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傘の家　木原千利

　昭和初期の平屋建て四軒長屋の端の一軒分、30坪程度の
敷地で二方道路に面している。
　周囲は古い家並みのため人間のスケールを超える建物は建っ
ていないが、道幅も狭く隣家との距離がないため、内部のプラ
イバシーの確保と、外に対して圧迫感を感じさせない工夫の必
要性が生じた。
　そこで円をふたつ合せた平面構成をとり軒を低くおさえ、周
辺への光と風をできるだけ妨げることのない形態とした。角の
ない円形は周囲に柔らかい雰囲気とシンボリックな効果をもた
らしてくれた。
　そしてこの円は鉄骨と木造の混合である。
　半径3.25ｍの開いたから傘を、ふたつ重ねた形で屋根を構成
し、車庫上部の中2階の居間を中心に、1階の食堂と2階のホー
ルが一室でつながり、30坪ほどの住宅に大きな広がりをもたら
している。
　また、ふたつの円の交点を中心に扇状につくられた庭は、道
路側に設けられた円弧状の塀で囲まれており、守られた中庭と
なっている。この中庭には玄関、食堂、半地下の小間、中2階の
居間、2階のホール、廊下が面しているが、各室から見る中庭に
植え込まれた木々や射し込む光は、見える角度によって異なっ
た印象を与えてくれる。
　道路側円弧状の塀には、建物平面をモチーフとしたトンボを
想わせるスリガラスがはめ込まれており、昼間は外を通る人や物
の影が写り、内より確認できる。夜は内のあかりがもれ出て、庭
木の影を写す。
　ほんのわずかな敷地であるにもかかわらず、光、風、光景の
変化に伴い、毎日新鮮な発見や楽しみ方が生まれた。

撮影：松村芳治
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大
阪
府
建
築
士
会
会
長　

岡
本
森
廣

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

社
団
法
人
大
阪
府
建
築
士
会
は
、
公
益
法
人
改

革
に
伴
う
法
人
移
行
と
運
営
組
織
の
改
革
及
び
活

動
の
活
性
化
を
重
点
的
施
策
と
い
た
し
ま
す
。

　

建
築
業
界
に
お
い
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
①
環

境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、②
健
康
︵
医
療
・
介
護
・
福
祉
︶、

③
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ア
ジ
ア
で
の
展
開
、
④
観
光
・

地
域
活
性
化︵
伝
統
・
文
化
・
歴
史
︶、⑤
建
築
技
術
、

⑥
雇
用
・
人
材
等
に
着
目
し
て
、
本
会
が
創
立
以

来
六
〇
年
間
積
み
上
げ
た
社
会
貢
献
活
動
を
更
に

強
化
・
進
化
・
深
度
化
し
て
い
く
意
思
を
明
確
に

し
て
、よ
り
一
層
活
動
の
場
を
拡
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
個
々
人
の
ス
キ
ル
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
引

き
上
げ
て｢

現
場
力｣

を
高
め
る
こ
と
で
、
自
己

分
析
・
能
力
評
価
を
自
己
に
問
い
、
意
識
し
て
戦

略
を
練
り
、
具
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
肝
要
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

建
築
士
に
求
め
ら
れ
る
資
質
は
、
自
己
研
鑽
・

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
、
グ
ル
ー
プ
化
、
多
能
工
化
、
Ｉ
Ｔ

Ｃ
の
強
化
な
ど
多
岐
に
亘
っ
て
格
段
に
高
ま
っ
て

お
り
、
そ
の
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
、
自
治
体
と
協

働
し
て
耐
震
診
断
・
補
強
設
計
や
ま
ち
づ
く
り
等
に

お
け
る
地
域
の
活
動
を
推
進
し
、
ま
た
、
専
門
家

団
体
と
と
も
に
Ｃ
Ｐ
Ｄ
を
全
建
築
士
に
浸
透
さ
せ

る
な
ど
、
建
築
業
務
に
対
す
る
評
価
を
さ
ら
に
高

め
て
社
会
的
課
題
を
解
決
す
る
貢
献
に
繋
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
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
府
民
に
親
し
ま
れ
る
名
所

の一つ
と
言
え
ば
大
阪
城
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
城
に
向
き
直
る
形
で
上
町
台
地
に
鎮
座
す
る

の
が
大
阪
府
庁
本
館
だ
。
設
計
は
懸
賞
に
よ
り
選

ば
れ
た
平
林
金
吾
・
岡
本
馨
案
で
進
め
ら
れ
、
実

施
は
大
阪
府
営
繕
課
に
よ
る
。
規
模
は
地
上
六
階

建
て
、
地
下
一
階
で
構
造
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
。

施
工
は
大
林
組
・
清
水
建
設
で
竣
工
は
一
九
二
六
年

︵
大
正
一
五
年
︶。

　

当
時
は
不
景
気
で
企
業
の
倒
産
も
多
く
、
巷
は

大
量
の
失
業
者
で
溢
れ
て
い
た
が
、
こ
の
頃
に
施
工
さ

れ
た
建
築
は
本
格
的
な
も
の
が
多
く
、
そ
の
最
中
完

成
し
た
庁
舎
は
激
動
の
昭
和
を
生
き
抜
い
た
建
築
で

あ
り
、
堀
を
隔
て
た
古
典
的
な
大
阪
城
と
見
事
に

調
和
さ
れ
た
佇
ま
い
、
か
つ
堂
々
た
る
威
容
を
設
え
、

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
吹
き
抜
け
は
圧
倒
的
な
ス
ケ
ー

ル
と
重
厚
な
雰
囲
気
を
見
事
に
伝
え
て
く
れ
る
。

　

近
年
は
映
画
撮
影
な
ど
に
よ
く
利
用
さ
れ
、
後

世
ま
で
近
代
建
築
の
本
物
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
リ
ア
ル
な
建
築
と
し
て
生

き
残
っ
て
い
く
か
は
、私
達
次
第
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
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*1森忠一（1908-1999）1935年
に村野建築事務所入所。以来故村
野藤吾氏と共に設計活動を続け、
1949年に村野・森建築事務所と
改称。1968年に黄綬褒章を受章。

上段：幼少期を過ごした田舎の風景
中段：大徳寺玉林院南明庵・露床
の席
下段：MUKOYAMA HOUSE
写真提供
上段・中段・下段：木原千利設計
工房

田
舎
で
の
体
験

森
本　

木
原
先
生
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
幼

少
期
を
過
ご
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

木
原　

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
昭
和
一
五
年

︵
一
九
四
〇
年
︶、
吹
田
市
の
片
山
町
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
や
が
て
戦
争
が
激
化
す
る
中
、
母

方
の
里
で
あ
る
広
島
の
山
奥
に
疎
開
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
生
活
は
、
大
変
厳

し
い
も
の
で
し
た
が
、
山
や
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
た

田
舎
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自

然
が
も
た
ら
す
体
験
が
私
の
潜
在
意
識
に
刻
ま

れ
た
気
が
し
ま
す
。
例
え
ば
、
田
ん
ぼ
は
冬
が

明
け
る
と
水
が
張
ら
れ
水
面
に
山
々
を
綺
麗
に

映
し
取
り
ま
す
。
や
が
て
一
斉
に
緑
に
変
わ
り
、

秋
に
は
黄
金
に
染
ま
る
。
冬
、
雪
で
一
面
真
っ
白

に
覆
わ
れ
る
と
、
一
変
し
て
風
景
か
ら
田
ん
ぼ
が

消
え
る
の
で
す
。
や
ん
ち
ゃ
な
盛
り
で
す
か
ら
、

友
達
と
小
川
に
魚
を
捕
り
に
行
く
と
、
そ
こ
に

は
木
漏
れ
日
が
水
蒸
気
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
家
屋
の
窓
を
開
け
放
す
と
、
の
ど
か

な
風
景
が
ど
こ
ま
で
も
続
き
、
水
平
な
広
が
り

を
感
じ
ま
し
た
。
山
の
夜
道
の
心
細
さ
、
灯
り

の
救
わ
れ
る
気
持
ち
、
今
か
ら
思
う
と
、
そ
こ

で
の
体
験
は
ま
ち
な
か
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な

い
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

中
澤　

感
性
が
磨
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

何
歳
か
ら
何
歳
ま
で
、
そ
こ
で
過
ご
さ
れ
た
の
で

す
か
？

木
原　

五
歳
か
ら
一
五
歳
ま
で
で
す
。
そ
の
後

ま
ち
に
出
ま
し
た
。
数
年
間
、
田
舎
で
自
然
と

の
関
わ
り
の
中
で
生
活
し
て
い
た
の
が
、
ま
ち
に

出
る
と
人
と
の
関
わ
り
が
深
く
て
、
当
初
は
非

常
に
緊
張
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
得
る
こ

と
の
で
き
る
体
験
が
、
自
然
の
も
の
で
は
な
く

て
、
人
間
に
よ
り
作
り
だ
さ
れ
た
も
の
ば
か
り

で
し
た
か
ら
ね
。
し
か
し
、そ
れ
に
も
慣
れ
た
頃
、

建
築
を
や
り
た
い
と
思
い
は
じ
め
た
ん
で
す
。

日
本
的
な
も
の
へ
の
意
識

木
原　

よ
く
笑
い
話
で
言
う
ん
で
す
け
ど
、
私

は
飛
行
機
や
船
が
苦
手
な
ん
で
す
よ
。
人
間
は
、

土
の
上
を
歩
く
生
き
物
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、

空
を
飛
ぶ
と
落
ち
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
水
の

上
で
は
沈
む
か
も
知
れ
な
い
。

森
本　

そ
れ
で
は
、
海
外
旅
行
は
行
っ
て
お
ら

れ
な
い
の
で
す
か
？

木
原　

数
回
は
行
き
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
行
っ

て
い
ま
せ
ん
ね
。
苦
手
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
、

代
わ
り
と
し
て
日
本
の
も
の
を
見
る
の
も
一つ
の

手
か
な
と
考
え
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
頃

の
私
に
は
日
本
の
何
を
見
た
ら
良
い
の
か
さ
え
も

分
か
ら
な
い
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
よ
う
な

時
に
、
茶
室
の
本
を
書
か
れ
た
帝
塚
山
学
院
大

学
の
岡
田
孝
男
先
生
に
よ
る
茶
室
を
案
内
し
て

く
れ
る
勉
強
会
が
あ
り
、事
務
所
を
休
ん
で
行
っ

た
ん
で
す
。
茶
室
や
茶
道
に
対
し
て
深
い
思
い

入
れ
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
縁
遠
い
存

在
だ
っ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
気
に
な
り
参
加
し

ま
し
た
。
最
初
は
良
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
回
を
重
ね
る
う
ち
に
そ
の
空
間
の
持
つ
自

然
と
の
関
係
や
人
に
対
し
て
の
配
慮
な
ど
が
少

し
ず
つ
見
え
て
き
た
ん
で
す
。
今
思
う
と
、
田

舎
暮
ら
し
を
し
て
い
た
こ
ろ
に
培
っ
た
自
然
に
対

す
る
潜
在
意
識
に
働
き
か
け
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

北　
　

今
の
話
を
聞
く
と
作
風
や
方
向
性
が

自
然
な
流
れ
で
で
き
て
い
っ
た
印
象
を
も
ち
ま

し
た
が
、
同
世
代
の
中
で
の
刺
激
な
ど
か
ら
自

分
の
進
む
方
向
へ
の
意
識
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？

木
原　

私
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
図
面
を
描

く
こ
と
か
ら
建
築
界
に
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
技

術
力
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
進
む

方
向
な
ど
は
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
頃
、
関
西
で
は
村
野
藤
吾
先
生
や
坂
倉
準

三
先
生
が
活
躍
さ
れ
て
お
り
、
建
築
家
と
い
う

の
は
遥
か
彼
方
の
存
在
で
し
た
。
私
に
は
ま
だ

建
築
家
と
し
て
の
意
識
は
な
く
、
人
間
が
生
活

す
る
空
間
や
美
し
い
も
の
に
対
し
て
思
考
す
る

か
た
わ
ら
、
実
務
を
こ
な
し
て
い
た
感
じ
で
す
。

少
し
目
的
が
定
ま
っ
た
の
は
、
後
に
出
江
寛
さ
ん

達
に
出
会
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
ね
。

人
と
の
交
流
を
通
し
て

荒
木  

建
築
を
志
し
て
勉
強
を
始
め
ら
れ
た
頃

の
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

木
原　
一
五
歳
の
時
、
疎
開
地
か
ら
あ
て
も
な

く
一
人
で
出
て
き
ま
し
た
が
、
人
と
の
出
会
い

に
恵
ま
れ
、
人
生
を
良
い
方
向
へ
と
変
え
て
く

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
工
業
高
校
の
同
級

生
に
安
藤
忠
雄
さ
ん
の
双
子
の
弟
で
あ
る
北
山

孝
雄
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
彼
か
ら
は
多
く

の
刺
激
を
受
け
、
同
時
に
彼
を
通
じ
て
安
藤

さ
ん
や
出
江
さ
ん
と
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
出
江
さ

ん
に
誘
わ
れ
て
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
竹

中
工
務
店
に
森
忠
彦
さ
ん
が
在
籍
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
あ
る
時
、
実
家
に
招
待
さ
れ
、
彼
の

父
親
で
あ
る
森
忠
一
先
生
*1
と
巡
り
合
い
ま
す
。

村
野
・
森
建
築
事
務
所
で
村
野
先
生
と
共
に

活
動
さ
れ
た
方
で
す
。
森
先
生
に
は
、
非
常
に

か
わ
い
が
っ
て
も
ら
い
、
様
々
な
こ
と
を
勉
強
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
は
、
一つ
の
こ
と
を

強
く
志
し
て
い
る
時
、
不
思
議
と
必
要
な
人
に

巡
り
合
う
の
で
す
ね
。
そ
し
て
出
会
っ
た
人
を

通
じ
て
、
ま
た
新
た
な
人
と
出
会
う
。
森
先
生

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
と
の
交
流
に
よ
り

感
性
が
磨
か
れ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
大
学
で
の

パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
勉
強
で
は
な
く
、
交
流
を

通
し
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
結
果
、
今
の
私

が
あ
り
ま
す
。
人
と
の
出
会
い
、
交
流
が
私
の

建
築
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

中
澤　

森
先
生
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な

方
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

村
野
先
生
の
仕
事
を
縁
の
下
で
支
え
る

役
割
に
徹
し
て
お
ら
れ
た
方
で
し
た
の
で
世
間
で

建
築
人木

原
千
利

　

建
築
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
建
築
に
関
わ
る

人
に
焦
点
を
あ
て
掲
載
す
る
﹁
建
築
人
︵
け
ん

ち
く
び
と
︶﹂。
人
の
も
つ
魅
力
は
、
職
域
を
越

え
て
も
理
解
し
あ
え
る
と
考
え
ま
す
。
創
作
の

源
泉
や
姿
勢
、
人
生
哲
学
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

な
ど
を
垣
間
見
る
こ
と
で
、
共
感
で
き
る
気
づ

き
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

第
四
回
目
の
建
築
人
は
、
建
築
家
・
木
原
千

利
さ
ん
。
住
宅
や
診
療
所
、
教
育
施
設
等
幅
広

い
分
野
で
質
の
高
い
建
築
を
手
が
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
生
い
立
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
の

出
会
い
、
ご
自
身
の
建
築
に
向
か
う
思
い
や
姿

勢
な
ど
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

撮影：田籠哲也

き
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ら
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９
７
２
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木
原
千
利
建
築
設
計
事
務
所
設
立 

１
９
９
５
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﹃
住
宅
に
生
か
す
和
風
の
デ
ィ
テ
ー
ル
﹄

︵
１
９
９
６
年
、
彰
国
社
︶

﹃
診
療
所
︱
木
原
千
利
設
計
工
房
の
作
品
と
方
法
﹄

︵
２
０
０
３
年
、
建
築
資
料
研
究
社
︶

主
な
受
賞

２
０
０
９
年
第
12
回
徳
島
市
街
づ
く
り
デ
ザ
イ
ン
賞
：
風
游
の
家

２
０
０
７
年
第
52
回
神
奈
川
建
築
コ
ン
ク
ー
ル
優
秀
賞
：
宗
達

１
９
９
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年
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９
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の
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荘
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９
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築
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：
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は
ほ
と
ん
ど
認
知
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、

私
は
少
し
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
森
先
生
に

は
、
勉
強
会
な
ど
で
い
ろ
い
ろ
と
教
え
を
受
け

ま
し
た
。
ま
た
自
分
の
親
戚
や
友
人
の
仕
事
を

﹁
お
前
、
ち
ょ
っ
と
面
倒
見
て
く
れ
る
か
﹂
と
ご

紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
村
野
・
森
建
築
事
務

所
で
は
要
望
や
規
模
的
に
受
け
難
い
と
判
断
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
だ
、
事
務
所
に
行
っ
て
お

ら
れ
た
頃
な
の
で
、
勤
務
後
や
休
日
に
家
へ
お
伺

い
し
て
一
緒
に
粘
土
模
型
を
作
っ
た
り
、
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
を
進
め
た
り
し
ま
し
た
。
村
野
先
生
の
思

想
も
、
森
先
生
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
間

接
的
に
学
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
ね
。
森
先
生

は
、
国
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
経
験
を
持
ち
、

エ
レ
ガ
ン
ト
な
雰
囲
気
の
話
を
よ
く
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
ま
ち
に
対
し
て
厚
か
ま
し
い
建
物
は
駄

目
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ス
ケ
ー
ル
を
抑
え
た
建
物

を
つ
く
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
軒

の
高
さ
を
少
し
で
も
低
く
抑
え
る
に
は
、
ス
パ
ン

を
適
切
に
計
画
し
軒
桁
の
背
を
低
く
す
る
。
そ

う
す
れ
ば
自
然
と
屋
根
が
低
く
な
る
の
だ
と

言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。
森
先
生
に
出
会
え

た
お
か
げ
で
、
抑
え
の
効
い
た
設
計
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

自
由
な
発
想

中
澤　

安
藤
さ
ん
と
親
交
が
あ
っ
た
と
伺
い
ま

し
た
が
、
海
外
旅
行
に
誘
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
す
か
？

木
原　

若
い
頃
に
何
度
か
見
学
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
し
、
安
藤
さ
ん
の
作
品
も
よ
く
案
内

し
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
の
建
築
を
見
る
速
さ
に

普
通
の
人
は
つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
よ
。
立
ち
止
ま

る
こ
と
な
く
歩
い
て
通
り
過
ぎ
る
だ
け
。
そ
れ

で
い
て
全
部
理
解
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
た
い

し
た
も
の
で
し
た
。
実
は
イ
ン
ド
旅
行
に
も
誘

わ
れ
た
の
で
す
が
、
彼
の
精
力
的
な
動
き
に
は

ち
ょ
っ
と
付
い
て
い
く
自
信
が
な
く
、
お
断
り
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
か
ら
は
多
く
の
刺
激

を
も
ら
い
ま
し
た
ね
。

中
澤　

海
外
の
建
築
か
ら
受
け
ら
れ
た
影
響
は

あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

少
な
い
海
外
旅
行
の
中
で
も
、
ア
メ
リ

カ
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
地
で
車
を

借
り
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
建
築
を

見
て
廻
り
ま
し
た
。
ラ
イ
ト
の
建
築
を
そ
れ
ま

で
本
等
で
見
聞
き
し
て
い
ま
し
た
が
、
実
物
を

体
験
す
る
と
、
そ
れ
が
自
由
に
発
想
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
私

は
、
施
主
に
頼
ま
れ
て
設
計
す
る
と
い
う
こ
と

に
非
常
に
制
約
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
乗
り
越

え
る
た
め
の
策
を
練
っ
て
も
、
や
は
り
施
主
の
力

の
方
が
強
い
の
で
負
け
て
し
ま
う
。
東
大
の
よ

う
な
難
関
大
学
を
卒
業
し
て
い
る
場
合
は
そ
の

権
威
で
あ
る
程
度
説
得
で
き
る
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
は
別
の
方
法
を

模
索
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
方
法
が
、
自

由
な
発
想
力
で
あ
る
と
感
じ
た
ん
で
す
。
建
築

家
が
制
約
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
策
を
見
つ
け

た
気
が
し
ま
し
た
。

中
澤　

そ
の
後
に
手
掛
け
ら
れ
た
建
築
に
は
、

そ
れ
ま
で
と
は
何
か
変
わ
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

木
原　

ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き
て
最
初
に
手
掛

け
た
の
は
、﹁
森
口
整
形
外
科
﹂
*2
と
い
う
三

角
形
の
平
面
を
持
つ
内
外
部
と
も
真
っ
白
の
診

療
所
で
す
。
患
者
に
目
を
向
け
つ
つ
、
自
由
に

発
想
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
計
画
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
完
成
し
た
時
に
建
築
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
評

