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伯翠荘　吉村篤一

　この土地をはじめて訪れたとき、敷地の広さに比べ周辺の環
境がその何倍かの広がりのある地域までが、この敷地のために
あるのではないかと感じた。ここに至るまでの道のりは変化に富
み、近づくにつれていつの間にか両側は桜並木になり、敷地の
前まで来ると桜と楓の老木が２本両側に、ここから入りなさい、
と言わんばかりの間隔で立っている。敷地の中央に立って北側を
見ると、敷地境界の辺りにある深いせせらぎの向こうに、寺院の
敷地内にある常緑樹と落葉樹の混じった高低木の樹海が全面
に広がっていて、ずっと奥まで続いているように見える。このよう
な敷地を探し当てた住み手は約５年がかりで関西の住宅地をこ
とごとく踏査した結果、ここに決めたのだという。その努力には
驚かざるを得ない。そして、この敷地内に覆いかぶさっている枝
を切ってくれるという寺院の申し出を断り、この樹海をすべて取
り込んだ家にしようと決心するまで、時間はかからなかった。
　あとは“自ずから然り”で、プランは決まってゆく。この家のど
の部分からもこの樹海が感じられるように、一つはその樹海の
なかに漂っているように、もう一つは手前に引いて樹海を鑑賞で
きるように、また今一つは小窓から切り取られた樹海を眺めら
れるように、という具合いである。

　いまこの家は膨大な敷地の一角に佇んでいるようだ。実際は
それほど広くない敷地のほぼ中央に建っているのだが、周囲の
樹海がすべてこの家のためにあるように見える。道路境界およ
び寺院との敷地境界はどこにあるのかわからない。そして、比
較的交通至便の地でありながら、春は桜花、夏は深緑やホタ
ル、秋は紅葉、冬は雪景色といった四季折々の自然の恵みを享
受することができる。
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「
建
築
人
」
新
創
刊
に
あ
た
っ
て

　

編
集
人
代
表　

米
井　

寛

　

新
年
度
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、﹁
建
築
人
﹂

の
紙
面
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、﹁
新
創
刊
﹂
い

た
し
ま
す
。

　
﹁
建
築
人
﹂
は
当
初
大
阪
府
建
築
士
会
の
会

員
向
け
情
報
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
あ
っ
た
も
の

が
、
２
０
０
６
年
に
新
し
い
建
築
作
品
、
大
阪

の
伝
統
文
化
や
ま
ち
づ
く
り
、
最
新
の
技
術
情

報
や
海
外
情
報
な
ど
を
紹
介
す
る
冊
子
に
改
め

ら
れ
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
﹁
新
創

刊
﹂
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
容
の
一
部
は
継
承

し
つ
つ
、
次
の
編
集
方
針
を
掲
げ
て
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
ま
し
た
。

①
情
報
伝
達
︵
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
︶　

会

員
向
け
に
建
築
士
会
の
活
動
情
報
等
を
提
供

す
る
。

②
会
員
活
動
紹
介
︵
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
︶

会
員
の
作
品
や
活
動
を
公
開
す
る
。

③
会
員
交
流
︵
オ
ピ
ニ
オ
ン
︶　

会
員
相
互
の

意
見
交
換
を
行
う
。

④
技
術
研
鑽
︵
ラ
ー
ニ
ン
グ
︶　

外
部
執
筆
者

に
よ
る
技
術
・
知
的
情
報
を
提
供
す
る
。

⑤
建
築
人
賞
︵
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
︶　
﹁
建
築
人

賞
﹂
に
よ
る
建
築
作
品
の
顕
彰
を
通
し
て
広

く
社
会
貢
献
を
行
う
。

　

な
お
、
新
し
い
﹁
建
築
人
﹂
に
は
、
一
般
号

と
季
刊
号
を
設
け
、
季
刊
号
︵
１
・
４
・
７
・

10
月
︶
で
は
よ
り
密
度
の
高
い
情
報
提
供
を
行

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
会
員
の
皆
さ
ま
の

役
に
立
つ
紙
面
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
の
で
、

ご
愛
読
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
解
説

写
真　

田
籠
哲
也　

文　

牧
野
高
尚

　
﹁
大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
﹂
は
、
文
化
と
し
て
永

く
愛
さ
れ
続
け
る
建
物
や
風
景
を
、
余
計
な
情

報
を
そ
ぎ
落
と
し
あ
え
て
モ
ノ
ク
ロ
で
、
紙
媒

体
に
こ
だ
わ
っ
て
ホ
ン
マ
も
ん
を
皆
さ
ん
に
読

み
取
っ
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

　

第
一
回
目
は
大
阪
市
浪
速
区
、
通
天
閣
の
お

膝
元
に
建
つ
﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
再
会
﹂
で
す
。
間

口
三
間
、
奥
行
一
〇
間
程
度
の
い
わ
ゆ
る
長
屋

形
式
な
が
ら
、
正
面
フ
ァ
ザ
ー
ド
は
映
画
の

一
シ
ー
ン
に
出
て
き
そ
う
な
趣
の
あ
る
雰
囲
気

で
、
手
工
芸
的
な
造
り
込
み
は
時
代
を
超
え
て

伝
わ
る
良
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

純
喫
茶
﹁
再
会
﹂
と
し
て
昭
和
二
八
年
に
建

築
家
石
井
修
氏
の
設
計
で
建
て
ら
れ
、
華
や

か
な
時
代
を
経
て
、
喫
茶
店
が
閉
店
。
隣
の
ラ

ジ
ウ
ム
温
泉
に
引
き
取
ら
れ
、
平
成
九
年
に
改

修
し
﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
再
会
﹂
と
し
て
復
活
、
有

形
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
五
九
年

た
っ
た
今
も
愛
さ
れ
、
新
世
界
に
在
り
続
け
て

い
ま
す
。

２ 

大
阪
ホ
ン
マ
も
ん

４ 

建
築
人

 
 

吉
村
篤
一

14 
G

allery　

建
築
作
品
紹
介

 
 

滋
賀
銀
行
名
古
屋
志
賀
寮

 
 

　

設
計　

竹
中
工
務
店
大
阪
一
級
建
築
士
事
務
所　

施
工　

竹
中
工
務
店

 
 

武
庫
川
女
子
大
学 

栄
養
科
学
館

 
 

　

設
計　

竹
中
工
務
店
大
阪
一
級
建
築
士
事
務
所　

施
工　

竹
中
工
務
店

 
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
スSO

U
W

A
 

 

　

設
計　

田
中
都
市
建
築
事
務
所　

施
工　

東
洋
建
設

 
 

大
阪
北
摂
霊
園
管
理
事
務
所

 
 

　

設
計　

徳
岡
設
計　

施
工　

鴻
池
組
大
阪
本
店

 
 

﹁gip

﹂ –gigantic planter–
 

 

　

設
計　

arte

空
間
研
究
所　

生
山
雅
英　

施
工　

加
藤
組

21 

記
憶
の
建
築　

松
隈
洋

 
 

パ
レ
ス
サ
イ
ド
ビ
ル
１
９
６
６
年　

都
市
の
景
観
を
守
り
育
て
る

22 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー　

河
野
学

 
 

用
途
変
更
の
際
に
注
意
す
べ
き
建
築
関
連
法
規

24 

ひ
ろ
ば　

安
田
和
人

 
 

も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
子
供
た
ち
に
伝
え
た
い

26 

匠
の
巧

 
 

光
触
媒　

株
式
会
社 

ピ
ア
レ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ

28 

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
事
業
案
内

30 

理
事
会
報
告　

建
築
相
談　

編
集
後
記

建
築
人　
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今
年
度
よ
り
誌
面
を
刷
新
し
た
﹁
建
築
人
﹂。

そ
の
新
企
画
と
し
て
﹁
建
築
人
︵
け
ん
ち
く
び

と
︶﹂
と
題
し
た
特
集
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。

特
集
の
焦
点
は
、
建
築
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

建
築
に
関
わ
る
﹁
人
﹂
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

人
の
も
つ
魅
力
が
職
域
を
越
え
て
も
理
解
し
あ

え
る
と
考
え
る
か
ら
で
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
読
者

の
皆
さ
ん
が
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

記
念
す
べ
き
第
一
回
の
﹁
建
築
人
﹂
は
、
数
多

く
の
名
建
築
を
生
み
続
け
て
い
る
建
築
家
・
吉

村
篤
一
。
活
動
は
設
計
だ
け
に
留
ま
ら
ず
教
育

や
保
存
運
動
に
も
及
び
、
多
く
の
人
に
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
自

邸
で
の
試
み
、
最
新
作
の
紹
介
を
通
し
て
、
吉

村
篤
一
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

よ
し
む
ら
と
く
い
ち

１
９
４
０
年
京
都
市
生
ま
れ　

１
９
６
３
年

京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
建
築
学
科
卒
業

１
９
６
３
～
７
５
年　

坂
倉
準
三
建
築
研
究
所

１
９
７
５
年
建
築
環
境
研
究
所
設
立

１
９
９
８
～
２
０
０
３
年　

奈
良
女
子
大
学

生
活
環
境
学
部
教
授

現
在
、
大
阪
工
業
大
学
客
員
教
授
、
京
都
女
子

大
学
及
び
武
庫
川
女
子
大
学
非
常
勤
講
師

２
０
０
１
年　
「
ふ
れ
っ
く
す
コ
ー
ト
吉
田
」

に
て
日
本
建
築
士
会
連
合
会
賞
業
績
賞
受
賞

建
築
人吉

村
篤
一

坂
倉
準
三
建
築
研
究
所
時
代
の
風
景

森
本　

会
報
誌
﹁
建
築
人
﹂
が
新
し
く
生
ま
れ

変
わ
る
第
一
回
目
の
メ
イ
ン
企
画
と
し
て
、
建

築
家
の
吉
村
篤
一
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
先
生
の
著
書
﹃
地

模
様
と
し
て
の
建
築
﹄︵
注
１
︶
の
編
集
に
関
わ

ら
れ
た
元
所
員
の
荒
木
さ
ん
に
も
同
席
し
て
頂

き
、
そ
の
当
時
感
じ
た
こ
と
な
ど
も
一
緒
に
お

聞
き
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

荒
木　

は
じ
め
に
、
大
学
を
出
て
坂
倉
準
三
建
築

研
究
所
に
入
っ
た
頃
の
様
子
か
ら
聞
か
せ
い
た

だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
吉
村
さ
ん
が
入
ら
れ

た
の
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
頃
で
す
よ
ね
？

吉
村　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
の
一
九
六
三
年
で
す

ね
。
私
が
坂
倉
事
務
所
に
入
っ
た
こ
ろ
、
少
し
歳

の
上
の
先
輩
に
意
欲
的
な
人
が
た
く
さ
ん
在
籍
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
東
孝
光
さ
ん
は
七
年
上
、
他
に

も
浅
野
雅
彦
さ
ん
、
太
田
隆
信
さ
ん
、
山
崎
泰
孝

さ
ん
、
好
川
忠
延
さ
ん
と
い
っ
た
方
々
で
す
。
坂

倉
の
大
阪
事
務
所
は
二
階
建
て
で
、
コ
ー
ト
ハ
ウ

ス
で
は
な
い
け
れ
ど
も
芝
生
の
庭
が
あ
っ
て
ね
。

荒
木　

二
〇
〇
九
年
の
坂
倉
準
三
展
で
、
大
阪

事
務
所
の
竣
工
パ
ー
テ
ィ
ー
の
風
景
が
ビ
デ
オ

で
流
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
坂
倉
さ
ん
や
大
阪
事

務
所
の
所
長
で
あ
る
西
澤
文
隆
さ
ん
を
は
じ
め

と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
が
談
笑
さ
れ
て
い
て
、

と
て
も
良
い
雰
囲
気
で
し
た
。

吉
村　

私
の
学
生
時
代
、
一
階
の
芝
生
が
見
え

る
所
に
設
計
室
が
あ
り
、
そ
こ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
て
い
ま
し
た
。
五
～
六
人
く
ら
い
の
所
員
が
お

ら
れ
た
の
で
す
が
、
私
の
入
所
す
る
年
は
四
人
の

新
入
生
が
決
ま
り
、
二
階
の
屋
上
庭
園
に
鉄
骨
で

屋
根
を
か
け
て
総
二
階
に
す
る
増
築
工
事
を
し
、

入
所
し
た
頃
に
は
出
来
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

森
本　

大
阪
事
務
所
に
坂
倉
先
生
は
ど
れ
く
ら

い
の
頻
度
で
来
ら
れ
た
の
で
す
か
。

吉
村　

月
に
一
回
く
ら
い
で
し
た
が
、
二
カ
月

ほ
ど
空
い
て
い
る
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。
来
ら

れ
た
時
に
、
現
場
に
行
っ
た
り
打
ち
合
わ
せ
を

し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

新
宿
西
口
広
場
と
東
孝
光

森
本　

坂
倉
先
生
と
は
、
直
接
関
わ
る
機
会
は

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

坂
倉
さ
ん
と
は
、﹁
新
宿
西
口
広
場
﹂

︵
一
九
六
六
年
︶
の
設
計
・
現
場
監
理
を
通
し
て

三
年
間
東
京
事
務
所
で
勤
め
た
際
に
直
接
関
わ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
高
度
成
長

期
を
迎
え
た
東
京
に
は
す
ご
く
多
く
の
仕
事
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
東
京
か
ら
大
阪
に

数
名
の
人
が
手
伝
い
に
来
て
い
ま
し
た
が
、
当

時
大
阪
事
務
所
に
入
っ
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
東
さ

ん
を
は
じ
め
四
、五
人
が
東
京
へ
手
伝
い
に
行
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
最
初
図
面
描
き
を

や
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
新
宿
西
口
の
チ
ー

ム
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
東
さ
ん
が
チ
ー
フ
格

で
、
あ
と
二
人
が
実
施
図
面
を
描
い
て
、
現
場

監
理
も
や
り
ま
し
た
。
四
人
で
二
年
間
は
毎
日

現
場
事
務
所
に
通
っ
て
い
た
ん
で
す
。

荒
木　

大
阪
事
務
所
に
入
っ
て
何
年
経
っ
て
か

ら
東
京
に
行
っ
た
の
で
す
か
？

吉
村　

一
年
足
ら
ず
で
す
。
四
月
に
入
っ
て
翌

年
、
昭
和
三
九
年
︵
一
九
六
四
年
︶
の
二
月
に
東

京
へ
行
っ
た
ん
で
す
。
当
時
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

前
で
ま
だ
新
幹
線
も
開
通
し
て
な
か
っ
た
の
で
、

特
急
﹁
つ
ば
め
﹂
で
大
阪
か
ら
東
京
ま
で
六
時

間
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
東
さ
ん
と
一
緒
に
車

で
行
っ
た
こ
と
も
何
回
か
あ
り
ま
し
た
ね
。
車

は
、
当
時
一
世
を
風
靡
し
た
東
さ
ん
の
﹁
ス
バ

ル360

﹂
で
す
。
東
名
高
速
は
ま
だ
完
成
し
て
い

な
く
て
、
名
神
だ
け
が
小
牧
ま
で
出
来
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
向
こ
う
は
旧
国
道
１
号
線
で
、

合
計
八
～
一
〇
時
間
く
ら
い
か
か
っ
て
い
ま
し

た
ね
。
二
人
で
何
回
も
運
転
を
交
代
し
て
、
大

型
ト
ラ
ッ
ク
と
競
争
し
な
が
ら
行
く
の
で
す
よ
。

相
手
が
運
転
し
て
い
る
と
き
は
怖
い
か
ら
寝
て

い
な
い
と
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
で
す
ね
︵
笑
︶。

荒
木　

東
京
の
ど
ち
ら
に
住
ま
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
？

吉
村　

原
宿
で
す
。
と
言
っ
て
も
ち
ょ
っ
と
下
町

の
感
じ
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
大
家
さ
ん
の
古
い
大

き
な
屋
敷
の
一
画
に
新
し
く
造
ら
れ
た
木
造
二

階
建
て
の
ア
パ
ー
ト
の
一
部
屋
で
し
た
。
事
務
所

で
見
つ
け
て
お
い
て
く
れ
た
の
で
助
か
り
ま
し

た
。
当
時
、
私
は
二
四
歳
で
、
生
ま
れ
て
は
じ

め
て
親
元
か
ら
離
れ
て
下
宿
生
活
を
す
る
こ
と

に
な
り
大
変
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

ま
す
。
私
が
入
っ
た
ア
パ
ー
ト
の
大
家
さ
ん
の

家
と
反
対
側
に
東
さ
ん
が
入
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

古
い
昔
か
ら
あ
る
借
家
で
ね
。
彼
は
も
う
結
婚

し
て
お
子
さ
ん
︵
利
恵
さ
ん
︶
も
お
ら
れ
た
か
ら
、

そ
の
家
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
同
じ
敷
地
内

に
住
ん
で
い
る
か
ら
、
い
つ
も
ス
バ
ル360

に
乗

せ
て
も
ら
い
新
宿
ま
で
通
っ
て
い
ま
し
た
。
深

夜
一
二
時
ご
ろ
に
な
る
と
一
緒
に
帰
り
、﹁
風
呂

へ
行
こ
う
﹂
っ
て
、
ま
た
そ
の
車
に
乗
り
閉
店

間
際
の
銭
湯
に
よ
く
行
き
ま
し
た
ね
︵
笑
︶。
ま

さ
に
東
さ
ん
と
は
寝
食
を
共
に
し
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
ん
な
生
活
が
約
二
年
間
続
き
ま
し
た
。

荒
木　

そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
﹁
塔
の
家
﹂

︵
一
九
六
六
年
︶
が
完
成
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
村　

東
さ
ん
は
、
新
宿
西
口
の
現
場
が
終
わ
っ

た
ら
独
立
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
都
心
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
彼
は
、
原
宿
の
借
家
に
住
ん
で
生

活
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
辺
が
い
い
な
と
思
っ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
だ
け
ど
、
そ
の
こ
ろ
か
ら

原
宿
な
ん
て
地
価
が
高
い
か
ら
、
と
て
も
普
通

の
土
地
は
買
え
な
い
。
そ
れ
で
、
へ
た
地
を
買

お
う
と
し
て
不
動
産
屋
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
探
し

て
も
ら
っ
て
い
た
と
き
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

た
め
に
道
路
工
事
し
て
い
た
キ
ラ
ー
通
り
に
面

し
て
残
さ
れ
た
三
角
形
の
六
坪
の
土
地
を
見
つ

け
て
、
そ
こ
に
あ
の
﹁
塔
の
家
﹂
を
建
て
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

上段：坂倉準三建築研究所大阪支
所（坂倉準三建築研究所設計／
1957年）
中段：新宿西口広場（坂倉準三建
築研究所設計／1966年）
下 段 ： 塔 の 家 （ 東 孝 光 設 計 ／
1966年）
写真提供
上段・中段：坂倉建築研究所
下段：東環境・建築研究所

（注1）吉村篤一著「地模様とし
ての建築」学芸出版社1998年
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庭
園
実
測
と
身
体
感
覚

森
本　

坂
倉
準
三
建
築
研
究
所
の
Ｏ
Ｂ
と
い
え

ば
、
建
築
家
と
し
て
現
代
建
築
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
と
同
時
に
日
本
建
築
の
研
究
者
と
し
て
も

大
き
な
功
績
を
残
さ
れ
た
西
澤
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
西
澤
さ
ん
の
実
測
に
参
加
さ
れ
た

経
験
に
つ
い
て
、
話
を
お
願
い
し
ま
す
。

吉
村　

私
は
そ
ん
な
に
熱
心
に
や
っ
た
わ
け
で
は

な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
桂
離
宮
や
京
都
御
所
な
ど
普

段
入
れ
な
い
と
こ
ろ
に
行
け
る
と
い
う
こ
と
で
お

供
し
て
い
ま
し
た
ね
。
測
っ
て
描
い
た
も
の
を
そ

の
ま
ま
西
澤
さ
ん
に
渡
し
て
あ
と
は
関
知
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
の
を
全
部
集
め
て
、
西
澤

さ
ん
は
夜
に
な
っ
た
ら
実
測
図
を
描
い
て
お
ら
れ

た
ん
で
す
。

森
本　

そ
の
と
き
に
発
見
な
ど
は
あ
り
ま
し
た

か
？

吉
村　

そ
の
時
は
、
特
に
ど
の
場
所
が
ど
う
だ
と

か
、
細
か
い
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、
実

際
そ
の
場
所
に
た
た
ず
む
と
空
間
が
迫
っ
て
く
る

で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
自
然
に
身
に
付
い

て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
設

計
す
る
と
き
に
は
、
あ
そ
こ
が
こ
う
だ
か
ら
こ
う

し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

森
本　

自
分
の
感
覚
と
し
て
肉
体
化
さ
れ
て
い
る

の
で
す
ね
。

吉
村　

例
え
ば
、
実
測
し
て
い
る
と
縁
石
の
納
ま

り
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
ん
な
ふ
う
に

な
っ
て
い
た
の
か
、
と
思
う
け
れ
ど
時
間
が
経
っ

た
ら
そ
の
と
き
の
こ
と
は
忘
れ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
経
験
も
さ
ら
に
多
く

の
時
間
が
経
つ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
な

と
思
い
出
す
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

独
立
の
経
緯

北　

一
九
七
五
年
に
坂
倉
準
三
建
築
研
究
所
を
辞

め
て
独
立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
何
か
き
っ
か
け
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

私
は
、
消
極
的
な
人
間
な
の
で
、
自
分

か
ら
積
極
的
に
何
か
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は

あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
で
事
務

所
を
や
ろ
う
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
三
十
代
の
半
ば
、
あ
る
人
か
ら
二
年
程
か

か
る
大
き
な
仕
事
を
紹
介
さ
れ
た
の
で
す
。
坂

倉
で
は
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
迷
っ
て
い
た
の
で
す
が
、﹁
組
織
と
い
う

