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ム

「世
界
遺
産
と
八
幡
の
都
市

。
建
築

・
歴
史
　
そ
の
魅
力
を

ど
う
活
か
す
か
」
が
八
幡
東
区
尾
倉
の
レ
デ
ィ
ス
や
は
た
で
開
か
れ
た
。
日
本

を
代
表
す
る
建
築
家
、
村
野
藤
吾

（１
８
９
１

，
１
９
８
４
）
の
設
計
で
３
月

末
に
閉
館
し
た
旧
八
幡
図
書
館
を
中
心
に
、
宮
営
八
幡
製
鉄
所
と
ゆ
か
り
の
深

い
施
設
の
活
用
策
と
街
の
景
観
保
全
が
話
し
合
わ
れ
、
市
が
打
ち
出
し
て
い
る

旧
図
書
館
解
体
の
見
直
し
を
求
め
る
声
が
相
次
い
だ
。
　

　

【長
谷
川
容
子
】

旧図書館 解体見直しを

八
幡
の
歴
史
景
観
保
存
ヘ
シ
ン
ポ

都市政策専門家や元外交富提言

八幡の魅力 と景観の永続性 について熱 く語る五十嵐
。法政大名誉教授 (右端)らパネ リス ト

シ
ン
ポ
は

「村
野
藤
吾

と
産
業
遺
産
の
ま
ち

・
八

幡
た
て
も
の
応
援
団
」
な

ど
が
‐７
日
に
開
催
。
リ
レ

ー
ト
ー
ク
と
デ
ィ
ス
カ

ッ

シ

ョ
ン
の
２
部
構
成
で
、

市
民
ら
約
１
０
０
人
が
耳

を
傾
け
た
。

弁
護
士
の
五
十
嵐
敬
喜

。
法
政
大
名
誉
教
授

（都

市
政
策
）
は
、
小
さ
な
街

に
世
界
的
な
現
代
建
築
物

が
集
積
し
て
い
る
こ
と
で

知
ら
れ
る
米

・
コ
ロ
ン
バ

ス
を
例
に

「建
築
が

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
価
値
観
や

思
考
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
る
」
と
の
考
え
を
説

明
。
景
観
の
永
続
性
を
訴

え
、

「建
物
の
取
り
壊
し

は
１
、
２
年
の
ス
パ
ン
で

は
な
く
２０
年
後
に
本
当
に

支
持
さ
れ
る
案
な
の
か
を

考
え
て
決
め
る
べ
き
だ
。

八
幡
は
歴
史
あ
る
魅
力
的

な
都
市
。
未
来
と
過
去
の

一
体
化

を

考

え

て

ほ
し

い
」
と
強
調
し
た
。

元
外
交
官
の
東
郷
和
彦

・
京
都
産
業
大
教
授
は
、

樹
齢
数
百
年
の
森
に
囲
ま

れ
た
古
屋
敷
「森
岡
の
家
」

を
浜
松
市
が
解
体
し
て
駐

車
場
に
し
て
し
ま

っ
た
例

を
紹
介
。

「八
幡
と
非
常

に
似
て
い
る
。
来
日
し
た

外
国
人
は
日
本
に
し
か
な

い
も
の
を
求
め
て
飛
ん
で

く
る
。
何
と
か
図
書
館
を

保
存
し
て
ほ
し
い
」
と
話

し
た
。

九
州
大
の
市
原
猛
志
助

教
は
市
内
の
さ
ま
ざ
ま
な

製
鉄
関
連
史
跡
を
示
し
な

が
ら
、
村
野
が
手
が
け
た

旧
八
嗜
図
書
館
や
八
幡
市

民
会
館
が
、
戦
災
で
大
き

な
被
害
を
受
け
た
八
幡
の

都
市
計
画
の
象
徴
だ

っ
た

こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の

う
え
で

「街
の
魅
力
を
再

発
見
す
る
こ

ひと
が
、
街
を

面
白
く
す
る
秘
訣
だ
」
と

述
べ
た
。


