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秦町の甍　安原三郎

　緩やかな坂道の先に石垣や水路があって、その上には蔵や納屋、
そして長屋門と塀に囲われた「囲い造」と呼ばれる屋敷が残る。その
風情ある一角にこの家がある。今回は主屋の建替え、そして蔵等の
改修である。
　この家は平屋の南棟と北棟に分かれ、それを跨ぐように一部二階
がのっていて、全体は三つの棟で構成されている。これは一階の各室
が全て庭に面すること、そして分棟とすることで外観のヴォリュームを
抑え、近隣に対して威圧感を与えないようにという思いからである。
　南棟の西部分は柿の木を避けるため、への字状に折り曲げてい
る。その結果、居間や寝室は南の庭を取り囲む形となった。この南面
の開口部は庭との一体化を図るため、欄間にガラスを入れ、内部の
傾斜天井を外部へと続けた。また、欄間や柱は鉄骨を用いて細く見
せ、庭とのつながりを強調している。
　この家の夫人はエアコンに頼らず、自然体で生活されていて、この
家での要望も通風の良い家、そして断熱性・耐久性の高い家というも
ののみであった。瓦屋根の深い軒、通風を考慮した開口部、そして木
陰をつくる多くの庭を設えることでそれに応えている。
　素材は耐久性のある栗やクルミ材等を適材適所に用い、年月を刻
むことで色艶、表情を湛え、光によって陰影を醸し出す空間を求めた。
そして三つの棟の屋根を全て瓦で葺くことで近隣の瓦屋根とともに美
しい甍の波を形成し、この場の風景としての家をつくり出そうと思った。

撮影：松村芳治

■プロフィール
1946年 京都府生まれ
1964年 京都市立伏見工業高校卒業
1967年 独学（古建築を巡る）
1969年 美建・設計事務所
1975年 安原三郎建築設計事務所設立
2009年～  京都造形芸術大学非常勤講師

■建物データ
設　計：安原三郎建築設計事務所
　　　　安原三郎・秋田諭
施　工：田中工務店
　　　　武生隆雄・橋本静夫
所在地：大阪府寝屋川市
竣　工：2011年
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社
会
か
ら
必
須
と
さ
れ
る
建
築
士
会
を
目
指
す

﹁
建
築
士
会
は
社
会
に
何
が
で
き
る
か
﹂

㈳
大
阪
府
建
築
士
会
会
長　

岡
本
森
廣

　

柳
川
前
会
長
か
ら
バ
ト
ン
を
受
け
、
六
月
か
ら

会
長
に
就
任
致
し
ま
し
た
。
私
は
、
社
会
か
ら
必

要
と
さ
れ
る
建
築
士
会
の
実
現
を
強
く
願
っ
て
い

ま
す
。
来
年
の
公
益
法
人
化
は
、
そ
の
第
一
歩
で

す
。
そ
の
一
方
、
財
政
は
創
設
以
来
の
危
機
的
状

況
に
直
面
し
、
団
塊
世
代
の
リ
タ
イ
ア
、
景
況
感

の
悪
化
等
に
よ
っ
て
会
員
数
が
著
し
く
減
少
し
て

い
ま
す
。
会
の
存
続
を
か
け
て
、
組
織
の
ス
リ
ム

化
を
図
る
た
め
、
委
員
会
・
研
究
会
・
ワ
ー
キ
ン

グ
等
の
見
直
し
を
進
め
ま
す
。

　

さ
て
、
建
築
士
の
業
務
は
、
縮
小
傾
向
に
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。確
か
に
住
宅
ス
ト
ッ
ク
は
、

既
に
世
帯
数
を
一
五
％
も
超
過
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
建
築
士
の
活
躍
で
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

確
実
に
変
容
し
つ
つ
も
拡
大
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
建
物
の
長
寿
命
化
の
た
め
の
維
持
・
管
理
、

耐
震
診
断
・
補
強
工
事
の
設
計
監
理
、
建
物
資
産

の
評
価
、
訴
訟
・
調
停
で
の
専
門
的
助
言
・
支
援
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
識
し
た
建
築
等
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
進
歩
す
る
技
術
や
社
会
要
求
、
多
様
な
業
態

に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
Ｃ
Ｐ
Ｄ
も
今
ま
で
以
上

に
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

六
十
年
に
及
ぶ
士
会
活
動
の
基
本
で
あ
る
社
会

貢
献
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
化
に
よ
り
一
層
深

化
さ
せ
ま
す
。
建
築
相
談
や
地
域
に
根
差
し
た
ま

ち
づ
く
り
活
動
、
自
治
体
等
へ
の
委
員
の
派
遣
、

国
際
交
流
、
自
治
体
か
ら
の
受
託
事
業
へ
の
対
応

も
建
築
士
会
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
す
。

　

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
に
係
る
検
討
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、
会
員
の
皆
様
の
前
向
き
な
ご
理
解
と

ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 
大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
解
説

写
真　

田
籠
哲
也　

文　

牧
野
高
尚

　

大
阪
南
部
の
玄
関
口
で
あ
る
天
王
寺
駅
の
西
側

に
は
緑
豊
か
な
天
王
寺
公
園
と
動
物
園
が
広
が

り
、
そ
の
先
に
新
世
界
通
天
閣
が
あ
る
。
現
在
の

通
天
閣
は
二
代
目
で
一
九
五
六
年︵
昭
和
三
一
年
︶

に
完
成
。
設
計
は
東
京
タ
ワ
ー
な
ど
も
手
掛
け
た

内
藤
多
仲
氏
で
、
施
工
は
奥
村
組
。
国
の
登
録
有

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
四
五
年
︵
一
九
一
二
年
︶
に
初
代
通
天
閣

及
び
ル
ナ
パ
ー
ク
が
開
業
し
、
一
大
歓
楽
街
と
し

て
栄
え
た
。
し
か
し
開
業
一
一
年
で
ル
ナ
パ
ー
ク

が
閉
園
。
そ
の
後
、
開
戦
を
迎
え
る
。

　

通
天
閣
は
火
災
に
よ
り
足
元
を
損
傷
。
最
後
は

戦
時
中
の
金
属
類
回
収
令
に
よ
り
解
体
。
界
隈
も

戦
火
に
よ
り
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
。
そ
の
後
、

戦
後
復
興
を
遂
げ
る
お
り
、
地
元
有
志
ら
に
よ
り

再
建
話
が
持
ち
上
が
り
、
現
在
の
二
代
目
通
天
閣

が
よ
う
や
く
完
成
し
た
。

　

テ
レ
ビ
や
映
画
で
も
お
な
じ
み
の
新
世
界
通
天

閣
。
大
阪
を
代
表
す
る
顔
で
あ
り
、
戦
後
の
大
阪

を
見
続
け
て
き
た
歴
史
と
文
化
の
象
徴
と
し
て
、

こ
れ
か
ら
も
大
切
に
す
べ
き
存
在
だ
。

建築人　７
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監修　　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　　　河合哲夫

　　　　　　　　　　曽我部千鶴美　筑波幸一郎

　　　　　　　　　　中間伸和　　　橋本頼幸

　　　　　　　　　　牧野高尚

　　　　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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上段　石壁の家（1974年／石井修設計）
中段　香川県・牟礼でのイサム・ノグチ
下段　瀬戸内海歴史民俗資料館
撮影
上段　多比良敏夫
　　　（提供：石井智子美建設計事務所）

（注１）彫刻家・1938年香川県生まれ　イサム・ノ
グチ氏と出会い、現代的な石彫創作の道を歩み
始め、イサム・ノグチの彫塑作品製作のパートナー
となった。代表作に「黒い太陽（Black Sun）」

（注２）1904～1989年　20世紀を代表する彫
刻家。1956年　初めて庵治石の産地である香
川県牟礼町を訪れる　1969年牟礼町にアトリエ
と住居（イサム家）を構え、以降20年余りの間、和
泉正敏をパートナーに制作に励んだ

（注３）1923～1998年　建築家　香川県出身
京都工業専門学校（現京都工芸繊維大学）卒
業　ヘルシンキ五輪の三段跳び選手でもあった　

「瀬戸内海歴史民俗資料館」（香川県高松市）
は1973年完成　香川県建築課所属時代に設
計を手がけた　1974年度日本建築学会賞受賞

美
建
入
所
へ
の
き
っ
か
け

荒
木　

今
日
は
、
住
宅
と
店
舗
と
い
う
二
本
の

柱
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
安
原
さ
ん
に
、
そ
の
二

つ
を
偏
り
な
く
取
り
組
む
姿
勢
や
作
品
の
原
点

な
ど
を
お
聞
き
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

森
本　

安
原
さ
ん
は
、
赤
松
・
菅
野
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
石
井
修
先
生
の
主
宰
さ
れ
て
い

た
美
建
・
設
計
事
務
所
︵
以
下
美
建
︶
に
入
所

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
何
か
き
っ
か
け
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？

安
原　

知
り
合
い
の
建
築
家
に
大
阪
で
斜
線
や

幾
何
学
的
な
パ
タ
ー
ン
を
用
い
て
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
を
し
て
い
る
面
白
い
事
務
所
が
あ
る
と
教
え

て
頂
い
た
の
が
、
石
井
先
生
の
美
建
で
し
た
。

後
日
、
雇
っ
て
欲
し
い
と
お
願
い
に
行
っ
た
の

で
す
が
、
事
務
所
が
一
杯
で
席
が
な
い
と
の
理

由
で
断
ら
れ
、
仕
方
な
く
そ
の
日
は
帰
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
に
、
も
う
一
度
お
願
い

に
行
き
ま
し
た
。
前
回
同
様
に
断
ら
れ
た
の
で

す
が
、今
度
は
「
設
計
室
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
」

と
食
い
つ
い
た
ん
で
す
。

荒
木　

当
時
、
美
建
に
は
ス
タ
ッ
フ
が
何
人
く

ら
い
お
ら
れ
た
の
で
す
か
？

安
原　

六
名
く
ら
い
で
し
た
ね
。事
務
所
に
は
、

そ
の
六
名
分
の
机
が
一
列
に
並
ん
で
い
て
、
空

席
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
前
か
ら
順
に
少

し
ず
つ
詰
め
て
も
ら
い
、
一
番
後
ろ
の
石
井
先

生
の
席
も
少
し
詰
め
、
机
の
入
る
ス
ペ
ー
ス
が

確
保
で
き
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
入
所
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
代
の
就
職
活
動

は
大
抵
が
そ
ん
な
状
況
で
、
友
人
も
寝
袋
持
参

で
設
計
事
務
所
へ
押
し
か
け
て
い
ま
し
た
。
横

内
敏
人
さ
ん
も
、
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に

入
る
際
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と

仰
っ
て
い
ま
し
た
。
昔
は
、
み
ん
な
根
性
が
あ

り
ま
し
た
ね
。

石
と
の
出
会
い

中
澤　

美
建
で
安
原
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
作

品
を
担
当
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

安
原　
「
石
壁
の
家
」
や
「
天
と
地
の
家
」、「
豊

国
ガ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
で
す
。

森
本　

以
前
「
石
壁
の
家
」
の
外
観
を
通
り
が

か
り
に
拝
見
し
ま
し
た
。
と
て
も
一
九
七
四
年

に
竣
工
し
た
作
品
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
状
態

が
よ
か
っ
た
の
で
驚
き
ま
し
た
。
計
画
に
あ

た
っ
て
は
、
あ
の
場
所
を
ど
う
読
ま
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
？

安
原　

冬
場
の
六
甲
お
ろ
し
を
遮
る
た
め
に
北

側
と
東
側
を
壁
で
閉
鎖
し
よ
う
と
い
う
の
が
ま

ず
始
ま
り
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
敷
地

が
六
甲
山
麓
だ
っ
た
の
で
掘
れ
ば
き
っ
と
御
影

石
が
出
て
く
る
か
ら
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
石

井
先
生
は
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
和
泉
正
敏
さ
ん

︵
注
１
︶
の
石
積
み
が
イ
メ
ー
ジ
に
近
か
っ
た

よ
う
で
、
私
が
連
絡
船
に
乗
り
高
松
ま
で
話
を

聞
き
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に

イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
︵
注
２
︶
さ
ん
も
来
ら
れ
て

い
て
、
建
築
家
の
卵
だ
と
紹
介
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
夜
に
は
「
イ
サ
ム
家
」
で
レ
コ
ー
ド

を
聴
き
な
が
ら
ウ
イ
ス
キ
ー
を
い
た
だ
き
、
ま

る
で
夢
の
よ
う
な
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

木
下　
「
石
壁
の
家
」
の
石
積
み
は
、
中
も
外

も
全
て
和
泉
さ
ん
の
手
に
よ
る
も
の
で
す
か
？

安
原　

そ
う
で
す
。
後
日
、
石
井
先
生
と
二
人

で
和
泉
さ
ん
の
元
を
訪
ね
、
作
例
と
し
て
山
本

忠
司
︵
注
３
︶
さ
ん
設
計
の
「
瀬
戸
内
海
歴
史

民
俗
資
料
館
」を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

和
泉
さ
ん
に
よ
る
石
積
み
を
直
接
見
て
感
激
し

ま
し
た
ね
。
そ
の
時
以
来
、
石
は
好
き
な
素
材

の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。

木
下　
「
石
壁
の
家
」
で
は
、
そ
の
壁
の
上
に

木
造
の
梁
が
リ
ズ
ム
よ
く
並
び
、
そ
こ
に
屋
根

が
軽
く
架
か
っ
て
い
る
の
で
道
路
側
か
ら
は
非

常
に
綺
麗
に
見
え
ま
す
ね
。

安
原　

屋
根
の
架
け
方
で
は
石
井
先
生
と
意
見

が
異
な
り
ま
し
た
が
、
今
か
ら
思
う
と
そ
の
見

え
が
か
り
を
考
慮
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

森
本　

石
壁
も
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
て
造
ら
れ
て

い
て
、
写
真
と
は
違
い
威
圧
感
が
な
か
っ
た
で

す
ね
。

安
原　

石
井
先
生
は
必
ず
通
り
に
緑
を
提
供
し

よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
り
、
そ
の
上
で

建
物
の
位
置
が
決
ま
り
ま
す
。
だ
か
ら
威
圧
感

が
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

あ
る
べ
き
姿
の
追
求

中
澤　
「
天
と
地
の
家
」
で
も
多
く
の
緑
を
街

に
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

安
原　

施
主
か
ら
の
要
望
は
、
当
初
、
木
造
二

階
建
て
で
ロ
ー
コ
ス
ト
と
い
う
も
の
で
し
た
。

石
井
先
生
は
、
最
初
に
周
辺
環
境
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
土
地
や
建
物
の
在
り
方
が
相
応
し
い

か
と
い
う
発
想
で
計
画
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

の
時
も
、雛
壇
造
成
地
で
の
在
り
方
を
探
ら
れ
、

発
想
さ
れ
ま
し
た
。「
安
原
君
、
自
然
の
傾
斜

地
だ
っ
た
ら
木
造
も
良
い
け
ど
、
こ
こ
は
Ｒ
Ｃ

造
で
地
下
に
し
よ
う
！
」
と
。
初
め
て
基
本
案

か
ら
担
当
さ
せ
て
も
ら
え
た
案
件
だ
っ
た
の
で

嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
他
の
所
員
た
ち
に
残
業

代
目
当
て
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
い
や
で
、
別
れ

る
梅
田
ま
で
一
緒
に
帰
り
、
そ
の
後
事
務
所
に

戻
っ
て
計
画
に
没
頭
し
て
い
ま
し
た
。

中
澤　

計
画
案
を
見
た
施
主
の
反
応
は
ど
う
で

し
た
か
？

安
原　

数
か
月
後
、
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
事

務
所
へ
や
っ
て
き
た
施
主
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
お
い
て
あ
っ
た
模
型
を
見
て
、「
面
白
そ
う

な
家
で
す
ね
。
ど
こ
の
家
で
す
か
？
」
と
⋮
。

そ
れ
が
ま
さ
か
自
分
た
ち
の
家
だ
と
は
思
わ
な

か
っ
た
よ
う
で
、石
井
先
生
か
ら
説
明
を
受
け
、

驚
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
あ
の
場
所
で
木
造
は

ソ
ー
ド
や
ご

て
、
建
築
に
向
か
う
思
い

が
い
ま
し
た
。

建
築
人安

原
三
郎

kenchiku-bito

撮影：田籠哲也

や
す
は
ら
さ
ぶ
ろ
う

１
９
４
６
年
京
都
府
生
ま
れ

１
９
６
４
年
京
都
市
立
伏
見
工
業
高
校
建
築
科
卒
業

１
９
６
４
年
赤
松
・
菅
野
建
築
設
計
事
務
所　

１
９
６
７
年
独
学
（
古
建
築
を
巡
る
）

１
９
６
９
年
美
建
・
設
計
事
務
所

１
９
７
５
年
安
原
三
郎
建
築
設
計
事
務
所
設
立

日
本
サ
イ
ン
デ
ザ
イ
ン
協
会
Ｓ
Ｄ
Ａ
賞
、
松
下

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
コ
ン
テ
ス
ト
、
商
環
境
賞
他
を

受
賞

　

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
。

　

今
回
の
建
築
人
は
建
築
家
・
安
原
三
郎
さ
ん
。

住
宅
や
店
舗
な
ど
、
幅
広
く
か
つ
柔
軟
に
作
品

を
つ
く
り
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
修
行
時
代
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
ご
自
身
の
作
品
論
な
ど
を
通
し

て
、
建
築
に
向
か
う
思
い
や
姿
勢
な
ど
を
う
か

が
い
ま
し
た
。
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上段　あじびる（1976年／石井
修設計）
中段　御蔵山の家（1966年／吉
村順三設計）
下段　竹中工業所分室（1982年
／石井修設計）
撮影
上段　多比良敏夫
　　　（提供：石井智子美建設計事務所）
中段　木下　光
下段　牧野高尚

（注４）1908～1997年　建築
家　東京都出身　東京美術学校
（現東京芸術大学）卒業　代表作
に「軽井沢の山荘（吉村山荘）」
（1962年）
（注５）建築人　2009年2月号

駄
目
で
す
。
木
造
を
望
ま
れ
る
の
で
し
た
ら
、

他
の
土
地
を
買
っ
て
下
さ
い
」
と
。
石
井
先
生

が
す
ご
い
の
は
、
決
し
て
饒
舌
に
話
さ
れ
る
訳

で
は
な
い
の
で
す
が
、
説
得
力
が
あ
る
こ
と
で

す
。そ
の
時
も
施
主
は
模
型
を
持
っ
て
帰
ら
れ
、

後
日
「
こ
れ
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
依
頼
に

来
ら
れ
ま
し
た
。

中
澤　

思
い
が
伝
わ
っ
た
の
で
す
ね
。

安
原　

そ
う
で
す
ね
。
京
都
河
原
町
の
「
あ
じ

び
る
」
の
時
も
、
四
階
建
て
と
い
う
要
望
に
対

し
て
、
あ
の
場
所
な
ら
九
階
建
て
に
し
な
い
と

だ
め
だ
と
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
当
然
予
算
的
に

無
理
だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
年
後
に
お
金
を
用

意
し
て
依
頼
に
来
ら
れ
た
の
で
す
。
石
井
先
生

の
頭
の
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
相
応
し

い
建
築
の
あ
り
方
が
見
え
て
い
て
、
そ
れ
を
実

現
さ
せ
る
強
い
信
念
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
本
当

に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
人
で
し
た
。

吉
村
順
三
と
の
接
点

森
本　

吉
村
順
三
︵
注
４
︶
先
生
が
設
計
さ
れ

た
作
品
の
工
事
監
理
を
美
建
で
さ
れ
て
い
ま
し

た
よ
ね
。

安
原　

最
初
は
谷
町
の「
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
ビ
ル
」

で
、
そ
の
次
が
「
御
蔵
山
の
家
」
で
す
。「
御

蔵
山
の
家
」は
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

増
築
が
二
度
行
わ
れ
、
美
建
で
設
計
を
行
っ
て

い
ま
す
。
一
度
目
は
、
元
の
建
物
の
横
に
Ｒ
Ｃ

造
の
平
屋
で
増
築
し
、
二
度
目
は
、
そ
の
上
に

木
造
で
造
り
ま
し
た
。
完
成
写
真
を
持
っ
て
吉

村
先
生
に
報
告
に
行
っ
た
時
「
僕
が
や
っ
た
み

た
い
だ
」
と
言
っ
て
頂
い
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ

た
で
す
ね
。

木
下　

資
料
で
は
一
九
六
六
年
に
竣
工
。
一
度

目
の
増
築
が
七
一
年
、
二
度
目
が
八
二
年
で
す

ね
。

安
原　

増
築
前
は
、
小
さ
な
１
ユ
ニ
ッ
ト
の
小

住
宅
で
し
た
。

荒
木　

間
仕
切
り
壁
も
二
四
ミ
リ
の
ベ
ニ
ヤ
板

一
枚
で
、
極
限
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
行

き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

安
原　

あ
れ
は
、
余
分
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し

て
、
残
っ
た
も
の
で
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
す
か
ら
ね
。
ス
ラ
ブ
の
厚
み
も
究
極
で

す
。
計
算
を
し
て
最
低
限
の
鉄
筋
量
で
造
っ
て

い
ま
す
。
あ
の
当
時
、
吉
村
先
生
は
建
売
の
価

格
帯
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
住
宅
が
で
き
る
こ
と
を

テ
ー
マ
の
一
つ
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

新
し
い
手
法
に
こ
だ
わ
る

木
下　

安
原
さ
ん
が
美
建
に
所
属
し
て
お
ら
れ

た
の
は
、
何
年
か
ら
何
年
ま
で
に
な
る
ん
で
す

か
？

安
原　

一
九
六
九
年
か
ら
七
五
年
の
五
年
で
す

ね
。
そ
の
あ
と
、
数
年
は
引
き
継
ぎ
と
し
て

行
っ
て
い
ま
し
た
。
作
品
で
は
、「
竹
中
工
業

所
」
あ
た
り
ま
で
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
ま
し

た
ね
。

木
下　

門
扉
や
藤
棚
に
至
る
細
部
ま
で
石
井
先

生
は
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
建
築
人
の

表
紙
企
画
︵
注
５
︶
で
は
写
真
の
数
も
限
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
大
き
な
ス
ケ
ー
ル

の
話
ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
非
常
に

肌
理
細
や
か
な
建
築
で
し
た
。
と
に
か
く
作
業

場
の
光
の
入
り
方
が
と
て
も
気
持
ち
良
い
で
す

よ
ね
。
図
面
を
引
く
仕
事
を
す
る
人
の
感
覚
と

い
う
の
が
、
丁
寧
に
ト
レ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
し
た
。
な
く
な
っ
た
と
聞
き
、
す
ご
く

