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塩野義製薬 医薬研究センターSPRC4
竹中工務店設計部 小幡剛也、平岡宏一郎、庄田英行、佐藤達保

　大阪市北部を流れる神崎川と阪神高速道路に隣接するSPRC4は、
分散した既存4拠点研究所の集約による研究効率の向上及び知の結
集による相乗効果、新薬開発サイクルの短期化を実現する医薬研究の
基盤施設である。
　敷地における最大平面・最小断面の計画とし、立体的ワークプレイスに
よる研究者間コミュニケーションの活性化を図るとともに、外観を特徴づ
けるトリプルスキンをはじめ、様々な環境技術を採用し、研究所に求められ
る知的生産性の向上と社会的に求められる環境性能の両立をはかった。
　外装は低層部をコンクリート系材料で統一し、上部は3層にレイヤー化
されたアルミ縦ルーバー＋ランダムな外壁面＋耐力壁によるトリプルスキ
ンとし、バッファー廊下を熱的緩衝帯として利用することで、研究エリアの
外気からの熱負荷を大幅に低減している。また地熱利用冷温輻射パネル
空調、排熱回収システム、省風量型ヒュームフード・VAVシステム、液状化
対策（TOFT工法）や免震構造などを採用した。
　建物中心のワークプレイスには、高い階高（5.2ｍ）を利用した中間階
や明暗ある光環境によって、不均質で多様な居場所をつくりだすことで、
研究者間のコミュニケーションの活性化と研究者の知的生産性の向上
を期待している。

撮影：古川泰造　第58回大阪建築コンクール入賞作品
■プロフィール
小幡剛也（おばた・たけや）
1993年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第3設計部門 グループリーダー課長
平岡宏一郎（ひらおか・こういちろう）
1990年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第3設計部門 課長
庄田英行（しょうだ・ひでゆき）
1990年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第7設計部門 設計主任
佐藤達保（さとう・たつほ）
2006年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第3設計部門 設計担当
ランドスケープ：オンサイト計画設計事務所

■建物データ
建 築 主：塩野義製薬株式会社
設　　計：株式会社 竹中工務店
施　　工：株式会社 竹中工務店
所 在 地：大阪府豊中市二葉町3-1-1
用　　途：研究所
竣　　工：2011年7月
構造規模：SRC造 一部S及びRC造
　　　　　地上5階　塔屋1階
敷地面積：34627.97㎡
建築面積：10069.80㎡
延床面積：43929.84㎡
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築
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つ
い
て

編
集
人
代
表　

米
井　

寛

　

昨
年
四
月
に「
建
築
人
」の
紙
面
を
リ
ニュ
ー
ア
ル
し
、

一
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
会
員
全
般
を
対
象
と
し
つ
つ
、

様
々
な
立
場
の
読
者
を
想
定
し
た
幅
広
く
、
か
つ
深
く

掘
り
下
げ
た
内
容
の
記
事
を
掲
載
し
、
さ
ら
に
紙
面

デ
ザ
イ
ン
に
も
気
を
配
り
、
読
み
や
す
く
親
し
み
や
す

い
紙
面
を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
度
も
こ
の
方
針
を
継
続
し
ま
す
が
、
一
部
の
企

画
を
模
様
替
え
し
ま
す
。こ
れ
ま
で
の「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」

に
替
わ
っ
て
「
建
築
の
射
程
」
と
名
づ
け
た
新
企
画

を
四
月
号
か
ら
お
届
け
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
建
築
が
関

わ
る
対
象
や
領
域
を
よ
り
多
角
的
に
と
ら
え
、
特
に

建
築
と
文
化
と
の
関
わ
り
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と

い
う
主
旨
で
企
画
す
る
も
の
で
す
。
多
彩
な
執
筆
者

を
お
招
き
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
掲
載
さ
れ
た
建
築
作
品
を
対
象

と
す
る「
建
築
人
賞
」は
、今
年
で
第
六
回
目
と
な
り
、

本
会
の
主
催
す
る
賞
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
五
回
は
、
石
堂
威
氏
に
審
査
を
お
願
い
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
新
た
な
審
査
員
を
お
迎

え
す
る
予
定
で
す
。
詳
細
は
「
建
築
人
」
誌
上
で
改

め
て
ご
案
内
し
ま
す
が
、「
建
築
人
」
に
掲
載
さ
れ
た

作
品
は
す
べ
て
「
建
築
人
賞
」
の
審
査
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、皆
さ
ま
の
作
品
を
是
非
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」

に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
会
建
築
情
報
委
員
会
の
活
動
は
、
本
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

が
、
私
た
ち
は
、
従
来
か
ら
の
紙
媒
体
で
あ
る
「
建

築
人
」
を
建
築
士
と
建
築
士
会
と
を
つ
な
ぐ
重
要
な

媒
体
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
読
者
に
と
っ
て

魅
力
的
で
有
意
義
な
情
報
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
努

力
し
ま
す
の
で
、ご
愛
読
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
解
説

写
真　

田
籠
哲
也　

文　

牧
野
高
尚

　

大
阪
に
お
け
る
近
代
建
築
保
存
再
生
工
事
の
象
徴

的
な
建
物
と
言
え
ば
大
阪
市
中
央
公
会
堂
だ
。
始
ま

り
は
明
治
四
四
年
︵
一
九
一一
年
︶
に
株
式
取
引
所
仲

買
人
で
あ
っ
た
岩
本
栄
之
助
氏
の
寄
付
に
よ
る
。
翌
年

に
中
之
島
を
建
設
地
と
す
る
指
名
設
計
競
技
が
行
わ

れ
、
岡
田
信
一
郎
案
が
選
ば
れ
た
。
実
施
設
計
は
公

会
堂
建
設
事
務
所
︵
実
質
的
に
は
辰
野
片
岡
建
築
事

務
所
︶
が
担
当
。
構
造
は
鉄
骨
煉
瓦
造
及
び
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
に
よ
る
混
構
造
で
、
規
模
は
地
下
一
階
・

地
上
三
階
建
て
。
施
工
は
直
営
方
式
で
行
わ
れ
︵
清

水
組
大
阪
支
店
を
主
と
し
な
が
ら
分
離
発
注
︶
大
正

七
年
︵
一九一八
年
︶
に
竣
工
。

　

時
代
と
共
に
再
開
発
な
ど
に
関
す
る
議
論
が
高
ま

り
、
新
聞
で
は
景
観
保
存
も
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
最
中
、
大
阪
府
建
築
士
会
で
は
平
成

元
年
に「
再
生
案
へ
の
提
案
」
を
求
め
る
コ
ン
ペ
を
実
施
。

積
極
的
な
保
存
案
を
最
優
秀
作
品
と
し
て
選
出
し
、一

石
を
投
じ
た
。

　

忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
現
在
も
こ
の
美
し
い
大
正
建

築
が
在
り
続
け
る
の
は
、
先
人
達
の
も
の
づ
く
り
の
魂

と
、大
阪
人
の
熱
心
な
議
論
と
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

建築人　４
　　　　　　　　　  　2013

監修　　公益社団法人大阪府建築士会

　　　　建築情報委員会

編集　　建築情報委員会『建築人』編集部

　　　　編集人代表　米井　寛

　　　　編集人　　　荒木公樹　　　曽我部千鶴美

　　　　　　　　　　筑波幸一郎　　中江　哲　　

　　　　　　　　　　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　「戦後10年史」（1955.8）
表紙
下段　有楽町そごう（現・ビック
カメラ有楽町店・村野藤吾設計　
1957年）

（注１）1925年創立の童話・児童文
学の研究や作品発表を目的とした学
内サークル。多くの児童文学作家・翻
訳家・脚本家・編集者などを輩出して
いる。通称・童話会。

（注2）オリンピック特集号「新建築
1964年10月号」新建築社

（注3）40周年特集号「新建築1964
年6月号」新建築社

（注4）戦後10年史「新建築1955年
8月号」新建築社

（注5）川添登：1926年生。早大理工
学部建築学科卒。新建築の編集長
を務める。退社後は建築評論から民
俗学に至る分野で活躍。メタボリズム
に参加したほか、万博にも尽力した。

（注6）平良敬一：1926年生。1950年
「国際建築」編集部員、1953年「新
建築」へ移籍。「建築知識」「建築」

「SD」「都市住宅」「住宅建築」「造
景」など多数創刊に携わる。
宮嶋圀夫：1953年に「建築情報」から

「新建築」へ移籍。1961年から「建
築」の編集に加わりのちに編集長を
務める。

（注7）「建築」1960年創刊。創刊時
編集長は平良敬一。1976年休刊

（注8）新建築1957年8月号において
村野藤吾設計の「有楽町そごう」に対
して批判的な記事が掲載された。そ
の結果、村野氏とも親しかった社主・
吉岡保五郎の怒りを買うこととなり、
編集員全員が解雇されたという事件。

（注9）宮内嘉久：「THE JAPAN 
ARCHITECT」1956年創刊を担
当。後に「国際建築」「建築年鑑」な
どを編集。大谷幸夫らと五期会を設
立。

（注10）川添氏が岩田知夫。平良氏
が葉山和夫。宮内氏が灰地啓。他誌
を含めて執筆活動を行なっていた。

建
築
編
集
者
の
道
へ

北　

今
回
の
﹃
建
築
人
﹄
は
こ
れ
ま
で
と
は
違

い
建
築
家
で
は
な
く
、
編
集
者
と
し
て
長
年
活

動
さ
れ
て
き
た
石
堂
威
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

す
。
石
堂
さ
ん
は
早
稲
田
大
学
の
建
築
学
科
を

卒
業
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
編
集
者
と
し
て
新
建

築
社
に
入
社
さ
れ
た
き
っ
か
け
か
ら
お
話
い
た

だ
け
ま
す
か
。

石
堂　

私
は
大
学
に
入
学
し
た
時
点
で
は
何
と

な
く
建
築
を
選
ん
だ
だ
け
で
、
け
っ
し
て
熱
心

な
学
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
早
稲
田
大

学
に
は
坪
田
譲
治
さ
ん
な
ど
を
先
輩
に
も
つ

「
早
大
童
話
会
」︵
注
１
︶
と
い
う
サ
ー
ク
ル
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

に
所
属
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
元
来
文
系
向

き
の
人
間
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
建
築
学
科

で
は
い
わ
ば
変
わ
り
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

面
白
い
こ
と
に
同
じ
サ
ー
ク
ル
の
後
輩
で
、
法

学
部
を
出
た
亀
谷
信
男
さ
ん
は
彰
国
社
に
入

り
、﹃
デ
ィ
テ
ー
ル
﹄
と
﹃
建
築
文
化
﹄
の
編

集
長
を
つ
と
め
ま
し
た
。
当
時
は
、
就
職
は
夏

頃
か
ら
決
ま
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
私
は
大
学

四
年
の
後
半
に
な
っ
て
も
方
針
が
定
ま
ら
な
い

と
い
う
状
態
で
し
た
。
建
築
学
科
の
事
務
室
か

ら
「
ど
う
考
え
て
い
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
、
自

分
の
興
味
に
つ
い
て
話
し
た
と
こ
ろ
、
紹
介
さ

れ
た
の
が
新
建
築
社
で
し
た
。
本
を
作
る
こ
と

に
は
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
ま
ず
ア
ル
バ
イ
ト

と
い
う
か
た
ち
で
行
っ
て
、
な
じ
み
そ
う
だ
な

と
思
っ
て
、す
ん
な
り
と
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
四
〇
周
年
特
集
号
」
で
の
「
戦
後
一
〇

年
史
」
と
の
出
会
い

石
堂　

 

一
九
六
四
年
四
月
に
正
式
に
入
社
し

ま
し
た
。
一
九
六
四
年
と
い
う
の
は
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
あ
っ
た
年
で
、
一
〇
月
一
〇
日
の

開
幕
に
向
け
て
、
す
で
に
﹃
新
建
築
﹄
の
「
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
特
集
号
」︵
注
２
︶
が
動
き
出
し

て
い
て
、
私
も
そ
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

き
ま
し
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
施
設
の
一
部
工
事

は
開
幕
直
前
ま
で
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
通
常

の
日
程
で
あ
れ
ば
一
一
月
号
が
や
っ
と
だ
っ

た
の
で
す
が
、
一
〇
月
号
と
し
て
出
す
こ
と
が

至
上
命
令
で
、
そ
れ
は
大
変
で
し
た
。
し
か
し

思
い
返
す
と
、同
じ
年
の
六
月
号
が
﹃
新
建
築
﹄

の
創
刊
四
〇
周
年
に
当
た
っ
て
い
て
、
私
は
入

社
し
て
直
ち
に
こ
の
「
四
〇
周
年
特
集
号
」︵
注

３
︶
の
実
務
に
ぶ
ち
込
ま
れ
、
と
に
か
く
嵐
の

よ
う
な
忙
し
さ
の
中
で
社
会
人
と
し
て
の
毎

日
が
始
ま
り
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
私
が
入
社
し

た
年
に
記
念
的
な
号
が
続
き
、
た
ぶ
ん
こ
の
し

ん
ど
い
時
期
を
体
験
し
た
こ
と
が
、
の
ち
の

ち
、
通
常
号
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
気
持
ち
を

膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

こ
の
「
四
〇
周
年
特
集
号
」
は
、
戦
後
二
〇

年
ほ
ど
に
当
た
り
、
高
度
成
長
ま
っ
た
だ
中
、

経
済
復
興
を
遂
げ
て
社
会
の
基
盤
整
備
が
揃
い

つ
つ
あ
っ
た
頃
で
、
そ
れ
ま
で
の
建
築
界
の
総

ざ
ら
い
を
や
ろ
う
と
し
た
も
の
で
し
た
。

北　
「
四
〇
周
年
特
集
号
」
に
つ
い
て
は
事
前

に
拝
見
し
ま
し
た
が
、
非
常
に
し
っ
か
り
し
た

量
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

石
堂　

当
時
の
第
一
線
の
評
論
家
や
歴
史
家
、

西
山
夘
三
さ
ん
、
浜
口
隆
一
さ
ん
を
は
じ
め
、

神
代
雄
一
郎
、村
松
貞
次
郎
、山
本
学
治
、佐
々

木
宏
と
い
っ
た
方
々
に
論
文
を
書
い
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。西
山
さ
ん
に
は
戦
後
、﹃
新
建
築
﹄

が
復
刊
し
た
と
き
に
も
二
号
ほ
ど
特
集
で
担
当

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

今
の
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
誌
面
と
比
較
す
る
と

「
よ
く
ぞ
⋮
」
と
思
う
く
ら
い
に
文
字
の
多
い
、

堅
い
調
子
の
も
の
で
し
た
。当
時
は
そ
れ
だ
け
、

言
葉
や
思
想
を
大
事
に
す
る
気
分
が
み
な
ぎ
っ

て
い
た
の
で
す
ね
。
明
治
以
来
行
わ
れ
て
き
た

日
本
の
建
築
の
近
代
化
、
そ
の
確
認
を
誌
面
に

落
と
す
作
業
が
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
が
、
編
集

実
務
を
学
び
な
が
ら
、
同
時
に
、
私
は
こ
こ
で

肝
心
な
、「
建
築
と
は
何
か
」
を
仕
込
ま
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
編
集
部
は
、
建
築
作
品
と
建
築
界

と
社
会
の
出
来
事
を
内
容
と
し
た
簡
単
な
四
〇

年
史
を
自
分
た
ち
も
綴
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
全
員
が
分
担
し
て
や
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
二
四
頁
程
度
の
も
の
で
し
た
が
、
私
に
は

た
い
へ
ん
勉
強
に
な
り
、
建
築
の
歴
史
が
好
き

に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
私
は
戦
後
の
復
興

期
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
を
担
当
し
た

ん
で
す
。

　

そ
の
と
き
に
「
戦
後
一
〇
年
史
」︵
注
４
︶

と
い
う
当
時
の
編
集
長
・
川
添
登
︵
注
５
︶
さ

ん
た
ち
が
ま
と
め
た
﹃
新
建
築
﹄
の
特
集
号
に

出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
特
集
号
を
見
て
、
建
築

家
の
作
品
を
次
々
と
紹
介
し
て
い
く
だ
け
で
は

な
く
、
雑
誌
が
歴
史
を
紐
解
き
な
が
ら
過
去
の

作
品
も
取
り
上
げ
て
再
記
録
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
、
そ
の
方
法
を
知
り
、
そ
こ
で
改
め
て

関
心
を
持
ち
直
し
て
、
編
集
の
世
界
に
グ
グ
ッ

と
入
っ
て
い
き
ま
し
た
ね
。

編
集
員
全
員
解
雇
事
件

石
堂　
「
戦
後
一
〇
年
史
」
で
は
、
編
集
は
、

川
添
登
さ
ん
、
平
良
敬
一
さ
ん
、
宮
嶋
圀
夫
さ

ん
︵
注
６
︶
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
川
添
さ
ん

は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
平
良
さ
ん
と
宮

嶋
さ
ん
は
そ
の
後
、創
刊
さ
れ
た
﹃
建
築
﹄︵
注

７
︶
と
い
う
雑
誌
に
移
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
戦
後
一
〇
年
史
」
を
出
し
た
二
年
後
の
こ
と

で
、
一
九
五
七
年
に
編
集
員
全
員
解
雇
と
い
う

事
件
︵
注
８
︶
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
事
件

の
前
に
宮
内
嘉
久
︵
注
９
︶
さ
ん
も
編
集
部
に

加
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

北　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
最
近
知
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
編
集
の
方
針
と
い
う

の
は
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

石
堂　

随
分
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
以
前
は
、
川

添
さ
ん
、
平
良
さ
ん
、
宮
内
さ
ん
は
自
分
た
ち

の
ペ
ン
ネ
ー
ム
︵
注
10
︶
を
持
っ
て
い
て
、
編

集
者
で
あ
る
と
同
時
に
評
論
家
的
な
動
き
も
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
編
集
の
仕
事
を
や
っ
て
い
る

と
評
論
的
な
も
の
に
気
持
ち
が
向
い
て
い
く
の

建
築
人石

堂  

威

　

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
超

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
五
回
目
の
建
築
人
は
、
編
集
者
・
石
堂
威

さ
ん
。﹃
新
建
築
﹄
を
は
じ
め
、
数
々
の
建
築

雑
誌
・
書
籍
の
編
集
に
携
わ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

本
会
の
「
建
築
人
賞
」
に
お
い
て
も
、
創
設
時

か
ら
第
五
回
ま
で
審
査
委
員
長
を
務
め
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
長
年
の
編
集
の
仕
事
を
通
し
て
、

数
多
く
の
建
築
と
向
き
合
っ
て
来
ら
れ
ま
し

た
。
編
集
活
動
の
中
で
は
文
字
に
な
っ
て
い
な

い
ご
自
身
の
経
験
談
や
、
今
日
、
建
築
に
関
わ

る
人
と
し
て
、
仕
事
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
う
か

が
い
ま
し
た
。

撮影：田籠哲也
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は
自
然
だ
し
、
実
際
こ
の
時
代
は
思
想
が
に
ぎ

や
か
な
と
き
で
、
そ
の
渦
の
中
に
入
っ
て
い
く

の
は
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
設
計
の
実
務
に
就
い
て
い
る
建
築

家
か
ら
す
る
と
、
仕
事
に
役
立
つ
情
報
が
ほ
し

い
。
だ
け
ど
、
そ
こ
に
は
あ
ま
り
い
か
ず
に
一

方
に
片
寄
り
、そ
れ
が
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
い
う
中
で
事
件
が
起
き
た
の
で
す
。

　

事
件
後
は
方
針
が
変
わ
り
、
論
調
的
な
も
の

は
少
な
く
な
り
、
完
成
し
た
建
物
を
淡
々
と
紹

介
す
る
と
い
う
内
容
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
こ
が
面
白
い
と
こ
ろ
で
、
逆

に
読
者
が
増
え
て
い
っ
た
の
で
す
。
朝
鮮
戦
争

を
契
機
に
景
気
が
よ
く
な
っ
て
、
建
築
家
に
ど

ん
ど
ん
仕
事
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
建
ち
出
し
た
。
そ
う
し
た
社
会
の

動
き
が
雑
誌
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
、﹃
新

建
築
﹄
は
必
要
な
情
報
源
だ
と
思
わ
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
雑
誌
と
し
て
は
物
足
り
な
さ
は
あ
る

が
、
し
か
し
必
要
な
情
報
が
載
っ
て
い
る
、
と
。

　

今
の
﹃
新
建
築
﹄
も
、
こ
の
時
の
方
針
が
基

本
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
入
社
し
た
と
き

に
言
わ
れ
た
こ
と
は
、「
編
集
者
と
い
う
の
は

相
撲
で
い
え
ば
﹃
呼
び
出
し
﹄
で
あ
り
、﹃
行
司
﹄

で
は
な
い
。
行
司
は
読
者
な
ん
だ
」
と
。
編
集

者
は
個
人
的
な
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
て
、
時

に
応
じ
て
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
は
あ
る
に
し

て
も
、
誌
面
上
で
は
そ
れ
を
主
張
す
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
。

森
本　

編
集
方
針
が
変
わ
っ
て
、
そ
れ
に
物
足

り
な
い
と
い
う
読
者
も
出
て
き
た
結
果
、
他
の

建
築
雑
誌
が
伸
び
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

石
堂　

わ
か
り
ま
せ
ん
。﹃
新
建
築
﹄
の
方
針

転
換
を
批
判
し
て
、
他
雑
誌
を
応
援
す
る
と
い

う
か
、﹃
新
建
築
﹄
に
作
品
を
出
す
の
を
や
め

る
と
い
う
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
行
っ
た
建
築
家
も
い

ま
し
た
。
例
え
ば
丹
下
健
三
さ
ん
も
そ
う
い
う

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。墨
記
念
館︵
現
：
墨
会
館
・

一
九
五
七
年
︶
は
﹃
新
建
築
﹄
に
は
掲
載
さ
れ

て
お
ら
ず
、﹃
建
築
文
化
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
編
集
部
は
そ
の
状
態
が
長
く
続
く
こ
と

が
い
い
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
丹
下

さ
ん
に
働
き
掛
け
て
是
正
し
て
い
っ
た
の
で
す

ね
。
中
に
は
尾
を
引
い
た
方
も
い
た
よ
う
で
す

が
、
早
晩
、
解
消
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

で
す
か
ら
結
果
的
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報

が
違
う
形
で
誌
面
に
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
例
え
ば
地
方
か
ら
の
情
報
が
ず
い
ぶ
ん
載

る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
組
織
設
計
事
務
所
や
建

設
会
社
設
計
部
の
仕
事
も
、
こ
の
時
に
掘
り
起

こ
し
が
な
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
全
体
と
し
て

作
品
の
情
報
が
ど
こ
か
ら
も
上
が
っ
て
く
る
よ

う
に
な
っ
て
、
状
況
と
し
て
は
日
本
全
体
の
動

き
が
つ
か
め
る
よ
う
な
誌
面
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　

編
集
員
全
員
解
雇
事
件
で
触
れ
て
お
い
て
も

よ
い
と
思
う
の
は
、
解
雇
そ
の
も
の
は
当
事
者

に
す
れ
ば
大
き
な
こ
と
で
す
の
で
軽
々
に
語
れ

な
い
こ
と
で
す
が
、
結
果
か
ら
す
る
と
、
当
事

者
た
ち
の
そ
の
後
の
優
れ
た
社
会
的
活
動
を
み

る
と
、よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

核
分
裂
み
た
い
に
各
自
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
生

か
し
、
そ
れ
を
拡
げ
て
社
会
に
貢
献
さ
れ
て
き

ま
し
た
か
ら
。

時
代
の
転
換
点
を
読
む

森
本　

一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
か
ら
四
年
後

に
、
今
度
は
「
日
本
近
代
建
築
史
再
考
」︵
注

11
︶
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
華
や

か
な
誌
面
と
、「
日
本
近
代
建
築
史
再
考
」
の

表
紙
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
紫
と
黒
で
し
た

が
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
と
て
も
印
象
的
で
す
。

石
堂　

通
常
号
は
、
掲
載
作
品
の
中
か
ら
一
つ

選
ん
で
、
そ
れ
を
表
紙
に
使
う
わ
け
で
す
が
、

特
集
号
は
、
特
別
に
デ
ザ
イ
ン
し
て
も
ら
い
ま

す
。
こ
れ
は
亀
倉
雄
策
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
で
、

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ン
の
大
御
所
で
し
た
。

　

四
〇
周
年
特
集
と
同
じ
よ
う
に
、
村
松
貞
次

郎
、
近
江
栄
、
山
口
廣
、
長
谷
川
堯
と
い
う
四

人
の
歴
史
家
に
監
修
者
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、

論
文
を
書
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

荒
木　

一
九
七
三
年
と
い
う
の
が
私
と
し
て

は
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
戦
後
住
宅
の
着
工
件
数
が
一
番
多

か
っ
た
年
が
一
九
七
三
年
で
す
が
、
そ
こ
か
ら

右
肩
下
が
り
に
な
っ
て
い
く
。
一
九
七
四
年
と

い
う
の
は
ち
ょ
う
ど
時
代
が
変
わ
る
時
な
ん

で
す
ね
。

石
堂　

そ
う
で
す
。
少
し
話
は
戻
り
ま
す
が
、

高
度
経
済
成
長
が
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
に

向
け
て
続
き
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
超
高

層
ビ
ル
な
ど
、
大
型
の
ビ
ル
が
で
き
て
い
き
ま

し
た
。
皇
居
お
堀
端
の「
パ
レ
ス
サ
イ
ド
ビ
ル
」

が
一
九
六
六
年
、
超
高
層
一
号
の
「
霞
ヶ
関
ビ

ル
」
が
一
九
六
八
年
。
ち
ょ
う
ど
、
今
の
中
国

み
た
い
に
急
激
に
日
本
が
動
い
て
い
っ
た
時
代

で
す
ね
。
今
、
中
国
で
起
き
て
い
る
公
害
問
題

が
、
日
本
で
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
始

ま
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
ピ
ー
ク
に

達
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

こ
の
特
集
号
は
、
一
九
七
三
年
の
初
め
に
企

画
開
始
。
ま
だ
タ
イ
ト
ル
や
内
容
の
方
向
性
が

定
ま
ら
な
い
段
階
で
、
ま
だ
ま
だ
高
度
成
長
が

止
ま
る
と
は
だ
れ
も
考
え
な
い
中
で
始
ま
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
が
雑
誌
編
集
の
醍
醐

味
な
ん
で
す
が
、
こ
の
年
の
一
〇
月
に
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
進

め
て
い
た
内
容
を
放
擲
し
、
急
遽
、
企
画
の
見

直
し
と
な
り
、
テ
ー
マ
が
「
日
本
近
代
建
築
史

再
考
」
と
定
ま
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
企
画
を

立
ち
上
げ
た
時
は
「
再
考
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

焦
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
近
代
化
の
中

で
の
建
築
界
再
点
検
」
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
生
ん
だ
建
築
史
に

お
け
る
視
点
の
大
転
回
、
歴
史
認
識
の
切
り
替

え
が
明
示
さ
れ
た
時
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
認

識
が
監
修
者
と
編
集
部
の
共
有
の
も
の
と
な
り

ま
し
た
。

上段　パレスサイドビル（日建設
計・林昌二　1966年）
下段　霞ヶ関ビル（山下設計　
1968年）

（注12）連載・建築明治100年「新建
築1966年6月号～1968年1月号」
新建築社

（注13）近代の呪縛に放て「建築文
化1975年11月～1977年10月号
連載　八束はじめ・布野修司他

（注14）特集EXPO‘70「新建築
1970年5月号」新建築社

歴
史
家
と
の
協
働

石
堂　
「
日
本
近
代
建
築
史
再
考
」
の
頃
は
、

建
築
の
歴
史
家
と
編
集
部
の
関
係
が
非
常
に
う

ま
く
い
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
後
、
日
本
が
復
興

を
目
指
し
て
、
み
ん
な
が
意
気
高
揚
し
、
専
門

を
超
え
て
リ
ン
ク
し
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え

た
時
代
で
し
た
。
今
は
結
構
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
当
時
は
、
村
松
貞
次
郎
さ
ん

や
小
能
林
宏
城
さ
ん
に
「
建
築
明
治
一
〇
〇

年
」︵
注
12
︶
と
い
う
連
載
を
お
願
い
し
て
い

て
、
常
に
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
を
掲
載
し

て
い
ま
し
た
。
読
者
側
も
雑
誌
は
、
作
品
と
そ

れ
に
因
ん
だ
記
事
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う

認
識
が
ご
く
自
然
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

当
時
、﹃
建
築
文
化
﹄
に
し
て
も
、
同
じ
よ
う

な
歴
史
も
の
の
企
画
が
あ
り
ま
し
た
。「
近
代

の
呪
縛
に
放
て
」︵
注
13
︶
だ
と
か
。
近
代
を

も
う
一
回
見
直
そ
う
と
い
う
時
代
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

「
一
〇
一
」
の
意
味
、
み
ん
な
で
考
え
る

森
本　
「
日
本
近
代
建
築
史
再
考
」
を
拝
見
す

る
と
、
石
堂
さ
ん
自
ら
カ
メ
ラ
マ
ン
に
つ
い
て

大
阪
に
も
来
た
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。

一
〇
〇
選
で
し
た
か
、
全
て
に
行
か
れ
た
の
で

す
か
？

石
堂　
「
一
〇
一
」
で
す
ね
。
全
部
は
行
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
東
京
を
そ
ん
な
に
長
く
空
け
る