の
は
、
他
の
人
で
も
や
れ
る
よ
う
な
体
制
に
な
っ

て
い
る
か
ら
大
丈
夫
﹂
と
促
さ
れ
、
そ
の
仕
事

を
や
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
結
果
的
に
独
立
と

い
う
形
に
な
っ
た
の
で
す
。

北　

ご
自
宅
︵
注
２
︶
の
竣
工
も
一
九
七
五
年
で

す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
独
立
さ

れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

吉
村　

そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
家
は
、
京
都
市
内

の
中
心
に
近
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
子
ど
も
の
遊

び
場
が
な
く
、
家
は
そ
れ
以
前
か
ら
計
画
を
は
じ

め
て
い
ま
し
た
。
土
地
は
あ
る
の
で
金
融
公
庫
の

融
資
を
受
け
て
小
さ
い
家
を
建
て
た
の
で
す
。
た

ま
た
ま
事
務
所
を
は
じ
め
た
の
と
同
じ
年
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
頃
、
乗
っ
て
い
た
車
が

古
く
な
り
、
乗
り
換
え
た
ん
で
す
。
フ
ォ
ル
ク
ス

ワ
ー
ゲ
ン
・
ビ
ー
ト
ル
が
欲
し
か
っ
た
の
で
す
が
、

知
り
合
い
が
タ
イ
プ
３
な
ら
あ
る
と
い
う
の
で
そ

れ
を
買
っ
た
ん
で
す
。も
ち
ろ
ん
中
古
車
で
す
が
、

電
気
系
統
が
よ
く
故
障
し
て
何
度
も
Ｊ
Ａ
Ｆ
の
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。

吉
村
流 

人
の
育
て
方

森
本　

吉
村
さ
ん
は
、著
書
︵
注
１
︶
の
中
で
﹁
伝

統
の
合
理
主
義
﹂
が
事
務
所
の
座
右
の
銘
だ
と
書

い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

吉
村　
﹃
伝
統
の
合
理
主
義
﹄︵
注
３
︶
と
い
う
西

澤
さ
ん
の
著
書
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
﹃
透
か
す
こ

と
│
癒
着
し
な
い
こ
と
│
﹄︵
注
４
︶
と
い
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
そ
の
こ
と
を
話
そ
う
と
資
料
を
用

意
し
て
い
た
の
で
す
が
、
全
く
説
明
で
き
な
か
っ

た
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
作
品
解
説
に
時
間
を
割
き
す
ぎ
た
こ
と
と

共
演
し
た
事
務
所
Ｏ
Ｂ
の
二
人
が
し
ゃ
べ
り
す
ぎ

た
の
で
ね
⋮
。(

笑)

森
本　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
タ
イ
ト
ル
の
﹁
透
か
す
﹂

と
か
﹁
癒
着
し
な
い
﹂
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

簡
単
に
言
え
ば
物
と
物
と
が
取
り
合
う
と

こ
ろ
は
、
直
接
く
っ
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
透
か

し
て
接
続
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
デ
ィ
テ
ー

ル
を
考
え
る
と
き
も
、
空
間
を
考
え
る
と
き
も
同

じ
で
す
。
人
間
関
係
も
癒
着
し
た
ら
駄
目
で
し
ょ

う
。
透
明
感
が
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

森
本　

荒
木
さ
ん
も
、
事
務
所
に
い
な
が
ら
そ
う

い
う
こ
と
を
感
じ
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
か
。

荒
木　

事
務
所
に
い
る
頃
は
、
あ
ま
り
わ
か
っ

て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
建
築
環

境
研
究
所
か
ら
独
立
し
て
八
年
が
経
ち
ま
す
が
、

最
近
は
自
分
な
り
に
そ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

日
々
の
繰
り
返
し
の
中
か
ら
漢
方
薬
の
よ
う
に

じ
ん
わ
り
と
効
い
て
く
る
よ
う
な
こ
と
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

吉
村　

わ
た
し
も
坂
倉
時
代
に
は
あ
ま
り
分
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
自
分
で
や
り
だ
し

て
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

森
本　

実
測
を
続
け
た
こ
と
が
、後
に
﹁
気
付
き
﹂

に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
ら
か
じ

め
決
め
ら
れ
た
作
業
を
こ
な
す
だ
け
で
は
得
る
こ

と
の
で
き
な
い
貴
重
な
体
験
で
す
ね
。

吉
村　

決
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ﹁
気
付
き
﹂

が
あ
り
ま
す
。
私
の
事
務
所
に
標
準
デ
ィ
テ
ー
ル

が
な
い
の
も
毎
回
新
た
に
考
え
る
こ
と
で
、
新
た

な
発
見
を
促
す
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
だ
か

ら
す
ご
く
非
効
率
で
、
夜
遅
く
ま
で
か
か
っ
て
し

ま
う
ん
で
す
ね
。
設
計
の
方
針
も
そ
の
都
度
異
な

り
ま
す
。
坂
倉
さ
ん
も
西
澤
さ
ん
も
そ
う
で
し
た

が
、
担
当
者
の
計
画
が
よ
か
っ
た
ら
採
用
す
る
と

い
う
こ
と
を
建
築
家
は
よ
く
や
っ
て
い
ま
す
よ

ね
。
事
務
所
で
も
大
学
の
設
計
演
習
で
も
﹁
こ
う

し
な
さ
い
﹂
と
は
強
要
せ
ず
、
ど
う
し
た
い
の
か

を
問
い
、
出
て
き
た
答
え
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
形

で
進
め
て
い
ま
す
。

森
本　

荒
木
さ
ん
か
ら
入
所
し
た
て
の
担
当
物
件

で
、
フ
ラ
ッ
ト
ル
ー
フ
に
す
る
の
か
屋
根
を
か
け

る
の
か
ど
う
か
で
吉
村
さ
ん
と
激
し
く
や
り
あ
っ

た
と
聞
い
た
ん
で
す
が
︵
笑
︶。

吉
村　

彼
が
入
っ
た
と
き
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。
私
が
ス
ケ
ッ
チ
し
て
﹁
こ
う
い
う
ふ
う

に
し
て
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
違
う
の
を
描
い

て
く
る
ん
で
す
よ
。

荒
木　

生
意
気
な
や
つ
だ
っ
た
な
と
今
は
思
う

ん
だ
け
れ
ど
も
︵
笑
︶。
や
っ
て
い
る
人
が
き
ち

ん
と
参
加
で
き
る
と
い
う
か
、
自
分
の
こ
と
だ

と
思
っ
て
真
剣
に
や
れ
る
よ
う
な
環
境
が
あ
っ

た
と
い
う
の
は
、
す
ご
い
事
務
所
だ
な
と
今
思

う
ん
で
す
。

中
澤　

そ
れ
が
吉
村
さ
ん
の
事
務
所
か
ら
多
く

の
個
性
あ
る
建
築
家
が
輩
出
さ
れ
る
秘
訣
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
で
吉
村

さ
ん
の
建
築
に
対
す
る
思
い
な
ど
が
伝
わ
る
の

で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

伝
え
よ
う
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
毎

日
の
行
動
を
自
分
な
り
に
や
っ
て
い
る
だ
け
で
、

そ
れ
を
見
聞
き
し
た
人
た
ち
が
う
ま
く
捉
え
て

く
れ
た
り
、
自
分
と
は
違
う
と
感
じ
て
く
れ
た

り
す
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
先
程
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
説
明
で
き
な
か
っ
た
内
容
を
伝

え
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
述
べ
ま
し
た
が
、
自

分
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
は
珍
し
い

こ
と
な
ん
で
す
よ
。

中
澤　
﹃
地
模
様
と
し
て
の
建
築
﹄
の
あ
と
が
き

に
も
自
分
か
ら
進
ん
で
原
稿
を
書
い
た
こ
と
が
な

い
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

吉
村　

全
て
依
頼
さ
れ
る
か
ら
そ
の
気
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
あ
の
本
も
奈
良
女
子
大
の
教
員

選
考
の
際
、
今
ま
で
発
表
し
た
作
品
や
論
文
な
ど

の
資
料
が
必
要
と
な
り
、
整
理
し
た
の
で
良
い
機

会
だ
と
思
っ
て
本
に
ま
と
め
て
も
ら
っ
た
ん
で

す
。
自
分
で
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
た
ま
た
ま
伝

わ
っ
た
ら
い
い
し
、
伝
わ
ら
な
く
て
も
そ
れ
は
自

分
の
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
ね
。
事
務
所
を
始

め
た
の
も
た
ま
た
ま
だ
し
、
た
ま
た
ま
来
た
仕
事

に
懸
命
に
取
り
組
ん
で
き
た
だ
け
で
す
。
本
当
に

＂
た
ま
た
ま
な
人
生
＂
な
ん
で
す
よ
、
私
は
⋮
。

身
体
に
染
み
つ
く
感
覚

森
本　

本
誌
の
取
材
の
た
め
に
目
神
山
へ
は
何
度

か
訪
れ
て
い
て
、
そ
の
際
に
吉
村
さ
ん
の
﹁
十
二

番
坂
の
家
﹂︵
注
５
︶
も
道
路
か
ら
で
す
が
、
拝

見
し
ま
し
た
。
木
々
の
隙
間
か
ら
な
の
で
、
ほ
ん

の
少
し
し
か
見
え
な
か
っ
た
で
す
が
⋮
。
石
井
修

さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
吉
村
さ
ん
が
書
か
れ

た
追
悼
文
︵
注
６
︶
の
中
で
も
、
建
て
る
と
き
の

経
緯
が
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

吉
村　

石
井
先
生
と
は
そ
れ
以
前
に
話
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
が
、
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
計
画
以
降
で
す
。
自
宅

で
行
っ
た
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
に
来
て
い

た
だ
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
よ
。
石
井
先
生
が

一
九
八
七
年
に
日
本
建
築
学
会
賞
と
吉
田
五
十
八

賞
と
を
同
時
に
受
賞
さ
れ
た
と
き
の
受
賞
パ
ー

テ
ィ
ー
で
三
本
の
苗
木
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

欅
、
檜
、
月
桂
樹
。
そ
れ
ら
を
家
の
庭
に
植
え
た

ら
大
き
く
育
っ
た
の
で
、
石
井
先
生
を
お
招
き
し

て
見
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
電
車
で
持
っ
て
帰
っ

て
く
る
こ
と
の
で
き
た
小
さ
な
苗
木
が
、
今
は
三

本
共
一
〇
ｍ
く
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

森
本　

目
神
山
の
十
二
番
坂
に
住
宅
を
建
て
る
と

い
う
の
は
、
少
し
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
た
か
？

吉
村　

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、覚
悟
は
必
要
で
し
た
ね
。施
主
が
良
い
方
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
家
の
施
主
は
﹁
美
し

い
こ
と
も
機
能
の
一
つ
だ
﹂
と
言
っ
た
り
す
る
す

ご
い
人
で
、
私
も
か
な
り
影
響
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
初
石
井
先
生
に
設
計
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
が
タ

イ
ミ
ン
グ
が
合
わ
ず
、
私
と
計
画
を
進
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
傾
斜
地
な
の
で
す
が
、
平
ら
に

造
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
を
通
り
が
か
り
に

目
撃
し
、
そ
れ
で
は
こ
の
美
し
い
環
境
が
破
壊
さ

れ
駄
目
に
な
る
と
、
造
成
を
中
止
さ
せ
そ
の
ま
ま

の
状
態
で
購
入
さ
れ
た
の
で
す
。
傾
斜
に
沿
っ
て

周
囲
の
景
観
に
合
う
家
を
要
望
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
住
宅
の
内
部
は
個
人
の
も
の
だ
け
れ
ど
、
外

部
は
み
ん
な
の
も
の
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に

思
っ
て
い
る
人
な
の
で
す
。

森
本　

施
主
の
意
向
に
応
え
つ
つ
、
先
生
が
よ
く

言
わ
れ
て
い
る
﹁
ほ
ん
も
の
の
建
築
﹂
や
﹁
質
素

な
中
に
も
豊
か
な
空
間
﹂
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

吉
村　

豪
華
な
も
の
は
あ
ま
り
好
ま
な
い
の
で

ね
。
素
材
や
デ
ィ
テ
ー
ル
そ
の
も
の
よ
り
も
、
自

然
と
人
間
と
の
関
係
が
う
ま
く
建
築
に
表
現
で
き

れ
ば
い
い
な
と
思
う
ん
で
す
。自
然
と
い
う
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
質
素
な
も
の
で
す
よ
ね
。
素
材
で
言

う
と
、
木
や
土
、
紙
は
普
通
に
使
用
す
れ
ば
そ
れ

な
り
質
素
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
同
じ
自
然
素
材

で
も
石
は
豪
華
に
見
え
る
と
き
と
そ
う
で
な
い
と

き
が
あ
り
、
使
い
方
が
難
し
い
で
す
ね
。

森
本　

そ
の
感
覚
は
、
京
都
で
育
っ
た
こ
と
や
仕

事
を
通
じ
て
出
て
き
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

京
都
と
直
接
関
係
あ
る
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
一
人
の
人
間
が
育
っ
た
環
境
と
い
う
の
は

大
き
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
意
識
し
て
い
な
く
て

も
、
そ
う
い
う
血
が
流
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。

例
え
ば
建
築
雑
誌
な
ど
で
は
、
日
本
人
が
設
計
し

た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
、
見
た
瞬
間
に

た
い
て
い
分
か
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、

そ
う
い
う
の
は
意
識
し
な
く
て
も
出
る
し
、
意
識

す
れ
ば
も
っ
と
出
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

森
本　

そ
の
結
果
、
形
と
し
て
出
て
き
た
も
の
が

見
方
に
よ
っ
て
は
﹁
和
﹂
や
京
都
的
な
も
の
と
し

て
受
け
取
ら
れ
る
。
意
図
的
に
で
は
な
く
、
身
体

上段：吉村篤一著「地模様として
の建築」
中段：12番坂の家（吉村篤一設
計／1984年）
下段：下京の町家（吉村篤一設計
／1978年）

（注5）12番坂の家「新建築住宅
特集1985年春号」新建築社
（注6）緑に取り憑かれた孤高の
建築家 「新建築住宅特集2007年
11月号」新建築社

上段：大徳寺・孤篷庵実測図（西
澤文隆作／西澤文隆「実測図」集
より）
中段：松ヶ崎の家（吉村篤一設計
／1975年）
下段：西澤文隆著「建築NOTE西
澤文隆 伝統の合理主義」

（注2）松ヶ崎の家「都市住宅
1976年8月号」鹿島出版会
（注3）西澤文隆著「建築NOTE
西澤文隆 伝統の合理主義」丸善
1981年
（注4）第102回アーキテクツサ
ロン建築家の系譜シリーズ第四弾
「透かすこと－癒着しないこと
－」
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に
染
み
付
い
た
も
の
が
形
に
表
れ
て
く
る
と
い
う

感
じ
な
の
で
す
ね
。

吉
村　

全
く
そ
う
だ
と
言
っ
た
ら
、
少
し
ウ
ソ
に

な
る
か
な
。
意
図
的
に
﹁
和
﹂
と
は
距
離
を
持
た

せ
た
も
の
を
計
画
し
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
ね
。
例

え
ば
、
場
所
や
施
主
の
希
望
か
ら
導
い
た
計
画

で
、
四
角
い
家
に
し
た
こ
と
も
あ
る
。
で
も
、
人

生
の
最
後
は
、
地
に
根
差
し
た
も
の
を
造
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。最
近
設
計
し
た﹁
伯
翠
荘
﹂︵
注

７
︶
で
は
、
敷
地
が
お
寺
の
周
辺
で
規
制
が
厳
し

く
、日
本
瓦
葺
し
か
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

和
風
に
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
別
に
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
自
然
に
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
し
か

し
、内
部
は
和
室
以
外
は
和
風
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
家
に
学
ぶ

吉
村　

先
ほ
ど
京
都
育
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
言

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
純
粋
な
京
都
人
と
は

違
う
ん
で
す
。
洛
中
の
人
間
か
ら
み
た
ら
、
松
ヶ

崎
は
洛
外
で
、
昭
和
６
年
ま
で
は
松
ヶ
崎
村
で
し

た
か
ら
ね
。
い
わ
ゆ
る
京
都
の
ま
ち
な
か
の
人
と

は
性
格
も
違
う
と
思
い
ま
す
。
松
ヶ
崎
に
育
ち
、

大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
外
に
で
な
か
っ

た
か
ら
、
祇
園
祭
で
さ
え
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た

し
、
町
家
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
ね
。

森
本　

で
は
、
町
家
に
つ
い
て
い
つ
学
ば
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
何
か
の
影
響
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

町
家
に
つ
い
て
は
、
家
内
の
実
家
も
含
め

て
頻
繁
に
訪
れ
た
訳
で
は
な
く
、﹁
下
京
の
町
家
﹂

︵
注
８
︶
の
改
修
の
際
に
初
め
て
内
部
を
詳
細
に

見
ま
し
た
。
家
内
の
実
家
の
近
所
で
知
り
合
い

だ
っ
た
縁
で
、
仕
事
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
家

内
の
関
係
か
ら
来
る
仕
事
も
多
い
で
す
よ
。

森
本　

私
も
嫁
さ
ん
に
頑
張
っ
て
も
ら
わ
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
ね
︵
笑
︶。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
家
は

も
と
も
と
の
町
家
を
生
か
し
た
設
計
を
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
施
主
の
要
望
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
村　

そ
う
で
す
。
施
主
は
、
当
時
新
婚
で
三
〇

歳
く
ら
い
。
こ
の
町
家
に
若
夫
婦
と
母
親
と
、
ま

だ
独
身
の
弟
さ
ん
と
で
住
ま
な
い
と
い
け
な
い
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。
し
ば
ら
く
は
そ
の
ま
ま
の

状
態
で
住
ん
で
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
や
は
り

住
み
に
く
い
こ
と
と
、
車
庫
が
必
要
な
の
で
改
修

し
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
道
路
側
の
格
子
を
出

来
る
限
り
残
し
、
車
庫
に
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
付
け

た
く
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
格
子
を
用

い
た
引
き
戸
を
造
り
、
要
望
に
応
え
つ
つ
町
並
み

に
も
配
慮
し
ま
し
た
。
こ
の
仕
事
を
西
澤
さ
ん
か

ら
評
価
し
て
も
ら
っ
た
の
が
嬉
し
か
っ
た
で
す

ね
。
も
う
今
か
ら
三
五
年
ほ
ど
前
の
話
で
す
が
。

森
本　

町
家
の
改
修
で
は﹁
大
龍
堂
書
店
﹂︵
注
９
︶

も
手
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
建
築
の
専
門
書
店

で
、
私
も
京
都
で
建
築
を
学
び
ま
し
た
が
、
学
生

に
と
っ
て
の
情
報
発
信
基
地
で
し
た
。

吉
村　

改
修
前
は
表
層
に
パ
ラ
ペ
ッ
ト
が
設
け
ら

れ
、
い
わ
ゆ
る
看
板
建
築
で
し
た
が
、
そ
れ
を
取

り
払
う
こ
と
で
、
元
の
町
家
が
も
っ
て
い
る
屋
根

形
状
に
戻
し
ま
し
た
。
両
隣
も
町
家
が
残
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

の
で
す
。

森
本　

こ
の
作
品
と
﹁
松
ヶ
崎
の
家
﹂
と
﹁
十
二

番
坂
の
家
﹂
は
、
日
本
建
築
家
協
会
の
二
十
五
年

賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
二
十
五
年
経
っ
て

の
評
価
と
い
う
の
は
、
ま
た
違
っ
た
意
味
で
認
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

吉
村　

そ
の
こ
と
と
は
直
接
関
係
な
い
で
す
が
、

時
間
が
経
過
し
て
か
ら
設
計
し
た
建
築
を
改
め
て

見
る
と
、
そ
れ
に
耐
え
う
る
魅
力
を
備
え
て
い
る

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
魅
力
を
備
え
た
建
築
が
必
ず
し
も
残
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
先
日
も
二
十
年
ほ
ど
前
に
設
計

し
た
住
宅
︵
注
10
︶
が
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。
比

較
的
良
く
で
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
非

常
に
残
念
で
す
。

都
市
へ
の
興
味
（
京
都
、
海
外
の
集
落
）

森
本　
﹃
地
模
様
と
し
て
の
建
築
﹄
で
は
、
海
外

の
集
落
か
ら
京
都
の
ま
ち
な
み
を
言
及
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
集
落
に
興
味
を
持
た
れ
た
き
っ
か
け
は

何
か
あ
り
ま
す
か
？

吉
村　

集
落
と
い
う
か
、
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
建

築
に
興
味
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
土
地
で
し
か
で

き
な
い
建
築
で
す
。
そ
の
土
地
の
風
土
と
か
、
宗

教
と
か
、
慣
習
と
か
、
生
活
の
仕
方
と
か
、
い
ろ

い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
礎
と

な
っ
て
出
来
た
建
築
と
い
う
の
が
、
や
は
り
本
物

の
建
築
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
我
々
建
築
家
は
、
幾

何
学
的
な
図
面
ば
か
り
描
い
て
い
ま
す
が
、
土
地

に
根
差
し
た
建
築
や
都
市
の
形
が
あ
る
と
思
い
ま

し
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
出
発
し
て
現
代
建

築
を
考
え
る
の
が
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
今
度
の
震
災
で
そ
の
復

興
が
な
か
な
か
進
み
ま
せ
ん
が
、言
え
る
こ
と
は
、

他
の
地
域
の
建
築
家
が
従
来
の
都
市
計
画
的
な
見

地
か
ら
提
案
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
の
こ

と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
地
元
の
建
築
家
と
土
地

の
人
た
ち
と
で
や
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

荒
木　

建
築
環
境
研
究
所
の
在
籍
当
時
は
、
現
代

建
築
ば
か
り
に
興
味
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
今
で
は
時
間
を
経
た
集
落
や
土
地
に
根
ざ

