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桜塚の家　二井清治

住空間の目指すところ
　住まいは草庵の心地良さも大切だが、伊勢神宮正殿のシンプ
ルな佇まいに、凛とした美しさと空間の奥深さを感じるように、
生活する人が常に新鮮な感動を持続できることが大切である。
光と翳
　光の方向性を明確にすることで、空間に深い翳を生む。光の
躍動感と闇の静けさを持ち、豊かな精神性に満ちた空間となる
ことを目指した。
住まいを街に開く
　1階は街に開かれたフォーマルな空間（ライフワークギャラリー）
とし、プライベートなファミリールームを上階に定めた。ライフワー
クギャラリーは家族の生活の場であり、街に開放するイベントの場
でもある。ここを媒体として、住まいがゆるやかに街とつながる。
内外空間の連続性
　水平方向と垂直方向に広がる2つの空間が、屋外空間を織り
込むように1階から上階へとつながる。2階デッキは上部にガラ
スの屋根を掛けた半屋外空間とし、3階居間は天井全面をトッ
プライトとした。ルーバーで光をコントロールし、室内でありな
がら限りなく外に近い空間である。室内、屋外、半屋外の空間
が重なるようにつながり、人が移動することにより次 と々展開す
る構成としている。

撮影：松村芳治

■プロフィール
1946年 滋賀県生まれ
1974年 坂倉建築研究所に入所
 西沢文隆に建築を師事
1987年 二井清治建築研究所設立
1991年～1994年 神戸芸術工科大学
 環境デザイン学科非常勤講師

■建物データ
設　　計：二井清治建築研究所
　　　　　二井清治、稲垣年彦、
　　　　　細田剛宏、北聖志
施　　工：分離発注方式
所 在 地：大阪府豊中市
竣　　工：2003年
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情
報
サ
ー
ビ
ス
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
便
り

山
城
健
児

　

私
た
ち
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
は
建
築
情
報
委
員
会
に
所
属
し
、
様
々
な
媒
体

を
通
し
て
会
員
の
皆
様
、
一
般
の
皆
様
へ
会
員
の

活
動
や
建
築
に
関
す
る
情
報
を
お
届
け
す
る
活
動

を
し
て
い
ま
す
。

　

身
近
な
例
か
ら
言
え
ば

　

・
大
阪
府
建
築
士
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新

　
　

や
最
新
情
報
の
掲
載
。

　

・
建
築
材
料
、
設
備
機
器
メ
ー
カ
ー
リ
ス
ト
の

　
　

年
毎
の
発
刊
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
。

　

・
士
会
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
よ
る
リ
ア
ル
タ
イ

　
　

ム
な
情
報
発
信
・
交
換
。

　

等
が
、
継
続
し
て
い
る
ワ
ー
キ
ン
グ
で
す
。 

　

本
年
か
ら
は
会
員
の
皆
様
か
ら
の
ご
要
望
も
あ

り
、
休
刊
中
の
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
復
活
し
、
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
十
月
に
は
お
届
け
で
き
る
予

定
で
す
。

　

尚
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
は
先
ず
は
以
前
ご
登
録

の
方
々
に
配
信
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
の
建
築
人
を
お
読
み
に
な
っ
て
新
た
に
ご
希
望

さ
れ
る
場
合
は
建
築
士
会
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

当
会
も
社
団
法
人
か
ら
公
益
法
人
に
移
行
し
、

そ
の
価
値
感
も
変
わ
っ
て
い
く
中
、
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
内
で
は
魅
力
あ
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
在

り
方
に
つ
い
て
の
議
論
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
〇
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
東
京
開
催
が
決
定
し
、
私
達
に
と
っ
て
明
る

い
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
の
招
致
は
情

報
戦
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
聞
い
て
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
時
代
に
合
っ
た
媒
体
、
ニ
ー
ズ
に

あ
っ
た
情
報
を
選
定
し
発
信
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

 
大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
解
説

写
真　

田
籠
哲
也　

文　

牧
野
隆
義

　

日
本
を
代
表
す
る
公
共
建
築
が
大
き
な
岐
路
に
立

た
さ
れ
て
い
る
。

　

大
阪
と
奈
良
を
隔
て
る
生
駒
山
脈
の
西
側
に
旧
枚

岡
市
庁
舎
は
建
て
ら
れ
た
。
当
時
は
、
の
ど
か
な
田

畑
風
景
が
広
が
っ
て
お
り
、
山
裾
の
平
野
部
に
工
場

が
建
ち
並
び
つ
つ
あ
っ
た
。

　

設
計
監
理
は
坂
倉
準
三
建
築
研
究
所
で
西
澤
文
隆・

東
孝
光
が
担
当
し
、三
井
建
設
が
施
工
を
請
負
っ
た
。構

造
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、規
模
は
地
下
一階・中
地

階・地
上
三
階
建
て
。竣
工
は
昭
和
三
九
年︵一九
六
四
年
︶

で
大
阪
事
務
所
が
担
当
し
た
最
初
の
市
庁
舎
で
あ
る
。

　

当
時
の
雑
誌
に﹁
周
辺
環
境
の
中
に
建
築
が
溶
け
込

み
、建
築
の
中
に
も
自
然
が
導
入
さ
れ
る
。環
境
と
建
築

の一体
化
を
考
え
た
。﹂と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
よ
う
に
、本

来
は
前
面
広
場
と
の
関
係
性
を
も
っ
て
対
立
調
和
を
な

す
も
の
で
あ
る
。現
在
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
が
そ
の
関
係
性
を
ス
ポ
イ
ル
し
て
お
り
残
念
だ
。

　

今
も
っ
て
、
多
く
の
市
民
に
活
用
さ
れ
て
い
る
庁

舎
の
行
末
を
行
政
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
美

し
い
建
物
を
ま
ち
の
誇
り
と
捉
え
、
ま
ち
づ
く
り
を

通
じ
て
、
次
の
世
代
に
残
し
て
頂
き
た
い
。

建築人　10
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監修　　公益社団法人大阪府建築士会

　　　　建築情報委員会

編集　　建築情報委員会『建築人』編集部

　　　　編集人代表　米井　寛

　　　　編集人　　　荒木公樹　　　飯田英二

　　　　　　　　　　筑波幸一郎　　中江　哲

　　　　　　　　　　橋本頼幸　　　牧野隆義

　　　　事務局　　　山本茂樹　　　母倉政美

　　　　印刷　　　　中和印刷紙器株式会社
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*1 坂倉建築研究所：1940 年坂倉
準三（1901-1969）により創立。
現大阪事務所は 1948 年に開設。
西澤文隆が支所長であった。
西澤文隆 （1915-1986）：建築家。
1940 年東京帝国大学工学部建築
学科卒業。同年坂倉準三建築研究
所に入所。1 番目の所員であり、
坂倉準三の死後、同事務所代表と
して活躍。コートハウスなど庭と
建築を共存させる手法が有名。

上段： インタビューの様子
中段：坂倉事務所時代
下段：高野街道の家（1994 年）
撮影
上段：田籠哲也
中段：二井清治提供
下段：松村芳治

生
い
立
ち
・
建
築
を
目
指
す
き
っ
か
け

北　

私
は
大
学
院
修
了
後
の
二
〇
〇
一
年
か
ら

二
〇
〇
六
年
ま
で
二
井
清
治
建
築
研
究
所
に
勤

務
し
、
二
井
清
治
さ
ん
の
も
と
で
一
か
ら
実
務

を
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中

で
も
坂
倉
建
築
研
究
所
*1︵
以
下
坂
倉
事
務
所
︶

以
前
の
お
話
と
い
う
の
は
聞
く
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
は
二
井
さ
ん
が
建
築
を
志

す
き
っ
か
け
に
つ
い
て
生
い
立
ち
を
踏
ま
え
て

聞
か
せ
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
井　

私
は
滋
賀
県
の
日
野
町
の
生
ま
れ
で

す
。
学
生
時
代
に
は
器
械
体
操
を
し
て
い
て
、

国
体
や
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
に
も
出
ま
し
た
。
日
野

は
江
州
︵
近
江
︶
商
人
の
町
で
、
私
た
ち
の
年

代
は
大
学
に
進
学
す
る
人
間
も
非
常
に
少
な

く
、
私
は
高
校
を
出
て
す
ぐ
に
商
社
へ
入
り
ま

し
た
。
し
か
し
商
売
は
残
し
た
お
金
の
量
で
人

の
価
値
が
決
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
嫌

だ
と
、
一
年
で
辞
め
ま
し
た
。

　

数
学
と
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
の

で
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
り
た
い
と
い
う
希
望
が

あ
り
ま
し
た
。
叔
父
に
相
談
し
た
ら
、
デ
ザ
イ

ン
で
国
家
資
格
が
あ
る
の
は
、
建
築
だ
け
だ
、

デ
ザ
イ
ン
を
や
り
た
い
な
ら
建
築
が
い
い
、
と

言
わ
れ
、
建
築
に
進
も
う
と
決
め
ま
し
た
。

坂
倉
建
築
研
究
所
入
所
へ
の
経
緯

二
井　

そ
の
当
時
は
ま
だ
坂
倉
事
務
所
に
つ
い

て
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ひ
と
ま
ず
建
築
業

界
へ
入
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
小
さ
な
工
務
店
を

紹
介
し
て
も
ら
い
、そ
こ
で
仕
事
を
し
な
が
ら
、

建
築
の
世
界
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
い
く

う
ち
に
、
設
計
事
務
所
で
も
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル

が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
大
阪
で
一
番
は

ど
こ
か
と
聞
く
と
、
坂
倉
事
務
所
と
い
う
と
こ

ろ
だ
と
い
う
の
で
、じ
ゃ
あ
そ
こ
へ
行
こ
う
と
。

北　

今
と
違
っ
て
情
報
が
全
く
な
い
中
、
人
と

の
つ
な
が
り
を
通
し
て
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
い

た
ん
で
す
ね
。

二
井　

そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
こ
は
、
大
学
院

ま
で
行
っ
て
推
薦
状
を
書
い
て
も
ら
っ
て
も
、

十
人
に
一
人
し
か
入
所
で
き
な
い
。
と
り
あ
え

ず
、
製
図
を
勉
強
す
る
た
め
に
夜
間
の
専
門
学

校
へ
行
き
ま
し
た
。
フ
リ
ー
に
な
っ
て
か
ら
、

Ｃ
Ｏ
Ｍ
計
画
研
究
所
の
高
田
昇
︵
す
す
む
︶
さ

ん
*2
に
出
会
い
ま
し
た
。
彼
か
ら
は
、
も
の
の

本
質
を
見
極
め
る
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
坂
倉
事
務
所
に
行
き
た
い
と
い
う
志

を
伝
え
て
、
仕
事
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

北　

切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
し
ょ
う

か
？

二
井　

坂
倉
事
務
所
に
い
た
知
り
合
い
に
、﹁
今

来
て
く
れ
と
言
わ
れ
れ
ば
行
く
か
ら
、
い
つ
で

も
声
を
掛
け
て
く
れ
﹂
と
伝
え
て
い
ま
し
た
。

少
し
ば
か
り
は
図
面
を
描
け
た
の
で
、﹁
ち
ょ
っ

と
だ
け
手
伝
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
チ
ャ
ン
ス

に
、自
分
の
仕
事
を
全
部
放
っ
て
行
き
ま
し
た
。

中
澤　
﹁
今
日
だ
け
来
て
く
れ
﹂
と
い
う
話
か

ら
、
そ
れ
が
一
週
間
に
な
り
、
や
が
て
は
ず
っ

と
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

二
井　

え
え
、
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
る
人
が

隣
に
い
て
、
仕
事
が
間
に
合
え
ば
、
み
ん
な
忙

し
い
か
ら
、﹁
そ
っ
ち
の
手
が
空
い
た
ら
、
こ
っ

ち
を
手
伝
っ
て
く
れ
﹂
と
、
必
ず
そ
う
な
る
ん

で
す
よ
。

西
澤
文
隆
か
ら
学
ん
だ
住
宅

北　
﹁
高
野
街
道
の
家
﹂︵
一
九
七
八
年
︶
は
坂

倉
事
務
所
時
代
に
西
澤
文
隆
さ
ん
の
下
で
担
当

さ
れ
、
二
井
さ
ん
が
独
立
し
て
か
ら
も
増
築
を

手
が
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
こ

と
も
多
か
っ
た
の
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

二
井　

そ
う
で
す
ね
。
西
澤
さ
ん
か
ら
は
建
築

と
庭
に
つ
い
て
丁
寧
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
三
十
三
歳
く
ら
い
の
と
き
で
す
。
西
澤
さ

ん
は
設
計
の
実
務
と
同
時
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と

し
て
実
測
も
さ
れ
て
い
た
か
ら
、﹁
こ
こ
は
○

○
の
書
院
み
た
い
な
の
が
い
い
で
す
ね
﹂
と
言

い
ま
す
。
私
自
身
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
か
ら
、

休
み
毎
に
測
り
に
行
っ
た
も
の
で
す
。
一
件
の

住
宅
設
計
を
終
え
る
ま
で
に
、
京
都
を
は
じ
め

い
ろ
い
ろ
な
所
を
見
に
行
き
ま
し
た
。

荒
木　

そ
れ
が
貴
重
な
勉
強
に
な
っ
た
ん
で

す
ね
。

二
井　

そ
う
で
す
。
庭
の
つ
く
り
方
も
い
ろ
い

ろ
教
え
て
も
ら
い
、
す
ご
く
面
白
か
っ
た
。
西

澤
さ
ん
は
﹁
緑
魔
﹂
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
、
木

の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
植
え
方
や

樹
木
の
種
類
な
ど
全
部
こ
の
と
き
に
学
び
ま
し

た
ね
。

北　

庭
は
図
面
を
見
て
も
、
な
か
な
か
立
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
作
法
と

い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

二
井　
﹁
高
野
街
道
の
家
﹂
で
は
、
確
か
四
人

が
そ
れ
ぞ
れ
庭
を
見
る
視
点
に
座
っ
て
、
順
番

に
植
え
て
い
き
ま
し
た
ね
。
庭
の
外
周
に
木
を

植
え
る
と
き
は
、
視
点
を
決
め
て
借
景
に
な
る

建
物
の
形
を
ま
ず
消
し
て
い
く
。
そ
し
た
ら
空

間
が
フ
ワ
ッ
と
一
塊
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
か

ら
真
ん
中
に
花
の
咲
く
木
な
ど
を
植
え
る
ん

で
す
。

中
澤　

増
築
部
分
は
独
立
後
に
手
が
け
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
担
当
者
で
あ
っ
た
二
井
先

生
に
直
接
お
願
い
し
た
い
と
い
う
話
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

二
井　

そ
う
で
す
。
坂
倉
事
務
所
に
は
事
前
に

了
解
を
得
て
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
坂
倉
事
務

所
時
代
に
手
が
け
た
と
き
は
息
子
さ
ん
が
中
学

生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
息
子
さ
ん
が
社

会
人
に
な
っ
て
、
自
分
の
家
を
庭
先
に
建
て
る

と
い
う
の
で
、
再
び
設
計
す
る
こ
と
に
な
り
ま

建
築
人二

井
清
治

に
い
せ
い
じ

１
９
４
６
年 

滋
賀
県
生
ま
れ

１
９
７
４
年 

坂
倉
建
築
研
究
所
入
所

 

西
澤
文
隆
に
師
事

１
９
８
７
年 

二
井
清
治
建
築
研
究
所
設
立

主
な
受
賞

１
９
９
３
年 

第
39
回
大
阪
建
築
コ
ン
ク
ー
ル

 

知
事
賞
：
正
面
の
家

１
９
９
６
年 

第
20
回
ｈ
ｉ
ｒ
ｏ
ｂ
ａ
作
品
賞
：

 

高
野
街
道
の
家

２
０
０
１
年 

空
間
デ
ザ
イ
ン
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン

 

金
賞
：
春
風
館

２
０
０
５
年 

Ｓ
Ｂ
０
５
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ
記
念
サ
ス
テ 

 

ナ
ブ
ル
建
築
賞
：
里
の
風

 

第
25
回
大
阪
都
市
景
観
建
築
賞

 

大
阪
府
知
事
賞
：
里
の
風

２
０
０
６
年 

Ｊ
Ｉ
Ａ
環
境
建
築
賞
入
賞
：
津
山
の
家

 

医
療
福
祉
建
築
賞
：
里
の
風

２
０
１
０
年
第
２
回
建
築
人
賞
奨
励
賞
：

 

ぷ
れ
い
す
Ｂ
ｅ

　

建
築
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
建
築
に
関
わ
る

人
に
焦
点
を
あ
て
掲
載
す
る
﹁
建
築
人
︵
け
ん

ち
く
び
と
︶﹂。
人
の
も
つ
魅
力
は
、
職
域
を
越

え
て
も
理
解
し
あ
え
る
と
考
え
ま
す
。
創
作
の

源
泉
や
姿
勢
、
人
生
哲
学
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

な
ど
を
垣
間
見
る
こ
と
で
、
共
感
で
き
る
気
づ

き
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

第
七
回
目
の
建
築
人
は
、
建
築
家
・
二
井
清

治
さ
ん
。
住
宅
を
基
本
と
し
て
質
の
高
い
福
祉
・

医
療
施
設
を
数
多
く
手
が
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
環
境
建
築
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お

ら
れ
ま
す
。
生
い
立
ち
や
建
築
に
と
ど
ま
ら
な

い
活
動
を
通
し
、
ご
自
身
の
考
え
る
建
築
に
つ

い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

撮影：田籠哲也

kenchiku-bito
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*2 高田昇：1943 年大阪生まれ。
1969 年神戸大学工学部建築学科
卒業。1970 年 COM 計画研究所
を設立。まちづくりや住民参加型
のプロジェクトを数多く手がける
とともに、立命館大学政策科学部
教授として後進を育成。

上段：正面の家（1991 年）
中段：津山の家（1990 年）
下段：M 邸
撮影
絹巻豊

　

空
間
の
抜
け
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
透
明
感
が

あ
る
建
築
が
い
い
、
と
常
に
考
え
て
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
に
行
っ
て
、
何
が
い
い
の
か
な
と
思

う
と
、透
明
感
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
視
覚
的
に
抜
け
る
と
い
う
の
か
、
気
配

に
透
明
感
が
あ
る
の
か
、
も
う
ひ
と
つ
よ
く
分

か
り
ま
せ
ん
が
。

北　

無
駄
が
な
い
と
い
う
の
と
は
違
い
ま

す
か
。

二
井　

い
や
、
凛
と
し
た
空
間
に
背
骨
み
た
い

な
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

広
瀬　

私
は
﹁
水
平
性
﹂
と
か
﹁
力
の
流
れ
﹂

と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
伊
勢
神
宮
に
し
て
も

平
入
り
や
妻
入
り
と
い
う
、
は
っ
き
り
し
た
形

式
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

二
井　

空
気
の
流
れ
方
み
た
い
な
も
の
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
流
れ
だ
け
が
、
透