残
念
に
思
い
ま
す
。

森
本　

図
面
を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
、
平
面
図

よ
り
も
断
面
図
が
美
し
い
で
す
ね
。

安
原　

こ
れ
は
工
事
が
大
変
で
し
た
。
ボ
イ
ド

ス
ラ
ブ
に
テ
ン
シ
ョ
ン
を
か
け
て
ス
パ
ン
を
飛

ば
し
て
い
る
の
で
す
。
最
初
は
一
〇
セ
ン
チ
く

ら
い
床
の
中
央
で
た
わ
ん
で
い
た
も
の
が
、
毎

日
テ
ン
シ
ョ
ン
を
少
し
ず
つ
か
け
、
最
終
的
に

は
一
セ
ン
チ
く
ら
い
反
対
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
終

え
ま
し
た
。
や
っ
た
こ
と
が
な
い
デ
ィ
テ
ー
ル

だ
か
ら
大
変
で
し
た
ね
。

森
本　

美
建
で
は
、
構
造
計
画
は
ど
の
よ
う
に

進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

安
原　

石
井
先
生
は
、
い
つ
も
何
か
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
構
造
は
、

非
常
に
重
要
で
、
構
造
事
務
所
に
い
つ
も
設
計

の
初
期
段
階
か
ら
相
談
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

し
か
し
、
骨
格
の
部
分
は
、
石
井
先
生
が
押
さ

え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
思
っ
た
も
の
が

つ
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
壊
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
く
ら
い
、
工
務
店
時
代
か
ら
施

工
者
と
い
う
よ
り
設
計
者
だ
っ
た
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
押
し
通
す
、
曲
げ
な
い
姿
勢

は
、
本
当
に
建
築
家
で
し
た
。

木
下　

美
建
か
ら
は
、
素
材
や
方
向
性
が
全
く

異
な
る
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ

の
事
務
所
か
ら
出
て
き
た
作
品
と
は
思
え
な
い

く
ら
い
、バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

安
原　

石
井
先
生
は
、
同
じ
手
法
で
建
築
を
造

り
た
く
な
い
と
い
う
主
義
で
し
た
ね
。
常
に
新

し
い
手
法
で
や
っ
て
い
き
た
い
と
⋮
。
私
の
作

風
に
幅
が
あ
る
の
も
こ
の
考
え
に
影
響
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

石
井
修
と
の
思
い
出

安
原　

石
井
先
生
と
の
思
い
出
の
ひ
と
つ
に
行

政
協
議
が
あ
り
ま
す
。
風
致
地
区
に
計
画
す
る

住
宅
で
、壁
面
後
退
の
ル
ー
ル
に
納
得
い
か
ず
、

境
界
か
ら
二
ｍ
壁
面
を
後
退
す
る
理
由
を
役
所

の
人
に
問
う
わ
け
で
す
。「
あ
な
た
は
、
セ
ッ

ト
バ
ッ
ク
を
す
る
意
味
が
わ
か
り
ま
す
か
。
環

境
を
良
く
す
る
た
め
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
の
デ

ザ
イ
ン
は
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
を
し
な
く
て
も
、

上段　秦町の甍（2011年／安原
三郎設計）
中段　斜庭の家（2002年／安原
三郎設計）
下段　インタビュー風景
撮影
上段　上田宏　　下段　田籠哲也

全
体
的
に
は
環
境
に
寄
与
し
て
い
る
ん
で
す
」

と
。

荒
木　

法
律
の
そ
も
そ
も
の
意
図
と
い
う
か
、

大
局
を
理
解
し
た
上
で
、
話
を
持
っ
て
行
か
れ

る
わ
け
で
す
よ
ね
。

安
原　

そ
う
で
す
。
そ
れ
が
私
に
乗
り
移
り
ま

し
て
ね
、
自
然
素
材
の
使
用
に
つ
い
て
消
防
署

と
は
何
度
も
や
り
合
っ
て
き
ま
し
た
︵
笑
︶。

と
に
か
く
仕
事
に
対
し
て
妥
協
の
な
い
人
で
し

た
。
パ
ー
ス
を
描
い
て
い
て
、
怒
ら
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
経
費
節
減
の
た
め
と

思
っ
た
の
で
す
が
、
パ
ー
ス
の
専
門
家
よ
り
も

上
手
く
描
け
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
プ
ロ
に

任
せ
て
、
そ
の
分
設
計
に
集
中
す
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
ま
し
た
。

森
本　

石
井
先
生
の
作
品
集
を
見
る
と
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
と
こ
ろ
に
、
安
原
さ
ん
の
名
前
が
併

記
さ
れ
て
い
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。

安
原　

え
え
。
僕
が
初
め
て
担
当
者
と
し
て

名
前
を
出
し
て
頂
け
た
の
で
す
。
札
幌
や
仙

台
な
ど
遠
方
の
仕
事
に
は
、
必
ず
私
を
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
二

人
で
夜
の
ま
ち
へ
出
か
け
て
、
お
い
し
い

と
こ
ろ
を
一
時
間
以
上
か
け
て
探
す
ん
で

す
。「
建
築
家
っ
て
い
う
の
は
、
お
い
し
い
と

こ
ろ
を
一
目
見
て
判
別
で
き
な
い
と
だ
め
だ
。」

と
い
う
の
が
い
つ
も
の
セ
リ
フ
で
ね
。
お
酒
も

か
な
り
飲
ま
れ
ま
し
た
。

森
本　

仕
事
以
外
の
時
間
を
一
緒
に
過
ご
す
こ

と
で
教
わ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

安
原　

そ
う
で
す
ね
。
結
果
と
し
て
考
え
て
み

る
と
仕
事
の
ス
タ
ン
ス
と
か
⋮
、
い
ろ
ん
な
意

味
で
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
あ
の
当
時
一
番
嘆

い
て
お
ら
れ
た
の
が
、
山
林
を
伐
採
す
る
ゴ
ル

フ
場
開
発
と
宅
地
造
成
で
し
た
。
ゴ
ル
フ
場
を

見
れ
ば
い
つ
も
嘆
い
て
い
ま
し
た
ね
。「
安
原

君
、
ゴ
ル
フ
場
は
、
山
林
を
伐
採
し
て
い
る
か

ら
、
土
地
の
血
液
が
出
て
い
る
。
ど
う
し
よ
う

も
な
い
か
ら
緑
の
包
帯
で
巻
い
て
い
る
ん
だ

よ
。
芝
生
は
緑
の
包
帯
な
ん
だ
よ
。」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
芝
生
は
あ
ん
ま

り
お
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
す
ね
。

目
神
山
へ
の
助
走

木
下　

私
は
「
石
壁
の
家
」
や
「
天
と
地
の
家
」

が
あ
っ
た
か
ら
、
一
連
の
目
神
山
の
家
が
生
ま

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
て
、
そ
れ
を

確
か
め
る
べ
く
安
原
さ
ん
に
お
会
い
す
る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
お
話
し
を

お
聞
き
し
て
、
石
井
先
生
の
作
品
の
中
で
、
目

神
山
以
外
の
重
要
な
作
品
に
安
原
さ
ん
が
多
く

お
関
わ
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
に
気
づ
か
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
ン
ス

が
目
神
山
で
花
開
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ま
し
た
。

安
原　

私
が
美
建
に
い
た
こ
ろ
は
ま
だ
そ
う
い

う
意
味
で
は
開
花
し
て
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で

す
よ
ね
。
そ
の
あ
と
目
神
山
の
あ
た
り
か
ら
、

石
井
先
生
が
一
気
に
開
花
し
て
い
っ
た
感
じ
で

す
ね
。

木
下　

目
神
山
と
い
う
厳
し
い
敷
地
条
件
下

で
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
で
の
経
験
が
活
か
さ
れ

た
と
い
う
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、「
豊
国
ガ

ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
や
「
天
と
地
の
家
」
の
屋

上
緑
化
、「
石
壁
の
家
」
で
の
石
と
い
う
素
材

の
扱
い
方
、
様
々
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
使
い
方

な
ど
、
種
々
の
実
験
的
手
法
や
デ
ィ
テ
ー
ル
が

美
建
に
は
蓄
え
ら
れ
て
い
た
結
果
だ
と
思
い
ま

す
。
当
然
、
石
井
先
生
の
確
固
た
る
信
念
と
も

い
え
る
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
っ
て
こ
と
で
す
が
、

そ
の
中
心
に
石
井
先
生
の
右
腕
と
し
て
安
原
さ

ん
が
お
ら
れ
た
こ
と
も
理
解
で
き
ま
し
た
。

安
原　

有
難
い
こ
と
に
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
頂

く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

森
本　

安
原
さ
ん
の
在
席
さ
れ
た
時
期
が
目
神

山
へ
の
助
走
の
時
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

風
景
と
現
代
生
活「
秦
町
の
甍
」・「
斜
庭
の
家
」

荒
木　

安
原
さ
ん
の
作
品
の
中
で
個
人
的
に
一

番
気
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
寝
屋
川
の
「
秦
町

の
甍
」で
す
。あ
れ
だ
け
大
ら
か
な
屋
根
が
あ
っ

て
、
そ
の
下
に
現
代
的
な
住
空
間
が
広
が
っ
て

い
る
住
宅
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
。

安
原　

周
辺
に
は
お
寺
な
ど
が
あ
り
、
一
区
画

が
比
較
的
大
き
い
場
所
で
す
。
坂
道
に
対
し
て

石
積
み
や
門
や
蔵
な
ど
が
あ
り
、
奈
良
地
方
に

よ
く
あ
る
「
囲
い
造
り
」
の
よ
う
な
建
物
が
点

在
し
て
い
ま
す
。
建
て
替
え
ら
れ
て
風
景
と
し

て
は
残
念
な
住
宅
が
一
部
あ
り
ま
す
が
、
近
辺

の
住
宅
は
ほ
と
ん
ど
が
瓦
葺
き
で
す
。
私
は
最

近
、
特
に
「
風
景
と
し
て
の
家
」
と
い
う
と
ら

え
方
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
回
も
周

辺
環
境
を
見
た
と
き
に
や
は
り
甍
の
波
を
つ
く

り
た
い
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
あ
り
ま
し
た

ね
。
も
ち
ろ
ん
内
部
は
現
代
的
な
空
間
を
計
画

し
ま
し
た
。

木
下　

瓦
と
い
う
素
材
を
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ

て
い
ま
す
か
。

安
原　

と
に
か
く
最
近
の
瓦
は
均
質
で
す
ね
。

日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
均
質
で
な
い
と
気
が

済
ま
な
い
よ
う
で
す
ね
、
困
っ
た
も
の
で
す
。

僕
は
い
つ
も
不
均
質
な
も
の
が
好
き
な
の
で
、

自
然
素
材
を
使
う
ん
で
す
が
⋮
。
最
近
、
デ
ザ

イ
ン
を
し
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
住
ん

で
み
て
そ
の
良
さ
が
わ
か
る
よ
う
な
、
そ
し
て

一
つ
の
風
景
に
な
る
よ
う
な
建
築
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
過
去
に
自
分
が
設
計
し
た

店
舗
で
あ
っ
て
も
、
行
く
の
は
嫌
で
す
ね
。
デ

ザ
イ
ン
を
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
⋮
。
た
だ
、
風

景
に
馴
染
む
家
と
い
っ
て
も
、
現
在
の
壊
れ
た

風
景
の
中
で
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
、
今
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思
案
し
て
い
ま
す
。
住
宅
の
場
合
は
一
軒
で
も

い
い
か
ら
、
何
か
発
信
し
て
い
き
た
い
と
い
う

気
持
ち
で
設
計
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
す

が
。

森
本　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
東
京
に
あ
る

「
斜
庭
の
家
」
は
、
ま
さ
し
く
風
景
が
壊
さ
れ

た
中
で
の
敷
地
条
件
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。

安
原　

そ
う
で
す
ね
、
周
辺
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が

建
ち
並
び
、
あ
る
程
度
土
地
の
広
さ
が
あ
る
地

域
で
す
が
、
寒
々
と
し
た
風
景
が
広
が
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
で
、
施
主
が
花
屋
さ
ん
で
も
あ

る
し
、
ち
ょ
っ
と
思
い
切
っ
た
デ
ザ
イ
ン
し
て

く
れ
と
い
う
こ
と
で
、
草
屋
根
と
し
ま
し
た
。

こ
の
一
角
だ
け
が
、
別
世
界
の
よ
う
で
す
よ
。

﹃
住
宅
建
築
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
六
本
木
ヒ

ル
ズ
が
遠
景
に
入
っ
た
カ
ッ
ト
を
撮
影
し
て
く

だ
さ
っ
た
の
は
、
写
真
家
の
大
橋
富
夫
さ
ん
で

す
。
設
計
意
図
を
説
明
し
な
く
も
「
こ
の
ア
ン

グ
ル
が
ポ
イ
ン
ト
で
し
ょ
う
」
と
理
解
し
て
く

れ
て
い
て
、
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。

境
界
に
つ
い
て

河
野　

住
宅
と
庭
、
さ
ら
に
は
街
と
の
関
係
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

安
原　
﹃
秦
町
の
甍
﹄
で
は
思
い
切
っ
て
リ
ビ

ン
グ
と
庭
と
を
つ
な
ご
う
と
い
う
意
識
で
や
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ
も
は
建
築
空

間
と
庭
と
を
あ
ま
り
融
合
さ
せ
な
い
で
お
こ
う

と
意
識
し
て
い
ま
す
。
自
立
し
た
空
間
が
、
環

境
に
合
っ
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
・
素
材
で
つ
く
ら
れ

て
い
れ
ば
、
内
部
は
自
由
に
し
た
ら
い
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
想
い
で
す
。
そ
れ
は
吉
村
順

三
先
生
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
ん
で
す

よ
。「
外
観
は
も
う
普
通
で
い
い
ん
だ
よ
。
そ

こ
の
環
境
や
地
域
に
な
じ
む
外
観
で
あ
れ
ば
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
。
庭
の
あ
り
様
で
言
え

ば
、
ど
こ
ま
で
空
地
を
残
す
か
と
い
う
の
を
目

指
し
て
い
ま
す
け
ど
ね
。

荒
木　

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
。

安
原　

緑
を
植
え
る
の
だ
っ
た
ら
、
周
辺
環
境

に
寄
与
す
る
部
分
を
常
に
多
く
と
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ネ
ガ
と
ポ
ジ
の
関
係
じ
ゃ
な
い
で

す
け
ど
、あ
る
意
味
で
庭
を
先
行
さ
せ
な
が
ら
、

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
し
て
い
ま
す
ね
。
一
言
で
い
う

と
風
景
と
し
て
の
家
づ
く
り
と
庭
づ
く
り
、
そ

れ
ら
が
そ
の
土
地
の
風
景
さ
ら
に
は
風
土
と
つ

な
が
れ
ば
と
。

木
下　

敷
地
境
界
線
と
い
う
か
権
利
関
係
が
そ

の
ま
ま
形
に
現
れ
な
い
よ
う
に
、
い
か
に
建
物

以
外
の
空
間
を
扱
う
か
と
い
う
の
が
建
築
家
に

し
か
で
き
な
い
技
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ

が
あ
ま
り
に
露
骨
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
の
が

今
の
状
況
で
す
ね
。

安
原　

私
が
不
思
議
で
仕
方
な
い
の
が
、
図
面

に
敷
地
境
界
線
と
書
く
こ
と
で
す
。
現
場
に

行
っ
て
も
線
な
ん
て
無
い
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、

私
の
配
置
図
は
敷
地
境
界
で
止
め
て
い
る
ん
で

す
よ
。
本
当
は
そ
の
辺
は
曖
昧
で
い
い
と
思
う

の
で
す
け
ど
ね
。

緑
の
斜
面

中
澤　

事
前
に
い
た
だ
い
た
資
料
で
安
原
さ
ん

が
、
原
風
景
と
し
て
琵
琶
湖
第
二
疎
水
と
吉
田

山
を
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
風
景
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

安
原　

吉
田
山
は
、
小
さ
い
時
に
と
に
か
く
よ

く
遊
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。
ス
ロ
ー
プ
が
あ
り
、

緩
や
か
な
階
段
が
あ
り
、
起
伏
に
富
ん
だ
地
形

で
、
魅
力
的
な
ん
で
す
ね
、
子
供
に
と
っ
て
。

石
畳
と
か
、
使
っ
て
い
る
素
材
は
基
本
的
に
石

が
多
く
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
建
物
の
関
係
性

が
非
常
に
良
い
ん
で
す
よ
。
全
体
の
風
景
と
し

て
す
ご
く
馴
染
ん
で
い
て
、
独
特
の
雰
囲
気
を

醸
し
出
し
て
い
る
。
忘
れ
ら
れ
な
い
場
所
で
す

ね
。

中
澤　
「
斜
庭
の
家
」
の
立
体
的
な
構
成
は
、

そ
の
風
景
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

安
原　

そ
う
で
す
ね
。
ガ
レ
ー
ジ
か
ら
路
地
を

通
っ
て
玄
関
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
も
上
階
に
あ

が
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
立
体
的
な
庭
の
構

成
が
好
ま
し
い
と
思
う
は
、
吉
田
山
の
影
響
が

あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。そ
れ
と
、

家
の
近
く
の
グ
ラ
ン
ド
に
疎
水
の
土
手
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
の
土
手
が
や
た
ら
に
今
で
も
夢

に
出
て
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
斜
め
庭
と

い
う
土
手
が
も
の
す
ご
く
好
き
な
ん
で
す
よ
。

中
澤　

向
こ
う
側
が
少
し
高
く
な
っ
て
視
線
が

抜
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
。

安
原　

は
い
、
ち
ょ
っ
と
傾
斜
が
あ
る
場
所
が

好
き
で
す
ね
。
寝
転
ん
で
も
い
い
し
、
斜
面
に

な
っ
て
い
る
か
ら
緑
も
目
に
も
飛
び
込
ん
で
く

る
。
理
屈
抜
き
に
、
好
き
な
ん
で
す
ね
。

木
下　

石
井
先
生
が
手
が
け
ら
れ
た
堺
の
「
豊

国
ガ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
も
傾
斜
屋
根
に
緑
化

さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
春
に
は
ツ
ツ
ジ
が
咲
い

て
、
と
て
も
綺
麗
で
し
た
。

安
原　

あ
の
建
物
は
、
解
体
さ
れ
た
そ
う
で
す

ね
。

木
下　

こ
ん
な
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
は
、
他
に

あ
り
ま
せ
ん
。
圧
倒
的
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

が
あ
り
、も
う
二
度
と
造
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

安
原　

こ
う
い
う
建
物
が
、
末
永
く
残
っ
て
欲

し
い
の
で
す
け
ど
ね
。

木
下　

コ
ン
ビ
ニ
と
し
て
の
利
用
で
も
良
い
か

ら
残
し
て
欲
し
か
っ
た
で
す
。
あ
の
斜
面
で
弁

当
を
食
べ
た
ら
、
き
っ
と
気
持
ち
い
い
と
思
い

ま
す
。

素
材
・
対
比

森
本　

安
原
さ
ん
は
「
対
比
」
と
い
う
言
葉
を

上段　ル・トロネ修道院（13世
紀）
中段　京都高島屋ダイニングガー
デン京回廊（2006年／安原三郎
設計）
下段　エナジー・ヴォイド（イサ
ム・ノグチ作）
撮影
上段　荒木公樹

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の

あ
た
り
を
詳
し
く
お
話
し
く
だ
さ
い
。

安
原　

実
は
、
単
一
素
材
で
や
る
の
は
意
外
と

楽
な
ん
で
す
よ
。
ま
た
単
一
素
材
の
空
間
と
い

う
の
は
も
の
す
ご
い
魅
力
が
あ
る
の
で
す
ね
。

石
で
言
え
ば
「
ル
・
ト
ロ
ネ
修
道
院
」、
木
で

い
え
ば
吉
村
順
三
先
生
の
「
軽
井
沢
の
山
荘
」

も
そ
う
で
す
。
単
一
素
材
が
良
い
の
は
わ
か
る

の
で
す
が
、
僕
は
や
っ
ぱ
り
い
ろ
ん
な
素
材
を

使
っ
て
、
そ
れ
ら
で
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
奏
で
た

い
。
い
つ
も
心
が
け
て
い
る
の
が
、
最
終
的
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
が
謳
わ
ず
、
音
楽
で
い
え

ば
い
ろ
ん
な
素
材
が
一
つ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
に

な
っ
て
い
る
様
で
す
。

森
本　

そ
う
思
い
始
め
る
き
っ
か
け
は
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？

安
原　

や
は
り
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
で
す
。「
エ

ナ
ジ
ー
ヴ
ォ
イ
ド
」
を
、
四
〇
年
ほ
ど
前
に
見

た
と
き
、
そ
れ
が
私
の
出
発
点
み
た
い
な
も
の

で
す
。
あ
れ
は
一
つ
の
フ
ォ
ル
ム
と
し
て
の
彫

刻
で
す
け
ど
も
、
私
は
素
材
と
い
う
見
方
を
し

ま
し
た
。
磨
き
こ
ま
れ
た
一
つ
の
石
。
そ
れ
と
、

そ
の
背
景
に
あ
る
、
古
い
米
蔵
や
ふ
る
び
た
木

や
土
壁
。
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
の
彫
刻
が
す
ご
い

と
思
う
の
と
同
時
に
、
全
体
の
構
成
、
雰
囲
気

に
感
動
し
ま
し
た
。
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
が
お
そ

ら
く
そ
の
場
所
を
気
に
い
っ
た
か
ら
こ
そ
、
作

品
を
置
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

木
下　

私
も
好
き
で
何
度
も
訪
れ
て
い
ま
す

が
、
今
の
位
置
と
変
わ
ら
な
い
あ
の
レ
イ
ア
ウ

ト
で
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

安
原　

そ
う
で
す
。
入
口
の
ド
ア
を
開
け
る
と

光
が
ぱ
っ
と
入
っ
て
き
ま
す
ね
。
あ
の
瞬
間
の

光
の
陰
影
を
住
宅
空
間
に
も
持
っ
て
い
け
な
い

か
と
日
々
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
様
々
な
素
材

を
使
っ
て
住
宅
や
店
舗
を
や
っ
て
い
る
け
れ

ど
、あ
の
域
ま
で
は
な
か
な
か
い
け
な
く
て
⋮
。

だ
か
ら
あ
れ
が
一
番
衝
撃
的
で
し
た
。

店
舗
設
計　

素
材　

に
つ
い
て

北　

京
都
高
島
屋
の
レ
ス
ト
ラ
ン
街
︵
ダ
イ
ニ

ン
グ
ガ
ー
デ
ン
京
回
廊
︶
を
見
学
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
共
用
部
と
店
舗
部
の
統
一
感
に
驚