し
た
建
築
に
魅
力
を
感
じ
て
お
り
、
も
と
も
と
興

味
を
抱
い
て
い
た
建
築
に
対
し
て
は
あ
ま
り
魅
力

を
感
じ
ま
せ
ん
。

吉
村　

影
響
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

荒
木　

も
ち
ろ
ん
で
す
。﹁
古
く
か
ら
の
集
落
や

建
物
は
一
度
壊
し
て
し
ま
う
と
、
二
度
と
同
じ

も
の
を
造
れ
な
い
。
真
似
は
で
き
て
も
、
時
代

背
景
や
深
い
と
こ
ろ
ま
で
全
く
同
じ
も
の
は
造

れ
な
い
。
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
が
多
す
ぎ
る
﹂

と
よ
く
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
心
の
中
に
残
っ

て
い
ま
す
。

京
都
会
館
保
存
運
動

河
野　
﹁
京
都
会
館
﹂︵
前
川
國
男
設
計
／

一
九
六
〇
年
︶の
第
一
ホ
ー
ル
建
替
え
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
か
？

吉
村　

京
都
会
館
再
整
備
基
本
計
画
が
、
第
一

ホ
ー
ル
を
全
部
取
り
壊
し
て
新
し
く
建
て
替
え
る

こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
要
求
内
容
が
過
剰
な

ん
で
す
。
オ
ペ
ラ
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
か
、

二
千
人
は
収
容
す
る
よ
う
に
と
か
⋮
。
そ
れ
ら
す

べ
て
を
計
画
内
容
に
取
り
込
む
と
、
今
ま
で
と
全

然
違
う
空
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
よ
く
な

い
と
い
う
こ
と
で
京
都
市
へ
要
望
書
を
提
出
し
た

り
、
賛
同
署
名
を
集
め
た
り
す
る
運
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
二
回
や
り
ま
し
た
。

河
野　

賛
同
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
署
名
運
動
な
ど
の
盛

り
上
が
り
に
対
し
て
、
今
後
の
展
開
は
ど
う
な
ん

で
す
か
？

吉
村　

先
日
、
行
わ
れ
た
京
都
市
長
選
挙
で
、
保

存
賛
成
派
の
候
補
者
が
落
選
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
保
存
は
、
厳
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

森
本　

坂
倉
準
三
が
設
計
し
た
建
築
で
保
存
運
動

と
い
え
ば
、﹁
伊
賀
市
庁
舎
︵
旧
上
野
市
庁
舎
︶﹂

︵
一
九
六
四
年
︶
が
あ
り
ま
す
。
建
築
史
家
や
坂

倉
関
係
の
方
々
が
集
ま
っ
て
地
元
で
保
存
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
何
回
か
行
っ
た
よ
う
で
す
が
、
残
念
な

が
ら
す
べ
て
取
り
壊
し
た
上
で
新
し
い
庁
舎
を
建

設
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
建
物
は

全
体
で
城
下
町
に
融
け
込
ま
せ
る
よ
う
に
設
計
し

て
い
ま
す
か
ら
、
残
念
で
す
。
保
存
運
動
は
、
建

築
関
係
の
人
間
は
そ
の
価
値
を
訴
え
ま
す
が
、
一

般
の
市
民
に
広
が
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

吉
村　

確
か
に
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。
伊
賀
市
庁

舎
は
残
念
で
す
ね
。
何
と
か
な
ら
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。﹁
京
都
会
館
﹂
の
場
合
も
一
般
市
民
は
ほ

と
ん
ど
無
関
心
で
、
今
回
の
計
画
で
良
く
な
る
ん

だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
で
す
が
、
実
は
そ
の

逆
な
ん
で
す
け
ど
ね
。

建
築
家
博
物
館

森
本　

西
澤
さ
ん
の
実
測
図
の
原
図
が
東
京
大
学

に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
、
関
西
で
博
物
館
的

な
も
の
を
つ
く
れ
ば
よ
い
と
﹃
地
模
様
と
し
て
の

建
築
﹄
で
、
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

吉
村　

建
築
家
博
物
館
で
す
ね
。
他
に
も
前
川
國

男
博
物
館
や
坂
倉
準
三
博
物
館
な
ど
が
あ
れ
ば
い

い
の
で
す
が
⋮
。
日
本
で
は
一
人
の
建
築
家
の
た

め
の
博
物
館
と
い
う
の
は
難
し
そ
う
で
す
か
ら
、

地
域
ご
と
に
そ
の
土
地
に
ゆ
か
り
の
あ
る
建
築
家

数
名
の
博
物
館
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
近
畿
地
方
で
あ
れ
ば
、
渡
辺

節
、
村
野
藤
吾
、
西
澤
文
隆
、
彦
谷
邦
一
な
ど
と

い
っ
た
人
達
の
こ
と
が
そ
こ
に
行
け
ば
よ
く
わ
か

る
と
い
う
具
合
に
。
も
っ
と
他
に
も
お
ら
れ
る
で

し
ょ
う
が
⋮
。
海
外
に
は
、
ア
ア
ル
ト
博
物
館
の

よ
う
に
、
建
築
家
の
博
物
館
が
あ
る
こ
と
に
驚
き

ま
し
た
。

森
本　

建
築
家
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
る
西
欧

と
は
違
い
、
日
本
で
は
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

吉
村　

だ
か
ら
、﹁
伊
賀
市
庁
舎
﹂
の
場
合
で
も
、

一
般
の
人
は
坂
倉
準
三
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い

か
ら
、
関
心
も
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
も
し
、
建

築
家
博
物
館
が
あ
れ
ば
、
一
般
の
人
が
建
築
家
を

知
る
こ
と
が
で
き
、
建
物
へ
の
愛
着
も
生
ま
れ
る

と
思
う
の
で
す
。

荒
木　

丹
下
健
三
さ
ん
の
﹁
代
々
木
体
育
館
﹂

︵
一
九
六
四
年
︶
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
図
面
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
寄
託
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
浮
世
絵
と
一
緒
で
、
日
本
で
き

ち
ん
と
確
保
し
て
い
な
い
と
、
多
く
の
価
値
の
あ

る
も
の
が
海
外
へ
流
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。た
だ
、

今
治
の
伊
東
豊
雄
さ
ん
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
よ
う

な
動
き
も
出
て
き
て
い
る
の
で
、
今
後
に
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

森
本　

古
い
も
の
は
一
度
取
り
壊
さ
れ
る
と
、
同

じ
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
多
々

あ
り
ま
す
。
京
都
会
館
の
タ
イ
ル
も
、
同
じ
も
の

が
張
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
し

ね
。
似
た
よ
う
な
も
の
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
完
全
に
同
じ
で
は
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

吉
村　

そ
の
話
は
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
︵
真
実

性
︶
の
問
題
で
す
ね
。
先
日
に
京
都
工
芸
繊
維
大

学
で
行
わ
れ
た
建
築
の
保
存
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
︵
注
11
︶
で
、
例
え
ば
建
物
に
使
わ
れ
て

い
る
ガ
ラ
ス
を
修
繕
す
る
際
、
そ
の
当
時
の
ガ
ラ

ス
を
再
現
し
な
い
と
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
は
な

い
が
、
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
と
き
に
ど
う
す
る

か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

森
本　

残
す
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の

上
で
の
話
で
す
ね
。

吉
村　

そ
う
そ
う
。
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
﹁
サ

ヴ
ォ
ア
邸
﹂︵
一
九
三
一
年
︶
で
も
ガ
ラ
ス
の
問

題
は
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。
材
料
自
身
が
当
時
の

も
の
は
も
う
無
い
の
で
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
近
づ

け
る
か
が
問
題
だ
と
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
に
リ
ー

ト
フ
ェ
ル
ト
が
設
計
し
た
穴
開
き
ブ
ロ
ッ
ク
と
木

造
の
軽
い
形
態
の
建
物
︵
注
12
︶
が
あ
る
ん
で

す
が
、
二
回
再
築
し
て
い
る
ら
し
い
ね
。
そ
の
と

き
に
、
時
代
が
違
う
か
ら
ど
ん
ど
ん
材
料
が
無
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
ど
こ
ま
で
オ
ー
セ

ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
保
つ
か
と
か
、
そ
も
そ
も
周
り

の
環
境
が
違
う
の
に
ど
う
す
る
ん
だ
と
か
と
い
っ

た
議
論
が
あ
り
、
や
っ
と
今
三
回
目
の
保
存
が
で

き
て
、﹁
こ
れ
は
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
が
あ
る

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
﹂
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る

ら
し
い
で
す
。
移
築
時
に
は
周
り
の
環
境
も
考
え

て
場
所
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
く
ら
い
慎
重

に
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
現

在
の
わ
が
国
の
状
況
と
比
べ
る
と
雲
泥
の
差
が
あ

り
ま
す
ね
。

つ
な
が
る
機
会

荒
木　

今
日
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
願
い
す
る
に

あ
た
っ
て
、
吉
村
さ
ん
が
設
計
を
手
が
け
た
京
都

祇
園
の
料
理
屋
﹁
祇
園
櫻
川
﹂
で
行
っ
て
は
ど
う

か
と
提
案
し
て
み
ま
し
た
。
設
計
の
き
っ
か
け
は

ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
村　

オ
ー
ナ
ー
と
知
り
合
い
の
東
京
の
建
築
関

上段：京都会館（前川國男設計／
1960年）
中段：伊賀市庁舎（坂倉準三建築
研究所設計／1964年）
下段：祇園櫻川（吉村篤一設計／
2006年）
写真提供
中段：坂倉建築研究所

（注11）2012年2月4日（土）国
際シンポジウム「建築保存の現実
と未来—モダニズム建築をいかに
継承するか—」主催：京都工芸繊
維大学大学院
（注12）クレラー・ミューラー
美術館彫刻庭園パビリオン（オラ
ンダ・ヘルダーラント州エーデ）

上段：大龍堂書店（吉村篤一設計
／1982年）
中段：御陵の家Ⅱ（吉村篤一設計
／1988年）
下段：モロッコ・フェズ旧市街
（吉村篤一撮影）

（注7）伯翠荘 本紙及び14ペー
ジ「新建築住宅特集2012年4月
号」新建築社
（注8）下京の町家「建築文化
1979年10月号」彰国社
（ 注 9 ） 大 龍 堂 書 店 「 新 建 築
1983年3月号」新建築社
（注10）御陵の家Ⅱ「新建築住
宅特集1990年4月号」
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係
の
方
が
、
わ
た
し
に
設
計
を
依
頼
し
て
は
ど
う

か
と
進
言
し
て
く
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
を
ま
る
ご
と
日
本
料
理
店
に
改
修

す
る
内
容
を
聞
き
、﹁
そ
れ
は
大
変
面
白
い
仕
事

で
す
ね
﹂
と
携
わ
ら
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
始
ま

り
で
す
。

荒
木　

以
前
か
ら
こ
う
い
っ
た
料
理
屋
の
仕
事
を

や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
よ
ね
。

吉
村　

言
っ
て
い
た
か
な
︵
笑
︶。
料
理
屋
さ
ん

は
一
回
や
っ
て
み
た
い
な
と
い
う
の
は
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
ほ
か
に
も
専
門
家
か
ら
の
紹
介
か
ら
仕

事
に
つ
な
が
る
機
会
が
多
い
ん
で
す
よ
。

荒
木　

私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
京
都
の
画

家
・
堂
本
印
象
さ
ん
の
甥
で
、
同
じ
く
画
家
の
堂

本
尚
郎
さ
ん
の
ア
ト
リ
エ
の
設
計
を
、
槇
文
彦
さ

ん
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま

し
た
よ
ね
。

吉
村　

確
か
に
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
以
前
に
、

﹁
京
都
国
立
近
代
美
術
館
﹂︵
一
九
八
六
年
︶
の
工

事
監
理
に
京
都
に
来
ら
れ
た
際
に
、
大
龍
堂
の
社

長
と
一
緒
に
や
っ
て
い
た
﹃
京
都
建
築
フ
ォ
ー
ラ

ム
﹄
の
主
催
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

そ
の
時
の
懇
親
会
で
あ
い
さ
つ
さ
せ
て
も
ら
っ
た

程
度
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
一
年
く
ら
い

た
っ
た
あ
る
日
、
事
務
所
の
電
話
を
取
っ
た
所
員

が
、﹁
槇
さ
ん
か
ら
電
話
で
す
﹂
っ
て
。
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。
も
う
四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
で
す
が
。

森
本　

槇
先
生
か
ら
の
電
話
な
ん
て
、
そ
う
な
い

で
す
か
ら
ね
︵
笑
︶。

吉
村　

堂
本
さ
ん
と
槇
さ
ん
と
は
非
常
に
仲
が
い

い
ら
し
く
て
、原
︵
広
司
︶
さ
ん
や
伊
東
︵
豊
雄
︶

さ
ん
た
ち
４
人
で
よ
く
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
す
る
と
い

う
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
。
先
日
、

京
都
会
館
の
改
修
問
題
で
、
ま
た
講
演
を
し
て
も

ら
っ
た
時
に
そ
の
話
を
し
た
の
で
す
が
、
覚
え
て

お
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

森
本　

ま
だ
ま
だ
そ
の
よ
う
な
お
話
も
伺
い
た
い

の
で
す
が
時
間
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
は
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま

す
。貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

自
然
体
の
原
点

　
﹁
祇
園
櫻
川
﹂
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
、
吉
村

氏
よ
り
﹁
こ
れ
か
ら
近
く
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
行
き

た
い
の
で
す
が
、
一
緒
に
ど
う
で
す
か
﹂
と
誘
い

を
う
け
る
。
そ
こ
は
祇
園
に
あ
る
町
家
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
。
若
い
作
家
の
個
展
が
開
か
れ
て
い
た
。
氏

に
よ
る
と
、
京
都
に
一
〇
軒
程
度
の
行
き
つ
け
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
あ
る
と
か
。
な
じ
み
の
オ
ー
ナ
ー
、

作
家
と
の
会
話
を
自
然
に
楽
し
ん
で
お
ら
れ
た
。

何
か
を
伝
え
る
と
い
う
気
負
い
は
な
い
。
私
た
ち

も
思
い
思
い
に
作
品
を
楽
し
ん
だ
。
そ
ん
な
氏
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
通
い
が
高
じ
て
、﹁
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
を
し
て
は
ど
う
か
﹂
と
勧
め
ら
れ
、
開
催
し
た

こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
辺
り
、
や
は
り
自
然

体
だ
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
後
に
し
、
吉
村
氏
の
事
務
所
に

お
邪
魔
す
る
こ
と
に
。
タ
ク
シ
ー
で
移
動
中
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
続
き
を
す
る
か
の
よ
う
に
穏
や

か
に
話
が
進
む
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
ブ
ラ
ジ
ル
に

旅
行
し
た
話
を
き
っ
か
け
に
氏
の
論
調
は
一
変
す

る
。
オ
ス
カ
ー
・
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
が
携
わ
っ
た
ブ

ラ
ジ
リ
ア
の
街
を
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
な
ど
印

象
を
語
り
な
が
ら
、
一
度
街
の
景
観
を
壊
し
た
ら

元
に
は
戻
ら
な
い
と
力
を
込
め
た
言
葉
が
車
内
に

響
く
。
意
外
だ
っ
た
。﹁
古
い
建
物
に
は
、
手
の

あ
と
が
残
っ
て
お
り
、
人
が
直
接
つ
く
っ
た
痕
跡

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
一
度
壊
し

た
ら
、
経
済
、
職
人
確
保
の
面
で
今
で
は
な
か
な

か
つ
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
在
残
っ
て
い

る
古
い
も
の
を
壊
し
た
ら
ダ
メ
な
ん
で
す
、
残
さ

な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
。﹂
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
会

場
で
の
冷
静
な
言
葉
で
は
な
く
、
京
都
の
街
を
走

る
中
、
都
市
環
境
へ
の
想
い
が
噴
出
し
た
瞬
間

だ
っ
た
。
車
は
烏
丸
通
を
北
上
し
、
御
所
が
み
え

て
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
事
務
所
に
到
着
し
、﹃
日
本
の
建
築

と
庭　

西
澤
文
隆
実
測
図
集
﹄
を
見
せ
て
頂
く
こ

と
に
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
、
西
澤
文
隆
と

の
測
量
の
逸
話
を
楽
し
そ
う
に
語
っ
て
い
る
の
を

み
て
氏
の
原
点
を
み
た
感
じ
が
し
た
。
特
に
印
象

深
か
っ
た
の
は
﹁
京
都
・
龍
安
寺
﹂
の
断
面
測
量

図
。﹁
西
澤
さ
ん
は
、
石
庭
だ
け
で
な
く
そ
の
奥

に
広
が
る
地
形
断
面
を
理
解
し
て
い
な
い
と
だ
め

だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
よ
﹂
と
、
建
物
と

石
庭
だ
け
の
関
係
で
は
な
く
、
裏
山
か
ら
敷
地
を

超
え
て
奥
に
広
が
る
池
と
の
関
係
性
が
描
か
れ
た

断
面
図
を
説
明
し
て
頂
い
た
。
同
じ
よ
う
に
﹁
京

都
・
高
山
寺
﹂
の
断
面
測
量
図
で
も
、
建
物
以
外

の
谷
や
山
な
ど
地
形
に
力
点
を
お
い
て
描
か
れ
て

い
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
自
然
の
地
形
を
理
解
し
全

体
と
し
て
計
画
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
よ
う

と
い
う
強
い
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
今
か
ら
思
え

ば
、
吉
村
氏
が
そ
の
西
澤
文
隆
の
姿
勢
、
理
念
を

さ
も
自
然
に
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
よ
う
と
し
て

い
た
時
間
だ
っ
た
と
気
づ
く
。

　

思
い
返
せ
ば
四
年
前
に
氏
の
ご
厚
意
で
自
邸

﹁
松
ヶ
崎
の
家
﹂
を
大
阪
府
建
築
士
会
青
年
分
科

会
の
有
志
メ
ン
バ
ー
で
見
学
さ
せ
て
頂
く
機
会
が

あ
っ
た
。住
宅
と
い
う
単
体
の
建
築
だ
け
で
な
く
、

自
邸
を
通
し
て
の
環
境
づ
く
り
を
常
に
意
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
お
聞
き
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

こ
の
﹁
松
ヶ
崎
の
家
﹂
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
外
壁

は
、
偶
然
工
事
中
に
基
礎
型
枠
を
み
て
﹁
使
っ
て

み
よ
う
﹂
と
思
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
れ
も
自
然
体

だ
と
氏
は
笑
う
が
、﹁
も
の
﹂
を
見
分
け
る
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
確
か
な
眼
差
し
が
な
け
れ
ば
成
り
立

た
な
い
だ
ろ
う
。
測
量
や
集
落
・
都
市
を
歩
く
こ

と
な
ど
を
通
し
て
身
体
に
し
み
込
ん
だ
も
の
が
、

吉
村
氏
の
目
利
き
に
よ
っ
て
建
築
・
環
境
づ
く
り

に
現
れ
て
く
る
の
が
わ
か
る
。
古
い
も
の
を
残
し

て
い
く
こ
と
と
新
し
い
も
の
を
つ
く
る
こ
と
⋮
。

建
築
を
含
め
た
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
意
識
が
、

時
間
に
耐
え
う
る
価
値
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

信
念
が
感
じ
ら
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
だ
っ
た
。

配置図　Ｓ＝1:200

広間
厨房

玄関

和室

庭

物置

玄関

台所 食堂
家族室

駐車場

中の間

座敷

４畳半

庭

松ヶ崎の家Ⅰ

生家

紅茶館

テラス

旧松ヶ崎街道

北山通り

「松ヶ崎の家」を北側（旧街道側）より見る

松ヶ崎の家－緩やかな時間の中での穏やかな環境づくり

この敷地にある 3つの建物は計画的に建てられたものではなく、生家は

81年前、松ヶ崎の家は 37年前、紅茶館は 17年前に、それぞれ時代の要

請によって逐次建てられたものであり、与えられた条件に即し融通無碍に

つくられた結果、現在のような環境が形成されてきたものである。それぞ

れ既存のものの価値を認めながらそれに影響されることもなく、かといっ

て無視しているわけでもなく、一つのまとまった空間構成が出来上がった

といえる。

今ではメタセコイアが 20メートルに達し、以前からあった桜やその他の

実生の木々が鬱蒼と茂り、3つの建物はお互いに他を意識せずに過ごせる

ほど緑が濃くなっている。コンクリート打放しの壁は蔦に覆われ、夏は緑

の固まりになってしまう。庇にはべったりとコケがはりつき、梅雨時など

はツタとコケで緑の庇となる。夏は木陰ができて、というよりはほとんど

日が差さないので、クーラーは必要ない。しかし秋が終わると落ち葉で樋

がつまり掃除が大変である。年に 2～ 3度は屋上に上がり蔦の刈り取りを

しなければならない。というように緑の面倒を見るのは大変であるが、こ

れも運動の一環として愉しくやっていこうと思っている。いつまで続ける

ことができるのやら。( 吉村篤一 )

＊

＊ ＊

図中の「＊」がついた樹木は、石井修氏の学会賞受賞
パーティーの記念品として吉村氏がもらったもの。

上段：衣笠のアトリエ（吉村篤一
設計／1988年）
下段：建築環境研究所にて

この頁中段・下段撮影：田籠哲也
特記なき写真：建築環境研究所提供
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天
災
と
建
築

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
す
で
に
一
年
を
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
が
、そ
の
復
興
は
ま
だ
先
が
見
え
ず
、

未
だ
に
が
れ
き
の
山
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ

の
処
理
に
つ
い
て
の
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。1995.1.17

か
ら2011.3.11

と
い

う
わ
ず
か
十
六
年
の
あ
い
だ
に
、
百
年
に
一
度

起
こ
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
未
曾
有
の
大

地
震
に
二
度
も
遭
遇
す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常

に
稀
な
ケ
ー
ス
な
の
だ
ろ
う
。

　

