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「
東
町
か
ら
新
町
あ
た
り
の
初は

せ瀬
街
道

沿
い
に
あ
る
お
よ
そ
４
０
０
軒
の
う
ち
、

２
０
０
軒
程
度
は
、
昭
和
20
年
以
前
に

存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
歴
史
的
な
価

値
が
あ
る
貴
重
な
建
物
だ
と
感
じ
ま

す
」。
そ
う
話
す
の
は
、
近
畿
大
学
工
業

高
等
専
門
学
校
の
田
中
和
幸
准
教
授
（
建

築
史
）。
名
張
市
街
地
の
町
家
の
調
査
・

研
究
や
、
名
張
藤
堂
家
邸
跡
の
活
用
促

進
を
目
指
す
名
張
市
と
の
共
同
研
究
に

携
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

こ
の
一
環
と
し
て
、
３
月
４
日
、
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い
で
、
な
ば

り 

ま
ち
な
か
大
学
「
暮
ら
し
の
な
か
の

文
化
財
〜
価
値
の
創
造
と
継
承
〜
」
と

題
し
た
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

田
中
准
教
授
は
、
講
演
の
中
で
、
令

貴
重
な
初
瀬
街
道
沿
い
の
町
家

和
２
年
に
新
町
の
町
家
を
学
生
と
と
も

に
調
査
し
た
事
例
を
紹
介
。
調
査
で
は
、

幕
末
の
地
震
の
痕
跡
を
発
見
し
、
建
物

の
歴
史
的
価
値
を
見
出
し
た
。「
名
張
の

市
街
地
に
あ
る
古
い
町
家
や
水
路
な
ど

に
つ
い
て
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
実
際
に
建
物
に
入
っ
て
、

床
下
に
潜
っ
て
、
よ
う
や
く
い
ろ
ん
な

特
徴
が
分
か
っ
て
く
る
。
調
査
を
進
め

る
こ
と
で
、
名
張
の
魅
力
を
再
発
見
し
、

後
世
に
残
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
」
と
期
待
を
込
め
る
。

　

講
演
会
で
は
、
奈
良
大
学
の
大
河
内

智
之
准
教
授
（
日
本
美
術
史
）
も
登
壇
。

和
歌
山
県
内
で
多
発
し
て
い
た
仏
像
の

盗
難
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
身
近
な
文

化
財
で
あ
る
仏
像
を
守
る
仕
組
み
を
つ

く
っ
た
人
物
だ
。
和
歌
山
県
立
博
物
館

の
学
芸
員
だ
っ
た
頃
、
３
D
プ
リ
ン
タ
ー

に
よ
る
精
巧
な
複
製
を
寺
社
に
置
き
、

本
物
を
博
物
館
で
守
る
活
動
を
始
め
た
。

複
製
は
授
業
の
一
環
で
工
業
高
校
の
学

生
と
大
学
生
が
つ
く
っ
た
。

　

大
河
内
准
教
授
は
「
信
仰
の
対
象
が

複
製
で
い
い
の
か
と
声
が
上
が
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
域
住
民
の

皆
さ
ん
か
ら
は
『
お
身
代
わ
り
』
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
、『
夜
も
安
心
し
て

寝
ら
れ
る
』
と
感
激
い
た
だ
く
こ
と
も
。

複
製
を
制
作
し
た
学
生
も
苦
労
が
報
わ

れ
た
よ
う
で
し
た
」
と
振
り
返
る
。

　

被
害
に
遭あ

っ
た
多
く
の
場
所
は
、
地

域
住
民
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
無
人
の

寺
（
堂
）
や
神
社
（
小し

ょ
う
し祠
）。
基
礎
調
査

さ
れ
て
い
な
い
仏
像
が
ほ
と
ん
ど
で
、

何
体
無
く
な
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。

取
り
戻
せ
て
も
、
ど
の
仏
像
か
分
か
ら

な
い
と
い
う
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

　

大
河
内
さ
ん
は
指
摘
す
る
。「
私
た
ち

の
過
去
は
、
証
拠
に
基
づ
い
て
示
す
こ

と
が
で
き
な
い
限
り
、
再
び
描
き
出
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
文
化
財
は
、
人
々

