した次世代公共建築のあり方を年から３
年ごとの４フェーズに分けて調査研究を進めてきた。同
研究会の「リノベーション・コンバージョン部会」（部
会長・深尾精一首都大学東京名誉教授）の部会の成果を
報告する。
　次世代公共建築は、利用されているからこそ、存在す
る意味・残す意味を見いだすことができる。当たり前の
ことを、次世代にどのように伝えていくか、これからの
数年間が勝負である。

　従来は維持管理費用を計上し、建物全体で管理してきた。しかし、必要以上に
延命化してしまい、維持管理費が増大した。これからは、建物すべてではなく、
必要なものだけを改善する。公共全体で改善すべき建築に優先順位をつける。維
持管理費の最適化と戦略的な長寿命化を図る。
　公共建築を残すことは、利用機会の増幅と事業利益の増進をいかにバランスよ
く考えるかということ。単一的な視点から複合的・総合的視点への転換となる。
利用されているからこそ、残す意味がある。
　次世代公共建築には、本格的な長寿命化、さらに耐震化、グリーン化、ＩＣＴ
化などの課題を解消し、質の向上を図るとともに、厳しい財政状況の下で、既存
ストックの転用、公民連携を含めた利活用を求めている。
　最後に、部会長の言葉を借りて「もはや新築ではなく、ストック時代の公共建築
はリノベーションやコンバージョンという新しい手法を必要不可欠としている」
と結んでいる。

　公共施設の老朽化が進む一方、維持更新の財源確保が
深刻な問題となり、自治体では保有施設総量の圧縮、施
設の長寿命化、施設の複合化、施設運営への民間ノウハ
ウの導入などを計画している。こうした中、自治体の所
有施設のうち「貸館」と呼ばれている貸室のある施設は、
規模は比較的小さいものの、その数は多く、関係者の関
心が高まっている。
　本研究では、公共施設更新問題への対応策の１つとし
て、自治体の「貸館」に焦点を当て、その実態と課題な
どを明らかにする。調査は、建築保全センターが事務局
を務める千葉県と埼玉県の自治体によるベンチマークグ

ループに対して、市民らに貸し出している室を施設ごとにリストアップし、その
貸館と貸室について詳細な調査票を作成するという２段階で実施。第１段階調査
で市、第２回調査で７市が回答を得た。
　市域面積が大きくなると貸館数は増加傾向が見られ、サービスレベルの維持に
努力していることがうかがえる。すべての貸館が合築されている市もある一方、
合築されている施設が％程度の市も見られた。貸館の運営方式は、市による直
接管理運営が大半を占める市と、指定管理による割合が高い市に２分される。
　人口，人当たりの総貸室面積は、平方㍍から平方㍍の狭い幅に分布し
ている。市域面積や人口密度などが大きく異なる市でも大きな差はなかった。
　また、貸館のハード面の現況を分析した結果、市によって大きな差があり、改
善の可能性があることが分かった。今後、利用状況を調査し、課題を明らかにす
るとともに、本研究の結果と合わせて総合的に分析し、貸館の効率的な管理運営
に向けた提案を予定している。

　
私
ど
も
建
築
保
全
セ
ン
タ

は

保
全
に

関
す
る
調
査
研
究
や
出
版

保
全
マ
ネ
ジ
メ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︵
Ｂ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
Ｓ
︶
の
提
供