と
い
っ
て
も
私
は
二
度
と
も
幸
運
に
も
直
接

被
害
を
受
け
ず
、
ま
た
親
類
縁
者
に
も
ほ
と
ん

ど
影
響
は
な
か
っ
た
。
そ
の
つ
ら
さ
を
直
接
身

に
し
み
て
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

い
い
か
げ
ん
な
こ
と
は
言
え
な
い
と
思
っ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
地
震
と
い
う
の
は
地
球
の
営
み
で

あ
り
、
地
震
地
帯
で
は
い
つ
ど
こ
で
起
こ
る

か
は
ほ
と
ん
ど
予
測
が
つ
か
な
い
の
で
、
常
に

そ
の
覚
悟
を
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ

う
。
恐
ら
く
今
の
日
本
で
は
次
は
し
ば
ら
く
来

な
い
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
こ
の
次
は
東
海
地
方

か
も
し
れ
な
い
が
そ
ん
な
に
近
い
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
。
二

度
の
大
地
震
の
教
訓
を
生
か
せ
る
よ
う
に
対
策

を
講
じ
て
い
る
人
は
ど
れ
だ
け
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

私
た
ち
の
周
り
で
は
特
に
そ
う
い
っ
た
話
は

あ
ま
り
聞
か
な
い
し
、
今
度
は
京
都
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
も
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
対
策

を
き
ち
ん
と
し
て
い
る
人
が
い
る
と
は
思
え
な

い
。
京
都
は
こ
こ
百
年
以
上
大
地
震
に
は
遭
っ

て
い
な
い
の
で
、
一
年
以
内
に
来
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
本
当
に
い
ま
京
都
に
今
回
と
同
程
度
の

大
地
震
が
来
れ
ば
、
今
残
っ
て
い
る
町
家
の
ほ

と
ん
ど
は
倒
壊
す
る
だ
ろ
う
し
、
世
界
遺
産
の

神
社
仏
閣
も
相
当
な
被
害
を
受
け
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
た
め
の
対
策
を
し

て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
、
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
と
高
を
く
く
っ
て
い
る
と
し

か
思
え
な
い
が
、そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

名
建
築
の
解
体

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
地
震
や
台
風
な

ど
い
わ
ゆ
る
人
災
で
は
な
く
天
災
に
よ
っ
て
建

物
が
壊
れ
る
の
は
致
し
方
な
い
に
し
て
も
、
名

建
築
と
し
て
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
先
も
残
っ

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
建
築
が
、
人
の
手
に

よ
っ
て
壊
さ
れ
、
そ
の
後
に
で
き
た
も
の
の
ほ

と
ん
ど
が
大
し
て
価
値
が
あ
る
と
は
思
え
な
い

建
築
で
あ
る
と
い
う
構
図
が
ど
う
し
て
も
納
得

で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
我
慢
で
き
な
い
。

　

国
宝
と
か
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

も
の
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
以
外

に
残
す
べ
き
価
値
あ
る
重
要
な
建
築
が
山
ほ
ど

あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
単
に
経
済
的
な
理
由

や
所
有
者
の
エ
ゴ
的
な
こ
と
、
あ
る
い
は
相
続

問
題
な
ど
の
理
由
で
、
価
値
あ
る
近
代
建
築
・

現
代
建
築
が
惜
し
げ
も
な
く
壊
さ
れ
る
こ
と

に
対
し
て
や
り
切
れ
な
い
思
い
が
あ
る
の
と
同

時
に
憤
り
を
覚
え
て
し
ま
う
。
国
宝
や
重
文
に

指
定
さ
れ
る
に
は
築
後
あ
る
年
数
を
経
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
あ
る
ら
し
い

が
、
公
共
建
築
で
さ
え
重
要
文
化
財
に
す
る
に

は
時
間
が
か
か
る
と
い
う
。

　

最
近
は
も
う
身
の
回
り
で
公
共
建
築
や
、
民

間
で
も
公
共
的
な
建
築
の
解
体
問
題
で
喧
し
い

限
り
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
多
く
の

価
値
あ
る
建
築
が
簡
単
に
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
か
。
そ
う
い
う
建
築
は
必
ず
反
対
運
動
が

起
こ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
体
一
〇

件
の
う
ち
九
件
ま
で
は
、
運
動
の
甲
斐
な
く
解

体
さ
れ
て
、
そ
の
後
に
で
き
た
建
築
を
見
る
と

前
の
方
が
よ
か
っ
た
、
あ
る
い
は
以
前
の
建
築

を
保
存
し
な
が
ら
新
し
い
も
の
を
建
て
る
こ
と

も
で
き
た
、と
思
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

既
に
惜
し
ま
れ
て
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も

の
の
例
を
あ
げ
る
と
、心
斎
橋
そ
ご
う
百
貨
店
、

ダ
イ
ビ
ル
本
館
、
新
ダ
イ
ビ
ル
、
旧
三
井
銀
行

京
都
支
店
、
旧
三
菱
銀
行
京
都
支
店
、
旧
住
友

銀
行
京
都
支
店
、
そ
し
て
出
光
迎
賓
館
で
あ
る

松
寿
荘
、
親
和
銀
行
東
京
支
店
、
学
習
院
大
学

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
校
舎
、
歌
舞
伎
座
、
木
造
住
宅
の

指
月
亭
、
虚
伯
庵
、
比
燕
荘
な
ど
な
ど
。
ま
た
、

解
体
さ
れ
る
予
定
の
も
の
は
、伊
賀
市
庁
舎︵
旧

上
野
市
庁
舎
︶、
大
阪
中
央
郵
便
局
、
大
阪
精

華
小
学
校
、
愛
知
県
立
芸
術
大
学
、
そ
し
て
今

ま
さ
に
建
替
え
の
渦
中
に
あ
る
京
都
会
館
第
一

ホ
ー
ル
等
と
い
う
よ
う
に
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な

い
。

　

そ
し
て
、
心
斎
橋
大
丸
百
貨
店
も
建
替
の
計

画
が
進
ん
で
い
る
と
聞
く
。
心
斎
橋
大
丸
百
貨

店
は
周
知
の
よ
う
に
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
設
計
作
品

の
中
で
も
特
に
優
れ
た
百
貨
店
建
築
で
あ
る
。

高
麗
橋
の
三
越
百
貨
店
が
解
体
さ
れ
た
今
、
こ

の
よ
う
な
昭
和
初
期
に
で
き
た
百
貨
店
建
築
で

残
存
し
て
い
る
の
は
、
な
ん
ば
の
高
島
屋
百
貨

店
と
旧
松
坂
屋
百
貨
店
︵
現
髙
島
屋
工
作
所
︶

と
大
丸
心
斎
橋
本
店
の
３
件
の
み
で
あ
り
、
そ

の
中
で
も
最
も
建
築
的
価
値
の
高
い
の
が
大
丸

心
斎
橋
本
店
で
あ
る
こ
と
は
万
人
が
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
解
体
し
て
新
し
い
建
築
に
建
て
替
え

る
な
ど
と
い
う
行
為
が
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
ど
れ
ほ
ど
の
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
だ

け
は
許
さ
れ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
関
係

者
は
何
を
考
え
て
い
る
の
か
。
既
に
な
く
な
っ

て
建
替
え
ら
れ
た
そ
ご
う
百
貨
店
も
本
来
は
保

存
さ
れ
る
べ
き
建
築
で
あ
っ
た
。

　

大
丸
心
斎
橋
店
が
残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
ま

だ
御
堂
筋
の
面
目
が
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
無
く
な
る
と
御
堂
筋
は
か
つ
て
の

品
格
は
な
く
な
り
、
大
阪
の
建
築
を
は
じ
め
と

す
る
文
化
が
衰
退
し
、
ま
す
ま
す
関
西
全
体
の

地
盤
沈
下
に
追
い
打
ち
を
掛
け
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

　

古
い
優
れ
た
建
築
と
新
し
い
斬
新
な
建
築
と

が
共
存
し
て
こ
そ
、
現
代
都
市
と
し
て
の
魅
力

が
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
文
化
的
景
観
に
繋

が
る
の
で
は
な
い
の
か
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
大

阪
も
京
都
も
経
済
的
な
こ
と
ば
か
り
考
え
ず
、

せ
っ
か
く
文
化
的
景
観
が
存
在
し
て
い
る
も
の

を
わ
ざ
わ
ざ
人
の
手
で
壊
す
と
い
う
愚
行
は
絶

対
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
大

阪
・
京
都
の
再
生
は
あ
り
得
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
解
体
さ
れ
る
予
定
の
も
の
、
既
に

解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
全
て
建
築
的
価

値
が
高
く
も
う
二
度
と
建
て
る
こ
と
の
で
き
な

い
名
建
築
で
あ
る
。
せ
め
て
、
解
体
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
も
の
は
な
ん
と
か
食
い
止
め
た
い

と
い
う
思
い
か
ら
、
各
種
の
運
動
が
展
開
さ
れ

て
い
る
が
、現
実
は
相
当
厳
し
い
状
態
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
建
築
は
殆
ど
、
築
後
五
〇
年
以
上
を

経
過
し
て
お
り
、
機
能
面
が
低
下
し
て
い
た
り

最
新
の
設
備
機
器
が
備
わ
っ
て
い
な
い
、
あ
る

い
は
床
面
積
が
不
足
し
て
い
る
︵
使
用
可
能
な

容
積
が
あ
る
︶
等
の
理
由
で
建
て
替
え
が
優
先

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
前
者
二
項
目
は

改
修
に
よ
り
解
決
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
後
者

も
時
間
を
か
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決

す
る
余
地
は
十
分
あ
る
は
ず
だ
。

「
文
明
と
し
て
の
建
築
」
と
「
文
化
と
し

て
の
建
築
」

　

こ
の
原
稿
を
認し
た
た
め
て
い
る
あ
る
日
の
こ
と
、

現
場
へ
行
く
道
す
が
ら
、
往
路
で
は
昭
和
初
期

に
で
き
た
と
思
わ
れ
る
好
ま
し
い
木
造
二
階
建

住
宅
が
解
体
さ
れ
て
い
る
の
に
出
く
わ
し
た
。

ま
た
、復
路
は
一
筋
違
う
道
を
通
っ
て
み
る
と
、

今
度
は
先
ほ
ど
よ
り
も
大
き
く
て
立
派
な
同
程

度
の
邸
宅
が
あ
り
、
門
構
え
を
具つ

ぶ

さ
に
見
て
い

る
と
ど
う
も
人
が
住
ん
で
い
な
さ
そ
う
だ
っ
た

の
で
、
さ
ら
に
奥
を
よ
く
見
る
と
ブ
ル
ー
シ
ー

ト
が
か
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
ま
た
不

吉
な
予
感
が
し
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
建
築
は
特
に
バ
ブ
ル
景
気
以
降
に

建
て
ら
れ
た
建
築
と
違
っ
て
都
市
景
観
の
中
で

あ
る
い
は
生
活
の
な
か
で
、
潤
い
を
感
じ
さ
せ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と

手
づ
く
り
の
部
分
が
多
い
︵
手
の
跡
が
感
じ
ら

れ
る
︶
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
大
丸
心
斎
橋

店
は
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
建
築
の
代
表
的
存
在

で
あ
る
。
京
都
会
館
は
辛
う
じ
て
手
の
跡
が
見

え
る
最
後
の
建
築
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
六
〇
年

代
ま
で
は
ま
だ
＂
手
で
つ
く
る
＂
と
い
う
作
業

が
相
当
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
時
代
の
建
築
を

見
る
と
よ
く
わ
か
る
︵
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放

し
の
バ
ラ
板
型
枠
、
施
釉
窯
変
タ
イ
ル
等
︶。

し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
そ
う
い
っ
た
部

分
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
建
築
は
ま
す
ま
す
﹁
技
術
に
よ
る
箱
﹂
化

し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
﹁
文
明
の

箱
﹂
化
と
い
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
一
九
六
〇
年

代
以
前
の
建
築
は
﹁
文
化
の
筺
﹂
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

現
代
は
建
築
文
化
不
毛
に
な
り
つ
つ
あ
る
と

も
い
え
る
。＂
文
明
と
し
て
の
建
築
＂
か
＂
文

化
と
し
て
の
建
築
＂
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
文
化
と
し

て
の
建
築
が
少
な
く
な
る
に
つ
れ
て
都
市
は
情

緒
が
な
く
な
り
、
冷
た
く
潤
い
の
な
い
非
人
間

的
な
空
間
の
中
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
従
来
に
は
な
か
っ
た
、
考
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
残
忍
な
犯
罪
が
起
こ
る
要
因

と
な
る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
こ
う

い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
近
代
建
築
の
保
存
は
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と

と
な
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て
も
こ
れ
か
ら
も

必
要
に
応
じ
て
新
し
い
建
築
を
つ
く
る
こ
と
も

重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
課
せ

ら
れ
た
課
題
で
あ
る
し
、
一
方
で
は
先
述
の
近

代
建
築
等
の
保
存
に
も
力
を
注
ぐ
必
要
が
あ
ろ

う
。
さ
も
な
い
と
こ
の
国
の
建
築
文
化
は
ま
す

ま
す
疲
弊
し
、
冷
た
い
箱
の
中
か
ら
滅
び
ゆ
く

社
会
を
眺
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
文
化
と
し
て
の
建
築
」
を

吉
村  

篤
一

大丸心斎橋本館（W・M・ヴォーリズ設計）とそごう心斎橋本店（村野藤吾設計）
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厨房

玄関

書斎

外部１

テラス

伯翠荘

所 在 地／京都市
主要用途／専用住宅
家族構成／夫婦
設計監理／吉村篤一 +建築環境研究所
担当　吉村篤一　奥野八十八（元所員）　荒木麻衣子
施     工／高橋工務店
規     模／地下１階　地上２階
敷地面積／ 289.11 ㎡
建築面積／ 102.18 ㎡（建蔽率 35.34％　許容 40％）
延床面積／ 167.16 ㎡（容積率 57.82％　許容 60％）
地域地区／第１種低層住居専用地域　防火指定
　　　　　法２２条地域 高度地区 １０ｍ高度地区
外部仕上げ
屋根／日本瓦葺き、一部ガルバリウム鋼板葺き
外壁／地階・１階：RC打放し　２階：薄付左官仕上
開口部／アルミ製、木製
外構／アプローチ、駐車スペース：御影石敷き
内部仕上げ
ダイニング
床／磁器質タイル
壁・天井／ＲＣ打放し
リビング
床／チークフローリング
壁・天井／ペアガラス

▲

Ｎ
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２階平面図　Ｓ＝1:200

リビング

ダイニング

寝室

駐車スペース１

駐車スペース２

外部２

主寝室
WIC

リビング

階段室

松ヶ崎の家Ⅰ［京都市左京区］
　都市住宅 1976.8  住宅特集 1999.2
　住宅建築 2006.11
立花通りの家［大阪市西区］
　新住宅 1978.1
ゆずりは台の甍［兵庫県宝塚市］
　建築文化 1978.2
七本松通りの家［京都市上京区］
　建築文化 1979.2　住宅建築 2006.11
三和建設本社ビル［兵庫県宝塚市］
　建築文化 1978.5
阪本病院新本館［大阪府東大阪市］
　新建築 1978.5  建築文化 1978.5
広陵町の家［奈良県北葛城郡］
フロッグハウス［京都市中京区］
　建築文化 1980.10
京都クロメート工業所［京都市山科区］
和歌山薬品御坊営業所［和歌山県御坊市］
下京の町家［京都市下京区］
　建築文化 1979.10　和風住宅 1981.1
　和風建築 1981.4　住宅建築 2006.11
　建築知識 1983.1   新住宅 1982.12
旭ヶ丘の家［大阪府池田市］
　新住宅 1982.2
スナックみや（内装）［京都市中京区］
三谷ビル［京都市北区］
兵庫県立赤穂高校 第Ⅰ期［兵庫県赤穂市］
三室戸の家［京都府宇治市］
　住宅建築 1984.8　新住宅 1982.7
御陵の家Ⅰ［京都市山科区］
　新住宅 1981.4
伏見桃山の家［京都市伏見区］
　和風建築 1981.4
兵庫県立赤穂高校 第Ⅱ期［兵庫県赤穂市］
松文商店商談室（改装）［京都市上京区］
　和風建築 1981.4
七条大宮の家［京都市下京区］
　新住宅 1984.11
丸橋町の家［兵庫県西宮市］
新田辺の家［京都市府田辺市］
　住宅建築1984.8　GALLERY ALLEPH 1985.11
　モダンリビング41　1986
竹田の家［京都市伏見区］
　住宅建築 1984.8　ハウス＆ホーム 1984.12
大龍堂書店（改装）［京都市中京区］
　新建築1983.3　ja1983.8　GALLERY ALLEPH 1985.11
　関西の建築家 50  1987.7　住宅建築 2006.11
大山崎の家［京都府大山崎町］
　住宅建築 1984.8
三宅八幡の家［京都市左京区］
スナックリッツ（内装）［京都市東山区］
島岡医院 第Ⅰ期［京都市南区］
松ヶ崎の家Ⅰ/増築［京都市左京区］
　住宅建築1986.12　GALLRY ALLEPH 1985.11
深江橋の家［大阪市城東区］
　住宅建築 1986.12　モダンリビング 45　1986
12 番坂の家［兵庫県西宮市］
　住宅建築 1986.12  住宅特集 1985. 春
　住宅建築2006.11　モダンリビング　いまどきの家
梅田ベイスワン［大阪市北区］
枚岡公園管理事務所［大阪府東大阪市］
ヴィベール［大阪府堺市］
下鴨の家［京都市左京区］
　住宅建築 1986.12　現代家相のタブー
西波止会館［兵庫県西宮市］
前田医院［奈良県奈良市］
　新住宅 1986.12
林田工業所本社ビル［京都市左京区］
朝倉台の家［奈良県桜井市］
　住宅建築 1986.12　新住宅 1987.2
中京の町家［京都市中京区］
　住宅建築 1990.8　ディテール 167号 2006.1
　建築知識 1991.7
島岡医院 第Ⅱ期［京都市南区］
下京の町家 /茶室皐承庵［京都市下京区］
　住宅特集 1989.6
王禅寺の家［神奈川県川崎市］
　日経アーキテクチュア 1987.12.28
東加古川の家［兵庫県加古川市］
　新住宅 1988.10, モダンリビング 58　1988
佐渡建設本社ビル［兵庫県西宮市］
　HIROBA1990.5
御陵の家Ⅱ［京都市山科区］
　住宅建築 1990.8　 住宅特集 1990.4
　新住宅 1991.12　現代住宅設計モデル集 1
　住宅建築 2006.11
段床の家［兵庫県西宮市］
　住宅特集 1989.4　モダンリビング 65　1989
　日経アーキテクチュア

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

カサピアセンテ［兵庫県尼崎市］
　新住宅 1989.2
桃山御陵の家［京都市伏見区］
　新住宅 1991.5
たん熊「川千鳥」（改築）［京都市下京区］
　住宅特集 1989.6　現代和風のインテリア
衣笠のアトリエ［京都市北区］
　住宅建築 1990.8
岡崎医院［京都市下京区］
三角形のギャラリー［京都市西京区］
　住宅建築 1990.8
山びこ北通りの家［兵庫県西宮市］
　新住宅 1991.12　HIROBA1990.3
ブティックヤナギヤ［京都府田辺町］
東九条の家［京都市南区］
　住宅建築 1990.8　家庭画報 1991.1
　住宅建築 2006.11 モダンリビング 72　1990
　新住宅 1990.4　住まいの自然
五条板の陶房［京都市東山区］
　住宅建築 1990.8　住宅特集 1990.7
三浦整形外科（併用住宅）［京都市北区］
島岡医院 第Ⅲ期［京都市南区］
菊地株式会社ビル［京都市下京区］
モンテピアノ（町家改装）［京都市中京区］
花櫚館［京都市左京区］
　住宅特集 1991.5　新住宅 1991.12
　婦人画報　モダンリビング 1991
深草の家［京都市伏見区］
　住宅特集 1991.5　新住宅 1991.12
京都シルク本社ビル［京都市中京区］
高田印房（併用住宅）［京都市上京区］
大阪府茨木保健所基本計画案［大阪府茨木市］
スナック蘭（改装）［滋賀県甲西町］
桂坂の家［京都市西京区］
　日経アーキテクチュア 1991.9.30
一方堂菓舗［京都府京田辺市］
　住宅特集 1993.8　モダンリビング 91 1993
森川医院（併用住宅）［神戸市西区］
ＢＦＲゴルフ倶楽部女子寮［大分県東国東郡］
市橋家具店（改装）［京都市中京区］
　住宅特集 1992.7
岡崎医院（増改築）［京都市左京区］
桃山南の家［京都市伏見区］
　住宅特集 1994.4　モダンリビング 85 1992
甲南台の家［神戸市東灘区］
　住宅特集 1993.5
平安殿おかしのギャラリー（改装）［京都市東山区］
　住宅特集 1992.7
NEXT21［大阪市天王寺区］
402 住戸 仕事場のある家　504 住戸 安らぎの家
　住宅特集 1994.1
高畑の家［奈良県奈良市］
　ディテール 130号 1996.10
上京の町家［京都市上京区］
　住宅特集1994.10　民家再生事例集1 1996.11
　メイプル 1999.10　増改築住宅設計モデル集
　住宅建築 2006.11
　日経アーキテクチュア 1994.11.28　太陽
氷上の家［兵庫県氷上郡］
西陣の町家［京都市上京区］
丹波橋の家Ⅰ［京都市伏見区］
ギャラリー空華（内装）［奈良県生駒市］
島岡医院 第Ⅳ期［京都市南区］
学芸出版社本社ビル［京都市下京区］
　HIROBA 1995.12
京都市岩倉図書館［京都市左京区］
　HIROBA 1995.12
島岡医院 第Ⅴ期［京都市南区］
上野坂の家［大阪府豊中市］
　ディテール130号 1996.10　HIROBA 1997.01
小阪の家［大阪府東大阪市］
　住宅特集 1996.9  ディテール 130号 1996.10 
　HIROBA 1997.01
今熊野の家［京都府東山区］
　住宅特集 1997.10
北野洛邑館［京都市上京区］
　建築資料集成（住居）
　日経アーキテクチュア 1996.10.07
ＪＲ花園駅［京都市右京区］
　新建築1996.12  建築設計資料集成64　地域の駅
ザ・サイプレスゴルフクラブ・ロッジ［兵庫県氷上郡］
三室戸の家（増改築）［京都府宇治市］
朝日が丘の家［滋賀県大津市］
甲風園の家［兵庫県西宮市］
村野本町の家［大阪市枚方市］
　建築と社会 1999.2
上新庄の家［大阪市東淀川区］
六甲アイランドイーストコート7番街４･５･６番館
［兵庫県神戸市東灘区］　HIROBA 1998.01