き
ま
し
た
。

安
原　

わ
た
し
は
共
用
部
分
と
テ
ナ
ン
ト
の
一

つ
で
あ
る
「
た
ん
熊
」
と
い
う
お
店
を
設
計
し

ま
し
た
。
今
か
ら
思
う
と
失
礼
な
話
で
す
が
、

各
店
舗
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
全
員
に
こ
の
事
務
所
へ

来
て
も
ら
い
、
デ
ザ
イ
ン
を
修
正
し
て
頂
き
ま

し
た
。
わ
た
し
は
大
阪
の
天
満
の
よ
う
な
界
隈

性
が
好
き
な
の
で
、
ビ
ル
の
中
の
画
一
的
な
レ

ス
ト
ラ
ン
街
が
嫌
な
の
で
す
。
い
ろ
ん
な
店
舗

の
集
合
体
と
し
て
と
ら
え
た
ら
、
画
一
的
な
計

画
に
は
、
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
ほ
と
ん

ど
私
の
意
図
通
り
に
修
正
し
て
も
ら
っ
た
フ
ァ

サ
ー
ド
も
あ
り
、「
壁
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
上

を
ガ
ラ
ス
に
し
て
下
さ
い
」
と
図
面
や
ス
ケ
ッ

チ
、
パ
ー
ス
を
描
い
て
示
し
ま
し
た
。
各
店
舗

の
設
計
者
は
嫌
が
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

中
澤　

店
舗
の
設
計
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
始

め
ら
れ
た
の
で
す
か
。

安
原　

店
舗
は
、
本
当
は
嫌
だ
っ
た
ん
で
す
。

「
人
の
つ
く
っ
た
空
間
の
中
に
、
な
ん
で
お
れ

が
⋮
」
と
い
う
気
持
ち
が
ず
っ
と
あ
っ
た
の
で

す
け
ど
ね
。
何
店
舗
か
や
っ
て
、
喜
び
が
そ
れ

な
り
出
て
き
て
⋮
。
お
客
さ
ん
入
っ
て
繁
盛
す

る
と
自
分
が
や
っ
た
空
間
を
み
な
さ
ん
が
認
め

て
く
れ
た
り
す
る
。
住
宅
と
は
ま
た
違
う
魅
力

に
気
づ
き
ま
し
た
。

森
本　

住
宅
は
施
主
と
建
築
家
の
一
対
一
の
関

係
で
す
が
、
店
舗
は
違
い
ま
す
よ
ね
。

木
下　

パ
ブ
リ
ッ
ク
で
す
ね
。

安
原　

空
間
で
意
識
し
て
い
る
の
は
、
と
に
か

く
ス
ケ
ル
ト
ン
に
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
ど
こ

に
主
な
空
間
を
と
っ
て
、
個
室
等
を
ど
う
絡
め

て
い
く
か
っ
て
い
う
の
を
想
定
し
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
私
が
建
築
家
だ
か
ら
で
き
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。
与
え
ら
れ
た
天
井
高
さ
に
計
画
す

る
の
で
は
な
く
、
ス
ラ
ブ
下
い
っ
ぱ
い
ま
で
空

間
を
と
っ
た
り
、
天
井
高
を
一
九
五
〇
ミ
リ
ぐ

ら
い
ま
で
落
と
し
、
そ
こ
に
エ
ア
コ
ン
を
納
め

た
り
し
て
い
ま
す
。

中
澤　

テ
ナ
ン
ト
で
は
な
い
店
舗
も
手
が
け
ら

れ
て
い
る
の
で
す
か
？

安
原　

ほ
と
ん
ど
、
な
い
ん
で
す
よ
。
い
つ
か

建
築
か
ら
や
り
た
い
と
思
い
、
そ
の
機
会
を

待
っ
て
い
ま
す
。

中
澤　

建
築
と
店
舗
が
融
合
し
た
、
立
体
的
な

面
白
い
も
の
が
で
き
そ
う
で
す
ね
。

仕
事
の
進
め
方

荒
木　

こ
の
事
務
所
の
音
が
い
い
で
す
よ
ね
。

静
寂
の
中
に
三
角
定
規
や
ス
ケ
ー
ル
を
置
い
た

り
、
羽
根
箒
を
使
う
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

確
か
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
現
場
の
音
だ
と

感
じ
ま
す
。

安
原　

私
の
事
務
所
で
は
今
で
も
平
行
定
規
を

使
っ
て
手
描
き
の
図
面
を
描
い
て
い
ま
す
。
若

い
頃
に
描
い
た
図
面
を
見
て
い
て
、
樹
木
を
か

い
て
い
る
時
が
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
今
思
い
出

し
ま
し
た
。
手
描
き
に
は
、
描
く
喜
び
が
あ
り

ま
す
ね
。

荒
木　

一
軒
の
住
宅
で
ど
の
く
ら
い
の
枚
数
を

描
か
れ
る
の
で
す
か
？

安
原　

だ
い
た
い
、
最
低
で
施
工
図
を
五
、六

○
枚
描
き
ま
す
。
家
具
や
暖
炉
ま
で
描
く
の
で

す
よ
。
な
ぜ
か
、
年
々
図
面
枚
数
が
増
え
て
き

て
い
ま
す
ね
。限
ら
れ
た
予
算
や
時
間
の
中
で
、

精
一
杯
の
努
力
を
し
て
質
の
良
い
も
の
を
造
り

た
い
と
い
う
の
が
最
近
、
日
に
日
に
増
し
て
い

る
ん
で
す
。
だ
か
ら
現
場
で
の
食
い
違
い
や
ミ

ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
ね
。
現
場
で
の
打
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聞き手

木下 光
関西大学環境都市工学部建築学科
准教授 博士（工学）
1968年 福岡県生まれ
1992年 京都大学工学部建築学科卒業
1996年 東京大学大学院工学系研
究科都市工学専攻博士課程中退
2005年 日本建築学会論文奨励賞
市場と公共空間、屋並と瓦、敷地計
画と都市住宅等に関して研究
共著に「アジア建築研究」（INAX出
版）、「建築MAP京都」、「建築MAP
大阪／神戸」（TOTO出版）等。

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

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

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

テープ起こし：松本和也・寺田千尋
（関西大学木下研究室）

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

合
せ
の
必
要
が
な
い
く
ら
い
な
の
で
す
が
、
好

き
だ
か
ら
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。︵
笑
︶

荒
木　

店
舗
設
計
も
手
描
き
で
や
ら
れ
て
い
る

の
で
す
か
？　

店
舗
設
計
は
、
と
て
も
時
間
が

タ
イ
ト
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
す
が
⋮
。

安
原　

そ
う
そ
う
、
タ
イ
ト
で
す
よ
。
だ
か
ら

高
島
屋
の
場
合
、
発
想
し
た
の
は
数
時
間
。
だ

い
た
い
大
型
店
舗
で
も
建
物
を
見
て
、
事
務
所

に
戻
っ
て
二
～
三
時
間
あ
れ
ば
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

が
終
わ
り
ま
す
。
住
宅
の
場
合
で
も
、
一
番
早

か
っ
た
も
の
で
一
週
間
で
、
模
型
ま
で
作
っ
た

も
の
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

中
澤　

早
い
で
す
ね
。

安
原　

そ
の
時
は
、
敷
地
が
周
囲
よ
り
一
段
上

が
っ
て
い
た
の
で
、
平
屋
が
良
い
と
思
っ
た
ん

で
す
。
強
い
信
念
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
施
主

に
説
明
す
る
の
も
す
ご
い
説
得
力
が
あ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
案
が
採
用
さ
れ

ま
し
た
。

中
澤　

先
程
の
石
井
先
生
の
話
に
似
て
い
ま
す

ね
。

安
原　

そ
う
で
す
ね
。
実
は
、
今
日
話
し
て
い

る
う
ち
に
、石
井
先
生
が
や
っ
て
い
た
こ
と
を
、

ほ
と
ん
ど
自
分
も
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
、
途
中
か
ら
変
な
感
じ
に
な
っ
て
き
て
い
る

ん
で
す
。

森
本　

話
し
な
が
ら
だ
ん
だ
ん
思
い
出
し
て
く

る
の
で
し
ょ
う
ね
。

安
原　
「
建
築
家
は
し
ゃ
べ
る
も
の
で
は
な

い
、
建
築
は
語
る
も
の
だ
」
そ
ん
な
石
井
先
生

の
姿
勢
を
引
き
継
い
だ
わ
け
で
は
な
い
で
す

が
、
今
ま
で
自
身
の
活
動
に
つ
い
て
語
っ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
学
生
に
教
え

る
よ
う
に
な
っ
て
、
若
い
人
た
ち
に
伝
え
る
こ

と
が
私
に
も
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
す
。

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
そ
の
よ
う
な
経
験
が

あ
っ
た
の
で
お
受
け
し
ま
し
た
。

荒
木　

時
代
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た

貴
重
な
お
話
し
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「秦町の甍」1階平面図

「秦町の甍」配置図「秦町の甍」2階平面図次頁「秦町の甍」居間より庭を見る（撮影：松村芳治）
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「秦町の甍」矩計図
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第
４
回　

建
築
人
賞
発
表

「建築人賞」の趣旨と目的

　大阪府建築士会の会報誌「建築人」は 1964 年より毎月刊行され、2012 年
4 月号で 574 号目の発刊となりました。会員に向けて情報提供を行うととも
に作品発表の場を設け、建築にかかる技術及び文化の普及・発展に寄与するこ
とを目的としてきました。
　「建築人賞」は2009年（平成21年）に創設され、今年で第4回目を迎えました。

「建築人」の「Gallery」で掲載された作品を審査対象とし、それらの中から特
に社会・芸術・文化・技術面で優れた作品を顕彰することを目的としています。
審査については、日本を代表する数々の建築雑誌の編集に携われてきた石堂威
氏に第 1 回目より審査委員長を務めていただいています。審査対象は建築地や
建築種別を問わず、大阪府建築士会の会員のみならず、近畿全域で活動する建
築士に応募の門戸を広げています。
　石堂氏が今年度の審査総評で触れられている通り、「建築人」には大阪さら
には近畿地区が担うべき文化の伝統を伝える役割があります。「建築人賞」が
建築士の登竜門となり、建築文化の発展に寄与し、大阪・近畿から全国へ発信
する役割を担い続けられるよう、「建築人」の編集に関わる私たちはこれから
も引き続き努めてまいります。

建築人編集人代表　米井寛

審査委員長　　石堂　威
1942 年 台北市生まれ
1964 年 早稲田大学第一理工学部建築学科卒
 ㈱新建築社入社
1980 年～ 「新建築」編集長（1991 年まで）
1985 年～ 「住宅特集」創刊編集長（1987 年まで）
1992 年～ 「GA JAPAN」創刊編集長（1995 年まで）
1996 年～　都市建築編集研究所 設立　代表
2008 年～　第１回から現在まで建築人賞審査委員長

審
査
総
評建

築
人
賞
審
査
委
員
長　

石
堂　

威

　　

未
曾
有
の
３
・
11
か
ら
一
年
以
上
が
過
ぎ
ま
し

た
。
地
震
の
解
明
が
進
み
、
近
い
将
来
、
東
海
・

東
南
海
・
南
海
の
連
動
型
地
震
の
可
能
性
が
高
い

と
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
長
周
期
地
震
動
へ
の

対
策
も
講
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
地
震
・
津
波
・
原
発
事
故
に
よ
る
被
災

地
の
復
興
の
問
題
は
ま
だ
ま
だ
深
刻
な
状
況
に
あ

り
ま
す
が
、
将
来
に
向
け
て
の
対
策
も
急
が
れ
て

い
ま
す
。
建
築
物
の
設
計
、
施
工
、
維
持
管
理
に

関
わ
る
建
築
人
は
い
っ
そ
う
の
情
報
収
集
、
技
術

の
習
得
に
励
む
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

四
回
目
を
迎
え
た
建
築
人
賞
に
審
査
員
と
し
て

関
わ
っ
て
き
て
少
し
気
付
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
建
築
人
」
は
、
市
販
の
全
国
版
の
雑
誌
と

は
違
っ
て
大
阪
府
地
区
の
会
誌
と
し
て
建
築
作
品

を
募
り
、
そ
の
中
か
ら
賞
を
定
め
る
こ
と
を
し
て

き
て
い
ま
す
。
大
阪
府
地
区
に
設
計
の
拠
点
は

あ
っ
て
も
、
し
か
し
応
募
作
品
は
近
県
に
散
在
し

て
近
畿
一
円
を
圏
内
に
置
き
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲

に
も
応
募
の
作
品
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
状
況

は
東
京
で
も
同
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
は
っ
き
り

と
異
な
る
点
が
あ
り
ま
す
。
東
京
都
地
区
の
会
誌

は
そ
れ
な
り
の
独
自
性
を
も
っ
て
は
い
て
も
全
国

版
の
存
在
に
か
す
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す
。「
建

築
人
」
は
、
や
は
り
商
都
大
阪
の
歴
史
を
持
ち
、

文
化
が
違
い
ま
す
。
文
化
と
い
う
面
で
い
え
ば
、

北
海
道
、
東
北
、
北
陸
、
九
州
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

雰
囲
気
の
面
持
ち
が
違
っ
て
貴
重
で
す
。
つ
ま

り
「
建
築
人
」
に
は
全
国
版
が
持
ち
得
な
い
役
割
、

地
区
版
が
担
う
べ
き
文
化
の
伝
統
を
伝
え
る
役
割

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
て
今
回
の
審
査
で
す
が
、
第
一
次
審
査
で
は

一
般
の
部
が
粒
ぞ
ろ
い
で
な
か
な
か
建
築
人
賞
を

決
め
ら
れ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
現
地
審
査
後
に
判

断
し
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
、
現
地
審
査
で
決
定
し

ま
し
た
。
住
宅
の
部
は
第
一
次
審
査
で
決
定
後
、

確
認
の
た
め
に
現
地
を
訪
れ
ま
し
た
。
現
地
審
査

で
思
っ
た
こ
と
は
、
建
築
家
の
敷
地
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
、
敷
地
か
ら
の
発
想
を
何
よ
り
も
大
切
に

し
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
敷
地
は
風
土
を
構
成
す

る
も
の
の
一
部
で
、
文
化
を
担
う
重
要
な
要
素
の

一
部
で
も
あ
り
ま
す
。
敷
地
と
い
う
特
定
の
場
所

で
、
何
を
建
築
家
が
考
え
る
か
、
そ
の
一
つ
一
つ

の
試
み
の
積
み
重
ね
が
い
ず
れ
文
化
へ
と
つ
な
が

り
ま
す
。

　

一
般
の
部
・
建
築
人
賞
の
「
神
戸
国
際
中
学
校
・

高
等
学
校 

河
野
記
念
ア
ル
モ
ニ
ホ
ー
ル
」
は
こ
の

点
で
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
中
高
女
子
一
貫
校

と
し
て
は
異
例
と
も
思
え
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放

し
を
基
調
と
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
そ
の
奥
の
一

隅
に
計
画
さ
れ
た
体
育
館
が
今
回
の
対
象
で
す
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
は
組
織
の
先
輩
が
選
ん
だ

デ
ザ
イ
ン
・
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
り
、
風
化
せ
ず
に

優
れ
た
建
築
の
姿
を
今
に
留
め
て
い
ま
し
た
。
デ

ザ
イ
ン
の
継
続
性
は
暗
黙
裏
に
あ
り
、
そ
の
上
で

何
が
で
き
る
か
が
設
計
担
当
に
求
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
担
当
者
は
敷
地
の
法
面
に
着
目
し
て
、
付

け
加
え
う
る
デ
ザ
イ
ン
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
「
自
然
」

を
発
見
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
キ
ャ
ン

パ
ス
は
新
た
に
展
開
で
き
る
ソ
ー
ス
を
獲
得
し
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

住
宅
の
部
・
建
築
人
賞
「
苦
楽
園
の
家
」
は
阪

神
間
の
き
つ
い
傾
斜
地
の
ぽ
っ
か
り
と
空
い
た
場

所
、
い
わ
ば
今
ま
で
見
捨
て
ら
れ
て
き
た
場
所
が

敷
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
安
全
で
、
生
活
を

快
適
に
楽
し
む
家
と
し
て
美
し
く
存
在
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
阪
神
間
の
文
化
で
、
こ

う
し
た
目
で
見
る
と
、「
露
地
の
あ
る
寺
内
町
の

家
」、「
西
宮
神
社 

祈
祷
殿
」
は
関
西
文
化
の
中
に

あ
り
、
福
井
県
に
位
置
す
る
「
お
お
い
町
里
山
文

化
交
流
セ
ン
タ
ー
」
も
同
じ
く
関
西
文
化
圏
の
中

に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
山
村
文
化
を
内
外
に
纏
っ
て

い
ま
す
。

　

二
十
一
世
紀
が
二
十
世
紀
と
大
き
く
違
う
と
こ

ろ
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
多
様
性
で
す
。

今
後
、
地
方
分
権
も
ゆ
っ
く
り
と
進
み
、
伝
統
、

文
化
が
新
た
に
促
さ
れ
、
育
ま
れ
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。「
建
築
人
」
も
旧
式
の
全
国
版
雑
誌
に

対
抗
す
る
も
の
で
は
な
く
、
文
化
を
担
う
広
域
の

地
域
、
地
区
版
へ
と
育
っ
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
切
に
思
い
ま
す
。

主
催
‥
社
団
法
人 

大
阪
府
建
築
士
会

後
援
‥
社
団
法
人 

大
阪
府
建
築
士
事
務
所
協
会

建築人賞記念盾「未来へ！」
グラスアーティスト  三浦啓子作

浄土寺の家［京都市左京区］
御影の家［神戸市東灘区］
住宅建築 1978.07
塔南の家［京都市南区］
八木の家［京都府船井郡］
住宅建築 1978.07
岡南の家［岡山市築港新町］
住宅建築 1978.07
洛西の家［京都市西京区］
住宅建築 1978.07
菩提寺の家［滋賀県甲賀郡］
住宅建築 1978.07
中野の家［東京都中野区］
生駒の家［奈良県生駒市］
モダンリビング 1981.1
住宅建築 1981.02
向島の縫製所［京都市伏見区］
向島の住宅［京都市伏見区］
大原野の家［京都市西京区］
木幡の家［宇治市木幡］
あじびる河原町BF、7F、8F［京都市中京区］
店舗と建築№2
焼肉すみビル［宇治市木幡］
斜庭のある家［宇治市御蔵山］
MIYAGI BLDG［京都市左京区］
伏見稲荷の家［京都市伏見区］
我谷さんの家［宇治市御蔵山］
栄酢味原店［兵庫県西宮市］
浄土寺の家Ⅱ［京都市左京区］
岩倉の家［京都市左京区］
イレブンビル［京都市南区］
宇治動物病院［宇治市小倉］
ギャラリー光胖＋住宅［京都市左京区］
あじびる河原町全面改修［京都市中京区］
商店建築 1993.03
久世の家［京都市南区］
下鴨の家［京都市左京区］
魚心祇園店［京都市東山区］
ビストロYAOYA［京都市左京区］
こん祇園店［京都市東山区］
かつくら東洞院店［京都市中京区］
かつくら三条本店［京都市中京区］
商店建築 1996.01

1974
1975

1976

1978

1979
1980

1981

1982

1983

1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990
1991

1992

1993

1994

1995

比叡平の家［滋賀県大津市］
かつくら新宿高島屋［東京都新宿区］
かつくら寺町［京都市中京区］
かつくら草津近鉄百貨店［滋賀県草津市］
かつくら木屋町［京都市中京区］
商店建築 1997.05
かつくら千歳鳥山［東京都世田谷区］
京の田舎料理御蔵［東京都中央区］
商店建築 1998.01
黒谷の家［京都市左京区］
かつくら大手筋［京都市伏見区］
商店建築 1998.11
だいこんや神楽坂［東京都新宿区］
商店建築 1998.07
かつくら大阪国際空港［大阪府豊中市］
かつくら鶴屋百貨店［熊本県熊本市］
かつくら東戸塚オーロラモール
［神奈川県東戸塚市］
かつくら立川［東京都立川市］
商店建築 1999.08
平尾の家 1［宇治市平尾］
平尾の家 2［宇治市平尾］
かつくら名古屋三越［愛知県栄市］
がんこ武庫川［兵庫県武庫川市］
商店建築 2001.03
卑弥呼心斎橋［大阪市中央区］
京の田舎料理 渋谷マークシティ
［東京都渋谷区］
商店建築 2000.07
がんこ新大阪［大阪市淀川区］
商店建築 2001.07
がんこ銀座四丁目［東京都中央区］
商店建築 2001.12
すみび家［大阪市北区］
商店建築 2001.07
ばんらい亭［大阪府吹田市］
商店建築 2002.04
北沢さんの家［宇治市木幡］
斜庭の家［東京都港区］
家庭画報2003.09  メイプル2003.09
住宅建築2009.03  チルチン人2011.68号
がんこ蒲田［東京都大田区］
南山の家［京都市山科区］

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

大槻さんの家［京都市山科区］
樂待庵［大阪市中央区］
商店建築 2004.08
頑固寿司北新地［大阪市北区］
和食二条苑北新地［大阪市北区］
がんこ京都駅ビル［京都市下京区］
商店建築 2003.09
がんこ三田［兵庫県三田市］
商店建築 2003.05
玉野浦の住宅［滋賀県大津市］
わいわい［京都市左京区］
音羽の家［京都市山科区］
がんこ各店リニューアル
吉田の家［京都市左京区］
聘珍樓［福岡市中央区］
商店建築 2006.08
京都高島屋レストランフロア京回廊
［京都市下京区］
商店建築 2007.05
たん熊京都高島屋［京都市下京区］
商店建築 2007.05
木箱の家［京都府舞鶴市］
桂花の家［京都市中京区］
横川さんの店舗とすまい［香川県坂出市］
茶室桐庵 新宿高島屋［東京都新宿区］
PLUS BLDG［京都市中京区］
矩形の家［京都市西京区］
樂待庵 心斎橋［大阪市中央区］
商店建築 2009.06  住宅建築 2009.05
ウィンザーホテル洞爺 11F レストラン
ゾーン［北海道虻田郡］
桃山御陵の家［京都市伏見区］
京都芸術高校別館 4F理事長室、茶室
［宇治市五ヶ庄］
和久里の家［福井県小浜市］
野洲の家［滋賀県野洲市］
秦町の甍［大阪府寝屋川市］
和風住宅 2012
HAT HOUSE［京都市左京区］
掬月居［福井県越前市］
京都芸術高校コンバージョン
［宇治市五ヶ庄］
竹城台のコートハウス［堺市南区］

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
2010

2011

2012

安原三郎作品年譜

「秦町の甍」周囲のまちなみと調和するむくりを持つ瓦屋根（撮影：松村芳治）
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建築主／学校法人 睦学園
設計者／竹中工務店
施工者／竹中工務店

建築位置／神戸市須磨区高倉台 7-21-1
竣工年月／ 2011 年 5 月
用　　途／多目的ホール
構造・規模／ RC ＋ W 造　地上 1 階
敷地面積／ 47,659.65㎡
建築面積／ 838.07㎡
延床面積／ 742.95㎡
写　　真／稲住泰広

建築主／社会福祉法人
　　　　三ヶ山学園
設計者／野村充建築設計事務所
施工者／東亜建設工業

建築位置／大阪府貝塚市東山
　　　　　2 丁目 1-1
竣工年月／ 2010 年 9 月
用　　途／社会福祉施設
　　　　　（児童養護施設）
構造・規模／ RC 造　一部 S 造
敷地面積／ 1,736.62㎡
建築面積／ 1,027.90㎡
延床面積／ 2,089.89㎡
写　　真／名執一雄