な
ど
を
通
じ

保
全
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
か

か
わ
る
皆
さ
ま
の
お
役
に
立
つ
よ
う
努
め
て

い
ま
す


　
ご
承
知
の
よ
う
に
わ
が
国
は
超
高
齢
化
社

会
に
入
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が

イ
ン
フ

ラ
や
建
物
も
ま

た
く
同
じ
状
況
で
あ
り


高
度
経
済
成
長
期
に
建
設
さ
れ
た
建
物
が
膨

大
な
ス
ト

ク
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
ま

す

こ
れ
ら
を
健
在
な
状
態
で

い
か
に
長

く
利
用
す
る
か
が
非
常
に
大
き
な
課
題
に
な


て
い
ま
す


　
特
に
２
０
１
２
年
に
笹
子
ト
ン
ネ
ル
の
崩

落
事
故
を
契
機
に

国
民
の
イ
ン
フ
ラ
老
朽

化
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
り
ま
し
た

国
は

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
を
策
定
し


地
方
公
共
団
体
も
同
様
に
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す


　
い
よ
い
よ
計
画
を
実
施
段
階
に
移
し

実

際
に
課
題
に
対
処
す
る
タ

ム
に
な
る
た

め

こ
れ
か
ら
が

正
念
場

と
い
え
る
で

し

う


　
講
演
で
は

こ
う
し
た
課
題
に
適
切
に
対

処
す
る
際
の
参
考
に
な
る
取
り
組
み
を
紹
介

し
ま
す

総
合
管
理
計
画
の
第
一
線
で
保
全

の
現
場
に
関
わ
る
方
の
パ
ネ
ル
デ

ス
カ


シ

ン
も
行
い
ま
す


　
こ
と
し
は
ち

う
ど
明
治
１
５
０
年
の
た

め

関
係
す
る
パ
ネ
ル
展
示
も
行
い
ま
す


こ
の
研
究
会
・
講
演
会
が
皆
さ
ま
の
業
務
の

お
役
に
立
つ
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
し
ま
す


　
建
築
保
全
セ
ン
タ

は

２
０
１
８
年
度
公
共
建
築
月
間
記
念
行
事
﹁
保

全
技
術
研
究
会
・
記
念
講
演
会
﹂
を

東
京
の
建
築
会
館
ホ

ル
で

月


日
に
開
い
た

保
全
技
術
研
究
会
で
は
　

﹁
戦
略
的
な
公
共
建
築
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
取
り
組
み
｜
個
別
施
設
計
画
の
現
状
と
課
題
｜
﹂
を
テ

マ
に
パ
ネ

ル
デ

ス
カ

シ

ン
や
研
究
報
告
を
行

た

記
念
講
演
会
は
　

﹁
建
築

の
レ
ガ
シ

﹂
　

シ
リ

ズ
第
３
回
と
し
て

東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
の

藤
岡
洋
保
氏
が

明
治
１
５
０
年
を
記
念
し

﹁
明
治
以
降
の
公
共
建
築
の

歩
み
﹂
と
題
し
て
講
演
し
た

　