こ
と
を
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
分
担
し
て
取
材

し
ま
し
た
。
で
も
、か
な
り
、こ
の
と
き
に
行
っ

て
見
ま
し
た
。

　
「
一
〇
一
」
と
し
た
の
は
、
本
当
は
一
〇
〇

点
だ
け
れ
ど
も
、
必
ず
見
落
と
し
が
あ
る
わ
け

だ
か
ら
、
一
〇
一
の
一
は
あ
な
た
の
も
の
で
す

よ
と
い
う
意
味
で
、
一
〇
一
に
し
た
の
で
す

︵
笑
︶。
掲
載
し
て
い
る
数
は
一
〇
〇
で
す
。

北　

現
在
、
雑
誌
を
作
る
中
で
こ
れ
ほ
ど
編
集

者
と
歴
史
家
が
緊
密
な
関
係
を
築
き
な
が
ら

や
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
い
気
が
す

る
の
で
す
が
。

石
堂　

そ
の
よ
う
な
状
況
は
非
常
に
残
念
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
原
因
が
あ
っ
て
そ

う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。「
み
ん
な
で
考
え

る
」
と
い
う
こ
と
が
薄
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
３
・
１
１
が
起
こ
り
、

今
の
日
本
は
い
ろ
ん
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。
そ
こ
は
も
う
み
な
さ
ん
が
背
負
う
問
題
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

河
野　

み
ん
な
で
考
え
る
と
い
う
の
は
、昔
は
、

個
人
で
、
論
文
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
が
書
い

た
も
の
を
集
約
し
た
と
い
う
感
じ
で
す
が
、
最

近
は
対
談
形
式
と
い
う
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
対
談
形
式
は
、
み
ん
な
で
考
え
る
と
い
う

も
の
に
は
入
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

石
堂　

対
談
も
一
つ
の
形
式
だ
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
編
集
者
自
身
が
、
大
き
な
企
画
を
考

え
る
、
歴
史
家
に
加
わ
っ
て
も
ら
っ
て
何
か
一

緒
に
や
る
、
と
い
う
必
要
性
を
あ
ま
り
思
わ
な

く
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
ま
で
の
切
実
感
が
な
い

の
か
、
ち
ょ
っ
と
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
き
な

問
題
提
起
を
し
て
い
な
い
な
と
い
う
の
は
感
じ

ま
す
。

森
本　

楽
し
ん
で
い
る
と
い
っ
た
ら
語
弊
が
あ

る
の
で
す
が
、
ま
ず
磯
崎
新
さ
ん
が
近
代
建
築

を
熱
く
、
か
な
り
の
労
力
で
分
析
さ
れ
て
い
る

の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味

で
も
編
集
者
と
磯
崎
さ
ん
た
ち
と
の
関
係
性
も

と
て
も
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

石
堂　

え
え
、
そ
う
で
す
ね
。
磯
崎
さ
ん
は
歴

史
に
も
詳
し
い
。
歴
史
家
よ
り
も
詳
し
い
と
こ

ろ
が
あ
る
︵
笑
︶。
と
い
う
よ
り
ご
自
分
の
推

論
を
立
て
る
ん
で
す
。
作
家
ら
し
く
ね
。
た
と

え
そ
の
推
論
が
間
違
っ
て
い
て
も
、
そ
の
ほ
う

が
非
常
に
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
と
か
ね
。
そ

の
点
、
歴
史
家
は
事
実
を
き
ち
っ
と
押
さ
え
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
建
築
家
は
思
う
こ
と

を
組
み
立
て
て
い
け
る
自
由
さ
が
あ
る
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
で
歴
史
家
も
刺
激
を
受
け
た
し
、

い
い
関
係
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

　
「
日
本
近
代
建
築
史
再
考
」
で
は
、
歴
史
家

だ
け
の
作
業
に
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
よ
ね
と
い

う
話
を
編
集
部
で
し
て
、
じ
ゃ
あ
建
築
家
も
か

ま
せ
よ
う
、
誰
が
い
い
だ
ろ
う
、
と
。
そ
れ
で

磯
崎
さ
ん
に
話
を
し
た
ら
、
面
白
い
、
乗
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
磯
崎
さ
ん
の
コ
ー
ナ
ー
が
で
き

ま
し
た
。
そ
れ
が
「
デ
ザ
イ
ン
の
刻
印
」
と
い

う
部
分
で
、
磯
崎
さ
ん
が
歴
史
家
の
鈴
木
博
之

さ
ん
と
ペ
ア
で
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

歴
史
家
た
ち
が
進
め
て
き
た
作
業
に
つ
い
て

ち
ょ
っ
と
説
明
し
ま
す
と
、
幕
末
か
ら
明
治
、

大
正
、
昭
和
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
に
西
洋

の
様
式
が
入
っ
て
き
て
、
伝
統
的
な
も
の
と
混

じ
り
合
い
つ
つ
、
何
と
な
く
序
列
化
さ
れ
た
見

方
、固
定
化
さ
れ
た
価
値
観
が
生
ま
れ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
背
骨
の
中
心
に
は
ど
う
や
ら
縦
軸
、

進
歩
軸
の
思
想
が
確
固
と
し
て
あ
っ
て
、
オ
イ

ル
シ
ョ
ッ
ク
が
も
た
ら
し
た
横
軸
の
歴
史
認
識

と
は
違
う
、
と
り
あ
え
ず
す
べ
て
を
一
旦
ご
破

算
に
し
て
み
よ
う
。
と
に
か
く
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
全
部
を
ば
ら
け
さ
せ
て
、
そ
の
中
か
ら
「
進

歩
軸
」
で
は
な
く
「
充
実
軸
」
で
拾
い
上
げ
て

み
よ
う
。
建
築
作
品
、
建
築
論
文
、
建
築
家
、

そ
れ
ぞ
れ
を
「
一
〇
〇
」
選
ん
で
み
よ
う
、と
。

そ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
一
〇
一
」
で
、
コ
ン

セ
プ
ト
と
な
り
、
各
自
の
論
文
が
出
来
て
い
き

ま
し
た
。

臨
時
増
刊
号
に
つ
い
て

北　

そ
の
後
、
臨
時
増
刊
号
が
続
き
ま
す
が
、

特
集
号
や
臨
時
増
刊
号
の
反
応
な
ど
に
つ
い
て

教
え
て
下
さ
い
。 

石
堂　
﹃
新
建
築
﹄
は
月
刊
誌
の
中
で
「
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
特
集
」
や
「
万
博
特
集
」︵
注
14
︶

な
ど
の
特
集
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
き
て
、
そ
れ

は
や
は
り
売
れ
る
わ
け
で
す
。
な
ら
ば
、
と
経

営
者
は
、
特
集
号
を
臨
時
増
刊
と
し
て
プ
ラ
ス

一
冊
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
そ
の
第
一
号
が

「
日
本
近
代
建
築
史
再
考
」
で
、
こ
れ
は
版
を

重
ね
ま
し
た
。
堅
い
内
容
で
し
た
が
、
こ
れ
が
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上 段 　 幻 庵 （ 石 山 修 武 設 計 　
1975年）
中段　中野本町の家（伊東豊雄設
計　1976年）
下段　54の屋根（石井和紘設計
1979年）

（注19）平和な時代の野武士達「新
建築1979年10月号」新建築社

（注20）1974年8月30日に東京都
千代田区丸の内で発生した東アジア
反日武装戦線「狼」による無差別爆
弾テロ事件

（注21）語りの中で、建築は社会的な
ものであるが、建築家はそれでも1％
のものとしてあり、いくら社会化したと
いっても村野は残っている、と語って
いる。

上段　「昭和住宅史」表紙
中段　聴竹居（藤井厚二設計　
1928年）
下段　岡田邸（堀口捨己設計　
1934年）

（注15）建築昭和史「新建築1975
年12月臨時増刊」新建築社

（注16）昭和住宅史「新建築1976
年11月臨寺増刊」新建築社

（注17）馬場璋造：1935年生。1959
年新建築社入社。1971年より取締
役編集長。1990年（株）建築情報シ
ステム研究所設立。プロフェッショナ
ルアドバイザーとして数々の設計競技
に携わる。

（注18）吉岡保五郎（1888-1972）：
新建築を創刊。のちに吉岡文庫を設
立して建築関係の育英事業に尽く
した。

売
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
自
信
を
深
め
た
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
臨
時
増
刊
号
を

毎
年
一
冊
作
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
戦
後
、﹃
新
建
築
﹄
が
復
刊
を
果
た
し

て
安
定
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、﹃
新
建
築
﹄
の

内
容
を
海
外
に
向
け
て
紹
介
し
よ
う
と
い
う
こ

と
で
、﹃japan architect

︵
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ー

キ
テ
ク
ト
、
後
にJA

と
改
名
︶﹄
と
い
う
英

文
版
が
月
刊
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
川
添
さ
ん
た

ち
の
時
代
で
す
。
こ
の
英
文
版
を
作
っ
た
こ
と

で
日
本
の
建
築
家
の
作
品
、
デ
ザ
イ
ン
が
海
外

に
発
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
海
外
で
も
日
本
の
状
況
が
わ
か
り
、
日

本
の
建
築
家
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
内
外

の
建
築
家
が
気
楽
に
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
環
境
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の

﹃japan architect

﹄
は
目
に
見
え
な
い
大
き

な
働
き
を
建
築
界
に
も
た
ら
し
ま
し
た
。
た
だ

し
、
雑
誌
社
と
し
て
は
経
営
的
に
苦
労
し
て
い

ま
し
た
。

　

第
一
号
の
翌
年
一
九
七
五
年
は
佐
々
木
宏
さ

ん
の
監
修
の
下
、臨
時
増
刊「
建
築
昭
和
史
」︵
注

15
︶
を
出
し
ま
し
た
。
創
刊
し
た
と
き
か
ら
の

﹃
新
建
築
﹄
の
五
〇
年
間
を
一
冊
に
と
い
う
こ

と
で
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
的
な
編
成
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
翌
年
は
「
昭
和
住
宅
史
」︵
注
16
︶
を

ま
と
め
、
そ
れ
な
り
の
評
価
を
得
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。
監
修
者
は
横
山
正
さ
ん
で
、
取
り
上

げ
る
住
宅
の
選
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
、
四
編
の
作
家
論
を
組
み
込
み
ま
し
た
。
藤

井
厚
二
論
を
小
能
林
宏
城
さ
ん
、
堀
口
捨
己
論

を
磯
崎
新
さ
ん
、
吉
村
順
三
論
を
林
昌
二
さ

ん
、
篠
原
一
男
論
を
伊
東
豊
雄
さ
ん
に
執
筆

を
お
願
い
し
ま
し
た
。
藤
井
厚
二
の
聴
竹
居

︵
一
九
二
八
年
︶
は
、
こ
の
と
き
は
歴
史
の
中

に
埋
も
れ
て
い
て
、
藤
井
厚
二
著
の
﹃
日
本
の

住
宅
﹄
を
頼
り
に
京
都
・
山
崎
の
山
を
、
横
山
、

小
能
林
、
私
の
三
人
で
探
し
ま
わ
り
、
よ
う
や

く
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
う
し
た
発
見
は
楽
し

か
っ
た
で
す
ね
。

　

藤
井
厚
二
さ
ん
は
京
大
教
授
に
招
か
れ
る

前
、
竹
中
工
務
店
の
初
代
設
計
部
長
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
当
時
、
常
務
取
締
役
で
あ
っ

た
岩
本
博
行
さ
ん
に
「
発
見
」
の
話
を
し
ま
し

た
ら
、
ぜ
ひ
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
案
内
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
磯
崎
さ
ん
の
推
論
の
話
を
し
ま
し

た
が
、磯
崎
さ
ん
は
こ
の
「
昭
和
住
宅
史
」
で
、

堀
口
さ
ん
の
作
品
、例
え
ば
岡
田
邸︵
一
九
三
四

年
︶
を
取
り
上
げ
て
た
い
へ
ん
興
味
深
い
「
堀

口
捨
己
論
」
を
書
か
れ
ま
し
た
。
岡
田
邸
は
、

洋
風
と
和
風
の
部
分
を
、
融
合
で
は
な
く
、
接

合
し
て
合
体
さ
せ
た
面
白
い
作
品
で
、
そ
れ
を

磯
崎
さ
ん
が
分
析
さ
れ
た
。
し
か
し
後
か
ら
資

料
が
出
て
き
て
、
磯
崎
さ
ん
の
推
論
は
基
本
的

に
は
違
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
明
ら

か
に
な
っ
て
も
、
磯
崎
さ
ん
の
推
論
の
ほ
う
が

魅
力
的
で
し
た
︵
笑
︶。
推
論
を
読
む
こ
と
で
、

逆
に
岡
田
邸
を
意
識
す
る
、
認
識
す
る
わ
け
で

す
。
そ
の
よ
う
に
、
磯
崎
さ
ん
の
論
に
は
人
を

引
き
つ
け
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
誤
解
は
誤

解
で
い
い
ん
だ
、
誤
解
を
も
の
と
も
せ
ず
前
に

進
ん
で
い
く
、
そ
れ
で
よ
い
、
と
ね
。

臨
時
増
刊
号
で
の
苦
労

石
堂　

臨
時
増
刊
は
、
最
初
は
年
に
一
冊
だ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
年
に
二
冊
に
な
っ
た
時

も
あ
り
ま
し
た
。
毎
号
の
月
刊
誌
を
こ
な
し
な

が
ら
で
し
た
か
ら
大
変
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も

な
ん
と
か
出
来
た
の
は
ス
タ
ー
ト
時
の
し
ん
ど

か
っ
た
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

付
き
合
わ
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
よ
く
耐
え

た
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
臨
時
増
刊
に
積
極
的
に
関
わ
る
中
で
感

じ
た
の
は
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
見
る
と
ほ
と

ん
ど
デ
ー
タ
が
揃
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
か
ろ
う
じ
て
設
計
者
名
と
施
工
者
名
、

竣
工
年
、
場
所
ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
す
ら
定
か
で

な
い
も
の
が
ま
ま
あ
り
ま
し
た
。
戦
前
も
、
戦

後
も
そ
う
で
す
。
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
時
期
が

だ
い
た
い
完
成
年
だ
と
し
て
も
、
実
際
、
竣
工

年
と
発
表
年
と
は
違
う
こ
と
も
多
い
、
そ
れ
を

確
か
め
る
の
に
時
間
が
か
か
り
、
建
物
の
完
成

時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ろ
ん
な
協
力
者
が
い
る

は
ず
な
の
に
そ
の
記
録
も
な
い
。
後
で
整
理
し

た
り
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
き
ち
ん
と
し

た
デ
ー
タ
が
な
い
と
い
う
の
は
、
い
つ
か
解
決

し
な
い
と
い
け
な
い
問
題
だ
と
思
い
ま
し
た
。

馬
場
璋
造
さ
ん
と
の
編
集
活
動

北　

石
堂
さ
ん
が
編
集
長
に
な
ら
れ
た
の
は

一
九
八
〇
年
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
以
前

に
実
質
的
に
﹃
新
建
築
﹄
を
作
っ
て
こ
ら
れ
た

時
期
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

石
堂　

編
集
長
に
な
る
前
の
一
〇
年
く
ら
い
は

編
集
次
長
と
し
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最
終
的

に
は
編
集
長
の
承
認
を
得
る
け
れ
ど
も
、
自
分

の
判
断
で
か
な
り
の
こ
と
を
や
れ
る
環
境
に
あ

り
ま
し
た
。
必
要
に
応
じ
て
自
分
の
や
り
た
い

こ
と
を
話
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ

な
り
に
自
分
で
処
理
で
き
る
と
い
う
自
由
な
気

風
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
私
の
前
の
編
集
長
、
馬
場
璋
造
さ

ん
︵
注
17
︶
は
考
え
方
が
広
く
、ま
た
柔
軟
で
、

だ
か
ら
こ
そ
私
な
り
の
活
動
も
許
容
さ
れ
た
の

だ
と
思
う
の
で
す
。
全
員
解
雇
の
事
件
後
、
発

行
人
で
あ
っ
た
吉
岡
保
五
郎
さ
ん
︵
注
18
︶
が

名
目
上
編
集
長
を
兼
ね
て
い
た
の
で
す
が
、
あ

る
と
き
馬
場
さ
ん
が
編
集
長
を
受
け
継
が
れ

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
の
編
集
次
長
も
始
ま

り
ま
し
た
。

　

馬
場
さ
ん
は
外
向
的
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的

な
感
覚
が
か
な
り
お
あ
り
で
、
私
は
、
デ
ス
ク

的
な
も
の
を
得
意
と
し
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
取
材
も
私
な
り
に
し
ま
し
た
が
、
馬
場
さ
ん

が
広
い
動
き
を
さ
れ
て
い
た
の
で
、
私
は
そ
れ

を
埋
め
る
と
い
う
か
、
編
集
の
実
務
を
か
な
り

行
い
ま
し
た
。
コ
ン
ビ
の
よ
う
な
関
係
、
と
い

え
る
で
し
ょ
う
か
。

「
野
武
士
」
の
誕
生
︱
編
集
長
代
理
か
ら

編
集
長
へ

石
堂　

一
九
七
九
年
、
当
時
編
集
長
だ
っ
た
馬

場
さ
ん
が
病
気
で
倒
れ
、
急
遽
、「
と
に
か
く

代
わ
り
に
や
れ
」
と
い
う
こ
と
で
私
が
編
集
長

代
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
手
配
が
済

ん
で
い
た
次
号
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
次
々

号
は
自
分
で
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
若
手
の
作
品
が
集
ま
っ

て
来
て
い
た
の
と
、
槇
文
彦
さ
ん
が
東
京
大
学

の
教
授
に
な
っ
た
と
い
う
話
も
耳
に
し
て
、
一

冊
全
部
を
使
っ
て
槇
さ
ん
に
若
手
建
築
家
の
作

品
批
評
を
や
っ
て
も
ら
お
う
と
考
え
ま
し
た
。

槇
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

最
初
は
、
と
う
て
い
無
理
だ
と
言
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
で
も
翌
日「
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
電
話
を
い
た
だ
き
、
槇
さ
ん
が
夏
の
暑

い
日
に
ご
自
分
一
人
で
作
品
を
見
て
歩
い
て
、

書
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
「
平
和
な
時
代
の
野

武
士
達
」︵
注
19
︶
で
す
。
海
外
で
は
建
築
を

よ
く
見
て
き
た
が
、
国
内
の
建
物
は
あ
ま
り
見

て
い
な
い
の
で
、
と
言
わ
れ
た
時
は
ホ
ッ
と
し

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
、
こ
れ
か

ら
学
生
と
接
し
て
い
く
う
え
で
必
要
な
こ
と
と

思
わ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
九
七
九
年
一
二
月
号
で
は
、
一
九
七
〇
年

代
の
終
わ
り
の
号
と
い
う
こ
と
で
、
日
建
設
計

の
林
昌
二
さ
ん
に
巻
頭
の
文
を
お
願
い
し
ま
し

た
。「
歪
め
ら
れ
た
建
築
の
時
代
」
と
題
さ
れ

た
中
に
、
学
園
紛
争
か
ら
始
ま
り
、
社
会
的
暴

力
の
横
行
、
三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
︵
注
20
︶
に

象
徴
さ
れ
る
ビ
ル
防
衛
の
時
代
に
入
っ
た
こ

と
を
沈
痛
に
思
う
心
情
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
九
七
四
年
に
起
き
た
爆
破
事
件
か
ら
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
は
も
ち
ろ
ん
、
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
で
さ

え
も
次
々
と
閉
鎖
的
に
な
り
、
市
民
が
街
か
ら

追
い
出
さ
れ
る
よ
う
な
暗
い
気
持
ち
に
な
っ
た

時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
過
去
形
だ
け
で
は
す
ま

な
い
、
現
在
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
社
会
の
現

実
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
指
摘
を

誌
面
の
ど
こ
か
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
の
必
要

性
を
時
々
思
い
ま
す
。

デ
ー
タ
を
揃
え
る

石
堂　
「
野
武
士
」
の
一
〇
月
号
が
発
刊
さ
れ

た
あ
と
、
編
集
長
を
続
け
て
や
れ
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
、一
九
八
〇
年
一
月
号
の
企
画
で
は
、

そ
れ
ま
で
漠
然
と
思
っ
て
き
た
こ
と
を
や
っ
て

み
よ
う
と
決
心
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
論
文
と
い

う
形
式
は
残
し
つ
つ
、
一
方
で
、
話
し
言
葉
を

生
か
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
を
取
り
入
れ
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
論
文
と
い
う
の
は
や
は
り

堅
い
で
す
よ
ね
。
建
築
家
の
中
に
も
、
書
く
こ

と
を
厭
わ
な
い
人
、
話
す
の
は
い
い
け
れ
ど
も

書
く
の
は
苦
手
と
い
う
人
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

い
ろ
ん
な
人
に
登
場
し
て
も
ら
い
た
い
、
も
っ

と
気
軽
に
発
言
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
こ
で
話

を
聞
い
て
編
集
で
ま
と
め
る
と
い
う
形
式
が
出

て
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
建
築
の
デ
ー
タ

を
き
ち
ん
と
記
録
す
る
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
八
〇
年
一
月
号
で

は
、
村
野
藤
吾
さ
ん
の
長
め
の
語
り
「
社
会
的

芸
術
と
し
て
の
建
築
」
が
話
し
言
葉
で
登
場
し

ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
長
谷
川
堯
さ
ん
と
の
対

話
の
中
で
、「
建
築
家
は
一
％
」
説
︵
注
21
︶

が
村
野
さ
ん
の
口
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
デ
ー
タ
詳
細
図
を
作
品
ペ
ー
ジ
の
後
に
ま

と
め
て
置
き
ま
し
た
。

北　

矩
計
図
も
入
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

石
堂　

ま
だ
試
行
錯
誤
の
時
期
で
し
た
。
そ
れ

ま
で
な
ぜ
デ
ー
タ
が
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
編
集
者
が

ペ
ー
ジ
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
い
く
上
で
、
す
っ

き
り
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
を
志
向
す
る
と
、
い
わ

ゆ
る
デ
ー
タ
と
い
う
の
は
余
計
な
も
の
、
邪
魔

な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て

デ
ー
タ
を
後
ろ
に
持
っ
て
い
こ
う
、
と
。
す
る

と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
解
決
で
き
る
よ
う
に
思

え
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
乗
り
越
え
な
く

て
は
い
け
な
い
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
後
ろ
に

必
要
な
デ
ー
タ
を
集
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
ペ
ー

ジ
数
を
用
意
で
き
る
か
、と
い
う
こ
と
で
し
た
。

つ
ま
り
ペ
ー
ジ
の
捻
出
で
、
作
品
を
一
つ
か
二

つ
外
す
決
断
が
必
要
で
し
た
。
外
し
て
で
も
や

る
べ
き
だ
と
の
最
終
判
断
を
下
し
て
、
デ
ー
タ

欄
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

デ
ー
タ
を
記
入
す
る
シ
ー
ト
の
項
目
作
成
も

重
要
で
し
た
。
ま
ず
は
何
人
か
の
建
築
家
に

協
力
を
依
頼
し
て
、
用
意
し
た
項
目
に
書
き
込

み
を
し
て
も
ら
い
、
何
回
か
試
み
ま
し
た
。
そ

う
し
て
作
品
を
掲
載
し
て
も
ら
う
個
人
や
組
織

に
、デ
ー
タ
シ
ー
ト
を
毎
月
送
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
届
く
と
、
相
手
は
依
頼
が
来
た
と
認
識

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形
式
に
も
な
っ
て
、

お
互
い
に
は
っ
き
り
し
ま
し
た
ね
。
そ
れ
ま
で

は
電
話
で
、
次
号
で
お
願
い
し
ま
す
と
い
う
ぐ

ら
い
で
し
た
か
ら
。

　

ま
も
な
く
他
の
各
誌
も
そ
れ
を
倣
う
よ
う
に

な
り
、
当
時
は
、
あ
の
雑
誌
も
や
り
だ
し
た
な
、

く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
か
ら
思

う
と
、
こ
れ
は
か
な
り
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
一
九
八
〇

年
以
降
の
雑
誌
は
、
だ
い
た
い
デ
ー
タ
が
き
ち

ん
と
あ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
雑
誌
だ
け
で

な
く
、
事
務
所
の
保
存
フ
ァ
イ
ル
で
も
、
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
発
見
か
ら
発
明
に
つ
な
が
っ
た

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

筑
波　

石
堂
さ
ん
が
作
ら
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

は
、
完
成
形
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
臨
時
増
刊

号
を
編
集
す
る
作
業
で
必
要
に
迫
ら
れ
て
デ
ー

タ
を
揃
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

ま
と
め
る
の
が
好
き
だ
と
か
石
堂
さ
ん
ご
自
身

の
性
格
的
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

石
堂　

必
要
だ
と
思
っ
た
ら
、
考
え
続
け
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。
あ
と
は
い
つ
も
言

わ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
め
込
み
ま
す
ね

︵
笑
︶。
パ
ッ
パ
ッ
と
答
え
が
出
て
こ
な
い
。
何

か
悶
々
と
し
て
い
る
。
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中
澤　

何
か
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
中
で
、
そ

れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
た
ら
分
か
り
や

す
く
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
続
け

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
整
理
し
た
り
す
る
の
が

も
と
も
と
の
本
分
で
は
な
さ
そ
う
な
気
は
し
た

ん
で
す
が
。

石
堂　

パ
ソ
コ
ン
の
画
面
の
中
で
も
い
ろ
ん
な

も
の
が
並
列
で
バ
ー
ッ
と
並
ん
で
い
る
感
じ
で

す
ね
。
整
理
し
た
よ
う
で
い
て
結
構
矛
盾
が
あ

る
と
い
い
ま
す
か
。
残
し
た
矛
盾
の
中
に
ま
た

違
う
何
か
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
空

中
に
浮
か
せ
て
い
る
状
態
を
結
構
楽
し
ん
で
い

る
ん
で
す
。

一
九
八
五
年
臨
時
増
刊
号
「
二
〇
〇
一

年
の
様
式
」

石
堂　

一
九
八
五
年
に
は
六
〇
周
年
特
集
号
で

「
二
〇
〇
一
年
の
様
式
」︵
注
22
︶
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
入
社
当
時
の
一
九
六
〇
年
代
は
モ
ダ

ニ
ズ
ム
礼
賛
の
時
代
で
、「
様
式
」
と
い
う
言

葉
に
は
強
い
反
発
が
あ
り
、
死
語
に
も
近
い
状

況
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
五
〇
周
年
特
集

号
の
「
再
考
」
で
息
を
吹
き
返
し
た
感
が
あ
り
、

一
九
八
〇
年
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
つ
な
が
る

動
き
を
耕
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
り

ま
し
た
。
西
欧
の
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き

た
様
式
、
国
や
地
域
、
民
族
の
中
で
変
転
し
て

き
た
建
築
の
ス
タ
イ
ル
、
そ
れ
ら
は
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
世
紀
を
過
ぎ
て
二
一
世
紀
、
未
来
に
は
ど

う
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
設
問
そ
の
も
の
が
無
意

味
で
あ
る
の
か
、
陳
腐
で
あ
る
の
か
、
悶
々
と

し
て
い
ま
し
た
。
思
い
切
っ
て
建
築
家
に
問
う

て
み
た
の
が
「
二
〇
〇
一
年
の
様
式
」
で
し
た
。

　

過
去
的
な
も
の
と
未
来
的
な
響
き
を
も
っ
た

造
語
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
一
五
年
先
の
建
築
的

ス
ケ
ッ
チ
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
求
め
ま
し
た
。

ま
ず
国
内
外
の
主
要
な
建
築
家
を
招
待
作
家
と

し
て
選
び
、
依
頼
す
る
。
同
時
に
、
同
じ
テ
ー

マ
で
「
新
建
築
住
宅
設
計
競
技
」
を
行
い
、
そ

の
入
選
案
を
加
え
て
一
冊
を
編
む
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
で
し
た
。
全
体
の
企
画
に
は
、
多
木
浩

二
さ
ん
、
石
山
修
武
さ
ん
に
参
画
い
た
だ
き
、

「
新
建
築
住
宅
設
計
競
技
」
の
審
査
員
に
は
槇

文
彦
さ
ん
、
原
広
司
さ
ん
、
ア
ル
ド
・
ロ
ッ
シ

さ
ん
に
ご
登
場
願
い
ま
し
た
。
姉
妹
誌
﹃
ａ+

ｕ
﹄
編
集
長
・
中
村
敏
男
さ
ん
の
協
力
も
得
て

行
い
ま
し
た
。

　