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

NEXT21［大阪市天王寺区］
402 住戸改造　すこやかな家
　住宅特集 1997.8
松ヶ崎の家Ⅱ［京都市左京区］
　住宅特集 1999.1　 住宅の手触り
京都市森林文化交流センター「森愛館」［京都市左京区］
　新建築 1998.12
コートドール大槻［京都市中京区］
　建築と社会 1998.11
ふれっくすコート吉田［大阪府東大阪市］
　建築と社会 2000.6 及び 2006.3
　住宅特集 2002.03
　建築設計資料 101　SI 住宅
丹波橋の家Ⅱ［京都市伏見区］
　住宅特集 2000.1
三国ヶ丘の家［大阪府堺市］
　建築と社会 1999.11
港南台の家（増改築）［横浜市港南区］
  男の隠れ家
高安の家［大阪府八尾市］
大阪市立住まい情報センター住情報プラザ（内装）
［大阪市北区］
寺町通り歩道修景計画［京都府中京区］
京都市島原老人デイサービスセンター　
［京都市下京区］
メルクール四ツ橋［大阪市西区］
　建築と社会 2001.11
今辻子の家（奈良の町家）改造［奈良県奈良市］
大阪市営勝山住宅［大阪市生野区］
志賀町のすまい［滋賀郡志賀町］
　住宅特集 2002.6
熱海の家［静岡県熱海市］
くすのき通りの家［兵庫県西宮市］
片岡山荘［長野県茅野市］
ＫＩＤ’Ｓ 美容院千里中央店（内装）［大阪府豊中市］
近露王子の家［和歌山県西牟婁郡］
　住宅建築 2006.11
北大路まちなか住宅（建売）［京都市北区］
暮雪荘［滋賀郡志賀町］
　HIROBA  2005.12　ディテール167号 2006.1
　住宅建築 2006.11
鷹峯の家［京都市北区］
　住宅特集 2003.12  HIROBA  2003.8
　ディテール 167号 2006.1
学園前の家［奈良県奈良市］
　住宅特集2005.3 　建築家カタログ2006-2007
聖護院の家［京都市左京区］
　住宅建築 2006.11
上賀茂の家［京都市北区］
　住宅特集 2006.1  住宅建築 2006.11
　和風住宅 2011 　建築家カタログ 2006-2007
京都友の家［京都市左京区］
　新建築  2005.3　住宅建築 2006.11
秋谷の家（増改築）［神奈川県横須賀市］
　建築と社会 2008.1
堺・三条通りの家［大阪府堺市］
　住宅建築 2006.11　住宅の手触り
紀伊由良の家［和歌山県日高郡］
　建築と社会 2006.12  HIROBA  2005.12
大阪市営生野住宅（B1・B2 地区）［大阪市生野区］
長岡京住宅+薬局［京都府長岡京市］
日本料理　祇園櫻川［京都市東山区］
　建築と社会 2006.12
松ヶ崎の家Ⅲ［京都市左京区］
　建築と社会 2007.9
押小路の京町家「乾翠庵」（増改築）［京都市中京区］
　住宅特集 2007.4　住まう Vol. 42  
東高円寺の家［東京都杉並区］
光泉洞ビル［京都市中京区］
紫竹・池内邸（改修）［京都市北区］
下鴨の家Ⅱ［京都市左京区］
　建築と社会 2009.11
初瀬街道の町家（改修）［三重県名張市］
　日経アーキテクチュア  2009.8.24    建築人2009.4
北白川の家［京都市左京区］
　和モダンVol. 3  建築家カタログ 2011-2012
碧南の家［愛知県碧南市］
　建築と社会 2011.1
岩倉の家Ⅱ［京都市左京区］
イワタ堺町ショールーム［京都市中京区］
幡枝町の家［京都市左京区］
桃山の家［京都市伏見区］
伯翠荘［京都市山科区］
　住宅特集 2012.4
空中坪庭のある町家（改修）［京都市上京区］
京都市桃山東児童館［京都市伏見区］
　建築と社会 2012.4
京都市川岡東児童館［京都市西京区］
菱屋西の家［大阪府東大阪市］
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2000
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2009
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2011

2012

吉村篤一 作品年譜
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所 在 地：名古屋市
用　　途：単身寮
竣　　工：2011.10
構造規模：RC 造
敷地面積：313.74㎡
建築面積：177.00㎡
延床面積：453.62㎡
写　　真：古川泰造

「クリーンバンク　しがぎん」の単身者用の寮。
様々な世代の人が暮らす建物として、個人のプライバシーを守りながら
相互のコミュニケーションを促すことを考えた。
寮室の四方の壁を外壁にしてすべてテラス付きとし、中庭を囲むように
部屋を上下階でずらして配置することで、独立性の高い「小さな家」が
中庭を介してゆるやかに繋がる計画としている。
中庭は寮全体のリビングとして位置づけ、刻々と変化する空を最上部の庇
で切り取り、自然の光と風を感じる心地よい空間としている。 （宮澤芳文）

滋賀銀行名古屋志賀寮 設計：竹中工務店大阪一級建築士事務所
施工：竹中工務店

所 在 地：兵庫県西宮市
用　　途：大学
竣　　工：2011.12
構造規模：RC 造、S 造
敷地面積：3,563.10㎡
建築面積：1,003.12㎡
延床面積：3,710.96㎡
写　　真：古川泰造

兵庫県西宮市に位置する武庫川女子大学の新校舎である。生活環境学部食
物栄養学科の充実に伴い、「食教育を通じて、社会と交流する」ことを目標にプロ
ジェクトが進められた。 設計のテーマを『交流のための場づくり』と考え、社会と交
流する場、五感を刺激し自然と交流する場、知識の交流を促す場をつくることを意
図した。1階は地域社会への健康・栄養支援活動を通して人材を育成するための
施設で学内外の指導者と学生を中心とした地域住民との交流及び実践教育の
場である。2階は調理学実習室･演習室、3・4階は研究室・演習室で構成されてい
る。ゆとりのあるロビー空間では、研究室単位にとらわれない教育活動が行われ、
先生と学生、学生同士の知識の交流が行われる。　　　 （松本伸洋・髙橋裕美）

Gallery 建築作品紹介 Gallery 建築作品紹介武庫川女子大学 栄養科学館 設計：竹中工務店大阪一級建築士事務所
施工：竹中工務店
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所 在 地：大阪市住吉区
　　　　　万代 3- １-16
用　　途：共同住宅
竣　　工：2012.1
構造規模：RC 造
敷地面積：799.81㎡
建築面積：573.50㎡
延床面積：1,526.56㎡

様 な々世代が暮らすコミュニティハウスである。55 ～ 100㎡のファミリータイプの住
戸と35 ～ 40㎡の単身向け住戸が混在し、賃貸住宅には珍しい入居者が自由に
使える集会室を設けている。集会室は入居者である老若男女のコミュニケーショ
ンを大いに促す空間であり、将来的には地域を含めたコミュニティの核としての成
長をイメージしている。老若単身者向け住戸は縁側をイメージした土間空間（左
下写真）を設けて公的な場との「絆」を感じられるよう配慮している。更に太陽
光発電、雨水灌漑設備を設けた未来志向の賃貸住宅である。ＳＯＵＷＡの名は

“輪”“和”を大切に、地域や福祉に取り組んできたクライアントの考えを表している。
その思いを継承して地域に根差した建物として使われていくように願うものである。

所 在 地：大阪府豊能郡
　　　　　豊能町高山
用　　途：霊園管理事務所
竣　　工：2011.8
構造規模：S 造
　　　　　地上 2 階
　　　　　地下 1 階
敷地面積：2,570.64㎡
建築面積：586.67㎡
延床面積：941.48㎡
写　　真：川元　斉

箕面国定公園に隣接する北摂山系の緑に包まれた大阪北摂霊園管理事務所の建替
えである。広大な霊園の中心施設にふさわしい象徴性を持ち、透明感を感じさせる円形
の建築とした。緩勾配による大屋根は、峡谷の自然に溶け込みながらも、林間を走るアク
セス道路からの視認性が確保され、どの方向から見ても裏表のない姿が道標となり、来
園者に安心感をもたらしている。
来園者は受付・事務空間で優しく迎えられ、特徴的な螺旋階段とシースルーエレベーター
によって連続する1・2階に確保された休憩・待合ロビーを経て、法事や会食などを行う多目
的室へと導かれる。懐古の情と哀惜の念を包む内部空間には、可能な限り木材を使って温
もりのある落ち着いた雰囲気とし、豊かな自然の風景と馴染むよう配慮した。  （西田知生）

大阪北摂霊園管理事務所 設計：徳岡設計
施工：鴻池組大阪本店Gallery 建築作品紹介 コミュニティハウス SOUWA 設計：田中都市建築事務所

施工：東洋建設Gallery 建築作品紹介
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に
違
い
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
東
京
に
は
、
こ

れ
以
降
、
膨
大
な
数
の
ビ
ル
が
建
て
ら
れ
た
が
、

こ
れ
ほ
ど
成
熟
感
の
あ
る
も
の
は
今
で
も
少
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
姿

は
ど
こ
か
孤
高
に
も
見
え
る
。
な
ぜ
こ
れ
に
連
な

る
建
築
が
つ
く
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

　

実
は
、そ
の
こ
と
を
一
番
理
解
し
て
い
た
の
も
、

林
自
身
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
続
く
一
九
七
〇
年

代
の
末
に
、
建
築
に
よ
っ
て
都
市
が
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
の
中
で
、林
は
、

次
の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
て
い
た
。

　
﹁
建
築
の
価
値
は
、
そ
の
背
景
に
な
っ
た
時
代

に
対
す
る
近
視
眼
的
評
価
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
て
は
建
築
の
歴
史
が
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。
変
転
を
続
け
る
社
会
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
建

築
の
中
に
、
変
転
を
超
え
て
生
き
続
け
る
建
築
の

生
命
を
読
み
取
り
、
い
ま
建
築
が
こ
の
社
会
の
中

で
も
つ
意
味
を
誤
り
な
く
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
過
去
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
消
し
去
っ
て
き
た
た

め
に
、
建
築
は
現
実
の
条
件
に
密
着
し
す
ぎ
る
も

の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
社
会
的
条
件
の
変

　

昨
年
二
〇
一
一
年
十
一
月
三
〇
日
、
日
建
設
計

を
中
心
に
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
活
躍
さ
れ
た
建
築

家
の
林
昌
二
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た︵
享
年
八
三
歳
︶。

年
が
明
け
て
、
東
京
竹
橋
に
建
つ
代
表
作
の
﹁
パ

レ
ス
サ
イ
ド
ビ
ル
﹂︵
一
九
六
六
年
︶で
は
、急
き
ょ
、

こ
の
建
物
の
所
有
者
で
あ
る
毎
日
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

の
主
催
に
よ
り
、﹁
林
昌
二
追
悼
展
﹂
が
開
催
さ
れ

た
︵
一
月
十
日
～
二
八
日
︶。
訪
れ
る
と
、
明
る
い

陽
射
し
が
差
し
込
む
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
透
明
感
あ

ふ
れ
る
東
側
玄
関
ホ
ー
ル
の
一
角
に
、
氏
の
肖
像

写
真
が
飾
ら
れ
、
工
事
中
の
写
真
や
建
物
紹
介
の

記
録
映
像
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
関
係
者
な

の
だ
ろ
う
、
熱
心
に
見
入
り
、
献
花
の
前
で
記
帳

す
る
人
の
姿
が
後
を
絶
た
な
い
。
立
ち
寄
っ
た
の

は
わ
ず
か
な
時
間
だ
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
、
そ

の
安
定
し
た
建
物
の
存
在
感
に
圧
倒
さ
れ
、
林
昌

二
氏
の
遺
し
た
仕
事
の
大
き
さ
を
感
じ
た
。

　

こ
の
建
物
を
実
現
さ
せ
た
の
は
、
都
市
的
な
ス

ケ
ー
ル
の
建
物
の
配
置
計
画
に
始
ま
り
、
複
雑
な

内
部
機
能
の
整
理
や
動
線
計
画
の
処
理
か
ら
、
細

部
の
つ
く
り
込
み
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
流
れ

る
技
術
的
で
理
念
的
な
設
計
の
追
求
の
確
か
さ
、

と
で
も
呼
べ
る
方
法
だ
。
そ
し
て
、
何
よ
り
素
晴

ら
し
い
の
は
、﹁
段
階
的
設
計
法
﹂
と
林
が
名
づ

け
た
方
法
の
根
本
に
、こ
の
ビ
ル
で
働
く
人
々
に
、

い
か
に
し
た
ら
快
適
で
居
心
地
の
良
い
ス
ペ
ー

ス
を
提
供
で
き
る
の
か
、
と
い
う
考
え
方
が
徹
底

さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

こ
に
は
、
ご
く
自
然
な
形
で
建
物
へ
の
愛
着
と
愛

情
が
育
ま
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
オ
ー
ナ
ー
の

プ
ラ
イ
ド
と
的
確
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
支
え
ら
れ

た
、
凛
と
し
た
心
地
よ
い
緊
張
感
の
あ
る
温
か
な

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ

こ
に
は
、
職
人
の
手
仕
事
と
技
術
の
バ
ラ
ン
ス
の

良
さ
や
、当
時
と
し
て
は
巨
大
な
建
築
と
は
い
え
、

高
さ
制
限
三
一
ｍ
と
い
う
旧
制
度
下
で
計
画
さ
れ

た
、
と
い
う
時
代
と
の
幸
福
な
出
会
い
も
あ
っ
た

転
に
比
べ
て
建
築
の
生
命
は
長
く
、
建
築
を
つ
く

る
思
想
は
さ
ら
に
寿
命
の
長
い
、
確
か
な
も
の
で

あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。﹂︵
林
昌
二
﹁
歪
め
ら
れ

た
建
築
の
時
代
︱
一
九
七
〇
年
代
を
顧
み
て
﹂﹃
新

建
築
﹄
一
九
七
九
年
一
二
月
号
︶

　

こ
の
悲
痛
と
も
い
え
る
言
葉
の
中
に
、
林
が
胸

に
抱
き
続
け
た
建
築
へ
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
。

一
九
二
八
年
に
東
京
の
小
石
川
で
生
ま
れ
た
林
の
幼

少
期
は
戦
争
と
共
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、一九
四
五
年

三
月
の
東
京
大
空
襲
で
自
宅
を
失
い
、
絶
望
的
な

思
い
で
焦
土
と
敗
戦
を
見
つ
め
た一六
歳
の
旧
制
高

校
生
の
林
が
、
進
路
と
し
て
選
ん
だ
戦
後
の
建
築
に

求
め
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
社
会
の
変
転
に
左
右
さ

れ
な
い
確
か
な
存
在
と
し
て
の
あ
り
方
だ
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、
林
は
、
チ
ー
ム
に
よ
る
合
理
的
な
設
計
を

通
し
て
、
建
築
の
普
遍
性
を
高
め
つ
つ
、
最
終
的
に

は
都
市
の
景
観
を
守
り
育
て
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の

だ
と
思
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
パレ
ス
サ
イ
ド
ビ
ル
の

竣
工
か
ら
十
三
年
で
、
こ
の
よ
う
な
危
機
感
を
抱
か

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
世
紀

末
を
迎
え
た
段
階
で
、
林
は
、
そ
の
眼
差
し
を
二
二

世
紀
へ
広
げ
て
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
て
い
く
。

　
﹁
そ
も
そ
も
環
境
問
題
は
、
長
い
人
類
の
歴

史
の
中
で
、
二
〇
世
紀
と
い
う
、
こ
の
わ
ず
か

一
〇
〇
年
来
の
問
題
で
す
。
一
七
、八
世
紀
ま
で

は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
問
題
が
、
な
ぜ
こ
の
世
紀

に
起
こ
っ
た
の
か
。
二
〇
世
紀
と
は
、
後
世
の
人

び
と
か
ら
見
る
と
、
常
識
を
逸
脱
し
た
狂
気
の
時

代
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
時
代
に
生
き
て
い
る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と

で
、
一
刻
も
早
く
本
来
の
姿
に
戻
り
た
い
も
の
で

す
。
こ
と
の
起
こ
り
は
、
挑
発
さ
れ
た
欲
望
、
化

石
燃
料
の
乱
費
に
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。
解
決
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
止
め
れ
ば
よ

ろ
し
い
。
モ
ノ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
わ
ず
か
し
か
使

わ
な
い
質
素
な
暮
ら
し
方
を
、
再
び
身
に
着
け
直

す
こ
と
で
す
。︵
中
略
︶
今
、
私
た
ち
に
と
っ
て

必
要
な
知
恵
は
、
全
世
界
の
人
口
あ
た
り
の
、
永

続
可
能
な
環
境
負
荷
を
想
像
し
、
開
発
で
き
る
技

術
の
可
能
性
を
活
か
し
て
、
次
の
時
代
の
暮
ら
し

に
向
か
っ
て
、
移
行
の
準
備
を
す
る
こ
と
で
す
。

一
〇
〇
年
間
の
狂
気
を
直
す
た
め
に
は
、
今
後
の

一
〇
〇
年
が
必
要
だ
と
す
る
と
、
今
か
ら
始
め
て

も
、
実
を
結
ぶ
の
は
二
二
世
紀
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
二
二
世
紀
を
つ
く
る
想
像
力
と
創
造
力

と
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の

思
い
で
す
。﹂︵
林
昌
二
﹁
二
二
世
紀
を
ど
う
つ
く

る
か
﹂﹃Re

﹄
一
九
九
七
年
九
月
号
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昨
年
三
月
十
一
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災

と
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
深

刻
な
事
態
が
続
く
中
で
、
こ
の
言
葉
は
私
た
ち
の

胸
に
鋭
い
問
い
か
け
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
林
昌

二
さ
ん
の
求
め
た
建
築
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
私

事
な
が
ら
、
生
前
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
接
す
る
機

会
の
あ
っ
た
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
考

え
続
け
よ
う
と
思
う
。ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。

松
隈
　
洋	

京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
。
博
士
（
工
学
）。

一
九
五
七
年
兵
庫
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
よ
り
現
職
。

所 在 地：大阪府高石市
　　　　　西取石1-9-9
用　　途：動物病院
竣　　工：2011.11
構造規模：RC 造＋ S 造
敷地面積：892.65㎡
建築面積：434.85㎡
延床面積：696.1㎡
写　　真：小川重雄

「gip」は高度医療設備を備えた総合病院機能を持つ動物病院である。
旧施設が手狭となり移転計画した当該敷地は、幹線沿いより 100m ほど
内に入るという立地のため、建物自身がもつ視認性および話題性が求め
られた。
そこで、エントランス上部に新施設のシンボルとすべく、巨大な緑化プ
ランターを提案。将来、植物が垂直方向へ繁茂し、“緑の塔”へと変容す
ることを狙った。
また、人と緑の持続的な関係が築けるよう、屋上緑化部とあわせ季節の
変化を利用者へ感じさせる計画としている。

「gip」 –gigantic planter– 設計：arte 空間研究所　生山雅英
施工：加藤組Gallery 建築作品紹介

記憶の建築
松隈　洋

パレスサイドビル 1966 年
都市の景観を守り育てる

林昌二追悼展が開催されていた東側玄関ホール

東側から見る建物全景
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はじめに
　日本では、膨大な建築ストックが蓄積されており、そ
の活用が重要な課題となっています。さらに社会から
建築界への省資源や廃棄物削減といった要求がますま
す強まっていくことが予想され、建築ストック活用の方法
の一つとして、建物の用途変更が注目されています。
　しかしながら、建築基準法を始めとする建築関連法
規が新築を前提として考えられており、それらが妨げと
なって既存の建築ストックを用途変更できない場合も多
いのです（注 1）。
　本稿では、用途変更時に考慮すべき建築関連法規
の概要と注意点、さらに用途変更によって安全かつ有
効な建築ストック活用が進むよう私なりの提案を述べま
す。

用途ごとで異なる建築基準法の最低基準
　建築基準法では、建物用途ごとで最低基準が異なっ
ている規定があり、変更後の用途の最低基準に適合さ
せなければなりません。
　このとき、建物の性能が変更後の用途の最低基準を
上回っている場合は、法適合のための改修は当然のこ
とながら不要です（図 a）。ただし、現実はその逆も多く、
現行基準適合のための改修が発生する場合があります

（図 b）。つまり、既存の建築ストックの用途変更を行う
場合は、変更前の用途が大きく影響します。
　例えば、オフィスビルを共同住宅へと用途変更する
場合、住宅の居室において採光規定が抵触します。
特に隣地境界線いっぱいに建てられている場合、有効
採光面積が確保できず、用途変更ができない可能性
があります（注 2）。
　逆に、小学校の教室から児童福祉施設等の寝室に
用途変更する場合は、採光規定に適合させるための
改修は不要です。これは、小学校の必要採光面積（居
室の床面積の 5 分の 1 以上）が、児童福祉施設等
の必要採光面積（居室の床面積の 7 分の 1 以上）
の最低基準をクリアしているためです。
　これらは最低基準ギリギリに建てられた場合のことで
あり、既存の建築ストックの性能に十分余力があれば、
改修なしに用途変更できる場合があります（図 c）。

建築基準法以外の法規定
　建築基準法以外に「消防法」、「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下バリ
アフリー法）」、「医療法」、「旅館業法」など、変更
後の用途・規模等によって、これら関係規定に抵触す
る場合があります。