藤
岡
氏
は
政
治
情
勢
を
反
映
し
な
が
ら
変

遷
す
る
官
庁
建
築
の
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
る
と
と
も
に

今
後
の
役
割
に
つ

い
て
展
望
し
た


議
院
建
築
調
査
会
が
作
成
し
た
国
会
議
事
堂

の
２
階
平
面
図

関
東
大
震
災
の
復
興
建
築
と
し
て
建
設

さ
れ
た
泰
明
小
学
校
︵
１
９
２
９
年
︶

明
治

年
の
官
庁
集
中
計
画
案
を
立
案
し
た

ベ

ク
マ
ン
の
設
計
に
よ
る
法
務
省

︵
旧
司
法
省

重
文
１
８
９
５
︶

■
明
治
以
降
の
官
庁
建
築
の
始
ま
り

　
官
庁
建
築
に
は
政
府
の
政
治
的
な
課

題
が
反
映
さ
れ
ま
す

明
治
初
期
の
課

題
は
幕
末
に
結
ん
だ
不
平
等
条
約
を
改

正
す
る
こ
と
で
し
た

関
税
自
主
権
の

回
復
と
治
外
法
権
の
撤
廃
は
独
立
国
と

し
て
悲
願
で
あ
り

い
か
に
問
題
解
決

す
る
か
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
ま

ず
ご
理
解
く
だ
さ
い


　
官
庁
建
築
を
建
設
す
る
土
地
の
問
題

で
は

江
戸
時
代
の
﹁
上
地
﹂
︵
あ
げ

ち

じ

う
ち
︶
の
概
念
が
キ

ワ


ド
に
な
り
ま
す

よ
く
日
本
人
は
土
地

に
固
執
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
が

現
代

的
な
土
地
所
有
の
概
念
が
昔
か
ら
あ


た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

特
に
武
家

地
は
い
ま
の
言
葉
で
言
う
と
一
代
限
り

の
﹁
利
用
権
﹂
が
あ

た
だ
け
で

幕

府
は
お
家
取
り
潰
し
な
ど
で
合
法
的
に

土
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す

い
ま
で
い
う
土
地
所
有
権
は
な
か


た
の
で
す


　
江
戸
の
武
家
地
は
約

％
で
す

明

治
２
︵
１
８
６
９
︶
年
に
武
家
地
は
東

京
府
の
管
轄
に
な
り

大
名
が
持
て
る

の
は
藩
邸
と
私
邸
１
つ
ず
つ
に
限
定
さ

れ

残
り
は
上
地
さ
れ
ま
し
た

明
治

４
年
ご
ろ
の
丸
の
内
の
武
家
屋
敷
に
は

大
蔵
省
や
民
部
省

兵
部
省
な
ど
が
入

り

３
年
後
は
さ
ら
に
官
庁
が
増
え


場
当
た
り
的
に
配
置
さ
れ
ま
し
た


　
政
府
の
営
繕
事
業
は
最
初
は
大
蔵
省

が
担
当
し

明
治
４
年
に
は
工
部
省
が

担
い
ま
す

こ
の
こ
ろ
の
公
共
建
築
は

日
本
人
担
当
の
も
の
は
﹁
擬
洋
風
﹂
と

呼
ば
れ
る
和
風
と
洋
風
を
折
衷
し
た
も

の
で

大
蔵
省
や
内
務
省
が
こ
の
様
式

で
し
た

お
雇
い
外
国
人
は

新
橋
ス

テ

シ

ン

工
部
大
学
校
講
堂

参

謀
本
部

遊
就
館
な
ど
の
レ
ン
ガ
造
や

石
造
の
本
格
的
建
築
を
手
掛
け
ま
し

た


■
霞
が
関
の
官
庁
集
中
計
画

　
官
庁
集
中
計
画
は
明
治
初
期
に
あ

り
一
番
早
い
の
は
明
治
８
年
で
す
皇

居
東
御
苑
が
そ
の
想
定
敷
地
で
し
た


こ
れ
は
実
現
せ
ず

次
は
明
治




年
に
条
約
改
正
の
機
運
が
盛
り
上
が


た
時

条
約
改
正
を
有
利
に
進
め
る
た

め

﹁
西
洋
と
同
様
の
官
庁
街
を
つ
く

ろ
う
﹂
と
考
え
た
外
務
卿
・
井
上
馨
が

臨
時
建
築
局
を
つ
く
り

局
長
を
兼
務

し
ま
し
た


　
ま
ず
お
雇
い
外
国
人
の
ジ

サ
イ
ア

・
コ
ン
ド
ル