招
待
作
家
七
四
名
、
そ
れ
に
応
募
者
が

四
〇
三
名
に
及
ん
だ
新
建
築
住
宅
設
計
競
技
か

ら
の
入
選
者
三
〇
名
を
加
え
て
一
〇
四
の
ス

ケ
ッ
チ
が
こ
の
臨
時
増
刊
号
の
内
容
で
す
。
作

品
の
内
容
、
傾
向
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
読
者
個
々

が
そ
れ
ぞ
れ
作
品
に
対
面
し
て
判
断
す
る
の
が

適
切
と
考
え
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
に
、
並
置
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
一
九
八
五
年
時
点
の
建

築
家
の
思
考
能
力
、
描
写
能
力
な
ど
は
、
こ
こ

か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
関
係

さ
れ
た
方
々
の
批
評
、感
想
は
き
ち
ん
と
あ
り
、

と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。
地
球
上
の
、
い
わ

ば
、
平
和
な
時
代
を
背
景
に
世
界
の
建
築
家
に

向
け
て
行
っ
た
一
専
門
誌
の
企
画
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
は
十
分
役
割
を
果
た
せ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
個
人
的
に
は
、
コ
ン
ペ
入
選
者
た
ち
の
質

の
高
さ
に
驚
き
、
ま
た
篠
原
一
男
さ
ん
が
表
紙

で
見
せ
た
問
い
か
け
、
林
昌
二
さ
ん
の
建
築
理

解
、
槇
文
彦
さ
ん
の
超
高
層
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
、

い
く
つ
か
鋭
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
将
来
に

わ
た
っ
て
こ
の
号
が
、
何
度
も
紐
解
か
れ
る
こ

と
を
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
る
の
で
す
が
。

ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら
時
代
を
動
か
す

北　
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
エ
イ
ジ
」︵
注
23
︶
で

は
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
〇
年
の
こ
と
に
つ

い
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
当
時

を
知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
は
教
科
書
に
も
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
気
持
ち

で
ま
と
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

石
堂　

一
〇
年
を
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
な
い

か
、
ま
た
次
の
一
〇
年
を
ま
た
一
冊
に
⋮
⋮
、

そ
れ
を
続
け
て
い
く
と
何
か
面
白
い
こ
と
に
な

る
の
で
は
、
と
真
剣
に
考
え
ま
し
た
。
で
も
そ

う
な
る
と
次
の
編
集
者
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て

い
か
な
い
と
ダ
メ
で
す
か
ら
、
継
続
性
と
い
う

点
で
は
無
理
と
思
い
ま
し
た
。

　

一
〇
年
を
一
冊
に
圧
縮
す
る
こ
と
は
、
消
え

る
も
の
は
消
え
、
残
る
も
の
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
怖
い
ぐ
ら
い
に

明
快
に
な
り
ま
す
。
偶
然
で
し
ょ
う
か
、
一
〇

年
間
の
出
来
事
が
ほ
ぼ
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
中
に

包
み
込
ま
れ
る
感
じ
が
し
て
。
試
み
と
い
う
点

で
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
エ
イ
ジ
」
は
面
白
い
仕

事
で
し
た
。
テ
キ
ス
ト
か
ら
何
か
ら
、
す
べ
て

を
編
集
部
の
自
前
で
や
り
ま
し
た
か
ら
。

河
野　
「
Ｒ
Ｃ
打
放
し
を
や
め
ら
れ
ま
す
か
」

な
ど
主
題
の
問
い
か
け
が
今
現
在
で
も
問
題
提

起
と
な
る
よ
う
で
非
常
に
面
白
い
の
で
す
が
、

こ
れ
ら
テ
ー
マ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

石
堂　
﹃
新
建
築
﹄
に
は
、
絶
え
ず
い
ろ
ん
な

情
報
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
情
報
が
集
ま
っ

て
く
る
雑
誌
で
あ
る
が
故
に
、
何
か
や
ら
な
く

て
は
い
け
な
い
と
い
う
責
任
感
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
状
況
を
何
か
整
理
し
よ
う
と
い
う
の

が
常
に
あ
り
、
そ
れ
が
い
ろ
ん
な
企
画
に
つ
な

が
る
わ
け
で
す
。
保
存
の
問
題
を
持
っ
た
作
品

が
集
ま
り
そ
う
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
溜
め
て
お

い
て
一
冊
を
と
考
え
る
と
、
時
代
の
流
れ
が
見

え
て
く
る
。
作
品
を
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
取
り
上

げ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
す
べ
て
は
こ
こ
か

ら
始
ま
る
の
で
す
が
、
そ
の
パ
ワ
ー
が
弱
い
時

に
は
、
ど
う
や
っ
て
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
を
図
る
か

が
肝
心
で
す
。

　
「
建
築
二
〇
世
紀
」︵
注
24
︶
は
、
一
九
八
八

年
頃
、
も
と
も
と
社
長
の
声
掛
か
り
で
、
何
か

や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
思
っ
た
の
は
、﹃
新
建
築
﹄、﹃
住
宅
特
集
﹄、

﹃
ａ+

ｕ
﹄
が
新
建
築
社
内
に
競
合
し
な
が
ら

あ
っ
て
、
ス
タ
ッ
フ
数
で
い
え
ば
増
え
て
き

た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
横
断
的
に
つ
な
げ
る
と

今
ま
で
の
特
集
と
は
違
う
も
っ
と
大
き
な
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
考
え
た
こ
と
は
、
二
〇
世
紀
が
終
わ
る
そ

の
一
〇
年
前
に
出
そ
う
と
決
意
し
た
こ
と
で
し

た
。
二
一
世
紀
が
始
ま
る
ま
で
の
次
の
一
〇
年

間
に
、
本
を
刊
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
状

況
を
動
か
せ
な
い
か
、
本
を
通
じ
て
二
〇
世
紀

の
最
後
、
そ
し
て
二
一
世
紀
に
貢
献
で
き
な
い

か
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
大
ボ
ラ
に

聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
が
、
結
構
、
真
面
目
に
考

え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
勢
の
読
者
の

手
に
と
っ
て
も
ら
え
た
の
は
事
実
で
す
か
ら
、

も
っ
て
瞑
す
べ
し
、
で
す
。

筑
波　

ア
ー
カ
イ
ブ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時

代
を
動
か
す
と
い
う
行
為
を
促
す
も
の
の
進
め

方
・
見
方
が
あ
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

『
新
建
築
』
か
ら
の
独
立
︱
『
住
宅
特
集
』

と
『G

A
  JA

P
A

N

』

北　

石
堂
さ
ん
は
、
新
建
築
住
宅
特
集
の
立
ち

上
げ
に
編
集
長
と
し
て
関
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
な
い
で

し
ょ
う
か
？

石
堂　
﹃
住
宅
特
集
﹄
は
一
九
八
五
年
の
春
か

ら
季
刊
で
始
め
、
翌
年
五
月
号
か
ら
月
刊
に
な

り
ま
し
た
。﹃
新
建
築
﹄
か
ら
住
宅
作
品
の
全

部
を
そ
ち
ら
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
原
則
で
し

た
。
し
か
し
﹃
新
建
築
﹄
で
作
品
の
発
表
を
続

け
た
い
と
い
う
建
築
家
も
少
な
か
ら
ず
い
て
、

悩
ま
し
い
問
題
と
し
て
私
に
突
き
つ
け
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
篠
原
一
男

さ
ん
が
い
ま
し
た
。
篠
原
さ
ん
の
場
合
、
当

初
、
毎
年
﹃
新
建
築
﹄
の
二
月
、
八
月
で
や
っ

て
い
た
「
住
宅
特
集
号
」
で
作
品
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
通
常
の
号
で
の
掲
載

が
多
く
な
り
、
さ
ら
に
一
般
の
建
築
と
伍
す
る

か
た
ち
で
の
掲
載
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
小
さ
な
住
宅
で
一
般
建
築
と
競
え
る
こ

と
は
篠
原
さ
ん
に
と
っ
て
励
み
で
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
﹃
新
建
築
﹄
で
は
な
く
、﹃
住
宅

特
集
﹄
に
自
動
的
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
、
な

か
な
か
受
け
が
た
い
こ
と
の
よ
う
で
し
た
。
最

終
的
に
は
合
意
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、

私
に
と
っ
て
は
創
刊
当
時
の
辛
い
説
得
に
な
り

ま
し
た
。
同
じ
思
い
を
持
た
れ
て
い
た
建
築
家

も
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
承
諾
さ
れ
、
月
刊
化

が
軌
道
に
乗
り
ま
し
た
。
現
在
の
両
誌
を
見
る

と
、﹃
住
宅
特
集
﹄
の
存
在
基
盤
が
固
ま
っ
た

の
か
、
ど
ち
ら
で
掲
載
す
る
か
は
あ
ま
り
問
題

で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

北　

も
と
も
と
﹃
住
宅
特
集
﹄
を
独
立
さ
せ
よ

う
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
な
り
に
需
要
が
あ

り
、
ま
た
、
住
宅
は
比
較
的
小
規
模
な
仕
事
で

あ
る
た
め
、
若
手
の
建
築
家
の
発
掘
す
る
意
味

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

石
堂　

え
え
、
元
々
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い

ま
す
。
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
川
添
さ

ん
の
時
代
か
ら
編
集
部
が
変
わ
っ
て
読
者
が
広

が
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、﹃
住
宅
特
集
﹄が﹃
新

建
築
﹄
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読

者
層
が
明
確
に
な
り
、
住
宅
設
計
と
い
う
特
質

を
探
求
で
き
る
雑
誌
に
育
つ
こ
と
が
目
的
で
し

た
。
今
は
、
新
建
築
社
を
支
え
る
重
要
な
柱
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

こ
の
﹃
住
宅
特
集
﹄
を
出
発
す
る
に
あ
た
っ

て
二
つ
の
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。
賞
を
設
け

る
こ
と
、
連
載
を
取
り
入
れ
る
こ
と
、
で
し
た
。

受
け
入
れ
ら
れ
て
、
賞
は
吉
岡
賞
と
し
て
︵
現

在
は
新
建
築
賞
に
改
名
︶、
も
う
一
つ
は
歴
史

家
、藤
森
照
信
さ
ん
の
「
昭
和
住
宅
物
語
」︵
注

25
︶
と
し
て
登
場
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
ま
だ

足
腰
の
弱
か
っ
た
雑
誌
を
早
急
に
頑
強
な
も
の

へ
と
仕
立
て
る
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
ま
し

た
。
藤
森
さ
ん
の
馴
染
み
や
す
い
文
体
は
こ
の

連
載
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す

が
、
開
始
ま
も
な
く
、
藤
森
フ
ァ
ン
が
続
々
と

出
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
ま
す
と
、
住
宅
の
デ
ー
タ

は
作
品
と
近
く
に
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
判
断

し
、
作
品
ご
と
の
最
終
に
、
そ
し
て
設
計
者
が

よ
り
見
え
る
よ
う
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
織
り
込
ん

で
み
た
り
し
ま
し
た
。

北　

一
九
九
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
﹃GA

 
JA

PA
N

﹄
に
つ
い
て
も
、
編
集
長
と
し
て
立

ち
上
げ
に
関
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。

石
堂　
「
建
築
二
〇
世
紀
」Part 1

、Part 2

の
二
冊
を
や
り
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
新
建
築
社

で
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
二
川

幸
夫
さ
ん
の
﹃A

.D
.A

.ED
IT

A
 T

okyo

︵
エ
ー

デ
ィ
ー
エ
ー
・
エ
デ
ィ
タ
・
ト
ー
キ
ョ
ー
︶﹄
は
、

海
外
の
建
築
を
海
外
と
日
本
に
紹
介
す
る
こ
と

を
長
い
間
や
っ
て
こ
ら
れ
て
い
て
、
最
後
に
、

国
内
の
問
題
を
﹃GA

﹄
と
し
て
も
扱
い
た
い

と
い
う
考
え
が
あ
っ
て
、
私
が
参
画
を
す
る
こ

と
に
な
っ
て
﹃GA

 JA
PA

N

﹄
が
始
ま
り
ま

し
た
。　

　
﹃GA

 JA
PA

N
﹄
も
最
初
、
季
刊
で
始
ま
り
、

一
年
半
ほ
ど
し
て
隔
月
刊
に
変
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
作
品
を
紹
介
す
る
上
で
隔
月
刊
が

ち
ょ
う
ど
良
い
、
と
い
う
二
川
さ
ん
の
世
界
を

相
手
に
し
て
き
た
目
か
ら
の
判
断
で
し
た
が
、

私
も
異
論
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
が
二
川
さ
ん
と
の
話
で
面
白
く
思
っ
た
の

は
、
二
川
流
の
新
人
発
掘
で
し
た
。
他
の
雑
誌

を
見
て
、
そ
こ
か
ら
自
分
が
﹃GA

﹄
な
ど
に

取
り
上
げ
た
建
築
家
が
二
川
さ
ん
の
い
う
新
人

だ
っ
た
の
で
す
。
最
初
、
私
を
は
じ
め
各
誌
の

編
集
者
が
苦
労
し
て
見
い
だ
し
た
人
た
ち
の
中

か
ら
、
た
だ
選
別
し
た
だ
け
で
新
人
発
掘
と
い

う
の
は
虫
が
よ
す
ぎ
る
と
呆
れ
ま
し
た
。
し
か

し
や
が
て
、
こ
の
両
者
の
判
断
、
異
な
る
考
え

が
あ
る
こ
と
が
日
本
の
建
築
家
を
鍛
え
、
世
界

に
伍
し
て
い
け
る
も
の
を
生
み
出
す
の
だ
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
両
者
に
よ
る
二
重
構

造
に
よ
っ
て
、
日
本
の
建
築
界
の
現
在
が
あ
る

の
で
す
。

　
﹃GA

 JA
PA

N

﹄
で
考
え
た
こ
と
は
、
二
川

流
の
新
人
発
掘
も
ふ
ま
え
て
や
は
り
独
自
の
新

人
の
見
い
だ
し
で
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
書

き
言
葉
で
は
な
く
、
話
し
言
葉
を
徹
底
し
て
用

い
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
デ
ー
タ
の
項
目
も
洗

上段　「2001年の様式」表紙
構成／篠原一男
中段　「POSTMODERN AGE 
1980-1990」表紙
下段　インタビュー時の石堂氏
撮影
下段　田籠哲也

（注22）2001年の様式「新建築
1985年7月臨時増刊」新建築社

（注23）POSTMODERN AGE 
1980-1990「新建築1990年8月臨
時増刊」新建築社

（注24）建築20世紀PART1「新建
築1991年1月臨時増刊」、建築20
世紀PART2「新建築1991年6月臨
時増刊」新建築社
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上段　インタビュー会場　太閤園
「淀川邸」にて
撮影
田籠哲也

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

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

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

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

小畦 雅史
1976年 奈良県生まれ
2004年 神戸大学大学院（博士課程 
 前期）終了
2005年 ㈱いるか設計集団
2010年 荒谷建築研究所
2012年 小畦雅史建築設計事務所設立

筑波 幸一郎
1968年 大阪府生まれ
1992年 京都市立芸術大学美術学部 
 デザイン科環境デザイン卒業
1992年 株式会社大林組
2005年 筑波建築設計工房を設立
 摂南大学・京都市立芸術大学 
 非常勤講師

牧野 高尚
1969年 和歌山県生まれ
1988年 和歌山県立和歌山工業高 
 等学校建築科卒業
1993年 伊東建築計画室
2000年 Atelier PICT設立

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

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

い
直
し
を
し
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
記
事
の
校
正
を
し
て
い
る

と
き
に
、
二
川
さ
ん
の
訃
報
が
入
り
ま
し
た
。

懐
か
し
く
、
そ
し
て
非
常
に
残
念
に
思
い
ま

す
。
一
つ
思
い
出
す
こ
と
は
、
二
川
さ
ん
が
親

し
み
た
っ
ぷ
り
の
目
で
茶
目
っ
気
を
こ
め
て

話
さ
れ
た
の
は
、﹃
新
建
築
﹄
で
評
価
で
き
る

の
は
デ
ー
タ
の
ペ
ー
ジ
だ
け
だ
、
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
住
所
が
番
地
ま
で
き
ち
ん
と
あ
っ

て
、
案
内
図
ま
で
あ
る
こ
と
を
し
き
り
に
褒
め

て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
訳
が
あ
り
ま
し
た
。
二

川
さ
ん
は
雑
誌
な
ど
で
関
心
を
持
っ
た
建
物

を
ひ
そ
か
に
見
て
回
る
こ
と
を
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
い
ち
い
ち
建
築
家
の
案
内
を
受
け
る
の
は

ま
っ
ぴ
ら
と
い
う
方
で
、
だ
か
ら
、
住
所
、
案

内
図
が
あ
る
デ
ー
タ
の
ペ
ー
ジ
は
二
川
さ
ん
に

と
っ
て
何
よ
り
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
話

を
聞
き
な
が
ら
、
こ
う
い
う
読
者
も
い
た
の
だ

と
、
ひ
そ
か
に
感
心
し
、
尊
敬
し
た
も
の
で
し

た
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

　

時
間
が
過
ぎ
て
、
今
で
は
、﹃
住
宅
特
集
﹄

や
﹃GA

 JA
PA

N

﹄
は
、
思
う
以
上
の
も
の

に
育
っ
た
、
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

村
野
藤
吾
氏
に
対
す
る
思
い

北　
﹃
村
野
藤
吾
建
築
案
内
﹄︵
注
26
︶
の
出
版

や
編
集
長
に
な
ら
れ
た
と
き
の
﹃
新
建
築
﹄
の

巻
頭
で
も
村
野
さ
ん
の
寄
稿
が
あ
り
ま
し
た

が
、
村
野
さ
ん
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

石
堂　

村
野
さ
ん
か
ら
は
所
作
を
含
め
て
直
接

間
接
に
い
ろ
い
ろ
教
わ
り
ま
し
た
。
村
野
さ
ん

は
明
治
の
中
期
一
八
九
一
年
に
生
ま
れ
て
、
大

正
中
期
に
大
学
を
卒
業
さ
れ
、
渡
辺
節
の
事
務

所
に
入
り
、
一
〇
年
く
ら
い
勤
め
ら
れ
、
昭
和

四
年
に
独
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
様
式
建
築
、
近

代
建
築
、
ま
た
デ
ザ
イ
ン
の
手
法
な
ど
全
部
呑

み
込
ま
れ
て
い
て
、
一
九
八
四
年
ま
で
活
動
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
村
野
さ
ん
ほ
ど
時
代
区
分
を

飛
び
越
え
て
活
動
さ
れ
て
き
た
人
は
い
な
い
と

思
い
ま
す
。
関
西
な
ど
の
企
業
の
創
業
家
を
は

じ
め
多
く
の
信
頼
を
受
け
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
の

民
間
の
仕
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
建
物

に
自
分
が
身
に
つ
け
た
新
感
覚
の
デ
ザ
イ
ン
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
元
赤
坂
離

宮
を
国
の
迎
賓
館
へ
の
改
装
と
い
う
仕
事
も
手

が
け
ら
れ
て
、
そ
の
中
で
西
欧
の
建
築
の
カ
ー

テ
ン
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
、
布
の
デ
ザ
イ
ン

を
他
の
建
物
へ
も
生
か
し
て
い
き
ま
し
た
。
村

野
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
今
も
若
い
建
築
家
へ

の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た

と
え
ば
伊
東
豊
雄
さ
ん
か
ら
妹
島
和
世
さ
ん
に

も
そ
の
影
響
を
感
じ
ま
す
。
す
そ
野
の
広
い
、

偉
大
な
建
築
家
が
関
西
に
い
ら
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

関
西
の
建
築
家
へ
の
取
材
で
の
思
い
出

森
本　

主
に
東
京
で
活
動
さ
れ
て
き
た
石
堂
さ

ん
に
と
っ
て
東
京
と
見
比
べ
て
、
大
阪
の
建
築

の
土
壌
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ

て
い
た
ん
で
す
か
。

石
堂　

大
阪
は
も
ち
ろ
ん
、
京
都
、
奈
良
、
神

戸
、
そ
れ
に
阪
神
間
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
伝

統
を
も
っ
て
い
る
の
が
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
ら
を
背
景
に
個
性
ゆ
た
か
な
建
築
家
が
巣

立
っ
て
い
ま
す
。
渡
辺
豊
和
さ
ん
、
安
藤
忠
雄

さ
ん
、
永
田
祐
三
さ
ん
、
毛
綱
毅
曠
さ
ん
、
高

松
伸
さ
ん
な
ど
。
私
と
年
代
の
近
い
建
築
家
の

皆
さ
ん
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
会
っ
て
話
を
し
ま
し

た
。
歳
は
離
れ
て
い
ま
し
た
が
、
石
井
修
さ
ん

や
出
江
寛
さ
ん
と
は
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
大
阪
で
の
取
材
の
時
は
、「
今
度
、

石
堂
が
来
る
ら
し
い
」
と
大
阪
の
建
築
家
の
中

で
話
が
広
ま
り
、
誰
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
か
、

自
分
の
と
こ
ろ
へ
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

を
、
皆
さ
ん
で
話
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

ら
し
い
で
す
。
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
な
い
で
、

帰
っ
て
し
ま
い
、
が
っ
か
り
し
た
と
︵
笑
︶。

大
阪
の
人
と
い
う
の
は
、
率
直
だ
し
、
情
熱
的

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
今
、
安
藤
さ
ん
は
、
国
際

的
に
も
活
躍
さ
れ
て
、
だ
い
ぶ
違
う
世
界
の
人

に
な
っ
た
感
じ
で
す
が
、
た
と
え
ば
こ
の
﹃
建

築
人
﹄
に
改
め
て
安
藤
さ
ん
を
引
っ
張
り
出
し

て
、
話
し
を
聞
い
た
ら
面
白
く
な
る
と
思
い
ま

す
ね
。
や
は
り
、
あ
の
パ
ワ
ー
を
借
り
な
い
手

は
な
い
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の

熱
意
が
通
ず
る
と
、
そ
れ
な
り
に
事
態
は
動
く

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

青
木
茂
氏
に
感
じ
る
も
の

荒
木　

石
堂
さ
ん
が
手
掛
け
た
出
版
物
に
青
木

茂
さ
ん
の
書
籍
が
か
な
り
見
ら
れ
ま
す
。
建
築

再
生
へ
の
取
り
組
み
で
著
名
な
青
木
さ
ん
と
の

つ
な
が
り
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

石
堂　

一
九
八
〇
年
頃
、
新
建
築
社
主
催
の
海

外
ツ
ア
ー
で
安
藤
忠
雄
さ
ん
に
講
師
を
や
っ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
青
木
さ
ん
は

そ
の
と
き
の
参
加
者
で
、
安
藤
さ
ん
か
ら
「
日

本
に
戻
っ
た
ら
、
大
分
に
帰
る
前
に
新
建
築
社

に
行
っ
て
石
堂
に
会
っ
て
帰
れ
」
と
言
わ
れ
た

と
言
っ
て
、ア
ポ
な
し
で
来
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
時
の
印
象
に
何
か
ピ
ー
ン
と
来
る
も
の
が

あ
り
、
そ
れ
以
来
の
付
き
合
い
で
す
。
そ
の
ツ

ア
ー
で
彼
は
安
藤
さ
ん
に
触
れ
て
、
自
分
も
あ

や
か
ろ
う
と
思
っ
た
よ
う
で
す
。
ツ
ア
ー
で
イ

タ
リ
ア
の
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
物
を
幾
つ

か
見
た
り
し
て
、
保
存
の
問
題
を
彼
な
り
に
感

じ
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
に
は
会
社
勤
め
、
親
の

手
伝
い
か
ら
始
ま
り
、
設
計
事
務
所
を
構
え
る

ま
で
の
経
験
、
下
積
み
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

今
の
保
存
・
改
修
の
活
動
は
、
そ
の
当
時
の
仕

事
が
全
部
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
彼

な
り
に
編
み
出
し
た
考
え
方
が「
リ
フ
ァ
イ
ン
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。
今
は
「
リ
フ
ァ
イ
ニ
ン

グ
」
と
い
う
言
葉
に
変
え
て
い
ま
す
が
。
磯
崎

新
さ
ん
は
大
分
出
身
で
す
が
、
磯
崎
さ
ん
設
計

の
大
分
県
立
図
書
館
︵
現
：
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
・

一
九
六
六
年
︶
の
保
存
運
動
に
も
青
木
さ
ん
は

ず
い
ぶ
ん
協
力
し
て
い
ま
し
た
。
磯
崎
さ
ん
が

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
の
本
を
出
す
と
い
う
こ
と
で
私

が
編
集
を
頼
ま
れ
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
こ

と
も
青
木
さ
ん
が
本
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
刺

激
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
ま
で
の

知
識
・
経
験
・
つ
な
が
り
を
生
か
し
て
、
次
の

仕
事
に
つ
な
げ
て
い
く
、
も
の
す
ご
く
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
方
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
編
集
の
仕
事
に
対
す
る
思
い

奥
河　

書
籍
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
は
、
非
常

に
影
響
が
大
き
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私

も
大
学
生
の
と
き
に
﹃
建
築
二
〇
世
紀
﹄
を
読

ん
で
、
そ
れ
が
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
は
す
べ

て
の
近
現
代
建
築
の
知
識
で
し
た
。
し
か
し
実

際
に
は
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
近
現
代
建
築
が
含

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
出
版
す
る
ま
で

の
過
程
で
、
建
築
の
良
し
悪
し
の
判
断
や
、
何

を
載
せ
る
べ
き
か
な
ど
、
選
ん
で
い
く
作
業
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に

編
集
の
仕
事
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

石
堂　

そ
れ
に
つ
い
て
は
ぜ
ひ
、﹃
建
築
二
〇

世
紀
﹄Part 2

の
「
編
集
後
記
」
を
読
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
編
集
と
い
う
仕
事

の
内
容
、
進
め
方
、
強
弱
の
付
け
方
、
ま
た

む
ず
か
し
さ
や
面
白
さ
に
つ
い
て
も
、
今
い
わ

れ
た
こ
と
の
す
べ
て
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
と

に
か
く
最
善
の
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
思
い

で
、緩
み
が
出
な
い
よ
う
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
雑
誌
の
編
集
を
長
く
や
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
ふ
る
い
落
と
し
を

お
び
た
だ
し
く
行
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。
そ
こ
に
誤
り
が
な
か
っ
た
か
、
ふ
る
い

落
と
し
て
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
心
の
中
に

残
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
仕
事
も
、
瞬

間
瞬
間
に
判
断
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
は
怖
い
こ
と
で
す
が
、
判
断
を
下
さ

な
い
と
先
へ
進
め
ま
せ
ん
。
磯
崎
さ
ん
の
推
論

の
話
を
あ
え
て
持
ち
出
せ
ば
、
間
違
い
を
起
こ

し
て
も
前
へ
進
む
し
か
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、

絶
え
ず
自
分
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
大
切
だ
と
思
っ
て
、

こ
こ
ま
で
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

編
集
と
い
う
作
業
に
つ
い
て

荒
木　

会
報
誌
﹃
建
築
人
﹄
の
取
り
組
み
な
ど

に
つ
い
て
、
石
堂
さ
ん
が
見
ら
れ
て
い
て
思
う

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

石
堂　

こ
う
い
う
会
の
活
動
が
続
い
て
い
く
の

は
い
い
な
、
と
い
う
感
じ
で
受
け
取
っ
て
い
ま

す
。
特
に
皆
さ
ん
、
ご
自
分
の
時
間
を
割
い
て

や
ら
れ
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
る
の
で
、
よ
く

頑
張
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
会
誌
と
い
う
の

は
、
全
会
員
に
と
っ
て
常
に
有
用
な
も
の
と
し

て
あ
る
こ
と
は
無
理
な
話
で
す
。
で
す
か
ら
企

画
編
集
を
担
当
さ
れ
る
方
々
が
、
会
員
の
思
い

を
で
き
る
だ
け
想
像
し
て
、
思
い
切
っ
て
信
じ

る
こ
と
を
や
り
抜
く
こ
と
が
プ
ラ
ス
を
生
ん
で

い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

小
畦　

雑
誌
の
編
集
に
し
て
も
、
建
物
を
つ
く

る
に
し
て
も
、
ま
ず
言
い
た
い
こ
と
・
伝
え
た

い
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
を
集

め
て
、
ど
ん
な
材
料
を
使
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う

料
理
し
て
い
く
か
が
重
要
で
す
よ
ね
。

石
堂　

も
ち
ろ
ん
で
す
。
で
も
編
集
と
い
う
作

業
そ
の
も
の
は
、
皆
さ
ん
が
す
で
に
日
常
的
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
全
体
を