建築主／宗教法人 西宮神社
設計者／大林組 大阪本店
　　　　一級建築士事務所
施工者／大林組

建築位置／兵庫県西宮市社家町
　　　　　1 番 17 号
竣工年月／ 2010 年 11 月
用　　途／神社
構造・規模／ S 造
敷地面積／ 42,075.00㎡
建築面積／ 453.26㎡
延床面積／ 389.87㎡
写　　真／山崎浩治

建築主／おおい町
設計者／徳岡設計
施工者／こんどう・日登建設
　　　　共同企業体

建築位置／福井県大飯郡おおい町
　　　　　名田庄久坂 3-21-1
竣工年月／ 2011 年 3 月
用途／図書館、公民館、劇場
構造・規模／ S 造　地上 3 階建
敷地面積／ 3,658㎡
建築面積／ 2,769㎡
延床面積／ 3,478㎡
写真／松村芳治

設計者／ NEO GEO
　　　　横関正人＋三木万貴子
施工者／山本建築

建築位置／大阪府富田林市
竣工年月／ 2010 年 6 月
用　　途／住宅
構造・規模／ W 造　2 階建
敷地面積／ 163.17㎡
建築面積／ 89.42㎡
延床面積／ 150.70㎡
写　　真／絹巻　豊

建築主／松井　龍
設計者／二宮俊一郎＋諸留智子
　　　　一級建築士事務所エヌアールエム
施工者／創建

建築位置／兵庫県西宮市苦楽園五番町
竣工年月／ 2010 年 7 月
用　　途／オフィス併用住宅
構造・規模／ RC 造　地上 2 階
敷地面積／ 496.86㎡
建築面積／ 174.75㎡
延床面積／ 340.47㎡
写　　真／冨田英次

【
選
評
】

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
を
基
調
と

し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
の
奥
に
計
画
さ
れ

た
体
育
館
で
、
外
壁
３
面
に
打
放
し

を
継
承
し
つ
つ
、
も
う
１
面
は
、
敷

地
の
北
側
に
あ
る
法
面
を
積
極
的
に

生
か
し
て
、
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
の

「
自
然
」
を
軸
に
、
柱
や
梁
に
大
断

面
の
木
架
構
を
採
用
し
て
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
打
放
し
と
は
異
な
る
テ
イ
ス

ト
の
大
空
間
を
生
み
出
し
た
。
北
面

を
開
放
的
に
し
た
こ
と
か
ら
体
育
館

内
に
明
る
さ
が
も
た
ら
さ
れ
、
こ
の

施
設
の
多
目
的
利
用
を
可
能
に
し
て

い
る
。
競
技
に
は
障
害
と
な
る
光
が

一
部
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
正
規

の
体
育
館
が
す
で
に
あ
る
た
め
、
こ

こ
で
は
多
様
な
使
用
方
法
へ
と
検
討

が
進
ん
だ
。
法
面
ま
で
を
含
む
内
外

の
一
体
空
間
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と

で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
新
た
な
核
─

魅
力
あ
る
ス
ペ
ー
ス
が
誕
生
し
た
こ

と
に
な
る
。

【
選
評
】

　

70
名
ほ
ど
の
子
供
た
ち
が
生
活
す
る
根
拠
地
と
し
て
の
大
き
な

家
で
、
敷
地
の
形
状
か
ら
平
面
は
三
角
形
状
と
し
、
２
、３
階
の

道
路
に
面
す
る
側
２
面
に
２
人
室
、
４
人
室
を
並
べ
、
そ
の
内

側
に
廊
下
を
巡
ら
し
て
い
る
。
１
階
は
リ
ビ
ン
グ
、
ダ
イ
ニ
ン

グ
、
厨
房
、
学
習
室
、
心
理
療
法
室
な
ど
公
的
要
素
で
構
成
し
、

リ
ビ
ン
グ
の
２
階
上
部
は
吹
抜
け
、
３
階
部
分
は
ル
ー
フ
ガ
ー
デ

ン
と
し
て
屋
内
外
部
を
生
み
出
し
て
い
る
。
２
階
に
吹
抜
け
、
３

階
に
ル
ー
フ
ガ
ー
デ
ン
を
取
り
入
れ
た
構
成
は
屋
内
に
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
を
誘
発
す
る
装
置
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
吹
抜
け
の
フ

リ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
入
り
込
ん
だ
外
部
テ
ラ
ス
、
３
階
ル
ー
フ
ガ
ー

デ
ン
と
つ
な
が
る
２
階
ル
ー
フ
ガ
ー
デ
ン
の
存
在
が
刺
激
的
な
空

間
構
成
を
呼
ん
で
い
る
。
外
部
も
４
人
室
が
一
部
外
部
に
飛
び
出

し
て
、
内
外
に
生
活
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
演
出
し
て
い
る
。

【
選
評
】

　

歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
境
内
、
本
殿
・
拝
殿
へ
の
参
道

沿
い
、
し
か
も
神
池
に
接
す
る
よ
う
に
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の

中
に
新
し
い
祈
祷
殿
を
配
置
す
る
と
い
う
困
難
を
背
負
っ
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
鉄
骨
造
に
屋
根
を
架
け
、
外
壁
は
総
ガ
ラ
ス
で
透

明
性
を
高
め
て
い
る
。
神
社
特
有
の
飾
り
が
内
部
に
め
ぐ
ら
さ
れ

る
の
で
文
字
通
り
の
透
明
性
が
常
時
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
軽
快
感
の
あ
る
鉄
骨
柱
と
共
に
参
道
を
歩
く
人
び
と
に
と
っ

て
建
物
に
よ
る
目
障
り
感
は
減
じ
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
ガ
ラ
ス
越

し
に
見
え
る
景
色
、
ま
た
反
射
な
ど
に
目
を
や
り
な
が
ら
間
近
に

現
れ
る
本
拝
殿
の
造
形
を
眺
め
る
と
い
う
楽
し
み
を
得
た
よ
う
に

も
思
え
る
。「
環
境
配
慮
」「
景
観
調
和
」
の
テ
ー
マ
を
無
事
や
り

遂
げ
て
い
る
。

【
選
評
】

　

京
都
府
と
の
県
境
に
近
い
福
井
県
お
お
い
町
の
山
間
に
建
て
ら

れ
た
公
共
施
設
。
図
書
館
、ホ
ー
ル
の
ほ
か
、公
民
館
、ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
機
能
を
持
つ
。
地
元
住
民
か
ら
は
、
都
会
で
は
な
く
田
舎
風
に

と
求
め
ら
れ
た
と
い
う
。
多
重
屋
根
と
、
鉄
骨
造
で
は
あ
る
が
木

造
の
雰
囲
気
を
多
く
取
り
込
ん
で
、
住
民
が
自
ら
運
営
に
も
参
加

す
る
積
極
性
に
対
応
し
、
か
つ
高
め
る
建
築
へ
と
仕
上
げ
た
。
多

重
屋
根
の
形
成
は
、
図
書
館
と
ホ
ー
ル
を
並
列
さ
せ
、
ホ
ー
ル
の

高
さ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
図
書
館
上
部
に
空
調
機
械
室
と
電
気
室

兼
室
外
機
置
場
を
重
ね
て
、
こ
れ
に
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
天
井
も
吹
抜
け
で
揃
え
、
高
窓
か
ら
の
採
光
で
館
内
の
明
る
さ

を
保
証
し
つ
つ
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
を
つ
く
り
出
し
た
。

【
選
評
】

　

大
阪
で
唯
一
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
。
外
観
は
町
並
み
に
合
わ
せ
て
、し
っ
く
い
、

杉
板
、
虫
籠
窓
を
使
用
し
、
屋
根
勾
配
も
周
囲
に
合
わ
せ
て
い
る
。
内
部
は
昔
な
が
ら
の
通
り
土
間
形
式
を
用
い
て
、

１
階
に
ビ
オ
ト
ー
プ
の
あ
る
中
庭
や
茶
庭
を
含
め
３
箇
所
、
２
階
に
デ
ッ
キ
テ
ラ
ス
、
屋
上
庭
園
と
全
部
で
５
箇
所
の

性
格
の
異
な
る
庭
を
設
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
部
屋
と
連
絡
さ
せ
、
同
時
に
風
と
光
を
呼
び
込
ん
で
居
心
地
の
よ
い
住
宅
を

つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
各
部
屋
は
け
っ
し
て
広
く
な
い
が
、
中
庭
と
い
う
外
部
空
間
を
上
手
に
使
い
こ
な
し
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
所
定
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
新
築
の
場
合
で
も
こ
の
よ
う
に
伝
統
を
担
っ
て
、
そ
の
香
り

を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
る
一
例
と
い
え
よ
う
か
。

【
選
評
】

　

道
路
か
ら
敷
地
へ
の
入
口
幅
は
お
よ
そ
２
m
で
奥
行
き
は
10
ｍ
ほ
ど
、
門
を
過
ぎ
て
よ
う
や

く
住
ま
う
こ
と
の
で
き
る
広
さ
が
現
れ
る
。
南
側
は
細
く
深
く
窪
ん
だ
水
路
と
隣
地
の
樹
木
が

境
界
を
つ
く
る
。
他
の
３
方
は
か
な
り
の
段
差
が
あ
り
、
い
わ
ば
閉
じ
ら
れ
た
空
き
地
が
敷
地

で
あ
る
。
こ
こ
に
個
人
オ
フ
ィ
ス
を
兼
ね
、
活
動
的
な
夫
婦
と
子
供
の
た
め
の
健
康
的
な
住
宅

を
建
て
る
。
客
用
を
含
め
車
３
台
の
ス
ペ
ー
ス
が
条
件
。
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
客
用
入
口
が
ア

プ
ロ
ー
チ
に
近
い
位
置
に
階
段
と
し
て
用
意
さ
れ
、
住
宅
用
は
車
庫
ス
ペ
ー
ス
の
先
の
壁
脇
に

あ
る
。
平
面
計
画
的
に
は
あ
ま
り
特
徴
は
な
い
が
、
車
の
回
転
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
た
前
庭
と
、

遠
く
大
阪
湾
を
見
下
ろ
す
場
と
し
て
の
屋
上
と
２
階
バ
ル
コ
ニ
ー
を
巧
み
に
生
み
出
し
て
い

る
。軒
お
よ
び
屋
上
へ
の
外
部
階
段
と
池
な
ど
に
設
計
者
の
デ
ザ
イ
ン
心
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

建築人2011年12月号掲載

建築人2011年9月号掲載

建
築
人
賞　

神
戸
国
際
中
学
校
・
高
等
学
校　

河
野
記
念
ア
ル
モ
ニ
ホ
ー
ル

建
築
人
奨
励
賞　

児
童
養
護
施
設　

三
ヶ
山
学
園

建
築
人
奨
励
賞　

西
宮
神
社　

祈
祷
殿

建
築
人
奨
励
賞　

お
お
い
町
里
山
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

建
築
人
奨
励
賞　

路
地
の
あ
る
寺
内
町
の
家

建
築
人
賞　

苦
楽
園
の
家
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Gallery 建築作品紹介 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

創業の地である桃谷駅周辺は戦前からの住宅地と業務・商業の中高層街区
が混在する。敷地はこの境界に位置するため、地域に馴染むよう5階建の中層
建築物とし、外観は緩やかな曲面ガラスを使用し、街区に対し清潔感のあるデ
ザインとした。オフィススペース中央に2階から屋上まで螺旋階段を設け、本社ビ
ルとしての一体感とコミュニケーションの活性化を図った。デサントの歴史を展示
するメモリアルコーナー、ユニフォーム型紙をモチーフとした水着素材によるパー
ティション、70年代の旧本社ビル・レリーフの保存移設など、パブリックスペースに
ブランドイメージを発信するさまざまな工夫を行った。オフィス環境のトータルソ
リューションにより「CASBEE」Sランク（BEE＝3.3）を取得した。 （中江哲、鶴潔）

建 築 主：㈱デサント
所 在 地：大阪市天王寺区
用　　途：事務所
竣　　工：2012.3
構造規模：S造・一部RC造
敷地面積：1,461.82㎡
建築面積：1,061.58㎡
延床面積：6,158.95㎡
写　　真：SS 大阪
　　　　　（内山雅人）

デサント大阪オフィス
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Gallery 建築作品紹介 児童養護施設 生駒学園 設計：二井清治建築研究所
施工：金山工務店

耐震化により建て替えた新しい園舎は、子どもたちの家が中庭を取り囲む、都
市型コートハウスである。外壁はタイルと塗り壁を用い、壁面に変化を付けて
ボリューム感を落とし、小さな勾配屋根を連ねて周囲の住宅との調和を図った。
子どもたちの家は 10 のユニットからなり、それぞれに玄関、居間、食堂、台所、
浴室等をもつ。居場所となる居間と食堂は、光と風の入る開放的な空間とし、
居室は 1 人部屋から 4 人部屋まで年齢に応じた構成としている。
中庭に面して、ランチルームと幼児の庭を設け、日常的に子どもや職員がふれ
あう場とした。建物の間を開けて風の道をつくり、落葉樹を中心とした植栽、
井戸水による散水等、自然環境との共生を目指した。

建 築 主：社会福祉法人
　　　　　生駒学院
所 在 地：大阪府東大阪市
用　　途：児童養護施設
竣　　工：2012.3
構造規模：RC 造
敷地面積：3,066.14㎡
建築面積：1,245.16㎡
延床面積：3,508.47㎡
写　　真：松村芳治

レジデンスなさはら 設計：二井清治建築研究所
施工：安部工務店

3つの独立した知的障害者のケアホームである。
外観は木造住宅のデザインとし、前面道路との間に植栽帯を設け、木や花に囲まれ
た住宅として地域の景観にとけこむよう計画した。
内部は、食堂・居間の共用空間を中心に、左右に居室を配し、2方向に便所・浴室・洗
面所を設けることで、できるだけ入居者の動線の交わりを減らし、刺激の少ない生活
ができるよう配慮している。
全ての居室を南向きとして日当たりを確保し、廊下にはトップライトを設け、建物の内部へ
も自然採光を取り込んでいる。また、床や壁に木を多く使用し、居室の内装やカーテン、建
具、照明器具、防音設備などは入居者の障害程度や個性に応じてオーダーメードとした。

建 築 主：社会福祉法人
　　　　　北摂杉の子会
所 在 地：大阪府高槻市
用　　途：知的障害者
　　　　　ケアホーム
竣　　工：2012.2
構造規模：木造
敷地面積：2,373.86㎡
建築面積：760.98㎡
延床面積：752.76㎡
写　　真：松村芳治
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Gallery 建築作品紹介 報徳学園 中学校・高等学校 新校舎 設計：竹中工務店
施工：竹中工務店

江戸時代後期の農政家二宮尊徳の思想「以徳報徳」を教育目標に掲げ、
創立 100 周年を迎えた報徳学園の教室棟と講堂の建替え計画です。設計
コンセプトは、「報徳思想に基づく豊かな人間形成の場の創造」です。こ
れからの報徳の 100 年を考え、「学ぶ」とはどういうことか、豊かさとは何
かを問いながら設計を進めてきました。新しい校舎には、中央に中庭と吹
抜けを設け、南北に風の通り道を設けました。また、まわりには水の流れ
が巡っています。子供たちにとって、この光と風、そして水と緑に包まれた
学び舎で、四季を感じ、自分たちが自然の一部であることを実感しながら
学ぶことが、なにものにも代えがたい豊かさであると期待しています。

建 築 主：報徳学園
所 在 地：兵庫県西宮市
用　　途：学校
竣　　工：2012.3
構造規模：RC造・一部S造
　　　　　地上4階建
敷地面積：44,211㎡
建築面積：3,161㎡
延床面積：7,041㎡
写　　真：古川泰三★
　　　　　母倉知樹

★

★

Zepp Namba（Osaka） 設計：大林組大阪本店一級建築士事務所
施工：大林組

1998 年以来大阪南港から最新の音楽を発信してきた Zepp Osaka のなん
ばへの移転である。高層オフィスビルとの一体開発とされた敷地は、緑
豊かななんばパークスから南に伸びるパークス通に面している。最大
2500 人の観客を収容する Zepp の顔となる外装では、フラクタルな音階
を模した開口率の異なるパネルに、動的イメージを喚起する LED 照明
とこれを映す壁面緑化を施し、昼から夜への時間の移ろいと日常から非
日常へと変化する様態を表現した。インテリアでも非日常を演出するこ
とを意図して曲線を多用し、揺らぎの感覚を表現した。建築が来場者の
みならず街の人々の記憶に残響することを願っている。　　（松井宣明）

建 築 主：Zepp ライブ 
　　　　　エンタテインメント
所 在 地：大阪市浪速区
用　　途：音楽ホール
竣　　工：2012.3
構造規模：S 造
敷地面積：7,999㎡
建築面積：2,330㎡
延床面積：3,445㎡
写　　真：伸和
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南海 和歌山大学前駅 設計：全日本コンサルタント
施工：錢高組・南海辰村建設・淺沼組共同企業体

南海電鉄 100 駅目として新駅「和歌山大学前駅（ふじと台）」は平成 24
年 4 月 1 日開業した。和歌山大学および住宅地「ふじと台」の最寄駅で
和歌山市北部に区画整理事業により開発され 1 日約 7,000 人の利用者を
見込んでいる。橋上駅舎で、南北に走る線路をはさみ、東側駅広と西側
駅広の高低差約 7M を幅員 6m の開放的な自由通路で結んでいる。周辺
の山谷の柔らかい・人に優しいアーチを屋根に取り入れ、自由通路の両
端には中世ヨーロッパ調外観の商業ビルが建設中で第二阪和国道計画を
含めて発展を続けている。駅建物はアースカラーを基調とし「まちとま
ち、人と人をつなぐブリッジ」としての駅舎を提案している。

建 築 主：南海電気鉄道㈱
所 在 地：和歌山県和歌山市
用　　途：駅舎
竣　　工：2012.3
構造規模：S 造　2 階建
敷地面積：4,424.81㎡
建築面積：438.87㎡
延床面積：448.79㎡

　

二
七
歳
の
処
女
作
「
木
村
産
業
研
究
所
」
に
始

ま
っ
た
青
森
県
弘
前
市
で
の
前
川
國
男
の
仕
事
は
、

そ
の
後
も
連
歌
の
よ
う
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
晩
年
に

向
か
っ
て
さ
ら
な
る
変
化
を
遂
げ
て
い
く
。

　

順
に
挙
げ
て
み
る
と
、
ま
ず
、「
弘
前
市
立
病
院
」

︵
一
九
七
一
年
︶
で
は
、「
デ
イ
ル
ー
ム
」
と
名
づ
け
た

中
央
吹
抜
け
を
バル
コニ
ー
が
取
り
囲
む
構
成
で
、
雪

に
閉
ざ
さ
れ
た
冬
の
日
も
患
者
た
ち
の
拠
り
所
と
な

る
ラ
ウ
ン
ジ
空
間
が
実
現
す
る
。
続
く
「
弘
前
市

庁
舎
・
増
築
」︵
一
九
七
四
年
︶
で
は
、
建
物
全
体

を
打
込
み
タ
イ
ル
で
覆
い
な
が
ら
、
階
段
室
の
頂
部

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
都
の
レ
ン
ガ
造
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
ギ

ザ
ギ
ザ
の
ユニ
ー
ク
な
造
形
と
し
、
象
徴
的
な
シ
ル
エッ

ト
を
与
え
て
み
せ
た
。さ
ら
に
、「
弘
前
市
立
博
物
館
」

︵
一
九
七
六
年
︶
で
も
、
隣
接
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打

放
し
の
市
民
会
館
と
は
対
照
的
に
、
赤
い
打
込
み
タ

イ
ル
の
複
数
の
小
さ
な
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
を
組
み
合
わ
せ

た
群
造
形
で
ま
と
め
上
げ
た
。
そ
し
て
、
同
じ
く
弘

前
城
址
に
建
設
さ
れ
た
「
緑
の
相
談
所
」︵
一九
八
〇

年
︶
で
は
、
前
川
の
手
が
け
た
建
物
と
し
て
は
初
め

て
と
な
る
、
銅
版
葺
き
の
勾
配
屋
根
が
登
場
す
る
。

な
ぜ
前
川
は
、
こ
こ
へ
き
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
否
定

し
た
は
ず
の
勾
配
屋
根
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
防
水
技
術
へ
の
過
信
か
ら
雨

漏
り
の
被
害
を
被
っ
た
「
木
村
産
業
研
究
所
」
に

お
け
る
手
痛
い
挫
折
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

「
緑
の
相
談
所
」
と
同
時
期
に
設
計
が
進
め
ら
れ
、

四
つ
の
展
示
室
に
寄
せ
棟
の
金
属
屋
根
が
架
け
ら
れ

た
「
福
岡
市
美
術
館
」︵
一九
八
〇
年
︶
の
竣
工
直

後
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
前
川
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
フ
ラ
ッ
ト
ル
ー
フ
と
い
う
も
の
は
便
利
な
こ
と
も

あ
る
け
れ
ど
も
、
使
わ
な
い
フ
ラ
ッ
ト
ル
ー
フ
と
い
う

の
は
、
何
も
そ
こ
へ
人
が
出
て
ど
う
す
る
こ
う
す
る
と

い
う
こ
と
の
な
い
場
合
に
は
、
フ
ラ
ッ
ト
ル
ー
フ
に
し
な

き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
頭
で
コ
ル
テ
ン

鋼
の
屋
根
を
つ
け
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と

つ
は
、
屋
根
と
い
う
も
の
に
か
け
る
お
金
が
少
な
過

ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
ぼ
く
は
思
う
の
で
す
。
壁
な
ん

か
に
比
べ
て
、
肝
心
か
な
め
の
屋
根
に
お
金
が
少
な

過
ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
予
感
が
し
て
い
る
の
。」

︵﹃
新
建
築
﹄
一九
八
〇
年
一月
号
︶

　
こ
う
し
た
発
言
か
ら
も
、
長
い
経
験
か
ら
学
ん
だ

前
川
の
建
築
観
の
深
化
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
、

雨
の
多
い
日
本
の
気
候
風
土
へ
の
洞
察
か
ら
導
き
出

さ
れ
た
実
感
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、「
弘

前
市
庁
舎
・
増
築
」
以
降
、
弘
前
関
係
の
設
計
チ
ー

フ
を
務
め
た
仲
邑
孔
一に
よ
れ
ば
、
前
川
は
、「
緑
の

相
談
所
」
の
設
計
で
は
、「
桜
の
大
木
や
紅
葉
の
枝

の
さ
し
か
か
る
風
景
を
フ
ラ
ッ
ト
ル
ー
フ
で
水
平
に
切

る
の
は
い
か
に
も
不
粋
だ
」
と
話
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
勾
配
屋
根
は
、
環
境
と
の
調
和
と
い
う
新
し
い

視
点
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
同
じ
く
担
当
者
の一人
・
島
義

人
も
、「
総
じ
て
言
え
ば
、
建
物
の
構
成
・
形
態
も

樹
木
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
環
境
か
ら
決
め
ら
れ
た
」

︵﹃
建
築
文
化
﹄一九
八一年
八
月
号
︶
と
記
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
て
長
く
続
い
た
弘
前
で
の
仕
事

