
白
亜
の
塔
だ
っ
た
韮
山
反
射
炉

　

韮
山
反
射
炉
と
い
え
ば
、
レ
ン
ガ
と
そ
れ

を
囲
う
鉄
の
筋
か
い
が
特
徴
的
で
す
が
、
建

設
当
初
は
「
白
亜
の
塔
」
で
し
た
。
当
時
は
、

レ
ン
ガ
の
上
か
ら
漆し

っ

喰く
い

が
ぬ
ら
れ
て
い
た
の

で
す
。

　

鉄
の
筋
か
い
は
、昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）

の
大
修
理
の
と
き
に
、
地
震
か
ら
反
射
炉
を

守
る
た
め
に
補
強
用
で
取
り
付
け
ら
れ
た
も

の
で
す
。
そ
の
後
、平
成
元
年
（
１
９
８
９
）

に
さ
ら
に
丈
夫
な
も
の
に
付
け
替
え
ら
れ
、

今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
結
果
、
韮
山
反

射
炉
は
実
際
に
稼
働
し
た
反
射
炉
と
し
て

は
、
国
内

で
唯
一
ほ

ぼ
完
全
な

形
で
保
存

さ
れ
て
い

ま
す
。

地
震
と
の
格
闘
の
歴
史

　

韮
山
反
射
炉
の
外
観
の
変へ

ん

遷せ
ん

を
た
ど
る

と
、地
震
と
の
格
闘
の
歴
史
が
わ
か
り
ま
す
。

　

建
設
中
の
安
政
元
年
（
１
８
５
４
）
に

起
き
た
安
政
の
東
海
地
震
、
昭
和
５
年

（
１
９
３
０
）の
北
伊
豆
地
震
。強
い
地
震
が

襲
う
た
び
に
補
修
さ
れ
、
耐
震
性
の
向
上
が

図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

韮
山
反
射
炉
の
姿
か
ら
は
、
私
た
ち
の
先

人
が
韮
山
反
射
炉
を
大
切
に
守
っ
て
き
た
歴

史
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
民
が
守
っ
た
韮
山
反
射
炉

　

明
治
維
新
後
、
工
場
と
し
て
の
操
業
を
停

止
し
て
い
た
韮
山
反
射
炉
は
、荒
廃
の
一
途

を
た
ど
り
、
幾
度
と
な
く
取
り
壊
し
の
危
機

に
見
舞
わ
れ
ま
す
。明
治
12
年（
１
８
７
９
）、

静
岡
県
令
大お

お
さ
こ
さ
だ
き
よ

迫
貞
清
は
、後
の
総
理
大
臣
と

な
る
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

に
保
存
の
建
白
書
を
提
出
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
反
射
炉
の
建
つ
場
所

の
土
地
が
国
有
地
化
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
江
川
英
龍
の
孫
婿
の
山や

ま

田だ

三さ
ぶ

良ろ
う

東

京
帝
国
大
学
教
授
を
中
心
と
し
て
、
反
射
炉

保
存
運
動
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
運
動
に
呼

応
し
て
、
地
元
有
志
に
よ
り
反
射
炉
周
辺
の

土
地
を
購
入
し
陸
軍
省
に
献
納
し
ま
す
。こ

う
し
た
動
き
に
よ
り
、明
治
41
年（
１
９
０
８
）

に
は
、陸
軍
の
手
に
よ
っ
て
最
初
の
反
射
炉

保
存
工
事
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
元
有
志
は
そ
の
後
、「
反
射
炉
保
勝
会
」

を
設
立
。
以
後
、
反
射
炉
の
保
存
に
尽
力
し

ま
し
た
。

静岡県知事
川勝平太

　