明
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と

細
か
く
、
ど
れ
く
ら
い
光
を
反
射
す
る
素
材
な

の
か
と
い
う
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
最
近
の

白
い
建
築
は
、
も
た
っ
と
し
た
空
気
が
漂
っ
て

い
て
あ
ま
り
好
き
に
な
れ
な
い
。
こ
の
間
見
た

ス
タ
ジ
オ
・
ム
ン
バ
イ
展
で
は
空
気
が
奥
へ

ス
ッ
と
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
闇
み
た
い
な
部
分

が
あ
る
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
透
明
性
が
あ
り
、

緊
張
感
が
出
て
い
る
。
非
常
に
日
本
建
築
に
よ

く
似
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

中
澤　

荒
谷
省
午
さ
ん
と
の
対
談
*3
で
、
小
さ

イ
ラ
ル
の
階
段
と
小
さ
い
部
屋
が
あ
っ
て
。
外

形
も
放
熱
の
フ
ィ
ン
み
た
い
な
も
の
が
付
い
て

い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
独
創
的
な
も
の
を
つ

く
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
あ
り
ま
し

た
。
で
も
、
あ
ま
り
に
も
お
金
が
掛
か
り
す
ぎ

て
結
局
建
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
と
き
設
計

料
は
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
建
た
な
く
て
申
し

訳
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
や
は
り
坂
倉
事
務
所

で
延
々
と
続
け
て
き
た
よ
う
に
、
合
理
的
で
必

要
な
も
の
を
求
め
る
、
と
い
う
考
え
方
に
改
め

な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
独
創
性
み

た
い
な
も
の
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
空
間
の
し
つ

ら
え
方
と
か
、
余
白
の
空
間
で
表
現
し
な
い
と

い
け
な
い
と
。

透
明
感
の
あ
る
建
築

河
野　

今
日
う
か
が
っ
た
事
務
所
を
含
め
、
い

ろ
い
ろ
な
作
品
で
低
い
天
井
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
お
使
い
に
な
っ
て

い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

二
井　

日
本
建
築
と
い
う
の
は
本
来
水
平
に
広

が
る
建
築
だ
と
思
い
ま
す
。
水
平
に
開
口
部
を

つ
く
っ
て
、
そ
こ
へ
力
が
ス
ッ
と
抜
け
て
い
く

よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
ら
、
や
は
り
天
井
は
低

い
方
が
い
い
で
す
ね
。
日
本
建
築
を
見
れ
ば
、

床
を
上
げ
て
、
天
井
を
下
げ
る
と
い
う
の
は
い

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
だ
か
ら﹁
津
山
の
家
・

増
築
﹂︵
一
九
九
八
年
︶も
床
を
上
げ
て
い
ま
す
。

り
す
ぎ
ま
す
か
ら
。

北　

大
き
く
屋
根
が
架
か
っ
た
﹁
正
面
の
家
﹂

と
、
一
方
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放
し
の
﹁
津

山
の
家
﹂
を
同
時
に
や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要
望
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
葛
藤
が
あ
っ
た
ん
で

す
か
。

二
井　

施
主
の
意
向
を
汲
み
取
っ
て
行
く
と
自

然
と
二
軒
は
違
っ
た
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
き
ま

し
た
か
ら
、特
に
葛
藤
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

﹁
正
面
の
家
﹂
は
手
造
り
の
建
築
で
す
が
、﹁
津

山
の
家
﹂
は
内
外
と
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放

し
の
シ
ン
プ
ル
な
建
築
で
す
。
窓
は
ハ
イ
サ
イ

ド
と
地
窓
だ
け
で
、
朝
日
が
地
窓
に
反
射
し
、

昼
以
降
は
ハ
イ
サ
イ
ド
か
ら
差
し
て
く
る
。
こ

の
施
主
と
も
長
い
付
き
合
い
で
、
敷
地
の
奥
に

増
築
を
し
て
い
ま
す
。

独
創
性
と
合
理
性
の
間
で

森
本　

独
立
後
は
、
自
分
の
作
家
性
や
方
向
性

に
つ
い
て
模
索
す
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ

は
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ
て
い
け
た
の
か
、
や
は
り

何
年
か
模
索
し
な
が
ら
見
つ
け
ら
れ
た
の
か
、

そ
の
辺
り
を
少
し
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

二
井　

実
は
独
立
後
初
め
て
設
計
し
、
実
現
で

き
て
い
な
い
建
築
︵
下
段
模
型
写
真
︶
が
あ
り

ま
す
。
小
さ
い
建
築
で
す
が
、
ボ
イ
ド
と
ス
パ

し
た
。
か
れ
こ
れ
も
う
三
十
五
年
く
ら
い
の
付

き
合
い
に
な
り
ま
す
。

初
期
の
住
宅
に
つ
い
て

北　
﹁
高
野
街
道
の
家
﹂
が
坂
倉
事
務
所
か
ら

独
立
し
て
最
初
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
か
？

二
井　

い
い
え
、
独
立
し
て
最
初
の
仕
事
は
も

う
少
し
大
き
な
﹁
正
面
の
家
﹂︵
一
九
九
一
年
︶

と
﹁
津
山
の
家
﹂︵
一
九
九
〇
年
︶
で
す
。

北　
﹁
正
面
の
家
﹂
の
外
壁
は
村
野
藤
吾
さ
ん

設
計
の
﹁
箱
根
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
﹂︵
一
九
七
八

年
︶
を
参
考
に
し
た
と
聞
き
ま
し
た
が
？

二
井　

そ
う
で
す
。
中
は
し
っ
く
い
塗
で
、
外

壁
は
イ
ン
ド
砂
岩
張
り
で
す
。
イ
ン
ド
砂
岩
は

も
と
も
と
大
き
な
平
板
で
、
工
事
に
あ
た
っ
て

は
全
て
原
寸
図
を
描
い
て
、
そ
の
形
を
ベ
ニ
ヤ

板
に
描
い
て
割
っ
て
い
る
ん
で
す
。

荒
木　

全
て
描
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。

二
井　

描
い
て
み
る
と
分
か
る
ん
で
す
が
、
同

じ
大
き
さ
で
は
駄
目
で
、
場
所
に
よ
っ
て
変
え

て
い
ま
す
。
壁
面
が
大
き
け
れ
ば
、
一
枚
を

ち
ょ
っ
と
大
振
り
に
し
な
い
と
、
せ
こ
せ
こ
と

な
る
ん
で
す
ね
。
屋
根
に
は
む
く
り
が
つ
い
て

い
ま
す
。

荒
木　

こ
ん
な
お
お
ら
か
な
屋
根
を
も
つ
住
ま

い
も
最
近
で
は
珍
し
く
な
り
ま
し
た
ね
。

二
井　

で
も
、
も
う
こ
ん
な
屋
根
を
架
け
る
の

は
や
め
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
お
金
が
掛
か

高野街道の家（坂倉建築研究所 大阪事務所）

紀州街道の家（二井清治）

阪神大震災（1995 年）の十日後、高野街道の家の施主の紹介で、

家を建替えたいという依頼を受ける。打ち合わせを始めるが、敷地

を横断する水路の話し合いがつかず一時中断。計画が再開したのは

四年後だった。雑木林の庭が好きな 80 歳のお母さんと息子夫婦の

希望により、庭と一体となった庵のような家を設計した。住宅が完

成して今年で 13 年、現在同じ街道沿いに、この家を見たという施

主の住宅を建設中である。

撮影：松村芳治（上下とも）

坂倉事務所時代の 1979 年、西澤さんの教えを受けて設計した。住

宅の設計も、木造建築も初めての体験で、西澤さんからはこの家の

設計を通して様々なことを学んだ。15 年後、庭先に息子の家を建

てることとなり、庭に潜む茶室のような家を設計した。その後子ど

もの成長に合わせ、庭に面した部屋を増築する。また、この息子が

地域の子どもに剣道を教える道場も設計（春風館）し、庭を中心と

した一家の歴史と共に現在も付き合いが続いている。
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*3 空間の質を決める素材と寸法
のルール「住宅建築 2008 年 2 月
号」建築資料研究社

上段：津山の家、増築（1998 年）
中段：THE PLAY「雷」
下段：エスキス
撮影
上段：松村芳治
中段：二井清治提供
下段：田籠哲也

荒
木　

建
築
は
、
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
の
に

時
間
が
掛
か
る
。
そ
こ
が
面
白
い
と
こ
ろ
で
も

あ
り
、
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。

二
井　

結
局
、
社
会
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い

う
差
で
す
ね
。
大
き
く
差
が
出
る
の
は
四
年
五

年
建
ち
続
け
る
と
し
て
、
そ
の
時
間
を
ど
う
読

む
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
坂
倉
事
務
所
時
代
に
続
け
て
き
た
よ

う
に
合
理
的
に
建
築
を
つ
く
る
の
で
す
が
、
結

果
的
に
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
一
見
無
駄
な
部

分
が
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
社
会
が
流

れ
て
い
く
時
間
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
読
み
切

れ
な
い
部
分
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

で
も
、
建
築
は
建
ち
続
け
る
わ
け
で
す
か
ら
、

今
求
め
ら
れ
て
い
る
機
能
だ
け
を
組
み
立
て
て

つ
く
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
大
き
な
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
︵
桜
塚
の
家
︶
の
一
階

を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
時
点

で
は
こ
う
い
っ
た
機
能
は
要
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
将
来
き
っ
と
こ
の
空
間
が
必
要
に
な
る
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
社
会
が
動
い
た
と
き

に
そ
こ
が
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
、
こ
の
建
築

が
建
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
大
事
で
す
。

建
築
の
社
会
性

森
本　

福
祉
施
設
等
も
多
く
手
が
け
お
ら
れ
て

て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
良
く
な
い
と
思
い

ま
す
。

執
念
を
持
っ
て
考
え
続
け
る

二
井　

こ
れ
は
、
普
段
持
ち
歩
い
て
合
間
を
見

つ
け
て
は
描
い
て
い
る
エ
ス
キ
ス
で
す
。
電
車

の
中
や
酒
を
飲
み
に
行
っ
て
も
、
絶
え
ず
考
え

て
い
ま
す
。
い
つ
で
も
持
ち
運
べ
る
よ
う
に
手

の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
大
き
さ
で
描
い
て
い
ま
す
。

計
画
す
る
と
き
は
手
の
ひ
ら
で
見
え
る
大
き
さ

で
計
画
を
練
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

北　

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
何
分
の
一
の
ス
ケ
ー
ル

な
の
で
し
ょ
う
か
。

二
井　

ス
ケ
ー
ル
は
全
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

バ
ラ
ン
ス
を
み
る
こ
と
を
主
眼
に
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
見
て
、
パ
ッ
と
思
い
付
く
こ
と
が

あ
る
の
で
す
。

　

考
え
続
け
る
と
い
う
の
が
す
ご
く
大
事
で

す
。
私
は
、
建
築
ツ
ア
ー
の
と
き
に
、
ト
ル
コ

で
結
婚
の
お
祝
い
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ

の
際
に
西
澤
さ
ん
が
色
紙
に
書
い
て
く
れ
た
の

は
、﹁
執
拗
に
心
を
こ
め
て　

屈
折
に
屈
折
を

重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
を
﹂
と
い
う
言
葉
で
し
た
。

私
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
、
モ
ノ
を
考
え
続

け
て
い
る
西
澤
さ
ん
を
見
て
育
っ
た
と
い
う
の

が
一
番
大
き
い
。
つ
く
り
込
む
執
念
み
た
い
な

も
の
が
す
ご
い
。

二
井　

常
に
一
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
な
っ
て

考
え
ま
す
。
建
築
と
い
う
の
は
、
今
日
的
で
社

会
に
合
っ
て
い
な
い
と
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
。

い
か
に
そ
の
建
築
が
建
ち
続
け
る
時
間
に
見

合
っ
た
新
し
い
も
の
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
か
が

私
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。

ス
パ
イ
ラ
ル
な
世
界
に
身
を
置
く
︱

ザ
・
プ
レ
イ

二
井　

社
会
を
正
確
に
見
る
こ
と
に
関
し
て
、

建
築
の
視
点
だ
け
で
も
の
を
見
続
け
る
こ
と

に
危
惧
が
あ
り
ま
し
た
。
建
築
を
離
れ
、
モ
ノ

を
つ
く
ら
な
い
ア
ー
ト
を
し
よ
う
と
い
う
こ

と
で
、
坂
倉
事
務
所
に
入
っ
て
か
ら
﹁
ザ
・
プ

レ
イ
﹂︵
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
︶
と
い
う
美
術
集

団
で
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
公
的
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
か
ら
招
待

さ
れ
、﹁
セ
ー
ヌ
現
代
美
術
の
流
れ
﹂
と
い
う

テ
ー
マ
で
イ
カ
ダ
を
つ
く
っ
て
セ
ー
ヌ
川
を

流
れ
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。

　

建
築
と
違
う
非
日
常
の
ア
ー
ト
の
世
界
が

あ
っ
て
、
そ
の
間
を
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
行
っ
た

り
来
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
と
自
分
自

身
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

森
本　

入
り
込
ま
ず
に
俯
瞰
す
る
よ
う
な
位
置

を
確
保
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

二
井　

建
築
も
続
け
て
い
く
と
慣
例
的
に
な
っ

い
家
の
場
合
は
床
を
上
げ
る
こ
と
で
開
放
感
が

生
ま
れ
る
、
と
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
も
今

の
話
と
同
じ
よ
う
な
話
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
私

は
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き
は
床
を
上
げ
た
ほ
う
が

庭
と
の
関
係
性
が
離
れ
て
し
ま
う
の
で
、
一
体

的
に
す
る
な
ら
ば
下
げ
た
方
が
よ
い
の
で
は
と

思
っ
た
の
で
す
。

二
井　

本
当
に
一
体
に
し
よ
う
と
し
た
ら
、
下

げ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
床
を
上

げ
る
と
視
点
が
高
く
な
り
よ
り
開
放
感
が
強
く

な
る
と
思
い
ま
す
。
見
る
庭
に
対
し
て
、
日
本

建
築
の
床
は
上
が
っ
て
い
ま
す
ね
。

一
か
ら
考
え
て
作
っ
て
い
く

北　

作
品
を
見
て
い
く
と
構
造
も
作
品
毎
に
違

う
し
、
同
時
期
で
も
全
く
違
う
作
り
方
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
今
ま
で
の
経
験
が
あ
る
か

ら
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

と
も
、
自
分
に
と
っ
て
新
し
い
こ
と
を
試
み
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

二
井　

私
は
、
社
会
、
環
境
、
そ
こ
に
住
む
人

の
個
性
、
こ
の
三
つ
の
要
素
で
建
築
が
あ
る
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
社
会
が
ど
う
変

わ
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
の

で
、
建
築
を
固
定
化
す
る
の
は
危
険
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木　

こ
う
で
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
も

の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

ぷれいすBe

松の実保育園

子どもの施設では、障害児通所施設に始まり、保育所、院内保育所、

児童養護施設、乳児院などを設計している。この保育所は、デッキ

と大屋根で構成された遊びを誘発するおおらかな建築である。さま

ざまな用途の施設を設計してきたが、成長期の重要な時間を過ごす

場として、感性を豊かにする空間が重要であることに変わりはな

い。それぞれの専門性を持ちつつ、子どものための豊かな生活空間

の実現を目指している。

2001 年に実施した「知的障害者のバリアフリー支援方策」の調査

研究で自閉症に関して教えを受けた方から、通所施設の設計の依頼

があり、2005 年に「ジョブサイトよど」が竣工。その後、高槻市

のプロポーザルコンペに法人と共に参加し、運営とプラン双方に評

価を得、大規模木造建築の「ぷれいす Be」が完成した（2009 年）。

自閉症に対する高い専門性を持つこの法人とは、重度の知的障害の

方を対象にしたケアホームも実現、さらに次の計画が進行中である。

撮影：松村芳治（上下とも）
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た
後
に
も
、
社
会
的
な
場
所
と
し
て
進
化
を
つ

づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、﹁
桜
塚
の
家
﹂
は

自
ら
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

*4 上坂邸：坂倉建築研究所大阪
事務所設計（1968 年）
*5 コーポラティブハウス・デネ
ブ　大阪府住宅供給公社が地域環
境整備の一環として官民協力型で
行ったコーポラティブ住宅。設
計：ヘキサ、コーディネーター：
COM 計画研究所、1983 年竣工。

「住宅建築 2013 年 8 月号」建築
資料研究社

上段：和泉乳児院（2012 年）
中段：ショーダン邸（1956 年）
下段：階段井戸
撮影
上段：松村芳治
中段・下段：二井清治

都
市
に
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て

　

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
事
務
所
の

あ
る
﹁
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
・
デ
ネ
ブ
﹂

︵
一
九
八
三
年
︶
*5
に
う
か
が
い
、
居
住
者
と

し
て
参
加
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
経
緯
、
自
ら

設
計
し
た
住
戸
部
分
の
コ
ン
セ
プ
ト
、
そ
の
後

の
事
務
所
と
し
て
の
改
装
に
つ
い
て
お
聞
き

し
、
そ
の
空
間
を
体
験
し
た
。
そ
の
後
、
場
所

を
自
邸
で
あ
る﹁
桜
塚
の
家
﹂一
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

に
移
し
て
話
を
伺
っ
た
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
私
達
の
質
問
や
疑
問
に

対
し
て
、
模
型
、
写
真
、
ス
ケ
ッ
チ
を
交
え

て
、
い
き
い
き
と
、
そ
し
て
わ
か
り
や
す
く
伝

え
よ
う
と
い
う
姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
和
風
建
築
や
施
設
建
築
と
い
う
決
ま
っ
た
型

を
説
明
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
二
井
清
治

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
重
要
な
こ
と
を
伝

え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ

は
建
築
の
社
会
性
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
常
に

新
し
い
も
の
を
作
り
続
け
た
い
、
と
い
う
思
い

が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
や
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
進
む
に
つ
れ

て
、
桜
塚
の
家
で
の
列
柱
の
空
間
、
屋
根
の
架

け
方
、
壁
の
作
り
方
な
ど
が
、
い
ま
ま
で
の
経

験
や
考
え
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
建
築
が
建
っ

荒
木　

四
〇
坪
の
敷
地
と
は
思
え
な
い
く
ら
い

に
、奥
行
き
が
感
じ
ら
れ
る
住
ま
い
で
す
よ
ね
。

二
井　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
列
柱
を
建
て
る
こ
と

で
、
凛
と
し
た
美
し
さ
と
空
間
の
奥
深
さ
を
表

現
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
階
は
で
き
る
だ
け
街
に
対
し

て
オ
ー
プ
ン
に
し
よ
う
と
考
え
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
し
ま
し
た
。
豊
中
市
で
は
、﹁
創
造
界
隈
ク

リ
エ
イ
ト
﹂
と
い
う
催
し
が
あ
り
、
近
々
、
こ

こ
で
リ
ュ
ー
ト
と
い
う
古
典
楽
器
の
演
奏
会
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

荒
木　

市
役
所
が
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し

て
、
ご
自
宅
を
使
わ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

二
井　

そ
う
い
う
家
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と
考

え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
い
い
タ
イ
ミ

ン
グ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
住
ま
い
と
し
て
は
必

要
の
な
い
空
間
で
あ
っ
て
も
、
パ
ー
テ
ィ
ー
を

し
た
り
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
使
っ
た
り
、
音

楽
会
を
し
た
り
と
使
い
方
を
い
ろ
い
ろ
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
と
、
本
当
に
そ
う
い
っ
た
使
い
方

が
具
体
的
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場

を
つ
く
れ
ば
、
場
が
そ
う
い
っ
た
出
来
事
を
引

き
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。要
求
さ
れ
て
い
る
機
能
だ
け
で
は
な
く
て
、

何
か
そ
う
い
う
場
を
つ
く
っ
て
、
新
し
い
も
の

へ
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
建
築
が
大
事
だ
な
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
建
築
だ
け
で
は
な
く
て
、