価
さ
れ
ま
し
た
。
や
は
り
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を

大
事
に
し
て
創
る
こ
と
が
間
違
い
で
は
な
か
っ
た

の
だ
と
確
信
し
ま
し
た
ね
。
死
ぬ
思
い
で
飛
行

機
に
乗
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
成
果
が
あ
り
ま

し
た
︵
笑
︶。 

荒
木　
﹃
建
築
設
計
資
料
﹄
*3
の
最
初
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
作
品
で
す
ね
。

木
原　

そ
の
写
真
に
は
写
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
建

物
の
前
に
市
バ
ス
の
停
留
所
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
も
建
物
に
合
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
屋
根
を
持
つ

も
の
に
造
り
替
え
ま
し
た
。
施
主
に
お
金
を
出

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
説
得
し
、
役
所
と
も
従

来
の
デ
ザ
イ
ン
の
悪
さ
を
理
由
に
交
渉
し
た
ん

で
す
よ
。
今
で
は
、
同
じ
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
で

造
ら
れ
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
け
ど
、
当
時

は
珍
し
い
形
状
で
し
た
。
森
先
生
か
ら
聞
い
た

話
な
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
バ
ス
停
に
企
業

の
広
告
が
あ
り
、
そ
の
企
業
が
掃
除
や
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ

の
バ
ス
停
も
い
つ
ま
で
も
綺
麗
に
保
っ
て
欲
し
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
役
所
に
そ
の
提
案
も
し
た
の
で

す
が
、
そ
れ
は
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で

し
た
ね
。

素
材
に
つ
い
て

木
下　

素
材
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
実
践
を
通
し

て
覚
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

若
い
頃
、
鉄
工
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
経

験
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
こ
で
は
、
手
摺
な
ど

の
金
物
製
作
を
行
っ
て
お
り
、
溶
接
の
仕
方
な

ど
一
通
り
の
技
術
を
学
び
ま
し
た
。
以
来
、
鉄

は
よ
く
理
解
で
き
て
い
る
好
き
な
素
材
の
一つ
で

す
。
茶
の
湯
で
使
用
さ
れ
る
茶
釜
の
色
は
、
和

室
に
よ
く
馴
染
む
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

森
本　

左
官
仕
上
げ
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す

か
？

木
原　

駆
け
出
し
の
頃
、
よ
く
左
官
下
地

に
ペ
ン
キ
を
塗
っ
て
内
壁
を
仕
上
げ
て
い
ま
し

た
。
白
と
い
う
色
は
完
全
に
素
材
を
消
し
て
し

ま
う
ん
で
す
ね
。
消
さ
な
い
素
材
と
し
て
真
っ

先
に
思
い
つ
く
の
は
日
本
の
伝
統
的
な
土
壁
や

聚
楽
壁
な
の
で
す
が
、
私
は
も
う
少
し
和
か
ら

距
離
を
お
い
た
仕
上
げ
を
模
索
し
始
め
ま
し
た
。

試
行
錯
誤
を
重
ね
る
中
で
、
砂
入
り
プ
ラ
ス

タ
ー
の
中
に
色
粉
を
混
ぜ
、
左
官
で
仕
上
げ
た

ん
で
す
。
そ
れ
が
見
事
自
分
の
感
性
に
合
い
、

*4傘の家「新建築住宅特集1990
年10月号」新建築社
*5水無瀬の家「新建築住宅特集
1991年6月号」新建築社
*6懐風荘「新建築住宅特集1993
年7月号」新建築社

上段：傘の家（1990年）
中段：水無瀬の家

（1991年、床の間部分）
下段：懐風荘（1993年）
撮影
松村芳治

そ
れ
以
来
私
の
壁
仕
上
げ
の
定
番
と
な
っ
て
い

ま
す
。
森
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
な

の
で
す
が
、
壁
は
ホ
リ
ゾ
ン
ト
だ
と
。
つ
ま
り
、

人
間
が
立
っ
た
り
、
絵
を
飾
っ
た
り
す
る
背
景

と
な
る
も
の
が
壁
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
壁
が

前
面
に
出
す
ぎ
る
と
、
空
間
が
狭
く
感
じ
た
り
、

浅
ま
し
く
感
じ
た
り
し
ま
す
。
あ
く
ま
で
家
の

中
で
の
主
役
は
住
む
人
で
あ
り
、
材
料
で
は
な

い
の
で
す
。
建
築
が
主
役
に
な
っ
た
ら
駄
目
な
の

で
す
よ
。

傘
の
家
︱
自
邸
で
の
試
み

荒
木　

私
が
一
番
興
味
を
持
っ
た
作
品
は
、
木

原
先
生
の
自
邸
﹁
傘
の
家
﹂
*4
で
す
。
長
屋

を
切
り
取
っ
た
小
さ
な
敷
地
の
中
に
、
そ
の
後

に
続
く
作
品
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
網
羅

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一つ
と
し
て
地
下
に
小
さ

な
部
屋
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
計
画
の
経
緯
な

ど
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

木
原　
﹁
傘
の
家
﹂
は
、
長
屋
の
先
端
を
切
り

と
っ
て
建
て
て
い
ま
す
。
以
前
か
ら
そ
の
長
屋
に

住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
を
出
て
マ
ン
シ
ョ
ン

に
で
も
住
も
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
探
し
て
い

た
ん
で
す
。
い
く
つ
か
見
る
う
ち
に
女
房
が
﹁
建

築
を
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
土
の
上
に
あ
な
た

が
デ
ザ
イ
ン
し
て
、
そ
の
家
に
住
む
の
が
一
番
い

い
と
思
う
ん
だ
け
ど
⋮
﹂
と
言
っ
て
く
れ
て
ね
。

当
時
、
借
家
だ
っ
た
の
で
大
家
か
ら
買
い
取
り
、

建
て
替
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
だ
、
周
り

が
ほ
と
ん
ど
平
屋
だ
っ
た
の
で
、
普
通
に
二
階
建

て
を
建
て
て
し
ま
う
と
、
周
辺
へ
の
光
や
風
を

妨
げ
て
し
ま
う
。
家
の
角
を
丸
く
す
れ
ば
、
そ

れ
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
想
で

円
形
を
合
わ
せ
た
平
面
形
状
に
し
ま
し
た
。

中
澤　

そ
の
ア
イ
デ
ア
を
聞
い
た
時
、
奥
さ
ん

は
な
ん
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
か
？

木
原　
﹁
私
は
ど
う
と
で
も
住
み
こ
な
せ
る
の
で

あ
な
た
の
発
想
を
実
験
す
る
良
い
機
会
だ
か
ら

や
っ
て
み
た
ら
﹂
と
賛
同
し
て
く
れ
ま
し
た
ね
。

そ
れ
で
計
画
に
取
り
掛
か
る
の
で
す
が
、
木
造

で
円
形
の
建
物
を
造
る
の
は
構
造
的
に
難
し
い
。

太
鼓
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
上
部
が
円
形
に

な
っ
て
い
る
だ
け
な
ら
難
し
く
な
い
だ
ろ
う
と
思

い
つ
き
、
Ｈ
型
鋼
の
輪
を
造
り
そ
れ
に
垂
木
を

並
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
金
物
の
扱
い
は
得
意

な
の
で
ね
。
後
は
、
風
が
吹
い
た
時
に
屋
根
に

作
用
す
る
浮
き
上
が
り
を
防
止
す
る
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。
ド
ー
ム
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
屋

根
は
沈
む
の
で
は
な
く
、
浮
き
上
が
る
の
で
す

ね
。
大
工
と
相
談
し
て
梁
に
傘
の
よ
う
な
形
状

の
金
物
を
取
り
付
け
、
そ
れ
を
防
止
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
ご
質
問
の
小
間
は
、
設
計
中
﹁
一

階
か
ら
少
し
下
り
た
と
こ
ろ
に
茶
室
な
ん
か
も
い

い
ね
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
設
け
ま
し
た
。
茶

室
と
言
っ
て
も
お
茶
の
作
法
が
正
式
に
で
き
る
よ

う
な
ス
ペ
ー
ス
は
取
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
お
茶
も
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
空
間

な
ら
確
保
で
き
そ
う
で
し
た
。﹁
が
﹂
と
﹁
も
﹂

の
違
い
で
す
ね
。
茶
の
湯
を
た
し
な
む
女
房
に

言
わ
せ
る
と
、
そ
れ
な
り
に
は
楽
し
め
る
よ
う
で

す
。

和
の
表
現

木
原　

施
主
に
和
室
を
要
望
さ
れ
た
時
、
若
い

頃
は
よ
く
あ
る
普
通
の
和
室
を
模
倣
し
て
い
た

の
で
す
が
、
や
が
て
そ
の
お
決
ま
り
の
様
式
に
対

し
て
何
か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ど
う
い
う
表
現
を
す
れ
ば
新
し
い
感

覚
の
和
室
に
な
る
の
か
を
考
え
て
い
る
と
、
茶
室

に
行
き
つ
い
た
ん
で
す
。
非
常
に
新
し
い
も
の
を

感
じ
さ
せ
る
空
間
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
。

森
本　

古
い
茶
室
に
斬
新
な
も
の
を
感
じ
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

木
原　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
床
の
間
を
例
に

上
げ
る
と
、
掛
け
軸
代
わ
り
に
風
景
を
切
り
取

る
窓
を
設
け
た
円
窓
床
や
、
霞
に
見
立
て
た
違

い
棚
の
後
ろ
に
富
士
山
の
掛
け
軸
を
か
け
た
霞

床
な
ど
は
、
今
見
て
も
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
新
鮮
で

す
。
下
手
を
す
る
と
命
と
り
に
な
る
可
能
性
す

ら
あ
っ
た
時
代
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
茶
室
に
は

時
空
を
超
越
し
た
も
の
を
感
じ
ま
す
。
同
時
に
、

表
現
の
自
由
が
確
保
さ
れ
た
今
の
時
代
、
も
っ

と
画
期
的
な
も
の
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で

す
。
現
代
の
材
料
を
使
っ
て
、
現
代
の
生
活
に

も
合
う
よ
う
な
和
室
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と

模
索
し
て
い
ま
し
た
ね
。

中
澤　

そ
の
手
法
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
、
あ

り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
﹁
水
無
瀬
の

家
﹂
*5
で
は
、
床
の
間
の
正
面
に
ガ
ラ
ス
を
は

め
ま
し
た
。
光
の
強
弱
や
雲
、
月
、
夕
焼
け
が

映
し
出
さ
れ
、
時
間
や
季
節
に
よ
っ
て
見
え
方

が
変
化
し
ま
す
。
ま
た
﹁
懐
風
荘
﹂
*6
で
は
、

池
と
外
壁
と
で
構
成
し
た
屋
外
の
床
の
間
や
鉄

と
ガ
ラ
ス
で
造
っ
た
違
い
棚
を
設
え
ま
し
た
。
現

代
の
素
材
を
使
い
な
が
ら
も
自
然
を
感
じ
る
空

間
に
仕
上
げ
る
こ
と
で
、
掛
け
軸
が
な
く
て
も

よ
い
現
代
の
和
室
と
し
て
い
ま
す
。
四
季
折
々

で
掛
け
軸
を
取
り
替
え
て
楽
し
む
の
も
風
情
が

あ
っ
て
良
い
も
の
で
す
が
、
取
り
揃
え
る
の
が
大

変
で
す
か
ら
ね
。

懐
風
荘
・
双
葉
の
家
︱
創
造
の
源

中
澤　

私
は
﹁
懐
風
荘
﹂
と
い
え
ば
、
中
央

の
大
空
間
と
そ
こ
に
取
り
付
け
ら
れ
た
二
層
の

高
さ
を
持
つ
木
製
建
具
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。
掲
載
誌
で
拝
見
し
た
時
に
、
そ
れ
が
実
現

可
能
か
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て

い
る
の
か
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

木
原　

あ
の
大
空
間
の
柱
は
、
強
度
を
持
た
せ

つ
つ
建
具
の
戸
袋
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
に
、

二
列
に
な
ら
べ
て
い
ま
す
。
棟
廻
り
は
、
ね
じ

れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
取
り
付
け
た
月
の
輪
状

の
金
物
を
、
木
で
挟
み
込
み
ま
し
た
。
強
度
を

も
た
せ
る
た
め
に
鉄
を
、
優
し
く
見
せ
る
た
め
に

木
を
用
い
て
い
ま
す
。
強
い
も
の
を
強
い
ま
ま
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表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
少
し
力
を
抜
い
て
あ

げ
る
。
そ
れ
は
、
俳
句
な
ど
に
も
取
り
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
優
れ
た
感
覚

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

中
澤　

初
め
て
の
こ
と
に
挑
戦
す
る
と
き
に
、

失
敗
を
恐
れ
る
こ
と
や
悩
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
す
か
？ 

木
原　

も
ち
ろ
ん
、
悩
み
ま
す
よ
。﹁
双
葉
の

家
﹂
*7
に
小
さ
な
和
室
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

の
計
画
中
に
す
ご
く
悩
ん
で
何
回
も
模
型
を

作
り
直
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
姿
を
見
か
ね
た

施
主
が
﹁
そ
こ
ま
で
や
っ
て
、
失
敗
し
た
の
な

ら
、
ま
た
造
り
な
お
し
た
ら
い
い
﹂
と
言
っ
て

く
れ
た
の
で
す
よ
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
見
せ

る
こ
と
も
時
に
は
必
要
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね

︵
笑
︶。

中
澤　

良
い
施
主
で
す
ね
。

木
原　

こ
の
家
に
は
水
盤
が
あ
り
ま
す
。
若
い

頃
か
ら
よ
く
行
っ
て
い
た
京
都
で
水
面
に
月
や
建

物
を
映
し
出
す
の
を
見
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ

か
ら
発
想
し
ま
し
た
。
光
が
入
ら
ず
植
物
が
育

た
な
い
庭
の
場
合
、
水
を
張
る
と
空
間
が
昇
華

し
ま
す
。
そ
の
時
に
気
を
つ
け
る
こ
と
は
、
水
が

透
け
る
た
め
、
水
底
の
デ
ザ
イ
ン
が
重
要
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
ブ
リ
オ
ン

家
の
墓
地
で
は
、
池
の
底
ま
で
石
を
張
り
丁
寧

に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
こ
の
家

で
は
那
智
黒
を
縦
に
植
え
る
よ
う
に
張
り
、
渦

巻
き
状
に
水
底
を
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。
思
い

つ
き
も
多
少
あ
り
ま
す
が
、
今
ま
で
見
た
も
の

や
感
じ
た
も
の
を
自
分
の
中
で
消
化
し
た
上
で
、

イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
す
ね
。

自
分
の
寸
法
を
持
つ

森
本　

以
前
の
﹃
建
築
人
﹄
*8
で
安
原
三
郎

さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
頂
い
た
と
き
、﹃
建

築
知
識
﹄
で
特
集
さ
れ
た
座
談
会
*9
の
最
中
に

声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。

木
原　

京
都
の
横
内
敏
人
さ
ん
の
事
務
所
で
石

井
修
さ
ん
と
竹
原
義
二
さ
ん
を
交
え
て
寸
法
に

つ
い
て
話
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
ね
。

森
本　

そ
れ
を
知
り
誌
面
を
拝
見
し
た
の
で
す

が
、
障
子
の
桟
の
話
題
の
時
、
木
原
さ
ん
は
見

付
け
寸
法
を
四㎜
に
し
て
い
る
と
話
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

木
原　

若
い
と
き
は
、
障
子
の
桟
を
繊
細
に
、

極
端
に
言
う
と
消
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

消
え
な
い
ん
で
す
け
ど
意
識
の
中
で
の
話
で

す
。
障
子
は
、
建
築
家
の
個
性
が
で
て
い
て
面

白
い
ん
で
す
よ
。
例
え
ば
村
野
先
生
は
少
し
き

ら
び
や
か
で
雅
︵
み
や
び
︶
を
感
じ
る
。
吉
田

五
十
八
先
生
は
江
戸
っ
子
の
い
き
の
良
い
割
付

を
、
吉
村
順
三
先
生
は
し
っ
か
り
し
た
割
付
を

さ
れ
て
い
ま
す
。
障
子
の
デ
ザ
イ
ン
一つ
を
と
っ

て
も
、
そ
の
人
が
持
っ
て
い
る
感
性
が
現
れ
る
ん

で
す
ね
。

中
澤　

面
白
い
で
す
ね
。
今
度
か
ら
障
子
ば
か

り
に
目
が
い
き
そ
う
で
す
。
先
程
の
話
の
四㎜
の

見
付
け
は
相
当
細
い
と
思
う
で
す
が
、
ど
ん
な

工
夫
を
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

桟
を
四㎜
に
す
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
良
い

材
料
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
ま
た
、

そ
れ
を
見
極
め
る
目
も
養
わ
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
ね
。
待
庵
で
は
、
障
子
の
桟
を
細
く
す
る
た

め
に
竹
を
使
っ
て
い
ま
す
。
竹
は
非
常
に
強
い
で

す
か
ら
ね
。
二
畳
の
間
だ
と
、
そ
れ
な
り
の
寸

法
で
締
め
な
い
と
空
間
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
合
わ
な

い
か
ら
で
し
ょ
う
。

森
本　

木
目
が
二
本
通
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い

か
ら
四
㎜
な
ん
だ
、
と
い
う
や
り
と
り
が
あ
り

ま
し
た
ね
。

木
原　

そ
う
、
年
輪
が
最
低
二
本
は
通
っ
て
い

な
い
と
強
度
が
足
り
な
い
の
で
す
。
数
奇
屋
を

つ
く
る
と
木
目
も
非
常
に
気
に
な
る
ん
で
す
よ
。

杉
と
檜
で
は
、
見
え
方
が
全
然
違
い
ま
す
か
ら

ね
。
こ
の
場
所
に
は
ど
ん
な
表
情
が
相
応
し
い

か
な
と
考
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

し
な
や
か
に
流
さ
れ
ず

荒
木　
﹁
不
盡
の
舎
﹂
*10
の
茶
室
の
壁
は
、
一
六

㎜
の
鉄
板
の
上
に
左
官
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
柱
の
な
い
鉄
板
だ
け
の
極
限
に
シ
ン
プ
ル

な
構
造
体
で
、
大
胆
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
に
さ
れ
た
大
き
な
要
因
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

木
原　

こ
の
計
画
で
は
耐
火
性
能
が
必
要
だ
っ

た
こ
と
が
要
因
で
す
。
茶
室
を
検
討
し
て
い
る

時
、
木
材
を
下
地
と
し
て
は
使
え
な
い
こ
と
が

分
か
り
、
他
の
方
法
を
考
え
る
中
で
鉄
板
を
土

で
被
覆
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ

な
ら
役
所
も
認
可
で
き
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

荒
木　

何
か
強
い
意
図
が
あ
る
と
ば
か
り
考
え

て
い
た
の
で
、
驚
き
で
す
。

木
原　

役
所
の
指
摘
な
ど
を
受
け
入
れ
、
む
し

ろ
法
を
逆
手
に
取
る
か
た
ち
で
空
間
を
創
り
上

げ
ま
し
た
。
抵
抗
せ
ず
に
、
そ
の
都
度
、
な
に

か
自
分
の
も
の
を
出
し
て
い
ま
す
ね
。

森
本　

し
な
や
か
に
流
れ
な
が
ら
、
よ
い
所
に

た
ど
り
着
く
感
じ
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

そ
う
で
す
。
最
後
は
、
現
代
の
茶
室
へ

た
ど
り
着
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
レ
ク
サ
ス
の一
番

新
し
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
﹁
美
原
の
家
﹂
*11
の
和

室
の
写
真
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
目
の
高
さ
や

光
の
取
り
方
が
私
た
ち
の
感
覚
と
少
し
違
う
の

で
す
が
、
そ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
撮
っ

た
か
ら
で
す
。
彼
が
こ
の
写
真
を
ブ
ロ
グ
で
紹
介

し
て
い
た
の
を
偶
然
ト
ヨ
タ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
製
作

者
が
見
た
よ
う
で
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
せ
て

欲
し
い
と
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
最
先
端
の

運
転
席
に
和
を
感
じ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
を
言

い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
完
全
な
和
だ
っ
た
ら

も
っ
と
古
く
て
良
い
も
の
が
他
に
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
私
の
手
掛
け
た
和
室
に
現
代
的
な
も