の
最
後
に
位
置
す
る
の
が
、
最
晩
年
の
「
弘
前
市
斎

場
」︵
一九
八
三
年
︶
に
他
な
ら
な
い
。
や
は
り
、
こ

こ
で
も
担
当
チ
ー
フ
を
務
め
た
仲
邑
に
よ
れ
ば
、
設

計
に
あ
た
っ
て
前
川
が
示
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
方

針
だ
っ
た
。

「
坂
を
見
降
ろ
し
な
が
ら
近
づ
く
と
杉
山
を
バッ
ク
に

大
き
な
屋
根
が
力
強
く
豊
か
に
待
ち
構
え
て
い
る
安

心
感
、
桜
を
並
木
に
し
て
ぐ
る
り
と
廻
っ
て
大
き
な

屋
根
の
下
が
車
寄
せ
、
屋
根
は
特
殊
鋼
板
の
段
葺

き
、
外
壁
は
優
し
い
感
じ
の
打
込
み
タ
イ
ル
。
屋
根

雪
は
ひ
っ
そ
り
乗
せ
た
ま
ま
静
か
に
埋
も
れ
る
よ
う
し

よ
う
。」︵
仲
邑
孔
一
「
黄
泉
へ
の
優
し
い
空
間
︱
魂

と
語
る
弘
前
市
斎
場
」﹃
陸
奥
新
報
﹄
二
〇
〇
六

年
五
月
二
七
日
︶

　
こ
の
言
葉
ど
お
り
、
訪
れ
る
と
、
遠
く
弘
前
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
岩
木
山
を
望
む
小
高
い
丘
に
抱
か
れ

る
よ
う
に
し
て
建
物
が
置
か
れ
、
正
面
に
車
寄
せ
の

大
き
な
屋
根
が
現
れ
る
。
そ
の
軒
下
に
入
っ
て
見
上

げ
る
と
、
思
い
の
ほ
か
骨
太
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し

の
梁
が
見
え
て
く
る
。
内
部
も
、
陰
影
に
富
ん
だ
重

厚
さ
と
静
寂
に
包
ま
れ
た
空
間
が
広
が
る
。
そ
れ
ら

す
べ
て
は
、
何
よ
り
も
、
亡
き
人
を
偲
び
つ
つ
見
送

る
人
々
が
、
た
と
え
冬
の
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
厳
し
い

中
に
あ
っ
て
も
、
共
に
静
か
で
温
か
な
時
間
を
過
ご
す

こ
と
の
で
き
る
安
心
感
を
与
え
よ
う
と
す
る
思
い
か

ら
発
想
さ
れ
た
造
形
な
の
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
そ
れ

は
、
人
間
の
営
み
と
共
に
長
く
存
在
し
続
け
る
た
め

に
、
建
築
は
ど
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
と
風
格
を
備

え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
前
川
が
弘

前
と
い
う
風
土
か
ら
学
び
続
け
た
建
築
に
対
す
る
考

え
方
の
到
達
点
も
示
し
て
い
る
。
折
し
も
、
こ
の
斎

場
の
設
計
中
に
収
録
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
に
、

次
の
よ
う
な
前
川
の
発
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
建
築
っ
て
い
う
の
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
に
対
す

る
何
ら
か
の
存
在
感
を
索
め
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

本
当
の
意
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
っ
て
思
う
ん
だ

な
。︵
中
略
︶
芸
術
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
、
い

わ
ば
日
常
茶
飯
か
ら
始
ま
る
ん
で
あ
っ
て
ね
。
そ
の
こ

と
を
抜
き
に
し
て
、
た
ん
に
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
に
の
み
語

ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
思
う
。︵
中
略
︶
も
し
も
建

築
が
芸
術
で
あ
る
な
ら
ば
、
建
築
家
っ
て
い
う
の
は
、

骨
身
を
砕
い
て
存
在
感
を
索
め
続
け
る
人
間
の
こ
と

だ
よ
、
そ
う
だ
ろ
う
？
そ
こ
に
多
く
の
ひ
と
た
ち
と
の

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
絆
が
あ
る
」︵
前
川
國
男
﹃
一

建
築
家
の
信
條
﹄
晶
文
社
一九
八一年
︶

　
「
木
村
産
業
研
究
所
」
か
ら
五
〇
年
に
及
ぶ
歩
み

の
中
で
、
今
も
な
お
静
か
な
時
を
重
ね
る
弘
前
の
建

築
群
は
、
そ
の
ま
ま
、
建
築
家
・
前
川
國
男
が
、
日

本
の
風
土
や
伝
統
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
独
自
に
育

ん
だ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
大
い
な
る
軌
跡
そ
の
も
の
な

の
だ
と
思
う
。

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
。

記憶の建築
松隈　洋

弘前市斎場　1983 年
風土に学んだ前川國男の到達点

冬の雪に閉ざされた同じ風景

勾配屋根のかかる車寄せ
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緑化工法について語る大林社長

子供達も安全に緑に触れ合える

完成後、緑に覆われたビーンズドーム（上） 大林式緑化工法にて施工中のビーンズドーム（下2枚）

文　

渕
側　

晋

　

阪
神
競
馬
場
や
中
京
・
淀
競
馬
場
の
緑
美
し
い

芝
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
多
い
の
で
は
無
い
で
し
ょ
う

か
。
実
は
そ
れ
ら
に
は
、
今
回
ご
紹
介
す
る
大
林

環
境
技
術
研
究
所
の
大
林
式
緑
化
工
法
が
使
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
急
勾
配
の
屋
根
が

緑
い
っ
ぱ
い
に
覆
わ
れ
た
ビ
ー
ン
ズ
ド
ー
ム
（
遠
藤
秀

平
設
計
）
や
、
低
炭
素
リ
ー
ダ
ー
賞
獲
得
建
築
の

屋
上
緑
化
、
そ
し
て
小
学
校
や
幼
稚
園
の
グ
ラ
ン

ド
の
芝
生
緑
化
や
土
壌
改
良
な
ど
、
数
多
く
の
緑

化
事
業
に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
大
林
式
緑
化
工
法
と
は
】

　

杉
や
檜
の
樹
皮
か
ら
作
ら
れ
た
一〇
〇
％
天
然

多
目
的
緑
化
資
材
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
を
現
地
の
土
に

混
ぜ
る
だ
け
で
あ
る
。
配
合
比
や
独
自
開
発
の
化

学
肥
料
な
ど
技
術
的
ノ
ウ
ハ
ウ
は
あ
る
も
の
の
、
極

論
し
て
し
ま
え
ば
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
を
現
地
の
土
と
混

ぜ
る
、
唯
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
建
築
士
の

緑
化
工
法
に
対
す
る
常
識
を
覆
す
程
の
シ
ン
プ
ル
な

工
法
、
そ
れ
が
大
林
式
緑
化
工
法
で
あ
る
。

　
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
を
現
地
の
土
に
混
ぜ
る
こ
と
で
、

植
物
が
よ
く
育
ち
、
芝
は
禿
に
く
く
、
冬
枯
れ
し

に
く
く
な
る
。
施
工
も
実
に
シ
ン
プ
ル
で
、『
Ｅ
ソ
イ

ル
』
混
合
土
を
敷
き
詰
め
た
り
、
斜
面
に
吹
き
付

け
る
だ
け
で
、
瓦
や
ス
レ
ー
ト
や
ス
チ
ー
ル
屋
根
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
に
直
接
施
工
で
き
、
屋
上
緑
化
・

壁
面
緑
化
が
可
能
と
な
る
。
通
常
、
必
要
と
さ
れ

る
ラ
ス
や
金
網
、
防
根
シ
ー
ト
な
ど
も
必
要
と
し

な
い
た
め
、
大
幅
な
工
期
の
短
縮
と
、
コ
ス
ト
の
削

減
が
出
来
る
。
ま
た
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
混
合
土
を
グ

ラ
ン
ド
上
部
に
敷
き
詰
め
る
こ
と
で
水
捌
け
や
排

水
性
を
高
め
暗
渠
排
水
設
備
を
必
要
と
し
な
い
。

の
効
き
方
を
研
究
し
て
い
た
。「
特
に
蘭
の
花
に
は

頭
を
痛
め
て
い
ま
し
た
。」
と
語
る
。
蘭
は
水
を
や

り
過
ぎ
る
と
根
が
腐
る
た
め
、
根
の
周
り
の
雑
菌

を
抑
え
る
こ
と
を
目
的
に
農
薬
を
投
与
す
る
。
土

中
で
は
微
生
物
が
薬
品
を
無
害
化
し
、
効
果
が
持

続
し
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
悩
ん
で
い
た
。
そ
ん
な

中
、「
杉
皮
が
腐
ら
な
い
の
は
、
天
然
の
殺
菌
力
が

長
い
間
持
続
し
続
け
る
か
ら
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。

な
ら
ば
そ
の
殺
菌
力
を
生
か
せ
な
い
か
と
考
え
始

め
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。」
と
語
る
。
そ
れ
ま
で

腐
ら
な
い
杉
や
檜
の
樹
皮
は
堆
肥
化
し
な
い
た
め
、

土
壌
や
土
壌
改
良
材
と
し
て
使
え
な
い
と
言
わ

れ
、
焼
却
処
分
さ
れ
て
き
た
。
視
点
を
１
８
０
度

転
換
し
て
、
そ
の
腐
ら
な
い
と
ゆ
う
天
然
の
殺
菌

力
を
生
か
す
こ
と
を
考
え
た
。
そ
れ
ま
で
は
有
機

農
法
な
ど
の
影
響
か
ら
、
堆
肥
化
す
る
こ
と
が
善

だ
と
の
考
え
が
支
配
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
後
述
す

る
よ
う
に
堆
肥
化
こ
そ
が
環
境
汚
染
の
最
た
る
も
の

と
考
え
、「
堆
肥
化
に
頼
ら
ず
、
杉
や
檜
の
樹
皮

が
持
つ
殺
菌
力
を
利
用
し
た
、
多
目
的
緑
化
資
材

の
開
発
に
至
っ
た
の
で
す
。」
と
語
る
。

　【
緑
化
に
関
す
る
ウ
ソ
と
ホ
ン
ト
】

　

堆
肥
化
が
環
境
汚
染
に
繋
が
る
理
由
に
つ
い
て

大
林
さ
ん
に
話
し
て
頂
い
た
。

　
「
植
物
は
、
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
て
、
根

か
ら
吸
水
し
た
水
と
空
気
中
の
二
酸
化
炭
素
か
ら

炭
水
化
物
（
セ
ル
ロ
ー
ス
）
を
合
成
し
、
酸
素
を

放
出
し
ま
す
。
同
時
に
葉
か
ら
は
水
を
気
化
さ
せ

気
化
熱
で
温
度
を
下
げ
ま
す
。
こ
の
時
そ
の
植
物

の
重
量
の
約
四
割
は
吸
収
固
定
し
た
炭
素
成
分
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
植
物
が
地
球
温
暖
化
防
止
に
役

立
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
様
に
植
物
は
地
球

温
暖
化
の
原
因
と
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
を
吸
着
す

る
と
共
に
、
酸
素
を
発
生
し
、
葉
の
気
化
熱
か
ら

温
度
を
下
げ
る
働
き
を
す
る
有
難
い
存
在
で
す
。

し
か
し
、
堆
肥
化
と
は
そ
れ
ら
と
は
全
く
逆
の
化

　

さ
ら
に
は
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
に
富
み
、
砂
の
飛
散
の

少
な
い
、
加
え
て
天
然
の
殺
菌
力
に
富
ん
だ
衛
生

的
で
安
全
な
グ
ラ
ン
ド
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

土
壌
を
選
ば
な
い
た
め
、
ど
ん
な
環
境
の
土
壌

も
再
利
用
で
き
、
新
た
な
客
土
を
必
要
と
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
土
を
入
れ
替
え
る
必
要
も
無
く
、
土

壌
改
良
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
真
の
意
味
で
の
環

境
保
全
工
法
と
呼
べ
る
。

　

大
林
環
境
技
術
研
究
所
の
大
林
久
さ
ん
は
、
武

田
薬
品
工
業
で
、
三
十
年
以
上
に
亘
り
農
薬
の
研

究
に
携
わ
っ
た
。
筍
の
成
長
ホ
ル
モ
ン
を
利
用
し
た

種
無
し
葡
萄
を
作
る
薬
品
な
ど
も
開
発
し
た
農
薬

開
発
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
期
で

社
会
全
体
が
増
産
に
沸
く
中
、
大
林
さ
ん
は
次
の

よ
う
に
考
え
た
と
い
う
。「
化
学
万
能
主
義
で
歩
ん

で
来
た
け
れ
ど
、
レ
イ
チ
ェル
・
カ
ー
ル
ソ
ン
の
【
沈

黙
の
春
】
に
出
会
い
、
環
境
問
題
を
意
識
し
始
め

ま
し
た
。
化
学
万
能
主
義
の
脆
さ
や
危
な
さ
に
気

付
き
、
自
然
を
尊
び
、
そ
の
中
に
ヒ
ン
ト
を
得
て

ゆ
く
事
の
大
切
さ
と
自
然
と
の
共
生
や
環
境
に
優

し
い
技
術
を
考
え
始
め
ま
し
た
。」

　【
Ｅ
ソ
イ
ル
開
発
の
き
っ
か
け
】

　

大
林
さ
ん
は
武
田
薬
品
時
代
、
土
中
で
の
農
薬

学
反
応
で
、
大
切
な
酸
素
を
使
い
発
熱
し
固
定
さ

れ
て
い
た
炭
素
を
二
酸
化
炭
素
に
換
え
ま
す
。
そ

の
た
め
、
環
境
先
進
国
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
堆
肥
化
は

野
焼
き
と
同
様
に
法
律
で
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
ま
た
、
堆
肥
化
と
は
微
生
物
分
解
で
あ
り
、

菌
の
繁
殖
を
招
き
や
す
く
農
薬
の
散
布
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
堆
肥
化
の
過
程
で

生
成
さ
れ
た
ブ
ド
ウ
糖
が
河
川
や
湖
沼
、
地
下
水

に
流
出
し
、
富
栄
養
化
か
ら
ア
オ
コ
に
よ
る
水
質
汚

染
の
発
生
な
ど
の
更
な
る
環
境
破
壊
を
引
起
す
の

で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
然
殺
菌
力
に
よ
っ
て
堆

肥
化
し
な
い
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
は
、
環
境
面
に
お
い
て

も
優
れ
た
土
壌
改
良
材
と
考
え
て
い
ま
す
。」

【
E
ソ
イ
ル
で
植
物
が
よ
く
育
つ
理
由
】

　

大
林
さ
ん
は
「
目
に
見
え
な
い
土
の
中
こ
そ
が
大

切
な
ん
で
す
。」
と
語
る
。
繊
維
材
で
あ
る
『
Ｅ
ソ

イ
ル
』
を
土
に
混
ぜ
る
事
で
土
中
に
適
度
な
隙
間

と
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
を
与
え
、
土
中
の
酸
素
量
と
保
水

量
を
飛
躍
的
に
増
す
事
が
出
来
る
。
そ
の
た
め
植

物
は
驚
く
ほ
ど
根
を
張
り
、
加
え
て
天
然
の
殺
菌

力
が
細
菌
の
繁
殖
を
防
ぎ
、
植
物
の
根
を
守
る
。

こ
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
植
物
が
と
て
も
よ
く
育
つ

の
だ
。
農
薬
を
研
究
し
て
き
た
大
林
さ
ん
だ
か
ら
こ

そ
、
植
物
を
支
え
る
根
の
部
分
の
大
切
さ
に
目
を

向
け
る
事
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
は
、
人
に
も
環
境
に
も
優
し
い
。

天
然
の
殺
菌
力
か
ら
土
中
の
雑
菌
が
少
な
く
、
農

薬
の
必
要
が
無
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
子
供
達
が
安

心
し
て
触
れ
る
事
が
出
来
る
安
全
な
グ
ラ
ン
ド
が

実
現
出
来
る
。
ま
た
、
土
中
で
の
細
菌
の
繁
殖
を

抑
え
る
こ
と
で
連
作
障
害
を
防
ぎ
、
土
壌
の
入
れ

替
え
が
不
要
と
な
る
な
ど
、
屋
上
菜
園
に
も
優
れ

た
効
果
を
発
揮
す
る
。

　
『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
は
、
繊
維
材
で
あ
り
、
混
合
し
絡

み
合
う
こ
と
で
、
軽
量
性
や
柔
軟
な
強
さ
な
ど
の

優
れ
た
特
性
を
も
持
つ
。
シ
ン
プ
ル
さ
か
ら
く
る
多

く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
た
め
、
建
築
士
に
と
っ

て
は
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
の
緑
化
を
実
現
し
て
く
れ
る

素
材
で
あ
る
と
感
じ
た
。

　

今
回
の
取
材
中
、「『
Ｅ
ソ
イ
ル
』
を
使
っ
て
作
っ

た
苺
で
す
。」
と
、
差
入
れ
て
下
さ
っ
た
苺
は
と
て

も
甘
か
っ
た
。
驚
く
私
に
大
林
さ
ん
は
「
根
の
発
達

が
違
う
の
で
す
よ
。」
と
伝
え
た
。
そ
の
苺
の
甘
さ

が
全
て
を
語
っ
て
い
る
と
感
じ
た
取
材
で
あ
っ
た
。

緑

　化

匠
の
巧

株
式
会
社
大
林
環
境
技
術
研
究
所
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は
じ
め
に　

　

ど
ん
な
建
築
物
で
も
、
そ
れ
を
つ
く
る
こ
と

を
依
頼
し
、
そ
れ
に
応
え
て
設
計
を
お
こ
な
う

建
築
士
が
い
て
、
そ
れ
を
つ
く
り
あ
げ
る
施
工

者
が
い
ま
す
。
誰
が
関
わ
っ
た
の
か
広
く
知
ら

れ
た
建
築
物
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
匿
名
性

の
高
い
建
築
物
も
あ
り
ま
す
。い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
こ
に
は
建
築
士
が
必
ず
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
季
刊
連
載
企
画
で
あ
る
「
ひ
ろ
ば
」
は
、

近
畿
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
す

る
建
築
士
を
紹
介
し
、
そ
の
活
動
内
容
を
広
く

伝
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

◦　
　

◦　
　

◦　

　　

大
阪
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
﹃
通
天
閣
﹄
が
、

新
世
界
百
周
年
に
あ
わ
せ
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ

れ
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関

わ
っ
た
建
築
士
の
方
々
に
、
座
談
会
形
式
で
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
取
材
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
建
築

士
の
目
を
通
し
て
の
﹃
通
天
閣
と
新
世
界
﹄
に

つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

は
て
さ
て
、
大
阪
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
る

通
天
閣
、
そ
の
通
天
閣
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
デ
ザ

イ
ン
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
決
め
た
の
か
？　

そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
そ
の
実
現
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
？　

建
築
人
編
集
部
の
メ
ン

バ
ー
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
設
計
者
、
施
工
者
の

三
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
聞
い
て
ま
い
り
ま

し
た
。
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

通
天
閣
の
歴
史

　

二
〇
一
二
年
七
月
三
日
、
新
世
界
は
百
周
年

を
迎
え
る
。
新
世
界
に
そ
び
え
る
通
天
閣
も
初

代
通
天
閣
か
ら
数
え
て
誕
生
百
周
年
と
な
る
。

　

大
阪
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
現
在
の

通
天
閣
は
二
代
目
だ
。
初
代
通
天
閣
は
明
治

四
十
五
年
に
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
跡
地

に
つ
く
ら
れ
た
新
世
界
と
い
う
歓
楽
街
の
中
心

施
設
と
し
て
、
現
在
よ
り
少
し
南
の
位
置
に
建

て
ら
れ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
火
災
に
遭
い
、
戦
時

中
の
金
属
献
納
運
動
の
た
め
昭
和
十
八
年
に
解

体
さ
れ
、
鉄
資
材
が
国
に
供
出
さ
れ
た
。
そ
れ

か
ら
十
年
以
上
、
大
阪
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
通

天
閣
が
存
在
し
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
が
、

戦
後
、
地
元
新
世
界
の
人
た
ち
が
お
金
を
出
し

合
い
、
昭
和
三
十
一
年
に
再
建
さ
れ
た
。
二
代

目
通
天
閣
の
設
計
者
は
東
京
タ
ワ
ー
や
名
古
屋

タ
ワ
ー
も
手
掛
け
た
内
藤
多
仲
で
、
施
工
は
奥

村
組
が
請
け
負
っ
た
。

　

現
在
の
奥
村
組
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
二

代
目
通
天
閣
に
つ
い
て
、
建
設
当
時
社
長
で

あ
っ
た
奥
村
太
平
の
思
い
と
し
て
﹃
当
時
の
企

業
規
模
か
ら
す
れ
ば
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
う
物

件
で
し
た
が
、「
地
元
の
こ
と
で
も
あ
り
、ま
た
、

成
功
す
れ
ば
大
き
な
財
産
に
な
る
」
と
思
い
受

注
し
ま
し
た
。﹄
と
そ
の
覚
悟
と
決
意
が
語
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
五
十
六
年
目
の
改
修
工
事
。
当
時

の
こ
と
を
詳
し
く
知
る
先
達
も
い
な
い
中
、
ど

の
よ
う
に
し
て
今
回
の
通
天
閣
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

キ
ラ
ー
パ
ー
ス
と
黄
金
の
茶
室

　
「
僕
は
ほ
ん
ま
に
変
わ
り
も
ん
で
、
人
と
同

じ
事
を
や
る
の
が
嫌
い
な
ん
で
す
が
、
奥
村
組

さ
ん
か
ら
こ
の
提
案
を
頂
い
て
、
す
ご
く
気
に

入
り
ま
し
て
。」と
、と
て
も
満
足
し
た
様
子
で
、

そ
の
時
の
パ
ー
ス
を
見
な
が
ら
西
上
社
長
は
語

る
。

　

今
回
の
改
修
は
、
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環

と
し
て
地
下
を
除
く
全
館
の
内
装
改
修
を
お
こ

な
い
、
最
上
階
を
「
黄
金
の
展
望
台
」
と
し
て

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
い
る
。
複
数
の
建
設
会
社

が
参
加
す
る
設
計
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
だ
っ
た

そ
う
で
、
奥
村
組
が
提
案
し
た
「
黄
金
の
展
望

台
」
の
パ
ー
ス
、
こ
の
一
枚
が
社
長
の
琴
線
に

触
れ
る
こ
と
と
な
り
、
設
計
お
よ
び
施
工
が
奥

村
組
に
決
定
し
た
。

　
「
通
天
閣
は
大
阪
ら
し
い
塔
で
す
。
そ
の
大

阪
、
な
に
わ
と
言
え
ば
﹃
太
閤
さ
ん
﹄、﹃
太
閤

さ
ん
﹄
と
言
え
ば
﹃
黄
金
の
茶
室
﹄。
こ
れ
は

絶
対
に
や
り
た
い
！
と
思
っ
た
。」
と
西
上
社

長
は
語
る
。

　
奥
村
組
建
築
設
計
部

　