︵
二
〇
〇
三
年
︶
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
い
う

こ
と
で
、
ど
ん
な
空
間
な
ん
だ
ろ
う
と
ワ
ク
ワ

ク
し
て
い
ま
し
た
。
思
っ
た
以
上
に
広
さ
を
感

じ
た
と
い
う
か
、
開
放
感
が
あ
り
ま
す
。

荒
木　

私
は
こ
の
住
ま
い
の
持
つ
お
お
ら
か

さ
が
よ
い
と
思
い
ま
し
た
。
階
毎
に
緑
の
見
え

方
が
違
う
と
い
う
意
味
で
は
、
西
澤
さ
ん
が
手

が
け
ら
れ
た
﹁
上
坂
邸
﹂
*4
を
思
い
起
こ
し
ま

し
た
。

二
井　

私
は
イ
ン
ド
に
あ
る
ル
・
コ
ル
ビ
ュ

ジ
ェ
の
﹁
シ
ョ
ー
ダ
ン
邸
﹂︵
一
九
五
六
年
︶

が
頭
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
家
の
中
に
ス
ロ
ー

プ
が
あ
り
体
積
が
大
き
い
割
に
は
少
し
し
か
部

屋
が
な
い
。
私
は
、あ
の
家
を
見
て
感
激
し
て
、

こ
れ
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

森
本　

私
は
学
生
の
と
き
、﹁
シ
ョ
ー
ダ
ン
邸
﹂

の
模
型
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
確

か
に
こ
こ
の
フ
レ
ー
ム
、
屋
外
の
テ
ラ
ス
が

あ
っ
て
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

二
井　

こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
光
の
入
り
方
の
イ

メ
ー
ジ
は
イ
ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
階
段

井
戸
で
す
。
底
に
井
戸
が
あ
っ
て
、
光
が
上
か

ら
バ
ー
ッ
と
入
っ
て
く
る
。唯
一
迷
っ
た
の
は
、

吹
き
抜
け
部
分
に
梁
が
無
い
ほ
う
が
き
れ
い
な

も
の
か
、
適
度
に
梁
が
あ
っ
て
、
光
が
遮
ら
れ

な
が
ら
落
ち
て
く
る
の
が
い
い
の
か
。

中
澤　

梁
が
あ
る
か
ら
高
さ
を
感
じ
ら
れ
る
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

な
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ど
の
よ
う
に
施
設
の
設
計
に
取
り
組
ん
だ
か

を
少
し
お
話
し
し
ま
す
と
、
独
立
後
、
高
齢
者

の
居
住
環
境
に
つ
い
て
勉
強
を
始
め
、
大
阪
府

老
人
セ
ン
タ
ー
の
住
宅
専
門
相
談
員
を
四
年
間

勤
め
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
高
齢
者
施
設
を
い
く

つ
か
設
計
し
、
そ
の
関
係
で
、
高
齢
者
と
障
害

児
の
合
築
施
設
の
依
頼
が
き
ま
し
た
。
障
害
の

施
設
は
初
め
て
で
し
た
の
で
、
福
祉
専
門
職
の

人
た
ち
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
重
ね
、
障
害
の
あ

る
子
ど
も
が
安
全
に
楽
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
い

ろ
い
ろ
工
夫
し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
お
世
話
に
な
っ
た
人
か
ら
、
障
害

者
施
設
を
計
画
し
て
い
る
保
護
者
を
紹
介
さ

れ
、
施
設
の
構
想
か
ら
法
人
設
立
ま
で
お
手
伝

い
し
ま
し
た
。
ま
た
、
高
齢
者
施
設
に
比
べ
て

遅
れ
て
い
た
児
童
養
護
施
設
を
な
ん
と
か
し
た

い
と
、大
阪
府
社
会
福
祉
協
議
会
に
働
き
か
け
、

﹁
居
住
環
境
の
望
ま
し
い
あ
り
方
﹂
に
つ
い
て

施
設
関
係
者
と
共
に
調
査
し
、
そ
れ
が
き
っ
か

け
と
な
っ
て
、
大
阪
で
初
め
て
ユ
ニ
ッ
ト
型
児

童
養
護
施
設
を
設
計
し
ま
し
た
。
調
査
か
ら
施

設
の
完
成
ま
で
四
年
の
歳
月
を
経
て
い
ま
す
。

や
は
り
、
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
仕
掛
け
て
い
く

以
外
に
方
法
は
な
い
で
す
ね
。

自
邸
・
桜
塚
の
家
に
つ
い
て

広
瀬　

ご
自
邸
で
あ
る
﹁
桜
塚
の
家
﹂

い
ま
す
が
、施
設
を
つ
く
る
と
き
の
考
え
方
と
、

住
宅
を
つ
く
る
と
き
の
考
え
方
の
違
い
を
お
聞

か
せ
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
井　

施
設
は
住
宅
よ
り
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き

く
、
環
境
に
対
す
る
影
響
力
が
大
き
い
こ
と
か

ら
、
全
体
の
空
間
構
成
や
街
に
対
す
る
構
え
方

は
重
要
で
す
。
内
部
構
成
に
つ
い
て
は
、
い
か

に
住
宅
に
近
い
視
点
で
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
や
っ

て
き
た
も
の
を
組
合
せ
慣
例
的
に
作
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
都
度
一
か
ら
考
え
て
い
ま
す
。

森
本　

し
か
し
、
同
じ
形
を
踏
襲
せ
ず
に
も
う

一
度
考
え
直
し
て
し
て
い
く
と
い
う
の
を
、
住

宅
で
も
施
設
で
も
や
る
と
い
う
の
は
結
構
大
変

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
。

二
井　

そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
同
時
に
住
宅
も

施
設
も
や
っ
て
い
る
か
ら
で
き
る
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
建
築
の
中
で
も
ス
パ
イ
ラ
ル
状

に
な
っ
て
、
住
宅
で
も
施
設
で
も
常
に
同
じ
レ

ベ
ル
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

仕
事
の
つ
な
が
り

広
瀬　
﹁
里
の
風
﹂
で
は
多
く
の
賞
を
取
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
施
主
と
の
つ
な
が
り
や
受
賞
し

た
こ
と
で
、
次
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
が
あ
れ
ば
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

二
井　

賞
を
も
ら
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
自
然

と
次
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
な
か

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

４ＦＬ

５ＳＬ

洗面室

木繊板

15
0

15
5

24
5

500

テラス

400

45
0

屋上緑化：高麗芝
人工軽量土 厚200
排水層　厚30
保護モルタルコテ押え
アスファルト防水

ペアガラス：FL5+A6+PW6.8

木製天井ルーバー サイプレス
厚21 

レンガ積壁

居間

デッキ
床：イペ 厚30 OC
　 シート防水
　 スタイロフォーム 厚20
    モルタルコテ押え

ピロティ

目地 洗出し

壁：黒漆喰 厚5
土壁塗　厚10
プラスター 厚10

発砲ウレタン吹付け 厚15

壁：竜山石 厚25
ギャラリー扉：耐水シナ合板二重貼り

フラッシュVP
ガラス：合せガラス 6+6

地盤改良

炭敷込 厚200

床：アフロモシア W600 厚24 OC
ラワン合板 厚9
フリーフロア

延石敷 150×120
目地巾 60 芝生

砕石敷込み＋砂にて下地調整
ラクヨウ 100*180 ＯＳ塗

2,
25
0

35
0

16
5

1,
55
0

縁：普通ﾚﾝｶﾞ210×100×60
３段積

手摺：FB-65×12　SOP

格子：ケヤキOC

植栽枡

2,
65
0

2,
75
0

2,
60
0

2,
30
0

15
0

10
,4
50

4,
75
0

55
0

4,
50
0

45
0

50

屋根：カラーガルバリウム鋼板 立ハゼ葺

2,
75
0

50
1,
30
0

2,
05
0

60
0

2,
20
0

手摺：FB-65×12 SOP

ワイヤ張

植栽枡

門扉：スチールPL 厚2.3 パンチング加工

床：アフロモシア 厚24 OC
　 大引　100×100
    押えコンクリート 厚50
　 スタイロフォーム厚50
　 アスファルト防水

天井：コンクリート打放し
ランデックスコートWS塗

手摺：FB-65×12 SOP

強化ガラス 厚20

90
0

4,
80
0

55
0

4,
50
0

45
0

2,
65
0

2,
75
0

2,
60
0

15
0

2,
30
0

10
,4
50

トップライト：SUS304 t2.0 W75 HL 
受金物：L-75×75×6

トップライト：FL5+A6+PW6.8壁：コンクリート打放し
ランデックスコートPB-5000塗（白色）

壁：コンクリート打放し
ランデックスコートWS塗

天井：コンクリート打放し
ランデックスコートWS塗

ガラス：合せガラス 6+6

天井：コンクリート打放し
ランデックスコートWS塗

壁：コンクリート打放し
ランデックスコートWS塗

床：アフロモシア W600 厚24
ラワン合板 厚9
フリーフロア

「桜塚の家」南北方向断面図

聞き手
北 聖志
1976年 大阪府生まれ
2001年 神戸大学大学院（博士課程 
 前期）修了
2001年 二井清治建築研究所
2007年 THNK一級建築士事務所設立
 近畿大学非常勤講師

河野 学
1979年 大阪府生まれ
2008年 大阪大学大学院（博士後期 
 課程）修了
2008年 大阪大学大学院特任研究員
2009年 大阪府立工業高等専門学校 
 講師
2013年 京都市住宅供給公社

中澤 博史
1969年 大阪府生まれ
1992年 近畿大学理工学部建築学科卒
1992年 株式会社大建設計
1998年 中澤建築設計事務所設立

森本 雅史
1974年 三重県生まれ
1998年 京都工芸繊維大学大学院 
 （博士課程前期）修了
1998年 株式会社東畑建築事務所
2009年 森本雅史建築事務所設立
 近畿大学工業高等専門学校 
 非常勤講師

奥河 歩美
1976年 兵庫県生まれ
2001年 神戸大学大学院（博士課程 
 前期）修了
2001年 共同設計株式会社
2007年 O＋O architects
2010年 空間計画株式会社

広瀬 和也
1983年 兵庫県生まれ
2009年 大阪市立大学大学院(前期 
 博士課程)修了
2009年 株式会社東畑建築事務所

本特集責任編集人
荒木 公樹
1971年 大阪府生まれ
1995年 神戸大学工学部建築学科卒
1995年 建築環境研究所
2003年 空間計画設立
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里
の
風
に
つ
い
て

　

こ
の
施
設
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
以

前
に
建
て
ら
れ
た
、
当
時
は
珍
し
い
身
体
障
害
者

と
知
的
障
害
者
を
対
象
と
し
た
通
所
授
産
施
設

で
あ
る
。
こ
の
施
設
の
設
計
に
あ
た
り
、
自
ら
も

障
害
を
持
っ
た
施
主
と
の
熱
の
こ
も
っ
た
打
合
せ
か

ら
、
障
害
が
あ
っ
て
も
自
立
し
た
生
活
を
送
り
、

地
域
の一
員
と
し
て
役
割
と
生
き
が
い
を
見
出
せ

る
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
拠
点
を
目
指
す
と
と
も
に
、

自
然
と
一
体
と
な
り
自
然
の
恵
み
を
感
じ
ら
れ
る

建
築
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

地
域
に
開
か
れ
た
施
設
づ
く
り

　

地
域
と一体
と
な
っ
た
開
か
れ
た
施
設
と
す
る
た

め
、
敷
地
内
に
引
き
込
ん
だ
ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
に

面
し
て
建
物
を
開
放
し
、
施
設
の
独
立
性
を
保
ち

つ
つ
閉
塞
感
の
な
い
施
設
イ
メ
ー
ジ
を
演
出
し
た
。

ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
レ
ス
ト
ラ

ン
、
ケ
ー
キ
シ
ョ
ッ
プ
、
手
作
り
工
房
の
三
つ
の
エ

リ
ア
が
、
庭
に
張
り
出
し
た
テ
ラ
ス
や
路
地
庭
な

ど
の
屋
外
空
間
と
一
体
と
な
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
た
表
情
を
見
せ
る
こ
と
で
、
に
ぎ
わ
い
や
親

し
み
や
す
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。

障
害
特
性
に
配
慮
し
た
建
築

　

身
体
障
害
・
知
的
障
害
に
配
慮
し
た
、
わ
か
り

や
す
く
ス
ト
レ
ス
を
た
め
込
ま
な
い
空
間
づ
く
り
を

目
指
し
た
。
廊
下
の一
部
を
ア
ル
コ
ー
ブ
と
し
た
会

議
室
や
談
話
室
、
小
さ
な
庭
に
面
し
た
休
憩
コ
ー

ナ
ー
な
ど
、
異
な
る
雰
囲
気
の
居
場
所
を
設
け
、

施
設
内
に
取
り
込
ん
だ
路
地
庭
を
通
し
て
視
覚

的
に
つ
な
が
る
空
間
構
成
と
し
て
い
る
。

環
境
と
の
共
生

　

環
境
共
生
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
屋
上
・

壁
面
緑
化
、
間
伐
材
を
利
用
し
た
芝
生
駐
車
場
、

雨
水
利
用
、
ソ
ー
ラ
ー
発
電
・
Ｏ
Ｍ
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス

テ
ム
、
浮
き
屋
根
構
造
の
採
用
、
国
産
木
材
の

利
用
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

雨
水
は
建
物
の
前
を
流
れ
る
せ
せ
ら
ぎ
に
集
め

ら
れ
敷
地
奥
の
ビ
オ
ト
ー
プ
に
流
れ
込
む
。
ろ

過
さ
れ
た
水
は
地
下
貯
留
槽
に
溜
め
ら
れ
、
ソ
ー

ラ
ー
発
電
に
よ
る
動
力
ポ
ン
プ
で
循
環
し
、
屋
上

緑
化
や
周
囲
の
植
栽
へ
自
動
灌
水
装
置
に
よ
り
散

水
さ
れ
る
。
せ
せ
ら
ぎ
を
流
れ
る
水
は
心
地
よ
い

音
を
提
供
し
、
自
然
の
恵
み
を
さ
り
げ
な
く
示
し

て
く
れ
る
。

地
域
に
開
か
れ
た
環
境
建
築
︱
里
の
風

二
井  

清
治

手作り工房
貯湯槽

ＯＭソーラー
システム

ソーラーパネル

太陽光の利用二重屋根雨水の利用

建物の緑化

ショップ ケーキ工房玄関レストラン

生ゴミの利用 ハーブガーデン

せせらぎ
雨水を散水に利用

太陽光発電で循環ポンプを動かす

貯留槽
ポンプ

ビオトープ

床暖房

２

３

４ １

「里の風」での環境共生への取り組み（模式図）

配置図兼１階平面図

屋外作業場
（ 地下 雨水貯留槽）

Ｎ

前面道路

食堂・レストラン

テラス

アプローチ道路

緑化駐車場
（地下　雨水抑制槽）

テラス

手作り工房ショップ ケーキ
工房

事務室 相談室
医務室

更衣室

談話室会議室

EV

エントランスホール

厨房

玄関

通用者用玄関

ビオトープ

受賞歴

　医療福祉建築賞 2006
　SB05Tokyo 記念サステナブル建築賞
　第四回エコビルド賞
　第五回環境・設備デザイン賞　
　大阪都市景観建築賞大阪府知事賞
　大阪・心ふれあうまちづくり賞
   大阪府知事賞　

里 の 風

撮影：松村芳治（上下とも）
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一
九
六
七
年
に
発
足
し
た
＂T

H
E PLA

Y

＂

に
は
、
坂
倉
事
務
所
入
所
後
の
一
九
七
五
年
か

ら
参
加
し
、
建
築
と
並
行
し
て
活
動
を
続
け
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

昨
年
︵
二
〇
一
二
年
︶
六
月
に
は
パ
リ
郊
外

の
セ
ー
ヌ
川
を
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
筏
で
下
る

﹁
ラ
・
セ
ー
ヌ　

現
代
美
術
の
流
れ
﹂
を
敢
行

し
た
。
こ
の
行
為
は
、
一
九
六
九
年
京
都
・
宇

治
川
か
ら
大
阪
・
中
之
島
へ
下
っ
た
の
が
始
ま

り
で
、四
〇
年
を
経
て
二
〇
一
一
年
六
月
に﹁
ナ

カ
ノ
シ
マ　

現
代
美
術
の
流
れ
﹂と
し
て
大
阪
・

堂
島
川
を
流
れ
た
。

　

そ
の
時
に
国
立
国
際
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た

展
覧
会
で
プ
レ
イ
の
活
動
記
録
が
紹
介
さ
れ
、

そ
れ
を
見
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
を

通
じ
、
公
的
な
芸
術
セ
ン
タ
ー
﹁
プ
ラ
ト
ー
﹂

に
よ
り
招
待
さ
れ
た
。

　

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
筏
は
、
パ
リ
で
材
料
を

調
達
し
、プ
ラ
ト
ー
の
メ
ン
バ
ー
と
共
に
製
作
。

早
朝
パ
リ
郊
外
の
プ
ト
︱
橋
を
出
航
し
、
ブ

ロ
ー
ニ
ュ
の
森
を
右
手
に
見
な
が
ら
約
三
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
流
れ
、
一
時
間
半
後
に
ジ
ャ
ッ
ト

島
東
岸
に
到
着
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
日
常
と
非
日
常
の
中
で
ス
パ
イ

ラ
ル
に
思
考
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
を

客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

津山の家［津山］
正面の家［豊中］
HIROBA1992.1
住居の近未来像
建築文化 1992.10
カーサ多田・集合住宅［豊中］
高野街道の家［堺］
HIROBA1995.3
六甲の家［神戸］
HIROBA1996.7
地上 24メートルのコートハウス［大阪］
西宮の家［西宮］
N邸［門真］
大阪府住宅供給公社桃山台 -D団地［堺］
I 邸［宇治］
津山の家増築［津山］
住宅建築 2008.2　住宅特集 2002.9
環境建築ガイドブック 2007.11
紀州街道の家［忠岡］
住宅建築 2008.2　HIROBA2002.8
K邸［東大阪］
高野街道の家増築
住宅建築 2008.2
桜塚の家［豊中］
住宅建築 2008.2　住宅特集 2003.9
神戸の家［神戸］
Y邸［池田］
O邸増改築
N邸増改築
忠岡の家増改築［忠岡］
建築人 2012.12
M邸［大阪］

1990
1991

1994

1995

1996

1997

1998

2000

2002
2003

2005

2008

2009

2013

老人保健施設 ヴァンベール［東大阪］
HIROBA1999.3
喜馬病院改修［東大阪］
府営住宅共同施設 下新庄さくら園［大阪］
老人保健施設 錦秀苑［大阪］
HIROBA2000.9
千原眼科［宇治］
医院建築 2001.7
障害児通所施設 こどもデイケアいずみ［貝塚］
建築設計資料 2003.4
老人デイサービスセンター ネクストりぶりー［貝塚］
建築設計資料 2003.4
障害者通所授産施設 ヤンググリーン［東大阪］
建築設計資料 2003.4
阪和第二住吉病院［大阪］
Y医院増改築［堺］
障害者通所授産施設 里の風［八尾］
建築設計資料 2005.3
医療福祉建築 2006.1
建築環境ガイドブック 2007.11
グループホーム 清泉［堺］
サンビルディング（診療所ビル）［神戸］
三浦内科クリニック［神戸］
障害者通所授産施設 ジョブサイトよど［大阪］
建築設計資料 2006.9
千原眼科増築［宇治］
松の実園保育所［堺］
子ども家庭支援センター 清心寮［堺］
住吉病院食堂棟［大阪］
児童養護施設 あおぞら
医療福祉建築 2009.4
なのはな保育所［堺］
MEDICALQOL2009.11                                        
高槻地域生活総合支援センター ぷれいすBe［高槻］
医療福祉建築 2011.4　建築人 2009.6
萩の杜日中活動支援センター ふれっと［高槻］
障害福祉サービス事業所 アースグリーン［東大阪］
大阪府金剛コロニーしいのき寮 改修［富田林］
大阪府立修徳学園 寮舎基本計画［柏原］