の
を
感
じ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

１階平面図

2階平面図

地階平面図

地階小間を見る

傘の家（1990年）
設　　計　木原千利設計工房
施　　工　増見工務店
構造規模　木造 2階建て
敷地面積　85.99 ㎡
建築面積　58.55 ㎡
延床面積　112.70 ㎡矩計詳細図

主な仕上げ
屋　　根　着色亜鉛鉄板一文字葺き
外　　壁　モルタル刷毛引きの上吹付
   床     ナラフローリング
壁・天井  砂入りプラスター木ゴテ摺
　　　　　AEP塗
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上段：こいけLadies Clinic
（2005年）

中段：奥田産婦人科（2000年）
下段：被災住宅の修復－木原千利
建築設計事務所の場合（住宅建築
1995年8月号）
撮影
上段・中段・右ページ：松村芳治

遠
距
離
・
診
療
所
︱
広
が
り
の
秘
訣

森
本　

住
宅
以
外
に
も
診
療
所
も
多
く
手
掛

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
気
に
か
け
て
お
ら
れ
る
こ

と
な
ど
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

木
原　

先
程
お
話
し
た
森
口
整
形
外
科
に
携

わ
っ
た
後
、
診
療
所
の
仕
事
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の一つ
に
水
無
瀬
に
設
計
し
た
産
婦
人
科
医
院

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
産
婦
人
科
は
、
病

気
や
怪
我
を
し
た
人
を
治
療
す
る
病
院
や
診
療

所
と
同
様
に
日
陰
に
入
っ
て
行
く
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が
産

ま
れ
る
と
い
う
夢
の
あ
る
場
所
な
の
に
、
そ
れ

は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
﹁
住
宅
に
い
る
よ
う

に
居
心
地
の
良
く
、
明
る
い
診
療
所
を
建
て
ま

し
ょ
う
﹂
と
提
案
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
完
成
し

た
時
、
産
婦
人
科
の
先
生
の
間
で
話
題
に
な

り
、
非
常
に
評
判
が
良
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

以
降
、
産
婦
人
科
の
依
頼
が
増
え
ま
し
た
。
産

婦
人
科
医
は
、
昼
夜
を
問
わ
ず
対
応
し
な
い
と

い
け
な
い
非
常
に
ハ
ー
ド
な
職
業
の
た
め
、
そ
の

上
階
を
住
ま
い
と
し
て
ス
タ
ー
ト
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
多
々
あ
り
ま
す
。
経
営
が
軌
道
に
乗
る
と
生

活
の
場
を
近
所
に
分
離
さ
れ
る
た
め
、
数
年
後

に
は
住
ま
い
も
任
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
ね
︵
笑
︶。

中
澤　

う
ら
や
ま
し
い
お
話
で
す
。
秘
訣
が
あ

れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

木
原　

診
療
所
の
先
生
以
外
に
も
、
有
り
難
い

こ
と
に
設
計
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
の
親
族
か

ら
の
依
頼
が
多
く
あ
り
ま
す
。
設
計
に
は
様
々

な
や
り
方
が
あ
り
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
押
し

通
し
て
つ
く
ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
私

は
相
手
の
使
い
勝
手
の
こ
と
を
考
え
、
自
分
の

イ
メ
ー
ジ
と
格
闘
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
る
の
が

秘
訣
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

森
本　

空
間
的
に
は
、
居
心
地
の
良
さ
や
安
ら

ぎ
を
提
供
し
て
い
く
と
い
う
の
が
住
宅
と
診
療

所
と
に
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

木
原　

我
々
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た

世
代
で
あ
り
、
人
の
動
き
を
よ
く
考
え
て
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
鍛
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
住
宅
だ
と
昔
は
お
手
伝
い
さ
ん
の
、
今

で
言
え
ば
主
婦
の
動
線
が
大
事
と
教
え
込
ま
れ

ま
し
た
か
ら
ね
。
住
宅
で
の
動
線
の
考
え
方
が
、

診
療
所
で
は
患
者
や
医
者
、
看
護
師
、
事
務

な
ど
の
動
線
の
処
理
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
当

り
前
の
こ
と
で
す
が
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。

木
下　

最
近
に
な
り
、
様
々
な
地
域
で
仕
事
を

さ
れ
て
い
る
印
象
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
活

動
範
囲
は
広
が
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
？

木
原　

以
前
は
関
西
以
外
で
の
仕
事
は
そ
ん
な

に
な
く
、
数
年
前
に
宇
都
宮
で
診
療
所
を
設
計

し
た
の
が
最
初
の
遠
距
離
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
の
事
務
所
で
は
、
面
識
の
な
い
人
か
ら
の
相

談
が
あ
っ
た
時
、
最
初
は
こ
の
大
阪
の
事
務
所

に
来
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
す

で
に
決
心
さ
れ
て
い
る
方
は
た
と
え
遠
距
離
だ

と
し
て
も
来
て
い
た
だ
け
ま
す
。
そ
の
段
階
で
、

木
原
の
作
品
を
か
な
り
調
べ
ら
れ
て
お
り
、
感

性
は
通
じ
合
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

震
災
後
の
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー

荒
木　

仕
事
が
つ
な
が
る
と
言
う
意
味
で
僕
が

感
銘
を
受
け
た
の
は
、
先
生
が
手
掛
け
ら
れ
た

住
宅
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
の
被
害
状
況
を

ま
と
め
ら
れ
た
﹃
住
宅
建
築
﹄
*12
の
特
別
記

事
で
す
。

木
原　

地
震
発
生
直
後
、
阪
神
間
で
手
掛
け

た
多
く
の
建
物
と
そ
の
施
主
の
安
否
確
認
を
行

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
事
務
所
に
ス
タ
ッ
フ
を
集

め
、
連
絡
が
取
れ
た
所
か
ら
手
分
け
し
て
、
水

を
持
っ
て
廻
り
ま
し
た
。
数
ヶ
月
間
、
仕
事
に

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
ね
。﹁
木
原
さ
ん
の
お

か
げ
で
大
丈
夫
で
し
た
﹂
と
か
、﹁
隣
の
建
物
の

鉄
骨
の
柱
が
外
壁
を
突
き
破
っ
て
入
っ
て
き
て
大

変
だ
っ
た
﹂
と
か
地
震
時
の
悲
惨
な
状
況
を
お

聞
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
調
査
し
た
内
容
を
藤

田
宜
紀
先
生
に
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

被
害
の
大
き
か
っ
た
地
域
で
は
構
造
家
に
よ
る

設
計
を
取
り
入
れ
た
建
物
で
あ
っ
て
も
傾
き
、

修
復
が
必
要
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
計

画
を
善
意
で
行
っ
た
の
で
す
が
、
混
乱
期
の
情

報
不
足
と
判
断
の
誤
り
に
よ
り
、
そ
れ
が
裏
目

に
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
す
。

荒
木　

本
当
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
為
に
な
る
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
を
厳
し
い
状
況
下
で
判
断
し
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

木
原　

基
礎
の
構
造
計
画
が
い
か
に
大
事
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
行
っ
て
い
て
も
こ
の
よ

う
な
状
態
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

荒
木　

地
震
後
自
分
の
関
わ
っ
た
作
品
を
調
査

し
、
修
復
の
設
計
監
理
し
た
も
の
を
発
表
さ
れ

た
こ
と
は
、
完
成
後
も
施
主
と
の
つ
な
が
り
が

な
い
と
出
来
な
い
こ
と
で
す
。
木
原
先
生
の
こ

れ
ま
で
の
作
品
で
は
あ
ま
り
伝
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
建
築
家
が
技
術
的
に
も
社

会
的
に
も
き
ち
ん
と
向
き
合
っ
て
い
く
良
い
例
だ

と
感
じ
ま
し
た
。

森
の
栖
︱
親
子
を
つ
な
ぐ
物
語

森
本　
ニュ
ー
タ
ウ
ン
と
雑
木
林
の
境
界
に
建
つ

﹁
森
の
栖
﹂
*13
で
は
、
木
下
先
生
と
の
関
わ
り

が
あ
っ
た
と
お
聞
き
ま
し
た
。

木
原　

当
時
、
関
西
大
学
で
講
師
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
、
木
下
先
生
と
研
究
室
の
学
生

達
に
も
協
力
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
最
初
は
谷

の
実
測
か
ら
で
し
た
ね
。

木
下　

そ
う
で
す
ね
。
谷
は
、
木
々
が
育
っ
た

魅
力
的
な
森
で
、
大
き
な
三
角
定
規
を
作
っ
て

測
量
し
、
現
状
を
図
面
化
し
、
模
型
を
つ
く
り

ま
し
た
。
谷
に
向
か
っ
て
建
物
が
跳
ね
だ
す
木

原
先
生
の
ア
イ
デ
ア
が
当
初
か
ら
あ
り
ま
し
た

の
で
、
そ
の
長
さ
や
方
向
を
精
緻
に
検
討
す
る

た
め
に
、
必
要
な
調
査
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

木
原　

敷
地
の
裏
手
が
谷
に
面
し
て
い
て
、
そ

こ
だ
け
が
ス
ポ
ッ
ト
的
に
開
発
が
さ
れ
ず
に
、
非

双葉の家

甲陽幼稚園
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上段：森の栖（2004年）
中段：「森の栖」表紙（2007年、
関西大学建築学科都市設計研究室
発行）
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（村野藤吾設計）
撮影
上段：松村芳治
下段：荒木公樹
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中段：南千里の家（1991年）
下段：悠々亭（2000年）
撮影
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討
が
必
要
で
、
ど
う
し
て
も
時
間
が
か
か
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
経
済
的
に
は
大
変
な
ん

で
す
よ︵
笑
︶。
期
間
は
、だ
い
た
い
設
計
に一
年
、

工
事
に一
年
く
ら
い
で
す
ね
。
植
栽
が
で
き
な
い

季
節
も
あ
り
、
も
う
少
し
延
び
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
施
主
に
は
三
年
く
ら
い
か
か

る
と
最
初
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
大
抵
は
驚
か
れ

て
し
ま
い
ま
す
ね
。

森
本　

工
事
に
も
時
間
を
か
け
ら
れ
て
、
造
り

込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

木
原　

外
壁
の
コ
テ
押
さ
え
が
イ
メ
ー
ジ
通
り

に
施
工
さ
れ
て
い
な
く
て
、
何
度
も
や
り
直
し

て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
が
自
分
で

押
さ
え
て
、
表
情
を
示
し
た
り
し
て
ね
。
人
の

手
で
造
ら
れ
た
も
の
に
は
味
や
深
み
が
あ
り
ま

す
が
、
機
械
で
造
ら
れ
た
も
の
で
は
難
し
い
。

職
人
が
気
持
ち
を
込
め
て
や
っ
て
く
れ
た
仕
事

が
積
み
重
な
り
、
味
の
あ
る
空
間
に
な
る
ん
で

す
よ
ね
。
昨
今
、
建
築
の
仕
事
が
減
っ
て
い
る

こ
と
に
加
え
て
簡
単
に
施
工
で
き
る
建
材
が
増

え
て
い
る
た
め
、
職
人
が
厳
し
い
状
態
に
あ
り

ま
す
。
持
っ
て
い
る
技
術
を
フ
ル
に
活
か
す
仕
事

が
少
な
い
か
ら
、
腕
の
良
い
職
人
が
育
た
な
い
。

社
会
の
流
れ
に
逆
ら
っ
た
考
え
方
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
技
術
を
若
い
人
に
伝
達
し
、
育
て
る
こ

と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
工

期
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

中
澤　

施
主
の
感
性
や
職
人
の
技
術
を
底
上

げ
す
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
良
い
建
築
の
探
求

で
す
よ
ね
。

木
下　

先
生
の
作
品
は
、
四
季
の
移
ろ
い
や
時

の
流
れ
を
感
じ
る
仕
掛
け
が
家
の
各
所
に
散
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
意
味
、
動
画
で

と
ら
え
な
い
と
真
実
は
見
え
て
こ
な
い
で
す
ね
。

形
式
と
し
て
の
和
で
は
な
く
、
自
然
と
の
関
係

性
の
中
の
和
を
見
出
す
た
め
の
増
幅
装
置
の
よ

う
な
建
築
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

木
原　

家
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
ね
。
日
本
人
は
欧
米
人
と
は
違
い
、

地
に
つ
い
て
、
庭
を
見
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感

じ
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
こ
に
た
ま
た

ま
、
鴨
居
が
あ
り
、
畳
が
敷
い
て
い
た
だ
け
の
こ

と
で
は
和
に
な
り
き
れ
な
い
。
そ
の
中
に
詩
情

が
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
例
え
ば
板
の
間
で
も
そ

う
い
う
心
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
れ
ば
、
和
を
感

じ
ま
す
よ
ね
。
和
風
だ
か
ら
と
い
っ
て
柱
や
梁
、

野
地
板
を
見
せ
て
と
い
う
の
は
、
私
は
違
う
気

が
す
る
ん
で
す
よ
。

荒
木　

自
然
な
ど
の
大
切
な
も
の
を
日
常
的
に

感
じ
る
空
間
で
人
生
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
日

本
人
に
と
っ
て
は
重
要
だ
と
伝
え
る
こ
と
は
、
す

ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

良
い
建
築
の
探
求

森
本　
一つ一つ
の
作
品
を
丁
寧
に
創
っ
て
お
ら
れ

る
印
象
で
す
が
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
を
か
け

ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

期
待
に
応
え
よ
う
と
す
る
と
様
々
な
検

施
主
と
感
性
を
共
有
す
る

森
本　

お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

の
日
本
人
ら
し
さ
や
感
性
を
引
き
出
す
た
め
の

空
間
を
設
計
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

木
原　

そ
う
い
う
の
も
必
要
だ
と
思
う
の
で
す

よ
。
我
々
日
本
人
は
、
自
然
に
対
し
情
緒
豊

か
な
感
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ

を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
を
設
え
て
お
き
、

工
事
現
場
で
施
主
に
伝
授
す
る
ん
で
す
。
例
え

ば
﹁
こ
こ
か
ら
見
た
月
は
非
常
に
き
れ
い
で
す

よ
﹂
と
い
う
風
に
伝
授
す
る
こ
と
で
施
主
の
感

性
を
底
上
げ
し
、
共
有
し
て
い
ま
す
。
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
は
医
者
や
社
長
な
ど
ハ
ー
ド
な
仕
事
を

こ
な
さ
れ
て
い
る
方
が
多
く
、
美
し
い
も
の
を
見

る
こ
と
に
よ
り
そ
の
疲
れ
を
癒
し
活
力
を
生
む

空
間
に
な
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

森
本　

工
事
中
に
﹁
こ
う
い
う
風
に
家
を
楽
し

む
と
い
い
よ
﹂
と
取
り
扱
い
説
明
を
さ
れ
て
い
る

ん
で
す
ね
︵
笑
︶。

木
原　

プ
ラ
ン
や
模
型
で
説
明
を
し
て
も
な
か

な
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

を
現
場
で
少
し
ず
つ
伝
え
て
い
く
こ
と
で
徐
々
に

興
味
が
わ
き
、
出
来
上
が
っ
た
時
に
﹁
あ
ん
た

が
言
っ
た
通
り
に
光
が
ま
わ
っ
て
き
た
わ
﹂
と
感

激
し
て
も
ら
え
る
。
一
年
く
ら
い
経
っ
て
訪
れ
る

と
﹁
木
原
さ
ん
こ
こ
に
こ
う
光
が
入
っ
て
く
る
や

ろ
。
こ
れ
え
え
や
ろ
﹂
と
逆
に
自
慢
し
て
く
れ

る
の
で
す
︵
笑
︶。

中
澤　

自
分
で
発
見
し
た
気
分
に
な
っ
て
い
る
ん

日
本
人
の
住
ま
い
方
を
考
え
る

森
本　

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
日
本
の
住
ま
い
を

ど
う
お
考
え
で
す
か
。

木
原　
マ
ン
シ
ョ
ン
が
で
き
て
か
ら
玄
関
が
持
っ
て

い
た
意
味
合
い
が
薄
れ
た
感
じ
が
す
る
ん
で
す

よ
。
玄
関
は
、
出
会
い
や
別
れ
の
空
間
で
も
あ

り
、
そ
の
空
間
が
な
く
な
っ
た
感
じ
が
し
て
い
る

ん
で
す
。
そ
の
た
め
、
丁
寧
に
挨
拶
を
し
て
人

を
迎
え
る
と
い
う
日
本
人
の
心
が
徐
々
に
失
わ

れ
て
い
る
。
靴
を
脱
い
で
上
が
る
と
き
の
結
界
、

外
か
ら
中
に
入
る
と
き
の
気
持
ち
の
切
り
替
え

の
空
間
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
は
日
本
人
の
す

ば
ら
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
大

事
で
す
が
、
段
差
が
あ
る
こ
と
で
、
玄
関
で
膝

ま
ず
き
目
線
を
下
げ
て
挨
拶
し
て
も
不
自
然
で

は
な
い
の
で
す
。
日
本
人
が
持
っ
て
い
る
気
持
ち

の
表
現
方
法
や
礼
儀
を
大
事
に
し
た
い
な
と
思

う
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
わ
れ
わ
れ
建

築
家
が
、
一
人
で
も
意
識
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送

れ
ば
い
い
か
な
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど

ね
。
だ
か
ら
最
近
の
作
品
は
、
玄
関
に
畳
を
敷

き
、
自
然
と
膝
ま
ず
き
目
線
を
下
げ
て
挨
拶
が

で
き
る
設
え
に
し
て
い
ま
す
。

荒
木　

単
な
る
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
人

と
の
関
係
性
に
重
点
を
置
い
て
設
計
が
な
さ
れ

た
と
い
う
前
提
を
理
解
で
き
れ
ば
、
木
原
先
生

の
作
品
を
正
確
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
。

強
す
る
環
境
に
相
応
し
い
美
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
に

整
備
し
た
い
。
ま
ず
は
教
職
員
が
ゆ
っ
た
り
と

食
事
を
す
る
場
所
を
考
え
て
ほ
し
い
﹂
と
相
談

を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
う
ど
ん
屋
が
あ
っ
た

場
所
に
焼
き
た
て
の
パ
ン
が
食
べ
る
こ
と
の
で
き

る
カ
フ
ェ
を
提
案
し
た
ん
で
す
。

中
澤　

大
学
で
焼
き
た
て
パ
ン
が
食
べ
ら
れ
る
の

は
い
い
で
す
よ
ね
。

木
原　

私
も
そ
う
思
っ
た
の
で
す
が
、
大
学
の

施
設
担
当
者
に
需
要
が
な
い
と
反
対
さ
れ
ま
し

た
。
あ
き
ら
め
き
れ
ず
に
お
す
す
め
し
て
い
ま

す
と
、
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
れ
ま
し
た
。

結
果
は
好
評
で
、
実
現
し
ま
し
た
。
欧
米
だ

と
、
教
授
と
学
生
が
食
事
を
し
な
が
ら
語
り
合

え
、
マ
ナ
ー
も
学
べ
る
場
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い

カ
フ
ェ
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
兼
ね
備
え
た
空

間
に
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
椅
子
も
デ
ザ

イ
ナ
ー
が
作
っ
た
も
の
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

座
り
心
地
に
感
銘
を
受
け
る
学
生
も
き
っ
と
い

る
は
ず
で
、
そ
う
い
う
学
業
以
外
の
体
験
も
学

校
教
育
の一つ
だ
と
思
う
の
で
す
よ
。

河
野　

学
生
時
代
、
外
の
テ
ラ
ス
が
と
て
も
気

持
ち
よ
く
友
人
と
一
緒
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

木
原　

そ
の
後
、
総
長
が
交
代
さ
れ
た
後
も
学

内
保
育
園
の
設
計
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

同
じ
大
学
で
二
つ
の
建
物
に
携
わ
る
こ
と
が
出
来

た
の
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
ね
。

た
ち
を
良
い
方
向
へ
と
導
い
て
い
た
だ
け
る
の
で

は
な
い
か
と
期
待
し
ま
し
た
。

木
原　

サ
ッ
カ
ー
選
手
だ
と
、
子
供
の
時
か
ら

や
っ
て
い
る
か
ら
、
基
礎
が
出
来
て
き
て
い
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
し
か
し
、
建
築
は
大
学
等
で
初