眺
め
、
メ
イ
ン
と
サ
ブ
、
そ
れ
に
順
序
を
つ
け

て
、
部
分
を
こ
し
ら
え
る
。
仕
事
で
施
主
に
プ

レ
ゼ
ン
を
す
る
と
き
な
ど
で
も
、
そ
の
応
用
を

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？　

私
の
場

合
、
そ
れ
の
対
象
が
た
ま
た
ま
雑
誌
や
単
行
本

を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
だ
け
で
す
。
皆
さ
ん
は

編
集
力
を
磨
い
て
い
か
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま

す
。
市
販
の
編
集
ソ
フ
ト
を
使
え
ば
、
興
味
さ

え
あ
れ
ば
、
簡
単
に
本
な
ど
を
面
白
く
作
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
私
は
、
編
集
と
い
う
の
は
誰

も
が
で
き
る
し
、
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
、
形
に
と
ら
わ
れ
ず
に
続
け
る
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
と
、他
に
も
も
っ

と
作
る
方
法
を
考
え
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
。本
当
に
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
が
必
要
な
の
か
、

紙
を
選
ん
で
立
派
に
作
る
の
が
い
い
の
か
、
と

か
。
今
は
、
紙
の
メ
デ
ィ
ア
が
ど
ん
ど
ん
少

な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
自
分
た
ち
の

メ
デ
ィ
ア
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
も
の

す
ご
く
貴
重
で
す
。
そ
れ
を
も
っ
と
楽
し
ん
で

作
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に

石
堂　

今
ま
で
自
分
自
身
を
語
る
こ
と
、
ま

と
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
や
っ
て
こ
な

か
っ
た
し
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
気
に
も
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
当
然
と
思
っ
て
、
意

識
せ
ず
や
っ
て
き
た
こ
と
が
、
皆
さ
ん
の
興
味

を
引
く
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
私
し
か
知
ら
な
い

重
要
な
こ
と
が
幾
つ
も
あ
る
こ
と
に
今
回
気
が

付
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
一つ

の
義
務
で
も
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
今
日
は
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
よ
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
と
い
う
こ
と
で
申
し
上
げ
た
い
の

は
、
今
日
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
の
多
く

は
、
特
別
号
と
か
臨
時
増
刊
号
と
か
、
編
集
の

非
日
常
に
当
た
る
内
容
の
も
の
で
す
。
日
常
の

月
刊
誌
の
編
集
が
私
の
主
の
業
務
で
あ
り
、
途

中
で
こ
の
日
常
を
話
さ
ね
ば
と
思
い
な
が
ら
こ

こ
ま
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で

諸
々
あ
り
、
簡
単
に
言
う
の
は
む
ず
か
し
い
。

い
ず
れ
何
か
メ
モ
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う

か
ら
、
そ
の
時
、
興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
読
ん

で
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

牧
野　

今
日
の
お
話
で
、「
建
築
人
︵
け
ん
ち

く
び
と
︶
の
活
動
を
続
け
る
」
と
い
う
話
と「
み

ん
な
で
考
え
る
」
と
い
う
話
、
こ
の
二
つ
を
大

き
な
宿
題
と
し
て
受
け
取
り
、
自
分
達
も
石
堂

さ
ん
の
よ
う
な
有
名
な
方
に
取
材
さ
れ
る
建
築

家
に
な
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
同　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
〇
一
三
・
二
・
二
四　

淀
川
邸
に
て

上段　「村野藤吾建築案内」
中段　迎賓館中央階段
下段　青木茂著「建築再生へ」
2010年、都市建築編集研究所

（注26）「村野藤吾建築案内」2009
年11月、TOTO出版
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中
国
と
篠
原
一
男

石
堂　

威

1 段目　東南大学キャンパス　講堂前の列
2 段目　講堂内部
3 段目　住宅模型の展示
4 段目　キャンパス内のプラタナスの並木
撮影：石堂威

　

〇

　

今
年
の
三
月
中
旬
に
、
中
国
・
南
京
の
東
南

大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
篠
原
一
男
」
を
テ
ー
マ

と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
参

加
し
て
き
ま
し
た
。
ほ
か
の
パ
ネ
ラ
ー
は
、
篠

原
一
男
さ
ん
が
卒
業
さ
れ
た
東
京
工
業
大
学
の

教
え
子
た
ち
で
、
坂
本
一
成
さ
ん
を
は
じ
め
六

名
、
そ
の
中
に
は
現
・
建
築
学
会
会
長
の
和
田

章
さ
ん
も
加
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
今
、
中

国
で
「
篠
原
一
男
」
か
？　

私
自
身
、
最
初
、

不
思
議
に
思
っ
た
の
で
す
が
、
中
国
の
今
後
の

建
築
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
こ
と
と
思

い
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

一

　

国
家
的
事
業
と
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
万
国

博
も
終
え
た
中
国
は
、
高
層
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル

や
住
宅
棟
も
大
都
市
に
数
多
く
建
て
ら
れ
、
す

で
に
建
設
大
国
と
い
え
ま
す
。
一
方
、
土
地
が

公
有
制
の
中
国
で
は
個
人
の
独
立
住
宅
は
基
本

的
に
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
独
立
住
宅
の
伝

統
が
旧
く
か
ら
あ
り
、近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、

武
田
五
一
、
藤
井
厚
二
、
堀
口
捨
己
ら
に
よ
っ

て
優
れ
た
歴
史
が
築
か
れ
て
き
て
い
ま
す
。
戦

後
で
は
吉
村
順
三
、清
家
清
、増
沢
洵
ら
に
よ
っ

て
新
た
に
開
拓
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
背
景
に
篠
原

一
男
の
住
宅
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
東
孝
光
、
鈴

木
恂
、
安
藤
忠
雄
、
伊
東
豊
雄
、
坂
本
一
成
と

続
く
展
開
が
あ
り
ま
す
。

　

様
子
を
う
か
が
っ
て
み
る
と
、
中
国
の
大
学

の
中
で
、
こ
う
い
っ
た
日
本
の
小
住
宅
の
流
れ

に
関
心
を
持
ち
出
し
て
い
る
先
生
や
学
生
が

現
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
。
当
面
、
住
宅
の

設
計
に
役
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で

す
が
、
建
築
の
「
空
間
」
を
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
で
す
。「
空
間
」学
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
、
そ
こ
に
中
国
の
一
部
の
方
々
が
焦
点
を

当
て
だ
し
た
よ
う
で
す
。
こ
の
流
れ
が
大
き
く

な
る
と
、
中
国
の
建
築
は
間
違
い
な
く
設
計
大

国
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
思
い
ま

し
た
。

　

今
回
の
訪
中
目
的
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
そ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
﹃
建
筑 
篠
原
一
男
﹄
の

作
品
集
発
刊
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
し
た
。
こ
の
作

品
集
に
は
、
住
宅
と
非
住
宅
の
作
品
が
一
緒
に

納
め
ら
れ
、
一
般
図
お
よ
び
写
真
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
私
自
身
、
重
宝
に
思
え
る
内
容
の

本
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
建
築
学
科

の
棟
の
一
室
で
、
二
十
点
ほ
ど
の
模
型
が
つ
く

ら
れ
展
示
さ
て
い
ま
し
た
。
す
べ
て
東
南
大
学

の
建
築
科
の
学
生
た
ち
が
こ
し
ら
え
た
も
の

で
、
こ
れ
ら
の
模
型
製
作
を
通
し
て
、
急
速
に

学
生
た
ち
が
建
築
の
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
を
つ
か

ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
篠
原
一
男
の

遺
作
と
も
い
う
べ
き
傾
斜
地
に
建
つ
小
屋
の
十

分
の
一
模
型
も
な
か
な
か
よ
い
精
度
で
そ
の
一

群
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
写
真
が
本
の
表

紙
を
飾
っ
て
い
ま
す
。

　

二

　

講
演
会
は
東
南
大
学
の
講
堂
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
三
層
の
バ
ル
コ
ニ
ー
を
も
つ
千
五
百
人
収

容
の
や
や
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
円
形
の
大
ホ
ー

ル
で
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
は
日
中

の
関
係
が
悪
化
す
る
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、

今
回
、
不
用
意
な
騒
動
と
な
ら
な
い
よ
う
に
広

告
も
せ
ず
、
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
準
備
が
進

め
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
そ
れ
で
も

始
ま
る
と
講
堂
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
、
東
南
大

学
と
東
工
大
の
エ
ー
ル
の
交
歓
か
ら
、﹃
建
筑 

篠
原
一
男
﹄
の
本
発
行
の
記
念
式
典
へ
と
続
き

ま
し
た
。展
覧
会
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
秋
に
順
延
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
東
南
大

学
は
、
中
国
の
国
家
重
点
大
学
の
一
つ
で
、
特

に
理
科
系
に
評
価
が
高
い
有
数
の
大
学
で
、
建

築
学
科
は
広
い
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
に
よ
い
環
境

を
保
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

　

私
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
話
し
た
こ
と
の
一
つ

は
、
世
界
の
中
で
日
本
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
が
高

い
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
は
、
日
本
の
独
立
住
宅
に

つ
い
て
の
研
究
そ
し
て
設
計
が
明
治
以
来
の
学

問
に
き
ち
ん
と
取
り
込
ま
れ
て
い
て
、
長
く
そ

の
修
練
が
あ
っ
た
こ
と
、
戦
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
ア
メ
リ
カ
の
建
築
家
と
伍
し
て
戦
う
こ
と
の

で
き
た
証
の
中
に
、
多
く
の
住
宅
作
家
が
い
た

こ
と
、
な
か
で
も
住
宅
を
唯
一
、
設
計
の
対
象

に
選
び
、「
芸
術
と
し
て
の
住
宅
」
を
掲
げ
て

果
敢
に
戦
っ
て
き
た
「
篠
原
一
男
」
が
い
た
こ

と
、
そ
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
よ

う
と
し
た
こ
と
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
出
版

の
道
筋
を
つ
く
ら
れ
た
の
は
篠
原
さ
ん
の
弟

子
、
坂
本
一
成
さ
ん
で
し
た
。
発
端
は
、
坂
本

さ
ん
が
退
官
さ
れ
る
前
に
、
東
工
大
で
学
ん
だ

留
学
生
の
願
い
を
受
け
入
れ
て
い
く
う
ち
に
、

ま
ず
坂
本
さ
ん
の
展
覧
会
が
中
国
・
上
海
と
南

京
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
こ
の

展
覧
会
が
そ
れ
ま
で
開
か
れ
て
き
た
も
の
と
は

違
う
雰
囲
気
を
持
つ
こ
と
を
会
場
に
き
た
人
々

が
感
じ
取
り
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
、﹃
建
築
的
詩
学
﹄
と
い
う
郭
屹
民
さ

ん
が
編
集
さ
れ
た
本
が
出
版
さ
れ
る
と
、
言

葉
の
理
解
も
加
わ
り
、
坂
本
さ
ん
の
建
築
が

い
っ
そ
う
伝
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
や
が

て
坂
本
さ
ん
の
師
、篠
原
一
男
に
も
話
が
及
び
、

大
き
な
関
心
が
も
た
れ
て
、
今
回
の
篠
原
一
男

の
作
品
集
発
行
、
そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ま

で
辿
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
「
篠
原
一
男
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
迫
ろ
う
と
し
た
パ
ネ
ラ
ー
と
そ
の
内
容
︵
発

言
順
︶
を
次
に
示
し
ま
す
。

一　

奥
山
信
一
・
東
工
大
教
授

　
　

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
／
篠
原
一
男
の
仕
事

二　

白
澤
宏
規
・
造
形
大
学
名
誉
教
授

　
　

篠
原
研
究
室
と
は

三　

武
田
光
史
・
日
本
工
業
大
学
教
授

　
　

篠
原
一
男
の
設
計
方
法

四　

和
田
章
・
日
本
建
築
学
会
々
長

　
　

東
工
大
名
誉
教
授

　
　

空
間
デ
ザ
イ
ン
と
構
造
デ
ザ
イ
ン

五　

石
堂
威
・
都
市
建
築
編
集
研
究
所

　
　

篠
原
一
男
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係

六　

安
田
幸
一
・
東
工
大
教
授

　
　

篠
原
一
男
の
海
外
で
の
評
価

七　

坂
本
一
成
・
東
工
大
名
誉
教
授

　
　

篠
原
一
男
・
学
ぶ
べ
き
存
在
、
超
え
る
べ

　
　

き
存
在　

　

私
以
外
は
、
建
築
家
お
よ
び
構
造
家
で
、
現

在
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
今
回
の
講
演
に
あ
た
っ
て
は
卒
業
後
の
ご

自
分
の
作
品
も
一
、二
紹
介
し
な
が
ら
、
個
々

に
思
う
と
こ
ろ
を
、
し
か
も
篠
原
一
男
の
全
体

像
が
明
快
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
語
ら
れ
ま

し
た
。
和
田
さ
ん
は
、
東
工
大
百
年
記
念
館
の

構
造
設
計
者
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
百
年
記
念

館
の
構
造
的
特
徴
を
述
べ
ら
れ
る
と
同
時
に
、

篠
原
さ
ん
に
、
よ
り
合
理
的
解
決
の
方
法
を
進

言
す
る
と
、
形
に
関
わ
る
点
に
な
る
と
、
そ
こ

は
自
分
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
す
、
と
言
っ
て
退

け
ら
れ
た
話
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
披
露
さ
れ

ま
し
た
。
通
訳
を
さ
れ
た
郭
さ
ん
も
留
学
生
と

し
て
来
日
し
た
東
工
大
の
出
身
者
で
、
む
ず
か

し
い
話
を
流
暢
に
こ
な
す
技
は
大
変
な
も
の
で

し
た
。

　

直
接
、
間
接
の
弟
子
た
ち
が
こ
の
よ
う
に

揃
っ
て
、
師
・
篠
原
一
男
を
語
っ
た
こ
と
は
初

め
て
で
、
そ
れ
が
中
国
で
行
わ
れ
た
こ
と
の
意

味
が
ま
た
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
百
～
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
住
宅
設
計
に
研
究
室
総

が
か
り
で
ほ
ぼ
一
年
も
か
け
て
研
究
し
、
設
計

す
る
研
究
室
が
今
の
日
本
に
あ
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
ず
っ
と
や
り
抜
い
て
き
た
「
篠
原

一
男
」
だ
か
ら
こ
そ
、「
篠
原
ス
ク
ー
ル
」
と

い
う
ひ
と
山
が
築
け
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
今
、
中
国
の
若
い
学
生
に
向
け
て
発
信

さ
れ
た
の
で
す
。

　

三

　

編
集
者
と
し
て
私
は
、
篠
原
さ
ん
と
密
に
接

し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
雑
誌
と
の
関
係
が
絶
た

れ
る
寸
前
の
危
機
が
か
つ
て
一
度
だ
け
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
を
話
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
あ
る
と
こ
ろ
に
書
い
た
の
で
こ
こ
で

は
あ
ま
り
触
れ
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ば
そ
れ
は
篠

原
さ
ん
自
身
の
危
機
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
掲

載
を
断
念
し
て
い
れ
ば
雑
誌
存
亡
の
危
機
に

も
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
今
あ
ら
た
め
て
思
い

知
る
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
篠
原
さ
ん
が
日
本
の
伝
統
を
追
っ

て
い
た
時
期
か
ら
西
欧
の
合
理
の
思
想
、
そ
し

て
抽
象
化
に
視
点
を
切
り
替
え
た
と
き
に
起
こ

り
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「
未

完
の
家
」
が
そ
れ
で
、
外
観
の
写
真
掲
載
も
な

い
、
内
部
の
亀
裂
を
通
し
て
見
る
ホ
ー
ル
空
間

だ
け
が
勝
負
で
し
た
。
こ
の
難
局
を
き
わ
ど
い

と
こ
ろ
で
か
わ
し
、
両
者
の
関
係
が
成
り
立
っ

て
今
日
が
あ
る
こ
と
に
、
篠
原
さ
ん
の
偉
大
さ

を
思
い
ま
す
。

　
「
未
完
の
家
」
で
方
針
を
切
り
替
え
、
研
究

と
設
計
の
作
業
を
継
続
し
た
篠
原
さ
ん
の
そ
の

後
は
、「
直
方
体
の
森
」「
同
相
の
谷
」
な
ど
と

タ
イ
ト
ル
も
一
新
し
て
、
次
々
と
ユ
ニ
ー
ク
な

作
品
を
発
表
し
続
け
ま
し
た
。
傾
斜
し
た
敷
地

を
取
り
込
ん
だ
「
谷
川
さ
ん
の
住
宅
」、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
打
放
し
の
方
杖
が
二
階
の
空
間
を
よ

ぎ
る
「
上
原
通
り
の
住
宅
」、
高
圧
線
を
避
け

る
カ
ー
ブ
を
建
築
に
取
り
込
ん
だ
「
高
圧
線
下

の
住
宅
」
な
ど
一
作
、
一
作
に
新
境
地
を
見
せ

ま
し
た
。
最
後
に
自
邸
の
「
ハ
ウ
ス　

イ
ン　

ヨ
コ
ハ
マ
」︵
一
九
八
六
︶
を
旧
宅
の
隣
に
つ

く
り
、
さ
ら
に
住
宅
設
計
に
か
け
て
き
た
思
い

を
反
転
す
る
か
の
よ
う
に
力
の
総
動
員
を
か
け

て
、「
東
工
大
百
年
記
念
館
」︵
一
九
八
八
︶
を

完
成
さ
せ
ま
し
た
。
総
持
ち
の
状
態
で
立
ち
、

や
や
折
れ
曲
が
っ
た
長
い
半
円
筒
形
の
ホ
ー
ル

を
上
に
抱
え
る
異
形
の
姿
は
、
近
寄
る
と
そ
の

迫
力
を
倍
加
さ
せ
ま
す
。

　

壮
絶
と
も
い
え
る
戦
い
の
様
々
が
込
め
ら
れ

た
本
が
で
き
、
中
国
の
方
々
が
「
篠
原
一
男
」

に
迫
り
、
乗
り
越
え
る
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
た

と
も
い
え
る
わ
け
で
、
日
本
と
し
て
も
こ
う
し

た
現
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
を
真
剣
に
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

篠
原
さ
ん
の
中
国
で
の
展
覧
会
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
南
京
、
上
海
、
広
州
で
考
え
ら
れ
て

い
て
、
時
期
は
今
年
の
秋
、
ま
た
来
年
の
春
に

な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

建筑　篠原一男
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石堂威の仕事と同時代の建築思潮年表　1960－2013

石堂威の
　仕事

出 版

創刊40周年記念特集号

臨時増刊号 2001年の様式

1980─1990
 POSTMODERN AGE

GA JAPAN 創刊号

 入江の結晶

日本の現代住宅1985-2005

日本近代建築史再考 虚構の崩壊

臨時増刊号 昭和住宅史

建築20世紀 Part 1・2

建物が残った　近代建築の保存と転生

素顔の大建築家たち01・02

長寿命建築へ

1964 年　新建築社入社
・特集号
『新建築』1964.6 創刊 40周年記念特集号
『新建築』1964.10 オリンピック特集号

「メタボリズム 1960」川添登編（美術出版社）1960
「日本の民家」撮影：二川幸夫・文：伊藤ていじ（美術出版社）
1962
「日本建築家山脈」村松貞次郎（鹿島出版会）1965
「コミュニティとプライバシイ」C. アレキサンダー他著・
岡田新一郎訳（鹿島出版会）
「建築をめざして」コルビュジエ著・吉坂隆正訳（鹿島出
版会）1967
「代謝建築論 か・かた・かたち」菊竹清訓（彰国社）1969

「住宅の将来像」西山卯三（「新建築」1960.1）
「東京計画 1960－その構造改革の提案」東大・丹下研究室
（「新建築」1961.3）
「都市破壊業KK」磯崎新（「新建築」1962.9）
「特集：デザイン・サーヴェイ理論と実践」（「国際建築」
1967.3）
「個室群住居とはなにか」黒沢隆（「都市住宅」1968.5）
「近代建築再考」藤井正一郎（「建築」1968.11）

○京都会館　前川國男／ 1960
○軽井沢の山荘　吉村順三／ 1962
○東京カテドラル聖マリア大聖堂・国立屋内総合競技場
　丹下健三／ 1964
○大学セミナーハウス　早大・U研究室／ 1965
○パレスサイドビル　日建設計（林昌二）／ 1966
○白の家　篠原一男／ 1966
○新宿西口広場・地下駐車場　坂倉準三／ 1967
○塔の家　東孝光／ 1967
○坂出市人口土地　大高正人／ 1968
○代官山集合住宅計画第 1期　槇文彦／ 1969

メタボリズム宣言／ 1960
『建築』創刊（美術出版社、初代編集長平良敬一）／ 1960
『室内』創刊（工作社、編集長山本夏彦）／ 1961
『SD（スペースデザイン）』（鹿島出版会）創刊／ 1966
『都市住宅』創刊（鹿島出版会、編集長植田実）／ 1968

1960　日米安全保障条約調印、ベトナム戦争（～ 1975）
1961　ベルリン封鎖、水俣病の認定、国民皆保険制度
1962　キューバ危機
1963　ケネディ大統領暗殺
1964　新幹線開通、東京オリンピック
1965　文化大革命（～ 1976）、いざなぎ景気（～ 1970）
1966　EC（欧州共同体）・ASEAN（東アジア諸国連合）
             発足
1969　東大安田講堂攻防、アポロ 11号月面着陸

『新建築』1970.5 特集 EXPO'70
『新建築』1975.12 臨時増刊「建築昭和史」
・担当特集号・増刊・単行本
『新建築』1974.10 臨時増刊「日本近代建築史再考」虚構
の崩壊
『新建築』1976.6 臨時増刊「日本の様式建築」
『新建築』1976.11 臨時増刊「昭和住宅史」
『近代建築の目撃者』佐々木宏編（単行本）　1977.4
『新建築』1978.6 臨時増刊「和風住宅の手法」
『新建築』1978.11 臨時増刊「日本の現代建築」
『新建築』1979.6 臨時増刊「和風建築」
『新建築』1979.10「平和な時代の野武士達」槇文彦

「住宅論」篠原一男（鹿島出版会）1971
「コート・ハウス論」西澤文隆（相模書房）1974
「建築の解体」磯崎新（美術出版社）1975
「日本のすまいⅠ」西山卯三（勁草書房）1975
「建築家なしの建築」B. ルドフスキー著・渡辺武信訳
1976
「ポストモダニズムの建築言語」C. ジェンクス著・竹山実
訳（エー・アンド・ユー）
「街並みの美学」芦原義信（岩波出版）1979

「対談：近代建築入門」磯崎新・原広司（都市住宅 1971.2
～ 1973.4）
「ポピュラー・アーキテクチュア」槇文彦（都市住宅1973.11）
「特集：発見的方法／吉坂研究室の哲学と手法」（「都市住宅」
1975.8）
「都市の思想の転換点としての保存」（「都市住宅」1976.7）
「近代の呪縛に放て」八束はじめ・布野修司他（「建築文化」
1975.11 ～ 1977.10）

○お祭り広場　丹下健三／ 1970
○セキスイハイムM1　大野勝彦／ 1971
○反住器　毛綱毅曠／ 1971
○中銀カプセルタワービル　黒川紀章／ 1972
○広島基町・長寿園高層アパート　大高正人／ 1973
○倉敷アイビー・スクエア　浦辺鎮太郎／ 1974
○今帰仁村中央公民館　象設計集団／ 1975
○中野本町の家　伊東豊雄／ 1976
○住吉の長屋　安藤忠雄／ 1976
○上原通りの住宅　篠原一男／ 1976
○芦屋浜高層住宅　ASTEM企業連合／ 1979

新日本建築家技術社集団設立／ 1970
「a+u（建築と都市）」創刊（エー・アンド・ユー）／
1971
「国際建築」廃刊（美術出版社）／ 1971
「建築」休刊（中外出版）／ 1976
「日経アーキテクチュア」創刊（日経マグロウヒル社）／
1976
「都市住宅」休刊（鹿島出版会）／ 1976

1970  日本万国博覧会（大阪）
1971  ドル・ショック、変動為替相場制移行
1972  あさま山荘事件、千日デパート火災、沖縄復帰
　　　日中国交正常化
1973  オイルショック
1975  第１回サミット開催
1976  ロッキード事件
1979  東京サミット開催
           スリーマイル島原子力発電所事故

1980 年より『新建築』編集長に就任
（～ 1991 年　一時『住宅特集』に専念）
『新建築』1980.1「巻頭言」村野藤吾、データ頁新設
1985 年より『新建築住宅特集』編集長に就任
（～ 1988 年）
『新建築住宅特集』創刊 1985 春（季刊）
『新建築住宅特集』月刊化 1986.5 より

『建築・都市論異見』宮内嘉久（相模書房）1984
『10宅論』隈研吾（トーソー出版）1986
『空間〈機能から様相へ〉』原広司（岩波書店）1987
『近代和風建築』村松貞次郎・近江栄編（鹿島出版会）
1988
『夢のすむ家―二十世紀を開いた住宅』鈴木博之（平凡社）
1989

「健康な建築をめざして」内井昭蔵（新建築 1980.9）
「組織設計はつねに〈青年〉でありたい」高橋E一・林昌二・
藤森照信（『新建築』1985.1）
「近代主義の光と影」槇文彦（『新建築』1986.1）
「職能建築家の団結を目指す」丹下健三（『新建築』1987.2）

○生闘學舎　高須賀晋／ 1980
○名護市庁舎　象設計集団・アトリ・モビル／ 1981
○つくばセンタービル　磯崎新／ 1983
○伊豆の長八美術館　石山修武／ 1984
○スパイラル　槇文彦／ 1985
○シルバーハット　伊東豊雄／ 1985
○国立京都近代美術館　槇文彦／ 1986
○ヤマトインターナショナル　原広司／ 1986
○東京ドーム　日建設計 +竹中工務店／ 1988
○東工大百年記念館　篠原一男／ 1988
○光の教会　安藤忠雄／ 1989

「建築史学」創刊（建築史学会）／ 1983
『新建築住宅特集』創刊（新建築社）／ 1985
東京都新都庁舎指名設計競技 1等／丹下健三／ 1986
展覧会「追悼前川國男」／ 1986
『都市住宅』廃刊（鹿島出版会）／ 1986
『建築家』休刊（日本建築家協会）／ 1986
『住まい学大系』創刊（住まい図書館出版局）／ 1987
展覧会「ル・コルビュジェと坂倉準三」／ 1988

1980  イラン・イラク戦争
1983  大韓航空機撃墜事件
1985  日本航空 123便墜落事故
1986  男女雇用機会均等法、チェルノブイリ原発事故
　　　バブル景気（～ 1991）
1987  ニューヨーク株式市場大暴落（ブラックマンデー）
1988  リクルート事件、ペレストロイカ
1989  昭和天皇逝去、六四天安門事件、ベルリンの壁崩壊

『昭和住宅物語』藤森照信著（単行本）　1990
『新建築』1990.8 臨時増刊「1980─1990 POSTMODERN AGE」
『新建築』1991.1 臨時増刊「建築 20 世紀」Part 1
『新建築』1991.6 臨時増刊「建築 20 世紀」Part 2
1991 年　新建築社取締役、のち退社
1992 年　エーディーエー・エディタ・トーキョー入社
1992 年より『GA JAPAN』編集長に就任（～ 1995 年）
『GA JAPAN』創刊／ 1992
1996 年　都市建築編集研究所設立 
『建物が残った』磯崎新著 岩波書店／ 1998
『入江の結晶』石井修著 建築資料研究社／ 1998
『篠原一男 12 の対話／世紀の変わり目の「建築会議」』共著 
建築技術／ 1999
『建物のリサイクル』青木茂著 学芸出版社 ／ 1999

『東京の［地霊］』鈴木博之（文芸春秋）1990
『記憶の形象』槇文彦（筑摩書房）1992
『建築ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ無頼』宮内嘉久（晶文社）1994 ／ 2007
年に中央公論新社より文庫版化
『関西の近代建築―ｳｫｰﾄﾙｽから村野藤吾まで』石田潤一郎
（中央公論美術出版）1996
『建築思潮 05 漂流する風景現代建築批判』AF「建築思潮」
編集委員会編（学芸出版社）1997
『再読／日本のﾓﾀﾞﾝ・ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ』ﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ研究会編（彰
国社）1997

「21世紀の幔幕―流動体的建築論」伊東豊雄（『新建築』
1990.10）
「建築の素形」内藤廣（『新建築』1992.1）
「近代“主義”建築は残せるか」村松貞次郎（『新建築』
1994.2）
「近代建築はいかに生き残れるか―『神奈川県立音楽堂』
を事例として」馬場璋造（『新建築』1994.11）
「戦後モダニズム建築の軌跡・丹下健三とその時代」藤森
照信（『新建築』1998.1）［1999.9 まで連載］

○水戸芸術館　磯崎新／ 1990
○東京都新庁舎　丹下健三／ 1991
○再春館製薬女子寮　妹島和世／ 1991
○海の博物館　内藤廣／ 1992
○熊本県営保田窪第一団地　山本理顕／ 1993
○関西国際ターミナルビル　R. ピアノ／ 1994
○紙の教会　坂茂／ 1996
○千葉市立打瀬小学校　シーラカンス／ 1996
○豊田市美術館　谷口吉生／ 1996
○京都駅　原広司／ 1997