で
は
い
っ
た
い
誰
が
最
初
の
ア
イ
デ
ア
を
出

し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
奥
村
組
の

菅
設
計
２
課
長
は
、「
最
初
に
西
上
社
長
に
お

会
い
し
た
時
に
、
社
長
が
金
色
の
名
刺
を
作
ら

れ
て
い
て
、﹃
僕
は
金
が
大
好
き
や
ね
ん
。﹄
と

い
う
一
言
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
﹃
あ
、

金
や
﹄
て
、
思
っ
た
ん
で
す
。」
と
冗
談
ま
じ

り
に
語
る
。
実
際
に
は
、
そ
れ
は
単
に
発
想
の

原
点
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、

先
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
な
る
太
閤
さ
ん
の
黄
金
の

茶
室
や
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
具
体
的
な
背
景
と

し
て
肉
付
け
を
し
て
い
っ
た
の
が
真
実
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　

組
織
の
中
で
建
築
設
計
に
た
ず
さ
わ
る
者
な

ら
誰
も
が
苦
心
す
る
で
あ
ろ
う
組
織
内
で
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
つ
い
て
、「
黄
金
の
茶

室
自
体
を
悪
趣
味
」と
捉
え
る
向
き
も
あ
る
中
、

社
内
で
反
対
意
見
な
ど
は
な
か
っ
た
の
か
、
率

直
に
質
問
を
ぶ
つ
け
て
み
た
。

　
「
社
内
で
も
﹃
本
気
か
？
﹄
と
い
う
意
見
が

あ
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
た
だ
、
繰
り
返
し
社

長
が
﹃
お
も
ろ
い
も
ん
を
つ
く
り
た
い
﹄
と
言

わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
こ
に
我
々
も
こ
だ
わ
っ

た
ん
で
す
。」
と
菅
課
長
は
言
う
。

　

同
じ
く
設
計
２
課
北
村
主
任
は
、「
社
長
が

よ
く
言
わ
れ
て
い
た
﹃
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
﹄
と
い

う
言
葉
を
、
そ
れ
は
何
な
の
か
を
掘
り
下
げ
て

い
き
ま
し
た
。」
と
補
足
す
る
形
で
語
っ
て
く

れ
た
。
そ
の
話
を
聞
い
て
い
た
西
上
社
長
は「
僕

が
一
番
心
を
く
す
ぶ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
み
な
さ

ん
、
苦
労
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
」
と
驚
か
れ

て
い
た
。

　

誰
が
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
通
天
閣
は
あ
き

ら
か
に
全
国
に
あ
る
タ
ワ
ー
と
か
塔
と
か
ツ

リ
ー
と
か
呼
ば
れ
る
代
物
と
は
ち
ょ
っ
と
趣
が

違
う
。

　
「
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し
て
日
本
中

の
タ
ワ
ー
を
調
べ
て
ま
わ
っ
た
ん
で
す
が
、
通

天
閣
だ
け
が
特
別
と
い
う
の
に
気
付
い
た
ん
で

す
ね
。
他
は
電
波
塔
で
あ
っ
た
り
、
何
か
し
ら

特
定
企
業
の
目
的
が
あ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
通
天
閣
は
地
元
の
方
々
の
情
熱
で

建
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
特
別
で
あ
っ
て
展
望
以

外
に
目
的
も
無
い
。し
か
も
展
望
と
い
っ
て
も
、

今
や
高
さ
が
価
値
で
は
無
く
な
っ
て
い
る
。」

と
菅
課
長
は
語
る
。

　

タ
ワ
ー
が
そ
の
誕
生
に
お
い
て
高
さ
を
希
求

す
る
の
は
タ
ワ
ー
た
る
宿
命
だ
が
、時
を
経
て
、

高
さ
に
価
値
が
無
く
な
っ
た
時
に
、
陳
腐
化
し

な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
そ
れ

は
ど
こ
の
タ
ワ
ー
も
共
通
の
宿
命
で
あ
り
悩
み

で
も
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
通
天
閣
は
設
計
者
の

内
藤
多
仲
自
身
が
「
通
天
閣
は
や
っ
ぱ
り
庶
民

の
も
の
」
と
発
言
し
、
デ
ザ
イ
ン
も
明
ら
か
に

他
の
塔
と
は
違
う
も
の
を
意
識
し
て
い
た
。
そ

れ
は
大
阪
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
大
阪
庶
民
の
認

識
が
、通
天
閣
が
タ
ワ
ー
や
塔
と
呼
ば
れ
ず
に
、

天
に
通
じ
る
「
閣
」
と
呼
ば
れ
、
未
だ
に
不
思

議
な
魅
力
を
発
し
て
い
る
所
以
だ
と
言
え
る
。

　
「
ほ
か
の
タ
ワ
ー
の
方
々
の
お
話
を
聞
く
と

﹃
通
天
閣
さ
ん
に
は
も
の
す
ご
い
個
性
が
あ
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
は
僕
ら
に
は
な
い
の

で
と
て
も
羨
ま
し
い
﹄
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
」

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

『
通
天
閣
と
新
世
界
』
百
周
年
の
魅
力

上段：西上 雅章
通天閣観光株式會社
代表取締役社長

中段：菅 正和
株式会社 奥村組 西日本支社
建築設計部　設計 2 課長

右頁：通天閣を望んで記念撮影

下段：北村 由香子
株式会社 奥村組 西日本支社
建築設計部　設計 2 課 主任

設計コンペティションで、奥村組
が勝利することを決定づけた「黄
金の展望台」のパース。
実際は「黄金の塔」と呼ばれるデ
ザイン提案書の中に含まれた幾枚
かあるパースのうちの 1 枚。
このパースが、今回の通天閣改修
工事のデザインの原点となった。

黄金の展望台パース　　　
（提供　株式会社 奥村組）
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と
北
村
主
任
が
語
る
よ
う
に
、
通
天
閣
の
強
烈

な
個
性
は
設
計
者
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ

り
、
ま
た
大
き
な
悩
み
で
も
あ
っ
た
。

　
「
奥
村
組
に
と
っ
て
も
通
天
閣
は
特
別
な
存

在
な
ん
で
す
。
建
築
か
ら
は
少
し
ず
れ
た
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
の
高
い
コ
ン
ペ
や
っ
た
ん

で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
も
勝
ち
た
か
っ
た
ん
で

す
。」
と
鳥
越
営
業
課
長
は
言
う
。

　
「
黄
金
の
展
望
台
」
を
は
じ
め
と
す
る
提

案
パ
ー
ス
は
専
門
の
パ
ー
ス
屋
に
依
頼
し
た

の
で
は
な
く
、
設
計
部
員
の
北
岡
氏
が
そ

の
ほ
と
ん
ど
を
作
成
し
た
。
通
算
で
五
十
枚

を
超
え
る
パ
ー
ス
の
作
画
を
担
当
し
た
北
岡

氏
は
「
黄
金
色
を
表
現
す
る
こ
と
が
難
し

く
、
最
初
は
少
し
控
え
め
な
表
現
に
し
て
い

た
の
で
す
が
、﹃
大
阪
ら
し
く
な
い
、
と
こ

と
ん
行
け
っ
！
﹄
っ
て
言
わ
れ
て
、
最
終
的

に
は
納
得
で
き
る
も
の
が
提
案
で
き
ま
し
た
。」

と
語
る
。

三
好
氏
と
奥
村
組
建
築
設
計
部

　

今
回
の
改
修
工
事
で
は
建
築
的
な
要
素
以
外

に
も
い
ろ
い
ろ
な
部
分
で
、
西
上
社
長
の
大
阪

商
人
的
な
ア
イ
デ
ア
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

鳥
越
課
長
は
「
次
か
ら
次
へ
と
社
長
が
い
ろ

ん
な
ア
イ
デ
ア
を
出
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ

い
て
行
く
の
が
大
変
で
し
た
。」
と
笑
う
。

　

そ
の
経
緯
を
菅
課
長
は
「
各
階
・
各
部
を
検

討
し
て
い
く
中
で
、
い
ろ
い
ろ
変
遷
は
あ
っ

た
ん
で
す
け
ど
、﹃
黄
金
の
展
望
台
﹄
を
つ
く

る
と
い
う
軸
だ
け
は
ぶ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
を
中
心
に
話
を
進
め
て
い
っ
た
ん
で
す
。」

と
語
る
。

　
「
以
前
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
な
ん
で
す

が
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
を
つ
く
り
た
い
と
い
う

思
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
う
ち
に
は
ビ
リ
ケ
ン

と
い
う
守
り
神
が
い
て
ね
、
そ
の
ビ
リ
ケ
ン
が

あ
る
か
ら
よ
り
一
層
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
に
な

る
ん
や
な
い
か
と
・
・
・
」
と
西
上
社
長
。

　

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
神
様
ビ
リ
ケ
ン
さ
ん

は
、
前
の
二
代
目
ま
で
は
摩
天
楼
と
ヤ
シ
の
木

の
下
に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
今
回
、
新
た
な
三

代
目
と
な
る
ビ
リ
ケ
ン
さ
ん
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ

ウ
ス
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
。
西
上
社
長
の
言

う
「
ビ
リ
ケ
ン
さ
ん
を
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
に
す

る
」
を
具
体
的
な
カ
タ
チ
に
落
と
し
込
ん
で

い
っ
た
結
果
で
あ
る
。

　

設
計
は
多
く
の
人
が
関
わ
っ
て
そ
の
中
身
を

成
長
さ
せ
て
い
く
。
時
に
は
外
部
の
力
を
必
要

と
す
る
時
が
あ
る
。
組
織
設
計
の
外
か
ら
の
立

ち
位
置
で
、
今
回
の
改
修
計
画
に
関
わ
っ
た
の

が
有
限
会
社
ア
ー
キ
ラ
プ
ト
の
三
好
誠
人
建
築

士
だ
。
奥
村
組
設
計
部
が
起
こ
し
た
絵
に
、
よ

り
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
を
付
加
し
設
計
を
ま
と

め
て
い
く
支
援
を
三
好
氏
が
お
こ
な
っ
た
。

　
「
ア
メ
リ
カ
が
怒
っ
て
く
る
か
も
し
れ
へ
ん

け
ど
、
こ
れ
は
も
う
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で

す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
う
ん
ち
く
を
語
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。﹃
こ
れ
何
か
知
っ
て
る
か
？
ホ

ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
や
ね
ん
で
﹄
っ
て
。
そ
う
言
え

る
た
め
の
具
体
的
な
カ
タ
チ
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

こ
と
も
い
わ
ゆ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
一

つ
や
ろ
な
と
。
最
初
に
黄
金
の
展
望
台
の
パ
ー

ス
を
拝
見
し
て
、
こ
こ
ま
で
来
て
る
な
ら
行
か

な
あ
か
ん
。
折
角
、
奥
村
組
さ
ん
が
﹃
と
こ
と

ん
行
け
﹄
と
言
う
て
る
の
に
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む

わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
。
ど
っ
ち
か
言
う

た
ら
、
私
は
ア
ク
セ
ル
を
踏
ま
な
あ
か
ん
役
割
、

立
場
だ
と
考
え
ま
し
た
。」
と
三
好
氏
は
言
う
。

　

そ
の
話
に
呼
応
し
て
「
七
福
神
や
四
獣
神
に

ビ
リ
ケ
ン
さ
ん
で
す
よ
。
無
国
籍
に
な
る
状
況

も
含
め
て
﹃
ほ
ん
ま
に
え
え
ん
か
﹄
と
い
う
葛

藤
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
、
大
阪
ら
し
さ

と
い
う
こ
と
、
通
天
閣
で
し
か
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
と
何
か
の
拍
子
に
西
上
社
長
が

﹃
オ
レ
は
平
成
の
秀
吉
に
な
る
ん
や
！
﹄
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
の
を
聞
い
て
、
そ
の
一
言
で
建
築
屋

と
し
て
の
ブ
レ
ー
キ
が
ふ
っ
飛
ん
じ
ゃ
い
ま
し

た
。」
と
菅
課
長
は
笑
う
。

　

同
じ
く
北
村
主
任
も
「
そ
う
で
す
ね
、
や
っ

ぱ
り
私
ら
に
も
先
ほ
ど
言
っ
て
い
た
よ
う
に
黄

金
に
対
し
て
﹃
本
当
に
や
る
の
か
？
﹄
っ
て
心

の
中
に
引
っ
か
か
り
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
最

初
は
想
像
も
つ
か
な
い
世
界
だ
っ
た
の
で
、
二

の
足
を
踏
ん
で
い
た
ん
で
す
が
﹃
行
け
っ
！
﹄

と
言
っ
た
以
上
、
菅
以
上
に
行
く
気
で
、
菅
か

ら
﹃
ち
ょ
っ
と
や
り
す
ぎ
ち
ゃ
う
か
﹄
と
言
わ

れ
て
も
、﹃
や
れ
っ
！
﹄
っ
て
言
っ
て
ま
し
た

や
ん
っ
て
押
し
切
っ
た
ん
で
す
。」
と
語
る
。

インタビュアー
中間 伸和
曽我部 千鶴美
春岡 須磨子
牧野 高尚
筑波 幸一郎（責任編集人）

写真撮影　田籠 哲也

　

通
天
閣
で
し
か
出
来
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
こ

だ
わ
る
こ
と
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。「
中
途
半
端
で
あ
れ
ば
、
今
の
よ
う
に

た
く
さ
ん
の
来
場
者
が
あ
っ
た
り
、
マ
ス
コ
ミ

が
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思

う
。」
と
西
上
社
長
が
語
る
よ
う
に
、
黄
金
の
展

望
台
に
つ
い
て
も「
と
こ
と
ん
黄
金
に
こ
だ
わ
っ

て
、
や
っ
ぱ
り
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
本
物
か
偽

物
か
ど
っ
ち
な
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
に
し
た

く
て
、
日
本
全
国
に
あ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
黄

金
色
の
素
材
を
集
め
ま
し
た
。」
と
、
そ
の
徹
底

ぶ
り
を
北
村
主
任
は
披
露
し
て
く
れ
た
。

通
天
閣
と
新
世
界

　
「
新
世
界
が
つ
く
ら
れ
た
時
の
理
念
、
そ

れ
は
庶
民
に
対
し
て
「
娯
楽
の
場
」
を
提
供

す
る
こ
と
だ
っ
た
。
娯
楽
は
時
代
と
と
も
に

変
わ
る
。
新
世
界
に
お
い
て
も
演
芸
・
映
画

の
街
だ
っ
た
の
が
、
パ
チ
ン
コ
の
街
に
な
っ

て
、
今
は
串
カ
ツ
の
街
に
な
っ
て
、
と
変
貌

し
て
い
る
。
庶
民
に
と
っ
て
の
娯
楽
は
時
代

と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
大
切
な

事
は
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
「
娯
楽
の

場
」
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ

ば
新
世
界
と
い
う
ま
ち
は
な
く
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
役
割
を
通
天
閣
は
担
っ
て
い
る
。」

と
西
上
社
長
は
語
る
。
そ
れ
が
「
黄
金
の
展
望

台
」
で
あ
り
、「
ビ
リ
ケ
ン
を
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
と
す
る
」
発
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

新
世
界
も
出
来
た
当
初
は
最
先
端
の
モ
ダ
ン

な
街
だ
っ
た
。
そ
れ
が
長
い
歴
史
を
積
み
重
ね

て
、
今
に
至
る
過
程
の
中
で
大
阪
ら
し
さ
の
あ

る
ま
ち
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
。

　

現
在
、
大
阪
で
は
い
く
つ
か
の
大
掛
か
り
な

再
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
新
し
く
つ
く
ら

れ
た
ビ
ル
群
や
街
は
確
か
に
新
鮮
だ
。
そ
れ
ら

が
新
世
界
と
同
じ
よ
う
に
大
阪
ら
し
さ
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
西
上
社
長
に

問
う
て
み
た
。

　
「
今
、
大
阪
ら
し
さ
が
残
っ
て
い
る
ま
ち
っ

て
い
う
の
は
お
初
天
神
、
法
善
寺
横
丁
、
そ
し

て
こ
の
新
世
界
く
ら
い
な
ん
で
す
ね
。﹃
あ
あ

大
阪
や
な
ぁ
﹄
っ
て
感
じ
る
こ
と
を
残
さ
な
い

と
こ
の
ま
ち
は
埋
没
し
て
し
ま
う
。
新
し
い
ま

ち
は
リ
ト
ル
東
京
、東
京
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
や
っ
た
ら
ほ
ん
ま
も
ん
の
東
京
に
は
絶
対

に
勝
た
れ
へ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
﹃
オ
ン
リ
ー
ワ

ン
﹄
な
ん
で
す
。
新
世
界
ら
し
さ
、
大
阪
ら
し

さ
、
そ
れ
を
残
す
べ
き
や
と
思
て
ま
す
。」

　

百
周
年
と
し
て
、
７
月
３
日
に
通
天
閣
で
は

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
の
式
典
が
お
こ
な
わ
れ
ま

す
。
ま
だ
通
天
閣
や
新
世
界
に
行
か
れ
た
こ
と

が
な
い
方
は
ぜ
ひ
一
度
訪
れ
て
、
今
回
の
改
修

工
事
に
活
躍
し
た
建
築
士
の
熱
い
想
い
を
体
感

し
て
み
て
下
さ
い
。

5 階展望台 ビリケンさん

最初、ことばとイメージで紡いでい
たビリケンの新しい台座を、実際に
カタチとしてつくりあげていくため
の実施詳細図面。

上：ビリケン台座詳細図　　　
（提供　株式会社 奥村組）

上段：鳥越 祐二
株式会社 奥村組 関西支店
営業課長

中段：北岡 賢
株式会社 奥村組 西日本支社
建築設計部　設計 2 課

下段：三好 誠人
有限会社 アーキラプト
代表取締役

三代目ビリケンを登場させるため
新しい舞台が必要となった。
西上社長と菅建築士のやりとりを
踏まえて、アメリカ生まれのビリ
ケンをホワイトハウスの台座に座
らせることを提案した資料。
実在するホワイトハウスの外観形
状を丁寧に読み取り、台座のデザ
インに落とし込んでいる様子がわ
かる。

ビリケン台座提案資料　　  
（提供　株式会社 奥村組）
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・実態調査と提案
　これを受けて6月1日、初音住まい研究所、和歌山大学を中
心とする「高野口小学校を考える会WG」を設立し、技術的な
観点からの客観的な判断材料を整えていくことになった。その
後文部科学省による補助金を得て「コミュニティの拠点として
の学校施設整備に関するパイロット・モデル研究」に着手し、
耐震性能の実験、各部の劣化状況調査、再利用可能性の検
討などを経て、翌年の平成15年3月30日（2003）高野口町教
育委員会に対して報告書を提出。
　これを受けて「高野口小学校整備推進委員会」が改修改
築の方針を旧教育委員会に提言し、旧高野口町議会は6月
22日平成8年の決定を破棄し「改修改築案」を採択した。
　なお文部科学省が日本建築学会に委託した「既存学校施
設の有効活用に関する調査研究」では、2004年の報告書の
中で、住民参加による計画策定など有効活用事例としてとり
あげられていた。
　この後、実現に向けて「高野口小学校基本計画構想策定
委員会」が設置され、並行して専門家チームとして和歌山大
学が中心となり基本計画構想案を策定していった。この間平
成16年5月21日（2004）には町指定文化財に指定され、実務
的検討を重ねた結果、翌年平成17年6月16日（2005）基本計
画が終了し、以降和歌山大学+NPO法人環境創造サポート
センターが実質上の基本設計、詳細設計を引き継いでいくこ
とになった。
　同時に平成17年9月（2005）建設に向けた「高野口小学校
建築委員会」（委員18名）が設立され、町村合併に向けて作
業は大詰めを迎えた。
・初動期のエポックメーキング
　このころを振り返ると、子供、先生、保護者を中心とした具体
的な初期活動の重要性が浮き彫りになってくる。その要点を
列挙すると以下になる。
①住民による価値への気付き
②住民の気付きに確信を与えた外部からの声
③公衆に認知してもらうための公式な会合
④住民が主体となった検討委員会の設立
⑤公的な助成金を得たパイロット・モデル研究の着手
⑥客観的な文献調査、実測調査、実験、評価、提案を伴う詳
細研究
⑦中間報告としての住民に対する公表
⑧子供、学校、住民参加を促すワークショップ
⑧町指定文化財としての公的な価値化
⑨改修事業を進めるための受け皿としてのNPO法人の設立
⑩建築学会からの要望書提出
⑪教育委員会、町長、議会への説明と調整
　こうして平成8年に採決された新校舎建て直し決定は破棄
され、平成15年に改修、改築に踏み切る英断を下された後、
実施設計を経て着工を待つばかりとなっていた。

市町合併による動揺
・減額による設計変更
　ところが平成18年3月（2006）旧橋本市と旧高野口町が合
併し、新橋本市が誕生すると予算措置に不都合が生じ、平成
18年9月（2006）大幅な設計変更による減額変更案作成（体
育館・プール・幼稚園・オープンスペース・ランチルーム等の設
計変更）が決定された。

　さらに平成19年3月（2007）完成した図面に対し、中庭の中央
部に占めていた校務センター部分の予算が議会承認を得られ
ないとのことになり、再び減額検討が要請されることとなった。
・町内分裂の危機
　このほぼ同時期の3月、前教育委員でもあった住民により小
学校の建替え新築を求める約2700の署名が集められ、全面
建て替えに関する請願書が橋本市長宛に提出された。
　市議会の文教厚生委員会では6月にこの付託を受けて審
議の結果「継続審議」となり、7月30日に請願人及び設計者か
らの議会に対する説明会が開催され、結果継続審議となり、9
月議会までに調査することになった。
　この流れに対し、平成19年8月3日（2007）保存改修を望む
住民が、高野口小学校の改修を推進する会（杉村泰久会
長）を結成、建替え新築を求める説明書の随所に、事実誤認
の記載が有ることを指摘しつつ、建替え新築を求める約7000
以上の署名を集め、町内分裂の危機に直面することとなった。
しかし杉村氏らはこれを提出することにより、住民感情が地域
内で決定的な分裂に至ることを心配し提出は控えていた。
・揺れ動く方針転換から着工へ
　ところが突然8月28日、教育委員会より一部を保存とし、新
しく新校舎を建て替える方針転換が発表された。これを受け
て、全面建て替えを目指していた請願は取り下げられ、平成
19年9月10日（2007）橋本市議会は全面建て替えを求める請
願の取り下げを承認した。
　この時、平成19年9月3日（2007）日本建築学会近畿支部よ
り高野口小学校校舎の保存・活用に関する要望書が提出さ
れている。
　これに引き続き平成19年9月28日（2007）橋本市教育委員
会は、フリーな状態で地元に方針を打ち出してもらうことを趣
旨として「一部保存、建替え」の方針を撤回し、ようやく保存、
改修の道が開かれることとなった。
　その後実務的作業が再開され正式には平成19年12月26日