が
生
き
た
証
。
私
た
ち
の
「
ル
ー
ツ
」

で
あ
り
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
も

あ
り
ま
す
。
文
化
財
を
守
る
た
め
に
大

切
な
こ
と
は
、
身
近
に
残
さ
れ
て
き
た

文
化
財
の
魅
力
に
気
付
き
、
関
心
を
持

つ
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
残
そ
う

と
し
て
い
る
人
々
を
応
援
す
る
こ
と
も
、

文
化
財
保
護
を
後
押
し
し
ま
す
。
過
疎

化
・
高
齢
化
の
中
で
、『
お
身
代
わ
り
仏

像
』
の
よ
う
に
、
行
政
や
学
校
、
市
民

相
互
の
サ
ポ
ー
ト
が
重
要
と
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
す
」。

　　

講
演
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
に
は
市
長
が
参
加
。
大
河
内
准
教
授

が
、「
こ
れ
だ
け
の
古
い
建
物
が
状
態

良
く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
驚
き
。
所
有

者
に
と
っ
て
管
理
は
大
変
で
し
ょ
う

が
、
ま
ち
全
体
で
歴
史
的
景
観
が
維
持

さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
史

料
が
少
な
く
、
ど
う
い
っ
た
文
化
財
群

な
の
か
を
デ
ー
タ
で
提
示
で
き
な
い
の

が
も
っ
た
い
な
い
。
記
録
の
痕
跡
を
探

し
出
し
、
古
い
町
並
み
が
残
る
観
光
地

に
よ
く
あ
る
よ
う
な
マ
ッ
プ
に
落
と
し

込
む
と
い
い
の
で
は
。
地
元
の
学
校
に

建
築
史
の
先
生
と
学
生
が
い
て
、
調
査

で
き
る
環
境
が
あ
る
の
は
す
ご
い
強
み
」

と
指
摘
。
田
中
准
教
授
は
「
調
査
に
は

家
主
の
協
力
が
不
可
欠
。
地
域
や
行
政

に
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て
も
ら
え
れ
ば
」

と
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
川
市

長
は
「
エ
リ
ア
を
決
め
て
徐
々
に
で
も

マ
ッ
プ
作
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
古

い
町
並
み
を
残
し
て
い
く
第
一
歩
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
名
張
は
宝
物
だ
ら
け

の
ま
ち
で
す
が
、
守
っ
て
残
し
て
い
く

こ
と
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
魅
力
を
み

ん
な
で
共
有
し
、
輪
を
広
げ
な
が
ら
進

め
て
い
き
た
い
」
と
結
ん
だ
。

　

未
指
定
を
含
む
文
化
財
を
ま
ち
づ
く

り
に
生
か
し
な
が
ら
、
地
域
社
会
総
が

か
り
で
継
承
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

を
目
指
し
、
平
成
31
年
、
文
化
財
保
護

法
が
改
正
さ
れ
た
。
今
を
生
き
る
私
た

ち
は
、
残
さ
れ
た
宝
の
山
を
磨
き
、
守
っ

て
い
く
物
語
の
主
人
公
な
の
だ
。

名張市街地の多様な魅力を再名張市街地の多様な魅力を再
発見する「なばり まちなか大発見する「なばり まちなか大
学」。その第１回目となる講演学」。その第１回目となる講演
会「暮らしの中の文化財～価値会「暮らしの中の文化財～価値
の創造と継承～」を、3月 4日、の創造と継承～」を、3月 4日、
総合福祉センターふれあいで総合福祉センターふれあいで

開催し、約 60人が参加。奈良大学の大河内智之准教授（写真右）と近大開催し、約 60人が参加。奈良大学の大河内智之准教授（写真右）と近大
高専の田中和幸准教授（写真中央）による講演と市長を交高専の田中和幸准教授（写真中央）による講演と市長を交えたパネルディえたパネルディ
スカッスカッションで、身近な文化財を守り、引き継いでいく必要性を訴えた。ションで、身近な文化財を守り、引き継いでいく必要性を訴えた。

名張市街地の活性化を目指し、講演会の企画にも加わった「ココカランポ実行名張市街地の活性化を目指し、講演会の企画にも加わった「ココカランポ実行
委員会」は、昨年 11月に乱歩の朗読劇に合わせて町家を巡るツアーを開催。委員会」は、昨年 11月に乱歩の朗読劇に合わせて町家を巡るツアーを開催。
市内外から集まった参加者から趣のある屏風絵や中庭に歓声があがった。市内外から集まった参加者から趣のある屏風絵や中庭に歓声があがった。

文
化
財
を
守
る
仕
組
み

名
張
は
宝
の
山
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