め
て
学
び
ま
す
。
建
築
に
向
い
て
い
る
の
か
本

人
た
ち
も
暗
中
模
索
。
そ
ん
な
状
態
の
時
に
、

い
き
な
り
詳
細
の
話
を
し
て
も
理
解
し
て
も
ら

え
な
い
の
で
、
む
し
ろ
建
築
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
話
し
た
あ
と
に
、
住
宅
の
課
題
を
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。

木
下　

通
常
は
非
公
開
の
茶
室
を
特
別
公
開

の
時
期
に
各
自
見
学
に
行
き
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト

を
提
出
す
る
課
題
も
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

木
原　

ス
ケ
ッ
チ
も
描
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
関

西
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
も
村
野
先
生
が
設
計

し
た
茶
室
が
あ
る
の
で
す
が
、
惜
し
い
こ
と
に
茶

道
部
員
し
か
使
用
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
も
お
願
い
し
て
講
義
中
に
見
学
で
き
る
よ
う

に
変
更
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
匠
︱
学
び
に
相
応
し
い
場

河
野　

大
阪
大
学
で
手
掛
け
ら
れ
た
﹁
カ
フ
ェ

テ
リ
ア
匠
﹂
に
つ
い
て
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

木
原　

あ
る
阪
大
の
教
授
が
、
以
前
私
が
設
計

し
た
住
宅
を
借
り
ら
れ
ま
し
た
。
情
報
工
学
系

の
人
で
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
も
造
詣
が
深
く
、
そ

の
住
宅
を
と
て
も
気
に
入
ら
れ
た
の
で
す
。
数

年
後
、
そ
の
方
が
阪
大
の
総
長
に
な
ら
れ
、﹁
勉

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

木
原　

打
合
せ
段
階
か
ら
工
事
中
ま
で
、
様
々

な
立
場
の
人
た
ち
が
い
る
中
で
体
験
で
き
た
こ
と

は
、
学
生
さ
ん
が
社
会
に
出
た
時
に
き
っ
と
役

立
ち
ま
す
よ
ね
。

木
下　

本
当
に
よ
い
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
貴
重
な
体
験
を
共

有
す
る
た
め
に
も
、
本
作
り
で
は
、
誰
が
読
ん

で
も
わ
か
る
よ
う
に
仕
上
げ
る
こ
と
を
心
が
け
ま

し
た
。
鉄
骨
か
ら
吊
る
さ
れ
た
建
物
だ
け
を
切

り
取
れ
ば
大
胆
に
見
え
る
形
態
も
、
前
後
に
は
、

あ
る
家
族
の一
連
の
物
語
が
あ
り
ま
す
の
で
。

大
学
教
育
に
携
わ
っ
て

荒
木　

木
原
先
生
は
関
西
大
学
で
は
一
回
生
を

教
え
ら
れ
て
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
大

学
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

木
下　

そ
う
で
す
。
一
回
生
の
後
期
の
授
業
を

お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。
最
初
に
ど
ん
な
先
生
に

教
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
学
生
に
と
っ
て
重

要
な
こ
と
だ
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

木
原　

私
な
ん
か
が
大
学
で
教
え
る
な
ん
て
、

思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
世
話
に
な
っ
て
い

た
瀧
光
夫
先
生
か
ら
誘
っ
て
頂
い
た
の
で
お
引
き

受
け
し
ま
し
た
。

木
下　

価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
く
時
代
の
中

で
、
日
本
の
伝
統
の
中
に
あ
る
素
晴
ら
し
さ
を

残
し
た
い
と
い
う
先
生
の
想
い
を
聞
く
こ
と
は
、

ま
る
で
化
学
反
応
が
起
き
る
か
の
よ
う
に
学
生

常
に
良
い
風
景
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
、

森
先
生
の
弟
さ
ん
が
そ
こ
に
平
屋
の
家
を
お
持

ち
で
、
そ
の
二
階
に
増
築
し
た
い
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
。
老
朽
化
し
た
建
物
で
構
造
に
こ
れ

以
上
の
負
担
を
か
け
ら
れ
な
い
と
判
断
し
、
屋

根
に
穴
を
開
け
鉄
骨
の
柱
を
四
本
立
て
て
増
築

し
ま
し
た
。
息
子
さ
ん
が
大
き
く
な
ら
れ
て
、

自
分
の
終
の
棲
家
の
よ
う
な
も
の
を
造
れ
た
ら

い
い
な
と
い
う
話
に
な
り
、
で
き
た
も
の
が
﹁
森

の
栖
﹂
で
す
。
父
親
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
成
長
し

た
の
だ
か
ら
、
家
も
父
親
が
造
っ
た
も
の
に
ぶ
ら

さ
が
ろ
う
と
い
う
に
な
り
、元
あ
っ
た
鉄
骨
フ
レ
ー

ム
を
残
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
家
は
吊
ら
れ
て
い
ま

す
。
近
所
の
人
は
、
フ
レ
ー
ム
だ
け
を
残
し
て
工

事
し
て
い
る
の
で
、何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
言
っ

て
い
た
よ
う
で
す
ね
。

森
本　

私
も
雑
誌
で
見
る
限
り
で
は
道
路
側
か

ら
の
建
ち
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
気
に
な

り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
前
に
見
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

想
像
と
は
違
い
敷
地
に
そ
っ
と
置
い
て
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
、
道
路
際
の
塀
を
取
り
除
け
ば
ポ

ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
に
な
り
得
る
印
象
で
し
た
。

木
下　

こ
の
時
は
、
学
生
た
ち
と
と
も
に
計
画

時
の
打
合
せ
か
ら
竣
工
す
る
ま
で
立
ち
合
わ
せ

て
い
た
だ
き
、
そ
の
過
程
を
一
冊
の
本
︵
中
段

写
真
︶
に
ま
と
め
ま
し
た
。
森
先
生
の
ア
ド
バ

イ
ス
か
ら
、
道
路
に
対
し
て
屋
根
を
突
出
さ
せ

な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
、
木
原
先
生
が
増
築

の
設
計
を
さ
れ
た
以
前
の
住
宅
の
姿
も
記
録
さ



2013.01  建築人 1415 2013.01  建築人

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・築田　良・
　　　　　  辻村修太郎

（関西大学大学院理工学研究科）

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

を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

経
験
を
す
れ
ば
大
胆
に
な
る

木
下　

先
生
が
随
分
前
に
、
経
験
を
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
に
大
胆
に
な
っ
て
い
け
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ど
こ
ま
で
可
能
か
と
い
う
安
全
値
の
限
度

を
、
身
体
を
介
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

歳
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
出
て
く
る
若

さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
体
の

機
能
は
衰
え
ま
す
が
、
も
の
を
つ
く
る
と
い
う

事
に
対
し
て
大
胆
さ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
若

さ
で
す
よ
。
も
の
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
の
は
精

神
的
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
い
る
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

頭
を
柔
ら
か
く
、
ね
。

森
本　

仕
事
以
外
の
時
間
は
ど
の
よ
う
に
過
ご

さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

木
原　

休
日
は
女
房
に
連
れ
ら
れ
て
、
京
都
に

行
っ
て
町
並
み
や
茶
室
を
見
る
と
い
う
感
じ
で

し
ょ
う
か
。
で
も
悪
い
病
気
で
し
ょ
う
ね
、
現

場
に
居
た
ら
ほ
っ
と
す
る
。
職
人
と
直
に
話
し

て
、ド
関
西
弁
で
﹁
ど
や
、あ
か
ん
か
﹂
と
か
言
っ

て
い
る
時
の
方
が
楽
し
い
︵
笑
︶。
今
は
、
自
分

の
考
え
て
い
た
事
は
何
な
の
か
、
先
人
は
こ
ん
な

事
考
え
て
い
た
の
か
と
思
い
な
が
ら
つ
く
っ
て
い

ま
す
。

森
本　

ま
だ
ま
だ
建
築
を
つ
く
り
続
け
て
い
た

い
と
言
う
思
い
が
湧
い
て
こ
ら
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。

木
原　

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
も
の
を
知
る
に
は
相
当

時
間
が
か
か
り
ま
す
。木
と
い
う
素
材
一つ
を
と
っ

て
も
、
そ
の
良
さ
や
性
質
、
使
い
方
と
い
う
の

は
簡
単
に
身
に
付
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

い
つ
ま
で
や
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
と
反
省
ば
か
り
で

こ
の
次
は
⋮
と
思
い
ま
す
ね
。

伝
え
た
い
こ
と
・
日
本
の
こ
と

木
原　

日
本
的
な
も
の
を
建
築
に
反
映
さ
せ
る

や
り
方
が
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
茶
の
作
法

に
し
て
も
礼
儀
に
し
て
も
外
国
人
の
方
も
、
よ

く
研
究
し
て
い
る
。
や
が
て
日
本
が
蓄
積
し
て

き
た
独
自
の
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
ね
。
建
築
を
通
し
て
日
本
の
良

さ
を
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

森
本　

理
性
だ
け
で
な
く
日
本
人
の
持
つ
感
性

を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

最
後
に一
言
お
願
い
し
ま
す
。

木
原　

新
し
い
も
の
を
考
え
出
そ
う
と
す
る
時

に
は
、
新
し
い
建
物
を
見
る
こ
と
だ
け
で
は
、

生
ま
れ
な
い
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。﹁
古
人
の

跡
を
求
め
ず
、
古
人
の
求
め
た
る
と
こ
ろ
を
求

め
よ
﹂
と
芭
蕉
が
言
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
自

然
や
、
心
の
中
に
あ
る
も
の
を
熟
成
さ
せ
な
が

ら
、
心
に
響
く
も
の
を
見
た
方
が
良
い
気
が
し

ま
す
ね
。

不盡の舎（撮影：松村芳治）

向陽台の家
Kさんの住まい
新住宅 1978.11
河南町の家
住宅建築 1979.12
山手町の家・茶室
住宅建築 1979.12
大和高田の家
住宅建築 1980.9
目神山の家
新住宅1979.8　住宅建築1979.12
姫路白浜の家
住宅建築1980.9
宝塚の家
Fさんの家
新住宅1979.3 モダンリビング1979.3
I 邸
浅野邸
泉北の家
新住宅1982.8　住宅建築1979.12
上住吉の家
新住宅1980.5
一里山の家
二番坂の家
新住宅1981.1
松ヶ丘の家
住宅建築1980.9
夙川の家
住宅建築1981.8
御影の家
新住宅1983.2　住宅建築1981.8
逆瀬台の家
hiroba1981.1
HILL-SIDE 18
建築文化1981.7
城東の家（諏訪の家）
新住宅1984.2　建築文化1983.12
姫路白浜の家Ⅱ
中村邸
新住宅1981.8
高安の家
朱雀の家
殿山の家Ⅰ
黒崎邸
北落合の家
土岐邸
新住宅1985.5
赤穂の家
新住宅1986.7～12
田中町の家
新住宅1986.9　住宅建築1992.6
日経アーキテクチュア1995.5
神楽町の家
新住宅1985.9
姫路K邸
殿山の家Ⅱ
百合野町の家
新住宅1985.8
鴨子ヶ原の家
上ヶ原の家
新住宅1986.1
浪速の家
姫路岡町の家
住宅特集1987.2
ローカル線のみえる家
新住宅1989.1　建築文化1987.12
殿山の家Ⅲ
姫路飾西の家
住宅建築1989.7
霞町の家
新住宅1987.7
井口・小杉邸
清里の森の山荘
新住宅1990.11
学園前の家
新住宅1989.7　住宅建築1989.7
甲陽園の家（翠陽園）
住宅特集1989.4

木原千利 作品年譜

小林の家
大屋根の家
住宅建築1989.7
武庫山の家
hiroba1990.3
住吉山手の家
逆瀬台の家Ⅱ
東山町の家
住宅特集1990.10
玉田邸
北畠の家
傘の家（路地裏の家）
住宅特集1990.10  新住宅1991.4
住宅建築1992.6・2007.9・2008.6
モダンリビング1993.7
ディテール1992夏季・冬季
長岡京の家
新住宅1991.12
ちりとりの家
住宅特集1992.6
水無瀬の家
住宅特集1991.6　住宅建築1992.6
ディテール1991秋季・2006.冬季　
建築知識1992.1
霞町の家Ⅱ
南千里の家
住宅特集1992.1　婦人画報
住宅建築1992.6・2008.6
双葉の家
住宅特集1992.10　住宅建築1994.3
家庭画報1995.7　ディテール1993.
秋季  hiroba1994.1
越前大野の家
懐風荘
住宅特集1993.7　建築文化1994.5
住宅建築1994.3・2008.6
ディテール1993.秋季・1999.春季  
日経アーキテクチュア1993.11
作品選集1997  DETAIL
山手町の家Ⅱ
住宅建築 1994.3  ディテール 1999.
春季
城山町の住まい
住宅建築1994.3
八尾の家
飾り段のある家
hiroba1995.1
姫路の家
住宅特集1994.10　住宅建築2002.5
JA建築年鑑
南春日丘の家
住宅特集 1997.1　JA 建築年鑑
東山町の家Ⅱ
日経アーキテクチュア1995.4
小橋の家
住宅特集1998.5　JAPAM 
MODERN　meditative spaces　
hiroba1999.9
石屋川の家
住宅建築1997.2
伊勢の家
和風住宅2003
光庭のある家
住宅特集1997.1　hiroba1997.1
姫路余部の家
和歌山　城北の家
甲東園の家
夙川泉町の家
ディテール1999.春季
越木岩の家
美原の家
住宅特集1998.5　JAPAN MODERN
ディテール1999.冬季  住宅建築別冊56
the modern Japanese garden
上野芝の家
住宅特集1999.7　住宅建築2002.4・5
和風住宅2006
南船場の家
住宅特集2000.2

楊梅荘
住宅特集2000.7　和風住宅2002
悠々亭
住宅特集2002.4  住宅建築2002.5
和The New Zen Garden 
meditative spaces ディテール2005.夏季
山王町の家
住宅特集2003.7  住宅建築2005.11
ギャラリーのある家
住宅特集2005.4  住宅建築2005.8
JA58 the modern japanese tea room
森の栖
住宅特集2006.11  住宅建築2007.9
不盡の舎
住宅特集2007.8  住宅建築2007.9
和楽  和モダン  ディテール2011.夏季
赤四手の家
住宅建築2007.9  和モダン
ディテール2011.夏季
風游の家
住宅建築2010.4  和風住宅2009
片流れの家
住宅建築2010.4
楷の家
住宅建築2010.4
柊木の家
住宅建築2010.4  和モダンvol.3
建築人2012.8
菊水の家
住宅特集2011.8  住宅建築2012.2
和風住宅2012
針中野の家
和風住宅2013
起雲居
住宅特集2012.9  和モダンvol.5

加藤産婦人科クリニック
医院建築7
加藤産婦人科
医院建築7
西川医院
医院建築7
平野医院
医院建築7
醍醐渡辺病医院
医院建築9
山崎産婦人科医院
医院建築12
平野医院改装工事
西川医院増築工事
鈴木産婦人科
医院建築17
平松産婦人科クリニック
平野医院増築工事
粉川レディスクリニック
奥田産婦人科
医院建築21
加藤産婦人科（増築）
近藤産婦人科
つかはらレディ－スクリニック
医院建築23
こいけレディスクリニック
川村産婦人科医院

森歯科
阿部歯科医院
医院建築6／ディテール1988.秋季
長谷川歯科医院
本田歯科医院
中山歯科
岡部歯科
ふくら歯科
喜田歯科医院

［住宅建築］
1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2011

2012

［医院建築］

産婦人科
1984

1986

1988

1989

1991
1995
1996

1997
1999
2000

2001
2002

2005
2009

歯科
1981
1983

1987
1998
2004

2005
2010

三好耳鼻咽喉科
医院建築19

木谷クリニック
丸岡医院
岡村医院
西岡内科医院
医院建築12
山下内科医院
医院建築14／hiroba1994.1
山陽クリニック
医院建築14
武医院
まつざき小児科
医院建築17
金山医院
浅野医院（増築）
上田クリニック
西田小児科
中島医院
阪倉医院

森口整形外科
建築文化1980.11／AA1981.04
高島外科
医院建築3
田上整形外科
医院建築7
海野医院
浅野医院
医院建築12
岡村医院
医院建築12
岡村医院

宮本脳神経クリニック
hiroba2005.7

池田眼科医院
医院建築7
宮本眼科クリニック
医院建築9
稲本眼科医院
岩崎眼科
波田眼科

いずみ幼稚園
建築文化 1979.10・1980.2
欧風料理 しゃん亭
商店建築1982.11
白ゆり幼稚園    
新建築1986.9
MUKOYAMA HOUSE 
新住宅1990.1　建築知識1990.12
甲陽幼稚園 
建築文化1992.1
濱中製鎖工業網干工場研究所棟
アスタ・ラ・ビスタ新梅田
TOM HOUSE 
神宗本町店改装
甲陽幼稚園
新建築2003.2
ゆとうや神鍋別館　輪楽の館
新建築2005.3　住宅建築2005.8
JA建築年鑑2005
神宗淀屋橋店
大阪大学（吹田）本部福利施設　（カ
フェテリア「匠」）
宗達
新建築2007.7
大阪大学　たけのこ保育園

耳鼻咽喉科
1999

内科・小児科
1980
1989
1990
1991

1992

1994

1997
2000
2001
2001
2003

外科・整形外科
1980

1982

1986

1989
1990

1992

2005

脳神経外科
2005

眼科
1984

1996

1998
1999
2005

［その他建築］
1978

1982

1986

1988

1989

1994
1995
1996
1999
2002

2003

2004
2005

2007

2008
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高齢者の一人一人が、懸命な時を重ねたひとつひとつの歴史を持ってい
る。それぞれに長く頑張ってこられた、人としての尊さを大切にしたい。
介護が必要だからここに移り住むのではなく、我が家のように愛着を抱
きながら、年輪を刻む天然木のカウンターや手すりに触れ、廊下を渡る
合間に長く差し込む冬の陽光を感じ、デッキ上の緑葉の揺らぎに時の流
れを感じるすまいに暮らしてもらいたい。広縁でゆったりと日向ぼっこ
しながら、木々の成長に季節の移ろいを感じ、もう一度ゆっくりと自分
の人生を振り返る、そんな安らぎの場を、私達は創りたかった。

（内田善久・藤井英美・高恵純）

建 築 主：株式会社青野
　　　　　コーポレーション
所 在 地：大阪府八尾市
用　　途：サービス付き高
　　　　　齢者向け住宅
竣　　工：2012.11
構造規模：S 造　４階建
敷地面積：1493.31㎡
建築面積：1989.71㎡
延床面積：742.81㎡
居 室 数：45 室
写　　真：稲田忠明

設計・監理：PPI 計画 ･ 設計研究所
施工：中川企画建設サービス付き高齢者向け住宅 あぷり志紀
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京都の中心部、四条烏丸に位置する。高さ 31 ｍの街並みを形成する大庇、
縞をイメージした縦長窓で構成される立面など周辺環境に調和するファ
サードとした。外との視線が近い低層客室は坪庭をイメージしたニッチ

（緩衝帯）を介して外と内とが緩やかに繋がり、大きな開口とプライバ
シー確保を両立させた。エントランスホールには格天井、濡れ縁、竹庭
など京都らしいモチーフを展開。フロントバックに設置された堀木エリ
子氏の創作和紙は日本独自の精神性である宇宙感を表現している。既存
躯体の活用、LED 照明など環境にも配慮した計画となっている。

（大村昌聡・五ノ井浩二・吉田進一）

所 在 地：京都府京都市
用　　途：ホテル
竣　　工：2012.3
構造規模：S 造
敷地面積：1,302.98㎡
建築面積：951.00㎡
延床面積：7,893.18㎡
写　　真：SS 大阪
　　　　　酒井文明

佐川アドバンス株式会社 京都烏丸ホテル 設計：清水建設関西事業本部一級建築士事務所
施工：清水建設天心聖教伊勢礼拝堂 設計：竹中工務店

施工：竹中工務店

鈴鹿山脈と養老山地を望む丘陵地に里山の礼拝堂を計画した。聖域まで
の奥行を大切にするため、敷地の奥に建物を配置して、円弧のアプロー
チで前庭と建物を緩やかに結んだ。礼拝堂の左右の壁をわずかに倒し、
布天井を曲面状に張ることで、光の回折と音の反響を最適に調整すると
ともに、空間の輪郭を曖昧にして意識を祭壇に集中させる。甲賀石の塀、
尾鷲檜の軒天井、員弁川の砂利を使用した洗い出しコンクリート、菰野
石の雨落ちなど、近場で手に入る材料を活用し、身体の触れる部分には
できるだけ木を使用した。やわらかな自然光に包まれて、木の葉の揺れ
る音や虫の鳴き声が反響する祈りの空間を目指した。　　　（足立裕己）