に
官
庁
集
中
計
画
︵
明
治


年
︶
を
つ
く
ら
せ
ま
し
た

コ
ン
ド

ル
は
日
比
谷
練
兵
場
を
想
定
し
て
配
置

計
画
２
案
を
作
成
し
ま
す

そ
の
後


井
上
馨
は
ド
イ
ツ
の
エ
ン
デ
＆
ベ

ク

マ
ン
事
務
所
を
頼
り

明
治

年
に
来

日
し
た
ベ

ク
マ
ン
は

都
市
計
画
案

と

議
事
堂
と
司
法
省

裁
判
所
の
設

計
案
を
作
成
し
ま
し
た

都
市
計
画
案

は
築
地
か
ら
霞
が
関
に
向
け
て
中
央
大

通
り
と
日
本
大
通
り
を
配
し

そ
の
軸

線
上
に
中
央
駅

ア
イ
ス
ト

プ
の
位

置
に
帝
国
議
会

軸
線
の
左
右
に
諸
官

衙
や
博
覧
会
場
を
配
置
す
る
壮
大
な
計

画
で
し
た


　
ベ

ク
マ
ン
が
帰
国
し
た
翌

年
に

ド
イ
ツ
人
技
師
ホ

プ
レ
ヒ
ト
と
エ
ン

デ
が
相
次
い
で
来
日
し
ま
す

ホ

プ

レ
ヒ
ト
も
日
比
谷
練
兵
場
を
官
庁
街
候

補
地
と
し

そ
の
中
央
に
庭
園
を
配
置

し

周
囲
に
官
庁
を
配
す
る
計
画
案
を

作
成
し
ま
す

そ
れ
に
エ
ン
デ
が
手
を

入
れ

同
年
７
月
に
配
置
計
画
案
を
ま

と
め
ま
し
た

し
か
し
条
約
改
正
交
渉

は
失
敗
し

官
庁
集
中
計
画
も
頓
挫
し

ま
し
た
が

エ
ン
デ
＆
ベ

ク
マ
ン
の

設
計
で

司
法
省
︵
現
法
務
省
︶
と
東

京
裁
判
所
が
建
設
さ
れ
ま
し
た


　
本
格
的
な
官
庁
舎
の
建
設
が
始
ま
る

の
は
近
代
国
家
の
体
制
が
整

た
明
治


年
ご
ろ
か
ら
で
す

そ
の
こ
ろ
の
官

庁
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
は

﹁
威
厳
﹂
重

視
で

ネ
オ
・
ル
ネ

サ
ン
ス
を
基
調

に
バ
ロ

ク
的
な
壮
麗
さ
を
組
み
合
わ

せ

左
右
相
称
の
歴
史
主
義
の
建
築
で

し
た

つ
ま
り
﹁
国
の
威
信
を
表
現
す

る
﹂
こ
と
を
テ

マ
に
し
て
い
た
の
で

す


■
国
会
議
事
堂
の
建
設

　
官
庁
建
築
の
中
で
も

帝
国
議
会
の

建
設
は
最
大
の
課
題
で
し
た

議
会
は

明
治

年

月
に
召
集
さ
れ
る
こ
と
に

な

て
い
た
た
め

仮
議
事
堂
を
建
設

し
ま
す

火
災
な
ど
で
仮
議
事
堂
は
３

回
つ
く
ら
れ
ま
し
た

２
代
目
庁
舎
の

老
朽
化
が
問
題
に
な

た
と
き
本
建
築

の
検
討
が
始
ま
り

明
治

年
に
内
務

省
に
議
院
建
築
計
画
調
査
委
員
会
を
設

置
し
ま
す

そ
の
時
は
敷
地
の
ボ

リ

ン
グ
調
査
や

国
産
の
木
材
や
石
材
の

全
国
調
査
を
行
う
に
と
ど
ま
り
ま
し

た


　
明
治

年
に
議
院
建
築
準
備
委
員
会

が
発
足
し

大
蔵
省
臨
時
建
築
部
長
の

妻
木
頼
黄

第
一
課
長
の
矢
橋
賢
吉
を

中
心
に
検
討
が
本
格
化
し
ま
し
た

ル

ネ

サ
ン
ス
様
式
に
日
本
趣
味
を
加
え

た
壮
大
な
計
画
で
し
た
が

財
政
的
理

由
で
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た


　
実
際
の
建
設
に
つ
な
が
る
の
は
大
正

５
︵
１
９
１
６
︶
年
に
議
事
堂
本
建
築

の
儀
が
起
き
て
か
ら
で
す

財
政
状
況

を
念
頭
に
現
実
的
な
案
に
す
る
た
め
大

蔵
大
臣
が
主
導
し

大
正
６
年
８
月
に

同
省
内
に
議
院
建
築
調
査
会
を
設
置
し

て

矢
橋
賢
吉
を
中
心
に
計
画
案
を
ま

と
め
ま
す

そ
こ
で
設
計
コ
ン
ペ
の
実

施
も
決
ま
り

い
よ
い
よ
計
画
が
具
体

的