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2007

2008

2009

2010

高齢者グループホーム 池上の里［和泉］
児童養護施設 生駒学園［東大阪］
建築人 2012.7
ケアホーム レジデンスなさはら［高槻］
建築人 2012.7
知的障害児施設 豊里学園［大阪］
建築人 2012.10
和泉乳児院・和泉幼児院［泉大津］
建築人 2012.10
障害福祉サービス事業所 クローバー［豊中］
児童デイサービス まめべや［箕面］

石津跨道橋［寝屋川］
井関川河川環境整備［木津］
七夕公園歩道橋［小郡］
インターフォームアネックス（店舗）［大阪］
武田ビル（事務所ビル）［神戸］
中谷ショップ（店舗）［堺］
春風館（剣道場）［堺］
新建築 2002.2　HIROBA2001.2
敦煌（店舗）［大阪］
歌の小径（モニュメント）［豊中］
アイシーイレブン（事務所ビル）［宝塚］
ルネッタME（千原眼科眼鏡店）［宇治］

高齢者の住環境改善に関する調査［大阪府］
府民の高齢者介護に関する調査［大阪府］
痴呆性老人のための施設リスト
［（財）大阪老人性痴呆医学研究会］
ターミナルケア～ホスピスの役割～に関する調査
［（財）大阪難病研究財団］　
知的障害者のバリアフリー支援方策の調査研究
［（財）テクノエイド協会］
痴呆性高齢者グループホーム（改修型）
整備検討事業［大阪府］
児童養護施設の望ましい居住環境のあり方に関
する調査研究［（社）大阪府社会福祉協議会］

2011
2012

1992

1994
1997
2000

2002
2004
2005
2007

1991
1992
1994

1997

2001

2002

2004

二井清治 作品年譜

［住宅建築］

［その他建築］

［主な調査・研究］

但馬長寿の郷［八鹿］
山崎眼科［加古川］
老人保健施設 ベルフラワー［東大阪］
あしはら整形外科［大津］
医院建築 2001.7　HIROBA1998.1

1993
1995
1996
1997

［福祉・医療建築］

津山の家増築（1998年）

美
術
集
団T

H
E PLA

Y

で
の
活
動

二
井  

清
治

雷 1 ～ 10   1977 ～ 1986.6.7.8 月／京都東南部 鷲峰山
山頂に丸太で一辺 20m の塔を組み、落雷を待った。

CANOE  1974.12.8、1975.7.19 ～ 8.10 ／滋賀県伊吹山→琵琶湖
樹齢 100 年の木を切りカヌーを作り入水する。

Wandering in the wind   1976.8.10 ～ 8.15 ／北海道　サロベツ原野
5 日間　風に向かって歩きつづけた。

MADO：或いは返信＝埒外のものを愛せよ　1980.2.3 ～ 2.30 ／兵庫県立近代美術館
美術館東壁の窓を展示室に移動し、これを MADO とした。
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Gallery 建築作品紹介 設計：Atelier KISHISHITA ＋ Man*go design
施工：鹿島建設 関西支店

圧着端子やコネクター等、接続システム製品を製造販売するグローバル企
業の国内拠点となる新社屋である。各階を 4 つのエリアに分割し、隣り合
うエリアを半階ずつスキップさせることで螺旋状に構成された空間は、一
般的には各階が層ごとに切れてしまうオフィス空間を上下階共に視覚的に
繋いでいく。螺旋をふたつ重ねることで二重螺旋構造が形成され、限られ
た空間の中で必要面積を確保しつつ、均一でない多様な場が出現する。ま
た、内外装材の素材感や色調の変化を通して、あるいは、20 年後に想定
している木格子の取替えを通して、動的な建築の在り方を表現することを
目的のひとつとしている。　　（岸下真理、岸下和代、都倉泰信、稲垣誠）

建 築 主：日本圧着端子
　　　　　製造株式会社
所 在 地：大阪市中央区
用　　途：事務所
竣　　工：2013.6
構造規模：S造・一部 
　　　　　SRC造、RC造
　　　　　地下2階地上8階建
敷地面積：1,226.16㎡
建築面積： 939.01㎡
延床面積：8,245.23㎡
写　　真：絹巻　豊

日本圧着端子製造株式会社
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Gallery 建築作品紹介

用途にあわせた 3 種類の寮室と、企業研修機能とを併せ持つ施設である。
■長持ちさせるための配慮：将来にわたって機能、用途が更新しやすい
　よう構成。各寮室は、将来変更を見据えた共通の躯体形状としている。
■社員寮ならでの交流スペース：エントランスホールや階段横に吹抜け
　ラウンジを設けた。また、各階中央にも小さなラウンジを設けるなど
　スケールに応じた交流スペースを創出するよう心がけた。
■地域との調和：交差点に面する街角側に、セミオープンの庭を配し、
　眺めの良い食堂と、街づくりのコンセプト（あまがさき緑遊新都市）
　にふさわしい緑あふれる街角の表情を創っている。　　　　（岡　広）

建 築 主：関西ペイント
所 在 地：兵庫県尼崎市
用　　途：寮（105 室）
　　　　　研修施設
竣　　工：2013.2
構造規模：RC 造
　　　　　地上 4 階建
敷地面積：2,931.27㎡
建築面積：1,732.27㎡
延床面積：5,286.44㎡
写　　真：母倉知樹

設計：鹿島建設 関西支店 建築設計部
施工：鹿島建設 関西支店関西ペイント　潮江クラブ
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Gallery 建築作品紹介 GLA近畿会館 設計：岸和郎＋K.ASSOCIATES/Architects
施工：藤木工務店 大阪本店

大阪府吹田市、交通量の多い環状道路沿いに建つ、宗教施設の計画であ
る。安定した室内環境を確保しつつ、環状道路を走る車からも容易に識
別可能な建物とするために、外部側はプロフィリットガラス、室内側に
は透明ガラスを用いたダブルスキン構造を採用している。半透明のガラ
スファサードは、昼間は内部の人の動きを緩やかに映し出し、夜になる
と大きな照明器具のように都市に浮かび上がる。また、内部機能として
は集会機能が主であり、日常的に人々が使用する空間、特にエントラン
スホール、講堂、聖堂は、都市の喧噪の真っただ中にありながら、自然
光あふれる静粛な空間の中で、日々の研讃が行われるよう計画した。

所 在 地：大阪府吹田市
用　　途：宗教施設
竣　　工：2013.5
構造規模：鉄骨造
　　　　　地上 6 階建
敷地面積：1,635.06㎡
延床面積：2,837.64㎡
写　　真：小川重雄写真事務所
　　　　　小川重雄

和歌山信愛中学校・高等学校 設計：竹中工務店
施工：竹中工務店

和歌山市の市街地にある、フランスの修道女会を母体とした女子校の建
替え計画。西日の遮蔽とプライバシー制御のため、外周を広い廊下とす
る片廊下形式とし、ポツ窓として開口を絞った。さらに、壁柱の幅と配
置を上下でずらすことにより、変化のある千鳥状の開口配置を実現し、
内部にリズミカルな光を取り込む個性的なファサードを創出した。また、
自然の変化を体感するバルコニー、テラス、異なる光の変化を見せる 4
つの階段、中庭、回廊に加え、日常の中でカトリックの精神を感じられ
るマリア像と水盤、ステンドグラスにより、生徒の知性と感性を豊かに
育む「多様な学びの場」の創造に取り組んだ。　　　　　（平岡健太郎）

建 築 主：学校法人和歌山
　　　　　信愛女学院
所 在 地：和歌山県和歌山市
用　　途：学校
竣　　工：2013.2
構造規模：RC 造（一部
　　　　　S造、SRC造）
　　　　　地上 5 階建
敷地面積：7,567㎡
建築面積：2,975㎡
延床面積：12,485㎡
写　　真：古川泰造
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松
隈
　
洋	

京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
。
博
士
（
工
学
）。

一
九
五
七
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
一
九
八
〇
年
京

都
大
学
卒
業
後
、
前
川
國
男
建
築
設
計
事
務
所

に
入
所
。
二
〇
〇
八
年
十
月
よ
り
現
職
。

　

こ
の
夏
、
四
国
の
高
松
に
あ
る
香
川
県
立

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
、
丹
下
健
三
︵
一
九
一
三
～

二
〇
〇
五
年
︶
の
大
規
模
な
建
築
展
が
開
催
さ
れ

た
。
な
ぜ
香
川
な
の
か
。
丹
下
の
生
誕
一
〇
〇
年

が
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
二
〇
一
三
と
重
な
っ
た
こ

と
も
一
つ
の
き
っ
か
け
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

以
上
に
、
彼
の
代
表
作
の
香
川
県
庁
舎
が
今
も
現

役
の
健
全
な
姿
で
使
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
丹

下
の
こ
の
建
物
が
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
家

の
活
躍
を
促
進
し
て
き
た
歴
史
を
見
直
そ
う
と
い

う
機
運
の
盛
り
上
が
り
が
大
き
く
作
用
し
た
に
違

い
な
い
。
そ
こ
で
、
香
川
県
庁
舎
が
も
た
ら
し
た

も
の
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

一
九
三
八
年
、
日
中
戦
争
下
に
大
学
を
卒
業
し

た
丹
下
は
、
資
材
統
制
に
よ
っ
て
木
造
バ
ラ
ッ
ク

し
か
許
さ
れ
な
い
中
、
コ
ン
ペ
な
ど
紙
の
上
で
し

か
建
築
を
構
想
で
き
な
い
制
約
の
下
で
建
築
家
へ

の
道
を
歩
み
始
め
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
に
彼
が
初

め
て
実
作
と
し
て
広
島
平
和
記
念
陳
列
館
を
完
成

さ
せ
る
一
九
五
二
年
ま
で
続
く
。
お
そ
ら
く
、
こ

う
し
た
時
代
の
宿
命
が
丹
下
の
建
築
思
想
を
育
ん

で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
、
彼
の
建

築
が
理
念
的
で
自
己
完
結
し
、
ど
こ
か
孤
高
の
存

在
感
を
醸
し
出
し
て
い
る
理
由
な
の
だ
と
思
う
。

　

実
は
、
香
川
県
庁
舎
の
竣
工
時
の
評
価
に
は
厳

し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
中
で
も
、
一
九
六
〇
年
度

建
築
年
鑑
賞
の
審
査
で
は
問
題
作
と
し
て
議
論
さ

れ
た
痕
跡
が
読
み
取
れ
る
。
例
え
ば
、
建
築
評
論

家
の
藤
井
正
一
郎
は
、次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

　
﹁
香
川
県
庁
舎
を
訪
れ
た
と
き
、
ま
ず
わ
た
し

は
丹
下
健
三
の
﹁
う
ま
さ
﹂
に
驚
き
ま
し
た
。︵
中

略
︶
し
か
し
そ
の
﹁
う
ま
さ
﹂
は
、
彼
の
貴
族
主

義
的
な
芸
術
感
覚
の
所
産
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に

お
い
て
は
川
添
登
の
い
う
よ
う
に
﹃
彼
も
よ
う
や

く
自
分
の
言
葉
を
も
の
に
し
た
﹄
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
材
料
も
、

あ
る
い
は
そ
の
施
工
法
も
、
彼
の
芸
術
感
覚
の
下

に
﹁
隷
属
﹂
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
わ
た

し
は
彼
の
作
品
の
大
き
な
危
険
を
感
じ
ま
す
。﹂

　

藤
井
は
、
丹
下
の
﹁
不
遜
な
ま
で
の
芸
術
的
個

性
﹂へ
の
危
惧
の
念
が
拭
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
構
造
家
の
木
村
俊
彦
は
、
そ
の
無
理
な
構

造
表
現
に
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。

　
﹁
私
は
丹
下
健
三
の
作
品
と
し
て
は
今
ま
で
の

な
か
で
は
最
も
優
れ
、
伝
統
論
に
立
っ
た
最
高
調マ
マ

の
傑
作
と
見
た
。︵
中
略
︶
た
だ
、
私
が
こ
れ
を

作
品
賞
に
推
す
こ
と
を
断
念
し
た
の
は
、︵
中
略
︶

何
と
な
く
こ
の
作
品
に
自
己
主
張
の
過
剰
を
感
じ

た
こ
と
、
第
二
に
は
私
は
こ
の
建
物
の
工
事
中
に

訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
高
強
度
鋼
の
異
形
鉄

筋
が
凄
じ
い
ほ
ど
に
入
っ
て
お
り
、
形
と
い
う
も

の
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
美
し
く
な
ら

な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。﹂

　

そ
し
て
、
建
築
史
家
の
稲
垣
栄
造
は
、
丹
下
の

建
築
が
持
つ
特
質
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

　
﹁
こ
の
建
築
家
の
作
品
か
ら
、
つ
ね
に
一
貫
し

て
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
強
固
な
意
志
の
力
で

あ
る
。
全
体
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
部
分
が
、

明
確
な
構
想
力
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
破
綻

や
不
均
衡
が
見
出
せ
な
い
。
そ
の
解
決
が
み
ご
と

な
た
め
に
、
見
る
も
の
の
心
は
建
築
家
の
意
図
の

ま
ま
従
う
ほ
か
は
な
い
。︵
中
略
︶
こ
の
建
築
家

が
、
一
つ
の
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
の
は
、
た

ん
に
形
の
完
成
を
追
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、

ま
し
て
設
計
の
条
件
が
よ
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と

で
は
な
く
、
建
築
を
構
成
し
規
定
す
る
す
べ
て
の

要
素
を
、
統
御
し
克
服
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
そ
の
意
志

の
強
さ
に
負
う
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。﹂︵﹃
建
築

年
鑑
’60
﹄
美
術
出
版
社
︶

　

こ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
建
築
の
す
べ
て
が
丹

下
の
強
固
な
意
志
の
下
に
統
制
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
完
成
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
近
寄
り
が
た

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
建
築
評
論
家
の
神
代
雄
一

郎
は
、﹁
建
築
家
は
地
方
で
何
を
し
た
か
﹂
と
い
う

文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
た
。

　
﹁
地
方
を
ま
わ
っ
て
み
て
、
東
京
の
建
築
家
が

や
っ
た
仕
事
で
一
番
い
い
と
思
っ
た
の
は
香
川
県

庁
舎
で
あ
っ
た
。
地
方
で
東
京
の
建
築
家
が
や
っ

た
仕
事
の
良
否
を
決
定
す
る
の
は
、
た
だ
そ
の
建

築
だ
け
が
良
く
て
も
駄
目
な
の
で
、
そ
の
建
築
が

そ
の
地
方
の
建
築
を
前
進
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
で
き
ま
る
の
で
あ
る
。
い
ま
高

松
に
い
っ
て
、︵
中
略
︶
こ
こ
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト

や
石
に
対
す
る
理
解
や
情
熱
が
ど
ん
な
に
高
ま
っ

て
お
り
、
地
方
性
の
獲
得
と
い
っ
た
こ
と
が
ど
れ

ほ
ど
熱
心
に
探
求
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
に
香
川
県
庁
舎
の
影
響
が
は
っ

き
り
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
丹
下
の
ね
ら
い
が
正

確
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に

地
元
が
そ
れ
を
受
け
て
立
つ
ほ
ど
し
っ
か
り
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
も

は
や
高
松
は
丹
下
を
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
高
松
に
は
い
つ
ま
で
も
丹
下
の
投
じ
た
一

石
が
生
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。﹂︵﹃
建
築
文
化
﹄

一
九
六
〇
年
十
一
月
号
︶

　

何
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
求
め
ら
れ
た

の
は
戦
後
復
興
の
象
徴
と
し
て
民
主
主
義
の
時
代

に
相
応
し
い
庁
舎
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
金
子
知

事
か
ら
の
信
頼
や
彼
に
丹
下
を
紹
介
し
た
猪
熊
弦

一
郎
と
の
共
同
に
と
ど
ま
ら
ず
、
県
建
築
課
の
山

本
忠
司
や
地
元
の
職
人
ま
で
、
多
く
の
人
々
と
の

出
会
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
竣
工
後
も
、
彼
ら

は
丹
下
の
蒔
い
た
種
を
糧
に
研
鑽
を
続
け
て
い

く
。
そ
し
て
、
県
庁
舎
も
心
の
拠
り
所
と
し
て
大

切
に
普
段
使
い
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
育
ま
れ
た
建
築
へ
の
愛
着
こ
そ
、
丹
下
の
意
図

を
超
え
て
香
川
県
庁
舎
が
稀
有
な
形
で
地
元
に
根

づ
く
こ
と
が
で
き
た
要
因
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

1 階ロビーと猪熊弦一郎の陶壁画

南側からの庁舎外観

香川県庁舎　1958 年　
丹下健三が蒔いた一粒の種

 建築人賞 記念盾　「未来へ！」
 グラスアーティスト 三浦啓子作

会報誌『建築人』では、Gallery に 掲載する作品を
募集しています。

詳しくは、公益社団法人大阪府建築士会『建築人』
Gallery 建築作品掲載係まで。

※モノクロページは住宅に限ります。

【掲載料】
　カラー　 ２ページ　２０万円
　カラー　 １ページ　１０万円
　モノクロ ２ページ　１０万円
　モノクロ １ページ　　５万円

『建築人』Gallery 掲載作品 募集中
2013

第６回
建築人賞
主催：公益社団法人 大阪府建築士会

公益社団法人大阪府建築士会では
本誌「建築人」のGallery に掲載された建築作品を対象に
社会性、芸術性、時代性を考慮して、顕彰、公表することにより
建築技術の進展、建築文化の向上に資することを目的として
建築人賞を実施しています。  

■ 第６回 対象作品
「建築人」2013 年１月号から 2013 年 12 月号まで
Gallery に掲載された建築作品
※建築種別、建築地を問わない。但し、竣工検査済証を受けたもの

■ 表彰（設計者に対して）
建築人賞　　  （賞状と記念盾）
建築人奨励賞  （賞状）
※建築主・施工者には感謝状授与

■ 受賞発表
建築人 2014 年７月号誌面（予定）

■ 問い合わせ
公益社団法人大阪府建築士会「建築人賞」係
TEL 06-6947-1961 FAX 06-6943-7103

■ 審査方法（２段階審査）
一次審査　建築人誌面より選定
二次審査　二次審査資料により選定（現地視察含む）

■ 審査委員長　古谷 誠章（早稲田大学教授） 
1955年　東京都生まれ
1978年　早稲田大学理工学部建築学科卒
1980年　早稲田大学大学院修了
1986～1987年　文化庁芸術家在外研修員として
　　　　　　　マリオ・ボッタ事務所在籍
1994年～　八木佐千子とスタジオナスカ（現NASCA）
　　　　　共同設立
1994年～　早稲田大学理工学部助教授
1997年～　早稲田大学教授
本年度より建築人審査委員長

記憶の建築
松隈　洋
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芝居町道頓堀の景観復元への試み

橋寺　知子
1965 年神戸生まれ。1988 年関西大学建築学科卒業。現在、関西大学環境都市工学部准教授。専門は近代建築・建築保存。
学生の発言には時にハッとさせられます。大阪学と称し、大阪の歴史文化の講義と町歩きをしました。彼ら曰く、教科書の日本史ではなく、
古代以来一続きの「大阪史」が新鮮だったと。教室での耳学問が、現地に立ちリアルに感じられる瞬間が学びの原点と思えます。

かつて芝居町として、今は「くいだおれ」の街として賑わう道頓堀。当時「道頓堀五座」と呼ばれた芝居
小屋の資料が、昨年大量に発見されたのをご存知でしょうか。これをきっかけに、今年 1 月に道頓堀商店
会と関西大学との間で協定が結ばれ、道頓堀の景観復元や活性化への取り組みが始まりました。この産学
連携による試みについて、橋寺知子さんにご紹介いただきました。