『GA JAPAN』創刊（A.D.A. EDITA Tokyo）／ 1992
展覧会「ブルーノ・タウト」／ 1993
ANYシリーズ創刊（NTT出版）／ 1994
『10＋1』創刊（INAX出版）／ 1994
展覧会「昭和モダニズムの足跡」／ 1995
展覧会「日本に残るライト建築」／ 1996
展覧会「ジョサイア・コンドル」／ 1997
岡田信一郎設計の明治生命保険相互会社本館が昭和の近代
建築として初めて重要文化財に指定／ 1997
展覧会「建築の 20世紀―終わりから始まりへ」／ 1998

1990  東西ドイツ統一、長崎雲仙普賢岳噴火
1991  第一次湾岸戦争、ソ連解体、アパルトヘイト終結
1993  欧州連合（EU）発足
1994  松本サリン事件
1995  阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件
1997  地球温暖化防止国際会議（京都）開催
1999  EU 共通通貨ユーロ導入

『NIKKEN SEKKEI LIBRARY』シリーズ 15冊 日建設計
『淡路夢舞台』安藤忠雄 新建築社／ 2000
『光の教会 安藤忠雄の現場』平松剛著 建築資料研究社／
2000
『素顔の大建築家たち 01・02─弟子の見た巨匠の世界』
共著 建築資料研究社／ 2001
『林昌二毒本』林昌二 新建築社／ 2004
『フランク・ロイド・ライトの帝国ホテル』明石信道著 建
築資料研究社／ 2005
『日本の現代住宅 1985─2005』共著 TOTO出版／ 2005
『清家清』（作品集）共著 新建築社／ 2006
『篠原一男 住宅図面』共著 彰国社／ 2008
『村野藤吾建築案内』共著 TOTO出版／ 2009
『長寿命建築へ』青木茂著 建築資料研究社／ 2012 他多数

『モダニズム建築の軌跡 60年代のアヴァンギャルド』内井
昭蔵（INAX出版）2000
『UNBUILT ／反建築史』磯崎新（TOTO出版）2001
『丹下健三』丹下健三・藤森照信（新建築社）2002
『建築の終わり』北山恒・岸和郎・内藤廣（TOTO出版）
2003
『近代日本建築運動史』松井昭光監修・本多昭一著（ドメ
ス出版）2003

「対談：時代の中の建築家像来世紀の建築家へ」槇文彦・
磯崎新（『新建築』2000.1）
「建築はどうしてあるのか―建築がむやみに壊されてはい
けない本当の理由」藤森照信（『新建築』2002.4）
「対談：［私］性とデザインの行方」伊東豊雄・内藤廣（『新
建築』2004.1）
「万博は何を残すか？」菊竹清訓×泉眞也（『新建築』
2005.5）
「人間とは何かを考えながら建築を作り続ける―建築にお
けるﾊﾞﾅｷｭﾗｰと普遍性」槇文彦（『新建築』2009.10）

○せんだいメディアテーク　伊東豊雄／ 2000
○横浜大さん橋国際客船ターミナル　FOA／ 2002
○金沢 21世紀美術館　SANAA／ 2004
○まつもと市民芸術館　伊東豊雄／ 2004
○情緒障害児短期治療施設　藤本壮介／ 2006　
○ふじようちえん 手塚貴晴＋手塚由比／ 2007
○犬島アートプロジェクト「精錬所」三分一博志／ 2008
○神奈川工科大学KAIT 工房　石上純也／ 2008
○豊島美術館 西沢立衛／ 2010
○東京スカイツリー 日建設計／ 2012

展覧会「文化遺産としてのモダニズム建築展―
DOCOMOMO20選」／ 2000
『SD』休刊（鹿島出版会）／ 2000
『10＋1』休刊（INAX出版）／ 2001
『建築文化』休刊（彰国社）／ 2004
国立西洋美術館が重要文化財に／ 2007

2000  沖縄サミット開催
2001  米同時多発テロ（9・11）
2004  新潟県中越地震
2005  構造計算書偽造問題
2008  北京オリンピック、リーマンショック
2010  上海万博
2011  東日本大震災＋福島第一原発事故

建築評論

作 品

建築界

社 会

作成：北聖志+河野学
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Gallery 建築作品紹介 武庫之荘メディカルキューブ 設計：徳岡設計
施工：徳岡工務店

人体の組織は外界と遮断されているのではなく、多孔質の膜やひだのように柔らかく調
整しながら繋がっている。この機能を無機的な素材を使って建築に表現したいと考えた。
調光、遮音、通風および熱負荷低減などの役割を担うファサードは、高度先進医療を
迅速に受けられる身近なネットワークイメージを発信する。地域密着型医療により大病
院の負担軽減を目指した新しい安心・安全の形である。
採用された医療機器の高さや荷重に対応しつつ、将来の利用計画にも考慮して、内
部はコアと外壁で骨格が構成される無柱空間とした。また医療に根差した積極的な介
護予防や健康増進を支える場としても、貢献し続けることを願っている。

（徳岡浩二／徳岡設計）

所 在 地：兵庫県尼崎市
用　　途：診療所向け
　　　　　テナントビル
竣　　工：2012.9
構造規模：RC造  3階建
敷地面積：517.52㎡
建築面積：301.08㎡
延床面積：830.83㎡
写　　真：川元　斉

遠藤照明テクニカルセンター 設計：竹中工務店
施工：竹中工務店

LED 照明の技術開発を続ける照明メーカーの研究所を統合する計画にあ
たり、創造的なアイデアを育むクリエイティブな研究所を目指した。建
物の前面に「コラボフロント」と呼ばれる協業のためのスペースを設置し、
社内外の壁を越えた活発なコラボレーションによる新しい価値を創造す
る場と位置付けた。コラボフロントには吹抜けや階段を設け、ワークプ
レイス間の視線のつながりと動線の機能を一体感のある空間に統合する
ことによって、情報のつながりと融合の機会の創出を図っている。ここ
での協業で生まれたローカルなアイデアが他のアイデアとつながり、革
新的は技術開発に発展することを期待している。  （山田義浩、吉本一規）

所 在 地：大阪府東大阪市
用　　途：研究所
竣　　工：2012.10
構造規模：鉄骨造
　　　　　地上４階
敷地面積：1,907.44㎡
建築面積：1,055.57㎡
延床面積：3,244.15㎡
写　　真：名執一雄
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気
が
つ
け
ば
、
日
本
の
都
市
に
は
今
や
夥
し
い
数

に
上
る
超
高
層
ビ
ル
が
林
立
し
て
い
る
。
で
も
、
考

え
て
み
る
と
、
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
高
さ
一
四
七

ｍ
の
霞
が
関
ビ
ル
が
竣
工
し
た
の
は
一
九
六
八
年

で
あ
り
、
四
十
五
年
前
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
一

方
、
続
い
て
完
成
し
た
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

︵
一
九
七
〇
年
︶
は
再
開
発
の
た
め
に
近
く
解
体

さ
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
丹
下
健
三
の
代
表
作
の

赤
坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新
館
︵
一
九
八
二
年
︶
で

さ
え
、
三
〇
年
足
ら
ず
の
短
い
命
で
現
在
解
体
中

で
あ
る
。
は
た
し
て
超
高
層
ビ
ル
は
都
市
の
環

境
と
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
何
を
も
た
ら
し
た
の

か
、
そ
の
検
証
は
行
わ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て

都
市
は
ど
こ
へ
と
向
か
う
の
か
。
そ
ん
な
思
い
か

ら
、
新
宿
三
井
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
立
ち
寄
っ
た
。

こ
の
建
物
は
、
一
九
七
四
年
、
対
面
の
京
王
プ
ラ

ザ
ホ
テ
ル
︵
一
九
七
一
年
︶
や
隣
の
新
宿
住
友
ビ

ル
︵
一
九
七
四
年
︶
に
続
き
、
旧
・
淀
橋
浄
水
場

跡
地
の
再
開
発
計
画
に
よ
っ
て
新
宿
副
都
心
に
建

設
さ
れ
、
草
創
期
を
代
表
す
る
超
高
層
ビ
ル
と
し

て
知
ら
れ
る
。
因
み
に
、
軒
高
約
二
一
〇
ｍ
は
当

時
の
最
高
高
さ
を
誇
っ
て
い
た
。ま
た
、偶
然
に
も
、

村
野
藤
吾
の
日
本
興
業
銀
行
本
店
や
前
川
國
男
の

東
京
海
上
ビ
ル
も
同
じ
年
に
竣
工
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
自
社
ビ
ル
と
は
異
な
り
、貸
ビ
ル
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
、
一
九
七
四
年
は
、
従
来
の
著

名
建
築
家
と
の
信
頼
関
係
か
ら
生
れ
た
企
業
の
イ

メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
自
社
ビ
ル
か
ら
、

不
動
産
経
営
と
い
う
よ
り
収
益
性
を
重
視
し
、
機

能
性
と
合
理
性
を
併
せ
持
つ
貸
ビ
ル
へ
と
、
都
市

の
建
築
が
大
き
く
変
貌
し
始
め
た
起
点
の
年
だ
っ

た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
超
高

層
ビ
ル
と
い
う
未
だ
経
験
の
な
い
技
術
の
総
合
と

し
て
成
立
す
る
建
物
だ
か
ら
こ
そ
、
個
人
で
は
な

く
、
組
織
に
よ
る
設
計
体
制
の
確
立
が
本
格
化
す

る
。
そ
う
し
た
時
代
背
景
か
ら
見
直
す
と
き
、
竣

工
時
に
こ
の
建
物
の
計
画
担
当
者
が
記
し
た
次
の

よ
う
な
言
葉
の
意
味
も
見
え
て
く
る
。

　
「「
東
京
海
上
ビ
ル
」
は
私
も
優
れ
た
建
築
だ
と

思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
れ
は
経
済
的
に
制
約

の
な
い
自
社
ビ
ル
で
あ
る
。
表
皮
の
凹
凸
に
よ
る

採
算
性
の
欠
除
は
貸
ビ
ル
で
は
許
さ
れ
な
い
。
東

京
海
上
と
い
う
豊
か
な
会
社
の
自
社
ビ
ル
と
い
う

条
件
と
、
前
川
國
男
と
い
う
特
級
建
築
家
の
組
合

わ
せ
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
な
し
得
る
も
の
で
、

一
般
性
は
な
い
。」︵
郭
茂
林
「
青
い
ガ
ラ
ス
」﹃
新

建
築
﹄
一
九
七
五
年
三
月
号
︶

　

こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
徹
底
し
た
リ
ア
リ

ズ
ム
に
よ
る
建
築
の
意
味
の
変
質
だ
。
時
代
は
大

き
く
動
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

こ
の
先
駆
的
な
超
高
層
ビ
ル
で
は
、
同
じ
く
設
計

の
担
当
者
が
記
し
た
よ
う
に
、「
生
き
生
き
と
し
た

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
創
造
」
が
目
指
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
、具
体
的
目
標
と
さ
れ
た
の
は
、「
オ

フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
を
集
約
す
る
と
共
に
、
高
層
化

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
あ
し
も
と
の
ひ
ろ
び
ろ

と
し
た
空
間
を
、
活
気
あ
る
親
し
み
や
す
い
も
の

と
し
て
計
画
し
て
、
人
び
と
が
集
い
憩
い
語
り
合

え
る
よ
う
な
市
民
生
活
の
場
を
そ
こ
に
つ
く
り
出

し
、
と
か
く
否
定
的
に
な
り
が
ち
な
超
高
層
ビ
ル

を
街
中
に
馴
染
み
こ
ま
せ
る
こ
と
」
だ
っ
た
︵
村

尾
成
文
「
建
築
計
画
」﹃
新
建
築
﹄
同
上
︶。

　

訪
れ
る
と
、
そ
う
記
さ
れ
た
と
お
り
、
ミ
ラ
ー
・

ガ
ラ
ス
と
ダ
ー
ク
・
ブ
ロ
ン
ズ
色
の
ア
ル
ミ
の
フ

レ
ー
ム
に
よ
っ
て
メ
タ
リ
ッ
ク
な
質
感
で
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
た
高
層
棟
と
、
足
元
に
広
が

る
三
千
㎡
を
超
え
る
植
栽
と
欅
、
赤
褐
色
の
床
タ

イ
ル
と
造
形
作
家
・
会
田
雄
亮
に
よ
る
滝
の
流
れ

る
オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
、
温
も
り
の
あ
る
低
層
部
と
の

対
比
が
鮮
や
か
だ
。
こ
の
落
ち
着
い
た
た
だ
ず
ま

い
の
広
場
で
、
思
い
思
い
に
過
ご
す
人
々
に
は
、

お
そ
ら
く
高
層
棟
は
背
景
に
後
退
し
て
ほ
と
ん
ど

意
識
さ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
設
計
意
図

は
十
全
に
実
現
さ
れ
、
成
熟
し
た
都
市
の
風
景
に

な
っ
て
い
る
と
思
え
た
。し
か
し
、そ
れ
で
も
な
お
、

同
じ
文
章
の
末
尾
は
、
ど
こ
か
切
実
さ
を
含
む
次

の
よ
う
な
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　
「
建
築
界
で
常
識
化
し
て
き
て
い
る
高
層
化
は
、

建
築
計
画
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
高
層
化
部
分

の
居
住
空
間
の
質
的
向
上
、
低
層
部
の
計
画
自
由

度
の
増
大
に
よ
る
複
合
空
間
の
合
理
的
計
画
の
可

能
性
の
増
加
と
、
広
場
や
公
園
や
ア
プ
ロ
ー
チ
と

い
っ
た
公
共
空
間
の
確
保
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
や
企

業
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
い
っ
た
造
形
的
効
果
な
ど

の
メ
リ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
層
化

が
周
辺
地
区
に
与
え
る
日
照
や
電
波
障
害
や
局
地

風
を
は
じ
め
と
し
た
影
響
は
、
高
層
化
す
れ
ば
そ

れ
だ
け
で
都
市
環
境
が
望
ま
し
い
も
の
に
な
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

む
し
ろ
、
高
層
化
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
ど
れ
だ

け
望
ま
し
い
環
境
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
は
、
こ
れ
に
携
わ
る
す
べ
て
の
人
び
と
の
こ
れ

か
ら
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。」

　

当
時
す
で
に
、「
高
層
化
が
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で

都
市
環
境
が
望
ま
し
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
」
と
の
危
惧
が
表
明
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
設
計
の
当
事
者
だ
か
ら
こ
そ
気
づ
か

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
超
高
層
ビ
ル
と
都
市
環

境
と
の
調
整
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
の
後
に
共
有

さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
建
物

の
竣
工
直
前
に
は
、
建
築
評
論
家
の
神
代
雄
一
郎

に
よ
る
「
巨
大
建
築
に
抗
議
す
る
」︵﹃
新
建
築
﹄

一
九
七
四
年
九
月
号
︶
と
い
う
問
い
か
け
に
端
を

発
し
た
論
争
も
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
実

を
結
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
今
こ
そ
、
私
た
ち
は
林

立
す
る
超
高
層
ビ
ル
の
四
十
五
年
の
歩
み
を
今
一

度
冷
静
に
振
り
返
る
地
点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
思
う
。
こ
う
し
て
、
高
層
化
は
「
手
段
」
に

過
ぎ
ず
、「
望
ま
し
い
環
境
」
を
つ
く
り
出
す
こ
と

こ
そ
、
そ
れ
に
携
わ
る
す
べ
て
の
人
間
の
使
命
で

あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

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
。

 建築人賞 記念盾　「未来へ！」
 グラスアーティスト 三浦啓子作

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

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

■ 表彰（設計者に対して）
）盾念記と状賞（  　　賞人築建

建築人奨励賞（賞状）
※建築主・施工者には感謝状授与

■ 受賞発表
建築人 2014 年７月号誌面（予定）

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

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

第６回
建築人賞
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

会報誌『建築人』では、Gallery に 掲載する作品を募集しています。
詳しくは、社団法人大阪府建築士会『建築人』Gallery 建築作品掲載係まで。

【掲載料】カラー　 ２ページ　２０万円
　　　　  カラー　 １ページ　１０万円
　　　　  モノクロ ２ページ　１０万円
　　　　  モノクロ １ページ　　５万円
　　　　  ※モノクロページは住宅作品に限ります

『建築人』Gallery 掲載作品 募集中

記憶の建築
松隈　洋

新宿三井ビルディング　1974 年
　超高層ビルの公共性

広場を見下ろす

高層部を見上げる
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
街
並
み
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て

欲
し
い
。
そ
の
美
し
い
風
景
の
中
に
、
門
扉
や
手

摺
り
、
バ
ル
コ
ニ
ー
、
窓
グ
リ
ル
の
そ
こ
か
し
こ
に
、

鍛
鉄
工
芸
で
の
建
築
装
飾
が
、
目
に
浮
ん
で
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
、
建
築
装
飾
を

は
じ
め
、
鉄
に
人
が
手
仕
事
で
働
き
か
け
、
様
々

な
生
活
の
用
に
応
じ
造
り
出
し
た
鍛
鉄
工
芸
全

般
を
指
し
、
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
と
呼
ん
で
い
る
。

　

今
、
私
の
目
の
前
に
は
、
と
て
も
大
き
く
て
重

厚
な
一
冊
の
本
が
あ
る
。＂
鉄
工
芸
と
建
築
装
飾

の
世
界
＂
と
題
さ
れ
た
そ
の
本
は
、四
百
数
十
ペ
ー

ジ
に
も
及
び
百
科
事
典
さ
な
が
ら
の
装
丁
が
施
さ

れ
て
い
る
。
現
代
に
到
る
ま
で
の
欧
米
で
の
鉄
工

芸
の
歴
史
や
、
街
並
み
で
の
様
子
、
さ
ら
に
日
本

で
の
事
例
が
、
た
く
さ
ん
の
美
し
い
写
真
と
テ
キ

ス
ト
で
紹
介
さ
れ
、
ま
さ
に
建
築
装
飾
と
し
て
の

ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
百
科
事
典
と
呼
べ
る
充
実
ぶ
り

で
あ
る
。
建
築
装
飾
に
お
け
る
鍛
鉄
工
芸
、
ロ
ー

ト
ア
イ
ア
ン
を
こ
れ
程
詳
細
に
、
こ
れ
程
の
情
報

量
を
持
っ
て
書
か
れ
た
本
を
、
私
は
寡
聞
に
し
て

知
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
本
の
真
の
評
価
は
、
ス

ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
ア
ー
カ
イ

ブ
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
本
の
著
者
は
、
本
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
鍛
鉄
工

芸
で
あ
る
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
を
、
我
が
国
で
最
も
早

く
導
入
し
、
建
築
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
専
門
分
野

を
確
立
し
た
、
南
澤
弘
氏
だ
。
今
回
、
南
澤
氏

が
率
い
る
、株
式
会
社
よ
し
与
工
房
を
取
材
し
た
。

ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
と
の
出
会
い

　

南
澤
氏
は
、
京
都
に
九
代
続
い
た
す
だ
れ
屋
の

家
に
生
ま
れ
、
そ
の
家
業
を
継
ぐ
。
三
〇
〇
年

続
い
た
家
業
で
は
あ
っ
た
が
、
戦
後
、
国
内
の
生

活
様
式
の
急
激
な
変
化
か
ら
、
す
だ
れ
屋
自
体

が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
。

　

新
し
い
道
を
模
索
し
、
独
学
で
絵
画
や
デ
ザ
イ

ン
の
仕
事
を
始
め
た
南
澤
氏
は
、
戦
後
の
か
な
り

早
い
時
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パへ
行
く
機
会
を
得
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
あ
る
美
し
い
街
並
み
を
歩
く
中
、

南
澤
氏
の
目
に
留
ま
っ
た
の
は
、門
扉
や
ベ
ラ
ン
ダ
、

手
摺
な
ど
を
装
飾
す
る
、美
し
い
鍛
鉄
工
芸
、ロ
ー

ト
ア
イ
ア
ン
の
数
々
だ
っ
た
。「
直
感
で
こ
れ
だ
と

感
じ
た
。」
と
語
る
南
澤
氏
は
、
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
器

具
の
製
作
を
す
る
鉄
工
所
で
、
鍛
冶
屋
の
経
験

者
を
集
め
て
、
鉄
細
工
の
製
作
を
始
め
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
に
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
数
百
年
の
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た

ス
タ
イ
ル
、
デ
ザ
イ
ン
様
式
が
伝
統
的
マニュ
ア
ル
と

し
て
厳
然
と
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
ら
、

伝
統
的
デ
ザ
イ
ン
様
式
を
学
ぶ
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
地
を
訪
ね
、
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
、
カ
メ
ラ
に
収

ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
文　

渕
側　

晋

匠
の
巧  

■  

株
式
会
社
よ
し
与
工
房

め
、
貧
欲
に
知
識
を
吸
収
し
て
歩
い
た
。

　

現
在
と
は
違
い
、
当
時
、
国
内
に
は
参
考
文

献
も
無
く
、
一九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ

た
書
籍
を
は
じ
め
、
そ
れ
ら
文
献
の
全
て
を
海
外

か
ら
、手
当
た
り
次
第
に
集
め
た
。
そ
の
資
料
は
、

現
在
で
も
日
本
に
お
い
て
、
質
、
量
共
に
超
え
る

も
の
は
存
在
し
な
い
。

　

そ
の
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
紀
行
を
ま
と
め
た
の
が
、

先
に
紹
介
し
た
、＂
鉄
工
芸
と
建
築
装
飾
の
世
界
＂

で
あ
る
。
ま
さ
に
日
本
の
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
の
創
成

期
を
切
り
開
い
た
パ
イ
オ
ニ
ア
と
言
え
る
。

伝
統
と
革
新
を
経
て

　

す
だ
れ
屋
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
手
仕
事
が
、

戦
後
の
急
激
な
生
活
様
式
の
変
化
か
ら
危
機
に

瀕
し
た
た
め
、
新
し
い
活
路
を
求
め
て
掴
ん
だ
の

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
鍛
鉄
工
芸
、
ロ
ー
ト
ア

イ
ア
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
も
紹
介
し
た
。
し
か

し
そ
の
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
の
伝
統
の
重
さ

や
、
産
業
構
造
の
変
化
な
ど
か
ら
停
滞
を
招
き
、

閉
塞
感
を
抱
え
て
い
た
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
で
あ
っ
た

こ
と
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
停
滞
感
を
何
と
か
打
開

し
よ
う
と
、
新
た
な
才
能
に
よ
る
様
々
な
試
み
や
、

創
作
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
そ
れ
が

南
澤
氏
の
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
リ
ン
ク
し
た
。

　

紀
元
前
に
、
中
東
に
端
を
発
し
た
鉄
の
文
化
は

西
方
へ
伝
わ
り
、
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
と
な
っ
た
。
同

時
に
東
方
に
も
伝
わ
り
、
形
を
変
え
て
日
本
に
も

伝
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
形
は
違
え
ど
そ
れ
ら

は
繋
が
っ
て
い
て
同
じ
も
の
で
あ
る
。「
同
じ
も
の

を
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
、
ど
の
角
度
か
ら
見
る
か

で
あ
る
。」
と
、
気
付
い
た
南
澤
氏
は
、
身
に
付

け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
デ
ザ
イ
ン
様
式
を
基
に
、

日
本
人
と
し
て
の
感
性
を
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
を
通

し
て
表
現
し
た
。
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
革
新
期
に

あ
っ
た
世
界
の
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
界
の
中
で
注
目
を

集
め
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
中
で
も
室

内
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
表
現
は
、
そ
れ
ま
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
西
欧
に
は
無
く
、
日
本
独
自
の
新

し
い
表
現
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　

現
在
、
本
社
工
場
を
京
都
・
亀
岡
に
持
つ
。

す
だ
れ
屋
を
営
ん
で
い
た
当
時
の
京
都
市
内
か

ら
、
こ
の
地
へ
拠
点
を
移
し
た
理
由
を
南
澤
氏
は
、

「
こ
の
亀
岡
の
地
に
は
、
農
耕
具
を
作
る
鍛
冶
屋

が
多
く
い
ま
し
た
。
そ
し
て
更
に
、
よ
し
与
の
も
う

一つ
の
柱
で
あ
る
、
食
品
店
舗
向
け
の
販
促
什
器

や
そ
の
籐
篭
も
、
こ
の
地
に
昔
か
ら
受
継
が
れ
て

き
た
、
亀
岡
の
竹
篭
作
り
で
の
伝
統
技
術
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。」
と
話
す
。
そ
の
ど
ち
ら
も
が
戦

後
近
代
化
の
流
れ
の
中
で
取
り
残
さ
れ
、
忘
れ
さ

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
産
業
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ら
物
創
り
の
精
神
を
受
継
ぎ
、
新
た
な

デ
ザ
イ
ン
を
試
み
る
こ
と
で
、
新
し
い
価
値
を
与

え
る
視
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
は
、

現
在
、
伝
統
産
業
と
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
広
く
試
み
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
ら
試

み
の
先
駆
け
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

匠
の
技
と
鉄
の
記
憶

　

工
房
を
覗
い
て
見
る
と
、
フ
ォ
ー
ジ
ュ
と
呼
ば
れ

る
爐
︵
ろ
︶
の
中
に
火
が
燃
え
、
並
べ
て
置
か
れ

た
鉄
の
角
材
が
、
熱
せ
ら
れ
て
赤
々
と
し
た
光
を

発
し
て
い
た
。
そ
の
赤
々
と
し
た
光
を
目
に
し
て
、

何
か
し
ら
心
の
奥
底
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
懐
か

し
さ
の
様
な
、
心
高
ぶ
る
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。

ち
な
み
に
そ
の
時
の
発
す
る
光
の
色
で
、
鉄
の
軟

化
具
合
を
探
り
な
が
ら
作
業
を
進
め
る
の
だ
そ
う

だ
。
熱
し
て
軟
化
さ
せ
た
鉄
を
ア
ン
ビ
ル
と
呼
ば

れ
る
金
床
の
上
で
ハ
ン
マ
ー
で
叩
き
変
形
さ
せ
て
い

く
。
職
人
の
手
に
か
か
る
と
、
角
材
が
平
ら
に
な

り
、
伸
ば
さ
れ
、
円
く
曲
げ
ら
れ
、
更
に
曲
げ
て
、

と
、
硬
い
は
ず
の
鉄
が
見
る
見
る
う
ち
に
形
を
変

え
、ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
で
よ
く
目
に
す
る
唐
草
の
パ
ー

ツ
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
。
鉄
と
は
硬
い
冷
た
い

無
機
質
な
も
の
だ
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
取
り
払

わ
れ
、
鉄
と
は
何
処
か
暖
か
く
、
人
の
近
く
に
あ

り
、
親
し
み
深
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
た
。

機
能
と
し
て
の
装
飾
を
取
戻
す

　

現
在
、
日
本
で
も
広
く
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
が
認

知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
共
に
、
安
価
な

模
造
品
が
増
え
た
。
価
格
の
高
低
を
言
う
の
で
は

い
。「
そ
こ
に
は
素
材
が
持
つ
必
然
性
が
み
ら
れ

ず
、
文
化
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
長
い
歴
史
の
中
で
、

鉄
の
素
材
と
し
て
の
可
能
性
を
極
限
ま
で
突
き
詰

め
た
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
と
い
う
文
化
を
、
経
済
の

原
理
だ
け
で
鋳
物
の
型
に
は
め
て
作
る
ロ
ー
ト
ア

イ
ア
ン
風
に
は
疑
問
が
残
る
。
工
業
製
品
と
し
て

高
い
精
度
で
出
来
た
同
じ
も
の
を
並
べ
る
と
、
一見

綺
麗
だ
が
出
来
上
が
り
は
不
自
然
だ
。
同
様
に
、

繰
り
返
し
の
デ
ザ
イ
ン
で
も
手
作
業
で
作
ら
れ
た

も
の
に
は
、
一つ一つ
に
ブ
レ
が
あ
り
、
全
体
と
し
て

見
た
時
、
そ
の
手
作
業
ゆ
え
の
ブ
レ
こ
そ
が
、
自

然
な
存
在
感
を
生
み
出
す
の
だ
。」
と
、
南
澤
氏

は
語
る
。

　

そ
し
て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
始
ま
る
機
能
優
先
で

装
飾
を
排
す
る
現
代
風
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
に
も

疑
問
を
呈
す
る
。「
装
飾
は
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
。」
と
、
南
澤
氏
は
言
う
。
目
で
楽
し
む
こ
と

も
機
能
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
。

　