所 在 地：三重県いなべ市
用　　途：礼拝堂
竣　　工：2012.9
構造規模：RC 造
　　　　　一部 S 造
敷地面積：2072.72㎡
建築面積：955.36㎡
延床面積：921.04㎡
写　　真：古川泰三
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一
九
六
〇
年
代
末
、
日
本
興
業
銀
行
本
店
の
設

計
を
手
が
け
る
に
あ
た
っ
て
、
七
〇
代
後
半
を
迎

え
て
い
た
村
野
藤
吾
は
半
世
紀
に
及
ぶ
建
築
家
と

し
て
の
自
ら
の
歩
み
を
感
慨
深
く
回
想
し
た
に
違

い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
東
京
丸
の
内
の
同
じ
場

所
に
建
っ
て
い
た
旧
本
店
︵
一
九
二
三
年
︶
は
、

若
き
修
行
時
代
に
渡
辺
節
の
下
で
担
当
し
た
建
築

だ
っ
た
か
ら
だ
。
一
方
で
、
村
野
は
、
一
九
六
七

年
、
折
し
も
東
京
駅
を
挟
ん
だ
反
対
側
の
八
重
洲

に
、
大
阪
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
︵
八
重
洲
口
︶
を
完
成

さ
せ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
興
銀
本
店

に
は
、
前
作
で
確
か
な
手
ご
た
え
を
得
た
村
野
の

さ
ら
な
る
建
築
デ
ザ
イ
ン
の
挑
戦
が
意
図
さ
れ
て

い
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
難
し
い

敷
地
条
件
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
。

　

与
え
ら
れ
た
敷
地
は
、
東
側
の
長
辺
こ
そ

一
七
〇
ｍ
の
長
さ
を
も
つ
街
区
の
一
辺
を
占
め
る

と
は
い
え
、
前
面
道
路
は
一
六
ｍ
と
狭
く
、
南
側

の
短
辺
は
四
三
ｍ
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
敷
地
の

北
側
部
分
は
先
細
く
な
っ
て
お
り
、
北
側
の
永
代

通
り
に
接
す
る
敷
地
の
幅
は
一
六
ｍ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。

　

こ
の
条
件
の
下
で
完
成
し
た
建
物
は
、
結
果

的
に
生
ま
れ
た
造
形
が
目
を
引
く
も
の
の
、
平

面
図
と
断
面
図
か
ら
読
み
取
る
限
り
、
正
攻
法
と

呼
べ
る
プ
ロ
セ
ス
で
設
計
が
進
め
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
街
区
の
東
南
の
敷
地

幅
を
確
保
で
き
る
範
囲
に
、
幅
二
六
・
八
ｍ
×
長

さ
一
〇
三
・
四
ｍ
の
長
方
形
平
面
を
も
つ
事
務
ス

ペ
ー
ス
を
確
保
し
、
周
辺
街
区
と
調
和
さ
せ
る
。

次
に
、
北
側
の
不
整
形
な
余
地
に
機
械
室
を
垂
直

に
一
〇
層
分
積
み
上
げ
、
足
元
を
キ
ャ
ン
チ
レ

バ
ー
状
に
張
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
上
に
植

栽
と
水
面
を
配
し
た
公
開
空
地
の
庭
園
を
生
み
出

し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
東
側
は
長
さ
約
一
五
三
ｍ
、
高
さ

約
五
九
ｍ
の
垂
直
に
屹
立
す
る
鏡
の
よ
う
な
外
壁

面
と
な
り
、
事
務
室
部
分
の
開
口
部
は
垂
直
性
が

強
調
さ
れ
た
ス
リ
ッ
ト
状
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
北

側
の
一
／
三
は
開
口
部
の
な
い
壁
と
し
て
扱
い
、

全
体
と
し
て
彫
刻
的
な
造
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
日
本
離
れ
し
た
シ
ャ
ー

プ
な
フ
ァ
サ
ー
ド
の
デ
ザ
イ
ン
は
ど
こ
か
ら
発
想

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
知
る
手
が
か

り
が
、
一
九
六
五
年
に
視
察
に
訪
れ
た
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
目
に
し
た
Ｃ
Ｂ
Ｓ
放
送
局
︵
一
九
六
四

年
︶と
い
う
完
成
し
た
ば
か
り
の
建
物
に
関
す
る
、

次
の
よ
う
な
村
野
の
文
章
に
う
か
が
え
る
。

　
﹁
壁
兼
用
の
柱
が
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
型
に
折
れ
、

暗
褐
色
の
花
崗
岩
を
張
り
つ
め
て
、
同
じ
幅
の
窓

に
も
黒
い
ガ
ラ
ス
が
は
め
ら
れ
て
い
る
の
で
外
観

は
黒
一
色
に
見
え
た
。︵
中
略
︶
最
近
の
も
の
は

ほ
と
ん
ど
同
じ
型
の
ガ
ラ
ス
張
り
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
建
物
は
そ
れ
と
は
逆
で
、
横
か
ら
見
る

と
窓
よ
り
も
壁
の
強
さ
が
目
立
つ
。
で
あ
る
か
ら

Ｃ
Ｂ
Ｓ
放
送
局
の
出
現
で
建
築
界
は
ガ
ラ
ス
の
は

ん
ら
ん
に
た
い
し
、
新
し
い
建
築
美
を
示
唆
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
設
計
者
は

こ
の
点
を
意
識
し
て
創
作
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
﹁
鉄
と
ガ
ラ
ス
の
箱
﹂

に
た
い
し
て
反
省
を
う
な
が
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。﹂︵
村
野
藤
吾
﹁
都
市
雑
感
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄

一
九
六
六
年
一
月
一
八
日
︶

　

こ
の
言
葉
か
ら
は
、
そ
の
ま
ま
興
銀
本
店
の

フ
ァ
サ
ー
ド
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
な
が
る
考
え
方
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
驚
く
の
は
、

村
野
が
注
目
し
た
Ｃ
Ｂ
Ｓ
放
送
局
に
つ
い
て
、
設

計
者
の
エ
ー
ロ
・
サ
ー
リ
ネ
ン
︵
一
九
一
〇
～

六
一
年
︶
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　
﹁
当
初
か
ら
、
こ
の
ビ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
は
ダ
ー
ク

な
も
の
で
あ
っ
た
。
ダ
ー
ク
な
も
の
の
方
が
、
等

静
謐
で
威
厳
が
あ
り
、こ
の
敷
地
に
相
応
し
い
。︵
中

略
︶
永
遠
性
、
と
い
う
こ
と
も
表
現
の
ネ
ラ
イ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
多
く
の
近
代
建
築
は
、
ど
う
も

軽
薄
に
見
え
る
。
建
物
は
歳
月
を
経
る
に
つ
れ
て

美
し
く
な
る
べ
き
だ
、と
い
う
こ
と
も
父
エ
リ
エ
ー

ル
か
ら
教
え
ら
れ
た
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｂ
Ｓ

の
建
物
を
鉄
骨
と
い
う
よ
り
石
造
の
よ
う
な
表
現

に
し
た
い
。︵
中
略
︶建
築
の
精
神
は
無
表
情
な
カ
ー

テ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。︵
中
略
︶
建
築
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
力
強

く
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
志
を
表
わ
し
、
ひ
と
び

と
に
生
き
る
喜
び
と
誇
り
を
持
た
せ
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。﹂︵﹃
ａ
＋
ｕ
﹄
一
九
八
四
年
四
月
臨

時
増
刊
号
﹁
エ
ー
ロ
・
サ
ー
リ
ネ
ン
﹂︶

　

残
念
な
が
ら
、
サ
ー
リ
ネ
ン
は
、
こ
う
記
し
た

直
後
に
急
逝
し
、
完
成
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
だ
が
、
村
野
は
彼
の
ね
ら
い
を
驚
く
ほ

ど
正
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
村
野
は
そ
こ
に
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
を
加
え
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
建
物
に
近
づ
く
に
つ

れ
て
目
に
入
っ
て
く
る
柱
型
と
窓
廻
り
に
施
さ
れ

た
デ
ィ
テ
ー
ル
の
処
理
に
象
徴
さ
れ
る
。
マ
ホ
ガ

ニ
ー
レ
ッ
ド
の
花
崗
岩
の
張
ら
れ
た
柱
型
は
わ
ず

か
に
く
の
字
を
描
き
、
し
か
も
中
央
の
稜
線
に
は

垂
直
性
を
強
調
す
る
丸
型
の
細
い
ボ
ー
ダ
ー
も
埋

め
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
柱
の
側
面
は
Ｒ
型
に
折

り
返
さ
れ
、
奥
に
付
け
ら
れ
た
サ
ッ
シ
ュ
面
の
端

部
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。こ
う
し
て
、

本
磨
き
さ
れ
た
柱
型
は
、
影
に
な
っ
て
沈
む
ガ
ラ

ス
面
を
背
景
に
、
浮
き
立
つ
よ
う
に
垂
直
に
伸
び

て
、
輝
く
斬
新
な
フ
ァ
サ
ー
ド
を
作
り
上
げ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
サ
ー
リ
ネ
ン
に
連
な
る
よ
う

な
、﹁
無
表
情
な
カ
ー
テ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
﹂
を
乗

り
越
え
る
新
し
い
建
築
美
の
試
み
だ
っ
た
。

　

竣
工
か
ら
三
八
年
、
周
囲
で
は
再
開
発
が
急
激

に
進
み
、
西
側
に
隣
接
す
る
建
物
も
な
く
な
り
、

す
べ
て
が
建
て
替
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な

中
に
あ
っ
て
、
将
来
が
危
惧
さ
れ
る
こ
の
建
物
は

孤
高
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
凛
と
し
た
そ
の
姿

は
、
都
市
の
街
角
を
豊
か
に
造
形
し
よ
う
と
精
力

を
注
い
だ
村
野
藤
吾
の
最
晩
年
の
思
い
を
今
も
な

お
発
信
し
て
い
る
。

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
。

JA大阪中河内 ながせ支店 設計・監理：オリコム一級建築士事務所
施工：三栄建設 岡村製作所

おおさか東線、JR長瀬駅の駅前ロータリーに面したJAの店舗である。
近隣の支店を統合、金融に特化、地域に密着した典型的な都市型農協店
舗である。
敷地形状が変形のL字型であり、鋭角と鈍角がおり交った形状の店舗と
し営業室の解放感を演出する為、奥に広がる扇型とした。駅プラット
ホームからのJAロゴの視認性、カーテンウオールに映し出されるロー
タリーの植樹、バリアフリーの営業スペース、完全個室のコンサルティ
ングルーム、車イス対応の全自動貸金庫システムを導入するなど、窓口
対応のレベル向上と相まって地域一番の金融機関を目指す設計とした。

建 築 主：JA大阪中河内
所 在 地：大阪府東大阪市
用　　途：金融店舗
竣　　工：2012.11
構造規模：S 造　2 階建
敷地面積：498.67㎡
建築面積：386.43㎡
延床面積：745.40㎡
写　　真：砂田政樹

記憶の建築
松隈　洋

日本興業銀行本店　1974 年
都市の街角をつくる

東側の足元まわりの表情

永代通り越しに見る北東からの全景
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阪
神
高
速
環
状
線
を
車
で
走
る
と
空
港
線
へ
の

分
岐
点
近
く
で
視
界
が
開
け
、中
之
島
フ
ェ
ス
テ
ィ

バル
タ
ワ
ー
が
大
き
く
目
に
入
っ
て
く
る
。
旧
フ
ェ
ス

テ
ィ
バル
ホ
ー
ル
が
併
設
さ
れ
て
い
た
新
朝
日
ビ
ル
の

建
替
え
に
よ
る
も
の
だ
。

　

土
佐
堀
川
に
面
し
た
そ
の
南
壁
面
に
は
大
阪

人
に
と
っ
て
は
馴
染
み
深
い
、
旧
ホ
ー
ル
の
シ
ン
ボ
ル

﹁
牧
神
、
音
楽
を
楽
し
む
の
図
﹂
の
レ
リ
ー
フ
が
、

新
し
く
な
っ
て
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
太
陽
と

月
と
星
の
も
と
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
音

楽
好
き
の
牧
神
が
竪
琴
や
笛
を
奏
で
る
姿
を
描

い
た
こ
の
レ
リ
ー
フ
は
、
彫
刻
家
の
故
建
畠
覚
造

氏
ら
に
よ
り
旧
ビ
ル
の
建
設
時
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、

行
動
美
術
協
会
の
彫
刻
部
が
信
楽
で
制
作
し
た
。

　

今
回
、
建
替
え
に
あ
た
り
、
故
建
畠
氏
の
長

男
で
彫
刻
家
の
建
畠
朔
弥
氏
と
彫
刻
家
の
鷹
尾

俊
一
氏
の
監
修
に
よ
り
、﹁
牧
神
、
音
楽
を
楽
し

む
の
図
﹂
の
レ
リ
ー
フ
は
新
し
く
創
り
直
さ
れ
た
。

そ
の
新
レ
リ
ー
フ
制
作
と
取
付
施
工
を
お
こ
な
っ
た

の
が
、
今
回
ご
紹
介
す
る
大
塚
オ
ー
ミ
陶
業
株
式

会
社
で
あ
る
。

先
人
の
想
い
に
新
た
な
命
を
与
え
伝
え
の
こ
す

　

今
回
レ
リ
ー
フ
は
同
じ
南
壁
面
に
取
り
付
け
ら

れ
た
が
、
旧
ホ
ー
ル
よ
り
も
二
倍
近
く
高
い
地
上

四
〇
ｍ
の
、
よ
り
広
い
ス
ペ
ー
ス
に
配
置
さ
れ
た
。

レ
リ
ー
フ
の
大
き
さ
も
旧
ホ
ー
ル
に
取
り
付
け
ら

れ
て
い
た
物
よ
り
も
約
一
割
大
き
く
な
り
、
パ
ー
ツ

数
に
し
て
全
体
で
約
三
五
〇
ピ
ー
ス
に
も
お
よ
ん

だ
。
一つ
の
ピ
ー
ス
は
最
大
で
縦
三
〇㎝
×
横
四
五㎝

×
厚
み
三
〇㎝
ほ
ど
も
あ
り
、
最
大
重
量
は
四
〇

㎏
に
到
っ
た
。
最
も
大
き
な
牧
神
は
縦
約
六
．
三

ｍ
、
横
約
五
．
七ｍ
も
あ
り
、
九
〇
ち
か
い
ピ
ー
ス

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
厚
み
も
旧
レ
リ
ー
フ
よ
り

も
厚
く
、
浮
か
し
て
取
り
つ
け
る
こ
と
か
ら
壁
面

か
ら
の
出
寸
法
は
以
前
の
倍
近
く
に
も
な
っ
た
。

し
か
も
こ
の
様
な
巨
大
陶
製
レ
リ
ー
フ
を
こ
れ
ほ
ど

の
高
所
に
取
り
付
け
た
前
例
が
な
く
、
意
匠
性
、

安
全
性
、
施
工
性
を
考
慮
し
て
、
取
付
工
法
と

製
作
方
法
を
同
時
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
結
果
、
高
耐
震
性
を
誇
る
超
高
層
で
の
躯

体
の
動
き
に
追
随
す
る
乾
式
工
法
を
前
提
に
考

え
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
巨
大
な
ピ
ー
ス
間

を
空
目
地
で
数
個
を
一
体
化
し
た
パ
ネ
ル
と
し
、
ス

テ
ン
レ
ス
の
金
物
で
壁
面
か
ら
一
〇
㎝
程
浮
か
せ
て

固
定
す
る
工
法
だ
っ
た
。

　
レ
リ
ー
フ
の
制
作
は
、旧
レ
リ
ー
フ
を
同
じ
ス
ペ
ー

ス
に
置
い
て
比
較
し
な
が
ら
す
す
め
ら
れ
た
。
壁

面
配
置
の
ス
ペ
ー
ス
が
広
く
な
り
、
レ
リ
ー
フ
の
位

置
や
大
き
さ
を
見
直
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
全

く
同
じ
モ
ノ
を
作
る
こ
と
は
出
来
な
い
わ
け
で
建

畠
氏
、
鷹
尾
氏
の
監
修
の
も
と
、
現
存
す
る
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
模
型
や
旧
レ
リ
ー
フ
に
刻
ま
れ
た
表
面
テ

ク
ス
チ
ャ
ー
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら
、
先
人
達
の
思

い
を
丁
寧
に
読
み
取
り
な
が
ら
、
新
し
く
解
釈
し

直
し
、
新
た
な
形
に
し
て
ゆ
く
作
業
が
行
わ
れ
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
か
ら
取
り
付
け
完
了
ま
で

約
三
年
の一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

五
〇
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、
土
佐
堀
川
に
面
し

て
大
阪
の
風
景
を
創
っ
て
き
た
先
人
達
の
想
い
に

新
た
な
命
を
吹
込
み
、
一
〇
〇
年
先
の
未
来
に
伝

え
遺
し
て
ゆ
く
作
業
で
も
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
旧
レ
リ
ー
フ
の
濃
い
青
色
は
、
火

鉢
に
使
わ
れ
た
釉
薬
の
色
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て

い
る
。
現
代
ほ
ど
物
質
的
に
豊
か
で
は
無
か
っ
た

当
時
、
大
量
の
釉
薬
が
揃
わ
ず
、
唯
一
手
に
入
り

や
す
か
っ
た
の
が
火
鉢
の
釉
薬
で
は
な
か
っ
た
か
と

の
こ
と
だ
。
新
し
い
レ
リ
ー
フ
は
そ
れ
ら
当
時
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
共
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
っ
た
多
く
の

人
々
の
想
い
を
く
み
と
り
伝
え
て
い
る
。

孤
高
の
技
術
で
焼
物
に
命
を
与
え
る

　

今
回
、
取
材
に
大
塚
オ
ー
ミ
陶
業
の
滋
賀
県

信
楽
工
場
併
設
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
訪
れ
た
。
失
礼

を
承
知
で
正
直
に
言
う
と
、
様
々
な
オ
ン
リ
ー
ワ

ン
の
技
術
力
を
持
ち
な
が
ら
、
名
画
の
レ
プ
リ
カ

制
作
な
ど
も
所
詮
は
コ
ピ
ー
じ
ゃ
な
い
か
と
、
技
術

に
対
す
る
あ
る
種
の
冷
め
た
感
情
を
持
っ
て
い
た
。

し
か
し
今
回
、
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
訪
問
で
私
の
そ
の
考

え
は一八
〇
度
転
換
さ
れ
、
先
入
観
は
打
ち
砕
か

れ
た
。

　

ま
ず
驚
か
さ
れ
た
の
は
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
最
初
の
展

示
で
、
同
社
が
手
掛
け
た
﹁
キ
ト
ラ
古
墳
壁
画

等
の
複
製
﹂
で
あ
る
。
漆
喰
に
滲
み
出
た
地
下

水
の
痕
な
ど
は
勿
論
の
こ
と
、
漆
喰
の
質
感
や
剥

離
し
て
石
室
か
ら
剥
れ
か
け
た
漆
喰
、
石
材
と
の

隙
間
な
ど
や
、
長
い
年
月
を
経
て
漆
喰
表
面
ま

で
張
出
し
た
植
物
の
根
ま
で
も
が
リ
ア
ル
に
表
現

さ
れ
て
い
て
、
説
明
を
受
け
た
後
も
そ
れ
が
陶
板

で
出
来
て
い
る
と
は
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
程
で

あ
っ
た
。
古
墳
の
調
査
写
真
で
は
漆
喰
面
に
深
く

彫
ら
れ
て
見
え
る
白
虎
の
図
も
、
写
真
で
撮
ら

れ
た
際
の
光
の
加
減
が
そ
う
見
せ
る
の
で
あ
っ
て
、

実
際
に
は
微
か
な
彫
り
で
あ
る
こ
と
や
、
漆
喰
表

面
に
残
る
金
箔
の
部
分
が
他
よ
り
極
僅
か
に
浮
い

て
い
た
の
は
、
金
箔
が
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
た

漆
喰
の
痩
せ
加
減
の
差
で
あ
る
な
ど
、
実
際
に
古

墳
内
に
入
り
、
目
で
見
て
手
で
触
れ
た
学
者
達
の

監
修
を
受
け
、
詳
細
な
デ
ー
タ
さ
え
も
漏
ら
さ
ず

形
と
し
て
デ
ィ
テ
ー
ル
に
落
と
し
込
ん
で
い
る
。

　