（1）消防法

限り認められています。
（1）延べ面積 100㎡以下の特殊建築物の用途変更
用途変更する建物の変更後の用途が、特殊建築物で
100㎡を超えるものは、確認申請が必要であり、現行基
準への適合義務があります。つまり、100㎡以下、もし
くは特殊建築物の用途ではないものは、確認申請は不
要です。

（2）類似の用途
　建築基準法施行令第 137 条の 17 では類似の用途
が定められています。用途変更前後が類似の用途間
である場合は、確認申請は不要です。例えば、劇場
から映画館に用途変更する場合、劇場と映画館は類
似の用途であり、確認申請が不要ですが、劇場から
集会場へと用途変更する場合は、劇場と集会場は類
似の用途でなく、確認申請は必要です。
ただし、これら（1）（2）において、用途変更時に大
規模の模様替、大規模の修繕（注 5）が発生する場
合は、いずれも確認申請が必要であり、現行基準の適
合義務が発生します。

規定の緩和を受けた建物の用途変更
　建築基準法旧 38 条、いわゆる大臣認定を受けた建
物を用途変更する場合、現行の建築基準法において、
38 条は削除されているため、現行基準に適合するよう
にしなければなりませんが、このことは非常に困難です。
　また、避難安全検証法は、例えば、煙の降下時間
までに避難することが出来れば、排煙規定は適用しな
くてよいなどといった規定緩和の一つですが、二転三
転の用途変更が発生する場合に防火上の間仕切りの
変更等があれば、その都度、検証し直さなければなら
ず、大変手間がかかります。
　そして、特定の用途に限られた緩和規定があり、変
更後にその用途でなくなった場合は、その緩和は適用
されなくなります。例えば、共同住宅の共用廊下、共
用階段の床面積の容積率不算入の規定は、用途変更
によって共同住宅でなくなった場合、適用されなくなりま
す。この規程が適用された共同住宅を用途変更する
場合、容積率ギリギリに建てられていれば、変更後に
容積率オーバーになる可能性があり、場合によっては
減築をしなければなりません（注 6）。

建築基準法で想定されていない用途（注 7）
　社会情勢やライフスタイルの変化等により、建築基準
法が当初想定していない用途が出てきており、その用
途に対して、建築基準法上での対応が困難となってい
る場合があります。
　例えば、戸建住宅をグループホームに用途変更して
いるものがあります。グループホームを寄宿舎もしくは児
童福祉施設等とみなした場合、特殊建築物に関する
規定に抵触します。それらの規定をすべて適合させよう
とすると、用途変更よりも新築の方が手間がかからず、
コストも安いことになってしまいます。
　また、現行の建築基準法の用途区分では、十分に
安全性を担保することはできない可能性もあります。個
室ビデオ店等（インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオ

消防法において例えば、スプリンクラーの設置など、消
防用設備等の設置義務の規定の基準が建物用途・規
模ごとで異なっています。近年では、2006 年の長崎県
のグループホーム火災を受け、消防法施行令別表 1（6）
ロの用途で、床面積 275㎡以上のものにスプリンクラー
の設置が義務化されています。

（2）バリアフリー法
変更後の用途が特別特定建築物（バリアフリー法第 2
条 17 項、及び同施行令第 5 条）で床面積 2000㎡以
上の場合は、建築物移動等円滑化基準（バリアフリー
法施行令第 10 条、及び同施行令第 11 条～第 23 条）
に適合させなければなりません。

（3）特定の用途で適合義務が発生する法規定
他にも医療法において、医療施設等に用途変更する
場合、精神病床及び療養病床に面する廊下幅は、中
廊下で 2.7m 以上、片廊下で 1.8m 以上と、建築基準
法より厳しい基準が設けられています（医療法施行規
則第 16 条第 1 項十一号）。
また、地方自治体によって特定の用途を条例で規制し
ているものもあります。例えば、2008 年の大阪なんば
の個室ビデオ店の火災を受け、大阪府建築基準法施
行条例で個室ビデオ店等に関する規定が制定されてい
ます（大阪府建築基準法施行条例第 7 条第 1 項第
七号、及び第三十六条の三）。

既存不適格建築物の用途変更
　既存の建築ストックは、しばしば建築基準法の法改
正によって現行基準に適合しない状態になっています。
建築基準法第 3 条第 2 項では、この状態で存続する
ことを認めており、このような建物を既存不適格建築物
といいます（注 3）。
用途変更時には、既存不適格部分に現行基準の遡及
適合の義務が生じます。特に、地震の多い日本におい
て、1981 年以前の旧耐震設計基準で建てられた建物
は、現行の耐震性能まで引き上げることが求められて
います。
　また、用途変更前には、既存不適格状態であること
を確認する必要があります。その確認材料として、検
査済証が用いられますが、これがない建物は、既存不
適格であることを確認することが困難になります（注 4）。
検査済証がない場合、竣工当時の法令にさかのぼり、
適合しているかを確認します。例えば、コア抜きによる
圧縮試験や、超音波による鉄筋間隔の調査などを行
い、構造の図面化などの実測調査が必要となります。

建築基準法の確認申請の必要のない用途変更
　確認申請が不要な用途変更は、以下の 2 つ場合に

ケボックスなど）は、建築基準法上の用途において遊
技場や飲食店とみなされる場合がありますが、宿泊を目
的として利用する実態もあり、本来なら就寝施設の避
難に関する規定が必要になると考えられます。
　また、大学のサテライトキャンパスにおいて、学校等
は、建築基準法において、排煙規定の適用除外となっ
ているため、実質的には、事務所でありながら排煙設
備がないなどの問題が起こります。これは、今後大学
として使用しなくなった時に別の用途として利用する場
合、排煙規定が抵触し、排煙設備設置のためのスペー
スを確保しておかないと用途変更できない可能性があり
ます。

おわりに
　既存の建築ストックの用途変更を検討する場合の現
行の建築基準法におけるポイントを以下にまとめます。
①変更前の申請用途はなにか。
②変更後の用途は、延べ面積 100㎡を超える特殊建

築物か。
③変更前後の用途は類似の用途であるか。
④既存不適格建築物である場合、検査済証があるか。
　これまでの建物は、一用途に対して一寿命で建てら
れたものが主でした。しかし、現在は用途がかなり複
合的に絡み合っており、現行の建築基準法では対応に
限界があります。さらに、新築と明らかに建物の寿命
が異なると考えられるものでさえ、用途変更時には、現
行の最低基準まで性能を引き上げなければならないこと
に、無理が生じています。
　また、建築基準法第 1 条には最低限の基準を定め
ているとあるため、高度経済成長期に機能・合理化を
優先して建築された既存建築物は、最低基準ギリギリ
に建てられたものがあり、将来の用途変更に対応でき
ない可能性があります。建築基準法の最低基準ギリギ
リに設計することが、十分な安全性・快適性を担保し
ているかどうかの問題もあります。
　そして、社会情勢に対応して多様なライフスタイルを
もつ人 を々受け入れるまちづくりのためには、多様な用
途を受け入れることのできる建物が必要になるでしょう。
　最後に、現在の建築ストック活用のための対応に関
する私の提案を以下に示します。これら方法の適切な
運用の可能性を考えていきたいと思います。
①今後建てられる建物においては、将来の用途変更

の可能性に備えて、建築基準法の最低基準ギリギリ
で設計するのではなく、例えば階高などにゆとりを持っ
た設計を行う。

②既存の建築ストックを審査する第三者機関を設け、
専門家による安全かつ適正な判断において、少しで
も性能が向上するのであれば、現行の規定の要求
水準を満たさなくても、用途変更による建築ストック活
用を認める。

③ある一定の築年数を経過した建物は、建築基準法
第 3 条（適用の除外）の規定の対象とし、それら
建物に対し、別立ての法律を作り対応することで、
用途変更促進を図る。
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テクノロジー Technology

用途変更の際に注意すべき建築関連法規
−多様な世代のニーズに応える建築ストック活用とまちづくりのために−

河野　学
河野　学
博士（工学）　一級建築士
2000年  大阪府立工業高等専門学校卒業
2004年  関西大学大学院
　　　   博士前期課程修了
2008年  大阪大学大学院
　　　   博士後期課程修了
専門は建築計画、建築法規
大阪府建築士会・青年分科会委員
日本建築学会・建築経済部会委員
日本建築協会・法令分科会編集委員

注1）
本稿における建築関連法規に対する用
途変更の「妨げ」とは、コストさえ
かければ、用途変更が可能であるが、
技術的・法的に非現実的な場合をさす
（文1）。

注2）
採光がとれない部分は、採光の必要の
ない部屋（例：トイレ、倉庫）にする
など、設計上の対応でクリアできる場
合がある。

注3）
既存不適格建築物と違法建築物の違い
について
既存不適格建築物とは、建築物を建築
した当初は建築基準法に合っていた
が、その後の法改正により、法令に合
わなくなった建築物のことをいう。
違反建築物とは、建築物を建築した当
初から建築基準法に適合していなかっ
たり、当初は合っていてもその後の増
改築などにより、法令に合わなくなっ
た建築物をいう。すなわち、建築物の
大きさ、高さ、構造など、建築基準法
に定められている規定を守ってなかっ
たり、建築確認申請をしなければなら
なかったのに、しなかった建築物など
が違反建築物となる（文2）。

注4）
確認済証だけでは、既存不適格と判断
することは困難である。これは、確
認申請が下りたあと、計画変更によっ
て、申請時と異なる計画になっている
場合があり、竣工時に当時の基準に適
合したものではない可能性がある。

注5）
大規模の修繕とは、建築物の主要構造
部の一種以上について行う過半の修繕
をいい、大規模の模様替とは、建築物
の主要構造部の一種以上について行う
過半の模様替と定義されている。
例えば、既存のコンクリートブロック
造の外壁の過半を同じコンクリート
ブロックの外壁として復元したのもの
が、大規模の修繕であり、既存のコン
クリートブロックの外壁の過半を鉄筋
コンクリート造の外壁に作り替えた
ものは、大規模の模様替となる（文
3）。

注6）
一階部分を駐車場にするなど、他の容
積率不算入の規定を使うことで、減築
なしに用途変更できる場合がある。

注7）
本稿において、建築基準法で想定され
ていない用途とは、建築基準法別表第
一に示されていない用途や、どの用途
に分類されるかがわかりにくい用途と
している。
なお、2011年度大阪工業大学吉村英
祐教授の研究指導をもとに執筆してい
る。

参考文献
文1）河野学,吉村英祐,飯田匡：用途

変更時の建築関連法規の抵触事
項に対する設計者の意識調査に
基づく規制緩和の可能性に関す
る考察－建物の長寿命化を目的
とした用途変更促進のための研
究－、日本建築学会計画系論
文集No.626、pp. 729-735、
2008.4

文2）吉野敏郎：「違反建築物」「既
存不適格建築物」、日本建築防
災協会、建築防災2012年1月、
p.7、2012.1

文3）国交省ＨＰ：既存建築物の改善
と有効活用のための建築行政
のあり方に関する答申参考資
料、＜http://www.mlit.go.jp/
jutakukentiku/build/kensetu.
files/reference.pdf＞、2012年
3月閲覧
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三
つ
子
の
魂
百
ま
で　

  

私
が
子
供
た
ち
と一緒
に
も
の
づ
く
り
体
験
を
始

め
よ
う
と
考
え
た
き
っ
か
け
は
、
長
女
が
通
っ
て
い

た
幼
稚
園
の
園
長
先
生
と
の
会
話
か
ら
で
し
た
。

　
﹁
な
に
か
、
こ
れ
ま
で
と
違
う
形
で
子
供
た
ち
に

新
し
い
経
験
を
さ
せ
て
み
た
い
﹂

　

当
時
、
私
は
幼
稚
園
の
保
護
者
会
の
代
表
と

し
て
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
段
取
り
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
園
長
先
生
は
私
が
建
築
士
で
あ
る
こ
と
を
知

る
と
、
職
能
を
生
か
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
な
い
か

と
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を

兵
庫
県
建
築
士
会
阪
神
支
部
の
青
年
部
会
に
持

ち
帰
り
、
開
催
に
至
っ
た
の
が
﹁
こ
ど
も
木
工
教

室
﹂
で
す
。

　

青
年
部
会
で
協
議
し
て
い
く
中
で
、
部
員
か
ら

活
発
な
意
見
が
多
く
出
さ
れ
ま
し
た
。
せ
っ
か
く

や
る
な
ら
、
と
こ
と
ん
面
白
く
し
よ
う
。
記
憶
に

残
る
事
業
に
し
よ
う
。

　

そ
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
﹁
お
助
け
戦
隊
ケ

ン
チ
ッ
ク
﹂
の
存
在
で
す
。
私
の
思
う
子
供
と
も

の
づ
く
り
の
大
き
な
テ
ー
マ
は
﹁
三
つ
子
の
魂
百
ま

で
﹂
で
す
。
最
近
の
子
供
た
ち
は
﹁
危
険
﹂
と

さ
れ
る
道
具
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
危
険

と
さ
れ
る
作
業
を
子
供
達
が
経
験
す
る
こ
と
は
少

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
出
来
る
限
り

小
さ
い
う
ち
か
ら
も
の
づ
く
り
に
触
れ
、﹁
も
の
づ

く
り
が
楽
し
い
﹂
と
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
感
覚
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
、
将
来
の
も
の
づ
く
り
へ
の
継
承

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し

て
、
六
年
前
か
ら
阪
神
地
区
を
中
心
に
幼
稚
園

に
て
木
工
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

各
幼
稚
園
で
の
開
催
時
に
は
、
総
勢
二
百
名

近
く
の
参
加
者
が
あ
り
ま
す
。
参
加
者
は
園
児

と
幼
稚
園
の一
般
開
放
時
に
来
園
す
る
未
就
学
児

童
と
そ
れ
ら
の
保
護
者
、ま
た
地
域
の
方
々
で
す
。

幼
稚
園
内
で
の
事
業
と
い
う
枠
を
超
え
、
出
来
る

限
り
多
く
の
地
域
参
加
者
を
募
っ
て
も
ら
い
、
大

人
も
子
供
も
一
緒
に
製
作
を
行
え
る
よ
う
幼
稚
園

側
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

先
に
書
き
ま
し
た
﹁
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
﹂
と

同
じ
く
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
大
切
に
し
て
い
る
の
が

﹁
帰
っ
て
か
ら
の
会
話
﹂
で
す
。
日
中
に
体
験
し

た
こ
と
を
自
宅
に
帰
っ
て
か
ら
も
﹁
今
日
、楽
し
か
っ

た
ね
﹂﹁
建
築
士
さ
ん
っ
て
こ
ん
な
仕
事
を
し
て
い

る
ん
だ
っ
て
﹂
と
、
家
庭
で
の
会
話
と
し
て
反
芻

し
て
ほ
し
い
。
そ
う
い
っ
た
考
え
か
ら
必
ず
﹁
こ
ど

も
＋
保
護
者
＋一
般
参
加
者
﹂
の
形
で
開
催
を
行

い
ま
す
。
楽
し
か
っ
た
経
験
を
家
族
の
中
で
会
話

す
る
。
イ
ベ
ン
ト
時
の一
瞬
の
感
覚
と
、
継
続
性

の
あ
る
会
話
。
こ
の
二
つ
を
か
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

も
の
づ
く
り
は
継
承
さ
れ
て
い
く
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
私
の
家
族
は
、
建
築
と
一
切
関
係
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
父
親

が
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て一丁
の
鋸
を
買
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
突
然
の
贈
り
物
だ
っ
た
の
で
す
が
、
と
に
か

く
木
を
切
っ
て
み
て
、
切
っ
た
も
の
を
と
り
あ
え
ず

釘
で
留
め
て
み
ま
し
た
。
手
を
切
っ
た
り
ハ
ン
マ
ー

で
指
を
打
ち
付
け
た
り
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
想

像
す
る
も
の
を
作
っ
て
い
く
。
何
気
な
い
作
業
を

繰
り
返
し
、
物
心
が
つ
く
こ
ろ
に
は
も
の
作
り
に

没
頭
し
、将
来
は
も
の
を
造
る
仕
事
、絵
︵
図
面
︶

を
描
く
仕
事
が
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
高
校
の

建
築
科
に
入
学
し
、そ
の
後
は
建
築
の
世
界
に
ど
っ

ぷ
り
は
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
の
経
験
と
、
子

供
た
ち
に
対
す
る
思
い
が
重
な
っ
て
現
在
の
建
築

士
会
で
の
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

建
築
士
の
役
割

　

兵
庫
県
建
築
士
会
阪
神
支
部
で
は
、
高
校
生

を
対
象
と
し
た
﹁
職
業
講
演
﹂
も
毎
年
行
っ
て
い

ま
す
。
最
初
の
き
っ
か
け
は
高
校
か
ら
の
依
頼
で

し
た
。﹁
今
後
進
路
を
決
め
て
い
く
生
徒
に
、
社

会
の
仕
組
み
を
ご
教
授
い
た
だ
き
た
い
﹂

こ
う
い
っ
た
依
頼
を
頂
き
、
建
築
士
と
い
う
存
在

と
そ
の
仕
事
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
建
築
士
の
仕
組
み
を
最
初
に
説
明
し
、

そ
の
建
築
士
が
関
わ
る
職
業
と
し
て
、こ
れ
ま
で
に

﹁
設
計
事
務
所
﹂﹁
工
務
店
﹂﹁
行
政
関
係
﹂﹁
屋

根
工
事
﹂
等
の
話
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

講
演
を
始
め
る
と
、
最
初
は
や
は
り
生
徒
さ
ん

に
と
っ
て
建
築
士
と
い
う
存
在
は
あ
ま
り
な
じ
み

が
な
い
た
め
、
な
か
な
か
と
っ
つ
き
に
く
い
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
話
を
進
め
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
身

近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
い
ろ
ん
な
質

問
を
も
ら
い
ま
す
。

　

質
問
自
体
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、﹁
こ

れ
ま
で
に
作
っ
た一
番
大
き
な
も
の
は
？
﹂
で
あ
る

と
か
﹁
一
番
大
変
だ
っ
た
こ
と
は
？
﹂
な
ど
、
多
く

は
漠
然
と
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
質
問
自
体

は
こ
の
程
度
で
十
分
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
番
大

切
な
の
は
﹁
こ
の
建
築
と
い
う
世
界
が
面
白
そ
う
﹂

と
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
と
に
か

く
何
か
を
始
め
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に
な
っ
て
く
れ

れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
講
演
事
業
も
十
分
な
意
味
を

も
つ
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
高
校
生
は
、
建
築
学
科
の
生
徒

さ
ん
に
限
ら
ず
普
通
科
の
生
徒
さ
ん
に
も
行
っ
て

い
ま
す
。
先
日
も
、
兵
庫
県
立
尼
崎
工
業
高
等

学
校
に
て
講
演
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
建

築
を
学
ん
で
い
る
生
徒
さ
ん
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

真
剣
な
ま
な
ざ
し
を
持
っ
た
生
徒
さ
ん
が
多
数
見

ら
れ
ま
し
た
。

　

質
問
に
関
し
て
も
﹁
設
計
す
る
と
き
に
セ
ン

ス
は
必
要
で
す
か
？
﹂
と
か
﹁
一
級
・
二
級
建
築

士
を
取
得
す
る
の
に
ど
の
く
ら
い
勉
強
し
ま
し
た

か
？
﹂
な
ど
、よ
り
建
築
に
関
す
る
質
問
が
多
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ほ
ん
の
少
し
で
も
、
建
築

士
と
い
う
職
種
に
関
し
て
理
解
度
を
深
め
、
興
味

を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
こ
の
講
演
事
業
の
目
的

で
も
あ
る
の
で
一つ
の
成
果
と
し
て
収
め
た
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
質
問
の
中
に
必
ず
出

て
く
る
の
が
﹁
こ
の
仕
事
は
ど
の
く
ら
い
儲
か
り

ま
す
か
？
﹂
で
す
。
こ
れ
も
、
今
の
ご
時
世
を
表

す
面
白
い
質
問
だ
と
感
じ
ま
す
。

建
築
士
体
験
を
通
じ
て
の
可
能
性

　

今
年
か
ら
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
・
学
生
団
体
と
協

力
し
、
さ
ら
に
発
展
し
た
事
業
展
開
を
考
え
て
い

ま
す
。
現
在
決
定
し
て
い
る
の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体

と
の
協
同
で
行
う
﹁
設
計
事
務
所
体
験
事
業
﹂

で
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
が
主
導
と
な
り
行
わ
れ
て
い

る
職
業
体
験
を
設
計
事
務
所
で
や
っ
て
み
よ
う
と

い
う
話
を
頂
き
、
建
築
士
会
よ
り
二
会
場
を
提

供
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

小
学
三
年
生
～
中
学
三
年
生
を
対
象
に
、
約

五
時
間
程
度
設
計
事
務
所
の
職
業
体
験
を
、
事

務
所
に
来
て
も
ら
い
行
い
ま
す
。
住
宅
の
平
面
図

作
成
か
ら
模
型
の
作
成
。
現
場
の
視
察
な
ど
を

計
画
し
て
い
ま
す
。
紙
面
で
学
習
す
る
よ
り
、
ま

ず
は
体
験
し
て
も
ら
う
。
シ
ン
プ
ル
に
﹁
建
築
っ
て

面
白
い
﹂
と
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
将
来
の
建

築
士
を
育
て
る
き
っ
か
け
と
な
る
で
し
ょ
う
。
私

た
ち
が
こ
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ
時
の
感
覚
。
と

に
か
く
面
白
い
こ
と
を
や
り
続
け
た
い
。
人
の
た

め
に
役
立
て
る
も
の
を
造
り
た
い
。
こ
の
感
覚
を

少
し
で
も
共
有
で
き
る
体
験
学
習
と
し
て
、
今
後

の
展
開
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

大
阪
府
建
築
士
会
で
も
開
催
さ
れ
て
い
る
家

族
参
加
型
の
も
の
づ
く
り
事
業
は
非
常
に
魅
力
的

で
す
。
そ
の
他
、
近
畿
地
区
内
で
は
様
々
な
場
所

で
﹁
こ
ど
も
と
も
の
づ
く
り
﹂
に
関
す
る
イ
ベ
ン

ト
が
多
く
開
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
体
験

学
習
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
単
位
士
会
の
垣
根
を
超
え

情
報
共
有
し
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
内
容
の
濃
い

事
業
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
地
域
の
方
に
参

加
し
て
も
ら
い
建
築
士
会
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
も
っ
と
地
域
に
根
付
く
団
体
と
し
て