建
築
家
の
内
井
昭
蔵
氏
は
、
そ
の
著
書
＂
装

飾
の
復
権
＂
の
中
で
、「
人
間
性
を
欠
い
た
現
代

の
画
一
的
空
間
に
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
に
は

装
飾
を
復
権
す
る
こ
と
だ
。」
と
。
ま
た
、「
装

飾
と
は
、
付
け
足
し
で
は
無
く
、
材
料
の
持
ち
味

を一番
よ
く
見
せ
る
形
を
見
出
す
こ
と
だ
。」
と
も

語
っ
て
い
る
。

　

そ
の
観
点
で
見
る
な
ら
ば
、南
澤
氏
が
取
組
み
、

そ
の
思
い
を
し
っ
か
り
と
受
継
い
だ
、
よ
し
与
工
房

が
取
組
む
モ
ノ
創
り
こ
そ
が
、真
の
意
味
で
の
「
装

飾
」
で
あ
る
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

よ
し
与
工
房
の
取
組
む
ロ
ー
ト
ア
イ
ア
ン
は
、

門
扉
や
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
、
手
摺
り
、
な
ど
の
建

築
装
飾
金
物
と
し
て
馴
染
み
深
い
も
の
か
ら
、
屋

外
大
型
モ
ニュ
メ
ン
ト
に
到
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

そ
の
全
て
に
流
れ
る
も
の
は
、
伝
統
的
デ
ザ
イ
ン

様
式
を
踏
ま
え
た
上
で
の
革
新
で
あ
り
、
機
能
で

あ
り
、
空
間
に
潤
い
と
、
豊
か
さ
を
与
え
て
い
く

意
志
で
あ
る
と
感
じ
た
。

伝統に安住することなく、新たな挑戦を続ける

大型のモニュメント、生命の系統樹
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協同困難なコミュニティにおける協働可能性を求めて

山口  洋典
1975 年静岡県生まれ　2000 年立命館大学大学院理工学研究博士前期課程修了　2000 ～ 06 年財団法人大学コンソーシアム京都事務局
2005 年大阪大学にて博士（人間科学）の学位を取得　2006 年～浄土宗應典院主幹
2006 ～ 11 年同志社大学大学院総合政策科学研究科助教授　2011 年～立命館大学共通教育推進機構准教授
著書に「京都発 NPO 最前線」（京都新聞社）、「よくわかる NPO・ボランティア」（ミネルヴァ書房）、「CAFE：創造都市・大阪への序曲」

（法律文化社）、「地域を活かすつながりのデザイン」（創元社）、「コミュニティメディアの未来」（晃洋書房）（いずれも分担執筆）など。

「都住創内淡路町」建築概要

建築地：大阪市中央区
設計：ヘキサ　施工：モリタ建設　竣工：1986 年
構造・規模：ＳＲＣ造一部ＲＣ造・地下 1 階地上 10 階
敷地面積：357㎡　建築面積：297㎡

大阪における「都住創」プロジェクト

1 号：松屋町住宅（1977 年・住宅 15 戸・非住宅 2 戸）　2 号：岩井町セブン（1978 年・住宅 7 戸・非住宅 2 戸）
3 号：大手通（1978 年・住宅 13 戸・非住宅 1 戸）　4 号：コープ内平野（1979 年・住宅 18 戸・非住宅 1 戸）
5 号：うつぼ（1980 年・住宅 12 戸・非住宅 2 戸）　6 号：中大江（1981 年・住宅 10 戸・非住宅 3 戸）
7 号：徳井町（1982 年・住宅 11 戸・非住宅 2 戸）　8 号：石町（1983 年・住宅 10 戸・非住宅 6 戸）
9 号：森の宮（1984 年・住宅 7 戸）　10 号：釣鐘町（1984 年・住宅 8 戸・非住宅 6 戸）

11 号：清水谷（1985 年・住宅 9 戸・非住宅 6 戸）　12 号：内淡路町（1986 年・住宅 12 戸・非住宅 8 戸）
13 号：スパイヤー（1987 年・住宅 5 戸・非住宅 5 戸）　14 号：北山町（1988 年・住宅 12 戸・非住宅 1 戸）
15 号：清水谷Ⅱ（1989 年・住宅 8 戸・非住宅 3 戸）　16 号：南田辺（1990 年・住宅 7 戸）
17 号：岡山町（1991 年・住宅 6 戸・非住宅 1 戸）　18 号：内平野町Ⅱ（2000 年・住宅 12 戸）
19 号： 大手前（2001 年・住宅 47 戸・非住宅 5 戸）　20 号：糸屋町（2002 年・住宅 14 戸）

今年度からの新連載「建築の射程」では、社会と建築のありかたについて、技術から倫理までさまざまな
話題により新しい建築と文化の関係を考えてまいります。
第 1 回は立命館大学の山口洋典先生にご登場いただき、都住創の現在の問題点から集団運営の持続可能性
について語っていただきました。

都住創内淡路町

連
載　

建
築
の
射
程　
第
１
回

運
動
を
め
ぐ
る
参
加
へ
の
問
い

　
「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
の
末
路
を
見
る
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
よ
」。
こ
れ
は
二
〇
〇
七
年

二
月
二
十
二
日
、
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｅ
／
ま
ち
づ
く
り
研

究
所
の
建
築
家
、
松
富
謙
一
さ
ん
と
株
式
会
社

都
住
創
企
画
に
伺
っ
た
折
、
中
筋
弘
子
さ
ん
か

ら
出
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
中
筋
弘
子
さ
ん
は
、

二
〇
〇
一
年
に
早
逝
さ
れ
た
中
筋
修
さ
ん
の
ご

令
室
で
、
松
富
謙
一
さ
ん
は
、
そ
の
中
筋
さ
ん

が
取
締
役
を
勤
め
た
ヘ
キ
サ
の
元
所
員
だ
。
当

時
、
築
二
〇
〇
年
ほ
ど
の
京
町
家
に
住
ん
で
い

た
筆
者
は
、
大
阪
市
天
王
寺
区
に
あ
る
浄
土
宗

寺
院
「
應
典
院
」
で
の
仕
事
の
都
合
で
、
大
阪

で
の
住
ま
い
を
探
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
都

住
創
と
い
う
活
動
を
知
り
、
知
人
の
松
富
さ
ん

に
仲
介
を
い
た
だ
い
て
、
事
務
所
に
お
伺
い
し

た
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
の
発
言
か
ら
一
週
間
後
の
三
月
二
日
、

再
び
事
務
所
に
お
邪
魔
し
た
筆
者
は
、
そ
の
居

住
を
決
め
、
三
月
二
十
五
日
に
契
約
を
結
び
、

五
月
六
日
か
ら
「
都
住
創
内
淡
路
町
」
に
住
ん

で
い
る
。
都
住
創
と
は
「
都
市
住
宅
を
自
分
た

ち
の
手
で
創
る
会
」
の
略
称
で
、
都
心
に
良
質

な
職
住
空
間
を
共
同
で
設
け
よ
う
と
い
う
活
動

で
あ
る
。
た
だ
、
都
住
創
は
活
動
と
い
う
よ
り

は
運
動
と
言
う
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。そ
れ
は
、

W
ikipedia

の
日
本
語
版
で
「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ブ
ハ
ウ
ス
」
を
ひ
く
と
、「
主
な
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
会
社
」
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

論
拠
の
一
つ
に
で
き
る
だ
ろ
う
。都
住
創
で
は
、

わ
ざ
わ
ざ
自
分
た
ち
の
手
で
都
市
住
宅
を
創
ろ

う
と
思
い
立
つ
程
の
人
々
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に

「
こ
れ
が
い
い
」
と
主
張
す
る
中
、
中
筋
修
さ

ん
を
は
じ
め
と
す
る
建
築
家
た
ち
が
思
い
を
束

ね
、皆
が
「
こ
れ
で
い
い
」
と
実
感
で
き
る
「
作

品
」
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
。

　

都
住
創
は
一
九
七
五
年
か
ら
二
〇
〇
二
年

ま
で
、
大
阪
で
は
中
筋
修
さ
ん
と
安
原
秀
さ

理
の
外
部
委
託
に
よ
っ
て
、
維
持
・
管
理
に
対

す
る
意
識
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
」
と
あ

る
。
も
と
よ
り
、
自
主
管
理
を
成
り
立
た
せ
し

め
る
た
め
に
は
、
組
合
員
間
の
相
互
交
流
が
必

須
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
々
の
関
係
が
構
築

さ
れ
て
い
な
い
際
に
は
、
特
定
の
人
物
へ
の
一

任
と
い
う
論
理
の
も
と
で
、
運
営
責
任
へ
の
放

任
が
進
む
た
め
だ
。

　

今
、
こ
の
六
年
を
振
り
返
る
と
、
冒
頭
で
紹

介
さ
れ
た
「
末
路
」
発
言
は
、
こ
の
「
自
主
管

理
ル
ー
ル
の
崩
壊
」
を
意
味
し
て
い
た
と
確
信

で
き
る
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
言
わ

ば
「
住
ま
い
の
協
同
組
合
」
で
あ
る
か
ら
、
組

合
員
の
一
人
ひ
と
り
が
自
覚
と
責
任
を
持
っ
て

運
営
に
参
加
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
は
ず

だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
な
環
境
を
求
め
て

の
積
極
的
転
居
に
と
も
な
う
転
売
や
、
破
産
等

に
よ
る
消
極
的
売
却
と
し
て
の
競
売
な
ど
、
組

合
員
の
世
代
交
代
が
進
む
中
で
、
建
設
組
合
当

初
の
情
熱
を
携
え
る
人
々
は
、
総
体
的
に
減
少

す
る
宿
命
に
あ
る
。
無
論
、
新
た
な
世
代
が
、

古
く
か
ら
の
世
代
と
共
に
、
自
主
管
理
に
あ

た
っ
て
の
使
命
感
を
携
え
て
い
く
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
運
動
の
主
宰
者
を
喪
失

し
て
久
し
い
都
住
創
は
、
組
合
員
が
個
々
に
主

張
す
る
論
理
の
方
が
先
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
、

シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
ル
ー
ル
︵
自
主
管
理
と
い

う
前
提
︶
や
、
シ
ス
テ
ム
を
担
う
人
々
の
ロ
ー

ル
︵
適
任
・
不
適
任
で
あ
る
か
の
判
断
よ
り
も

輪
番
で
役
職
を
引
き
受
け
る
と
い
う
個
々
の
役

割
︶
と
い
っ
た
居
住
の
哲
学
が
、
極
め
て
矮
小

化
さ
れ
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

協
働
を
通
じ
た
協
同
性
の
回
復
を

　

先
般
、「
都
住
創
内
淡
路
町
」
で
、
小
さ

な
「
事
件
」
が
起
き
た
。
そ
れ
は
、
住
棟
内
で

共
用
し
て
い
る
セ
ン
ト
ラ
ル
給
湯
シ
ス
テ
ム

︵
二
〇
一
〇
年
ま
で
は
太
陽
光
を
利
用
︶
を
使

ん
ら
に
よ
る
「
ヘ
キ
サ
」
が
二
〇
棟
を
設
計

し
、
東
京
で
は
ヘ
キ
サ
の
監
修
の
も
と
隈
研
吾

さ
ん
に
よ
り
二
棟
が
設
計
さ
れ
た
。
筆
者
の

暮
ら
す
「
都
住
創
内
淡
路
町
」
は
、
第
一
二

番
目
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
一
九
八
四
年
五

月
か
ら
十
月
に
計
画
さ
れ
、
翌
十
一
月
か
ら

施
工
、
そ
し
て
一
九
八
六
年
五
月
に
竣
工
し

た
。「
内
淡
路
町
」
を
選
ん
だ
の
は
、
数
あ

る
都
住
創
の
中
で
も
、
斜
め
に
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
さ
れ
て
い
く
ガ
ラ
ス
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー

ル
に
、
積
極
的
に
緑
化
さ
れ
て
い
る
南
面
の

表
情
に
一
目
惚
れ
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ

る
。
敷
地
面
積
は
三
五
七
平
米
に
対
し
、
専

有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
は
二
、一
三
七
平
米
、

二
〇
一
二
年
度
当
初
の
組
合
員
は
一
八
と
い
う

規
模
だ
が
、
こ
れ
も
当
時
の
都
住
創
で
は
最
大

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
冒
頭
の
発
言
を
伺
っ
て
か
ら
六
年

を
経
て
、
あ
の
こ
と
ば
が
問
い
か
け
た
こ
と
の

意
味
を
、「
参
加
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
紐

解
い
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
筆
者
は
阪
神
・
淡

路
大
震
災
の
折
、
環
境
シ
ス
テ
ム
工
学
を
専
攻

と
す
る
大
学
一
回
生
だ
っ
た
が
、そ
の
際
、ハ
ー

ド
を
中
心
と
す
る
土
木
計
画
に
疑
問
を
覚
え
、

後
に
社
会
心
理
学
の
一
分
野
で
あ
る
集
団
力
学

︵group dynam
ics

︶
を
専
門
と
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
こ
で
、
人
間
関
係
を
専
門
と
す
る
筆

者
が
、
都
住
創
内
淡
路
町
で
何
を
見
聞
き
し
、

何
に
触
れ
た
か
、
そ
し
て
何
に
触
れ
ら
れ
な

か
っ
た
か
、
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
同
時

に
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ

ハ
ウ
ス
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
︵
す
な
わ
ち
、運
動
︶

を
牽
引
し
た
、
一
連
の
都
住
創
に
対
す
る
敬
意

を
表
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

一
任
と
放
任
の
あ
い
だ

　

都
住
創
に
つ
い
て
は
、
中
筋
修
・
著
﹃
都
住

創
物
語
﹄︵
一
九
八
九
年
、
住
ま
い
の
図
書
館

用
せ
ず
、
個
別
給
湯
器
に
よ
る
住
戸
内
給
湯
を

採
用
す
る
設
備
工
事
を
行
う
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
本
来
は
認
め
ら
れ
な
い
方
法
で
あ
る

が
、
実
は
こ
の
案
件
は
、
都
住
創
内
淡
路
町
で

は
最
初
の
こ
と
で
は
な
く
、
完
全
ス
ケ
ル
ト
ン

で
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
別
の
住
戸
で
も
行

わ
れ
て
い
た
。
相
互
交
流
に
お
け
る
自
主
管
理

が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、こ
う
し
た
「
抜
け
駆
け
」

は
起
こ
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
事
前
に
提
出
さ
れ

た
工
事
届
と
図
面
に
よ
り
、
工
事
前
に
発
覚
し

た
。
本
件
に
つ
い
て
、
管
理
組
合
に
よ
る
緊
急

の
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
際
に
は
「
前
例
」
を
御
旗
と
し
て
、
個
の
権

利
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
、
組
合
員
の
一
部
か

ら
は
「
な
ぜ
都
住
創
を
選
ん
だ
の
か
」
と
い
っ

た
問
い
も
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

　

建
築
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
、
年
数
の
経

過
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
固
有
の
価
値
を
保

持
さ
せ
ら
れ
る
か
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
た

だ
、
特
に
集
合
住
宅
に
お
い
て
は
、
住
戸
単
位

で
の
ス
ペ
ッ
ク
の
向
上
だ
け
を
考
え
て
は
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。ま
し
て
や
、コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ブ
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
世
代
交
代
が
繰
り
返

さ
れ
る
な
か
で
、
い
か
に
し
て
相
互
交
流
を
後

ろ
盾
と
す
る
自
主
管
理
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
継

承
さ
れ
う
る
か
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
大
阪
・

上
町
台
地
界
隈
に
二
〇
棟
あ
る「
都
住
創
○
○
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
直
面
し
て
い
る
課
題
で
あ
ろ

う
。
既
に
都
住
創
内
淡
路
町
は
、
一
部
の
管
理

事
務
を
事
業
者
に
委
託
し
て
お
り
、
輪
番
制
で

就
任
す
る
管
理
組
合
の
役
員
も
、
組
合
員
と
し

て
の
役
割
と
し
て
で
は
な
く
、
事
業
者
か
ら
の

要
請
に
応
え
る
役
職
と
し
て
請
け
負
わ
れ
て
い

る
傾
向
も
無
い
と
は
言
え
な
い
。

　

都
住
創
と
い
う
運
動
を
牽
引
し
、
都
心
に
居

住
す
る
人
々
の
つ
な
ぎ
手
と
な
っ
た
中
筋
修

さ
ん
を
師
と
す
る
松
富
さ
ん
は
、﹃
師
を
偲
ん

で
﹄
と
題
す
る
追
悼
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ

出
版
局
︶
に
詳
し
い
。
た
だ
、
同
書
は
絶
版
で

あ
る
上
、
バ
ブ
ル
景
気
へ
と
突
入
す
る
中
で
実

施
さ
れ
た
一
五
番
目
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ま
で
し

か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
都
住
創
と

は
何
か
を
概
括
す
る
上
で
は
、
本
稿
執
筆
時
点

に
お
い
て
、
日
建
設
計
総
合
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
第
一
一
六
回
都
市

経
営
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ハ

ウ
ジ
ン
グ
の
新
た
な
展
開
に
む
け
て
」
の
記

録
︵
一
九
九
七
年
八
月
二
十
七
日
・http://

w
w

w
.nikken-ri.com

/forum
/116.htm

l

︶
が

参
考
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
図
ら
ず
も
バ
ブ

ル
崩
壊
後
、
都
住
創
と
は
何
だ
っ
た
の
か
が
中

筋
修
さ
ん
本
人
の
談
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
建
設
ま
で
の

プ
ロ
セ
ス
と
、
居
住
の
様
式
︵
す
な
わ
ち
、
ス

タ
イ
ル
︶
に
注
目
が
集
ま
る
。
し
か
し
、
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
と
い
う
の
は
、
都
心
居
住

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

事
実
、
都
住
創
で
は
住
居
や
職
場
と
し
た
い

人
々
が
出
資
し
て
土
地
を
取
得
し
た
後
に
、
出

資
者
に
よ
る
建
設
組
合
が
結
成
さ
れ
、
竣
工
後

は
建
設
組
合
の
メ
ン
バ
ー
が
管
理
組
合
の
構
成

員
と
な
る
。
そ
し
て
、
組
合
員
の
自
主
管
理
に

よ
っ
て
、
都
心
居
住
の
価
値
を
維
持
・
発
展
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
基
本
的
な
「
制
度
」︵
す
な

わ
ち
、
シ
ス
テ
ム
︶
と
さ
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
建
設
か
ら
年
数
を
重
ね
る
こ

と
で
、
都
心
居
住
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
対
す

る
、
都
住
創
に
お
け
る
自
主
管
理
は
、
建
設
当

初
の
ル
ー
ル
と
し
て
認
識
は
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
最
早
、
都
心
居
住
の
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要

素
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
実
際
、

二
〇
〇
八
年
九
月
の
日
本
建
築
学
会
で
発
表
さ

れ
た
「
都
住
創
に
お
け
る
自
主
管
理
の
特
性
と

変
容
に
関
す
る
研
究
」︵
鍋
島
梢
ら
、
大
阪
市

立
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
：
当
時
︶で
も
、「
住

み
手
の
高
齢
化
に
伴
う
総
会
の
外
部
開
催
、
管

て
い
る
。「
自
ら
の
都
市
や
住
宅
に
対
す
る
考

え
方
を
実
践
し
て
き
た
こ
と
や
超
高
層
都
住

創
の
構
想
そ
し
て
、
都
住
創
の
新
た
な
展
開

を
目
論
む
姿
は
建
築
家
と
し
て
、
又
師
と
し

て
、
す
ご
く
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
に
時
代
の
功
績
を
作
っ

た
Ｒ
・
Ｍ
・
ハ
ン
ト
や
Ａ
・
Ｓ
・
チ
ャ
ー
ニ
ン

と
重
な
っ
て
見
え
た
の
は
、
僕
だ
け
で
は
な

か
っ
た
と
思
う
。
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
都
住

創
の
五
〇
人
も
の
一
癖
二
癖
も
あ
る
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
相
手
に
一
つ
の
建
物
と
し
て
ま
と
め
て
し

ま
う
凄
腕
は
、
Ｒ
・
Ｍ
・
ハ
ン
ト
や
Ａ
・
Ｓ
・

チ
ャ
ー
ニ
ン
に
な
せ
る
技
で
は
な
い
と
思
う
。」

こ
こ
で
今
一
度
、
前
掲
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
記
録

に
目
を
向
け
る
と
、中
筋
修
さ
ん
は
「
筋
や
ん
」

と
慕
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
乱
暴
な
言

い
方
だ
が
、建
築
家
が
「
つ
く
る
ま
で
」
や
「
で

き
た
も
の
」に
対
す
る
責
任
を
負
う
だ
け
で
は
、

︵
住
む
と
い
う
︶
手
段
の
︵
建
設
と
い
う
︶
目

的
を
達
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

　

近
世
の
時
代
、
長
屋
の
文
化
が
ま
ち
を
支
え

た
大
阪
も
、
今
は
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
乱
立
す

る
都
市
と
な
っ
た
。
長
屋
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
「
横
」
に
拡
張
す
る
も
の
に
対
し
て
、
高
層

マ
ン
シ
ョ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
「
縦
」
に
広

が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
縦
に
広
が

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
個
々
の
居
住

者
︵
場
合
に
よ
っ
て
は
所
有
者
︶
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
自
覚
や
責
任
を
有

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
し
て
構
成

員
ど
う
し
の
協
同
︵cooperation

︶
の
困
難

さ
に
気
付
い
た
人
は
、
そ
れ
は
他
人
事
な
が

ら
自
分
事
と
し
て
捉
え
た
他
者
と
し
て
協
働

︵collaboration

︶
の
発
露
に
立
ち
会
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
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二
〇
一
三
年
度
のH

IR
O

B
A

は
、『
建
築
構
造

案
内
』
と
題
し
て
、
関
西
で
活
躍
す
る
構
造
設

計
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
の
人
物
像
や
考
え

方
を
紹
介
し
て
い
く
。

　

第
一
回
と
第
二
回
は
、
株
式
会
社
日
建
設
計
の

加
登
美
喜
子
氏
。
日
建
設
計
・
大
阪
代
表
の
指

田
孝
太
郎
氏
に
よ
る
と
、
社
の
構
造
部
門
の
次

世
代
を
担
う
人
材
だ
そ
う
だ
。

　

構
造
設
計
の
魅
力
を
伝
え
る
意
図
で
こ
の
連

載
を
企
画
し
た
が
、
構
造
の
み
な
ら
ず
、
多
岐

に
渡
っ
て
示
唆
に
富
む
お
話
を
伺
え
た
。

“
加
登
さ
ん
”
と
い
う
人
の
は
じ
ま
り

︱
︱
加
登
さ
ん
は
、ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、建
築
、

構
造
へ
進
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
女
性
で
構
造
設
計
に
携
わ
っ
て
い
る
と
、
強
い

想
い
を
も
っ
て
そ
の
道
に
進
ん
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で

す
が
、
私
の
場
合
は
、
単
に
そ
の
時
に
最
善
と
思

わ
れ
る
方
へ
進
ん
だ
結
果
、
た
ま
た
ま
今
の
仕
事

を
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
建
築
学
科
を
選
ん

ま
と
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ま
ず
、
先
輩

が
決
め
た
仮
定
断
面
の
配
筋
や
板
厚
を
決
め
る
、

次
に
自
分
で
部
材
の
大
き
さ
を
決
め
る
、
最
後
に

は
架
構
計
画
が
で
き
る
、
と
い
う
感
じ
で
、
だ
ん

だ
ん
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
き
ま
す
。
ど
う
し

て
も
解
決
で
き
な
い
場
合
は
、
先
輩
に
相
談
し
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
類
似
例
の
図
面
を
見
た
り
し

て
進
め
ま
す
。
手
と
り
足
と
り
と
い
う
文
化
は
、

全
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」

︱
︱
そ
れ
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
日
建
設
計
の
社
員
と

し
て
人
材
が
育
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
お
手
本

と
な
る
諸
先
輩
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
「
そ
う
で
す
ね
。
日
建
設
計
の
構
造
設
計
は
こ

う
あ
る
べ
し
、
と
い
う
の
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
気
が
し
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
、東
京
、大
阪
、

名
古
屋
と
地
域
が
分
か
れ
て
い
る
の
に
、
ど
の
地

域
に
い
て
も
、
ゼ
ネ
コ
ン
と
も
ア
ト
リ
エ
事
務
所
と

も
違
う
、日
建
設
計
ら
し
い
構
造
設
計
の
理
念
を
、

い
つ
の
間
に
か
皆
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
社
内
で
の

議
論
や
会
話
、
さ
ら
に
は
空
気
を
感
じ
て
、
不
思

議
と
ひ
と
つ
の
日
建
設
計
の
人
格
に
な
っ
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

︱
︱
加
登
さ
ん
自
身
は
、
ど
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア

を
積
ん
で
こ
ら
れ
た
の
で
す
か
？

　
「
入
社
四
年
目
の
頃
、
陶
器
浩
一
さ
ん
の
元
で

働
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
陶
器
さ
ん
は
主
管
だ
っ

た
の
で
、
基
本
計
画
を
し
た
後
、
担
当
者
に
任
せ

て
い
ま
し
た
。
い
き
な
り
陶
器
さ
ん
な
ら
で
は
の

大
胆
な
基
本
計
画
と
一
緒
に
大
海
原
に
放
り
出
さ

れ
た
の
で
す
。
そ
の
頃
か
ら
女
性
だ
か
ら
ど
う
こ

う
考
え
て
い
る
暇
は
な
く
な
り
、
意
匠
設
計
者
と

の
交
渉
か
ら
現
場
対
応
ま
で
、
何
も
か
も
一
人
で

や
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
担
当
者
と
し
て
一
人

前
に
な
る
、
と
い
う
過
程
を
そ
こ
で
覚
え
ま
し
た
。

　

意
匠
設
計
者
は
陶
器
さ
ん
の
提
案
力
に
魅
か

れ
、
構
造
的
に
も
面
白
い
仕
事
が
周
囲
に
あ
ふ
れ

て
い
ま
し
た
。
後
に
陶
器
さ
ん
は
転
職
さ
れ
た
た

め
、
陶
器
さ
ん
に
つ
い
て
い
た
社
内
の
意
匠
設
計

者
を
一
部
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
三
十
代
前
半
は
、
一
心
不
乱
に
働
い
て
、
建

築
雑
誌
に
載
る
よ
う
な
建
物
の
設
計
に
携
わ
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
チ
ャ
ン
ス
が
転
が
っ

て
い
る
の
が
、
日
建
設
計
の
良
い
と
こ
ろ
で
、
さ

ら
に
、
力
を
尽
く
し
て
、
そ
れ
を
う
ま
く
成
し
遂

げ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
優
れ
た
能
力

や
経
験
に
富
ん
だ
人
た
ち
と
一
緒
に
仕
事
が
出
来

る
環
境
に
い
る
こ
と
は
、
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
私
自
身
に
決
断

力
が
つ
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
な
ら
大
丈
夫
、
と

最
終
的
に
は一
人
で
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
決
断
力
を
身
に
つ
け
て
、
主
管
に
な
っ
て

い
く
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
ま
だ
迷
う
こ

と
は
多
く
あ
る
の
で
す
が
⋮
。　

　

そ
れ
が
三
十
五
歳
頃
で
、
主
管
に
な
る
直
前
ぐ

ら
い
が一
番
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。
先
輩
が
全
部
任

せ
て
く
れ
る
の
で
、
自
分
で
構
造
計
画
を
し
て
、

打
合
せ
や
概
算
、
現
場
対
応
ま
で
自
分
で
決
断

し
て
進
め
る
代
わ
り
に
、
自
分
が
責
任
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
覚
悟
で
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
物
件
に
没
頭
し
て
い
ま
し
た
。」

︱
︱
加
登
さ
ん
に
と
っ
て
、
仕
事
の
上
で
喜
び
や

面
白
味
を
感
じ
る
時
は
い
つ
で
す
か
？

　
「
建
物
が
完
成
し
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

打
合
せ
の
過
程
で
、
相
手
が
信
頼
し
て
く
れ
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
た
時
は
嬉
し
い
で
す
ね
。
設
計
は

チ
ー
ム
で
す
る
も
の
な
の
で
、
信
頼
し
あ
え
る
仲

間
が
で
き
て
、
建
物
が
完
成
し
て
、
最
後
に
み
ん

な
で
、
大
変
だ
っ
た
け
ど
い
い
も
の
が
で
き
て
よ
か
っ

た
よ
ね
、
と
言
い
あ
え
る
の
が
こ
の
仕
事
を
続
け

ら
れ
る
理
由
で
す
。

　

ま
た
、
現
場
も
す
ご
く
面
白
か
っ
た
で
す
。
社

内
に
は
監
理
部
門
が
あ
り
、
大
阪
の
構
造
設
計

部
門
で
は
、
三
十
代
前
半
に
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
で
現
場
に
出
る
の
が一般
的
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

私
が
そ
の
年
頃
に
な
る
と
、
あ
の
構
造
計
算
書
偽

造
問
題
が
起
こ
っ
て
、
構
造
部
門
と
し
て
も
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
ど
う