担
当
者
自
ら
も
積
極
的
に
考
古
学
へ
の
見
識
を

深
め
る
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
聞
く
。
結
果
、

再
現
さ
れ
た
壁
画
は
学
術
的
価
値
は
勿
論
の
こ

と
、
当
時
の
息
吹
を
も
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
膨
大
な
情
報
と
、
気
の
遠
く
な

る
よ
う
な
作
業
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
忠
実
に
、
詳

細
に
、
具
現
化
す
る
表
現
力
と
高
い
技
術
力
に

只
々
深
い
感
嘆
を
憶
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

更
に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
進
む
と
、
平
山
郁
夫
ら

の
大
型
美
術
陶
板
が
目
に
入
る
。
最
大
寸
法

三
〇
〇
〇
×
九
〇
〇
×
二
〇㎜
と
、
世
界
最
大
の

大
き
さ
を
誇
る
大
塚
オ
ー
ミ
陶
業
の
美
術
陶
板

は
、
写
真
や
絵
画
な
ど
を
転
写
シ
ー
ト
で
焼
付
け

る
方
法
と
、
陶
板
に
直
接
釉
薬
を
用
い
て
描
写

す
る
方
法
が
あ
る
。
そ
こ
に
あ
っ
た
多
く
の
画
は
、

大
塚
オ
ー
ミ
陶
業
が
持
つ
、
二
万
色
の
釉
薬
で
陶

板
に
直
接
描
写
し
、
一
千
度
を
超
え
る
炎
で
焼
付

け
、
半
永
久
的
な
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。
中
で
も
私
が
特
に
強
く
心
引
か
れ
た
の
は
、

月
明
り
に
浮
か
ぶ
枝
垂
れ
桜
を
描
い
た
、
加
山
又

造
の
﹁
お
ぼ
ろ
﹂
だ
っ
た
。
こ
の
作
品
は
陶
板
に
す

る
際
、
作
家
自
ら
が
修
整
を
加
え
た
と
の
こ
と
だ

が
、
成
田
空
港
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
作
家
の
作
品

﹁
日
月
四
季
﹂
で
は
、
原
画
を
大
型
陶
板
技
術

で一
〇
倍
程
度
に
拡
大
し
制
作
さ
れ
た
。
拡
大
描

写
さ
れ
た
陶
板
作
品
は
完
成
度
を
上
げ
る
た
め
、

加
山
又
造
自
ら
が
何
度
も
足
を
運
び
、
陶
板
に

直
接
描
き
加
え
る
な
ど
し
て
完
成
さ
せ
た
と
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
も
お
聞
き
し
た
。
大
塚
オ
ー
ミ
陶
業
の

大
型
美
術
陶
板
技
術
が
、
単
な
る
レ
プ
リ
カ
を
超

え
独
自
の
新
た
な
価
値
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

焼
物
の
可
能
性
を
追
求
し
、
新
た
な
価
値
を

　
﹁
焼
き
物
だ
か
ら
こ
そ
出
来
る
、
ま
た
逆
に
、

焼
き
物
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
か
っ
た
﹂
と
い
う
話
を
う
か

が
っ
た
。

　
一見
、
奇
を
て
ら
っ
た
違
和
感
を
も
感
じ
る
そ
の

言
葉
の
裏
に
あ
る
の
は
、
焼
物
の
可
能
性
を
通
し

新
し
い
表
現
を
し
て
い
き
た
い
と
の
焼
物
に
対
す

る
深
い
愛
情
で
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
の
想
い
は
世

界
中
の
名
画
を
陶
板
で
再
現
、
展
示
し
た
世
界

で
只
一つ
の
美
術
館
、
大
塚
国
際
美
術
館
と
し
て

実
現
す
る
。
中
で
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
よ
る
シ
ス

テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
を
再
現
し
た
原
寸
大

の
ホ
ー
ル
で
は
、
陶
板
で
再
現
す
る
こ
と
が
非
常

に
困
難
と
言
わ
れ
た
、
複
雑
な
曲
面
を
も
つ
ス
パ

ン
ド
レ
ル
部
分
を
も
再
現
し
、
世
界
中
か
ら
驚
き

と
賞
賛
の
声
を
得
て
い
る
。

　

焼
物
が
持
つ
半
永
久
的
な
永
続
性
に
よ
っ
て
、

﹁
人
類
の
財
産
を
先
人
達
の
想
い
と
共
に
、
未
来

に
伝
え
遺
し
て
い
く
﹂
と
の
想
い
と
、
そ
こ
か
ら

得
た
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
技
術
が
、﹁
牧
神
、
音
楽
を

楽
し
む
の
図
﹂
の
レ
リ
ー
フ
や
、﹁
キ
ト
ラ
古
墳
壁

画
等
の
複
製
﹂
な
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
成
し
遂
げ

て
来
た
。
そ
し
て
今
、
そ
れ
ら
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

達
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
大
塚
オ
ー
ミ
陶
業
オ
リ

ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
で
の
企
画
提
案
へ
と
繋
が
っ
て
拡

大
し
続
け
て
い
る
。

　

釉
薬
や
描
写
に
よ
り
様
々
な
表
現
が
可
能
な

大
型
陶
板
、
彫
刻
や
立
体
造
形
を
可
能
と
す
る

限
り
な
い
陶
の
世
界
文　

渕
側　

晋

テ
ラ
コ
ッ
タ
、
建
築
材
料
と
し
て
の
強
度
と
耐
久

性
を
持
つ
Ｏ
Ｔ
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
の
三
つ
が
大
塚
オ
ー

ミ
陶
業
の
大
き
な
営
業
品
目
で
あ
り
、
そ
れ
を

確
か
な
技
術
で
未
来
に
伝
え
遺
す
事
、
そ
の
技
術

と
情
熱
で
新
し
い
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と

を
強
く
感
じ
た
今
回
の
取
材
で
あ
っ
た
。

信楽工場ショールーム

レリーフ制作風景

「牧神、音楽を楽しむの図」の新旧レリーフを敷き並べ、俯瞰して見比べながら作業は進められた。

大 国際美術館　システィーナ・ホール（徳島）
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な
ぜ
、
い
ま
、
ま
ち
づ
く
り
か

　

日
本
の
よ
う
に
人
口
減
少
が
顕
著
に
進
む
よ
う

な
成
熟
社
会
で
は
、
新
た
に
建
て
る
機
会
は
徐
々

に
減
少
し
て
お
り
、
建
築
士
に
求
め
ら
れ
る
役
割

も
自
ず
と
変
化
し
て
く
る
。
自
身
の
仕
事
を
顧

み
て
も
、
新
築
以
上
に
改
修
案
件
な
ど
既
存
建

物
の
再
活
用
に
取
り
組
む
機
会
が
増
え
て
い
る
。

そ
ん
な
状
況
下
で
、
建
築
士
と
し
て
何
が
で
き
る

の
か
を
考
え
た
と
き
に
、﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂
と
い

う
言
葉
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。

　

建
て
る
条
件
が
整
っ
て
か
ら
仕
事
を
受
け
る
の

で
は
な
く
、
建
て
る
か
否
か
と
い
う
議
論
に
建
築

士
が
関
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
た
い
。
つ

ま
り
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
の

か
と
い
う
、
よ
り
川
上
の
土
俵
で
勝
負
で
き
る
よ

う
に
自
分
を
磨
く
こ
と
が
、
建
築
士
と
し
て
の
私

の
望
み
で
あ
り
、
そ
の
舞
台
の
ひ
と
つ
が
ま
ち
づ

く
り
活
動
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

建
築
士
に
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

　
こ
こ
で
、
昨
今
特
に
頻
繁
に
使
わ
れ
る
が
非
常

に
あ
い
ま
い
な
﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
共
有
し
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
私
が
考

え
る
﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド

を
い
く
つ
か
選
ん
で
み
る
。

　
一．
暮
ら
し　

二
．
協
働　

三
．
創
造

　

ま
ち
づ
く
り
と
は
、
よ
り
豊
か
な
暮
ら
し
を
求

め
て
多
様
な
人
々
が
協
働
し
な
が
ら
創
造
的
活

動
を
行
う
プ
ロ
セ
ス
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
建
築
士
が
担
う
役
割
と
は
如
何
な
る
も

の
だ
ろ
う
か
？
そ
こ
で
ま
ず
、
建
築
士
の
職
能
に

つ
い
て
考
え
た
い
。
建
築
士
と
は
﹁
住
ま
う
﹂﹁
建

て
る
﹂
こ
と
に
携
わ
る
専
門
家
で
あ
る
が
、
同
時

に
﹁
考
え
る
﹂
こ
と
を
得
意
と
す
る
。
建
築
と

は
必
然
的
に
社
会
性
を
帯
び
て
お
り
、
そ
の
時
代

や
地
域
で
求
め
ら
れ
る
要
求
を
反
映
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
建
築
士
に
は
建
築
に
関
す
る
専
門
的

知
識
や
技
術
を
身
に
付
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
時

代
性
や
地
域
性
な
ど
様
々
な
要
求
を
的
確
に
察

知
す
る
鋭
い
﹁
洞
察
力
﹂
と
、
そ
れ
を
適
切
に

整
理
す
る
﹁
分
析
力
﹂
が
求
め
ら
れ
る
。

　

同
時
に
、
建
築
を
実
現
に
導
く
た
め
に
は
、
多

く
の
矛
盾
し
た
要
素
を
取
り
ま
と
め
る
必
要
が
あ

る
。
予
算
・
法
規
・
建
築
主
・
社
会
が
求
め
る

条
件
は
相
矛
盾
す
る
場
合
も
多
く
、
そ
ん
な
中

で
ひ
と
つ
の
結
論
を
導
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
建
築
士
に
と
っ
て
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
資
質

と
し
て
、
様
々
な
意
志
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
上
げ
る

﹁
統
合
力
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

建
築
士
に
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
と
は
、
住
人
が

豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
し
、
訪
問
者
が
楽
し
め
る

よ
う
な
ま
ち
を
目
指
し
て
、
多
様
な
知
識・
情
報・

ア
イ
デ
ア
を
集
積
・
共
有
し
、
ソ
フ
ト
的
・
ハ
ー
ド

的
に
実
現
に
向
か
っ
て
み
ん
な
で
協
働
で
き
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
︵
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
︶
を
設
計

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
創
造
的
活

動
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
取
組

　

二
〇
〇
二
年
の
事
務
所
開
設
時
よ
り
ぼ
ん
や

り
と
意
識
し
て
い
た
﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂
活
動
が
こ

こ
数
年
で
よ
う
や
く
形
と
し
て
見
え
始
め
た
。
こ

こ
で
は
私
自
身
が
関
わ
っ
て
い
る
ま
ち
づ
く
り
活
動

の
事
例
を
紹
介
し
、﹁
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
﹂

を
考
え
る
上
で
の
き
っ
か
け
と
し
た
い
。

　

今
年
で
三
年
目
を
迎
え
る
の
は
、
地
元
東
大

阪
で
近
畿
大
学
建
築
学
部
︵
住
環
境
計
画
・
都

市
計
画
・
建
築
企
画
専
門
の
三
人
の
教
授
と
そ

の
学
生
た
ち
︶
主
導
の
も
と
、
地
元
建
築
士
や

行
政
が
地
域
住
民
と
共
に
活
動
し
て
い
る
﹁
減
災

ま
ち
づ
く
り
研
究
会
﹂。
災
害
時
に
で
き
る
だ
け

被
害
を
出
さ
な
い
よ
う
日
頃
か
ら
備
え
る﹁
防
災
﹂

に
対
し
、﹁
減
災
﹂
と
は
災
害
時
の
被
害
を
最
小

限
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
小
学
校

や
自
治
会
で
の
﹁
減
災
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
﹂
な
ど
の

啓
発
活
動
を
中
心
に
、
大
学
と
連
携
し
た
木
造

住
宅
耐
震
化
の
促
進
︵
学
生
が
耐
震
診
断
調
査

に
補
助
員
と
し
て
同
行
︶
な
ど
、
様
々
な
活
動

を
地
域
住
民
を
巻
き
込
み
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
具
体
的
に
小
学
生
を
対
象
に
行
っ
た

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
事
例
を
紹
介
し
た
い
。
学
生
主
導

の
も
と
、
私
た
ち
地
元
建
築
士
や
行
政
職
員
が

協
働
企
画
し
、
地
元
の
小
学
生
を
中
心
に
、
自

治
会
の
方
々
に
も
参
加
頂
き
、
地
域
散
策
と
耐

震
実
験
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
地
域
散
策
で
は
、
普
段
住
み
慣
れ
た
自

分
の
ま
ち
を
避
難
経
路
や
避
難
場
所
に
着
目
し

な
が
ら
、
減
災
の
観
点
か
ら
見
直
し
た
。
最
初
は

﹁
自
分
の
ま
ち
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
る
よ
﹂
と

の
意
見
も
出
て
い
た
。
し
か
し
、
学
生
や
建
築
士

と
共
に
歩
く
こ
と
に
よ
り
、
見
通
し
の
悪
い
入
り

組
ん
だ
通
り
や
極
端
に
狭
い
街
路
の
危
険
性
や
、

お
寺
境
内
の
広
い
敷
地
の
避
難
場
所
と
し
て
の
可

能
性
な
ど
、
地
元
住
民
に
新
し
い
気
づ
き
が
芽
生

え
た
。
そ
し
て
、﹁
今
ま
で
そ
ん
な
目
で
見
て
い

な
か
っ
た
の
で
、
非
常
に
有
意
義
だ
っ
た
﹂
と
の
意

見
を
多
数
頂
い
た
。

　

教
室
に
戻
り
、
そ
れ
ら
の
気
づ
き
に
つ
い
て
み

ん
な
で
整
理
・
共
有
し
、
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
議
論
し
な
が
ら
解
決
案
を
模
索
し
た
。

そ
の
ア
イ
デ
ア
を
チ
ー
ム
ご
と
に
整
理
し
て
発
表
す

る
こ
と
に
よ
り
、
参
加
者
全
員
が
自
分
の
ま
ち
の

減
災
意
識
を
共
有
で
き
た
。

　

そ
の
後
の
ス
ト
ロ
ー
ハ
ウ
ス
で
の
耐
震
実
験
で
は
、

ま
ず
ス
ト
ロ
ー
で
家
を
作
る
と
い
う
も
の
づ
く
り
の

楽
し
さ
を
共
有
し
た
上
で
、
地
震
が
起
こ
っ
た
と

い
う
想
定
の
も
と
、
筋
交
い
を
外
し
て
耐
震
比
較

実
験
を
行
う
な
ど
、
ゲ
ー
ム
性
を
付
加
す
る
こ
と

に
よ
り
、
木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
少
し
で
も
身

近
に
感
じ
て
く
れ
た
。

　

本
企
画
で
は
私
た
ち
建
築
士
は
サ
ポ
ー
ト
役
に

徹
し
た
。
地
域
の
問
題
の
発
見
・
気
づ
き
を
住
民

に
促
し
、
そ
れ
を
整
理
・
分
析
し
た
上
で
解
決

案
を
住
民
自
身
が
模
索
し
、
実
際
に
行
動
に
移

す
手
伝
い
を
す
る
の
が
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
建

築
士
の
役
割
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
、
建
築
を
志

す
学
生
と
地
域
住
民
が
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
に
お
い
て
、

実
際
に
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
経
験
・
共
有
す
る

こ
と
に
非
常
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
地
域
住
民
が
減
災
を
意
識
す
る
の
と
同
時

に
、
学
生
の
教
育
に
も
つ
な
が
る
、
ま
さ
に一石
二

鳥
の
試
み
で
あ
る
。

　
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

　

先
述
の
事
例
は
、
私
が
建
築
士
と
し
て
関
わ
っ

て
い
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ

の
経
験
を
も
と
に
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
持
続
さ

せ
る
た
め
の
秘
訣
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ち
づ
く
り
活
動
は
、
仕
事
と
し
て
依
頼
さ
れ

た
場
合
を
除
け
ば
、
有
志
が
集
ま
り
自
主
的
に
ス

タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た

事
例
も
、
地
域
の
問
題
を
共
有
す
る
同
志
が
集
ま

り
、
議
論
す
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
議

論
を
重
ね
る
う
ち
に
様
々
な
ア
イ
デ
ア
が
飛
び
出

し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
な
が
ら
三
年
目
を
迎
え
、

さ
ら
な
る
展
開
を
模
索
中
で
あ
る
。振
り
返
る
と
、

ま
ち
づ
く
り
活
動
に
は
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
。

　
一．
開
始
︵
初
期
︶

　

二
．
拡
大
︵
成
長
期
︶

　

三
．
継
続
︵
成
熟
期
︶

　

初
期
段
階
で
特
に
必
要
な
の
は
、﹁
明
確
な
問

題
意
識
﹂﹁
柔
軟
な
発
想
力
と
迅
速
な
行
動
力
﹂

で
あ
ろ
う
。
問
題
を
発
見
し
、
整
理
・
分
析
し
、

そ
の
解
決
策
を
提
示
し
実
行
に
移
す
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
さ
ら
に
活
動
範
囲
を
拡
げ
よ
う
と
す
る

成
長
期
を
迎
え
る
と
、﹁
協
働
で
き
る
同
志
﹂
の

必
要
性
が
大
き
く
な
る
。
最
後
に
、
活
動
を
継

続
す
る
の
に
必
要
な
の
は
﹁
資
金
計
画
﹂
だ
ろ
う
。

何
を
す
る
に
も
経
費
が
発
生
す
る
の
で
、
そ
れ
を

如
何
に
確
保
す
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
熱

い
想
い
か
ら
始
め
た
活
動
を
さ
ら
に
発
展
・
継
続

さ
せ
る
に
は
、﹁
仲
間
﹂﹁
資
金
﹂
の
確
保
に
つ
い

て
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

活
動
を
始
め
て
実
感
す
る
の
は
、
予
想
以
上
に

労
力
と
経
費
が
掛
か
る
と
い
う
こ
と
。
交
通
費
、

資
料
印
刷
代
な
ど
の
直
接
経
費
だ
け
で
も
積
み

重
な
る
と
無
視
で
き
な
い
上
、
人
件
費
な
ど
と
て

も
計
上
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
一
部
の
専
門
家
を
除
け
ば
、
わ
が
町
の
た
め
に

自
主
的
に
活
動
し
て
い
る
人
が
大
多
数
と
は
い

え
、
自
分
の
持
ち
出
し
で
継
続
す
る
の
も
難
し
い
。

活
動
を
継
続
し
て
い
く
に
は
、
最
低
限
必
要
な
資

金
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
材

確
保
と
資
金
確
保
は
表
裏
一体
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
資
金
が
あ
れ
ば
ま
ち
づ
く
り
が
必

ず
し
も
成
功
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
く
ら
素

晴
ら
し
い
活
動
で
も
、
資
金
が
な
い
と
継
続
す
る

の
は
難
し
い
。
先
述
の
研
究
会
は
行
政
の
活
動
助

成
金
を
使
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
経
緯
が
あ
る
が
、
継

続
す
る
に
は
助
成
金
な
し
で
資
金
確
保
す
る
仕
組

が
必
要
で
あ
る
。特
に
働
き
盛
り
の
建
築
士
に
と
っ

て
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
建
築

士
の
営
業
活
動
の一
環
と
し
て
考
え
て
い
る
限
り
、

持
続
可
能
性
は
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
。
十
分
条

件
で
は
な
い
が
必
要
条
件
と
し
て
の
資
金
計
画
、

活
動
を
継
続
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
如
何
に

確
保
す
る
か
が
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

ま
ち
づ
く
り
は
仕
事
づ
く
り

　
﹁
減
災
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
﹂
が
発
足
し
、
産

学
官
民
連
携
で
減
災
啓
発
活
動
を
進
め
て
き
た

が
、
そ
ろ
そ
ろ
行
政
の
助
成
金
か
ら
自
立
す
る
こ

と
も
視
野
に
入
れ
た
い
。
大
学
に
と
っ
て
は
ま
ち

づ
く
り
活
動
が
研
究
対
象
に
な
り
、
行
政
に
と
っ

て
は
地
域
の
減
災
が
進
め
ば
申
し
分
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
私
た
ち
建
築
士
に
は
、
仕
事
と
の
接

点
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。

　