（2007）橋本市より屋内体育館・プール監理業務及び校舎計
画再変更についての3度目の大幅変更により、現在の間取りに
近い状態の設計図書作成業務が開始されることになった。
　こうして平成20年7月（2008）に屋内体育館、引き続き
プールも着工し、平成21年からの本校舎着手の準備が
整った。工事は平成21年6月30日（2009）の保護者説明
会から始り、約2年間にわたり、工区を6分割し、五十数回の
定例会議とそれに付随する各種調整打合せを経て平成23
年2月26日（2011）の記念式典を迎えることになった。
・着工後の課題
　この改修は、生徒、保護者、小学校、住民、高野口町商工
会、旧高野口町、橋本市、高野口町教育委員会、橋本市教育
委員会、旧高野口町議会、橋本市議会、施工者、NPO環境
創造サポートセンター、和歌山大学などの多くの人々の夢や
知恵が集められたものであり、その総意の結果として今日の姿
を得ることになった。
　改修内容は歴史的価値を重んじる声と、新建材によるモダ
ンな教育環境の実現に向けた声の間で、その調整は難航を
極め、ようやく今日の姿を得ることとなった。
　この改修を不十分と見るか、あるいは手を入れ過ぎと見る
か、その評価は多岐にわたっている。しかしかろうじて歴史を
受け継ぎ次世代へ残すべき骨格は保持出来たのではないか
と考えている。

旧高野口小学校校舎の概要
　和歌山県橋本市の高野口小学校（設計：藪本芳一）は、昭
和12年（1937年）に木造平屋建て、近代和風の校舎として建
設された。校舎面積は3、604㎡の大規模木造校舎である。
　高野口町は当時パイル織の生産で隆盛を誇った地であり、
住民からの豊かな浄財により建設され、郡内一と言われる校舎
であったとされている。周囲には、低い石垣の上にウバメガシの
生垣がめぐらされ、正門に向けて構えている式台構えを思わせ
る正面玄関は、江戸時代の藩校を思わせる品格を備えている。
　中央に正面玄関のある校舎は南北一直線に98mの幅を
持ち、教室棟はその主廊から直角に78メートルの翼廊が4本
延びて、E字型の平面構成をとっている。
　町や学校、児童らによる維持管理もよくなされてきており、戦
前期の現役木造校舎で大きな改変もなく使われてきたものと
しては最大級のものである。

高野口小学校改修・改築の概要
　校舎の改修は2011年3月に終了し、その経過と内容を記し
た報告書が2012年3月に完了、ほぼ足かけ10年にわたるロン
グプロジェクトとなった。
　改修の要点は、受け継がれてきた教育環境の価値を損な
うことなく、歴史の痕跡を可能な限り温存することにあった。改
修の印象が小さいほど校舎の価値が高まり、子どもたちの心
に深く浸透していくに違いないという思いが、学校関係者や
改修を手掛ける人たちの間で共有されていたからだ。このた
め、木構造による耐震補強を基本とし、過半以上を目標に各
部位や素材ごとに使えるものを残す方針とした。
・木製耐震壁
　耐震壁は、既存の柱梁の間に木製格子をはめ込み、その
格子の一部には鉄板を埋め込んだ。天井裏には水平筋交い
を挿入し、端部に厚さ30mmの杉板を幅一間（1.8m）で敷き
詰めて、建物全体としての水平剛性を確保した。
・旧瓦屋根の再利用
　既存の瓦は奈良県工業技術センターで吸水、凍害、曲げ
破壊荷重試験を実施した上で、全数を打音検査。半数以上
を南面と東正面で葺き直した。工法についても、旧来通りの葺

き土を載せる方法を採用。耐風性能としての荷重を確保しつ
つ、強風に対しては要所を釘とステンレスの結束線で固めた。
・古い建具を永久保存
　教室の外壁に面する窓は、破損防止のために強化ガラスを
採用し、新しい木製建具で置き換えた。これまで使用していた
古い建具は、すべて小屋裏に運び込んで永久保存している。
一方片廊下を挟む内と外の両側の窓は、教室を外気から守
る2重の建具の効果があるものとして、修理して使い続けるこ
ととなった。
・竿縁天井の天井裏保存　
　竿縁天井はそのまま温存。直下に天井ボードを新設した。
古い天井には吊りボルトを通す部分だけに穴を空け、壁際で
昔の天井の存在を垣間見ることができるようにした。床も古い
素材を下地として利用。その上に新しい表面材を張っている。

高野口小学校改修の発端
・町議会における建直し決定
　旧高野口町では、平成7年1月（1995）の阪神淡路大震災を
きっかけとして、耐震性への危惧が高まり、旧高野口小学校
PTAからの陳情書が平成8年（1996）の春に提出された。こ
れを受けて旧高野口町議会は直ちに小学校校舎の建て替え
を決定し、それは同時に旧校舎の取り壊しも意味していた。
　この時点では誰が見ても、70有余年を経た建物の老朽化
と耐震性能としての危険性は、明らかであると映っていた。さ
らに新教育課程に対応する間取りの不備など、どれをとっても
不具合が至るところに生じていた。
　これを受けて平成12年度（2000）には5業者に建替え案の
参考提案が委託発注され、改築を前提に事業が動き始めた。
これは正式なプロポーザルではなかったが、行政上の慣例と
して、これらの中から最終的な設計者が選ばれると考えられ
ていた。
・保存改修への芽生え
　しかし同時に旧高野口町においては「高野口中心市街地商
業等活性化基本構想作成事業」に着手し、高野口小学校を地
域資産としての価値に着目する保存再生の道が発案された。
　翌年平成13年度（2001）には高野口まちづくり協議会が設
立され、旧高野口町教育委員会との懇談会を経て初音すま
い研究所、和歌山大学、名古屋大学などの協力により、「高野
口小学校校舎実測調査」が実施された。
　なお後日竣工当初の旧図面一式が発見され、当初計画時
とほとんど変わっていないことも確認された。
　平成14年2月26日（2002）に旧高野口町教育委員会と高野
口まちづくり協議会の共催で、「教育環境と高野口小学校校
舎を考えるシンポジウム」が開催され、5月14日には住民からの
一般公募による「高野口小学校整備推進委員会」が設立さ
れ、建て替えか保存かを含めた環境問題について正式に論
議されることとなった。

テクノロジー Technology

橋 本 市 立 高 野 口 小 学 校
−築 75 年木造平屋小学校改修・改築の辿った道−

本多友常
本多友常
和歌山大学システム工学部
環境システム学科教授（建築設計）
1948年  生まれ
1970年  早稲田大学理工学部建築学科卒業
1972年  早稲田大学理工学部建設工学科
大学院修士課程修了
1977～1979年
　　　   Architectural Association
　　　   School of Architecture
1972～1998年  竹中工務店設計部
1998年～  和歌山大学システム工学部

式台構えの玄関　東側外観

全景（東面より望む）

廊下

音楽教室

廊下（北東角より）

撮影：河合止揚

正面玄関（東面）

木製耐震壁

既存竿縁天井を温存し、直下には天井
ボードを新設

木製耐震壁図面

中庭
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代表取締役　奥　平　時　子

奥平工業株式会社
奥平工事株式会社

大阪支店  支店長  嶋田  聡

■ピロウェルドE新熱工法　 ■シグマートE

低炭素化の防水仕様で環境へ貢献

大阪支店：〒550-0013  大阪府大阪市西区新町1-12-22
　　　　　　　　　　　　  TEL 06-6533-3191（代表）
本　　社：〒120-0025  東京都足立区千住東2-23-4
　　　　　　　　　　　　  TEL 03-3882-2424（代表）

ISO9001 
ISO14001 
認証取得 

大阪市西区千代崎３丁目南２－３７

ＴＥＬ（０６）６５８６－３２４１
ＦＡＸ（０６）６５８６－３２５９

大阪ガス株式会社  
リビング事業部  大阪リビング営業部

Hyper-MEGA, Hyper-ストレート, HBM工法
NAKS, RODEX工法

本 社 
基 礎 事 業 部 
大 阪 支 店 
 
名 古 屋 支 店 
 
四 国 支 店 

〒１０８-００７５

〒５４１-００５９

〒４５０-０００３

〒７６０-００２２

東京都港区港南１丁目８番２７号（日新ビル）
　（０３）５４６２-１０３０　ＦＡＸ（０３）５４６２-１０４９
大阪市中央区博労町４-５-９（本町太平ビル）
　（０６）４９６３-６９１１　ＦＡＸ（０６）４９６３-６９１６
名古屋市中村区名駅南１-１１-５（エステート名古屋ビル）
　（０５２）５８１-０６６６　ＦＡＸ（０５２）５４１-２５３０
香 川 県 高 松 市 西 内 町４ -６（神原ビル）
　（０８７）８９７-２９８４　ＦＡＸ（０８７）８９７-２９８６

石川工場

会　長 藤　田　訓　彦

一般社団法人

会　長 大　平　哲　也

〒541-0052  大阪市中央区安土町1-6-14 朝日生命辰野ビル2階
ＴＥＬ06（6271）0175  ＦＡＸ06（6271）0177

一般

住まいに、人に、安心を。 
住宅情報相談センター 

理 事 長 　立　成　良　三
大阪市中央区南船場四丁目４番３号 

心斎橋東急ビル4階 
事 務 局　06-6253-0071 

http://www.osaka-jutaku.or.jp 

住宅相談・住宅情報提供・各種研修事業
住宅展示場の企画、運営
住宅性能評価機関・住宅保険取扱機関

学校法人　福田学園

FUKUDA GAKUEN 

理事長
〒 ５３０－００４３　大阪市北区天満１－９－２７
ＴＥＬ ０６－６３５２－００９３　ＦＡＸ ０６－６３５２－５９９５
ＵＲＬ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｆｕｋｕｄａ．ａｃ．ｊｐ

福　田　益　和

中 和 印 刷 紙 器 株 式 会 社

印刷

中 和 印 刷 紙 器 株 式 会 社

イメージ写真

3D お好みの写真やイラストを
　 3D画像に！

レンティキュラー
既成のボールペンや、ゴルフボール、スマート
フォンのカバーなどに、フルカラープリント。飛び出す感や、奥行き感が楽しい

3D画像が作れます。
1枚だけのポスターやPOPから
DMまで用途もいろいろ。

ブログ・ツイッターも更新

オリジナルグッズや記念品に！

カラー封筒印刷・バリアブル印刷も
大好評稼働中です！

QMS CERTIFIED FIRM

ISO 9001
中和印刷紙器株式会社

JCQA-0865 CM003

1級建築士・2級建築士・1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士
宅地建物取引主任者・インテリアコーディネーター

建築関連資格取得スクール 総合資格学院
㈱総合資格
関西本部 本部長　石川　琢也
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-43 山本ビル梅田6F
TEL:06-6374-8911  FAX:06-6374-8944
梅田校 TEL:06-6374-1411  新大阪校 TEL:06-6101-1911
京橋校 TEL:06-6882-8211  なんば校 TEL:06-6648-5511
高槻校 TEL:072-686-6711  堺　校 TEL:072-222-9311

本部　〒550-0002　大阪市西区江戸堀1-4-23  撞木橋ビル4階
 電話06(6443)0 3 4 5（代）
 ＦＡＸ06(6443)0 3 4 8
支部　関東・中部・中国・四国・九州
http://www.kenzai.or.jp/

藤　井　　　實 

建材・設備会社 他建材・設備会社 他
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大 阪 市 北 区中 津１－１２－３
株式会社　上田茂久・建築設計工房

広がりのある快適な空間を創ります 

株式会社 東畑建築事務所
大阪市中央区伏見町４－４－１０

米 井 　 寛

ア ト リ エ ク リ オ
神戸市灘区摩耶海岸通１－３－２２－６０１

平平安安　深深謝謝

株式会社 田中都市建築事務所
大阪市中央区本町橋５－１４

（ＯＺ本町橋ＢＬＤ９０２）

「放てば手にみてり」ですね

田中義久

全日本コンサルタント株式会社
大阪市浪速区港町１－４－３８

岡 本 森 廣

改革の断行から社会貢献へ

株式会社　小河建築設計事務所
大阪市中央区博労町１－７－１６

（ＣＳＴビル）

柳 川 陽 文

浦 辺 設 計
大阪市中央区北浜２－１－２６

（北浜松岡ビル４Ｆ）

米 倉 信太郎

株 式 会 社 　 空 間 デ ザイン
吹田市垂水町３－２９－４０６

阿 部 弘 明

“フットワークとチームワーク”“デザインと安心”を
両立する建築設計事務所

鹿 島 建 設 株 式 会 社
大阪市中央区城見２－２－２２

濵 田 　 徹
株式会社　キンキ総合設計
大阪市中央区谷町4－５－９
（大阪屋谷町アークビル４Ｆ）

安心・安全な住まい環境の創造 

株 式 会 社 　 K＆Ｓ総 合 企 画
大阪市西区京町堀２－２－１

（スミタビル10Ｆ）

澤 本 侃一郎

美しく時を刻み、風景と調和する建築

株 式 会 社 徳 岡 設 計 株式会社　能勢建築構造研究所
大阪市中央区瓦町３－３－７

（瓦町ＫＴビル）

株式会社　碧－AO－建築事務所
大阪市阿倍野区丸山通１－３－４４

住 ま い の 研 究 室
大 阪 市 北 区 鶴 野 町４－１１

（朝日プラザ梅田１１０３）

爽やかな風通る住まいで心も爽やかに

大阪府建築士会役員

岡 本　慶 一
 

株式会社 石本建築事務所大阪支所
大阪市中央区南本町２－６－１２

（サンマリオンNBFタワー）
株式会社　阿波設計事務所
大阪市浪速区元町2－2－12

希望は星に、足は大地に

株式会社 綜 合 積 算
大阪市北区東天満１－１１－１９

宮 川　明 夫

ア ト リ エ ・ U
和泉市池田下町１６９９

暑中御見舞申し上げます

株式会社　ＩＡＯ竹 田 設 計
大阪市西区西本町１－４－１

人、社会、地球環境との共生

大阪本店 
 
東京本店 

大 阪 市 中 央 区 本 町 ４－１－１３ 
ＴＥＬ０６（６２５２）１２０１ 

東 京 都 江 東 区 新 砂 １－１－１ 
ＴＥＬ０３（６８１０）５０００ 

取締役社長 竹　中　統　一 

建 設 会 社

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔａｉｓｅｉ．ｃｏ．ｊｐ/
常務執行役員関西支店長 山 田 文 啓

建築設計事務所
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県外で新築・改築される住宅及び事務所や
店舗も対象に、徳島県版住宅エコポイント

『ウッド通貨』（最高 30 ウッド、30 万円
相当）を提供する『徳島すぎの家ウッド通
貨モデル事業』を実施しています。
詳しくは HP をご覧ください。
問合　徳島県大阪本部　担当：井村
Tel.06-6251-3273　Fax.06-6251-3380
http：//awa-wood.com/

自立循環型住宅設計講習会
準寒冷地版（大阪開催）

主催　（一財）建築環境・省エネルギー機構
日時　9月12日（水）　10：00～18：00
会場　大阪国際会議場1202
　　　大阪市北区中之島5-3-51
講師　自立循環型住宅開発委員会第3フェー
　　　ズの研究に係わった、国・公共の研究
　　　機関・大学の先生の有識者など。
受講料　12,000円（テキスト代含）
定員　80名
問合・申込　（一財）建築環境・省エネルギー機構
　　　　　  Tel.03-3222-6946

　　　　　　　ベーション応援融資
詳細につきましては、下記ＨＰをご覧ください。
大阪府中小企業向け制度融資

「金融機関提案型融資」
http：//www.pref.osaka.jp/hodo/index.
php?site=fumin&pageId=10442

第26回大阪市ハウジングデザイン賞

大阪市内で建設された魅力ある良質な都市
型集合住宅を表彰し、その優れた面を明ら
かにすることにより、市内に良質な都市型
集合住宅の建設を促進するとともに、広く
市民の方々や住宅供給に携わる人々の住宅
に対する関心を高めていただくことを目的
として、大阪市内のすてきな共同住宅・長
屋・戸建住宅の集合の推薦を募集します。
推薦いただいた方の中から抽選で 50 名に
レインボーカードをプレゼントします。
募集期間　募集中～7月15日（日）
問合　大阪市都市整備局企画部住宅政策
　　　課民間住宅助成グループ
　　　Tel.06-6208-9228

徳島すぎの家ウッド通貨モデル事業 

徳島県では、今後 10 年間で「徳島県産木
材の消費量」を倍増させることを目標とし
た「とくしま木材利用指針」を策定し、「徳
島県産木材の利用拡大」に取り組んでおり、

定員　25名（申し込み先着順）
問合せ　本会事務局
※参加費には体験材料代を含みます。
※参加証について
　◇申込書を参加証とします。当日会場に
　　ご持参ください。
　◇記載の注意事項を厳守して下さい。

仮称「尾池和夫氏講演会」
防災の日に地球規模での地震について学ぶ
9/1　CPD2単位

地球規模での地震学に基づいたお話をお聞
きし、建築士として何をすべきか、何をし
なければならないかを気づく場を設けます。
市民の方も貴重なお話を聞くことができる
と思いますので、多数ご紹介の上、是非お
越しください。
日時　9月1日（土）　14：00～16：00　
場所　大阪 ユビキタス協創広場CANVAS
　　　大阪市中央区和泉町2-2-2
講師　尾池和夫　日本の地震学者　
　　　元京都大学総長　理学博士
定員　150名　　　参加費　500円

すぐに役立つ実践塾オプション
「確認申請のい・ろ・は」
〜JWCADで天空率にトライ!〜
7/28・8/4　2回連続セミナー
CPD　12単位　

3 月より 3 回にわたり、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実施いたしまし
た。参加者の方からのご要望が多かった
JWCAD の基本操作や JWCAD を使って天
空率の計算の仕方についての講座を 2 日
間に渡って開催いたします。
各自パソコンを実際に操作しながら演習を
行います。　
第1日目　7月28日（土）　10：00～17：00
　　　　  JWCADの基本編
第2日目　8月4日（土）　10：00～17：00
　　　　  CADの応用編～天空率
会場　大阪府立守口高等職業技術専門校　
　　　（テクノ守口）
　　　守口市京阪本通2丁目11-18　
講師　一級建築士事務所　設計TANAKA
　　　田中克之
募集　25名（申込先着順）　　　
参加費　会員6,000円　会員外8,000円
　　　　（2日間の参加費となります）
申込締切　7月12日（木）

建築士のためのお茶会勉強会
7/18・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　7月18日、7月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

大阪府中小企業向け制度融資
「金融機関提案型融資」

大阪府では、既存賃貸住宅の省エネ化・耐
震化・バリアフリー化等を行い、賃貸住宅
の質を向上させるとともに、事業の拡大と
安定を図ろうとする中小企業向けの融資制
度を開始しました。
取引金融機関　関西アーバン銀行
融資メニュー　賃貸住宅リフォーム・リノ

　　　（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

第8回海外研修旅行
「南イタリア〜地中海文化と世界
遺産都市を巡る」
11/1〜11/9

今年はアジアからヨーロッパに研修の場を
移します。イタリアの南部の特徴的な各都
市を巡ります。
日程　11月1日深夜発～11月9日帰り
　　　（6泊9日）
行先　ナポリ・ポンペイ・ポジターノ･アマ
　　　ルフイ・レッチエ・アルベロベッロ・
　　　マテーラ・ローマ等
参加費　10人以上の場合　300,000円
　　　　20人以上の場合　240,000円

（全食事・専用バス代・日本からの添乗
員・現地ガイド代は含みます。飛行機はエ
ミレーツ航空使用予定。別途燃油サー
チャージ・空港諸費用54,000円余必要）

最少催行人員　10名
締切　8月31日（但し場合により早めに締
　　　　　　　 切る可能性あり）
申込　事務局に申込書とパスポートコピー 
　　　をお送り下さい。
詳細は別紙パンフレット（申込書付）をご覧下さい。

築家協会近畿支部・㈳日本建築協会
賞　大阪府知事賞　大阪市長賞　審査員特 
　　別賞　緑化賞　奨励賞
推薦方法　推薦用ハガキに、必要事項（推薦

物件の名称、所在地、完成時期、推薦理由、
推薦者の氏名、連絡先住所、同電話番号）
を記入の上お送り下さい。自薦も可能です。

HP　http：//osaka-machinami.jp/
対象　大阪府域内の建物及び建物を中心と
　　　したまちなみ
建物　平成19月10月1日から昨年7月31日
　　　までに完成したもの
まちなみ　昨年7月31日までに完成したもの
※建築基準法に基づく建築確認申請が必要
　な物件は、検査済証が発行されていない場
　合、対象外となります。
受付期間　7月1日（日）～7月31日（火）
　　　　　（当日消印有効）
入賞発表　平成24年12月頃予定
※推薦用リーフレットを希望の方は、本会
　事務局までご連絡ください。

60周年記念事業
第10回神戸ウオーカー
〜小野・浄土寺を見る〜
8/18　CPD6単位（予定）

今回は今までのウオーカーとは違いバスで
の移動になります。少し足の便が悪い場所
ですが、貸切バスで問題は解消。国宝の浄
土堂は天竺様の堂宇としては国内唯一のも
のです。他にも重要文化財の八幡神社も拝
観します。
日時　8月18日　9：30～受付  10：00出発
集合　大阪梅田近辺（決定次第連絡）
参加費　5,200円（昼食･入場料･バス代･資
　　　　　　　　 料代・保険代を含む）
定員 先着50人
行先　キリンビアパーク神戸見学～浄土寺
　　　～好古館（旧小野小学校講堂）
コーディネーター　森田茂夫（本会理事）
※昼食はキリンビアパークレクトランにて。
　工場内のビオトープも見学予定。

実践コミュニケーションセミナー
〜対話の可視化の方法〜
8/26　CPD3単位

若手建築士、建築を学ぶ学生を主な対象に、
コミュニケーション能力を向上させるセミ
ナーを行います。
講師には、コミュニケーション研究・教育工
学がご専門の牧野由香里教授（関西大学）
をお迎えし、ミニ講義とグループワークを通
じて、対話を可視化する論理モデル『十字モ
デル』について、その理論的背景から実践
での応用までを、楽しく徹底的に学びます。
　①自分の考えをハッキリ伝えられる。
　②相手の話がスッキリ理解できる。
対話の可視化には以上 2 点のほか、様々
な利点が考えられます。
日時　8月26日（日）　13：30～17：00　　
　　　（13：00より受付開始）
場所　大阪府建築士会会議室
参加費　会員1,000円、学生会員500円、
　　　　一般1,500円