に
動
き
出
し
ま
す


■
国
会
議
事
堂
の
設
計
コ
ン
ペ

　
大
正
７
年
に
議
事
堂
の
建
築
や
事
務

を
担
当
す
る
臨
時
議
院
建
築
局
を
つ
く

り

２
段
階
コ
ン
ペ
を
行
い
ま
し
た


設
計
コ
ン
ペ
の
賞
金
は
戦
前
で
一
番
高

い
１
万
円
で
す

官
立
大
学
の
教
授
の

年
俸
が
１
０
０
０
円
ぐ
ら
い
の
時
代
の

１
万
円
で
す


　
１
次
審
査
で

案
を
選
び

２
次
審

査
で
１

２

３
等
を
選
ん
だ
の
で
す

が

矢
橋
賢
吉
は
﹃
帝
国
議
会
議
事
堂

建
築
報
告
書
﹄
で

コ
ン
ペ
の
感
想
と

し
て
﹁
立
面
が
い
い
の
は
配
置
計
画
が

ま
ず
く

間
取
り
が
い
い
の
は
立
面
が

よ
く
な
い
﹂
と
い
う
趣
旨
の
感
想
を
記

し
て
い
ま
す

そ
れ
も
当
然
で

議
事

堂
に
つ
い
て
の
情
報
を
一
番
も

て
い

た
の
は
建
築
局
だ

た
か
ら
で
す


　
そ
こ
で
矢
橋
賢
吉
を
中
心
に
臨
時
議

院
建
築
局
が
独
自
に
実
施
設
計
案
を
つ

く
り

そ
れ
を
も
と
に
建
設
が
は
じ
ま

り
ま
す
大
正
９
年
に
地
鎮
祭
を
行
い


昭
和

︵
１
９
３
６
︶
年
に
完
成
し
ま

し
た

普
通
選
挙
法
の
施
行
で
議
員
定

数
が
変
わ
る
な
ど
の
設
計
変
更
が
求
め

ら
れ
て
時
間
が
か
か
り

明
治

年
に

臨
時
議
院
建
築
局
を
設
置
し
て
か
ら


年
の
歳
月
を
経
て
完
成
し
ま
し
た


■
関
東
大
震
災
を
契
機
と
し
た
官
庁
営

繕
の
改
変

東
京
都
の
不
燃
化
事
業

　
関
東
大
震
災
が
大
正

年
に
発
生

し

東
京
で
は
復
旧
・
復
興
事
業
が
始

ま
り
ま
し
た

こ
れ
に
合
わ
せ

官
庁

ご
と
の
営
繕
組
織
を
統
合
し

大
正


年
５
月
に
大
蔵
省
に
営
繕
管
財
局
が
発

足
し
ま
し
た

営
繕
管
財
局
が
手
掛
け

た
代
表
的
な
建
物
に

枢
密
院
庁
舎


霞
が
関
の
復
興
庁
舎

首
相
官
邸
な
ど

が
あ
り
ま
す

ち
な
み
に

逓
信
省
や

海
軍
省
の
よ
う
に

独
自
の
営
繕
組
織

を
も
ち

優
れ
た
建
築
を
作
り
続
け
た

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す


　
一
方

東
京
市
の
営
繕
組
織
は

関

東
大
震
災
を
き

か
け
に

復
興
建
築

を
つ
く
り
ま
し
た

営
繕
課
を
臨
時
建

築
局
に
格
上
げ
し

局
長
に
東
京
帝
国

大
学
教
授
の
佐
野
利
器
を
据
え
ま
し

た

佐
野
の
人
脈
で
東
大

京
大
の
卒

業
生
を
中
心
に

数
人
だ

た
技
師
数

を
大
正

年
に
は

人
に
ま
で
増
や
し

ま
し
た

市
立
小
学
校
１
１
７
校
す
べ

て
と
区
役
所
や
図
書
館
を
鉄
筋
コ
ン
ク

リ

ト
造
で
復
興
し

中
央
卸
売
市
場

の
新
設
を
や
り
遂
げ
ま
し
た

震
災
前

の
市
営
建
物
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ト
造

の
面
積
割
合
は
１
％
で
し
た
が

復
興

事
業
が
終
了
し
た
昭
和
５
年
に
は

％

に
達
し
て
い
ま
し
た


■
戦
後
の
公
共
建
築

官
か
ら
民
の
流

れ
　
太
平
洋
戦
争
後
の
中
央
官
庁
復
旧
整

備
で
は

大
蔵
省
営
繕
管
財
局
が
戦
災

復
興
院
業
務
局
営
繕
課
を
経
て
昭
和


年
に
建
設
省
が
発
足
し
ま
し
た

や
が

て
事
業
地
不
足
が
問
題
に
な
り

土
地

の
高
度
利
用
と
合
同
庁
舎
化
を
進
め
つ

つ

司
法
・
立
法
・
行
政
の
全
機