研
究
会
で
は
、
ま
ち
全
体
と
建
物
単
体
の
減

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

ま
ち
づ
く
り
は
仕
事
づ
く
り

仙
入　

洋

仙
入
　
洋

一
九
七
一
年
　
東
大
阪
市
生
ま
れ

一
九
九
七
年
　
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
建
築
学
専
攻
修
了

　
　
　
同
年
　
東
畑
建
築
事
務
所
勤
務

二
〇
〇
二
年
　
遊
墨
設
計
設
立

二
〇
一
〇
年
　
大
阪
産
業
大
学
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
減
災
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
発
足
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地
域
散
策
す
る
子
ど
も
た
ち
と
学
生

 

左 

ス
ト
ロ
ー
ハ
ウ
ス
で
耐
震
実
験

災
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
意
識
し
て
活
動
し
て
い

る
。
ま
ち
全
体
の
減
災
に
対
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

な
ど
で
報
酬
を
得
る
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
が
、

建
物
単
体
で
は
木
造
住
宅
耐
震
化
と
い
う
面
で

間
接
的
に
業
務
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　

ま
ち
づ
く
り
活
動
を
通
し
て
地
域
の
課
題
を

発
見
し
、
そ
れ
を
地
元
住
民
含
め
多
数
の
人
々

と
共
有
し
、
協
働
し
て
問
題
解
決
に
取
り
組
む
。

そ
の
過
程
で
、
私
た
ち
建
築
士
の
職
能
を
活
か
す

場
を
自
ら
つ
く
り
出
す
。
課
題
あ
る
と
こ
ろ
に
チ
ャ

ン
ス
あ
り
、
既
存
の
職
域
に
捉
わ
れ
ず
、
新
し
い

仕
事
探
し
の
場
と
し
て
考
え
る
。
よ
り
良
い
ま
ち

を
つ
く
る
こ
と
が
建
築
士
の
仕
事
に
も
直
接
つ
な

が
る
。
職
能
を
活
か
し
て
そ
の
よ
う
な
仕
組
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
、
建
築
士
に
で
き
る
持

続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
し
た
い
。

最
後
に

　

建
築
士
の
道
を
進
ん
で
い
な
け
れ
ば
何
を
し
て

い
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
と
き
に
ふ
と
思
い
浮
か
ぶ

の
は
、
三
谷
幸
喜
氏
の
よ
う
な
演
出
家
。
自
身

は
表
舞
台
に
立
た
ず
と
も
、
演
者
を
通
じ
て
多
く

の
観
客
に
驚
き
と
感
動
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る

職
能
に
私
は
惹
か
れ
る
。

　

私
た
ち
建
築
士
は
人
間
が
豊
か
な
生
活
を
演

ず
る
た
め
の
舞
台
を
設
計
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

主
役
で
あ
る
住
ま
い
手
や
使
い
手
を
最
大
限
輝
か

せ
る
た
め
に
﹁
演
出
す
る
﹂
の
が
仕
事
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
建
築
士
に
必
要
な
資
質
と
し
て
﹁
洞

察
力
﹂﹁
分
析
力
﹂﹁
統
合
力
﹂
を
挙
げ
た
が
、

よ
り
土
俵
の
広
い
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
お
い
て
こ

そ
、
そ
の
能
力
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
建
築
士
の
役
割
と
し
て
の
﹁
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
づ
く
り
﹂
か
ら
さ
ら
に一歩
進
み
、
そ
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
っ
て
地
域
社
会
全
体
を
演

出
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
主
役
は
地
域
住
民
で
あ
る
。
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　ヴォールト天井をもつコンコース部分の意匠設
計は忠太によるものである。この空間を印象付け
る東西に配置されたガラスモザイク壁画は、中国
の四神思想に基づいたという空想の動物「龍」
「天馬」「獅子」「鳳凰」をモチーフとして、
「太陽に住む八咫烏」と「月に住む白兎」があし
らわれており、設計者としては、この阪急ビル
ディングの守り神を意識したものであるとの印象
を強く受けたものである。

3. 梅田阪急ビル建替計画
　建物の老朽化及び狭隘化と同時に、梅田界隈の
開発計画が進むこともあり、2004年、都市再生特
別措置法を適用しつつ、全面的に建替える事業計
画を進めることとなったものである。本計画は、
この地で、この「阪急百貨店」の旗艦店である
本店の営業を継続しつつ、「阪急ビルディング
（現:梅田阪急ビル）」を建替える計画であり、
2012年9月末に竣工したものである。計画にあ
たっての最重要目標の一つは、むろん、この「阪
急らしさ」の継承・発展であった。

1. 阪急ビルディング
　梅田のまさに玄関口に位置していた旧「阪急
ビルディング」は、日本初のターミナルデパー
トである阪急百貨店のフラッグシップショップ
として、1929年の第Ⅰ期完成時から第Ⅸ期にあ
たる阪急グランドビルの完成に至るまで、常に
社会的な要請に応えるべく増改築が重ねられた
建物であった。
　この建物は、1966年から1973年にかけて大規模
に行われた梅田駅移設拡張工事までは、阪急梅田
駅として利用されていた歴史をもつものである。
駅のコンコースの正面玄関部分には伊東忠太設計
によるヴォールト天井を持つ独特の空間が存在し
ていた。
　外部意匠においては、水平庇や田の字窓、基壇
部のアーチに丸窓・塔と、それぞれの時代を反映
したデザイン要素が絶妙なバランスで織り込まれ
たモザイクのような建物であった。
　梅田新駅完成後、かつての駅のホームであった
場所には、「グランドコンコース」と呼ばれる壮
大な都市回廊を持つに至っている。
　時代の先端を常に開拓し、その高級感から憧れ
の想いをもたせてくれた阪急百貨店の店内装飾も
さらに秀逸であり、これらすべてが、人々の心に
残る「阪急」らしさを醸し出していた。

2. 守り神としての意匠
　伊東忠太は、明治から昭和初期にかけて活躍し
た建築家・建築史家である。日本建築のルーツを
訪ねるため、アジアへの留学を選び、中国からイ
ンド・トルコを旅したこともあり、東京・築地本
願寺を設計したことでも知られる。
　「Architecture」が「造家」と訳されていたこ
の時代にあって、「造家」では芸術的な意味合い
が抜けているので「建築」と訳すべきであると提
唱したことも功績の一つとされており、建築界
で、はじめて文化勲章を受章した人物でもある。

　阪急百貨店本店のこの地での営業継続のため
に、工事は南北2工区に分けた段階施工方式と
なった。工事着手は2006年であり、約6年の歳月
を経て完成した延床面積約330,000㎡、最高高さ
186.95m、地上41階地下3階の大阪梅田の超大規
模プロジェクトである。

4. 保存と再生
（1）コンコースと壁画
　伊東忠太のコンコースを現存する位置でそのまま
保存する検討も行ったが、建築計画上の制約が非常
に大きく、また空間全体にわたって経年による損傷も
多く見受けられたため、様々な検討を経て、意匠を13
階のレストランへと移設する方針となった。
　再生は、空間の全体像を記録する作業から始め
た。3次元レーザーによる計測・記録を行い、新たな
場所に再現することを試みた。壁画は、1辺2cmのガ
ラスモザイクを一枚一枚剥ぎ取るという緻密な作業か
ら始め、欠損部分は時代や色調、表面加工から米国
のメーカーを特定し、当時と同じ形状に加工し修復を
おこなった。剥ぎ取ったガラスモザイクはクリーニング
し、ひとつずつ正確な位置に戻すという作業を繰り返
して復元した。ベースの部分は中金箔という錫箔をい
ぶしたものであり、創建当時の輝きを永く後世に伝え
るべく本物の金箔を使用し再現したものである。シャ
ンデリアは吊り金物のサイズ調整のみ行い再利用
し、飾り金物や釘隠しの金物なども可能な限り当時
のものを再生している。ただし、天井の唐草模様のレ
リーフやモザイク壁画の外枠部分の現物再生は断念
し、型取りを行い、複製し再現したものである。

（2）外部意匠
　人々の心に刻まれた「阪急」というイメージを、新
梅田阪急ビルにおいても継承発展的に表現している。

　クラシックな低層部は、現代風にリデザインした基
壇部のアーチ、丸窓・塔、水平庇や絶妙な色合いの
モザイク風タイルにより「歴史」や「変わらない想い」
を表現し、モダンな高層部は、ガラスとコンクリートと
いう現代的な素材感で竪基調に表現することで、「未
来」や「進化」を印象づけることを狙った。全体とし
て、このデザインの対比・融合により、「阪急」の継
承・成長・発展、を意味し、さらには、「梅田らしさ」
を表現したものである。

（3）グランドコンコース
　1日20万人が往来する都市の大動脈であるグランド
コンコースも梅田阪急ビルには無くてはならない空間
である。慣れ親しんだかつての空間の雰囲気をその
ままに、モカクリームの石壁と硫化イブシ風の建具に
よる素材感が醸し出すハーモニーと形態デザインによ
り、次代を切り開いていく「阪急」を日々体現できる
空間とすることを意図したものである。

（4）店内装飾
　昭和初期に建設された部分の基礎に使用されてい
た松杭もメモリアル的に展示した。コンコースにあっ
た大時計や大理石のレリーフなども、店内に散りば
め、当時の記憶と懐かしさを、そこはかとなく感じさせ
る空間意匠を百貨店に施したものである。

5. おわりに
　設計者としてこのような歴史的なプロジェクト
に係わることが出来、事業主他関係者へは感謝の
言葉より他に見当たらない。次の100年、否千年の
間、人々に愛され続けることを望むものである。

テクノロジー Technology

梅田阪急ビル
保存・再生への取り組み　イメージの継承と発展

一階聡之
一階聡之
1987年	 京都大学卒業
1989年	 京都大学大学院
	 工学研究科修士修了
1989年	 日建設計入社
2012年	 日建設計	設計部門
	 設計部長

伊東忠太のガラスモザイク

装飾看板　丸窓

アーチ　水平庇　田ノ字窓

旧百貨店内の装飾

旧グランドコンコース

旧グランドコンコースの大時計

昭和初期の阪急ビルディング

伊東忠太によるかつてのコンコース（現存せず）

龍　天馬　八咫烏

撤去工事前の梅田阪急ビル

撤去工事前の梅田阪急ビル南側正面

新グランドコンコース1階平面図

新梅田阪急ビル　南側全景

新梅田阪急ビル　西側全景

獅子　鳳凰　白兎旧梅田阪急ビルの期別図（ローマ数字は概ね建設順序）

新梅田阪急ビルの断面計画図

13階のレストランへと再生されたコンコース

丸小窓のステンドグラスをポイントに再生した豊かな外部景観

新たに再生したグランドコンコース

松杭とレリーフ
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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

今年は、変化の一年にしたい

上 田 茂 久

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

森 田 茂 夫

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）

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）

松 村 慶 三 米 倉 信太郎

一般財団法人 大阪建築防災センター
大阪市中央区谷町３－１－１７

中　伊佐男

株 式 会 社 　 空 間 デ ザイン
吹 田 市 垂 水 町３－２９－２

阿 部 弘 明

環境に配慮した企業活動で社会に貢献します

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 

西 　 邦 弘

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

おかげさまで 30 周年

株 式 会 社 徳 岡 設 計

徳 岡 浩 二

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）

横 田 友 行

株式会社　碧－AO－建築事務所
大阪市阿倍野区丸山通１－３－４４

芳 村 隆 史

三 洋 ホ ー ム ズ 株 式 会 社
大阪市西区西本町１－４－１

小 嶋 和 平

For the best life：総合住生活提案企業

宮 崎 八 郎

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）

井 上 まるみ

皆様にとってよき年でありますように

大阪府建築士会役員

岡 本　慶 一
 

株式会社 小 西 設 計
大阪市西区立売堀１－１２－１６

湯 浅 安 彦

謹んで新春の祝詞を申し上げます

株式会社 大建設計大阪事務所
大阪市西区京町堀１－１３－２０

菅 野 尚 教 佐 野 正 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）

丸 山 利 幸

サンヨーリフォーム株式会社

（オリックス本町ビル７Ｆ）
大阪市西区西本町１－４－１

寺 内 義 雄

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

瀬 尾 忠 治

株式会社 綜 合 積 算
大阪市北区東天満１－１１－１９

宮 川　明 夫

大 阪 市 西 区 立 売 堀１－７－１８
株式会社　藏建築設計事務所

社会と環境の調和を計る都市創造企業

川 邊 浩 藏

ア ト リ エ ・ U
和泉市池田下町１６９９

あけましておめでとうございます

宇 澤 善一郎 岩 永 裕 人

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

金 峰 鐘 大

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 

関西支店 ： 大阪市中央区城見2丁目2番22号  電話06（6946）3311
本　　社 ： 東京都港区元赤坂1丁目3番1号　 電話03（5544）1111

専務執行役員
支 店 長 三　柴　利　雄

建 設 会 社

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

取締役社長
専務執行役員
大阪本店長

白　石　  達
長谷川　  博

本　　社：東京都 港 区 港 南 2 - 1 5 - 2 電話 03（5769）1111
大阪本店：大阪市中央区北浜東 4 - 3 3 電話 06（6946）4400

建築設計事務所 謹賀新年 2013
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代表取締役　平　田　晴　久
本　　　社／三重県四日市市住吉町１５-２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０５９３-６３-５５５５
大 阪 支 店／大阪市西区南堀江２-２-６ ケンザイビル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６-６５４１-７７３５

Ｕ Ｒ Ｌ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｈｉｙｏｄａ-ｕｔｅ．ｃｏ．ｊｐ

大阪支店  支店長  北村  克己

■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

プロジェクト営業部 関西支店
支店長

藤 島  二 郎
株式会社 LIXIL  営業カンパニー
大阪府大阪市西区新町1-7-1  〒550-0013
LIXIL四ツ橋ビル
TEL:(06)6539-3509  FAX:(06)6539-3503
http://www.lixil.co.jp/

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

快適な暮らしのために
太陽光発電とＬＥＤ照明を
推進しています

朝陽電気株式会社
〒530-0005  大阪市北区中之島３丁目２－４

TEL 06(6385)1361 FAX 06(6385)1050
http://www.choyo.co.jp

電気設備設計施工

石川工場

会　長 藤　田　訓　彦

一般社団法人

〒１１１-００５２ 東京都台東区柳橋２-２１-１３ 東洋ビル４Ｆ
 ＴＥＬ.（０３）５８３５－２５６９
 FAX.（０３）５８３５－２５７０
 ホームページ：http://www.rwa.gr.jp

理 事 長　 矢　野　邦　彦

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 建 設 会 社
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INFORMATION

第12回村野藤吾建築設計図面展
－都市を形づくる村野藤吾のファサードデザイン－

本展では、村野藤吾が都市の中で試みた大
小21件の建築作品を取り上げて、端正で
格調の高いデザインに込められた建築思想
の在りかを確かめてみたいと思います。
会期　2月4日（月）～5月6日（月・祝）
休館日  日曜・祝日、2/25（火）・2/26（水）、
　　　　3/12（火）・3/13日（水）。
　　　　ただし4/28日（日）～5/6日（月）
　　　　までは毎日開館。
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　一般200円
■記念シンポジウム
日時　4月20日（土）　14：00～17：00
　　　（開場：13:30）
会場　京都工芸繊維大学60周年記念会館
　　　1階記念ホール
テーマ　村野藤吾の都市へのまなざし
パネリスト
　塚本由晴（建築家・東京工業大学大学院准教授）
　酒井一光（建築史家・大阪歴史博物館学芸員）
司会　松隈　洋
　　　（京都工芸繊維大学美術工芸資料館教授）
定員　150名
入場　無料（当日先着順）
問合　京都工芸繊維大学美術工芸資料館
　　　Tel.075-724-7924

　　　サービス付き高齢者集合住宅の設計
本課題は、「コンクリートと木とのコラボレーショ
ン」、「地球環境と地域社会の持続可能性」
という２つの視角から考えることを主眼としてお
り、2010年度、2011年度に引き続き3度目
の実施となります。今年度は現実の敷地と機
能を想定し、コンクリートと木のコラボレーショ
ンによる新たな建築デザインの具現化に向け
た提案を求めます。機能としては、サービス施
設が併設する高齢者向けの賃貸集合住宅と
しますが、最優秀作品は該当敷地で実現しま
す。詳細はHPをご覧下さい。
締切期日　1月31日（木）17：00まで必着
問合　㈳日本建築学会近畿支部
　　　Tel.06-6443-0538
http://kinki.aij.or.jp/

年賀状、絵葉書に描かれた懐かしい
明治・大正・昭和の建築たちの展示

再生された美しい東京駅舎、旧帝国ホテル、
旧大阪市役所、大阪刑務所，旧堺灯台、天
王貯水池など。
日程　1月12日（土）～1月19日（土）
時間　10：00～20：00（土日祝は18：00ま
　　　で。19日は17：00まで）
会場　堺市立東図書館
　　　南海高野線北野田駅前
問合　明治建築研究会 Tel.072-236-3357

ました。弁護士相談（有料）を希望する会員は、
当会電話相談担当までお申し込み下さい。 

平成24年度建設リサイクル法説
明会（第2回）を開催

建設リサイクル法のほか、建築物等の解体
等作業に伴うアスベスト関係法令等に関す
る説明会を開催いたします。 
主催　大阪府内建築行政連絡協議会建設
　　　リサイクル部会
　　　（大阪府と建築主事を置く府内17市で構成）
日時　1月24日（木）　13：30～16：30
　　　（受付開始13：00）
会場　高槻市立生涯学習センター多目的ホール
　　　高槻市桃園町2-1
定員　308名
参加費　無料
申込期間　平成24年11月28日（水）～
　　　　　平成25年1月18日（金）
　　　　　（ただし、定員になり次第締切）
問合　大阪府住宅まちづくり部建築指導室
　　　審査指導課
　　　Tel.06-6941-0351（内4320）

「大阪の住まい活性化フォーラム」
設立記念シンポジウム
住まいづくりの新時代
大阪の住まい力アップのために

主催　大阪の住まい活性化フォーラム
　　　（一財）大阪住宅センター
日時　1月15日（火）　13：30～16:30
会場　ホテルプリムローズ大阪2階鳳凰
　　　大阪市中央区大手前3-1-43
定員　200名（先着順）
申込締切　1月10日（木）
■基調講演　
・大垣尚司（立命館大学教授）
　住まいづくりの新時代：ストック社会の
　暮らし・住まいはどう変わる
・島原万丈（リクルート住まい研究所主任研究員）
　中古住宅流通・リノベーション市場の課
　題と今後の展望

大阪の住まい力アップ
第1回リフォーム・リノベーションコンクール

大阪府内でのリフォーム・リノベーション
の事例を募ります。
主催　大阪の住まい活性化フォーラム
　　　（一財）大阪住宅センター
応募期間　1月15日（火）～2月15日（金）
　　　　　当日消印有効
問合　大阪府住宅まちづくり部居住企画課
　　　住宅施策推進グループ
　　　Tel.06-6941-0351（内3032）
詳細はHPをご覧下さい。
http://osaka-sumai-refo.com/

2012年度 日本建築学会近畿支部
設計競技

主催　㈳日本建築学会近畿支部
　　　グリーンコンクリート研究センター
課題　「コンクリートと木のコラボレーションによる持続
　　　可能な住まいと地域住環境の設計」第3回

・山本武司（㈱シンプルハウス代表取締役）
　大阪の住まいリノベーション最前線（事
　例紹介等）
パネルディスカッション
　テーマ：中古住宅流通・リフォーム・リノベー
　　　　 ション市場の活性化に向けて
個別相談会（事前申込者先着10組まで）
詳細はHPをご覧下さい。
http://osaka-sumai-refo.com/
申込の問合　府民お問合せセンター
　　　　　　「ピピっとライン」
　　　　　　Tel.06-6910-8001

大阪府住宅省エネルギー施工技
術者講習会

木造住宅生産を担う大工・工務店を対象に住
宅省エネルギー施工技術講習会を実施します。
講習会日程　下記日程のうち、1日ご参加ください。
　1月：11日（金）、16日（水）、22日（火）、30日（水）
　2月：6日（水）、14日（木）、20日（水）、26日（火）
時間　9：15～16：30
会場　大阪木材相互市場4階会議室
　　　大阪市港区福崎1-2-1
費用　1,000円（テキスト・教材費含）
定員　30名（定員なり次第締切）
問合　大阪府地域産材活用フォーラム事務局
　　　（一財）大阪住宅センター
　　　Tel.06-6253-0073