道
頓
堀
今
昔

　

道
頓
堀
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
大

阪
観
光
で
欠
か
せ
な
い
名
所
の
一
つ
で
、
国
内

外
か
ら
多
く
の
人
々
が
訪
れ
、
巨
大
看
板
、
動

く
看
板
の
前
で
写
真
を
撮
り
、
た
こ
焼
き
や

ラ
ー
メ
ン
と
い
っ
た
庶
民
的
な
食
を
楽
し
ん
で

い
る
。
私
の
世
代
な
ら
、
戎
橋
橋
詰
の
キ
リ
ン

プ
ラ
ザ
大
阪
こ
そ
道
頓
堀
の
建
築
的
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建
築
の
華
や
か
さ
と

い
う
か
、
ギ
ラ
ギ
ラ
感
が
よ
く
合
っ
て
い
た
よ

う
に
思
う
。
現
在
、
跡
地
に
は
若
者
に
人
気
の

フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
大
型
店
舗
が
進
出

し
、
世
界
共
通
の
、
つ
ま
り
特
段
大
阪
的
で
は

な
い
雰
囲
気
も
漂
う
。
こ
の
界
隈
に
も
全
国

チ
ェ
ー
ン
の
飲
食
店
や
喫
茶
店
の
看
板
が
増
え

て
い
る
。
道
頓
堀
界
隈
の
人
出
は
増
し
て
い
る

が
、
チ
ェ
ー
ン
店
の
増
加
に
よ
っ
て
、
街
の
個

性
は
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

そ
ん
な
道
頓
堀
が
、
戦
前
ま
で
﹁
芝
居
町
﹂

と
し
て
栄
え
て
い
た
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う

か
。
現
在
、
劇
場
と
し
て
は
松
竹
座
が
あ
り
、

歌
舞
伎
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
の

公
演
ま
で
幅
広
く
催
さ
れ
て
い
る
し
、
三
〇
年

前
な
ら
、
中
座
や
角
座
と
い
っ
た
昔
な
が
ら
の

名
称
を
も
つ
舞
台
が
あ
り
、
演
芸
場
と
し
て
笑

都
・
大
阪
の
風
景
を
作
っ
て
い
た
。
こ
の
時
代

を
知
る
方
は
今
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
芝
居

と
と
も
に
美
味
し
い
も
の
を
飲
み
食
い
し
、
浜

に
建
ち
並
ぶ
い
ろ
は
茶
屋
で
休
憩
も
し
て
、
一

日
が
か
り
で
歌
舞
伎
や
文
楽
を
楽
し
ん
だ
古

き
良
き
時
代
を
ご
存
知
の
世
代
は
か
な
り
少

な
く
な
っ
て
い
る
。

　

道
頓
堀
川
は
江
戸
初
期
に
開
削
さ
れ
、
地
域

振
興
の
た
め
大
阪
の
芝
居
小
屋
が
南
側
に
集
約

さ
れ
た
の
が
芝
居
町
道
頓
堀
の
始
ま
り
だ
。
賑

わ
い
は
明
治
期
に
も
引
き
継
が
れ
、
浪
花
座
、

中
座
、
角
座
、
朝
日
座
、
弁
天
座
は
﹁
道
頓
堀

五
座
﹂
と
呼
ば
れ
、
大
き
な
瓦
屋
根
を
い
た
だ

く
日
本
の
伝
統
的
な
劇
場
の
姿
は
豪
壮
だ
っ

た
。
通
り
に
は
洋
風
の
カ
フ
ェ
も
あ
り
、
昭
和

初
期
に
は
ネ
オ
ン
や
電
飾
が
登
場
し
、
流
行
歌

に
も
歌
わ
れ
た
、
道
頓
堀
の
き
ら
め
く
夜
の
風

景
が
出
現
し
た
の
だ
が
、
一
九
四
五
年
の
空
襲

で
す
べ
て
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。

芝
居
町
道
頓
堀
の
Ｃ
Ｇ
に
よ
る
景
観
復
元

　

関
西
大
学
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー

︵
以
下
、
セ
ン
タ
ー
︶⑴
で
は
、
そ
ん
な
戦
前
期
、

特
に
大
正
期
の
道
頓
堀
の
景
観
の
Ｃ
Ｇ
で
の
可

視
化
に
と
り
く
ん
で
い
る
。
新
し
い
知
見
や
表

現
を
加
え
、
年
々
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図
っ

て
い
る
⑵
。
当
時
か
ら
観
光
名
所
だ
っ
た
道
頓

堀
は
、
多
く
の
絵
は
が
き
や
写
真
資
料
が
残
っ

て
お
り
、
景
観
復
元
は
簡
単
そ
う
に
思
え
る
。

だ
が
図
面
等
の
詳
細
な
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ

て
お
ら
ず
、
Ｃ
Ｇ
に
せ
よ
、
模
型
に
せ
よ
、
建

物
と
し
て
建
ち
上
げ
る
た
め
の
デ
ー
タ
の
収
集

は
容
易
で
は
な
い
。
軒
の
高
さ
で
さ
え
正
確
に

は
分
か
ら
ず
、
内
部
に
つ
い
て
は
、
役
者
を
写

し
た
舞
台
写
真
は
あ
っ
て
も
、
通
り
か
ら
ど
ん

な
空
間
を
経
て
客
席
へ
至
る
の
か
、
全
く
資
料

が
な
い
。
商
業
建
築
は
、
建
築
専
門
誌
へ
の
掲

載
も
限
ら
れ
、
設
計
者
・
施
工
者
に
つ
い
て
も

あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
さ

ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
景
観
復
元
に
は
、
図
面

な
ど
の
建
築
資
料
が
必
要
だ
っ
た
。

中
村
儀
右
衛
門
資
料
に
つ
い
て

　

二
〇
一
二
年
春
、
セ
ン
タ
ー
は
大
阪
の
劇
場

資
料
を
多
数
含
む
﹁
中
村
儀
右
衛
門
資
料
﹂
を

東
京
の
古
書
店
か
ら
入
手
し
た
。
中
村
儀
右
衛

門
の
名
は
、﹃
近
代
建
築
画
譜
近
畿
篇
﹄⑶
で
角

座
の
一
九
二
〇
年
改
築
時
の
施
工
者
と
し
て
記

載
が
あ
る
が
、
近
代
建
築
の
研
究
に
お
い
て

は
、
ほ
ぼ
ノ
ー
マ
ー
ク
の
大
工
で
あ
っ
た
。
自

筆
の
履
歴
書
に
よ
れ
ば
、
一
八
五
二
年
に
代
々

大
阪
で
大
工
を
営
む
家
に
生
ま
れ
、
明
治
初
期

に
関
東
で
近
代
建
築
の
現
場
に
も
携
わ
っ
て
修

業
を
積
み
、
一
八
九
一
年
頃
か
ら
大
阪
を
中
心

に
劇
場
や
寄
席
等
の
建
築
を
多
く
手
が
け
た
。

セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
資
料
は
四
五
五
点
を
数

え
る
。
そ
の
う
ち
二
九
三
点
が
建
築
図
面
、
仕

様
書
、
勘
定
書
等
の
建
築
関
係
資
料
、
ま
た

一
三
二
点
が
そ
れ
ぞ
れ
の
劇
場
で
公
演
さ
れ
た

演
目
の
大
道
具
の
詳
細
を
描
い
た
大
道
具
帳
で

あ
る
。
中
村
儀
右
衛
門
は
、
劇
場
そ
の
も
の
の

建
設
も
、ま
た
公
演
ご
と
の
大
道
具
の
制
作
も
、

両
方
を
手
が
け
る
劇
場
大
工
で
あ
っ
た
。
資
料

に
は
明
治
中
期
か
ら
昭
和
期
の
資
料
が
幅
広
く

含
ま
れ
て
お
り
、
後
を
継
い
だ
息
子
・
宗
三
の

描
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
設

計
・
建
設
に
携
わ
っ
た
大
工
の
家
に
保
管
さ
れ

て
い
た
資
料
で
あ
り
、
完
全
に
そ
ろ
っ
た
実
施

案
の
図
面
は
な
く
、
幻
の
計
画
案
や
設
計
途
中

で
の
草
案
、
改
修
に
よ
る
設
備
の
変
更
案
、
役

所
へ
の
届
出
の
写
し
な
ど
、
仕
事
の
実
像
が
見

え
そ
う
な
資
料
が
多
い
。
書
き
込
み
な
ど
も
多

儀
右
衛
門
資
料
の
紹
介
を
か
ね
て
︱
、﹃
大
阪
都
市
遺
産
研

究
﹄
第
三
号
︵
関
西
大
学
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
三
年
三
月
︶
に
詳
し
い
。

く
、資
料
の
分
析
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、は
っ

き
り
し
な
い
関
西
の
劇
場
・
寄
席
建
築
に
つ
い

て
、
よ
り
リ
ア
ル
な
復
元
へ
の
ヒ
ン
ト
が
資
料

に
は
隠
さ
れ
て
い
る
⑷
。

道
頓
堀
の
こ
れ
か
ら
︱
関
西
大
学
と

道
頓
堀
商
店
会
の
連
携

　

今
の
道
頓
堀
の
原
点
は
、
芝
居
町
道
頓
堀
に

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
劇
場
が
あ

り
、
芝
居
見
物
に
は
﹁
か
べ
す
︵
菓
子
・
弁
当
・

寿
司
︶﹂
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
、
お
い
し
い
も

の
が
集
ま
り
、
ま
た
粋
で
新
し
い
も
ん
好
き
の

お
客
さ
ん
に
合
わ
せ
、
洋
風
の
カ
フ
ェ
や
楽
器

店
等
の
魅
力
的
な
店
が
建
ち
並
ん
だ
。
今
日
の

巨
大
看
板
や
動
く
看
板
も
、
観
る
人
を
楽
し
ま

せ
、
笑
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
大
阪
ら
し
い
お

も
て
な
し
の
表
現
と
分
析
で
き
る
そ
う
だ
が
、

一
般
に
は
﹁
コ
テ
コ
テ
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、

ソ
ー
ス
と
ラ
ー
メ
ン
の
匂
い
が
漂
い
、
昔
の
風

情
を
知
る
人
に
は
少
々
近
寄
り
が
た
い
雰
囲
気

も
あ
る
。
ま
た
、ふ
ら
り
と
訪
れ
た
だ
け
で
は
、

伝
統
あ
る
町
の
歴
史
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
要

素
は
非
常
に
少
な
い
。

　

芝
居
町
道
頓
堀
の
Ｃ
Ｇ
が
縁
と
な
り
、
今
年

一
月
、
関
西
大
学
と
道
頓
堀
商
店
会
は
連
携
協

力
協
定
を
結
ん
だ
。
道
頓
堀
に
は
若
者
が
多
い

よ
う
に
思
う
が
、
意
外
と
地
元
大
阪
の
学
生
は

道
頓
堀
に
足
を
向
け
な
い
。
親
水
空
間
と
ん
ぼ

り
ウ
ォ
ー
ク
で
の
盆
踊
り
や
、
手
描
き
の
提
灯

で
風
情
あ
る
道
頓
堀
川
万
灯
祭
な
ど
、
道
頓
堀

商
店
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
催
し
も
い
ろ
い
ろ

開
か
れ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
五
年
の
道
頓
堀

開
削
四
〇
〇
年
に
向
け
て
、
イ
ベ
ン
ト
や
施
設

整
備
も
行
な
わ
れ
る
予
定
だ
。
今
夏
、
長
く
空

地
で
殺
風
景
だ
っ
た
角
座
の
跡
地
に
、
姿
は
全

く
異
な
る
も
の
の
、
舞
台
が
復
活
し
た
。
こ
れ

か
ら
道
頓
堀
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
学
生
が

積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
で
、
双
方
に
新
鮮
な

刺
激
が
あ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

　

中
村
儀
右
衛
門
資
料
を
中
心
と
し
た
研
究
成

果
の
発
表
に
関
し
て
は
、
ま
ず
地
元
の
方
に
聞

い
て
も
ら
お
う
と
、
道
頓
堀
で
連
続
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
こ
で
生
活
す
る
者

し
か
知
ら
な
い
こ
ぼ
れ
話
を
披
露
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
も
あ
り
、
発
表
者
も
得
る
も
の
が
あ

る
。
ま
だ
ま
だ
謎
が
多
い
中
村
儀
右
衛
門
に
関

し
て
も
、
研
究
成
果
の
発
表
を
糸
口
に
、
ご
遺

族
に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
秋
に
は
ま

た
一
歩
、
芝
居
町
道
頓
堀
の
風
景
が
見
え
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

う
め
き
た
の
よ
う
な
新
し
い
開
発
地
と
比
較

す
る
時
、
道
頓
堀
が
誇
れ
る
点
は
、
建
物
そ
の

も
の
は
失
わ
れ
て
い
て
も
、
間
違
い
な
く
江
戸

期
か
ら
の
歴
史
と
伝
統
が
重
層
し
て
い
る
と
い

う
点
だ
。
戎
橋
付
近
は
賑
や
か
だ
が
、
堺
筋
寄

り
の
部
分
は
人
通
り
が
若
干
少
な
い
。
道
頓
堀

五
座
の
跡
地
で
舞
台
が
復
活
し
た
の
は
前
述
の

角
座
だ
け
で
、
特
に
東
部
の
弁
天
座
、
朝
日
座

の
跡
は
未
だ
空
地
で
あ
る
。
研
究
成
果
を
活
か

し
、
戦
前
の
道
頓
堀
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う

な
要
素
を
、
埋
め
込
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代

に
応
じ
て
変
化
し
、
常
に
革
新
的
で
あ
る
こ
と

も
大
阪
ら
し
さ
の
一
つ
だ
。
奇
抜
な
ビ
ル
が
あ

る
か
と
思
え
ば
、
か
つ
て
の
よ
う
に
大
人
が
落

ち
着
い
て
楽
し
め
る
上
方
文
化
の
殿
堂
も
あ
る

よ
う
な
、そ
ん
な
道
頓
堀
の
出
現
に
、セ
ン
タ
ー

の
研
究
成
果
が
間
接
的
に
で
も
役
立
て
ら
れ
れ

ば
と
思
う
。

⑴
同
セ
ン
タ
ー
は
、
大
阪
の
都
市
遺
産
を
史
的
に
検
証
し
、
そ

の
継
承
と
発
展
を
目
指
し
て
二
〇
一
〇
年
四
月
に
設
置
さ
れ

た
。
学
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
員
が
集
い
、
大
阪

と
い
う
都
市
を
多
角
的
に
探
っ
て
い
る
。
組
織
や
活
動
に
関

し
て
は
、http://w

w
w

.kansai-u.ac.jp/M
useum

/osaka-
toshi/index.htm

l

を
ご
参
照
下
さ
い
。

⑵
右
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
動
画
を
見
る
こ
と
が
可
能
。

⑶
近
代
建
築
画
譜
刊
行
会
﹃
近
代
建
築
画
譜
近
畿
篇
﹄、
昭
和

十
一
年
、
三
六
五
頁

⑷
中
村
儀
右
衛
門
資
料
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
藪
田
貫
・
藤
岡

真
衣
：
大
阪
都
市
遺
産
と
道
頓
堀
︱
大
阪
の
劇
場
大
工
中
村

図1　道頓堀の着色絵はがき  右手の劇場は中座（関西大学大阪都市遺産研究センター蔵）

図 5　とんぼりウォーク両岸の提灯（道頓堀川万灯祭）図 4　今夏復活した道頓堀角座　芝居小屋のシンボルである櫓が展示されている

図 2　浪花座正面図　幻の洋風劇場案か（関西大学大阪都市遺産研究センター所蔵　中村儀右衛門資料） 図 3　角座平面図　枡席から椅子席への改修時の検討図面か（同左）
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二
〇
一
三
年
度
のH

IR
O

B
A

は
「
建
築
構
造

案
内
」
と
題
し
て
、
関
西
で
活
躍
す
る
構
造
設

計
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
の
人
物
像
や
考
え

方
を
紹
介
し
て
い
く
。

　

第
三
回
と
第
四
回
は
、
今
年
創
立
二
十
五
周
年

を
迎
え
る
と
い
う
有
限
会
社
桃
李
舎
の
代
表
、
桝

田
洋
子
氏
。
関
西
を
代
表
す
る
女
性
構
造
家
だ
。

　

高
度
な
構
造
設
計
を
実
現
す
る
傍
ら
、
建
築

以
外
の
多
様
な
事
象
に
も
関
心
、
疑
問
を
持
ち
、

活
動
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
全
て
の
活
動
の
根

底
に
あ
る
温
か
い
人
間
性
が
感
じ
ら
れ
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。

構
造
設
計
の
道
へ
︱
川
崎
福
則
氏
と
の
出
会
い

︱
︱
桝
田
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
構

造
設
計
の
道
へ
進
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

　
﹁
私
が
建
築
を
学
ん
だ
京
都
工
芸
繊
維
大
学

は
、
意
匠
系
の
デ
ザ
イ
ン
教
育
に
力
を
入
れ
て
い

ま
し
た
。
当
時
は
、
社
会
に
出
た
ら
構
造
を
考
え

て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ら
と
言
わ
れ
︵
笑
︶、
設

が
っ
て
く
る
の
を
、
私
は
息
を
つ
め
て
見
て
ま
し
た
。

　

と
き
ど
き
、﹃
ま
っ
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
時
は

ど
う
考
え
る
？
﹄
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
私
が
所
内
で

一番
年
下
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、一番
、
そ
う

い
う
こ
と
を
横
で
教
え
て
も
ら
っ
た
と
思
い
ま
す
。﹂

︱
︱
宝
と
な
る
よ
う
な
貴
重
な
経
験
で
す
ね
。

　
﹁
ま
た
、﹃
個
﹄
が
光
っ
て
い
な
い
と
駄
目
だ
、

と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
最
初
は
怖
い
も
の
知
ら

ず
で
元
気
だ
っ
た
の
に
、
仕
事
が
分
か
っ
て
き
た
ら

お
と
な
し
く
な
っ
て
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
り

始
め
る
と
﹃
こ
の
頃
ま
っ
さ
ん
は
面
白
く
な
い
で

す
ね
。
も
っ
と
自
分
を
出
し
て
く
だ
さ
い
﹄
と
言

わ
れ
る
ん
で
す
。
所
員
が
互
い
に
刺
激
し
あ
っ
て
、

事
務
所
が
活
性
化
す
る
こ
と
を
、望
ま
れ
ま
し
た
。

　