存
在
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

関
わ
り
続
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
る

　

私
は
学
校
の
先
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
建
築

士
と
し
て
日
々
精
進
し
な
が
ら
も
、
人
の
た
め
に

も
の
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
毎
日
さ

ま
ざ
ま
な
依
頼
主
と
話
を
し
て
い
る
中
で
感
じ
る

の
が
﹁
考
え
る
力
﹂
の
低
下
で
す
。
ど
ん
な
も
の

が
こ
れ
か
ら
出
来
上
が
る
の
か
？
そ
う
い
っ
た
想
像

を
引
き
出
し
、
理
解
を
得
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手

法
で
提
案
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
提

案
を
受
け
取
る
側
の
創
造
力
に
幅
が
無
く
な
っ
て

き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
す
べ
て
の
方
が
そ
う

で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
建
築

と
い
う
も
の
づ
く
り
の
中
で
、
ま
だ
見
ぬ
﹁
こ
れ

か
ら
で
き
る
も
の
﹂
に
対
し
共
通
の
想
像
と
面
白

さ
を
依
頼
主
と
建
築
士
と
が
お
互
い
が
持
つ
こ
と

で
、
も
の
づ
く
り
は
良
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
単

純
に
目
の
前
に
あ
る
こ
と
が
面
白
い
こ
と
か
ど
う
か

の
判
断
は
、
純
粋
無
垢
な
子
供
達
に
し
て
み
れ
ば

優
劣
の
判
断
が
付
け
や
す
く
、
こ
ち
ら
に
対
し
て

の
反
応
も
包
み
隠
さ
ず
明
ら
か
に
出
し
て
く
れ
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
子
供
達
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
に

私
た
ち
建
築
士
の
面
白
さ
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
え

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
反
応
を
受
け

止
め
て
私
た
ち
も
研
鑽
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

　

子
供
た
ち
を
対
象
と
し
た
体
験
学
習
や
講
演

事
業
で
は
、
こ
の
よ
う
な
お
互
い
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル

で
内
容
を
深
め
て
い
ま
す
。
建
築
士
と
い
う
存
在

は
、
何
も
特
別
な
存
在
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。
誰
で
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
誰
で

も
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

子
供
た
ち
は
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
自

分
た
ち
の
進
む
べ
き
道
を
定
め
始
め
ま
す
。
子
供

た
ち
に
﹁
建
築
士
に
な
り
な
さ
い
﹂
と
強
制
す
る

わ
け
で
な
く
、
大
人
に
な
っ
た
私
た
ち
で
も
、
毎
日

︵
し
ん
ど
い
と
言
い
な
が
ら
も
︶
楽
し
い
こ
と
に
取

り
組
み
続
け
、
提
供
し
続
け
る
。
そ
ん
な
姿
を

見
て
も
ら
う
。
感
じ
て
も
ら
う
。
そ
の
た
め
に
も
、

こ
の
子
供
た
ち
と
の
事
業
を
続
け
て
い
こ
う
と
思

い
ま
す
。

ひ
ろ
ばH

IR
O

B
A

　

建
築
士
に
で
き
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
子
供
た
ち
に
伝
え
た
い

安
田  

和
人

安
田
和
人

和
建
築
設
計
室
代
表
　
　
一
九
七
六
年
　
兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
生
ま
れ

兵
庫
県
立
豊
岡
実
業
高
等
学
校
（
現
・
兵
庫
県
立
豊
岡
総
合
高
等
学
校
）
建

築
科
卒
　 

平
成
一
八
年
に
「
和
建
築
設
計
室
」
を
設
立
。

兵
庫
県
建
築
士
会
阪
神
支
部
青
年
部
会
長（
近
畿
建
築
士
会
協
議
会
兵
庫
委
員
）

P24 

右 

地
元
高
校
で
の
職
業
講
演

 

左 

幼
稚
園
で
の
木
工
教
室

P25 

右 

園
児
と
ふ
れ
合
う
お
助
け
戦
隊
ケ
ン
チ
ッ
ク

 

左 

親
子
で
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
共
有

ひ
ろ
ば
は
テ
ー
マ
を
設
け
て
、
近
畿
の
青
年
を
中
心
に
バ
ト
ン
を
繋
ぎ

な
が
ら
執
筆
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
新
し
い
「
ひ
ろ
ば
」
に
多
く
の
建

築
士
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
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し
か
し
「
こ
れ
は
光
触
媒
が
問
題
な
の
で
は

な
く
、
塗
料
の
問
題
な
ん
で
す
。」
と
株
式
会

社
ピ
ア
レ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
の
北
村

社
長
は
言
う
。

　
北
村
社
長
は
大
日
本
イ
ン
キ
化
学
工
業
（
現

D
IC

）
で
建
築
用
の
フ
ッ
素
樹
脂
塗
料
の
研
究

開
発
に
携
わ
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
フ
ッ
素
樹
脂

塗
料
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
だ
。

　「
大
日
本
イ
ン
キ
に
勤
め
て
い
た
頃
、
今
か

ら
十
六
年
前
く
ら
い
に
、
日
経
新
聞
に
「
光
触

媒
が
セ
ル
フ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
使
え
る
」
と
い

う
記
事
を
読
ん
だ
ん
で
す
。
学
生
時
代
、
私
は

燃
料
電
池
の
研
究
を
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
隣

の
研
究
室
で
友
人
が
光
触
媒
で
水
素
ガ
ス
を
取

り
出
す
研
究
を
し
て
い
て
、
新
聞
記
事
を
読
ん

で
、
そ
れ
を
思
い
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
時
、

初
め
て
、
光
触
媒
が
セ
ル
フ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

使
え
る
と
知
っ
た
ん
で
す
。」

　
大
学
時
代
に
燃
料
電
池
の
研
究
を
し
て
い
た

　

「
光
触
媒
と
の
出
会
い
は
偶
然
が
重
な
っ
た
結

果
で
す
。」と
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ
た
。
し
か
し
、

さ
ま
ざ
な
な
課
題
に
取
り
組
む
姿
勢
は
、
触
媒

反
応
と
同
じ
よ
う
に
あ
る
意
味
、
必
然
的
な
も

の
の
よ
う
に
感
じ
た
取
材
で
あ
っ
た
。

株式会社 ピアレックス・テクノロジーズ
光触媒塗料・コンクリート表面処理のピアレックス

北
村
社
長
に
と
っ
て
、光
触
媒
の
バ
イ
ン
ダ
（
接

着
剤
）
に
有
機
系
の
高
イ
オ
ン
交
換
樹
脂
の
ナ

フ
ィ
オ
ン
が
適
し
て
い
る
と
気
が
つ
く
の
に
そ

れ
ほ
ど
の
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

　「
ア
ポ
ロ
計
画
の
燃
料
電
池
で
も
ナ
フ
ィ
オ

ン
が
使
わ
て
い
ま
し
た
し
ね
。」

ナ
フ
ィ
オ
ン
は
そ
の
耐
久
性
と
化
学
的
安
定
性

に
よ
っ
て
、
今
で
も
最
先
端
材
料
、
特
に
燃
料

電
池
材
料
と
し
て
様
々
な
用
途
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

　
し
か
し
、
当
初
は
一
般
的
な
無
機
系
樹
脂
を

塗
料
化
の
た
め
の
バ
イ
ン
ダ
と
し
た
光
触
媒
塗

料
を
開
発
し
施
工
し
た
た
め
大
量
の
ク
レ
ー
ム

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　「
人
の
真
似
を
し
な
い
天
の
邪
鬼
な
性
格

だ
っ
た
の
に
そ
の
時
は
普
通
に
一
般
的
な
無
機

系
樹
脂
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。」

　
ナ
フ
ィ
オ
ン
が
使
え
る
の
で
な
い
か
と
い
う

北
村
社
長
の
問
い
に
対
し
て
「
理
論
上
は
面
白

い
け
れ
ど
ナ
フ
ィ
オ
ン
は
高
価
だ
か
ら
ペ
イ
し

な
い
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

『
こ
れ
は
誰
も
ナ
フ
ィ
オ
ン
に
つ
い
て
ま
と
も

に
検
討
し
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
、

だ
っ
た
ら
や
っ
て
み
よ
う
』
と
い
う
の
が
、
今

や
業
界
で
唯
一
と
な
る
有
機
系
の
高
イ
オ
ン
交

換
樹
脂
の
ナ
フ
ィ
オ
ン
を
使
っ
た
光
触
媒
塗
料

「
ピ
ュ
ア
コ
ー
ト
」
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　「
政
治
や
役
所
と
同
じ
よ
う
に
日
本
の
産
業

界
も
タ
テ
割
り
な
ん
で
す
よ
。
ヨ
コ
に
串
刺
し

に
し
た
ら
も
っ
と
す
ご
い
ア
イ
デ
ア
が
う
ま
れ

る
と
思
い
ま
す
。」

　「
ピ
ュ
ア
コ
ー
ト
」
は
塗
料
、
光
触
媒
、
燃

料
電
池
そ
れ
ぞ
れ
の
業
界
の
常
識
が
ヨ
コ
に
串

刺
し
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。

　
株
式
会
社
ピ
ア
レ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

ズ
の
「
ピ
ュ
ア
コ
ー
ト
」
は
、
一
般
的
な
無
機

系
光
触
媒
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
問
題
点
を
解
決
す

べ
く
開
発
さ
れ
た
光
触
媒
機
能
を
付
加
し
た

フ
ッ
素
樹
脂
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
塗
装
面
、

打
ち
放
し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
、
モ
ル
タ
ル
面
な

ど
多
く
の
基
材
面
に
加
え
て
、
従
来
で
は
不
可

能
だ
っ
た
屋
根
の
防
水
材
や
目
地
シ
ー
ラ
ン
ト

な
ど
柔
ら
か
い
面
に
も
塗
装
が
可
能
だ
。

　
光
触
媒
の
効
果
を
最
大
限
に
引
き
出
す
た
め

に
は
「
ぶ
厚
く
塗
る
」
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
れ

が
一
般
的
な
無
機
系
光
触
媒
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
に

は
難
し
か
っ
た
の
だ
が
、
ナ
フ
ィ
オ
ン
を
使
う

こ
と
に
よ
っ
て
「
ピ
ュ
ア
コ
ー
ト
」
で
は
可
能

と
な
っ
た
。
建
築
物
の
外
壁
な
ど
に
こ
の「
ピ
ュ

ア
コ
ー
ト
」
を
塗
布
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
基

本
的
な
効
果
は
、
光
で
汚
れ
を
分
解
し
、
雨
で

汚
れ
を
流
す
こ
と
と
、
汚
れ
が
つ
き
に
く
く
色

褪
せ
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
建
築
士
と
し
て
設
計
を
進
め
て
い
く
上
で
、

光
触
媒
の
性
能
を
最
大
限
引
き
出
せ
る
よ
う
に

知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
こ
う
い
っ
た
製
品
性

能
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
使
え
ば
良
い
か
を
き

ち
ん
と
把
握
し
て
お
く
こ
と
に
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
ガ
ラ
ス
に
光
触
媒
を
塗
布
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
透
明
性
を
確
保
す
る
た

め
ム
ラ
な
く
塗
布
す
る
の
に
コ
ス
ト
が
か
か
る

こ
と
。
雨
が
が
り
に
よ
っ
て
光
触
媒
の
効
果
を

期
待
す
る
た
め
に
庇
や
軒
を
設
け
な
い
か
、
そ

れ
相
応
の
工
夫
を
要
す
る
こ
と
な
ど
だ
。

　「
ピ
ュ
ア
コ
ー
ト
」
の
次
の
展
開
と
し
て
、

地
球
環
境
や
温
暖
化
問
題
に
対
応
し
た
光
触
媒

の
屋
上
へ
の
展
開
を
考
え
て
い
る
な
ど
、
夢
の

あ
る
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
北
村
社
長
、
実
は

光触媒について語る北村社長

アポロ計画の燃料電池にもナフィオンが使われていた

Nafion®［ナフィオン®］はデュポン社の登録商標です。
Pure Coat®［ピュアコート®］はピアレックステクノロジーズ社の登録商標です。

「ピュアコート」を外壁に塗布した住宅：「羽曳野の家」設計：坂本昭・設計工房CASA　

本社所在地
〒595-0016　大阪府泉大津市条南町 4-14
TEL：0725-22-5361　FAX：0725-22-5363

文
　
筑
波
幸
一
郎

　
光
触
媒
と
は
、
光
の
力
を
使
っ
て
、
自
ら
は

変
化
す
る
こ
と
な
く
ま
わ
り
の
も
の
を
変
え
る

働
き
を
も
つ
触
媒
物
質
の
こ
と
で
、 

代
表
的
な

光
触
媒
物
質
と
し
て
、
酸
化
チ
タ
ン (T

iO
2) 

が

知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
実
用
化
さ
れ
て
い
る

光
触
媒
は
こ
の
酸
化
チ
タ
ン (T

iO
2)

だ
け
で
あ

る
。

　　
光
触
媒
は
そ
の
ま
ま
で
は
建
築
物
に
塗
布
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
塗
料
と
し
て
扱
え

る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
建
築

士
が
知
っ
て
い
る
「
光
触
媒
」
と
は
、
こ
の
光

触
媒
機
能
を
持
っ
た
ク
リ
ヤ
ー
コ
ー
テ
ィ
ン
グ

の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
を
建
築
物
に
塗
布
し
て
、

光
触
媒
反
応
に
よ
っ
て
汚
れ
を
分
解
し
、
雨
水

や
散
水
な
ど
が
当
た
る
こ
と
で
汚
れ
を
落
と
す

セ
ル
フ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
、
一
般
的
に
「
光
触

媒
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
光
触
媒
反
応
は
有
機
物
を
分
解
す
る
た
め
、

一
般
的
な
光
触
媒
塗
料
は
、
無
機
系
樹
脂
を
塗

料
化
の
た
め
の
バ
イ
ン
ダ
（
接
着
剤
）
と
し
て

使
っ
て
い
る
。
こ
の
無
機
系
光
触
媒
に
は
い
く

つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
大
き
く
は
「（
１
）

塗
り
が
硬
く
伸
張
性
に
乏
し
い
。（
２
）
１
μｍ

以
下
と
い
う
超
極
薄
の
膜
し
か
形
成
で
き
な
い

（
３
）
塗
膜
が
一
般
的
な
有
機
系
樹
脂
（
ア
ク

リ
ル
、
ウ
レ
タ
ン
、
フ
ッ
素
樹
脂
）
と
密
着
で

き
な
い
」
の
３
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
原
因
と

な
っ
て
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の
不
具
合
が
発
生

す
る
。
そ
の
結
果
「
光
触
媒
は
言
う
ほ
ど
使
え

な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
な
る
。

匠
の
巧

株
式
会
社
ピ
ア
レ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ

光
触
媒
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INFORMATION

休館日　火曜日
会場　大阪歴史博物館8階特集展示室
観覧料　大人600円
　　　　（常設展示観覧料でご覧いただけます）
関連事業「展示解説」
日時　①4月21日（土）　②5月 5日（土・祝）
　　　③5月12日（土）　④5月26日（土）
　　　各回とも午後2時より30分程度
会場　大阪歴史博物館8階特集展示室
担当　酒井一光（同館学芸員）
参加費　無料（常設展示観覧券が必要）
参加方法　当日直接会場へお越し下さい。
問合　大阪歴史博物館
　　　Tel.06-6946-5728

大阪市立美術館
特別展　草原の王朝　契丹

契丹［遼］は今からおよそ 1100 年前、遊
牧系民族が中国北方の草原に樹立した広大
な帝国です。本展では中国・内蒙古自治区
で発見され、世界初公開を含む国家一級文
物［中国の国宝］を中心とした貴重な作品
約 120 件により、知られざる契丹の多彩
な文化と美術を紹介します。
会期　4月10日（火）〜6月10日（日）
開催時間　9:30〜17:00
　　　　　（入館は16:30まで）
休館日　月曜日（4/30は開館）
観覧料　一般1,300円
会場　大阪市立美術館
　　　大阪市天王寺区茶臼山町1-82
問合　大阪市総合コールセンター なにわコール
　　　Tel.06-4301-7285
本展特別サイト　http://kittan.jp

京都国立近代美術館
すべての僕が沸騰する−村山知義の宇宙−

本展覧会は、村山知義の多彩な活動の足
跡をたどるはじめての大規模な回顧展です。
1920 年代に展開された美術の仕事を中心に
現存する村山作品と資料を一堂に会します。
会期　4月7日（土）〜5月13日（日）
開館時間　9:30〜17:00
　　　　　（金曜20:00まで入館は
　　　　　閉館30分前まで）
休館日　月曜日（4/30は開館）
観覧料　一般850円
会場　京都国立近代美術館
　　　京都市左京区岡崎円勝寺町
問合　京都国立近代美術館
　　　Tel.075-761-4111
http://www.momak.go.jp

提案部門課題　ガラス質と木質の出会い
作品例部門　日本電気硝子社製品を使用し
　　　　　　た作品とする。
審査委員
　委員長　藤森照信
　　　　　（建築家・東京大学名誉教授）
　委　員　飯田善彦
　　　　　（建築家・横浜国立大学大学院教授）
　　　　　東條隆郎
　　　　　（三菱地所設計代表取締役専務執行役員）
　　　　　三宅雅博
　　　　　（日本電気硝子取締役常務執行役員）
　コーディネーター　馬場璋造
　　　　　（建築情報システム研究所代表）
賞金　提案部門
　最優秀賞　1点　100万円
　優秀賞　　1点　  30万円
　入選　　　8点　各 5万円
作品例部門
　最優秀賞　1点　  50万円
　優秀賞　　1点　  10万円
　入選　　　8点　各 5万円
登録申込締切日　8月3日（金）
作品応募締切日　8月17日（金）
　　　　　　　　「当日消印有効」
　　　　　　　　（提案部門、作品例部門共）
問合　㈱建報社　Tel.03-3818-1961

日本建築総合試験所
一般財団法人への移行について

日本建築総合試験所は、平成 24 年 3 月
21 日に内閣総理大臣より移行の認可を受
け、平成 24 年 4 月 1 日をもって一般財団
法人に移行し、「一般財団法人日本建築総
合試験所」となります。

大阪歴史博物館
特集展示「中村順平　建築芸術の探究」

大阪で生まれた建築家・中村順平は、フラ
ンスのエコール・デ・ボザールに学び、日
本人初のフランス政府公認建築士となりま
した。彼はボザールで学んだ建築論や絵画
的な図面表現を日本に根付かせ、また、弟
子たちへの教育を通して、日本における建
築芸術の確立に尽力しました。本展では、
精緻を極めた設計図面や思考過程をたどる
スケッチ、日本独自の建築美学を追求した
著書「建築という芸術」の自筆原稿などを
展示します。
主催　大阪歴史博物館
期間　4月4日（水）〜5月28日（月）
時間　9:30〜17:00（金曜20時まで）
　　　（入館は閉館の30分前まで）

植栽スペースの作り方、 庭木の種類と特
徴、庭、花壇の手入れの仕方、等々植栽に
関する問題に専門家がお答えします。
日時　6月2日（土）13:00〜
場所　花の文化園（河内長野市高向）
参加費　1,500円（入園料等含む）
スケジュール
　13:30〜15:00園芸講習、15:00〜16:00
　園内散策、16:00解散。
申込　5月18日（金）までに事務局へ
※植栽におけるお困りの問題を申込み締切
　日までに事務局へお知らせください。

大阪府HP「住まいの防犯」ページ

安全安心推進部会の取組みとして、防犯に
配慮した建築物に関連する情報を大阪府
ホームページに取りまとめ、「住まいの防
犯」ページとして作成しました。
住まいの防犯ページ
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/
bouhan/index.html
大阪府建築安全マネジメント推進協議会安
全安心推進部会事務局

平成24年度まちづくり初動期活
動サポート助成

地域住民が主体となった“まちづくり活動
の初動期”を支援するサポート助成を実施
します。
相談　平成24年4月16日〜27日
募集　平成24年5月7日〜11日
問合　（公財）大阪府都市整備推進センター
　　　Tel.06-6262-7713
応募詳細は当センターの HPをご覧ください。
http://machi.toshiseibi.org/

茨木市景観計画の策定について

茨木市では、これまで取り組んできた景観
行政の考え方を引き継ぐとともに、平成
16 年に制定された景観法を活用し、市民、
事業者、行政それぞれが、将来の景観のあ

新たに発見されました。そこで、その「新
出資料」の中から、際立った特徴を持つ作
品に焦点を当て、その豊かな細部や村野な
らではの創造の世界に迫るべく、第 11 回
となる村野藤吾建築設計図展を開催します。
■第11回村野藤吾建築設計図展概要
テーマ　新出資料に見る村野藤吾の世界
日程　2月6日（月）〜5月6日（日）

（日曜・祝日は休館。ただし 4 月29 日
（日）〜 5 月6 日（日）の間は開館。）

時間　10:00〜17:00（入館は16:30まで）
会場　京都工芸繊維大学美術工芸資料館
　　　京都市左京区松ヶ崎御所海道町
入場料　一般200円、学生150円
■シンポジウム
日時　4月21日（土）　14:00〜17:00
パネリスト
青木　淳（建築家・青木淳建築計画事務所主宰）
清水重敦（建築史家・奈良文化財研究所研究員）
石田潤一郎（京都工芸繊維大学大学院教授）
司会　松隈　洋