韮
山
反
射
炉
を
含
む
、「
明
治
日
本
の

産
業
革
命
遺
産　

製
鉄
・
製
鋼
、
造
船
、

石
炭
産
業
」
が
、
世
界
遺
産
と
し
て
正
式
に

登
録
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
変
喜
ば
し

く
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
貴
重
な
産
業
遺
産
を
大
切
に

守
り
伝
え
て
こ
ら
れ
た
地
域
の
方
々
や
、
世

界
遺
産
登
録
に
向
け
て
御
尽
力
を
い
た
だ
い

た
関
係
者
の
皆
様
方
の
御
努
力
に
心
か
ら
の

敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
国
や
関
係
自
治
体
等
と
の

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
富
士
山
に
続
く
本

県
二
つ
目
の
世
界
遺
産
と
な
っ
た
「
韮
山

反
射
炉
」
を
、「
人
類
共
通
の
財
産
」
と

し
て
、
後
世
に
確
実
に
継
承
し
て
ま
い
り

ま
す
。

伊豆の国市長
小野登志子

　

韮
山
反
射
炉
の
世
界
遺
産
登
録
決
定
を

受
け
、
こ
れ
ま
で
応
援
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
自
身
、
登
録
決
定
の
瞬
間
に
は
、
幕

末
に「
里
は
ま
だ
夜
深
し
富
士
の
朝
日
影
」

と
嘆
か
れ
た
江
川
英
龍
公
が
「
今
、
世
界

の
人
に
な
ら
れ
た
」
と
思
う
と
、
込
み
上

げ
て
く
る
涙
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

韮
山
反
射
炉
は
、
日
本
の
近
代
化
の
象
徴

で
す
。

　

我
々
は
、
韮
山
反
射
炉
を
将
来
に
わ
た
り

守
り
続
け
て
い
く
こ
と
を
世
界
に
対
し
約
束

し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
重
く
受
け
止
め

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
韮
山
反
射
炉
の
保
全
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
関
係
の
皆
様
と
連
携
し
な

が
ら
国
内
外
か
ら
の
お
客
様
を
伊
豆
全
体

で
お
も
て
な
し
す
る
と
い
う
取
り
組
み
を

進
め
、
伊
豆
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

韮山反射炉を未来に

昭和 32 年（1957）
北炉最上段復元と
鉄の筋かい補強後

明治 41 年（1908）
鉄枠による補強後

昭和 5年（1930）
北伊豆地震による
北炉最上段崩壊

ＣＧによる再現イメージ明治初期の韮山反射炉
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大
正
15
年
（
１
９
２
６
）、

市
民
を
中
心
と
す
る
「
韮
山

反
射
炉
保
勝
会
」が
設
置
し
た

「
反
射
炉
碑
」

韮山反射炉の保存の歴史

先人たちから刻まれた
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韮
山
反
射
炉
の
世
界
遺
産
登
録
が
決
定

し
、
韮
山
反
射
炉
応
援
団
の
会
員
一
同
大

変
喜
ん
で
い
ま
す
。

　

我
々
応
援
団
は
、
韮
山
反
射
炉
の
世
界

遺
産
登
録
を
応
援
し
よ
う
と
、
平
成
24
年

４
月
の
発
足
以
来
、
行
政
と
連
携
し
な
が

ら
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
の
Ｐ
Ｒ
や
清
掃
活

動
な
ど
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
取
り
組
み
が
、
地
域
の
皆
様
の
世
界

遺
産
登
録
に
向
け
た
機
運
醸
成
に
少
し
で
も

貢
献
で
き
た
と
す
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
こ
れ

以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
韮
山
反
射
炉
は
、
文
字
ど
お
り
伊

豆
の
国
の
宝
か
ら
世
界
の
宝
と
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
大
変
誇
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
と

同
時
に
、
地
元
が
将
来
に
わ
た
り
確
実
に
守

り
続
け
て
い
く
と
い
う
大
き
な
責
任
を
与
え

ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
後

も
地
域
が
一
体
と
な
っ
た
保
全
活
動
へ
の

取
り
組
み
や
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
な
ど

の
活
動
を
実
施
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

韮山反射炉応援団
理事長　渡辺解太郎