今
こ
う
し
て
話
し
て
い
て
、
私
も
事
務
所
で
同

じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。
私
の

た
め
に
働
く
の
で
は
な
い
、
こ
の
場
所
で
あ
な
た
方

自
身
が
や
り
た
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
私
は
そ

の
場
を
つ
く
る
か
ら
、の
び
の
び
仕
事
し
て
、っ
て
。﹂

心
に
背
く
仕
事
︱
独
立
・
桃
李
舎
設
立
へ

︱
︱
そ
ん
な
素
晴
ら
し
い
川
崎
事
務
所
を
、
四

年
ほ
ど
で
辞
め
て
独
立
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
す

か
。
と
て
も
早
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
⋮
。

　
﹁
川
崎
事
務
所
に
入
所
し
た
頃
、
事
務
所
は
原

発
の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
ま
し
た
。
生
意
気
に

も
川
崎
さ
ん
に
、﹃
そ
ん
な
仕
事
を
請
け
て
ほ
し
く

な
い
。
お
給
料
な
ん
か
遅
配
に
な
っ
て
も
い
い
か
ら
、

本
来
の
事
務
所
の
仕
事
を
や
り
ま
し
ょ
う
﹄
と
言

い
ま
し
た
が
、﹃
そ
う
い
う
仕
事
を
す
る
た
め
に
こ

れ
が
あ
る
﹄
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
川
崎
さ
ん
が
亡

く
な
っ
て
わ
か
り
ま
し
た
が
、
当
時
は
構
造
技
術

者
の
地
位
が
低
く
、
建
築
家
と
協
働
す
る
設
計

料
は
と
て
も
安
く
、
事
務
所
は
火
の
車
で
し
た
。

今
な
ら
川
崎
さ
ん
の
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

あ
る
日
、
福
井
県
で
、
原
発
の
反
対
運
動
に

出
会
い
ま
し
た
。漁
師
の
人
た
ち
が
大
漁
旗
を
振
っ

て
抗
議
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
時
か
ら
、
原

発
の
こ
と
を
勉
強
し
始
め
ま
し
た
。
な
ぜ
原
発
な

の
か
、原
発
の
仕
組
み
と
は
、と
か
。
そ
れ
が
分
か
っ

て
く
る
と
、
造
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

葛
藤
で
し
た
。﹂

︱
︱
自
分
が
造
り
た
く
な
い
も
の
を
設
計
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
当
に
辛
い
で
す
ね
。

　
﹁
続
い
て
沖
縄
の
仕
事
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
バ

ブ
ル
の
頃
で
す
か
ら
、
水
中
デ
ィ
ス
コ
︵
笑
︶
と
か

が
あ
る
よ
う
な
リ
ゾ
ー
ト
・
ホ
テ
ル
で
し
た
。

　

向
こ
う
で
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
、
み
ん
な
交
代

で
現
場
監
理
に
行
か
せ
て
も
ら
え
た
ん
で
す
。
と

て
も
嬉
し
く
て
、
水
着
を
か
ば
ん
に
入
れ
ま
し
た
。

で
も
そ
こ
で
、
沖
縄
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し

ま
し
た
。
基
地
の
こ
と
も
、
こ
ち
ら
の
新
聞
と
向

こ
う
の
新
聞
と
で
は
、
内
容
が
全
く
違
う
。
米
軍

の
暴
行
も
日
常
茶
飯
事
で
、﹃
何
だ
、こ
れ
は
﹄
と
。

そ
こ
か
ら
ま
た
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
な
ど

を
勉
強
し
始
め
ま
し
た
。

　

ホ
テ
ル
の
建
設
予
定
地
を
見
に
行
く
と
、
と
て

も
い
い
海
岸
な
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
裸
で
子
ど
も

た
ち
が
泳
い
で
い
る
よ
う
な
海
岸
が
、
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト・ビ
ー
チ
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
は
締
め
出
さ
れ
、

外
か
ら
や
っ
て
来
た
人
が
、
そ
の
閉
じ
ら
れ
た
所
で

遊
ん
で
帰
っ
て
い
く
。
で
も
、
そ
れ
は
外
資
系
の
ホ

テ
ル
で
、
地
元
に
は
お
金
は
落
ち
な
い
の
で
す
。﹂

︱
︱
東
京
へい
っ
て
し
ま
う
訳
で
す
ね
。

　
﹁
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
ま
た
﹃
こ
ん
な
の

造
る
べ
き
で
は
な
い
﹄
と
。

　

川
崎
さ
ん
は
、
私
が
何
か
悩
ん
で
い
る
こ
と
を

察
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、﹃
ど
う
い
う
経
緯
で
建
築

の
計
画
が
決
ま
っ
て
い
く
か
を
知
り
た
い
﹄
と
い
う

こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
川
崎
さ
ん
は
、
心
の
広
い

方
で
、﹃
そ
れ
な
ら
、
違
う
と
こ
ろ
で
勉
強
し
ま

す
か
？
﹄
と
、
日
建
設
計
で
当
時
で
き
た
ば
か
り

の
都
市
計
画
の
﹃
ス
タ
ジ
オ
﹄
を
紹
介
し
て
下
さ
っ

て
、面
接
を
受
け
て
、働
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
そ
こ
で
は
、
西
梅
田
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
ス
タ

デ
ィ
、
阿
倍
野
の
再
開
発
な
ど
、
大
き
な
ま
ち
づ

く
り
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
い
る
と
、
一
気

に
そ
ん
な
大
き
な
街
に
関
わ
れ
る
の
で
楽
し
い
の

で
す
が
、
原
発
を
見
て
、
沖
縄
を
見
て
、
自
分

が
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
来
た
の
は
、こ
れ
な
の
か
？

と
。
再
開
発
の
現
実
も
見
て
、
こ
れ
が
本
当
に
し

た
い
こ
と
か
、
と
ま
た
考
え
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
、
独
立
し
た
て
の
若
手
の
建
築
家
が
、

私
が
構
造
事
務
所
を
辞
め
た
と
聞
い
て
、
相
談
を

持
ち
か
け
て
き
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
の
お
金
の
な
い
学

生
の
就
学
支
援
の
た
め
の
下
宿
﹃
ア
ジ
ア・ハ
ウ
ス
﹄

を
建
設
す
る
の
で
、
そ
の
構
造
設
計
を
頼
み
た
い

と
い
う
の
で
す
。
み
ん
な
手
弁
当
で
、
寮
母
さ
ん

や
有
志
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
、
大
工
さ
ん
や
工

務
店
、
鉄
筋
屋
さ
ん
も
み
ん
な
自
分
た
ち
で
西
成

か
ら
集
め
て
く
る
、
と
。

︱
︱
素
人
が
集
ま
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
雰
囲
気
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。

　
﹁
は
い
。
ど
ん
な
下
宿
に
す
る
か
、
ど
ん
な
建
物

に
す
る
か
、
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
ワ
イ
ワ
イ
や
っ
て
い

ま
し
た
。
私
は
ま
だ一人
で
全
て
を
担
当
し
た
こ
と

が
な
く
、﹃
私
一人
で
構
造
設
計
は
で
き
ま
せ
ん
よ
﹄

と
伝
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
集
会
に
呼
ば
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
寮
母
さ
ん
た
ち
が
、﹃
安
全
な
建
物

で
き
ま
す
か
﹄﹃
ど
ん
な
骨
組
み
に
な
る
ん
で
す
か
﹄

と
か
聞
い
て
こ
ら
れ
る
ん
で
す
。
自
分
な
り
に
考
え

て
答
え
た
ら
、
み
ん
な
が
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
く
れ
る

ん
で
す
ね
。
そ
の
建
物
は
作
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
の

で
、
運
営
に
つ
い
て
意
見
も
言
い
ま
し
た
。
単
な
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
く
、
構
造
設
計
者
と
い
う
立

場
で
参
加
し
た
方
が
、
み
ん
な
が
意
見
を
真
剣
に

聞
い
て
く
れ
て
、よ
り
深
く
そ
こ
に
関
わ
れ
る
。﹃
や
っ

ぱ
り
私
、
構
造
や
ん
か
﹄
と
、
そ
の
時
に
気
づ
い
た

の
で
す
。
社
会
と
関
わ
り
、
何
か
を
変
え
よ
う
と

す
る
時
に
、﹃
私
は
こ
れ
が
専
門
で
す
﹄
と
い
う
地

に
足
の
着
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
い
い
の
だ
と
。

　

こ
ん
な
小
さ
な
も
の
で
も
ひ
と
つ
ず
つ
、
な
ぜ
こ

こ
に
こ
れ
を
建
て
る
の
か
と
い
っ
た
所
か
ら
一
緒
に
考

え
、
仕
事
を
通
し
て
社
会
を
変
え
て
い
け
た
ら
⋮

と
考
え
る
と
、
独
立
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

よ
う
や
く
二
十
代
の
自
分
探
し
が
終
わ
り
ま
し
た
。

︱
︱
経
験
が
少
な
い
ま
ま
独
立
さ
れ
て
、
ど
の
よ

う
に
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
た
の
で
す
か
。

　
﹁
最
初
の
十
年
間
は
、
と
に
か
く
何
で
も
吸
収
し

よ
う
と
、
構
造
設
計
の
実
力
を
つ
け
る
た
め
に
、
勉

強
の
期
間
だ
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。
仕
事
を
し
な

が
ら
大
学
院
に
も
行
き
ま
し
た
。
独
立
後
も
、
川

崎
さ
ん
の
仕
事
を
手
伝
い
、
川
崎
さ
ん
が
紹
介
し
て

く
だ
さ
っ
た
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
構
造
部
の
仕
事
を
外

注
で
請
け
ま
し
た
。
技
術
者
の
皆
さ
ん
か
ら
教
わ
る

こ
と
は
多
く
、
貴
重
な
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

　

や
っ
と
鉄
骨
も
Ｒ
Ｃ
も
一
通
り
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
、
こ
れ
で
や
っ
て
い
け
る
な
と
思
っ
た
頃
に
、

同
世
代
の
建
築
家
が
、
独
立
を
始
め
ま
し
た
。

私
は
ち
ょ
う
ど
四
十
歳
で
し
た
。
末
廣
香
織
さ
ん
、

末
廣
宣
子
さ
ん
、
小
澤
丈
夫
さ
ん
、
森
下
修
さ

ん
と
い
っ
た
建
築
家
と
の
出
会
い
が
あ
っ
て
、
い
っ

し
ょ
に
悩
み
な
が
ら
建
築
を
つ
く
る
う
ち
に
、
仕

事
が
ど
ん
ど
ん
面
白
く
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。﹂

︱
︱
桃
李
舎
の
所
員
は
、
代
々
全
員
女
性
だ
と
聞

い
た
の
で
す
が
、
意
図
し
て
の
こ
と
な
の
で
す
か
。

　
﹁
い
い
え
、
偶
然
で
す
。
今
ス
タ
ッ
フ
は
全
員
大

学
の
後
輩
で
す
が
、
先
生
が
送
り
込
ん
で
く
だ
さ

る
ん
で
す
。

　

女
性
は
結
婚
・
出
産
で
、
一
回
仕
事
を
辞
め
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
桃
李
舎
で
は

去
年
、
床
に
布
団
を
敷
い
て
、
ス
タ
ッ
フ
の
赤
ち
ゃ

ん
を
寝
転
が
し
な
が
ら
、
仕
事
し
て
た
ん
で
す
よ
。

就
職
は
未
だ
に
女
性
の
方
が
不
利
で
、
優
秀
な
人

計
課
題
で
は
構
造
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ま

せ
ん
で
し
た
。
断
面
図
の
天
井
懐
は
墨
で
塗
り
つ

ぶ
す
の
で
、
梁
は
見
え
な
い
し
。

　
一
方
で
、
自
分
の
設
計
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の

が
な
い
こ
と
に
、
不
安
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
三
回

生
に
な
っ
て
、
シ
ェル
や
ド
ー
ム
と
い
っ
た
基
本
的
な

構
造
シ
ス
テ
ム
を
、
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
建
物

を
ス
ラ
イ
ド
で
見
な
が
ら
勉
強
す
る﹃
構
造
計
画
﹄

と
い
う
授
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、マ
イ
ヤ
ー

ル
の
橋
や
サ
ー
リ
ネ
ン
の
建
物
な
ど
、
構
造
体
の

綺
麗
な
建
築
を
見
て
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
か
ら
、
力
の
流
れ
が
見
え
、
骨
組
み
の

美
し
い
設
計
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
い

始
め
ま
し
た
。
そ
れ
を
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
の
ベ
ー
ス

に
し
た
い
、
と
。
そ
れ
で
構
造
の
ゼ
ミ
に
行
き
ま

し
た
。
で
も
、
構
造
が
わ
か
っ
た
上
で
、
意
匠
設

計
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。﹂

︱
︱
と
こ
ろ
が
、
就
職
も
川
崎
建
築
構
造
研
究

所
と
、
構
造
設
計
を
続
け
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

　
﹁
就
職
担
当
の
山
内
陸
平
先
生
に
﹃
設
計
事

務
所
に
行
き
た
い
﹄
と
伝
え
た
の
で
す
が
、
私
は

構
造
ゼ
ミ
で
し
た
し
、
山
内
先
生
は
常
々
﹃
女
性

は
構
造
設
計
に
向
い
て
い
る
﹄
と
思
っ
て
お
ら
れ

た
よ
う
で
、
川
崎
事
務
所
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

と
に
か
く
所
長
に
会
っ
て
こ
い
、
と
。

　

あ
ま
り
気
が
進
ま
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
行
っ
て

み
る
と
、
事
務
所
が
入
っ
て
い
る
建
物
に一
目
で
惹

か
れ
ま
し
た
︵
笑
︶。
淀
屋
橋
の
芝
川
ビ
ル
だ
っ
た

ん
で
す
。
当
時
は
今
ほ
ど
綺
麗
で
は
な
く
、
そ
れ

が
ま
た
怪
し
い
感
じ
で
、
古
本
屋
や
古
着
屋
な
ど

が
入
っ
て
い
て
、
何
か
不
思
議
な
ビ
ル
で
し
た
。
事

務
所
の
自
由
な
雰
囲
気
に
も
惹
か
れ
て
、
こ
こ
で

働
き
た
い
！
と
思
い
ま
し
た
。﹂

︱
︱
川
崎
先
生
や
事
務
所
の
様
子
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　
﹁
建
築
家
と
ひ
と
つ
ず
つ
創
り
こ
ん
で
い
く
ア
ト

リ
エ
事
務
所
で
し
た
。
渡
辺
豊
和
さ
ん
、
永
田
祐

三
さ
ん
と
い
っ
た
関
西
の
色
濃
い
建
築
家
と
の
協

働
が
あ
り
ま
し
た
。
渡
辺
さ
ん
の
龍
神
村
民
体

育
館
は
建
築
学
会
賞
、
永
田
さ
ん
の
ホ
テ
ル
河
久

は
村
野
藤
吾
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
川
崎
さ
ん

で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
設
計
で
し
た
。

　

ま
た
、
川
崎
さ
ん
は
関
西
の
仲
間
と
、
日
本
建

築
構
造
技
術
者
協
会
︵JSCA

︶
の
前
身
、
構

造
家
懇
談
会
を
立
ち
上
げ
て
、
事
務
局
を
担
っ
て

い
ま
し
た
。構
造
技
術
者
と
い
う
職
能
を
ど
う
や
っ

て
確
立
す
る
か
、
い
つ
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。﹂

︱
︱
川
崎
先
生
は
、
そ
の
よ
う
に
意
識
の
高
い
方

だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
﹁
川
崎
さ
ん
は
、
ス
タ
ッ
フ
に
﹃
所
長
﹄
で
は
な

く
﹃
川
崎
さ
ん
﹄
と
呼
ば
せ
ま
し
た
。
よ
く
、
仕

事
中
の
川
崎
さ
ん
に
、﹃
ま
っ
さ
ん
﹄、
と
呼
ば
れ
て
、

机
の
横
の
木
の
丸
椅
子
に
座
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま

し
た
。
川
崎
さ
ん
が
、
建
築
家
の
意
匠
図
の
上
に
、

ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
広
げ
、
上
か
ら
太
い
鉛

筆
で
、
柱
や
梁
の
計
画
を
し
て
い
く
の
で
す
。
サ
ッ

シ
や
間
仕
切
の
か
細
い
線
が
消
え
て
、
そ
こ
に
柱
と

梁
の
力
強
い
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る

ん
で
す
。
同
時
に
、
そ
の
建
築
の
エッ
セ
ン
ス
と
い
う

か
、
不
明
瞭
だ
っ
た
建
築
家
の
意
図
が
浮
か
び
上

ひ
ろ
ば H

IR
O
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で
も
就
職
し
そ
び
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
が
働
け
る
よ
う
に
、
ま
た
、
結
婚
し

て
家
に
い
て
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で一緒
に
仕
事
が
で
き

る
と
か
、
み
ん
な
に
自
分
の
可
能
性
を
広
げ
ら
れ

る
場
所
を
提
供
で
き
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。﹂

︱
︱
女
性
が
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
、
一
生
の
仕
事

に
で
き
る
と
い
う
の
は
素
敵
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら

の
日
本
に
と
っ
て
も
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

次
世
代
へ
伝
え
る

︱
︱
大
学
で
教
鞭
も
と
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
す
か
。

　
﹁
奈
良
女
子
大
学
の
住
居
学
科
で
は
、JSCA

の
仲
間
で
、
半
年
の
講
義
を
分
担
し
ま
し
た
。
私

は
、
耐
震
診
断
の
実
践
的
な
講
義
を
し
ま
し
た
。

大
学
が
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
と
し
て
使
う
奈
良
町
の
古

い
住
宅
に
学
生
を
連
れ
て
行
っ
て
調
査
を
し
、
調

査
結
果
を
も
と
に
、
震
度
六
強
の
地
震
で
建
物

が
壊
れ
な
い
か
ど
う
か
計
算
を
し
て
み
よ
う
、
と

い
う
こ
と
を
や
り
ま
し
た
。
他
の
人
は
、
大
工
工

事
、
積
算
、
構
造
概
論
な
ど
を
教
え
ま
し
た
。﹂

︱
︱
そ
の
よ
う
に
ト
ー
タ
ル
で
勉
強
す
る
ほ
う
が
、

木
造
を
設
計
す
る
に
は
良
い
で
す
よ
ね
。

　
﹁
母
校
の
京
都
工
芸
繊
維
大
学
で
は
、
大
学
院

生
に
、
建
築
家
と
設
計
し
た
構
造
計
画
の
話
を
し

て
い
ま
す
。

　

岡
山
県
立
大
学
で
は
、
構
造
を
教
え
て
い
る
友

人
の
津
田
勢
太
さ
ん
に
呼
ば
れ
て
、一緒
に
授
業
を

し
て
い
ま
す
。
昨
年
は
構
造
模
型
を
作
ら
せ
ま
し

た
。
構
造
に
特
徴
の
あ
る
建
築
を
ス
ラ
イ
ド
で
見

せ
な
が
ら
、
二
人
で
そ
の
建
築
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

楽
し
そ
う
に
構
造
を
語
る
大
人
を
見
る
の
も
学
生

に
は
い
い
経
験
だ
と
思
い
ま
す
。
学
生
が
建
物
を
選

ん
だ
ら
、
ど
う
い
う
模
型
を
作
る
か
を
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
す
。
建
物
に
よ
っ
て
、
全
体
よ
り
も
デ
ィ
テ
ー

ル
を
作
ろ
う
と
か
、
建
て
方
の
順
番
、
過
程
を
作
る

ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
と
か
。
津
田
さ
ん
は
発
想

が
柔
軟
で
、
他
学
科
の
先
生
も
授
業
に
巻
き
込
み

ま
し
た
。
そ
の
先
生
は
、
あ
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の

モ
デ
ラ
ー
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
模
型
の
素
材

や
加
工
の
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
横
で
聞
い
て
い
る
私
自
身
が
と
て
も
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
行
く
度
に
、
模
型
の
精
度
が
ど
ん
ど

ん
上
が
っ
て
いっ
て
、
す
ご
く
面
白
い
体
験
で
し
た
。﹂

︱
︱
素
材
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
て
模
型
を
作

る
こ
と
は
、
構
造
に
と
っ
て
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

接
合
等
の
問
題
も
分
か
っ
て
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

ト
ー
チ
カ
︱
地
下
発
電
所

　
﹁
事
務
所
の
若
い
ス
タ
ッ
フ
を
育
て
な
が
ら
、
も
う

少
し
広
い
範
囲
で
、
若
い
人
た
ち
の
た
め
に
で
き
る

こ
と
を
す
る
と
い
う
か
、
次
世
代
に
バ
ト
ン
を
渡
す

こ
と
を
、
五
十
代
の
課
題
に
し
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と

つ
と
し
て
、ト
ー
チ
カ
で
の
勉
強
会
﹃
地
下
発
電
所
﹄

の
活
動
が
あ
り
ま
す
。
今
は
年
上
の
方
も
参
加
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
は
、
自
分
よ
り
も
若
い
人
た