能
を

霞
が
関
に
配
置
す
る
た
め

昭
和

年

に
霞
が
関
一
団
地
の
官
公
庁
施
設
が
建

設
省
告
示
さ
れ
ま
し
た

合
同
庁
舎
の

最
初
が
中
央
合
同
庁
舎
１
号
館
で
す


　
戦
後
は

民
間
建
築
家
が
官
公
庁
を

設
計
す
る
ケ

ス
が
増
え
ま
す

都
道

府
県
庁
舎
は
戦
前
は
内
務
省
の
出
先
機

関
で
し
た
が

戦
後
は
民
主
社
会

自

治
の
象
徴
と
な
り
ま
し
た

当
時
﹁
建

築
知
事
﹂
と
呼
ば
れ
た
人
も
い
て

入

札
や
コ
ン
ペ
で
な
く
特
命
で
有
名
建
築

家
を
指
名
し
た
例
が
あ
り
ま
し
た

神

奈
川
県
の
内
山
岩
太
郎

香
川
県
の
金

子
政
則

愛
知
県
の
桑
原
幹
根
の
３
知

事
が
有
名
で
す


　
公
共
建
築
の
中
で
も
文
化
会
館
は
戦

後
特
有
の
施
設
と
い
え
ま
す

文
化
会

館
と
い
う
名
の
建
物
は
戦
前
の
日
本
に

は
ほ
と
ん
ど
な
く

海
外
で
つ
く
ら
れ

ま
し
た

そ
れ
は
﹁
日
本
文
化
会
館
﹂

と
呼
ば
れ

ニ


ヨ

ク
や
東
南
ア

ジ
ア
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す

昭
和
初

期
は
日
本
が
国
際
的
な
孤
立
を
深
め
た

時
代
で

外
務
省
は
日
本
文
化
が
理
解

さ
れ
て
い
な
い
の
が
そ
の
理
由
と
し


茶
道
な
ど
の
﹁
日
本
文
化
﹂
を
紹
介
し

よ
う
と
し
た
の
で
す


　
戦
後
は
﹁
平
和
的
文
化
国
家
﹂
へ
の

脱
皮
を
目
指
し
啓
蒙︵
け
い
も
う
︶の

た
め
の
文
化
会
館
を
つ
く
り
ま
す

特

徴
的
な
の
は
﹁
国
際
文
化
会
館
﹂
と
名

付
け
た
施
設
が
で
き
た
こ
と
で
す

欧

米
の
ハ
イ
カ
ル
チ


で
啓
蒙
を
図
ろ

う
と
し
た
の
で
す

そ
の
施
設
が
長
崎

国
際
文
化
会
館︵
１
９
５
５
年
︶で
す


■
１
５
０
年
の
変
遷
と
今
後
の
展
望

　
戦
前
は
官
の
側
に
最
高
の
知
と
ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
り

民
間
を
指
導
す
る
立
場

で
し
た

公
共
建
築
も
国
民
や
市
民
を

治
め

啓
蒙
す
る
施
設
で
し
た

戦
後

は
民
主
社
会
に
対
応
す
る
た
め

実
務

重
視
で
よ
り
開
か
れ
た
施
設
を
目
指
し

ま
し
た

民
間
が
成
長
し
た
こ
と
で


官
は
仕
組
み
や
枠
組
み
を
用
意
し

実

施
を
民
間
に
委
ね
る
や
り
方
に
変
わ


て
き
ま
し
た


　
ま
た
多
機
能
・
多
目
的
で
人
が
集
ま

り
や
す
い
施
設
に
シ
フ
ト
し

サ
ス
テ


ナ
ビ
リ
テ


や
更
地
に
新
築
よ
り

も
維
持
や
長
寿
命
化
耐
震
性
の
強
化


民
間
資
金
・
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
が

重
要
な
テ

マ
に
な
り
ま
す

公
共
建

築
は
﹁
お
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
か

ら
皆
で
力
を
あ
わ
せ
て
つ
く
り
維
持

す
る
も
の
﹂に
変
わ

て
き
た
の
で
す


　
こ
れ
か
ら
は
緊
縮
財
政
の
も
と
で


少
子
高
齢
化
や
過
疎
化

Ｉ
Ｔ
化
な
ど

に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

そ

れ
を
踏
ま
え
た
﹁
公
共
﹂
の
あ
り
方


そ
れ
に
対
応
す
る
﹁
公
共
建
築
﹂
を
日

本
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ

き
時
が
来
て
い
ま
す