（京都工芸繊維大学美術工芸資料館教授）
会場　京都工芸繊維大学60周年記念会館
　　　京都市左京区松ヶ崎橋上町
定員　150名（当日先着順）
入場料　無料（申し込み不要）
問合　京都工芸繊維大学美術工芸資料館
　　　Tel.075-724-7924
E-mail:siryokan@kit.ac.jp

WEARAWARE
気づきを着る 〜 三好誠人展

建築家であり服飾デザイナーでもある三好
誠人の創作の原点を探ります。
主催　SCMA（すきま）／大阪建築情報発信局
共催　富士工業グループ大阪ショールーム
日時　作品展：4月10日（火）〜14日（土） 　
　　　　　　  10:00〜18:00
　　　　　　　作品展は予約不要、入場無料
　　　トーク：4月13日（金）18:30〜20:00
　　　　　　　（開場18:00）
　　　　　　　トークイベントは30名まで
　　　　　　　　　　　要予約、参加無料
会場・申込・問合
　　　富士工業グループ大阪ショールーム
　　　大阪市中央区南船場2-1-3 上山ビル1F
　　　Tel.06-6265-2151　　　　　　　
　　　Fax.06-6265-2191
　　　E-mail info.fjic-osakasr@fjic.co.jp
　　　Web http://www.ariafina.jp/

第19回空間デザイン・コンペティション

主催　日本電気硝子㈱
共催　電気硝子建材㈱・㈱建材社

り方を考え、共有し、住み続けたいまちを
未来へ継承していくための指針として景観
計画を策定します。
また、豊かな自然と歴史の中で築き上げら
れてきた今日の景観を、さらにうるおいや
魅力あるものへと高め、先人や隣人に対す
る心づかいの気持ちを持って、未来に引き
継いでいくことを目標に、「北摂の自然と
歴史に育まれ　うるおいと心づかいの感じ
られるまち　いばらき」をめざすべき景観
像として定めます。
詳細はHPをご覧下さい。
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
toshiseibi/toshiseisaku/index.html
問合　茨木市都市整備部都市政策課
　　　Tel.072-620-1660

神戸市での確認申請書等の消防
同意受付及び審査場所の変更等
について（お知らせ）

神戸市消防局の組織改変にともない、4 月
1 日より神戸市内全ての確認申請等の消防
同意受付及び審査を神戸市消防局予防部建
築課で行います。
・神戸市消防局予防部建築課
  神戸市役所4号館［危機管理センター］3階
  神戸市消防局予防部建築課（旧建築危険  
  物課）
詳しくは、ホームページをご覧ください。
神戸市消防局トップページ「消防局からの
お知らせやイベント等」からご覧ください。
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/
index.html
問合　神戸市消防局予防部建築課
　　　（旧建築危険物課）
　　　　Tel.078-325-8509

安藤忠雄特別講演会
「好奇心は人間をつくる」

主催　㈱幻冬舎、大光電機㈱
日時　4月7日（土）　15:00〜16:30
　　　（開場14:15）
会場　宝塚大学大阪梅田キャンパス
　　　大阪市北区芝田1-13-16
定員　700名
入場料　無料
詳細・申込はDAIKOのHPをご覧下さい。
http://www.lighting-daiko.co.jp/

第11回村野藤吾建築設計図展
−新出資料に見る村野藤吾の世界−

このたび、未整理状態にあった京都工芸繊
維大学美術工芸資料館の資料群の中から、
これまで知られていない多数の図面資料が

福祉住環境コーディネーター
2級受験対策講座　
4/30〜6/24
CPD各回6単位・模擬試験のみ4単位

7 月 8 日㈰に実施予定の第 28 回検定試験
に向けて、2 級受験対策講座を開催します。
日程　4月30日（月曜日・祝日）、5月6日、5

月20日、6月3日、6月10日、6月24日
（いずれも日曜日）

■建築基礎知識/5月27日（日）
　　　　　　　　（希望者のみ）
■模擬試験のみ受講/6月24日（日）
時間　10:00〜17:00
　　　 （模擬試験　13:00〜17:00）
場所　大阪府建築士会内会議室
定員　30名
受講料　会員30,000円、非会員38,000円
　　　　（建築基礎知識も受講:会員
　　　　  35,000円、非会員43,000円
　　　　  模擬試験のみ:会員3,500円、  
　　　　  非会員5,000円）

新入会員向け企画
「甲陽園目神山町の家」見学会
5/26　CPD2単位

平成 23 年 12 月以降にご入会いただきま
した会員の方を歓迎し、岸下真理氏の住宅
の見学会を開催いたします。第 57 回大阪
建築コンクール大阪府知事賞および第 5 回

「関西建築家新人賞」を受賞された「甲陽園
目神山町の家」の内部見学と岸下氏の住宅
についてのお考えを伺います。ここに家が
建つのかという急角度の斜面。その斜面を
登り降りする時の身体感覚を素直に空間化
し、眼下に広がる眺望を効果的に取り込む
ための空間構成を体感していただけます。
日時　5月26日（土）　1班13：00〜14：30
　　　　　　　　　  2班14：45〜16：15
講師　岸下真理（Atelier KISHISHITA）
定員　30名（申込先着順）
参加費　会員1,000円・会員外2,000円
※平成23年12月以降入会の方無料。

すぐに役立つ実践塾
「確認申請のい・ろ・は」
第3回｢申請書類の作成｣
5/27　CPD4単位［統括］

木造住宅 2 階建ての申請図面の申請書類
の作成について説明いたします。
これで確認申請の書類は完成です。
1 回目 2 回目に参加されていなくても単独
で受講できます。
開催日　5月27日（日）  13:00〜17:00
会場　ハービスOSAKA4階イベントルーム
講師　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

建築士の会　南河内

「建築士のための植栽知識の勉強会」
6/2　CPD3単位

外構、植栽計画など園芸についての知識を
習得する勉強会を企画しました。

平成24年二級建築士・木造建築
士試験案内

■インターネットによる受験申込
受付期間　3月31日（土）の10:00〜
　　　　　4月6日（金）の16:00まで。
HP http://www.jaeic.jp/
■受付場所における受験申込
　配布期間　4月2日（月）〜4月16日（月）
（4/7（土）4/8（日）は除く。4/14（土）、
4/15（日）は受験申込書の受付を行う所
定の受付会場に限って配布を行う）

配布時間　9:30〜17:00
（4/16（月）は9:30〜16:00）

配布場所　・大阪府建築士会
　　　　　・その他、府民情報プラザにて
受付期間　4月9日（月）〜4月16日（月）
　　　　　　　　　　　  （土、日を含む）
受付時間　10:00〜17:00
受付場所　大阪府建築士会
二級建築士学科試験日　7月1日（日）
木造建築士学科試験日　7月22日（日）
二級建築士設計製図試験日　9月9日（日）
木造建築士設計製図試験日　10月14日（日）

合同発表会　CORE2012
〜committee of annual report 2012〜
青年分科会、女性分科会、国際交流分科会ほか
4/14　CPD4単位（予定）

■建築士会の委員って、何してるの ?
■見学会・講習会などの実現方法は ?
■活動参加・見学は OK?
青年分科会・女性分科会・国際交流分科会・
住宅を設計する仲間達では一年間の活動状
況の合同報告発表会を開催します。建築士
会会員のメリット、委員参加による活動展
開の可能性等を感じていただける場です。
日時　4月14日（土）　13:00〜16:00
場所　キッチンハウス大阪店  7階会議室
定員　50名（申込み先着順）
参加費　500円（資料代）

すぐに役立つ実践塾
「確認申請のい・ろ・は」
第2回｢軸組計算｣
4/15　CPD3単位［統括］

今回は木造住宅 2 階建ての軸組み計算（必
要壁量計算）について基本からわかりやす
く説明します。壁量計算が苦手と思う方に
おすすめです。1 回目を受講されていない
方も単独で受講できます。
開催日　4月15日（日）  13:30〜16:00
会場　ハービスOSAKA4階イベントルーム
講師　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

Sponsorship
建築士会からのお知らせ

Administration
行政からのお知らせ

Others
その他のお知らせ

うめきた先行開発区域プロジェクト　
グランフロント大阪見学会（会員限定）
4/16　CPD3単位

「うめきた」先行開発区域に整備される「グ
ランフロント大阪」は、大阪駅北口広場の
ほか、A,B,C の三つのブロックからなり、
オフィス・商業・ホテル・住宅等の施設が、
水と緑・回廊・デザイン等様々なレベルで
のネットワークにより、魅力的な街並みを
形成していく計画です。B ブロック低層部
にはナレッジキャピタルと呼ばれる企業、
研究者、クリエーターが同居する複合施設
も計画されています。　本見学会では、注
目プロジェクトであるグランフロント大阪
の概要と現場見学にあわせ、エリア開発の
コンセプトについての説明もしていただき
ます。
日時　4月16日（月）　14:00〜17:00
　　　（集合13:50　場所等詳細は参加証
　　　に記載）
参加費　1,000円（会員限定）
定員　30名

（申込多数の場合、抽選。当選の方にはメー
ル等にて4/7までにご連絡させて頂きます。）

申込締切　4月4日（水）　17時まで
　　　　　Fax・メール必着

建築士のためのお茶会勉強会
4/18・24

建築士の礼儀作法のひとつとして、お茶の作
法を学ぶため毎月開催している勉強会です。
日時　4月18日、24日
　　　18:30〜20:30頃まで
　　　（原則毎月第3水曜日及び第4火曜日）
場所　よみうり天満橋文化センター
費用　年会費6,000円+1回2,500円

（年会費はキャンセル時の水屋料な
どのため。但し途中入会の場合の年
会費は年度末までの月数×500円と
なります。）

先生　藤井宗煕（そうき）先生
問合　本会事務局

女性分科会・研究会活動へのお誘い
4/23 CPD2単位

女性分科会では研究会と称してテーマを絞
り、共同学習を行っています。高齢者の生
活空間を考える「シルバーライフ研究会」
と快適な住環境を考える「住・空間らぼ」
の 2 つのグループに分かれ、月 1 回の例
会を隔月で行っています。4 月は「シルバー
ライフ研究会」の例会を 4 月 23 日（月）
18 時半から建築士会内会議室で行います。
テーマは 4 月 19 日（木）〜 21 日（土）
までインテックス大阪で開催される「バリ
アフリー展」を視察した結果報告です。研
究会の年会費は 2,000 円ですが、メンバー
外での参加は 1 例会につき 500 円が必要
となります。
性別、年齢を問わずどなたでも参加できま
すので、興味のある方は事務局にお問い合
わせください。

本会の催し参加申込方法
FAX・メール・郵送で、催し名、
参加者名、会員 No、勤務先、参
加証送付先住所、同電話 &FAX
番号（自宅又は勤務先）を明記
の上、事務局までお送り下さい。
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
TEL.06-6947-1961 FAX.06-6943-7103

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

WEARAWARE　気づきを着る〜三好誠人展 中村順平　建築技術の探究 村山知義の宇宙
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度
予
算
案
は
、
約
一五
七
〇
〇
万
円
の
収
支
規
模

で
、
新
公
益
法
人
改
革
に
倣
っ
た
科
目
構
成
で
編
成

す
る
。
主
な
要
因
は
、
定
期
講
習
の
受
講
料
値
下
げ

に
よ
る
減
収
、
木
造
耐
震
診
断
の
改
定
に
よ
る
受
講

者
増
を
見
込
む
。

︵
３
︶
組
織
改
革
に
つ
い
て

新
公
益
法
人
に
準
じ
た
編
成
を
基
本
と
し
て
二
月
度

の
案
を
一
部
修
正
し
、
考
え
方
を
添
え
て
提
示
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
、
シ
ニ
ア
、
住
宅
仲
間
等
に
つ
い
て
実
践

の
運
営
と
そ
ぐ
わ
な
い
体
制
と
の
指
摘
も
あ
り
、
方

針
を
再
度
示
す
こ
と
と
し
た
。

︵
４
︶
名
誉
会
長
委
嘱
に
つ
い
て

柳
川
会
長
の
退
任
に
伴
い
、
名
誉
会
長
に
委
嘱
す
る

こ
と
を
次
期
総
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

︵
５
︶
事
務
局
職
員
の
減
員
も
あ
り
、
委
員
会
に
向

け
て
業
務
分
担
の
協
力
を
要
請
し
た
。

︵
６
︶
Ｃ
Ｐ
Ｄ
デ
ー
タ
の
共
有
化
に
つ
い
て
は
、
建
築

士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
と
建
築
Ｃ
Ｐ
Ｄ
情
報
提
供
制
度
と
の
関

係
性
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
推
進
の
根
幹

と
し
て
各
理
事
に
理
解
を
求
め
た
。

　
　
編
集
後
記筑波

幸
一
郎
・
牧
野
高
尚
・
荒
木
公
樹

　

今
月
号
か
ら
大
き
く
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
﹁
建

築
人
﹂、
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？
﹁
建
築

人
﹂
は
、
会
員
と
つ
な
が
り
、
か
つ
大
阪
府
建
築

士
会
の
﹁
知
﹂
を
現
す
大
切
な
媒
体
で
す
。
ま

た
、﹁
ひ
ろ
ば
﹂
も
含
め
て
、
諸
先
輩
方
が
大
切

に
引
き
継
い
で
き
た
も
の
で
す
。
み
な
さ
ん
に
お

届
け
す
る
も
の
だ
か
ら
、
厳
し
い
予
算
で
あ
っ
て

も
、
質
の
良
い
会
報
誌
を
目
指
し
て
半
年
間
に
わ

た
る
編
集
作
業
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
﹁
建
築
人
︵
け
ん
ち
く
び
と
︶﹂
で
特
集
し
て
い

る
吉
村
篤
一
さ
ん
は
、
私
た
ち
と
同
じ
大
阪
府
建

築
士
会
の
会
員
で
、
現
在
は
京
都
を
ベ
ー
ス
に
全

国
的
に
活
躍
す
る
建
築
家
で
す
。
建
築
士
会
に
対

す
る
熱
い
思
い
を
持
つ
こ
と
か
ら
今
回
の
企
画

に
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
吉
村
さ
ん
は
、
建

築
士
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
す
る
会
員

が
集
う
裾
野
の
広
い
会
だ
か
ら
こ
そ
大
切
で
、
で

き
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見

を
投
げ
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
四
年
前
の
訪
問
か

ら
始
ま
っ
た
関
係
が
特
集
に
結
実
し
ま
し
た
が
、

貴
重
な
示
唆
と
経
験
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
吉

村
さ
ん
に
感
謝
し
ま
す
。

　
　
建
築
相
談

　
　
　
夏
の
結
露建

築
相
談
分
科
会
委
員　

今
井
俊
夫

　

誌
面
の一
新
に
伴
い
今
回
か
ら
建
築
相
談
コ
ー
ナ
ー
も

リ
ニュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の一
回
目
、
本
物
の
漏
水
や
給
排
水
設
備
と
並
び

﹁
水
﹂
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
代
表
的
な
も
の
﹁
結
露
﹂

に
つ
い
て
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

昨
年
、
四
月
に
完
成
し
た
ば
か
り
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
地

下
駐
車
場
の
内
壁
や
天
井
一
面
に
結
露
が
酷
く
発
生

し
、
建
物
に
瑕
疵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
相
談
を
受

け
ま
し
た
。

　

結
露
と
い
え
ば
、
冬
期
、
屋
内
外
の
温
度
差
に
よ

り
室
内
の
水
蒸
気
が
水
滴
に
な
り
発
生
す
る
も
の
が一

般
的
で
す
。
し
か
し
、
今
回
の
よ
う
に
五
、六
月
頃
の
暖

か
く
な
っ
て
き
た
頃
で
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
の
地
下
室

や
車
庫
な
ど
に
結
露
が
発
生
す
る
こ
と
が
時
々
あ
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
夏
型
結
露
の
現
象
で
す
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
の
建
物
で
直
接
土
に
接
し
て
い
る

地
下
室
や
車
庫
な
ど
の
場
合
、
春
に
な
り
外
気
温
が
上

が
っ
て
来
て
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
躯
体
は
す
ぐ
に
蓄
熱
し

ま
せ
ん
。
そ
こ
へ
湿
度
が
高
く
、
暖
か
い
空
気
が
流
れ
込

ん
だ
場
合
に
、
ま
だ
冷
た
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
等
に
結

露
が
起
き
や
す
く
な
り
ま
す
。
特
に
新
築
直
後
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
含
水
率
が
高
く
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
も
湿

気
が
発
生
す
る
た
め
、
結
露
が
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
は
気
温
上
昇
や
雨
量
の
増
加

に
伴
い
湿
度
が
徐
々
に
高
く
な
り
、
飽
和
水
蒸
気
量
も

格
段
に
増
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
梅
雨
時
期

に
気
温
が
下
が
り
相
対
湿
度
が一
〇
〇
％
に
近
く
な
っ
た

場
合
や
、
温
暖
前
線
が
通
過
し
降
雨
後
気
温
が
急
に

上
が
る
場
合
等
の
気
象
条
件
に
よ
っ
て
も
夏
型
結
露
が

起
き
易
く
な
り
ま
す
。

　
一
般
的
な
冬
場
の
結
露
対
策
と
し
て
は
、
ま
ず
換
気

を
お
こ
な
い
、
乾
い
た
空
気
に
入
れ
替
え
る
こ
と
が
推
奨

さ
れ
ま
す
が
、
夏
型
結
露
は
下
手
に
換
気
を
お
こ
な
う

と
、
暖
か
い
湿
っ
た
空
気
を
ど
ん
ど
ん
供
給
す
る
こ
と
に

な
り
、
結
露
を
助
長
す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
注
意
が

必
要
で
す
。

　

夏
型
結
露
の
対
策
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
温
度
を

上
げ
る
こ
と
と
、
空
気
中
の
水
蒸
気
量
を
減
ら
す
こ
と

で
す
。
こ
の
二
つ
は
夏
型
に
か
か
わ
ら
ず
結
露
全
般
の
抜

本
的
対
策
で
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
表
面
温
度
を
上
げ

る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
断
熱
で
あ
り
、
壁
や
天
井
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
表
面
に
断
熱
材
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
有
効

で
す
。
最
近
で
は
断
熱
塗
料
が
開
発
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
を
塗
布
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
空
気
中
の
水

蒸
気
量
を
減
ら
す
方
法
と
し
て
、
除
湿
機
を
導
入
し

強
制
的
に
湿
度
を
下
げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
壁
面
近
く
は
空
気
の
温
度
も
下
が
り
結
露
し
や

す
く
な
る
た
め
サ
ー
キ
ュレ
ー
タ
ー
で
空
気
を
撹
拌
す
る

こ
と
も
案
外
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

冒
頭
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
、
竣
工
直
後
で
ま
だ
ま
だ

躯
体
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
湿
っ
て
い
る
状
態
で
、
春
に
入
居

直
後
か
ら
夏
型
結
露
が
発
生
し
、
誤
っ
た
対
策
と
し
て

換
気
装
置
を
作
動
さ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
更
に
結
露

が
酷
く
な
り
ま
し
た
。
屋
内
︵
地
下
︶
で
も
駐
車
場

は
完
全
な
室
内
で
は
な
く
外
気
に
解
放
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
通
常
、
壁
面
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放
し
で
断

熱
材
は
施
工
し
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
結
露
が
酷
い
場
合

で
も
建
物
の
瑕
疵
か
ど
う
か
で
は
争
う
こ
と
は
難
し
い
こ

と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　
一
方
、
今
年
は
築
二
年
目
を
迎
え
徐
々
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
も
乾
い
て
き
て
お
り
、
結
露
が
起
こ
る
条
件
は
好
転

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
対
策
と
し
て
、

換
気
を
お
こ
な
わ
ず
、
状
況
を
し
ば
ら
く
見
守
り
、
相

変
わ
ら
ず
結
露
が
発
生
す
る
よ
う
な
ら
ば
、
必
要
に
応

じ
て
空
気
の
澱
み
そ
う
な
と
こ
ろ
に
フ
ァ
ン
を
取
り
付
け

た
り
、
除
湿
機
の
導
入
を
検
討
す
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
し
た
。

4 年前の松ヶ崎の家（吉村篤一自邸）訪問風景



建
築
人 

４
2012

伯翠荘　吉村篤一

　この土地をはじめて訪れたとき、敷地の広さに比べ周辺の環
境がその何倍かの広がりのある地域までが、この敷地のために
あるのではないかと感じた。ここに至るまでの道のりは変化に富
み、近づくにつれていつの間にか両側は桜並木になり、敷地の
前まで来ると桜と楓の老木が２本両側に、ここから入りなさい、
と言わんばかりの間隔で立っている。敷地の中央に立って北側を
見ると、敷地境界の辺りにある深いせせらぎの向こうに、寺院の
敷地内にある常緑樹と落葉樹の混じった高低木の樹海が全面
に広がっていて、ずっと奥まで続いているように見える。このよう
な敷地を探し当てた住み手は約５年がかりで関西の住宅地をこ
とごとく踏査した結果、ここに決めたのだという。その努力には
驚かざるを得ない。そして、この敷地内に覆いかぶさっている枝
を切ってくれるという寺院の申し出を断り、この樹海をすべて取
り込んだ家にしようと決心するまで、時間はかからなかった。
　あとは“自ずから然り”で、プランは決まってゆく。この家のど
の部分からもこの樹海が感じられるように、一つはその樹海の
なかに漂っているように、もう一つは手前に引いて樹海を鑑賞で
きるように、また今一つは小窓から切り取られた樹海を眺めら
れるように、という具合いである。

　いまこの家は膨大な敷地の一角に佇んでいるようだ。実際は
それほど広くない敷地のほぼ中央に建っているのだが、周囲の
樹海がすべてこの家のためにあるように見える。道路境界およ
び寺院との敷地境界はどこにあるのかわからない。そして、比
較的交通至便の地でありながら、春は桜花、夏は深緑やホタ
ル、秋は紅葉、冬は雪景色といった四季折々の自然の恵みを享
受することができる。

撮影：松村芳治
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