ち
に
入
っ
て
も
ら
い
、
様
々
な
テ
ー
マ
を
提
供
し
て一

緒
に
み
ん
な
で
考
え
よ
う
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。﹂

︱
︱
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
始
め
た
の
で
す
か
。

　
﹁
あ
る
日
、
ビ
ル
マニ
ア
カ
フ
ェ
の
高
岡
伸
一
さ
ん
が
、

鉄
道
広
告
社
と
い
う
レ
ト
ロ
な
ビ
ル
の一
室
を
﹃
桝

田
さ
ん
借
り
ま
せ
ん
か
﹄
と
声
を
か
け
て
下
さ
っ

た
ん
で
す
。
見
に
行
く
と
魅
力
的
な
応
接
間
で
し

た
。
借
り
る
な
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
使
お
う
か
な

と
楽
し
い
想
像
を
し
ま
し
た
。
普
段
会
え
な
い
人

に
ゲ
ス
ト
に
来
て
も
ら
っ
て
、
普
段
あ
ま
り
考
え
な

い
よ
う
な
テ
ー
マ
の
こ
と
を
考
え
る
場
所
に
す
る
の

は
ど
う
か
な
、
と
。
ゲ
ス
ト
は
私
が
会
い
た
い
人
に

お
手
紙
を
書
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ

の
部
屋
は
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
代
わ
り
に
高
岡
さ

ん
が
別
の
ビ
ル
の
地
下
室
を
無
料
で
貸
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、﹃
地
下
発
電
所
﹄
の
始

ま
り
で
す
。
み
ん
な
で
そ
こ
で
良
質
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
生
み
出
し
て
、世
の
中
に
発
信
し
て
い
こ
う
、と
。

　

そ
の
う
ち
、
自
分
の
場
所
が
欲
し
く
な
り
、
こ

こ
実
家
の
ガ
レ
ー
ジ
を
改
修
し
て
使
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　
こ
の
場
所
に
つ
け
た
名
前
﹃
ト
ー
チ
カ
﹄
は
、
ロ

シ
ア
語
で
﹃
塹
壕
﹄
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
の
間

口
が
狭
く
て
天
井
が
低
く
奥
行
き
の
あ
る
形
状
に

ピ
ッ
タ
リ
で
し
ょ
。﹃
桃
近
、
桃
地
下
﹄
に
も
か
け

て
い
ま
す
︵
笑
︶。﹂

︱
︱
ブ
ロ
グ
「
ト
ー
チ
カ
通
信
」
を
拝
見
す
る
と
、

憲
法
、
沖
縄
、
水
俣
、
震
災
、
原
発
の
こ
と
な

ど
、
様
々
な
テ
ー
マ
で
勉
強
会
を
さ
れ
て
い
る
の

が
分
か
り
ま
し
た
。
桝
田
さ
ん
は
、
実
際
に
水
俣

や
東
北
、
福
島
へ
足
も
運
ん
で
い
る
の
で
す
ね
。

　
﹁
や
は
り
原
発
と
い
う
の
が
私
が
独
立
す
る
き
っ
か

け
だ
っ
た
の
で
⋮
。
あ
の
時
、
二
十
五
年
前
に
大
漁

旗
の
抗
議
を
見
て
、
あ
れ
だ
け
原
発
の
な
い
暮
ら
し

に
つ
い
て
考
え
た
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
意

識
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。
あ
の
時
よ
く
言
わ
れ
た
の

は
、﹃
も
っ
と
現
実
的
に
な
り
な
さ
い
﹄
と
い
う
こ
と
。

実
際
に
原
発
が
な
か
っ
た
ら
、
空
調
や
コ
ピ
ー
機
な
し

で
生
活
で
き
る
の
か
と
か
、
あ
る
と
こ
ろ
で
自
分
を

ご
ま
か
し
な
が
ら
、
原
発
と
い
う
も
の
に
目
を
閉
じ

て
き
た
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
こ
こ
に
来
て
も
う一回
、

私
は
原
発
に
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
、
今
度
は

逃
げ
な
い
、と
思
っ
て
、今
、福
島
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

東
北
の
震
災
が
あ
っ
て
、
地
下
発
電
所
も
変
わ

り
ま
し
た
。
最
初
は
自
分
の
興
味
だ
け
で
会
い
た

い
人
に
お
越
し
頂
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
の
社
会
で

問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
ゲ
ス
ト
を

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
映

画
を
観
て
み
ん
な
で一
緒
に
考
え
る
と
か
。
こ
こ
か

ら
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な
、
次
の
活
動
・
思
考
に
つ

な
が
る
場
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。﹂

︱
︱
他
の
人
の
考
え
を
知
り
、
み
ん
な
で
一
緒
に
考

え
る
と
い
う
、
と
て
も
価
値
の
あ
る
場
所
で
す
ね
。

　

こ
の
ト
ー
チ
カ
の
大
き
な
窓
の
あ
る
フ
ァ
サ
ー
ド

は
、
明
か
り
が
漏
れ
る
こ
と
で
、
ま
ち
づ
く
り
に

も
貢
献
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
﹁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
と
は
ガ
レ
ー
ジ

の
シ
ャ
ッ
タ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
。
向
か
い
の
家
も
隣

も
シ
ャ
ッ
タ
ー
で
、
夜
に
な
っ
た
ら
こ
の
通
り
は
真
っ

暗
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

青
木
仁
さ
ん
の
﹃
日
本
型
ま
ち
づ
く
り
への
転
換
﹄

と
い
う
、一人
で
も
始
め
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
呼
び

か
け
た
本
を
読
ん
だ
の
で
す
が
、
例
え
ば
フ
ァ
サ
ー
ド

を
変
え
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
が
ま
ち
づ
く
り
に
な
る
、

と
あ
っ
た
の
で
す
。
い
つ
か
改
修
し
た
い
と
思
い
な
が

ら
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
東
北
の
震
災
が
踏
み
切

ら
せ
ま
し
た
。
あ
の
春
に
着
工
し
ま
し
た
。
ま
ち
並

み
に
も
さ
さ
や
か
な
が
ら
貢
献
し
つ
つ
、
こ
こ
を
人
が

集
ま
れ
る
場
所
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
い
く
ら

耐
震
補
強
を
し
た
家
で
助
か
っ
て
も
、
次
は
、
ま
ち

の
人
た
ち
の
助
け
合
い
や
連
携
が
大
事
に
な
る
こ
と

を
、
東
北
に
行
っ
て
実
感
し
ま
し
た
。
こ
こ
を
町
内

の
人
が
集
ま
れ
る
場
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。﹂

︱
︱
ち
な
み
に
桃
李
舎
と
い
う
社
名
は
「
桃
李
も

の
言
わ
ざ
れ
ど
、
下
、
自
ず
か
ら
蹊
（
み
ち
）
を

成
す
」と
い
う
故
事
か
ら
引
用
し
た
そ
う
で
す
ね
。

　
﹁
桃
や
李
︵
す
も
も
︶
は
し
ゃ
べ
ら
な
い
け
ど
、

お
い
し
い
実
を
つ
け
る
と
自
然
に
人
が
集
ま
る
よ
う

に
な
り
、
い
つ
し
か
そ
の
木
に
つ
な
が
る
小
さ
な
道

が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
ん
な
事
務
所

に
し
た
い
、
と
願
い
を
込
め
ま
し
た
。﹂

︱
︱
ト
ー
チ
カ
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

次
回
は
、
建
築
、
構
造
に
つ
い
て
の
幅
広
い
活

動
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
中
心
に
伺
う
。

　

聞
き
手
／
牧
野
隆
義
・
谷
川
健
二・
荒
木
公
樹
・

　
　
　
　
　

中
村
尚
子
・
奥
河
歩
美（
文
責
）
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INFORMATION

見学場所 世界的な建築家・丹下健三先生
生誕跡の記念柱、明治期の大規模
なレンガ造建築・旧堺火力発電所、
昭和戦前の旧ラジオ塔、幕末期の
旧堺砲台、旧龍神遊郭跡、など

案内　明治建築研究会　代表　柴田正己
定員　20名（先着順）
問合　明治建築研究会
　　　Tel.072-236-3357

既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築
物の耐震診断基準・耐震改修設計
指針講習会（大阪開催）

日本建築防災協会では、「2009 年改訂版
既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震
診断基準・耐震改修設計指針・同解説」を
テキストに耐震診断・耐震改修の推進のた
めの講習会を開催します。
主催　（一財）日本建築防災協会
日時　10月24日（木）～10月25日（金）
　　　第1日目　10/24：10：20～16：00
　　　第2日目　10/25：10：00～16：00
　　　（16：00～受講修了証交付）
会場　大阪YMCA会館2階ホール
　　　大阪市西区土佐堀1-5-6
定員　250名
受講料　21,000円 （テキスト代別途）
問合・申込　（一財）日本建築防災協会 
　　　　　  Tel.03-5512-6451 
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/index.html

国際見本市『LIVING & DESIGN 2013』開催

今年5度目を迎える、住空間、インテリアを
対象とした「LIVING & DESIGN」−住ま
いと暮らしのリノベーション−が開催されま
す。今年は素材や家具等を扱った企業が新
たに多く加わり「DRESS UP 暮らしを着飾
る楽しみ」をサブテーマに、100社余りの出
展者を迎えます。また、講演会では、妹島和
世氏をはじめ、3日間選りすぐりの講師によ
るプログラムがラインアップされています。
主催　LIVING & DESIGN 実行委員会
会期　11月27日（水）～11月29日（金） 3日間
会場　大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
　　　3Fイベントホール（見本市）、
　　　10F会議室（講演会、セミナー）
　　　大阪市北区中之島5-3-51
見本市会場当日入場料　1,000円

（ただし、招待状持参者、WEBからの事前登録者は無料）
問合　LIVING & DESIGN実行委員会事務局
Tel.06-4801-7179　Fax.06-4801-7152
メール info@living-and-design.com
http://www.living-and-design.com

参加費　1,000円
　　　　（資料・お茶代含む。庭園入園料、
　　　　バス代は別途）
※懇親会参加費　別途3,500円程度必要
定員　40名（申込先着順）
行程　13：30八幡市駅⇒神応寺⇒航海記念

塔⇒高良神社⇒相槌神社⇒善法律
寺⇒正法寺⇒ハ角堂⇒16：30松花堂
庭園までの約3時間程度の歴史散策
ウォーキングで紅葉も見れるかも知れま
せん。17：00～19：00（バス移動後）懇
親会予定。

※参加証は実施1週間前に出状予定です。

　　　　　　観光化する商店街!! 天神橋筋を歩く
第33回近畿建築祭（大阪大会）のご案内
12/7

今年は当会が当番会です。日本一長い天神
橋筋商店街を中心に、大人も子供も楽しめ
る盛り沢山の企画を考えましたので、ぜひ、
ご参加下さい。
開催日　12月7日（土）　　　　　　　　　     
■会場　関西大学天六キャンパス309教室
　　　　大阪市北区長柄西1-3-22
■式典参加費　3,000円（おみやげ、昼食付き）
■スケジュール　
　9：00～10：00   受付
　10：00～10：15　オープニング
　10：20～10：40　記念式典
　10：40～11：30   基調講演
　　天神橋筋商店連合会会長　土居年樹
　　テーマ「街が危ない、家庭が危ない、店が危ない」
　　−日本の街づくり、街活かしは誰がする−
　11：45～12：30　 講演会
　　関西大学准教授　橋寺知子
　　テーマ  （仮）関西大学天六学舎（近代建築）の経緯
　17：00～17：30   閉会式
　　満歩状授与式　大阪天満宮境内
　■エクスカーションのご案内
　　（エクスカーション参加費は式典参加費も含みます）
　　①天満天神繁昌亭&街歩き

上方落語の唯一定席寄席「繁昌亭」で
大阪を楽しもう

　　　時間　11：30～17：00
　　　参加費　4,500円（食事券付）
　　　健脚度　★★　定員　60名
　　②八軒家浜から電気船ツアー&街歩き

世界初のリチウムイオン電気船で大
阪を眺めよう!!

　　　時間　11：30～17：00
　　　参加費　5,500円（弁当付）
　　　健脚度　★★★　定員　38名
　　③ガイドと共に歩く街歩き
　　　知恵とバイタリティも日本一!!　　
　　　ガイドと行く天神橋筋商店街物語
　　　時間　13：30～17：00
　　　参加費　4,000円（弁当付）
　　　健脚度　★★★★★　定員　60名
　　④住まいのミュージアム&街歩き

平成の天神橋筋商店街から、江戸の
町並み、昭和の暮らしへタイムスリップ !!

　　　時間　13：10～17：00
　　　参加費　3,500円（弁当付）
　　　健脚度　 ★★★★　定員　100名
　　　講演　明珍健二花園大学文学部教授

　　　（元住まいのミュージアム学芸員）
　　　テーマ　大坂の町の成り立ち　

その後、住まいのミュージアムに移動・見学
大工棟梁による古式大工道具の実演

　　⑤スタンプラリー!!
　　　大阪の肝!!　こってこてスタンプラリー
　　　時間　12：30～17：00
　　　参加費　3,500円（食事券付）
　　　健脚度　★★★★★　定員　50名
　　　申込締切日　平成25年11月1日（金）
　　　申し込み方法

参加者名、勤務先名、TEL、FAX、年齢、
性別、CPD番号、第一希望～第三希望
までのコース番号をご記入のうえ、11月1
日（金）までに事務局までご送付ください。

※詳細は本号32頁をご覧下さい。

違反建築防止週間
平成25年10月11日（金）〜平成25年10月17日（木）

国土交通省及び各特定行政庁においては、
建築基準法令違反の建築物の是正及びその
発生予防に努めており、その一環として、全
国一斉に「違反建築防止週間」を定めて実
施しております。人生の中で最も大きな買い物
であるマイホームに重大な欠陥があっては大変
です。適切な工事監理が行われると共に、建
築基準法に定められた中間・完了検査を受検
し、欠陥のない適法な住宅を供給できるよう、
建築士の皆さんに大きな期待がよせられていま
す。なお、大阪府住宅まちづくり部建築指導
室建築安全課のホームページのアドレスは下

記のとおりですのであわせてご覧ください。
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_anzen/
anzen_kaigi/campain.html
また、違反建築防止に関するパネル展を下
記の場所・日時において開催します。
1 大阪府咲州庁舎1階　
　10月1日（火）～10月 31日（木）
　　　（土曜日・日曜日は除く）
2 大阪住宅センター花博展示場
　11月16日（土）～11月 24日（日）
　　　（水曜日は除く）
問合　大阪府住宅まちづくり部建築指導室
　　　建築安全課
　　　Tel.06-6941-0351  内線4326・6282

平成25年度大阪府住宅省エネル
ギー施工技術講習会（第二弾）開催

 
住宅の断熱設計から断熱施工までのポイン
トをテキスト・DVD・実物大カットモデ
ルを活用し分かりやすく解説します。 
講習会日程　下記日程のうち、いずれか１日
10月：10/3（木）、10/10（木）、10/17（木）、
　　  10/24（木）、10/26（土）、10/31（木）
11月：11/7（木）、11/14（木）、11/16（土）、
　　  11/23（土）、11/30（土）
時間　10：00～17：00
会場　花博ハウジングガーデンセンターハウス2階
　　　大阪市鶴見区焼野1丁目南2番
　　　鶴見緑地駅より徒歩5分【駐車場（敷
　　　地北側の第２駐車場（無料））あり】
費用　1,000円（受講料）＋別途修了証発行手数料
主催・問合　大阪住宅センター　　　
　　　　　 Tel.06-6253-0073
　　　　　 小角（こすみ）・寺尾
詳細はHP（http://www.shoene.org/）もし
くは上記問合先へお問合せください。

近代建築探訪

南海本線堺駅周辺の近現代建築史の跡の見
て歩き～世界的な建築家・丹下健三先生・
生誕跡の記念柱他を訪ねます。
日時　10月19日（土）　10：00～
集合場所　南海本線堺駅北側、与謝野晶子像前
　　　　　（リーガロイヤルホテル堺の前）

シニアサロン第 49 回例会
「河内ワイン」と「森の10居」を訪ねて
11/6　CPD2単位

今回は、大阪府羽曳野市にある大阪を代表
するワイナリーの一つ「河内ワイン」を訪ね、
創業当時に使用していたワイン作りに関す
る機械などを見学、ユニークな「ミニワイン
講座」が聞けます。そのあと羽曳野市住宅
街に建つ遠藤秀平氏設計のコルゲート鋼板
が特徴の集合住宅「森の 10 居」を訪ねます。
見学後の懇親会も予定しています。
日時　11月6日（水）　13：00～16：30
集合　13：00
集合場所　近鉄南大阪線「駒ｹ谷駅」改札付近
定員　20名（申込先着順）
申込期限　10月31日（木）
　　　　　（定員に達し次第締め切ります。）
参加費　1,000円
懇親会参加費　別途4,000円
※申込者の方には、後日参加証を出状します。

すぐに役立つ実践塾
「確認申請のい・ろ・は」第2弾
〜簡単な木造2階建てを申請しよう!〜
11/8、11/15、11/22、11/29
各回共CPD2単位

木造 2 階建てに特化して、基本的な確認申
請のながれ、手段について実践セミナーを
開催いたします。最近申請業務から遠ざかっ
ていた方、初めて申請業務を行われる方に
役に立つように、演習を交えながら確認申
請の い・ろ・は　の　い　から実際の提出
書類・図面を作成するまで 4 回にわたり開
催いたします。4 回連続受講をお勧めいたし
ますが、単独の受講も受け付けます。
開催日　11/8、11/15、11/22、11/29
時間　18：30～20：30
会場　㈱建築資料研究社大阪本店/
　　　日建学院梅田校
　　　大阪市北区鶴野町1-9
　　　梅田ゲートタワー3F
講師　一級建築士事務所　設計TANAKA
　　　田中克之
定員　40名（申込先着順）
参加費　会員1,000円　会員外2,000円
4 回連続受講された方に限り、第 4 回の受
講料を半額とさせていただきます。

建築士の会　「北河内」
東高野街道歴史散策 IN 八幡
〜京阪八幡市駅前から始まる歴史街道を
散策しませんか?〜
11/17　CPD2単位

東高野街道は京から高野山への参詣路とし
て河内国を南北（八幡、枚方、交野、四條
畷、東大阪、八尾、柏原、藤井寺、羽曳野、
富田林、河内長野）に貫く数少ない歴史街
道です。
今回はそのうち京都府京阪八幡市駅から松
花堂庭園までを市歴史ボランティアの方の
案内のもと散策します。
日時　11月17日　13：00～受付
　　　13：30出発～16：30解散予定
集合場所　京阪八幡市駅　改札出口前

建築士法にもとづく「建築技術講習会」
平成 25 年度 第 4 回　
今さら聞けない設備図の基本②と最新のＢＣＰ
11/13　CPD3単位

今回の建築技術講習会は、設備図の読み方
全 3 回シリーズのうち「電気設備」編となりま
す。建築技術者の方を対象に、模範設備図
を使って電気設備の凡例や図面構成及び内
容の要点を解説します。
日時　11月13日（水）　13：30～16：15
会場　大阪府建築健保会館5階
内容　・設備図の読み方（電気設備）
　　　・BCPの具体策と取り組み
定員　140名（定員に達し次第締切）
受講料　建築士会会員3,000円、
　　　　一般5,000円（テキスト代含）