平成24年度 建築士定期講習
8/9
CPD各6単位［統括］

建築士事務所に所属の一級・二級・木造建
築士で、平成 21 年度に建築士定期講習を
受講した方、及び平成 21 年度以前に建築
士試験に合格した建築士の方で建築士定期
講習をまだ受講していない方は、平成 24
年度中に当該建築士定期講習を受講するこ
とが必要です。
■講習日および講習会場
　日程　8月9日（木）
　時間　9：30～17：30（受付は9時より）
　会場　大阪国際会議場
　　　　大阪市北区中之島5-3-51
　定員　各600名
■受講申込締切　7月9日（月）消印分
　（大阪での申込受付は郵送のみ）
　簡易書留郵便でご送付ください。
　定員に達し次第、受付を終了
　受講料　12,900円（消費税含）
■受講申込先・申込書配布場所 
　大阪府建築士会事務局
　大阪府建築士事務所協会事務局
　申込期日まで、営業時間内に随時配布（無料）。
　定員になり次第配布も終了。
※申込書はホームページからでもダウン　
　ロードできます。
詳細　http：//www.aba-osakafu.or.jp/pdf/
　　　20110405.pdf

二級建築士　受験対策講習会
設計製図実力養成講座　7/8〜8/25
設計製図模擬テストⅠ、Ⅱ　8/26、9/2

設計製図実力養成講座
（全11回、模擬テスト2回含む）
　日程　7月8日（日）、7月15日（日）、
　　　　7月21日（土）、7月22日（日）、
　　　　7月29日（日）、8月4日（土）、
　　　　8月5日（日）、8月19日（日）、
　　　　8月25日（土）、8月26日（日）、
　　　　9月2日（日）
　時間　日曜　9：30～16：30
　　　　土曜　13：00～16：30
　会場　大阪府建築健保会館
　定員　50名（申込先着順）
　受講料　建築士会会員・準会員 115,000円
　　　　　一般125,000円
設計製図模擬テストⅠ、Ⅱ
　日程　Ⅰ：8月26日（日）、Ⅱ：9月2日（日）
　時間　9：30～16：30
　会場　大阪府建築健保会館
　定員　各回25名（申込先着順）
　受講料　各回とも建築士会会員（準会員）
　　　　　13,000円　一般15,000円
　問合　本会事務局
申込・詳細　http：//www.aba-osakafu.or.jp/
　　　　　  examination/index2.html

一級建築士　受験対策講習会
設計製図 課題解説+エスキースコース  8/26
設計製図 模擬テストⅠ〜Ⅲ　9/22、9/29、10/6

設計製図 課題解説+エスキースコース
　日程　8月26日（日）
　時間　9：00～12：00 課題解説
　　　　13：00～17：00 エスキース
　会場　大阪府建築健保会館
　定員　40名（申込先着順）
　受講料　会員10,000円、一般12,000円
設計製図 模擬テストⅠ～Ⅲ
　日程　Ⅰ： 9月22日（土）、Ⅱ：9月29日（土）、
　　　　Ⅲ：10月6日（土）
　時間　9：00～15：30（製図実習）
　　　　16：30～18：30（図面講評）
　会場　大阪府建築健保会館
　定員　各回40名（申込先着順）
　受講料　各回とも会員・準会員  12,000円
　　　　　一般15,000円
※複数コースセット受講の場合、割引があります。
　詳細は本会HP申込ページでご確認下さい。
問合　本会事務局
詳細　http：//www.aba-osakafu.or.jp/　　
　　　examination/index.html

平成24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》
7/19・8/21・9/25・10/23・11/27・12/18
CPD5単位

日程　7月19日（木）、8月21日（火）、
　　　9月25日（火）、10月23日（火）、
　　　11月27日（火）、12月18日（火）
時間　11：00～16：30
会場　大阪YMCA国際文化センター
定員　いずれも200名（先着順かつ希望順
　　　の申込受付・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）

建築士の会 いずみ野
総会＋地域学習会

「城下町の町割りや町家について」
7/28　CPD2単位

学習会は岸和田にスポットを当て、城下町
の町割りや町家について、郷土史家を講師
に招き、講演いただく予定です。
日時　7月28日（土）　14：00～18：00
会場　岸和田市まちづくりの館
募集　30名（申込先着順）
参加費　4,000円（懇親会費含む。学習会の
　　　　　　　　 みの場合1,000円）

第32回大阪都市景観建築賞
（愛称 大阪まちなみ賞）推薦募集

あなたの身近にある景観上優れた建物やま
ちなみをご推薦下さい。
主催　大阪府・大阪市・㈳大阪府建築士会・㈳

大阪府建築士事務所協会・㈳日本建

7月１日より、このINFORMATIONページの内容が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。それに伴って本会の催し参加申込も、７月１7日から
本会ホームページでおこなえるシステムが稼働します。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/

平成24年度 通常総会 議事録（要約）

日時：平成24年5月30日（水）
時間：15：30～16：30
会場：ホテル大阪ベイタワー
出席：463名（出席133、委任状出席330）
議長：柳川陽文（会長）、岡本森廣（新会長）
議事録署名人：水谷敢、山地康夫
柳川会長あいさつ『平成20年から会長を務め、2
期4年で退任させていただくことになりました。昨年
度には全国大会「大阪大会」が、東日本大震災の
ために中止となり、大会の意思を継承して大震災
に対応した防災関連事業を行い、義援金等の支援
も行いました。また、公益法人移行に向けての諸準
備、60周年記念事業の準備等にこのあと付議され
る新会長とともに準備期間として協調してまいりまし
た。本会財政も好転にまで向かいませんが、その大
きな原因は会員数の減少です。公益社団法人を目
指す中で、あらためて社会に向けて、また会員に向け
て魅力を発揮しなければならないと考えております。』
第1号議案：平成23年度事業報告
常設委員会の活動に伴う事業報告について説明、
第1号議案は承認された。
第2号議案：平成23年度財務諸表等
貸借対照表により、負債及び正味財産合計
66,268,134円、正味財産増減計算書により、
22年度の正味財産は前年度より-8,506,609円
の資産減の5,372,672円、収支計算書により、
事業活動収入計167,447,436円、同支出計
171,773,045円、同収支差額-4,325,609円、
退職手当のための取崩として投資活動収入計
10,298,288円、投資活動支出計5,012,787円、

同収支差額5,285,501円、収支全体としては、前
期繰越収支差額を含めて、次期繰越金収支差額0
円となる決算を報告した。当初予算外に退職者へ
の退職金の支出、白石基金より退職金への支出が
発生しております。総括として、23年度は支出の減
少もあるものの会員減少による収入の減少も大き
く、その結果、十分な退職金の積立もできず苦しい
財政状況となっております。公益社団法人への移
行作業を踏まえて改善が急務であることを付け加え
させていただきます。
以上を説明、第2号議案は承認された。
第3号議案：平成23年度監査報告
議案書をもとに、適正に執行された旨の監査を報
告、第3号議案は承認された。
第4号議案：理事の選任
選挙結果に基づき選任することで、第4号議案を承
認した。第4号議案の承認を受けて、新会長の岡本
森廣氏が議長に就任する。
岡本新会長あいさつ『国や社会が建築士に求めて
いる事案にはすべて建築士会が係らなければいけ
ない。特に災害などの有事には建築士のもつ職能
を十分に発揮して役立たせることが肝要です。行
政庁とともにCPD等の活性化などによって建築士
の資質向上を目指せば、住宅等の老朽化による耐
震問題などにも十分対応できると思います。社会か
ら大阪府建築士会会員であれば安心であるという
ステイタスを得られるように様々な努力を惜しみなく
継続することが重要です。この時期を悲観的に捉え
ず、前向きに発展して行きたいと思います。』
第5号議案：平成24年度事業計画案
常設委員会の活動予定に伴う事業計画案につい
て説明、第5号議案は承認された。
第6号議案：平成24年度収支予算案

入会金収入100名、会費収入の正会員2,960
名、準会員他60名、賛助会員120社の相当額お
よび基本・収益・請負・登録センターの各業務で、
事業活動収入計156,999,000円、事業活動
支出計151,999,5000円、事業活動収支差額
5,000,000円です。事業を公益目的・共益・収益に
分けて、公益社団法人移行後は、管理費支出等も
従事割合によって各事業に振り分けます。資産取
得支出として、公益法人の会計基準に照らして退
職手当を計画的に積立てるべく5,000,000円を計
上、次期繰越収支差額0円とする予算計画です。
公益社団法人への移行申請に際しては、本予算を
ベースとして全体的に事業目的ごとに分かれた予算
への組み替えを行う予定です。
現在収支状況の悪化が継続しており、今後予定さ
れている公益社団法人移行への対応を順調に進
めるためにも財務状況の改善は必至であり、予算
の適正な執行を実施していくものです。
以上を説明、第6号議案は承認された。
第7号議案：公益社団法人移行申請
平成22年の総会において公益社団法人を目指すこ
とが承認され、その後の理事会・評議員会等での検
討成果を本日付議致します移行申請と定款変更案
に反映しています。本案を承認いただければ8月に大
阪府公益認定等委員会に申請し、順調ならば約半
年後に認定され、平成25年4月1日に登記する予定
です。公益社団法人への移行の検討については、
公益目的事業の展開、不特定多数の者への利益
供与など、これまで本会が活動してきた事業目的と合
致しております。公益目的事業比率が50%以上であ
ることや事業ごとに収支相償であることなども特段
の問題は生じないと考えております。定款変更案に
つきましては、これまでの本会事業が公益目的事業

であることの主張から、原則として現行定款を内閣
府のモデル定款に則して再編成しております。モデ
ル定款に記載されていない事項等については、細則
等へ転載することで現行運営方針に大幅な変更が
生じないように工夫しております。なお、細部につい
て条文の表現等に変更が生じる場合には、主旨・内
容が変更しない限り理事会に一任をお願いします。
定款案の主な変更点は、第4条（事業）で現行条文
では目的等が漠然としているとの指摘から、変更案
では具体的な目的を示すようにしております。さらに、
追録資料では将来に向けて公益目的事業を展開す
る場合に必要と思われる条文を追加しています。第
17条（決議）では、総会の定足数をモデル定款では
過半数としていますが、本会の現体制をみて、緩和
される下限値の1/3以上の定足数として案に記載
しています。第19条（役員）については、公益社団
法人の役員は理事・監事と定めています。したがっ
て、現行の評議員は変更案で役員の規定から除い
ています。ただし、現行の評議員は名称を変えて理
事・監事の候補者を選出する立場に移行するもの
と考えております。
以上を説明、第7号議案は承認された。
第8号議案：名誉会長委嘱
定款第21条の2の規定に基づき、平成20年度から
23年度の2期4年に亘り会長職を努められた柳川
前会長を名誉会長に推挙いたします。
以上を説明、第8号議案は承認された。
　本日付議された上程全議案が承認された旨を確
認し、通常総会を閉会した。

　本会通常総会の議案書における「公益社団
法人移行及び定款変更案に関するご意見を事
務局までお寄せください。

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

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/
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建
築
相
談

　
　

建
築
士
の
見
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
︵
一
︶

　
　

建
物
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と　

橋
本
頼
幸

　
「
建
築
相
談
」コ
ー
ナ
ー
は
、今
月
か
ら
建
築
相
談
室

で
受
け
た
相
談
内
容
や
相
談
員
が
感
じ
た
こ
と
な
ど
を

会
員
の
建
築
士
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
、業
務
に
役

立
て
て
も
ら
お
う
と
い
う
趣
旨
で
新
し
く
し
ま
し
た
。建

築
相
談
員
が
順
番
に
話
題
提
供
し
ま
す
。第
一
回
は
津

村
泰
夫
さ
ん
に
話
題
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

建
築
基
準
法
の
厳
格
化
や
瑕
疵
担
保
保
険
な
ど
の

法
整
備
に
よ
り「
欠
陥
住
宅
が
無
く
な
っ
た
」と
い
う
わ

け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。欠
陥
住
宅
と
ま
で
は
い
え
な
い

が
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
い
る
、と
い
う
相
談
が
目
立
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

最
近
続
い
た
相
談
に「
注
文
住
宅
」「
自
由
設
計
」な

ど
を
広
告
し
、「
建
築
条
件
付
き
」と
し
て
販
売
さ
れ
て

い
る
物
件
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。建
築
条
件
付

き
と
は
い
え
現
実
の
中
身
は
建
て
売
り
住
宅
に
多
少
の

間
取
り
変
更
や
フ
ロ
ー
リ
ン
グ・ク
ロ
ス
な
ど
の
わ
ず
か
な

選
択
の
自
由
度
を
加
え
た
程
度
の
販
売
方
法
で
す
。し

か
し
、そ
れ
は
売
り
手
の
目
線
で
あ
っ
て
、買
い
手
は
あ
く

ま
で
も「
注
文
住
宅︵
＝
請
負
工
事
︶」と
い
う
認
識
で

あ
る
こ
と
が
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。打
合

せ
と
い
っ
て
も
、簡
単
な
平
面
図
が
中
心
で
、建
築
士
か

ど
う
か
不
明
な
営
業
マ
ン
と
間
取
り
の
打
ち
合
わ
せ
を

す
る
だ
け
で
す
。

　

発
注
者
の
多
く
は
、建
売
契
約︵
売
買
︶と
注
文
契
約

︵
請
負
︶の
違
い
も
わ
か
ら
ず
、土
地
の
売
買
契
約
と
同

時
に
建
物
の
請
負
契
約
を
行
い
ま
す
。確
認
申
請
が
終

わ
っ
た
頃
に「
建
売
」に
す
る
た
め
に
、土
地・建
物
の
売

買
契
約
に
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。仲
介
業
者
の
中
に
は
、本
来
手
数
料
と
な
ら

な
い
建
物
の
請
負
代
金
に
対
し
て
も
仲
介
手
数
料
分

を
請
求
す
る
業
者
も
い
ま
す
。

　

請
負
契
約
で
あ
れ
ば
、契
約
書
に
基
づ
い
て
契
約
と

異
な
っ
た
建
物
に
対
し
て
補
修
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、売
買
契
約
で
あ
れ
ば「
で
き
あ
が
っ
た
建
物
」が

取
引
対
象
な
の
で
そ
も
そ
も
図
面
と
異
な
る
と
い
っ
た

問
題
は
原
理
上
発
生
せ
ず
、そ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た

め
に
も
契
約
書
に
は
間
取
り
程
度
の
図
面
し
か
添
付
さ

れ
ま
せ
ん
。建
築
主
は
売
り
主
で
あ
っ
て
購
入
者
で
は
な

い
の
で
売
り
主
に
と
っ
て
好
き
勝
手
に
作
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。現
実
に
は
好
き
勝
手
と
い
う
よ
り
も
、購
入
者
の

顔
色
を
見
な
が
ら
や
る・
や
ら
な
い
を
決
め
る
と
い
う
風

潮
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
実
態
に
大
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

床
暖
や
浴
室
乾
燥
機
な
ど
を
標
準
仕
様
と
し
て
高

級
感
を
出
し
、建
材
を
主
要
大
手
メ
ー
カ
ー
製
で
安
心

感
を
売
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
そ
の
実
は
、建
て
売
り
用
と

し
て
安
価
に
供
給
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
す
。平
面
計

画
も
九
〇
〇
ミ
リ
ピ
ッ
チ
で
階
段
は
急
で
、ゆ
と
り
の
あ

る
間
取
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。見
栄
え
を
優
先
し
、対

面
キ
ッ
チ
ン
で
壁
を
作
ら
ず
、吊
り
戸
棚
を
天
井
か
ら

直
接
吊
り
、そ
の
重
み
で
下
が
っ
て
き
た
と
い
う
ク
レ
ー
ム

も
あ
り
ま
し
た
。

　

平
面
図
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
箇
所
も
多
く
、断

面
図
や
展
開
図
な
ど
で
購
入
者
に
確
認
し
た
り
施
工

者
が
事
前
に
検
討
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、実
際
に
出

来
て
き
て
か
ら
わ
か
る
不
具
合
も
多
く
あ
り
ま
す
。し
か

し
、購
入
者
は
そ
の
状
況
を
見
て
初
め
て
不
具
合
に
気

づ
き
ト
ラ
ブ
ル
と
な
り
ま
す
。建
て
売
り
の
ま
ま
だ
と
そ

も
そ
も
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
、見
せ
か
け
の

「
注
文
」と
し
た
ば
か
り
に
こ
う
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
「
住
宅
は
ク
レ
ー
ム
産
業
」と
は
使
い
古
さ
れ
た
言
葉

で
す
が
、本
来
避
け
ら
れ
る
ク
レ
ー
ム
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。最
近
は
特
に
こ
う
い
っ
た
避
け
ら
れ
た
は
ず
の
ク

レ
ー
ム
や
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

建
築
技
術
者
で
あ
る
建
築
士
と
し
て
の
役
割
が
も
う
一

度
見
直
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

平
成
二
十
四
年
六
月
度 

理
事
会 

議
事
録

日
時　

六
月
十
三
日︵
水
︶十
六
時
～
十
七
時
三
十
分

場
所　

本
会
会
議
室

出
席　

理
事
四
八
名︵
委
任
六
名
含
︶、
監
事
二
名

　
　
　

名
誉
会
長
、
顧
問
、
相
談
役
他
七
名

【
審
議
事
項
】

︵
１
︶ 

会
計
報
告

会
費
収
入
が
減
収
傾
向
が
続
く
状
況
に
お
い
て
、

会
員
増
強
は
も
と
よ
り
、
活
動
事
業
の
活
性
化
を

図
る
こ
と
が
重
要
課
題
で
あ
る
。

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
改
修
講
習
の
一
般
診
断
法

の
改
訂
に
よ
る
講
習
拡
大
は
見
込
ま
れ
て
い
る

が
、
定
期
講
習
の
受
講
料
引
下
げ
お
よ
び
リ
ピ
ー

タ
ー
受
講
者
の
減
、
受
験
講
習
会
の
学
科
廃
止
な

ど
減
収
に
繋
が
る
要
素
は
多
い
。
講
習
企
画
に
際

し
て
は
、
多
く
の
建
築
士
が
興
味
を
抱
く
斬
新
な

内
容
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

︵
２
︶ 

建
築
情
報
委
員
会
か
ら
の
提
案

Ｈ
　

Ｐ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
を
刷
新
し
て
、
シ
ス
テ

ム
的
な
老
朽
化
の
解
消
お
よ
び
機
能
性
の
向
上
を

図
る
。
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
廃
止
し
、
新
設
す
る

Facebook

と
連
動
刷
新
す
る
。
M
　

M
の
廃
止
は

七
月
に
数
回
広
報
す
る
。

Ｈ
　

Ｐ
刷
新
と
と
も
に
イ
ベ
ン
ト
予
約
シ
ス
テ
ム
を

連
携
さ
せ
て
、
一
層
事
業
等
に
申
込
み
や
す
く
工

夫
す
る
。

「
建
築
人
」
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
欄
の
廃
止

案
は
、
会
員
等
に
向
け
て
の
重
要
項
目
で
あ
る
こ

と
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

︵
３
︶
応
急
危
険
度
判
定
連
絡
網
の
構
築
案

登
録
判
定
者
八
六
九
名
︵
h
二
三
︶
を
対
象
と
し

た
連
絡
網
の
ベ
ー
ス
は
地
域
サ
ー
ク
ル
を
基
盤

に
構
築
す
る
。
連
絡
網
の
構
築
に
あ
た
り
、
当
初

予
算
は
こ
れ
ま
で
の
地
域
へ
の
助
成
金
四
十
万
円

︵
五
万
円
×
八
地
域
︶を
充
当
す
る
提
案
が
あ
っ
た
。

　
　
編
集
後
記筑波

幸
一
郎
・
牧
野
高
尚
・
荒
木
公
樹

　

四
月
号
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
か
ら
今
号
ま
で
、
四

号
に
わ
た
る
「
建
築
人
」
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ

う
か
。
本
会
及
び
印
刷
会
社
︵
中
和
印
刷
︶
の
多

大
な
サ
ポ
ー
ト
の
も
と
、
毎
号
編
集
人
た
ち
が
手

づ
く
り
の
よ
う
に
丁
寧
な
取
材
・
議
論
・
執
筆
・

編
集
作
業
を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
。
壁
に
ぶ
つ
か

り
な
が
ら
も
、
読
者
の
皆
さ
ん
へ
わ
れ
わ
れ
建
築

人
と
し
て
興
味
を
持
つ
こ
と
を
、
楽
し
み
な
が
ら

伝
え
て
い
く
こ
と
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
ま
す
。
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
や
取
材
・
編
集
・
撮
影
を
は
じ
め
と

す
る
雑
誌
づ
く
り
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
是
非
参

加
を
お
願
い
し
ま
す
。「
建
築
人
」
の
将
来
を
担

う
人
材
を
募
っ
て
い
ま
す
。

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

る
安
原
三
郎
さ
ん
は
、
石
井
修
先
生
の
重
要
な
作

品
に
関
わ
ら
れ
、
独
立
後
も
住
宅
・
店
舗
等
で
貴

重
か
つ
多
大
な
実
績
を
残
さ
れ
て
き
た
建
築
家
で

す
。
今
号
で
は
関
西
大
学
の
木
下
光
先
生
の
協
力

を
得
て
取
材
を
進
め
ま
し
た
。
安
原
さ
ん
の
密
度

の
濃
い
丁
寧
な
仕
事
と
人
柄
に
接
す
る
こ
と
が
で

き
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た

こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。

安原三郎氏（左端）へのインタビュー風景
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秦町の甍　安原三郎

　緩やかな坂道の先に石垣や水路があって、その上には蔵や納屋、
そして長屋門と塀に囲われた「囲い造」と呼ばれる屋敷が残る。その
風情ある一角にこの家がある。今回は主屋の建替え、そして蔵等の
改修である。
　この家は平屋の南棟と北棟に分かれ、それを跨ぐように一部二階
がのっていて、全体は三つの棟で構成されている。これは一階の各室
が全て庭に面すること、そして分棟とすることで外観のヴォリュームを
抑え、近隣に対して威圧感を与えないようにという思いからである。
　南棟の西部分は柿の木を避けるため、への字状に折り曲げてい
る。その結果、居間や寝室は南の庭を取り囲む形となった。この南面
の開口部は庭との一体化を図るため、欄間にガラスを入れ、内部の
傾斜天井を外部へと続けた。また、欄間や柱は鉄骨を用いて細く見
せ、庭とのつながりを強調している。
　この家の夫人はエアコンに頼らず、自然体で生活されていて、この
家での要望も通風の良い家、そして断熱性・耐久性の高い家というも
ののみであった。瓦屋根の深い軒、通風を考慮した開口部、そして木
陰をつくる多くの庭を設えることでそれに応えている。
　素材は耐久性のある栗やクルミ材等を適材適所に用い、年月を刻
むことで色艶、表情を湛え、光によって陰影を醸し出す空間を求めた。
そして三つの棟の屋根を全て瓦で葺くことで近隣の瓦屋根とともに美
しい甍の波を形成し、この場の風景としての家をつくり出そうと思った。

撮影：松村芳治

■プロフィール
1946年 京都府生まれ
1964年 京都市立伏見工業高校卒業
1967年 独学（古建築を巡る）
1969年 美建・設計事務所
1975年 安原三郎建築設計事務所設立
2009年～  京都造形芸術大学非常勤講師

■建物データ
設　計：安原三郎建築設計事務所
　　　　安原三郎・秋田諭
施　工：田中工務店
　　　　武生隆雄・橋本静夫
所在地：大阪府寝屋川市
竣　工：2011年