し
て
も
現
場
に
出
た
い
と
懇
願
し
て
、
三
十
台
後

半
に
、
私
が
係
わ
っ
た
建
物
の
現
場
に
監
理
者
と

し
て
出
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
場
に
出
て
、
い
つ
の
間
に
か
、
日
建
設
計
で

学
び
、
身
に
つ
け
て
い
た
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
力
や
決

断
力
、
技
術
力
が
監
理
で
も
生
か
せ
る
こ
と
に
気

が
つ
き
ま
し
た
。

　

現
場
こ
そ
男
社
会
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
こ
に

乗
り
込
ん
で
い
く
訳
で
、
ど
う
す
れ
ば
女
性
で
も

監
理
者
と
し
て
信
頼
し
て
も
ら
え
る
か
考
え
ま
し

た
。
現
場
で
は
「
ぶ
れ
な
い
私
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、

自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
伝
え
た
り
、
決
断
す
る

場
面
が
あ
っ
た
り
、
逆
に
職
人
さ
ん
か
ら
専
門
的

な
技
術
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
信
頼
関
係

を
築
け
た
職
人
さ
ん
も
で
き
ま
し
た
。
設
計
と
同

じ
で
、
設
計
監
理
者
、
ゼ
ネ
コ
ン
の
管
理
者
、
職

人
さ
ん
が
チ
ー
ム一
丸
と
な
っ
て
建
設
し
て
い
く
素

晴
ら
し
さ
は
な
ん
と
も
言
え
ま
せ
ん
。

　

老
後
は
、
監
理
の
お
ば
ち
ゃ
ん
で
終
わ
る
と
い

う
の
も
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
︵
笑
︶。
と
い
う
の

も
、
監
理
チ
ー
ム
に
七
十
二
歳
の
ベ
テ
ラ
ン
の
方
が

い
た
の
で
す
が
、
監
理
の
仕
事
っ
て
現
場
を
歩
き

回
る
の
で
、
と
て
も
元
気
な
訳
で
す
よ
。
す
ご
く

健
康
に
い
い
︵
笑
︶。」

︱
︱
そ
れ
に
、
現
場
で
は
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
こ

る
か
ら
、
頭
も
働
か
せ
る
っ
て
い
う
…
。

　
「
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
歳
を
取
る
と
、
煙
た

が
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
人
は
年
の

功
だ
か
ら
こ
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割
が
ち
ゃ
ん
と

あ
っ
て
、か
つ
健
康
。
老
後
の
理
想
を
見
ま
し
た
ね

︵
笑
︶。
趣
味
に
生
き
ら
れ
た
ら
い
い
の
で
す
が
、

建
築
に
携
わ
る
と
、
面
白
く
て
つ
い
つ
い
仕
事
人

間
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
長

く
建
築
の
世
界
で
、
い
ろ
ん
な
人
か
ら
必
要
と
さ

れ
て
生
き
る
の
が
い
い
な
、
と
思
い
ま
す
。

　

構
造
設
計
っ
て
、
と
て
も
緊
張
感
が
あ
っ
て
集

中
力
や
体
力
が
い
る
仕
事
な
の
で
す
。
歳
を
取

る
と
衰
え
て
い
く
の
で
、
私
自
身
は
、
ず
っ
と
第
一

線
で
構
造
設
計
を
続
け
る
と
い
う
の
は
難
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
社
内
で
は
、
構
造
設
計
か
ら
離

れ
て
い
く
人
も
多
く
、
技
術
力
と
経
験
を
活
か
し

て
構
造
設
計
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
立
場
に
な
っ
た

り
、監
理
部
門
な
ど
の
別
の
部
署
に
異
動
し
た
り
、

転
職
し
て
大
学
の
先
生
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

私
も
、
設
計
図
を
バ
リ
バ
リ
作
っ
て
い
る
構
造
設

計
者
か
ら
、
別
の
役
割
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ

う
ね
。」

︱
︱
現
在
、
加
登
さ
ん
は
、
ど
う
い
っ
た
役
割
、

段
階
に
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

　
「
半
年
前
に
現
場
監
理
か
ら
構
造
設
計
部
門
に

戻
っ
て
き
て
、
最
近
は
主
管
と
し
て
、
基
本
設
計

段
階
か
ら
施
主
の
と
こ
ろ
に
打
ち
合
わ
せ
に
行
く

こ
と
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
世
の
中
で
は
女
性
の

構
造
設
計
者
は
珍
し
い
の
で
、
施
主
に
不
安
が
ら

れ
な
い
か
と
思
い
、
四
年
前
に
ド
ク
タ
ー
を
取
り

ま
し
た
。
名
刺
に
﹃
博
士
﹄
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
、

ち
ょ
っ
と
信
用
し
て
も
ら
え
る
か
な
、
と
。
そ
し

た
ら
、
結
構
、
効
果
て
き
め
ん
で
︵
笑
︶。

　

社
内
で
の
信
頼
関
係
は
あ
る
程
度
築
け
た
と

思
う
の
で
す
が
、
社
外
へ
出
た
時
に
、
ど
の
よ
う
に

し
た
ら
相
手
に
信
頼
し
て
も
ら
え
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
考
え
る
と
、
肩
書
き
も
自
分
を
売
る
と
い

う
戦
略
の一つ
で
す
よ
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
構
造
設
計
に
関
す
る
こ
と
を
分
か

り
や
す
く
説
明
す
る
と
か
、
施
主
と
適
度
に
打
ち

だ
の
も
、
ぼ
ん
や
り
と
将
来
社
会
に
出
て
働
く
こ

と
を
考
え
て
の
こ
と
で
し
た
。

　

大
学
で
構
造
系
の
辻
研
究
室
に
入
ろ
う
と
思
っ

た
き
っ
か
け
は
、
設
計
演
習
の
際
に
、
線
を
引
く

の
は
好
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
プ
ラ
ン
な
ど
を
考
え

る
の
は
あ
ま
り
得
意
で
な
か
っ
た
こ
と
と
、
授
業
で

お
世
話
に
な
っ
た
辻
文
三
先
生
が
ダ
ン
デ
ィ
だ
っ
た

か
ら
で
す
︵
笑
︶。
当
時
研
究
室
に
い
ら
し
た
中

島
正
愛
先
生
の
授
業
に
魅
力
を
感
じ
た
の
も
理
由

の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　

中
島
先
生
は
、
そ
の
後
の
私
の
人
生
に
大
き
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
、
原
点
と
も
言
え
る
恩
師
で

す
。
先
生
は
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
さ
れ
た
経
験
を

お
持
ち
で
、
グ
ロ
ー
バル
化
を
意
識
し
て
学
生
に
接

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
際

に
は
、
自
分
の
考
え
を
整
理
し
、
起
承
転
結
を

明
確
に
説
明
す
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
ま
し
た
。
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
も
長
け
て
お
ら
れ
て
、

そ
の
背
中
を
見
て
育
っ
た
た
め
、
人
前
で
話
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
な
ど
、
様
々
な
場
面
で
活

か
さ
れ
ま
し
た
。

　

就
職
活
動
時
も
、
た
ま
た
ま
辻
先
生
が
、﹃
加

登
さ
ん
は
日
建
設
計
向
き
だ
か
ら
、
面
接
を
受
け

に
行
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
。﹄
と
勧
め
て
く
だ
さ
っ

た
の
が
入
社
の
き
っ
か
け
で
し
た
。
卒
業
論
文
で

の
受
賞
や
、
辻
先
生
や
中
島
先
生
の
教
育
が
功

を
奏
し
て
、
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。」

︱
︱
日
建
設
計
向
き
だ
、
と
言
わ
れ
た
の
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
分
か
り
ま
し
た
か
？

　
「
何
年
か
経
っ
て
分
か
り
ま
し
た
︵
笑
︶。
こ
こ

で
は
、
主
張
し
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
の
で
す
。

遠
慮
し
て
い
た
ら
、
仕
事
に
な
ら
な
い
。
私
は
自

分
の
思
っ
た
こ
と
を
自
由
に
言
う
タ
イ
プ
な
の
で
、

そ
こ
が
合
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。」

︱
︱
当
時
、
日
建
設
計
に
女
性
社
員
は
い
た
の

で
す
か
？

　
「
女
性
の
意
匠
設
計
者
は
わ
ず
か
に
い
ま
し
た

が
、
構
造
設
計
で
は
初
め
て
の
正
社
員
で
し
た
。

先
輩
方
は
か
な
り
戸
惑
っ
た
よ
う
で
、
私
に
対
し

て
遠
慮
を
し
て
い
た
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
が
三
年

く
ら
い
続
き
ま
し
た
。
で
も
、
あ
る
時
に
、
私
は

女
性
だ
か
ら
、
と
い
う
意
識
は
お
い
と
い
て
＂
加

登
さ
ん
＂
と
し
て
接
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
の

で
す
。

　
一
方
で
、
意
識
し
な
く
て
も
女
性
の
メ
リ
ッ
ト
は

結
果
的
に
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
女
子
学
生

の
た
め
に
大
学
で
講
演
を
し
て
欲
し
い
と
か
。

　

ま
た
、
私
の
係
わ
っ
た
建
物
を
対
外
的
に
構
造

の
賞
に
応
募
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
今
ま
で
あ
り
ま
し
た

が
、
中
島
先
生
の
プ
レ
ゼ
ン
教
育
と
、
女
性
の
構

造
設
計
者
が
目
新
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
受
賞
に

繋
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」

構
造
設
計
者
と
し
て
の
成
長
と
役
割
に
つ
い
て

︱
︱
入
社
以
降
、
ど
の
よ
う
に
構
造
設
計
を
学

ん
だ
り
、
技
術
を
高
め
た
り
し
た
の
で
す
か
？

　
「
日
建
設
計
で
は
、
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
文

化
は
基
本
的
に
な
く
、
自
分
で
考
え
て
学
べ
、
が

原
則
で
す
ね
。

　

最
初
は
、
先
輩
が
構
造
計
画
を
し
た
も
の
を

ひ
ろ
ば H
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解
け
る
な
ど
、
意
匠
設
計
者
が
施
主
と
上
手
に

接
し
て
い
る
の
を
う
ま
く
吸
収
し
て
、
施
主
と
の

信
頼
関
係
の
築
き
方
を
、
今
勉
強
し
て
い
ま
す
。

　

最
初
は
内
向
き
、
ま
ず
は
意
匠
設
計
者
に
対

し
て
、
次
は
施
主
、
最
後
は
社
会
に
対
し
て
信

頼
を
得
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
歳
を
取
れ
ば
取
る

ほ
ど
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ

う
ね
。

　

そ
れ
に
し
て
も
建
築
は
、
何
年
経
っ
て
も
ま
だ

ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
。
ど
ん
な
建

物
で
も
、
必
ず
新
し
い
発
見
が
あ
っ
た
り
、
難
題

に
ぶ
つ
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
楽
し
い
で
す
。
ず
っ

と
建
築
に
携
わ
れ
ま
す
ね
。」

︱
︱
そ
れ
を
、
飽
き
な
い
と
か
面
白
い
と
捉
え

る
姿
勢
が
、
向
上
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

分
か
ら
な
い
こ
と
と
ど
う
向
き
合
う
か
が
大
事
で

す
ね
。

総
合
設
計
事
務
所
に
お
け
る
協
働

︱
︱
日
建
設
計
の
作
品
に
は
、
意
匠
、
構
造
、

設
備
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ま
な
い
と
で
き
な
い

も
の
が
多
く
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う

に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
く
の
で
す
か
？

　
「
例
え
ば
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
や
コ
ン
ペ
だ
と
、
ま
ず
、

意
匠
、
構
造
、
設
備
担
当
者
で
チ
ー
ム
を
作
り

ま
す
。
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
く
の
は
、
や
は
り

意
匠
設
計
者
で
す
が
、
建
物
の
コ
ン
セ
プ
ト
な
ど
、

初
期
の
段
階
か
ら
三
者
一
緒
に
考
え
て
、
チ
ー
ム

と
し
て
大
き
な
合
意
を
と
る
、
と
い
う
感
じ
で
す

ね
。」

︱
︱
そ
の
後
の
具
体
的
な
設
計
は
、
ど
の
よ
う

に
進
め
て
い
る
の
で
す
か
？

　
「
意
匠
設
計
者
に
対
し
て
構
造
設
計
者
の
人
数

が
少
な
い
の
で
、
長
い
間
一
件
だ
け
べっ
た
り
携
わ

る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
意
匠
設
計
者
か
ら
音
沙
汰

が
な
い
と
、
た
ま
に
雑
談
を
し
に
行
っ
て
、
進
捗

状
況
を
偵
察
し
な
が
ら
進
め
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
見

に
行
か
な
い
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
と
か
、
よ
く
一
緒
に
仕
事
を
す
る
人
で
あ
れ
ば
、

そ
の
人
の
癖
も
分
か
る
し
、
カ
ン
が
働
い
て
き
ま
す

よ
︵
笑
︶。」

︱
︱
そ
う
い
っ
た
、
人
や
そ
の
動
き
を
感
じ
取
る

力
も
必
要
な
の
で
す
ね
。

　
「
や
は
り
設
計
は
、
所
詮
、
人
が
す
る
も
の
な

の
で
、人
と
そ
の
関
係
性
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

設
計
の
仕
事
は
と
て
も
幅
が
広
い
の
で
、
多
く

の
人
が
関
わ
り
ま
す
。
意
匠
、
構
造
、
設
備
な

ど
の
接
合
部
分
に
、
い
か
に
う
ま
く
入
り
こ
ん
で
い

く
か
で
、
建
物
の
出
来
が
大
き
く
変
わ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
自
分
の
範
囲
外
、
と
思
わ
な

い
で
、
相
手
の
分
野
に
少
し
入
っ
て
み
た
り
、
逆

に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
も
ら
っ
た
り
、
と
い
う
の
が
、

う
ま
く
仕
事
が
流
れ
て
、
い
い
も
の
が
で
き
る
コ
ツ

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
持
ち
、
家
族
の
よ
う
な

チ
ー
ム
が
作
れ
た
時
は
、
面
白
い
で
す
ね
。
そ
の

よ
う
な
仲
間
が
、
階
は
違
う
け
れ
ど
社
内
に
い
て
、

す
ぐ
話
に
行
け
る
と
い
う
の
は
、
総
合
設
計
事
務

所
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。」

︱
︱
設
計
に
携
わ
る
人
に
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
、

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

　
「
後
輩
の
設
計
者
に
は
、
ス
ケ
ッ
チ
を
手
で
描

い
て
仕
事
を
覚
え
て
ほ
し
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
輩
方
は
、
手
で
描
く
こ
と
に
よ
り
、
体
で
デ
ィ

テ
ー
ル
を
覚
え
て
積
み
重
ね
て
き
た
ベ
ー
ス
が
あ
る

か
ら
、
日
建
設
計
と
し
て
品
質
を
確
保
し
つ
つ
、

様
々
な
良
い
提
案
が
で
き
る
の
だ
と
思
う
の
で

す
。」

︱
︱
で
も
、
そ
の
二
十
代
の
人
た
ち
っ
て
、
次
の

日
建
設
計
を
担
っ
て
い
く
人
た
ち
で
す
よ
ね
。

　
「
そ
う
な
の
で
す
。
少
し
先
輩
に
な
っ
た
私
た
ち

が
、
今
度
は
後
輩
を
育
て
て
い
く
役
割
を
担
う
こ

と
も
必
要
で
し
ょ
う
ね
。

　

後
輩
の
構
造
設
計
者
に
対
し
て
は
、
普
段
か
ら

三
つ
の
こ
と
を
意
識
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
一つ
目
は
、
構
造
設
計
者
と
し
て
必
要
な
こ
と

を
主
張
す
る
た
め
に
、
意
匠
設
計
者
と
ど
の
よ
う

に
上
手
に
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

二
つ
目
は
、
自
分
か
ら
設
備
設
計
者
の
元
に
打

合
せ
に
行
く
こ
と
。
設
備
計
画
と
の
す
り
合
わ
せ

が
重
要
な
の
で
す
が
、
な
か
な
か
で
き
な
い
。
待
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
積
極
的
に
行
動

し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、
解
析
の
結
果
に
振
り
回
さ
れ
ず
に
、

落
ち
着
い
て
、
電
卓
を
た
た
い
て
、
大
き
く
ざ
っ

く
り
確
認
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
私
自
身
に
も
未

だ
に
言
い
聞
か
せ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
三
つ
が
う
ま
く
伝
わ
り
、
後
輩
が
積
極
的

に
仕
事
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
と
て
も
う
れ

し
い
で
す
。」

︱
︱
意
匠
と
構
造
と
設
備
、
相
互
の
理
解
が
重

要
で
す
ね
。

　
「
社
内
の
意
匠
設
計
者
で
も
、
経
験
の
あ
る
人

ほ
ど
、
構
造
や
設
備
計
画
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い

る
人
が
多
い
で
す
。
私
は
、
そ
の
先
輩
方
の
元
で

仕
事
を
覚
え
た
の
で
有
難
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
今
は
、
少
し
事
情
が
違
う
と
感
じ
て
い
ま
す
。

構
造
の
知
識
、
例
え
ば
、
構
造
部
材
以
外
の
仕

上
げ
材
な
ど
全
て
の
も
の
に
、
自
重
や
地
震
時
の

慣
性
力
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、そ
う
い
う
意
識
が
、

最
近
の
意
匠
設
計
者
に
は
薄
い
気
が
し
ま
す
。

　

構
造
設
計
を
し
て
い
る
と
、
様
々
な
分
野
で
活

躍
で
き
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
今

ま
で
意
匠
設
計
者
が
引
っ
張
っ
て
き
た
こ
と
を
、

構
造
設
計
者
が
す
る
こ
と
で
、
構
造
設
計
者
の
地

位
を
高
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
建
設
計
は
大
規
模
事
務
所
な
の
で
、
年
齢

に
よ
っ
て
役
回
り
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
歳
ご

と
に
立
ち
位
置
が
変
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
あ
る
年
代
ま
で
は
、ひ
と
つ
の
仕
事
に
じ
っ

く
り
と
取
り
組
み
、
自
分
が一
人
前
に
な
る
こ
と

に
集
中
し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
施
主
や
社

会
に
対
し
て
、
ま
た
、
構
造
設
計
か
ら
も
う
一
歩

踏
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
必
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
く
の
か
な
、
と
。
特
に
若
い
と
き
は
、
か
っ
こ
い

い
も
の
が
作
り
た
い
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
必
要

で
す
よ
ね
。
施
主
の
お
金
で
挑
戦
さ
せ
て
も
ら
い
、

勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
後
で
振
り
返
っ
て
ち
ょ
っ

と
反
省
す
る
、
と
か
︵
笑
︶。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
建
築
、
特
に
構
造
設

計
の
仕
事
は
、
自
分
の
作
っ
た
図
面
で
、
何
億
、

何
十
億
と
い
う
お
金
を
使
い
、
現
場
で
は
、
そ
の

躯
体
の
た
め
に
、
何
百
人
、
何
千
人
と
い
う
職
人

さ
ん
が
、
動
い
て
く
れ
て
い
る
⋮
。

　

だ
か
ら
、
図
面
が
も
の
を
決
め
る
、
本
当
に
大

事
な
も
の
だ
な
と
実
感
し
ま
す
。
や
は
り
設
計

事
務
所
で
働
く
と
は
、
設
計
図
を
作
っ
て
お
給
料

を
も
ら
う
。
図
面
を
売
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ

は一番
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
う
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
先
輩
方
の

実
績
と
信
頼
で
、
仕
事
を
い
た
だ
け
る
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
、
や
は
り
日
建
設
計
と
い
う
看
板
に

泥
を
塗
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

　

今
回
は
、
仕
事
の
取
り
組
み
方
や
展
望
、
日

建
設
計
と
い
う
こ
と
な
ど
、
人
物
像
に
焦
点
を

当
て
た
。
次
回
は
、
建
築
や
構
造
に
対
す
る
考

え
な
ど
を
中
心
に
、
さ
ら
に
深
く
お
話
を
伺
う
。

聞
き
手
／
奥
河 

歩
美

（
経
歴  

一
三
頁
参
照
） 

撮影：岡本公二

撮影：岡本公二
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第32回大阪都市景観建築賞（愛称 大阪まちなみ賞）入賞作品

◆表彰目的　周辺環境の向上に資し、かつ、景観上優れた建物や建物を中心とするまちなみを表彰することにより、個性と風格のある都市景観の
　　　　　　形成に寄与するとともに、都市景観に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

◆対　　象　大阪府域内の建物（平成 19 年 10 月 1 日から平成 23 年 7 月 31 日までに完成したもの）及び
　　　　　　建物を中心としたまちなみ（平成 23 年 7 月 31 日までに完成したもの）で、一般の方々から推薦を受けたもの。

◆審査委員　※50音順　審査委員長＊

 指田孝太郎 （建築） 下村　泰彦 （造園） 近井　　務 （建築）
 ㈳大阪府建築士会相談役 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 ㈳日本建設業連合会委員

 中嶋　節子 （建築） 夏原　晃子 （デザイン） 久　  隆浩＊ （都市計画）
 京都大学大学院人間・環境学研究科准教授 美術造形デザイナー 近畿大学総合社会学部環境系専攻教授

 藤本　英子 （芸術） 薮崎　剛志 （建築） 山岸　徹也 （報道）
 京都市立芸術大学美術学部デザイン科教授 ㈳大阪府建築士事務所協会理事 読売新聞大阪本社社会部長

◆審査総評

本年の審査対象 78 件（建物 69 件、まちなみ 9 件）から、例年通り審査資料にもとづいた 1 次審査で 10 件を選出し、現
地審査による 2 次審査を行った。受賞作品は、昨年度にひきつづき、研究施設、商業施設、公共施設、医療施設、オフィ
スビルとバラエティゆたかなものとなっている。大阪府知事賞の塩野義製薬医薬研究センター SPRC4 は、単調になりが
ちな長大壁面をアルミルーバーのダブルスキンで覆うことで統一感と変化をもたらしている。大阪市長賞の大阪ステー
ションシティは、大阪駅とノースゲートビルディング、サウスゲートビルディングを大屋根でつなぎダイナミックな景
観を生み出している。審査員特別賞の南海ビル・髙島屋大阪店は、昭和 7 年に完成した南海ビルのオリジナル・ファサー
ド・デザインを復元するとともに、それに調和すべく髙島屋大阪店の新築デザインを施している。緑化賞の摂津市立コ
ミュニティプラザ・摂津市立保健センター・J.S.B. 摂津エコセンタービルは、阪急摂津市駅から 3 階へ直接アプローチで
きる大胆な屋上緑化の工夫を行っている。また、奨励賞の医療法人篤友会坂本病院は、棚田を屋上につくるなど慢性期
から終末期である入院患者になつかしさを感じさせるデザイン的配慮がなされている。本町南ガーデンシティは、重厚
な低層部と軽快な高層部デザインを組み合わせ高層ビルの威圧感を軽減するとともに、低層部にはゆとりを感じさせる
オープンスペースのデザインが施されている。あべのキューズタウンは、立体的なテラスやパティオなどを設けること
で 300m にわたる長大な壁面を分節化している。このように受賞作品は、いずれも個性的で創意工夫がなされたデザインが施されており、地域のシ
ンボル景観となっている好事例といえる。なお、今年度の受賞作品はいずれも大規模な建築物となっているが、昨年度のように個人住宅など小規模
な建築物も受賞されるよう期待している。おそらくまちなみに貢献するいいデザインの小規模建築物も存在するのだろうが、大規模建築物と違って
目にとまる度合いが低く、推薦されにくいことも原因と考えられる。こうした建築物が積極的に応募されるよう賞のさらなる周知も必要かもしれない。

審査委員長　久　隆浩

大阪府知事賞 塩野義製薬 医薬研究センター SPRC4
建築位置：豊中市二葉町 3-1-1
完成年月：2011 年 7 月
主 用 途：研究所
建 築 主：塩野義製薬㈱
設 計 者：㈱竹中工務店
施 工 者：㈱竹中工務店
撮 影 者：平井広行

〈講評〉
壁面の凹凸の変化、ランダムな開口部、さらにそれらをアルミ
ルーバーのダブルスキンで覆うことで長大な壁面に統一感と変
化をつくりだしている。ルーバーは太陽光の当たり具合によっ
て陰影をつくりだすとともに、色彩の印象変化をもたらしてい
る。また、阪神高速道路ぞいに建つという立地条件では、視点
の移動によっても変化をもたらしてくれる。単調になりがちな
工業地域のまちなみのシンボルとなるいいデザインの建物とい
える。　　　　　　　　　　　　　　  （審査委員長　久　隆浩）

審査員特別賞 南海ビル・髙島屋大阪店
建築位置：大阪市中央区難波 5-1-60
完成年月：2009 年 12 月
主 用 途：事務所　商業施設　ホテル
建 築 主：南海電気鉄道㈱　㈱髙島屋
設 計 者：㈱プランテック総合計画事務所　㈱竹中工務店　㈱大林組
施 工 者：㈱竹中工務店　㈱大林組　㈱錢高組　南海辰村建設㈱　南海ビルサービス㈱
撮 影 者：小林浩志

〈講評〉
御堂筋の正面に位置する南海ビルは、これまでもその歴史的建造物としての存在は大きかった
が、今回の再生で難波の顔として正面性を活かし、地域の質を格段に上げている。ライトアッ
プや新本館ファサードの演出は夜間景観への取組みとして評価出来る。また商業建築の外観で
問題になる屋外広告物を、ガラススクリーン内に限定して掲出する手法は、先進的事例として
評価された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （審査委員　藤本英子）

建築位置：摂津市南千里丘 5-35、5-30、5-25
完成年月：2011 年 5 月
主 用 途：事務所　集会場　コミュニティプラザ・保健センター
建 築 主：㈱ジェイ・エス・ビー
設 計 者：㈱都市建一級建築士事務所
施 工 者：㈱淺沼組
撮 影 者：酒井文明

〈講評〉
駅前のロータリーに面し低層で開放的な屋上庭園からのスロープが来訪者を迎え入れる。保健セン
ター、銀行、シニアマンション等が隣接して利用者に便利で快適なコミュニティを提供している。横を
流れる改修された爽やかな小川まで取り込んだなごやかな景観は、この周りの環境との連携を含めて、
今後も多くの市民に愛され集う楽しさと有用な役目も果たすと期待している。　（審査委員　夏原晃子）    

緑化賞 摂津市立コミュニティプラザ・摂津市立保健センター・J.S.B.摂津エコセンタービル

建築位置：豊中市豊南町東 1-6-1
完成年月：2011 年 1 月
主 用 途：医療施設
建 築 主：医療法人 篤友会
設 計 者：㈱竹中工務店
施 工 者：㈱竹中工務店
撮 影 者：古川泰造

〈講評〉
青味のあるグレーのタイルが貼られた外壁は
バルコニーを介して病室の窓に陰影を与え、
端正な外観を創出している。屋上にはリハビ
リ室と繋がった庭園があり自然を感じさせる
緑、水が配されている。病室計画も行き届い
ており、入院患者の希求に配慮がなされた療
養型病院である。　　   （審査委員　薮崎剛志）

奨励賞 医療法人 篤友会 坂本病院

建築位置：大阪市中央区北久宝寺町 3-6-1
完成年月：2011 年 3 月
主 用 途：事務所
建 築 主：積水ハウス㈱
設 計 者：㈱日建設計
施 工 者：鴻池・大林共同企業体
撮 影 者：古田雅文

〈講評〉
御堂筋沿いの建築は景観形成への視点が設計
思想に与える影響が大きい。屹立する柱列が構
成するポルティコが御堂筋を延伸する中間領域を
形成し、銀杏並木側への解放性が透明性の高い
開口を介して内部へと貫入し、陰影の付与された
外装と相俟って平断面双方の方向への深みと重
層性を醸し出している。　（審査委員　近井　務）

奨励賞 本町南ガーデンシティ

建築位置：大阪市阿倍野区阿倍野 1-6-1
完成年月：2011 年 3 月
主 用 途：商業施設
建 築 主：東急不動産㈱
設 計 者：安井建築設計事務所・東急設計コ
　　　　　ンサルタント共同企業体
施 工 者：竹中工務店・東急建設共同企業体
撮 影 者：高野尚人

〈講評〉
新たな核店舗を建物内部に取り込み、通り側
に路面店を配置。威圧的になりがちな巨大な
壁面を分節化してスケールダウンし、ゆとり
のあるオープンスペースを設けて、まちの景
観に馴染ませている。ひな壇状に積層したフ
ロアと、内部と外部を繋ぐモールによる変化
のある空間が人々を引き込み、従前の「あべ
の銀座」の賑わいの立体的な再構築を試みて
いる。　　　　　　　（審査委員　指田孝太郎）