景観まちづくり建築専門家等育成講座
（全9日間）　CPD27単位

本会では、景観形成等のまちづくりを促進
させるために、地域の特長ある景観をまち
づくりに活かす能力を持った人材育成が特
に重要と考え、景観まちづくりに関心のあ
る建築士や地域の担い手を対象とした育成
講座を公益社団法人日本建築士会連合会か
ら助成を受けて開講します。
全ての講座を受講された方に受講修了証を
授与し、建築士会連合会の全国受講修了者
名簿（仮称）に記載する予定です。
日程　11月2日（土）～3月15日（土）
　　　全9日間（土曜日13時より）
内容　景観まちづくり基本講座（座学）＋実
　　　践講座（まち歩きやワークショップ）
　　　大阪市の上町台地（夕陽ケ丘・四天王
　　　寺エリア）を舞台として、景観まちづ
　　　くりを実践していくための方法を身
　　　につけます。
定員　20名（申込先着順）
申込期間　10月1日（火）～10月10日（木）
　　　　　（定員に達し次第締切。）
受講料　会員10,000円　非会員15,000円

ちょっと知りたい建築セミナー 設備編
「LED照明の今〜LEDを使いこなそう〜」
11/5　CPD2単位

省エネ効果に優れるLEDですが、その特徴をよ
く知らないまま安易に採用すると、思っていたイ
メージと違い戸惑うことになりかねません。そこ
で今回のセミナーでは、主に住宅の照明計画
と、それに伴うインテリアデザインを手掛けてお
られる、照明デザイナーの日根伸夫さんと西村
美由紀さんを講師にお招きし、 LEDの照明用
光源としての可能性と最新情報、その特性を生
かした照明計画についてお話しいただきます。
日時　11月5日（火）　18：30～20：30
会場　㈱建築資料研究社大阪本店/
　　　日建学院梅田校
　　　大阪市北区鶴野町1-9
　　　梅田ゲートタワー3F
定員　50名（申込先着順）
参加費　会員1,000円　会員外1,500円
講師　日根伸夫・西村美由紀

（Noi Planning Studio（ノイ プランニングスタジオ））

会員の皆様へ
「応急危険度判定士」資格取得のお願い

本会では、大地震発生時に市民の安全を確
保するため、全会員の皆様を対象として「被
災建築物応急危険度判定士」の資格取得
キャンペーンを実施しております。
つきましては、判定士の資格をお持ちでな
い会員の方は、下記の判定士養成講習会を
受講され、判定士登録をしていただきます
ようお願いいたします。

被災建築物の応急危険度判定養
成講習会
10/23・12/18・2/19　CPD4 単位

日程　①10月23日（水）  ②12月18日（水）  
　　　③2月19日（水）
時間　13：30～17：00
会場　大阪府建築健保会館6階ホール
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講資格　大阪府内在住または在勤する一級

建築士、二級建築士、木造建築士
及び建築基準適合判定資格者。

受講料　無料
テキスト代　1,500円（税込み）
※応急危険度判定士登録時に必要な書類
　①建築士免許証の写し（1枚）。
　②顔写真（ｶﾗｰ2枚。6ヶ月以内。無帽・無背
　　景・正面上半身。縦4㎝×横3㎝）。
申込先・問合先
　一般財団法人大阪建築防災センター耐震部
　Tel.06-6942-0190

平成25年度 建築士定期講習
11/30、1/31、3/26　CPD各6単位

建築士事務所に所属の一級・二級・木造建
築士で、平成 22 年度に建築士定期講習を
受講された方が対象です。尚、平成 22 年
度以前に建築士試験に合格し、本講習を未
受講の方は、平成 25 年度中に必ず受講し
てください。
■日時・会場
　11/30（土）　9：40～17：30
　たかつガーデン、定員200名
　会場コード5C-53
　1/31（金）　9：40～17：30
　たかつガーデン、定員200名
　会場コード5C-03
　3/26（水）　9：30～17：30
　大阪国際会議場、定員300名
　会場コード5C-54
■申込締切日
　11/30（土）開催分：10/31（木）申込書必着
　1/31（金）開催分：12/25（水）申込書必着
　3/26（水）開催分：2/28（金）申込書必着
　※大阪での申込受付は簡易書留での郵送
　　のみです。
　※定員に達し次第、受付を終了します。
■受講料　12,900円（消費税含）

■申込書配布・受付場所 
　大阪府建築士会事務局
　大阪府建築士事務所協会事務局

平成25年度既存木造住宅の耐震診
断・改修講習会《一般診断法講習会》
10/30・11/27　CPD5単位

平成 24 年に診断マニュアルの大幅な改訂
があり、最新の診断技術を取得していただ
く講習会です。
日程　⑤10月30日（水）　⑥11月27日（水）
時間　11：00～16：30
会場　大阪府建築健保会館内
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講料　会員5,000円、会員外9,000円
テキスト代　7,000円（2012年改訂版木造
　　　　　　住宅の耐震診断と補強方法）

平成25年度既存鉄骨造建築物の
耐震診断・改修指針講習会
11/8　CPD6単位

既存建築物の耐震診断・改修等に関する技
術者の育成を目的とする講習会です。
日時　11月8日（金）　10：00～17：20
会場　大阪府建築健保会館6階ホール
定員　100名（申込先着順）
受講料　会員6,000円　一般8,000円
テキスト代　⒜8,800円　⒝7,350円

平成25年度既存鉄筋コンクリート造
建築物の耐震診断・改修指針講習会
11/19〜20　CPD単位：1日5単位

既存建築物の耐震診断・改修等に関する技
術者の育成を目的とする講習会です。
日時　11月19日（火）～20日（水）の2日間
　　　①10：30～16：00　②10：30～16：30
会場　大阪府建築健保会館6階ホール
定員　100名（申込先着順）
受講料　会員8,000円　一般10,000円
テキスト代　14,000円

平成25年度 既存木造住宅の耐震診断・
改修講習会《限界耐力計算講習会》
12/17　CPD6単位

大阪府マニュアルに基づいて限界耐力計算に
よる診断技術を習得していただく講習会です。
日程　①12月17日（火）
時間　11：00～16：30
会場　大阪府建築健保会館内
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講料　会員6,000円　会員外8,000円
テキスト代　3,500円（大阪府木造住宅の限
　　　　　界耐力計算による耐震診断・耐震
　　　　　改修に関する簡易計算マニュアル）

近畿建築祭／住まいのミュージアム 近畿建築祭／電気船近畿建築祭／天満・天神繁昌亭

本会の催し参加申込方法
本会ホームページのWEB申込サイ
トからお申し込み下さい。FAX・郵
送の場合は、事務局にお問い合わ
せ下さい。なお、建築士定期講習会
は郵送のみの受付となっています。
問合・申込
大阪府建築士会事務局
〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-17

高田屋大手前ビル5階
TEL.06-6947-1961 FAX.06-6943-7103

メール info@aba-osakafu.or.jp
HP http：//www.aba-osakafu.or.jp/

Administration
行政からのお知らせ

Others
その他のお知らせ

このINFORMATIONページの内容は本会ホームページのトップページにも同時掲載しています。本会ホームページからも予約することができます。
詳細は下記の本会ホームページへアクセスしてください。（建築情報委員会）

【大阪府建築士会ホームページ】　http://www.aba-osakafu.or.jp/

Sponsorship
建築士会からのお知らせ
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環境にやさしいオールアルミ、リチウムイオン電池の電気船で八軒家浜から
大阪城や東横堀川、道頓堀川を歴史や由来を聞きながらのクルーズ。
案内　伴一郎氏（伴ピーアール株式会社）

建設費用は寄付金で賄った「繁昌亭」。募金をした人々の名前の提灯が天井
に並べられています。大塩平八郎の史跡めぐり、他。

今回は街の中に隠された知恵とバイタリティの物語を元気なガイドと一緒に
発見していきます。大阪人も知らないディープな天神橋筋を楽しみます。
ガイド：上田聖子氏（トークスタジオ ハーモニービューロー代表ナレーター）

大阪暮らしの今昔館で、昔の人の知恵や工夫を体感し、いまの住まいや暮ら
しを見つめなおしてみませんか？
講演　明珍健二花園大学文学部教授（元住まいのミュージアム学芸員）
テーマ　大坂の町の成り立ち

キレイなもん、きちゃないもん、静けさと賑やかさ、大阪のエエとこがギュ
ッと詰まってます。スタンプラリーで大阪のエッセンスを巡って楽しもう! !



2013.10  建築人 34

　
　

理
事
会
報
告　
　
　
文
責　

本
会
事
務
局

日
時　

九
月
十
八
日︵
水
︶十
六
時
～
十
七
時
三
十
分

場
所　

本
会
会
議
室

出
席　

理
事
三
七
名
、
監
事
二
名

︵
１
︶会
計
報
告

八
月
末
日
の
当
期
経
常
増
減
額
は
、収
益
八
四
、〇
三

五
、七
九
三
円
、費
用
五
二
、六
四
七
、〇
五
二
円
、増

減
三一、三
八
八
、七
四一円
を
報
告
し
て
承
認
さ
れ
た
。

昨
年
同
期
に
比
し
て
、
諸
活
動
が
若
干
低
迷
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

︵
２
︶理
事
及
び
監
事
の
選
任
規
程
案

昨
年
度
よ
り
継
続
審
議
を
続
け
て
い
る
案
件
で
、

従
来
の
選
挙
制
を
合
議
制
に
変
更
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
運
営
委
員
会
・
正
副
会
長
会
議
を

経
た
基
本
案
で
は
、
理
事
会
・
総
会
へ
役
員
候
補

者
を
推
薦
す
る
選
考
委
員
会
を
設
置
し
て
、
会
長

及
び
常
設
委
員
会
か
ら
の
候
補
者
数
及
び
部
門
別

職
種
か
ら
み
た
候
補
者
数
の
調
整
を
行
い
、
委
員

構
成
は
会
長
が
組
織
の
見
直
し
を
含
め
て
将
来
を

牽
引
す
る
観
点
を
も
っ
て
留
任
理
事
か
ら
選
任
す

る
。
本
案
は
十
月
度
理
事
会
で
決
議
す
る
。

︵
３
︶耐
震
判
定
評
価
委
員
会
の
設
立

耐
促
法
改
正
に
伴
う
沿
道
建
築
物
耐
震
化
等
の
推

進
に
向
け
て
、
社
会
貢
献
委
員
会
が
所
管
し
て

標
記
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

︵
４
︶建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
規
則

本
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
規
則
の
中
、
主
に
認
定
手
数
料
の
改

定
案
を
提
示
し
、
承
認
さ
れ
た
。

︻
報
告
事
項
︼

︵
５
︶応
急
危
険
度
判
定
士
連
絡
網
の
確
立

︵
６
︶寄
附
の
お
願
い
︵
一
部
変
更
︶

︵
７
︶メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
再
開

︵
８
︶役
員
の
地
域
支
援
分
担
︵
一
部
変
更
︶

︵
９
︶近
畿
建
築
祭
︵
大
阪
会
担
当
︶
案
内
開
始

︵
10
︶景
観
ま
ち
づ
く
り
建
築
専
門
家
育
成
講
座

　
　

建
築
相
談

　
　

建
築
士
の
見
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
︵
十
四
︶

　
　

住
宅
の
雨
漏
り

編
・
文　

橋
本
頼
幸

　

今
月
の
﹁
建
築
相
談
﹂
コ
ー
ナ
ー
は
、
相
談
員

の
玉
水
新
吾
様
に
原
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
玉

水
さ
ん
の
専
門
で
も
あ
り
ま
す
雨
漏
り
に
つ
い

て
、
ご
経
験
か
ら
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

物
件
は
、
約
三
〇
年
前
に
大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー

カ
ー
が
建
設
し
た
注
文
住
宅
。
約
一
年
前
雨
漏

り
が
ひ
ど
く
、
建
設
し
た
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
と

一
八
〇
万
円
の
﹁
雨
漏
り
補
修
工
事
を
契
約
し
た

も
の
の
、雨
漏
り
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。

﹁
補
修
工
事
後
、
雨
漏
り
が
再
発
し
た
場
合
に
は

五
年
保
証
す
る
と
の
、
担
当
者
に
よ
る
手
書
き
サ

イ
ン
が
契
約
書
に
あ
り
、
契
約
金
額
の
半
額
が
未

払
い
状
態
で
し
た
。

　

補
修
内
容
は
、
屋
根
・
外
壁
の
全
面
に
対
し
、

シ
ー
リ
ン
グ
打
ち
か
え
、
お
よ
び
全
面
塗
装
。
こ

の
工
事
に
よ
り
、
雨
漏
り
は
止
ま
る
と
の
説
明

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
五
ヶ
月
た
っ
て
も
、
風

の
向
き
・
強
さ
に
関
係
な
く
雨
漏
り
は
止
ま
り

ま
せ
ん
。

　

雨
漏
り
を
シ
ー
リ
ン
グ
・
塗
装
だ
け
で
止
め
よ

う
と
す
る
考
え
方
は
ま
ち
が
い
で
す
。
仮
に
止

ま
っ
た
と
し
て
も
、
一
時
的
な
も
の
で
、

再
発
す
る
可
能
性
が
高
い
も
の
で
す
。
や

む
を
得
ず
、
シ
ー
リ
ン
グ
で
雨
漏
り
を
止

め
る
方
法
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
施
主

に
対
し
て
充
分
な
説
明
が
必
要
で
す
。
通

常
は
補
修
し
た
後
に
、
雨
漏
り
が
再
発
す

る
と
、
工
事
金
額
が
安
く
て
も
、
施
主
は

納
得
し
ま
せ
ん
。

　

室
内
側
の
雨
漏
り
跡
が
一
箇
所
で

あ
っ
て
も
、
浸
入
口
は
一
箇
所
と
は
限
ら

ず
、
複
数
あ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
漏
水
調

査
は
、
雨
漏
り
現
象
を
再
現
す
る
必
要
が
あ
り
、

﹁
散
水
試
験
﹂
に
十
分
な
時
間
を
か
け
て
、
雨
水

浸
入
箇
所
を
確
実
に
見
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
散
水
試
験
は
急
が
ず
、
時
に
は
二
～
三
日
か

け
て
散
水
試
験
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
時

間
散
水
で
出
な
く
て
も
、
二
時
間
以
上
の
散
水
で

で
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
わ
ず
か
な
時
間
の
散
水

で
漏
水
が
確
認
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の

部
位
か
ら
漏
れ
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。﹁
雨
漏

り
が
す
る
﹂
こ
と
の
証
明
は
で
き
て
も
、﹁
雨
漏

り
は
し
な
い
﹂
こ
と
の
証
明
は
で
き
ま
せ
ん
。
補

修
方
法
は
雨
漏
り
箇
所
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
後

の
話
で
す
。

　

ま
た
、
雨
漏
り
が
直
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

安
易
に
他
の
業
者
を
入
れ
て
手
直
し
し
な
い
こ
と

も
大
切
で
す
。他
の
業
者
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
雨
漏
り
責
任
は
免
責
と

な
り
、
せ
っ
か
く
の
保
証
が
な
く
な
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
本
ケ
ー
ス
の
大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
担
当
者
は
、
三
〇
年
来
の
付
き

合
い
を
し
て
お
り
、
大
事
に
付
き
合
う
姿
勢
も
重

要
で
す
。
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
は
特
殊
な
工
法
を
採

用
す
る
こ
と
が
多
く
、
一
般
工
務
店
で
は
施
工
が

難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

写真2　漏水の疑われる箇所

写真1　室内の漏水箇所

　
　

編
集
後
記

筑
波
幸
一
郎
・
荒
木
公
樹
・
牧
野
隆
義

　

日
本
は
二
〇
二
〇
年
に
開
催
さ
れ
る
夏
季
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
地
に
東
京
が
決
定
し
、
列
島
が
沸

い
て
い
ま
す
。
貧
し
く
苦
し
か
っ
た
戦
後
、
皆
で

力
を
結
集
さ
せ
て
、
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
る
中

開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
ま
さ
に
、

時
代
も
味
方
に
付
け
た
、
国
家
を
挙
げ
て
の
一
大

事
業
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
二
度
目
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
い
っ
た
い

何
を
目
指
す
の
か
。
先
進
国
の
一
員
と
し
て
世
界

か
ら
問
わ
れ
て
い
る
。
建
築
的
に
み
れ
ば
、
そ
の

後
の
施
設
や
イ
ン
フ
ラ
を
ど
う
す
る
の
か
だ
。
例

に
も
れ
ず
、
大
阪
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
誘
致
に
突
っ

走
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
現
在
、
湾
岸
に
埋

め
立
て
た
敷
地
や
施
設
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

み
な
さ
ん
は
よ
く
ご
存
知
で
は
な
い
か
。
毎
月
、

大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
を
担
当
し
て
い
る
と
、
建
物
の

行
く
末
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
前
に
進
む

こ
と
も
大
事
だ
が
、
立
ち
止
ま
り
、
考
え
続
け
る

こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
。
そ
う
い
っ
た
目
線
で
大

阪
ホ
ン
マ
も
ん
を
見
て
頂
け
た
ら
あ
り
が
た
い
。

　

今
月
号
の
建
築
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
井
清
治

さ
ん
で
し
た
。
二
井
さ
ん
で
な
け
れ
ば
伝
え
ら

れ
な
い
大
切
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
参
加
者
は
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
い

た
。
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
な
か
で
も
西
澤
文

隆
氏
の
色
紙
に
書
か
れ
た
言
葉
が
印
象
に
残
る
。 

　
﹁
執
拗
に
心
を
こ
め
て　

屈
折
に
屈
折
を
重
ね

た
デ
ザ
イ
ン
を
﹂

　

昔
に
比
べ
て
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
は
し
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
良
い
も
の
が
産
ま
れ
る
背
景
に
は
、

そ
の
時
代
を
乗
り
越
え
る
だ
け
の
難
産
が
必
要
で
、

こ
れ
か
ら
の
本
物
に
は
何
が
必
要
で
何
が
求
め
ら
れ

る
の
か
。
私
達
は
考
え
続
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
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桜塚の家　二井清治

住空間の目指すところ
　住まいは草庵の心地良さも大切だが、伊勢神宮正殿のシンプ
ルな佇まいに、凛とした美しさと空間の奥深さを感じるように、
生活する人が常に新鮮な感動を持続できることが大切である。
光と翳
　光の方向性を明確にすることで、空間に深い翳を生む。光の
躍動感と闇の静けさを持ち、豊かな精神性に満ちた空間となる
ことを目指した。
住まいを街に開く
　1階は街に開かれたフォーマルな空間（ライフワークギャラリー）
とし、プライベートなファミリールームを上階に定めた。ライフワー
クギャラリーは家族の生活の場であり、街に開放するイベントの場
でもある。ここを媒体として、住まいがゆるやかに街とつながる。
内外空間の連続性
　水平方向と垂直方向に広がる2つの空間が、屋外空間を織り
込むように1階から上階へとつながる。2階デッキは上部にガラ
スの屋根を掛けた半屋外空間とし、3階居間は天井全面をトッ
プライトとした。ルーバーで光をコントロールし、室内でありな
がら限りなく外に近い空間である。室内、屋外、半屋外の空間
が重なるようにつながり、人が移動することにより次 と々展開す
る構成としている。

撮影：松村芳治

■プロフィール
1946年 滋賀県生まれ
1974年 坂倉建築研究所に入所
 西沢文隆に建築を師事
1987年 二井清治建築研究所設立
1991年～1994年 神戸芸術工科大学
 環境デザイン学科非常勤講師

■建物データ
設　　計：二井清治建築研究所
　　　　　二井清治、稲垣年彦、
　　　　　細田剛宏、北聖志
施　　工：分離発注方式
所 在 地：大阪府豊中市
竣　　工：2003年