※懇親会（参加費は未定）は、トルコ料理とベリー
　ダンスを楽しみながら交流したいと思います。

建築士の会　北摂
金沢の現代建築と歴史的街並み
をめぐる2日間
2/23～2/24　CPD7単位（予定）

今回は、「建築士の会 北摂」設立10周年
記念事業として、1泊2日の研修旅行を企
画いたしました。
日程　2月23日（土）～2月24日（日）
集合　新大阪駅周辺と千里中央駅周辺
スケジュール
　2/23　7：30　新大阪駅集合・出発～千
　　　　　　　  里中央～金沢へ
　　　  12：00　金沢市内にて昼食
　　　  13：00頃～　鈴木大拙館、金沢21
　　　　　　　　　  世紀美術館見学
　　　  15：00頃～　観光ガイドと歴史的 
　　　　　　　　　  街並み散策～宿泊
　2/24　9：30頃～　観光ガイドと歴史的
　　　　　　　　　　街並み散策
　　　  13：00　金沢市内出発
　　　  17：30頃　大阪着～解散
定員　35名（申込先着順）
参加費　会員19,500円　会員外21,000円
申込締切　2月8日（金）
申込方法　所定の申込書に必要事項をご
　　　　　記入のうえお申込ください。

60周年記念シンポジウム
「くらしのエネルギーを考える」
～創るエネルギーと減らすエネルギー
シンポジウム～
3/16　CPD3単位

将来も安心して暮らせる街と建物につい
て、これからの「創る」と「減らす」につ
いて、みんなで考えてみませんか？
日時　3月16日（土）　10：00～16：15　
会場　大阪府商工会館7階講堂
　　　大阪市中央区南本町4丁目3-6
　　　（大阪市営地下鉄本町駅17番出口）
プログラム　　
　13：00～　基調講演
　　　　　　藤村靖之
　　　　　　（非電化工房、日本大学工学部教授）
　14：15～　パネルディスカッション
　　　　　　下田吉之
　　　　　　（大阪大学大学院教授）
　　　　　　藤村靖之
　　　　　　甲斐徹郎
　　　　　　（㈱チームネット代表取締役）
　　　　　　鈴木重男
　　　　　　（岩手県葛巻町長）
定員　300名（申込先着順）
入場料　無料

提携弁護士決定のお知らせ

このたび、当会会長岡本森廣と弁護士荒井俊
且とで提携弁護士業務に関する覚書を締結し

平成24年度 建築士定期講習
2/28、3/22　CPD各6単位

建築士事務所に所属の一級・二級・木造建
築士で、平成21年度に建築士定期講習を
受講された方、及び平成21年度以前に建
築士試験に合格後、建築士定期講習を未受
講の方は、平成24年度中（平成25年3月
末まで）に必ず受講してください。
■日時・会場
　日程　2月28日（木）、3月22日（金）
　時間　9：30～17：30（受付は9時より）
　会場　2月28日（木）　大阪府商工会館
　　　　　　　　　　  定員200名　
　　　　3月22日（金）　大阪国際会議場
　　　　　　　　　　  定員300名
　詳細　http://www.aba-osakafu.or.jp/　
　　　　pdf/20120820.pdf
■申込締切日・受講料
　2月28日（木）開催分：
　1月30日（水）申込書必着
　3月22日（金）開催分：
　2月28日（木）申込書必着
　※大阪での申込受付は郵送のみです。
　　必ず簡易書留郵便にてご送付ください。
　※定員に達し次第、受付を終了します。
　※受講料　12,900円（消費税含）
■申込先・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
　※申込締切日まで営業時間内に随時配布
　　（無料）。
　※定員に達し次第、配布を終了します。
　※申込書は（財）建築技術教育普及センター
　　のホームページからダウンロードも可能です。
　　http://www.jaeic.or.jp/k_teiki-form_
　　download_h24.htm

建築士法にもとづく「建築技術講習会」
平成24年度 第5回　～省エネ～
1/25　CPD3単位［統括］

建築士法第22条の4第5項に基づき、平成
24年度第5回目の建築技術講習会を実施し
ます。本講習会は年6回のシリーズで、効
率よく広範囲の学習をしていただけるよ
う、各回の内容が異なります。
日時　1月25日（金）13：30～16：15
会場　大阪府建築健保会館6階ホール
　　　大阪市中央区和泉町2-1-11
内容　・バイオマス利用と実例紹介
　　　・「環境」についての届出、報告と低炭
　　　  素化の促進
定員　150名（定員に達し次第締切）
受講料　建築士会会員3,000円
　　　　一般5,000円（テキスト代含）

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》
1/31・2/21　CPD5単位

日程　1月31日（木）、2月21日（木）
時間　11：00～16：30
会場　いずれも大阪YMCA国際文化センター
　　　2階ホール
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）

建築士のためのお茶会勉強会
1/16・1/22

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　1月16日（水）、1月22日（火）
　　　18：30～20：30頃まで
　　　（原則毎月第3水曜日及び第4火曜日）
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

建築士の会　北河内
～大阪府域における精神医療の中心的病院施設～
大阪府立精神医療センター見学会
2/9　CPD2単位

建築士の会 北河内では、この度、大阪府立精
神医療センター、大阪ハートケアパートナーズ
及び安井建築設計事務所、戸田建設のご協
力のもと、平成24年度に完成予定の「大阪府
立精神医療センター」の見学会を行います。
日時　2月9日（土）　13：00～16：30
集合場所　京阪「宮之阪駅」改札出口前
募集　40名（申込先着順）
参加費　1,000円
※懇親会参加費　別途3,500円程度必要
行程　13：15～　　　　百済寺跡見学
　　　14：00～16：30　精神医療センター見学
　　　17：00～19：00　懇親会
※参加証は実施1週間前に出状予定です。

第1回 アジア茶会
～トルコチャイを楽しみ留学生に聞く
トルコの暮らし～
2/16　CPD3単位

今回は、トルコ・インド・イランのチャイと
茶菓子を選びました。また、トルコからの
留学生を招き、お茶を楽しみながらの参加
者も交えた懇談の場をご用意しています。
日時　2月16日（土）　14：00～17：00
受付　13：30～開始
会場　キッチンハウス
参加費　1,500円（お茶・茶菓子代･資料代含む）
　　　　懇親会は別料金
定員　30名

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

【大阪府建築士会ホームページ】　http://www.aba-osakafu.or.jp/
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伊藤治正
（一財）大阪建築防災センター専務理事
構造計算適合性判定センター長
まちづくり・法令専攻建築士
1947年  大阪市阿倍野区生まれ
1970年  日本大学卒業
1970年～2007年  大阪府庁勤務
2007年～現職　

天野山金剛寺解体現場の
見学会風景

Administration
行政からのお知らせ

Others
その他のお知らせ

Sponsorship
建築士会からのお知らせ

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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■淡路瓦のお問い合わせ先
　淡路瓦工業組合
　兵庫県南あわじ市湊134
　　Tel.0799-38-0570　Fax.0799-37-2030
　　info@a-kawara.jp
　　http://www.a-kawara.jp/　

和形黒いぶし瓦

PR 2013.01 建築人

栄和瓦産業株式会社

『黒燻 kuro-ibushi』

http://www.eiwakawara.com/
取材：芳村隆史／建築情報委員会委員長

　400 年の歴史を持つ淡路瓦は、『淡路瓦イズ
ム』を通し、これからの時代に社会が必要と
する瓦づくりに挑戦しようと考えています。
今年は淡路瓦イズムを実践している会社を紹
介しています。
　栄和瓦産業株式会社は、いぶし瓦の製造で
は三十五年の歴史があり、今までの単窯焼成
の問題点をクリアした「単窯焼成システム」
を構築し高品質な瓦づくりをおこなってい
ます。
　『黒燻 kuro-ibushi』は極限まで高温で焼き
締めることと焼成後の冷却過程で焼成炉内に
酸素を入れて瓦表面の炭素膜を燃やすことで、
強度と耐寒性に優れた瓦を誕生させました。
今まで寒さに弱いと言われてきた「淡路いぶ
し瓦」の弱点を克服した画期的な瓦であり、
瓦の色も今までにない質感の美しい味わいと、

高い強度を持った新しい屋根瓦です。
　その特徴から「古瓦」の様な古色の真黒な
持ち味を生かして景観保存地区で使われ、海
外でも高い人気があります。また高い強度と
低い吸水率は和歌山県潮岬の塩害地でも評価
され、北海道・東北では凍てない耐寒冷地性
能を評価され採用されています。
　現在、海外から要望で本葺一体瓦など新し
い形状の『黒燻 kuro-ibushi』を研究中です。
　今までにない古色の真黒な持ち味の進化し
た瓦を是非ご検討ください。
　「新しい日本の伝統美」としての素材を探し
ているとき、淡路瓦工業組合に相談してみて
ください。建築士が色々な注文・相談を持ち
かけて答えて頂けるところです。きっとヒン
トが見つかります。

篠山市（河原町妻入商家群）
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今
月
の﹁
建
築
相
談
﹂コ
ー
ナ
ー
は
、相
談
委
員
の

羽
木
み
ど
り
委
員
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

先
月
に
引
き
続
き﹁
騒
音
問
題
﹂に
関
す
る
話
題

で
す
が
、今
月
は
騒
音
の
種
類
や
内
容
を
整
理
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
前
に
、万
が一
ト

ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場
合
、参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

︵
一
︶建
物
の
内
部
で
発
生
す
る
音

︵
イ
︶上
下
階
の
音
の
問
題

　
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
で
は
、上
階
の
住
人
が
発
す
る
音
に

対
し
て
し
ば
し
ば
問
題
に
な
り
ま
す
。上
下
階
の
ト

ラ
ブ
ル
は
、騒
音
源
が
直
上
階
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、そ

の
隣
の
住
居
の
音
が
直
上
階
の
音
の
よ
う
に
錯
覚
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

床
な
ど
の
仕
上
げ
材
で
多
少
は
緩
和
さ
れ
ま
す

が
、床
ス
ラ
ブ
と
天
井
間
の
空
間
が
太
鼓
の
よ
う
に
音

を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、音
に
は
高
音
域
と
低
音
域
で
遮
音
や
吸
音

の
特
徴
が
異
な
り
、対
策
方
法
も
変
わ
る
の
で
、ト
ラ

ブ
ル
に
な
っ
た
場
合
は
実
際
の
音
質
を
確
か
め
る
こ
と

も
必
要
で
す
。

　

木
造
一
軒
屋
の
上
下
階
、特
に
二
世
帯
住
居
に
お
け

る
音
の
問
題
も
増
え
て
い
ま
す
。家
族
と
い
え
ど
も

生
活
時
間
や
生
活
習
慣
の
違
い
を
考
慮
し
、木
造
で

の
防
音
対
策
の
特
徴
や
で
き
る
こ
と
で
き
な
い
こ
と

な
ど
を
考
慮
し
た
、プ
ラ
ン
の
段
階
で
の
注
意
が
ト
ラ

ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
大
切
で
す
。

︵
ロ
︶配
管
を
伝
っ
て
入
っ
て
く
る
音

　

ダ
ク
ト
を
通
じ
て
入
っ
て
く
る
音
や
給
排
気
フ
ァ

ン
、エ
ア
コ
ン
室
外
機
な
ど
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
も

の
、給
水
管
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ン
マ
ー
現
象
、排
水
音

に
よ
る
も
の
、エ
ア
コ
ン
の
音
、な
ど
も
騒
音
源
に
な
る

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

︵
二
︶外
部
か
ら
入
っ
て
く
る
騒
音

︵
イ
︶直
接
音

　

最
近
で
は
窓
サ
ッ
シ
の
気
密
性
が
上
が
っ
た
こ
と
や

ペ
ア
ガ
ラ
ス
化
に
よ
り
防
音
性
能
が
上
が
り
、サ
ッ
シ

か
ら
の
音
の
透
過
以
上
に
、ダ
ク
ト
や
室
内
の
給
排

水
に
よ
る
騒
音
が
問
題
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。室

内
が
静
か
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、ダ
ク
ト
を
通
し
て
入
っ

て
く
る
外
部
の
自
動
車
な
ど
の
騒
音
や
排
水
音
が
気

に
な
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。道
路
な
ど
の
騒
音
源
に

面
し
た
部
位
の
給
排
気
口
で
は
、防
音
ダ
ク
ト
や
防

音
型
の
ベ
ン
ト
キ
ャ
ッ
プ
を
使
う
こ
と
も
有
効
で
す
。

︵
ロ
︶反
射
音

　

道
路
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
外
壁
間
で
音
が
反
射

し
増
幅
し
て
入
っ
て
く
る
音
が
問
題
に
な
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。ひ
ど
い
場
合
は
、道
路
で
の
話
し
声
が
ま

る
で
耳
の
横
で
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
よ

う
で
す
。そ
の
場
合
は
、塀
の
吸
音
性
能
や
外
壁
材

な
ど
の
検
討
が
有
効
で
す
。ま
た
、内
装︵
床・壁・天

井
︶材
の
反
射・吸
音
性
能
な
ど
の
検
討
で
、室
内
で

の
響
き
を
調
整
す
る
こ
と
で
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

音
に
対
す
る
感
受
性
は
人
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が

あ
り
ま
す
が
、相
談
を
受
け
て
い
る
中
で
、精
神
的
な

も
の
に
起
因
す
る
も
の
、過
剰
反
応
と
思
わ
れ
る
も

の
、被
害
妄
想
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー

ス
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。建
築
技
術
的
な
対
処
で

解
決
で
き
る
も
の
と
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

自
然
に
反
す
る
現
代
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
、詰
め
込
み

す
ぎ
た
住
環
境
の
中
で
生
活
す
る
上
で
は
、生
活
習

慣
や
精
神
的
な
フ
ォ
ロ
ー
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。騒
音
問
題
は
生
活
の
快
適
性
を
損
な
う
ば
か
り

で
は
な
く
、心
身
の
健
康
問
題
も
引
き
起
こ
す
原
因

に
も
な
り
ま
す
。騒
音
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
工

夫
と
配
慮
は
忘
れ
ず
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
　

理
事
会
報
告
　
　
　
文
責　

本
会
事
務
局

日
時　

十
二
月
十
四
日︵
金
︶十
六
時
～
十
七
時
三
十
分

場
所　

本
会
会
議
室

出
席　

理
事
四
七
名
︵
委
任
一七
名
含
︶
監
事
二
名

　
　
　

名
誉
会
長
、
顧
問
、
相
談
役
他
七
名

︵
１
︶二
十
四
年
度
収
支
精
算
報
告

決
算
見
込
み
を
収
支
差
引
△
約
一六
〇
万
円
の
予
測
で
報

告
し
た
。

収
入
で
は
木
造
耐
震
講
習
会
の
受
講
者
増
で
約

五
五
〇
万
円
、メ
ー
カ
ー
リ
ス
ト
広
告
等
の
下
降
で
△
約

四
〇
万
円
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

支
出
で
は
事
務
局
職
員
の
下
半
期
賞
与
ゼ
ロ
に
よ
る
大
幅

な
人
件
費
の
削
減
が
あ
る
。

︵
２
︶公
益
社
団
法
人
移
行
認
定
の
本
申
請
完
了

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
付
け
で
、大
阪
府
知
事
に
宛

て
公
益
社
団
法
人
移
行
認
定
を
受
け
る
べ
く
本
申
請︵
電

子
申
請
︶を
行
い
、同
日
受
理
さ
れ
た
通
知
を
確
認
し
た
。

定
款
で
は
、定
時
総
会
の
定
足
数
は
通
常
一
／
二
の
と
こ
ろ

を一／
三
で
申
請
し
て
い
る
。

事
業
で
は
、公
益
目
的
事
業
を
行
う
に
際
し
て
、こ
れ
ま
で

と
変
わ
ら
な
い
目
的
で
あ
る
が
、会
員
に
限
定
す
る
活
動

は
、会
員
へ
利
益
を
供
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
行
わ
な
い
。

︵
３
︶新
規
建
築
対
象
の
無
料
会
員
体
験

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
新
規
建
築
士
登
録
者
を
対
象
と
し

て
、一
年
間
の
無
料
会
員
体
験
を
導
入
し
て
か
ら
三
年
を

経
過
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
年
度
も
正
規
の
入
会
者
に
繋
が
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
報
告
し
、標
記
体
験
シ
ス
テ
ム
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

︵
４
︶提
携
弁
護
士
と
業
務
に
関
す
る
覚
書
締
結

荒
井
俊
且
氏︵
荒
井
総
合
法
律
事
務
所
︶と
本
会
間
で
、

本
会
の
所
属
す
る
会
員
の
法
律
相
談
を
行
う
こ
と
を
合

意
し
て
覚
書
を
締
結
し
、建
築
相
談
時
な
ど
を
中
心
に
活

用
す
る
。

な
お
、弁
護
士
会
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は一線
を
画
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
編
集
後
記筑波

幸
一
郎
・
牧
野
高
尚
・
荒
木
公
樹

　
﹁
建
築
人
︵
け
ん
ち
く
び
と
︶﹂
は
今
号
で
四
回

目
を
迎
え
ま
し
た
。
木
原
千
利
先
生
は
、
私
た

ち
と
同
じ
大
阪
府
建
築
士
会
の
会
員
で
、
関
西
を

代
表
す
る
建
築
家
で
す
。
多
岐
に
わ
た
る
作
品
の

数
々
を
生
み
出
す
本
質
に
迫
り
た
い
と
い
う
思
い

で
編
集
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

一
〇
ペ
ー
ジ
下
段
の
﹁
甲
陽
幼
稚
園
﹂
の
写
真

は
、
園
児
三
人
が
並
ん
で
柱
型
の
ポ
ー
ズ
を
と
っ

た
微
笑
ま
し
い
も
の
で
す
。
木
原
先
生
が
園
児
た

ち
を
前
に
、﹁
あ
な
た
た
ち
が
こ
の
建
物
の
柱
の

よ
う
に
社
会
を
支
え
て
ほ
し
い
﹂
と
語
り
か
け
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伺
い
ま
し
た
。こ
の
言
葉
を
聞
き
、

住
ま
い
や
学
校
、
働
く
場
等
社
会
の
根
幹
と
な
る

器
づ
く
り
に
携
わ
る
職
能
へ
の
思
い
を
深
く
し
ま

し
た
。

　

木
原
先
生
に
は
、
来
る
七
月
号
に
て
、
村
野
藤

吾
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
パ
ー
ト
ナ
ー
を
務
め
ら

れ
た
森
忠
一
先
生
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
再
度
お
聞

き
す
る
予
定
で
す
。
森
先
生
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
触
れ
ら
れ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
だ
け
に
貴

重
な
機
会
と
な
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
特
集
で
多
大

な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
木
原
先
生
と
木
原
千
利

設
計
工
房
の
衛
藤
由
佳
さ
ん
に
深
く
感
謝
い
た
し

ま
す
。
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傘の家　木原千利

　昭和初期の平屋建て四軒長屋の端の一軒分、30坪程度の
敷地で二方道路に面している。
　周囲は古い家並みのため人間のスケールを超える建物は建っ
ていないが、道幅も狭く隣家との距離がないため、内部のプラ
イバシーの確保と、外に対して圧迫感を感じさせない工夫の必
要性が生じた。
　そこで円をふたつ合せた平面構成をとり軒を低くおさえ、周
辺への光と風をできるだけ妨げることのない形態とした。角の
ない円形は周囲に柔らかい雰囲気とシンボリックな効果をもた
らしてくれた。
　そしてこの円は鉄骨と木造の混合である。
　半径3.25ｍの開いたから傘を、ふたつ重ねた形で屋根を構成
し、車庫上部の中2階の居間を中心に、1階の食堂と2階のホー
ルが一室でつながり、30坪ほどの住宅に大きな広がりをもたら
している。
　また、ふたつの円の交点を中心に扇状につくられた庭は、道
路側に設けられた円弧状の塀で囲まれており、守られた中庭と
なっている。この中庭には玄関、食堂、半地下の小間、中2階の
居間、2階のホール、廊下が面しているが、各室から見る中庭に
植え込まれた木々や射し込む光は、見える角度によって異なっ
た印象を与えてくれる。
　道路側円弧状の塀には、建物平面をモチーフとしたトンボを
想わせるスリガラスがはめ込まれており、昼間は外を通る人や物
の影が写り、内より確認できる。夜は内のあかりがもれ出て、庭
木の影を写す。
　ほんのわずかな敷地であるにもかかわらず、光、風、光景の
変化に伴い、毎日新鮮な発見や楽しみ方が生まれた。

撮影：松村芳治