奨励賞 あべのキューズタウン

大阪市長賞 大阪ステーションシティ
建築位置：大阪市北区梅田 3-1
完成年月：2011 年 3 月
主 用 途：駅　商業施設　ホテル　事務所
建 築 主：西日本旅客鉄道㈱　大阪ターミナルビル㈱
設 計 者：西日本旅客鉄道㈱　ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱
　　　　　安井・ジェイアール西日本コンサルタンツ設計共同体
施 工 者：大阪駅改良他工事特定建設工事共同企業体
　　　　　（大林組・大鉄工業・竹中工務店・錢高組・淺沼組・奥村組）
　　　　　大阪駅新北ビル（仮称）新築工事特定建設工事共同企業体
　　　　　（大林組・大鉄工業・竹中工務店・錢高組・淺沼組）
　　　　　アクティ大阪増築工事特定建設工事共同企業体（竹中工務店・大鉄工業）
　　　　　西日本電気システム㈱

〈講評〉
大阪駅と南北ゲートビルディングで構成される本施設は、関西・大阪の玄関口に相応しい快適で賑わいのある景観を呈している。特に、施設周辺から
の景観では、高層棟やコンコース上空のドームがランドマークとなっている。また、公的空間に近い施設内広場からの景観では、線路縦断方向の直線
的な「抜け」がターミナル固有の景観を創出するだけでなく、広場周辺建造物も低彩度・高明度で構成され、洗練された都市的景観を呈している。

 （審査委員　下村泰彦）

主催　大阪府・大阪市・（公社）大阪府建築士会・（一社）大阪府建築士事務所協会・（公社）日本建築家協会近畿支部・（一社）日本建築協会
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1. 公益社団法人として活動していくための要点
　公益社団法人とは、平成 20 年 12 月 1 日施行の「公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき、
行政庁の「公益認定等審査会」が公益社団法人として相応
しいかどうかの判断を行い、この認定結果に基づき設立さ
れる法人です。
　本会の公益社団法人への移行により、行政庁・建築士・
府民等からこれまで以上の社会的信用が得られ、本会の公
共性の高い活動をより強く推し出せるものと考えます。
　本会が公益社団法人として活動する際、遵守が必要な要
点は、以下の通りです。

【公益目的事業比率 50%以上】
　本会は、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する
公益目的事業費の比率が、費用で計って 50%以上（申請は
約 70％）の公益認定法の基準を満たしている団体である」
と大阪府より認定を受けました。このことは、本会活動が
高い公益性を有することが公認されたことを示します。

【ガバナンスの強化】
　公益社団法人は、法人自らが責任を持った自主的・自律
的な運営が求められます。理事等の役員は、自身の役割や
責任を果たすことなどを法人の内部統治（ガバナンス）に
関する様々な事項が法律で定められており、これらに対応
するため、平成 24 年度通常総会承認の定款変更等に基づ
き、本会の運営を見直します。

【総会は最高議決機関】
　総会は最高議決機関であり、決算・予算、理事の選任等
の基本事項の決議を行う場合は、総正会員の議決権の 1/3
以上（従来は 1/20 以上）を有する正会員の出席（委任可）
で成立し、出席した正会員の半数以上の賛成が必要です。
また、定款変更等重要な議決に当たっては、総正会員の半
数以上で、総正会員の議決権の 2/3 以上の賛成が必要です。

2. 公益目的事業の概要
　本会の公益目的事業は、「一般消費者の利益の擁護又は
増進」「地域社会の健全な発展」「文化及び芸術の振興」な
どを目的として、下記の 3 区分で運営します。

その他の事業

区分 事業の内容

公1 まちづくり活動や地域景観形成活動、建築物の地震対
策、建築に関する情報発信や建築相談を実施すること
により、地域社会への貢献を図る事業

⑴地域貢献活動事業への助成
⑵景観整備機構としての事業活動（大阪市、箕面市、

吹田市の指定）
⑶木造住宅の耐震診断・啓発事業
⑷被災建築物応急危険度判定士の派遣
⑸自治体への建築指導行政支援
⑹行政審議会等への委員派遣・推薦
⑺建築に関する相談事業
⑻建築に関する情報発信事業（建築情報誌の発行、

建築情報サイトの運営）

公2 優れた建築物やまちなみを表彰し広く公表することによ
り、建築文化の向上並びに地域社会の健全な発展を図
る事業

⑴大阪都市景観建築賞（愛称：大阪まちなみ賞）の運営
⑵大阪府公共建築設計コンクール（愛称：あすなろ夢建

築）の運営
⑶大阪建築コンクールの運営

公3 建築士を目指す者の養成、建築士試験及び合格者の
名簿登録・閲覧、専攻建築士認定、研修会の開催等の
建築士の資格とその資質向上に関する一連の育成業
務を本会が一元的に実施することにより、府民の利益の
擁護及び増進を図る事業

⑴建築士を目指す者の養成の事業（一級・二級建築士
設計製図講習会・模擬試験の実施）

⑵建築士試験及び合格者の名簿登録・閲覧の事業
⑶専攻建築士の認定・名簿の公開
⑷継続能力開発（建築士会ＣＰＤ）制度の運営
⑸定期講習の実施
⑹建築士法第22条の4第5項の規定に基づく建築士に

対する技術研修の実施
⑺耐震診断・改修指針講習会の実施
⑻被災建築物の応急危険度判定講習会の実施支援

区分 事業の内容

共益事業 友好建築団体等との相互の理解と親善を図る事業及
び本会会員の福利増進に関する事業

⑴建築士会全国大会
⑵近畿建築士協議会
⑶在阪友好建築団体との交流・情報交換
⑷本会会員の福利増進に関する催事
⑸本会会員の名簿の作成・配布、会員証の発行、管理

業務

収益事業 建築関連書籍及び建築関連保険の販売事業

　本会では、新公益法人制度による公益社団法人を目指す
ことが、平成 22 年 5 月 25 日の通常総会において承認され
て以後、移行に必要な事項の審査を経て、平成 25 年 3 月
19 日に大阪府知事より公益社団法人移行認定書の交付を
受けました。
　これに基づき、平成 25 年 4 月 1 日に新法人の設立登記
を行い、「社団法人」から「公益社団法人」に移行しました。

3. 会員の公益目的事業への参加
【委員会への参加】
　本会の６つの委員会（運営・事業・研修・社会貢献・表
彰・情報）において左表の公 1 ～公 3 の公益目的事業を実
施しています。会員は委員会に加わり事業の企画や実施を
担当する委員として活動していただくことができます。
　また、府内を 8 地域に区分して地域活動を行う分科会を
設けており、それぞれの地域に居住又は勤務する会員が連
携して、地域文化や景観等の保存・向上等を目的とした活
動を実施しています。

【震災時の応急危険度判定】
　大地震の発生時に二次災害を防止するため、被災建築物
応急危険度判定制度と被災宅地危険度判定制度が設けられ
ています。これらの実施について、大阪府からの危険度判
定士派遣要請に基づき、本会が会員判定士の参集の可否を
取りまとめ、参集可能な判定士に派遣先等を指示すること
としています。
　建築士は、講習会の受講により判定士の資格を取得でき
ます。未取得の会員の方は、ぜひ資格を取得し、有事の際
の判定活動にご参画ください。

【既存木造住宅の耐震診断啓発活動】
　本会の耐震部会に所属する耐震診断員は、市町村と連携
して既存木造住宅の耐震診断啓発活動を行い、希望住戸の
診断業務を実施しております。本会は、市町村等からの診
断員派遣要請に基づき、診断員を派遣します。

4. 公益社団法人の優遇措置
　公益社団法人に対して次の優遇措置があります。

【寄付税制優遇措置】
（国税）
　公益社団法人は、寄付優遇の対象となる「特定公益増進
法人」に該当する。
1．個人寄付額から 5,000 円を差し引いた金額をその個人
　 の所得から控除できる。
2．法人からの寄付額を損金算入できる。

（地方税）
　条例により指定した寄付金が寄付優遇措置の対象寄付金
となり、個人住民税の額から控除できる。

【法人税課税免除】
　公益目的事業は非課税となり、収益事業についてのみの
課税となる。
　自らの公益目的事業に支出した金額は、損金算入できる。

『 公 益 社 団 法 人 』移 行 の ご 報 告
平成 25 年度定時総会　5 月 29 日（水）開催
平成 25 年度定時総会は、公益社団法人移行後初めての総会となります。
総正会員の 1/3 以上の出席がなければ、総会は成立しません。
委任状による出席も可能ですので、当日ご都合のつかない方は、同封の委任状の提出を何卒お願い申し上げます。

『公益社団法人移行に当たって』

公益社団法人  大阪府建築士会
会長　岡本 森廣

　本会創立 60 年を迎えた節目の年に公益社団法人
に移行できることを、会員の皆様とともに喜びたい
と思います。これは、60 年間に亘る本会会員の様々
な活動が、建築文化の向上や地域社会の健全な発展
に寄与する等、本会の活動が社会にとって「公益性
が高いと評価された証」です。建築業界をはじめ一
般社会から高い信頼を獲得できるものと確信します。
　新定款では、「建築士の品位の保持及び業務の進
歩改善を通して、建築物の災害等から府民の生命及
び財産の保護等を図り社会に貢献する」こととして
おり、私たちには公共性の高い活動が求められます。
　本会では、建築士自身の日常業務に必要な技術力
の向上を図る CPD 研修をはじめとして、一般消費
者を対象とした建築相談、近い将来発生するとされ
る南海トラフ地震に備える応急危険度判定士連絡網
の整備や耐震診断の普及啓発活動、行政が設置する
審議会や ADR 等への会員の派遣 ･ 推薦など様々な
公益目的事業を実施しております。
　今後とも、潤いのある豊かな生活環境の創造と、
個性的で活力のある地域社会の実現を図るため、積
極的に取組んで参る所存ですので、本会会員の皆様
には、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。



2013.04  建築人 3435 2013.04  建築人

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
と
は

　

Ｃ
Ｐ
Ｄ
と
は
「Continuing Professional 

D
evelopm

ent

」の
略
称
で
す
。「
継
続
的
能
力
・

職
能
開
発
」「
継
続
職
能
研
修
」
な
ど
と
訳
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

建
築
士
は
、
建
築
士
資
格
に
よ
っ
て
業
務
独

占
が
付
託
さ
れ
て
お
り
、
法
的
に
義
務
づ
け
ら

れ
た
講
習
以
外
に
も
、
社
会
情
勢
の
変
化
、
建

築
技
術
や
工
法
の
進
歩
、
発
注
者
の
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
べ
く
、
自
ら
率
先
し
て
職
能
を
の
ば
し

て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

Ｃ
Ｐ
Ｄ
は
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
確

立
さ
れ
た
制
度
で
す
。

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
の
歴
史

　

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
は
、
大
阪
府
建
築
士

会
が
全
国
に
先
駆
け
て
、
平
成
十
三
年
十
一
月

に
開
始
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
に
施
行
さ
れ
た
改

正
建
築
士
法
に
よ
り
、
す
べ
て
の
建
築
士
に
対

す
る
研
修
を
お
こ
な
う
こ
と
が
建
築
士
会
に
義

務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
建
築

士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
を
オ
ー
プ
ン
化
し
、
建
築
施

工
管
理
技
士
な
ど
の
す
べ
て
の
建
築
技
術
者
が

「
建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
」
に
登
録
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
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現
在

○
建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
の
登
録
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数
の
一
三
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が
士
会
会
員
外
で
す
。

　

現
在
、
大
阪
府
建
築
士
会
で
は
総
会
員
数
約

三
千
四
百
名
の
内
、
千
四
百
名
が
、
ま
た
会
員

外
で
も
百
八
十
人
が
建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
に

登
録
し
て
い
ま
す
。

○
大
阪
府
公
募
型
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
の

評
価
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
や
地
方
行
政
機
関
に
お
け
る
設
計
や
工
事

発
注
の
入
札
等
の
評
価
対
象
と
し
て
「
建
築
士

会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
」
の
受
講
実
績
の
活
用
が
進
ん

で
い
ま
す
。︵
平
成
二
十
五
年
一
月
時
点
で
、

国
土
交
通
省
な
ど
、
全
国
四
〇
県
、
三
十
一
市
、

四
町
︶

　

大
阪
府
に
お
い
て
は
、
今
年
度
、
平
成

二
十
五
年
か
ら
、
公
募
型
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
に
「
建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
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評
価
対

象
と
な
る
こ
と
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ま
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て
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ま
す
。

○
大
阪
府
建
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士
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て
い
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す
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で
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士
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Ｄ
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バ
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ダ
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制
度

　

講
習
会
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︵
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
︶
が
、

自
ら
行
う
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具
体
的
に
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、
賛
助
会
員
の
企
業
内
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で

独
自
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お
こ
な
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習
会
を
建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
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認
定
プ
ロ
グ
ラ
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す
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可
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で
す
。

○
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
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テ
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に
も
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今
日
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技
術
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に

わ
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大
阪
府
建
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で
は
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今
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「
建
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会
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設
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Ｐ
Ｄ
登
録
者
の
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便
性
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る
た
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「
建
築
士
Ｃ
Ｐ
Ｄ
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ド
」︵
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
︶
に

よ
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新
シ
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テ
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を
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し
、
Ｃ
Ｐ
Ｄ
の
実
績

登
録
の
敏
速
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を
図
っ
て
い
ま
す
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大
阪
府

建
築
士
会
で
は
平
成
二
十
三
年
に
全
正
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員
に

配
布
済
︶

　

そ
れ
に
伴
い
、
以
前
実
施
し
て
い
た
年
一
回

の
履
歴
証
明
書
の
郵
送
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

各
自
が
よ
り
主
体
的
に
、
迅
速
に
証
明
書
を
活

用
す
る
た
め
、
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会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
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加

さ
れ
た
研
修
日
以
後
、
随
時
登
録
内
容
の
確
認

が
可
能
と
な
り
、活
用
先
の
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望
に
応
じ
て「
Ｃ

Ｐ
Ｄ
実
績
証
明
書
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を
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易
に
発
行
で
き
る
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組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
い
ご
に　

　
「
建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
」
は
、
建
築
士
の

知
識
、
技
術
に
関
す
る
自
己
研
鑽
と
倫
理
観
の

醸
成
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。「
建
築
士
会
Ｃ

Ｐ
Ｄ
単
位
」
が
付
与
さ
れ
た
研
修
を
受
講
し
単

位
を
取
得
す
る
こ
と
で
、
会
員
、
非
会
員
を
問

わ
ず
、
日
頃
か
ら
「
ま
じ
め
に
努
力
す
る
建
築

士
」
が
「
Ｃ
Ｐ
Ｄ
建
築
士
」
と
し
て
、
社
会
的

認
知
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

大
阪

府
建
築
士
会
で
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｄ
関
連
事
業
内
容
を

ホ
ー
ペ
ー
ジ
で
掲
載
中
で
す
。
今
後
は
メ
ー
ル

登
録
さ
れ
た
Ｃ
Ｐ
Ｄ
登
録
者
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｐ

Ｄ
研
修
や
事
業
の
開
催
案
内
︵
概
要
︶
を
個
別

に
い
ち
早
く
送
信
で
き
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ　

大
阪
府
建
築
士
会
の
取
り
組
み

社
会
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築
士
と
な
る
た
め
に

本記事に対するご意見・ご要望
をお寄せください。
また、編集部では積極的な士会
活動報告と、編集部といっしょ
に記事を作成していただけるス
タッフを募集しています。

ご連絡は下記まで
info@aba-osakafu.or.jp

記事構成
　建築人編集部
　曽我部 千鶴美
　筑波 幸一郎（責任編集人）

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ 

は
じ
め
の
一
歩 

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ 

建
築
士
会
Ｃ
Ｐ
Ｄ
に
参
加
す
る
に
は
？

　

建
築
士
会
会
員
の
場
合
は
所
属
す
る
建
築

士
会
、会
員
以
外
の
場
合
は
勤
務
先
所
在
地
ま

た
は
住
所
地
の
建
築
士
会
に
、士
会
が
定
め
る

会
費
を
添
え
て
申
し
込
み
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ 

登
録
な
ど
に
か
か
る
費
用
は
？

　

会
員
と
会
員
外
で
費
用
が
異
な
り
ま
す
。

会
員
の
場
合
は
、
デ
ー
タ
登
録
・
管
理
費

二
千
円
／
年
。
会
員
以
外
の
場
合
は
、
初

期
登
録
費
三
千
円
、
デ
ー
タ
登
録
・
管
理
費

六
千
円
／
年
、
Ｃ
Ｐ
Ｄ
カ
ー
ド
発
行
手
数
料

三
千
円
。
な
お
、
㈶
建
築
技
術
教
育
普
及
セ

ン
タ
ー
が
運
営
す
る
建
築
Ｃ
Ｐ
Ｄ
情
報
提
供

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
右
記
に

加
え
五
百
円
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

Ｑ 

単
位
取
得
の
目
安
と
有
効
期
限
は
？

　

建
築
士
会
連
合
会
で
は
、十
二
単
位
／
年
。

入
札
な
ど
に
活
用
す
る
場
合
は
、
各
特
定
行

政
庁
等
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
に
有
効
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

登
録
資
格
・
手
続
き
・
費
用
な
ど
の
詳
細
は

http://w
w

w
.kenchikushikai.or.jp/cpd/

を
ご
覧
下
さ
い
。

CPD
実績
証明書

取得単位
の
確　認

研修会等に参加した
受講登録

「建築士」連載講座の
認定講座の履修登録

他団体の認定プログラム
共有による自動登録

JIA, 他

研修会場に設置されたカード
リーダーにCPDカードをタッチ

ネット上でCPD参加者が設問に
対する解答を入力し正解の場合

CPDで連携をしている日本建築家協会、
建築CPD情報提供制度とは、ほぼ全て
の認定プログラムを共有

ネット上で自身の単位の
取得状況が確認できます 

https://jaeic-cpd.jp/
本会で認定するプログラムについては
ホームページにおいて公開
ＣＰＤ参加者専用メーリングリストで
直接ＣＰＤ参加者へ認定プログラム情
報として配信

認定プログラムの公開

各行政機関の入札等に
おいて、CPD実績の活用
が進んでいます。

建築士会CPDシステムの概要

建築士 CPD カード
平成23年に全正会員に送付しています

制
度
推
進
分
科
会
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「アメリカの建築とまちを訪ねて」
～環境デザインの視点から～
5/18　CPD4単位（予定）

今回のセミナーでは、50 歳を前にして、
高原浩之氏がアメリカ留学を決意した動
機、その２年間で体験したこと、そして今
後も引き続き建築士として「人とまちが元
気になる活動」にかかわり続けたいという
思いを交えながらのお話を頂きます。そし
て、高原氏の目から見たアメリカの今をご
紹介いただき、益々グローバル化が進む社
会において、年齢や性別にかかわらず、グ
ローバルな社会を体験することの楽しさ、
刺激を皆様にお伝えします。
講師　高原浩之　　
　　　㈱HTAデザイン事務所代表取締役
日時　5月18日（土）　14：00～18：00
　　　　　　　　　　（受付13：30～）
会場　キッチンハウス
　　　（地下鉄四ツ橋駅徒歩5分）
会費　1,500円　学生　500円
定員　60名

吉野石膏神戸研修センター見学会
5/23 CPD2単位（予定）

吉野石膏の製品に関する身近な技術情報の
集約拠点である「吉野石膏 神戸研修セン
ター」を見学します。「音響体験施設」は、
実際にお客様の耳で石膏ボードの壁の遮音
性能を体感していただける関西唯一の施設
です。環境配慮への提案、耐火・遮音壁の
工法展示、施工事例など見てわかる展示を
解説付きでご覧いただきます。
日時　5月23日（木）14：30～16：30
会場　吉野石膏神戸研修センター
　　　神戸市中央区港島南町1-6-34
参加費　会員500円　会員外1,000円
定員　100名

お詫びと訂正

3 月号 9 頁掲載の第 6 回建築人賞応募資格
につきまして、「設計者が近畿 2 府 4 県の建
築士会正会員か大阪府建築士事務所協会正
会員であること」とありますが、第 6 回建
築人賞は、応募資格を限定しておりません。
ここに誤記をお詫び申し上げますとともに
訂正いたします。

CORE2013
～committee of annual report 2013～
4/13　CPD3単位　

青年分科会・女性分科会・国際交流分科会・
住宅を設計する仲間達を中心に 2012 年一
年間の建築士会活動の合同発表会を開催い
たします。建築士会の会員メリット、分科
会参加による活動展開の可能性を感じてい
ただける場です。1 人で出来ないことも集
うことで、大きなイベントや楽しいことが
たくさん出来ます。まだ士会活動をしてい
ない知人・友人の方に是非お声をかけてく
ださい。新しい仲間づくり・ネットワーク
づくりを楽しみましょう。
日時　4月13日（土）　13：00～16：00
場所　キッチンハウス大阪店　4階
　　　大阪市西区新町1-7-20
定員　50名（申込先着順）
参加費　500円（資料代）

シニアサロン第48回例会
日本銀行大阪支店見学会
4/26　CPD2単位

今回は、淀屋橋にある日本銀行大阪支店の
見学ののち淀屋橋界隈の旧跡を散策する企
画です。日本銀行大阪支店は、明示 36 年
に辰野金吾の設計により完成し、昭和 57
年に改修された旧館が現在残っておりま
す。今回は約 70 分の内部見学ツアーに参
加いたします。見学後の懇親会も予定して
います。
日時　4月26日（金）　13：20～16：30
集合　13：00
集合場所　大阪市役所南側入口前付近
定員　40名（申込先着順）
申込期限　4月5日（金）
　　　　　（定員に達し次第締め切ります。）
参加費　500円
懇親会参加費　別途4,500円
※申込者には、後日参加証を送付

国際文化サロン
「南イタリア・地中海文化と
世界遺産都市を巡る」
4/27　CPD4単位（予定）

多くの世界遺産が残る南イタリアの特徴的
な都市を紹介し、ワインの試飲も致します。
五感で味わうイタリアをお楽しみ下さい。
日時　4月27日（土）　受付：13：30～
　　　14：00開会
場所　キッチンハウス大阪ショールーム
　　　地下鉄四ツ橋駅下車すぐ
講師　河野　学（本会青年委員・国際委員）
スライドショー　神保　勲（本会理事・国際委員）
ワイン試飲　ピーロートジャパン
後援（予定）　在大阪イタリア領事館・
　　　　　　イタリア文化会館
参加費　1,500円（資料代含む）
定員　50名

平成25年度 建築士定期講習
5/20、6/12、7/23　CPD6単位

建築士事務所に所属の一級・二級・木造建
築士で、平成 22 年度に建築士定期講習を
受講された方、及び平成 22 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 25 年度中に必ず受講して
ください。
■日時・会場
　5/20（月） 大阪YMCA国際文化センター
　　　　　　定員300名、 会場コード5C-51
　6/12（水） 大阪YMCA国際文化センター
　　　　　　定員300名、 会場コード5C-01
　7/23（火） 大阪国際会議場
　　　　　　定員600名、 会場コード5C-02
　いずれも9：30～17：30（受付9：00～）
　詳細　http://www.aba-osakafu.or.jp/
■申込締切日・受講料
　5/20（月）開催分：4/30（火）申込書必着
　6/12（水）開催分：5/31（金）申込書必着
　7/23（火）開催分：6/30（日）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。
　※受講票返送のため返信用封筒（長３）に
　　住所・氏名をご記入のうえ、80円切手を
　　貼って同封してください。
　※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）
■申込書配布・受付場所 
　大阪府建築士会事務局
　大阪府建築士事務所協会事務局
　※申込締切日まで平日9：30～17：00に
　　無料配布。
　※定員に達し次第、配布を終了します。
　※申込書は下記の（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.htm

平成25年 二級建築士・木造建築
士試験案内

■インターネットによる受験申込
　受付期間　3月28日（木）10：00～
　　　　　　4月3日（水）16：00まで。
　HP http://www.jaeic.jp/
■郵送による受験申込
　受付期間　3月19日（火）～4月3日（水）
　郵送先　建築技術教育普及センター本部
　※過去の受験票又は合否の通知書を貼付
　　できる者に限る
■受付場所における受験申込
　配布期間　3月11日（月）～4月15日（月）

（土・日曜日、祝日は除く。 4/13（土）、4/14
（日）は受験申込書の受付を行う所定の
受付会場に限って配布を行う）

　配布時間　9：30～17：00
　　　　　　（4/15（月）は9：30～16：00）

　配布場所　・大阪府建築士会
　　　　　　　大阪市中央区谷町3-1-17
　　　　　　　高田屋大手前ビル5F
　受付期間　4月11日（木）～4月15日（月）
　　　　　　　（土、日を含む）
　受付時間　10：00～17：00
　受付場所　大阪府建築士会
　二級建築士学科試験日　7月7日（日）
　木造建築士学科試験日　7月28日（日）
　二級建築士設計製図試験日　9月15日（日）
　木造建築士設計製図試験日　10月13日（日）

二級建築士／設計製図 受験対策講習会
実力養成コース　7/14～9/8
直前対策コース　8/25～9/8
模擬テストⅠ・Ⅱ　9/1、9/8

■実力養成コース
　（全10回、模擬テスト2回含む）
　日程　7月14日（日）、7月15日（祝）、
　　　　7月21日（日）、7月28日（日）、
　　　　8月4日（日）、8月11日（日）、
　　　　8月18日（日）、8月25日（日）、
　　　　9月1日（日）、9月8日（日）
　時間　9：30～16：30
　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）110,000円、
　　　　　一般125,000円
■直前対策コース
　（全3回、模擬テスト2回含む）
　日程　8月25日（日）、9月1日（日）、9月8日（日）
　時間　9：30～16：30
　会場　大阪府建築健保会館
　定員　25名（申込先着順）
　受講料　建築士会会員（準会員）35,000円、
　　　　　一般40,000円
■模擬テストⅠ・Ⅱ
　日程　Ⅰ：9月1日（日）、Ⅱ：9月8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】建築士会会員（準会員）13,000円、
　　　　  一般15,000円
※申込・詳細
　http://www.aba-osakafu.or.jp/ 
　examination/index2.html

建築士のためのお茶会勉強会
4/17・4/23

建築士の礼儀作法のひとつとして、お茶の作
法を学ぶため毎月開催している勉強会です。
日時　4月17日（水）、4月23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

大
阪
府
建
築
士
会
活
動
報
告

表
彰
に
よ
り
建
築
の
民
度
の
向
上
を
図
る

原
田　

彰
︵
建
築
表
彰
委
員
会
委
員
長
︶

　

建
築
表
彰
委
員
会
は
、
公
益
社
団
法
人
の
移

行
に
伴
い
、
更
に
公
益
目
的
事
業
の
大
き
な
柱

と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
目

的
は
、「
優
れ
た
建
築
物
や
ま
ち
な
み
を
表
彰

し
、
広
く
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
建
築
文
化

の
向
上
並
び
に
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
を
図

る
事
業
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
年
二
十
五
年
度
に
運
営
す
る
主
な
賞
の
内
容

１.

大
阪
建
築
コ
ン
ク
ー
ル

　

大
阪
府
建
築
士
会
が
単
独
で
主
催
し
て
い
る

賞
で
、
日
本
の
建
築
賞
の
中
で
も
、
日
本
建
築

学
会
賞
に
次
ぐ
歴
史
が
あ
り
、
約
六
〇
年
間
の

歴
史
と
名
誉
の
あ
る
賞
で
す
。
関
西
の
建
築
の

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
継
承
し
、
建
築
家
に
と
っ
て

大
き
な
目
標
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

賞
の
内
容
は
「
大
阪
府
知
事
賞
」
を
始
め
、

四
〇
才
未
満
の
建
築
家
の
登
竜
門
「
渡
辺
節

賞
」
等
が
あ
り
ま
す
。
過
去
の
受
賞
者
は
必
ず

と
い
っ
て
い
い
程
、
活
躍
を
さ
れ
、
建
築
界
を

リ
ー
ド
さ
れ
る
存
在
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
二
十
四
年
度
は
残
念
な
が
ら
財
政

逼
迫
を
受
け
て
中
止
に
な
り
、
隔
年
開
催
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
第
五
九

回
と
し
て
新
た
に
運
営
し
て
い
く
予
定
で
す
。

従
来
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
隔
年
毎
に
「
住
宅
系
」

と
「
非
住
宅
系
」
に
分
け
て
い
ま
し
た
が
、
今

年
か
ら
は
同
時
募
集
に
な
り
ま
す
。
審
査
委
員

長
、
審
査
委
員
の
人
選
、
公
益
社
団
法
人
移
行

に
伴
う
オ
ー
プ
ン
化
の
問
題
、
応
募
料
、
応
募

対
象
エ
リ
ア
、
賞
の
数
⋮
等
の
新
た
な
課
題
も

多
々
あ
り
ま
す
が
、
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

賞
と
し
て
の
視
点
で
運
営
し
て
い
く
予
定
で
す
。

２.

大
阪
都
市
景
観
建
築
賞︵
大
阪
ま
ち
な
み
賞
︶

　

大
阪
府
内
の
建
築
物
を
表
彰
す
る
賞
で
、
今

年
度
は
第
三
三
回
を
迎
え
ま
す
。
大
阪
府
、
大

阪
市
、
建
築
士
会
の
三
者
主
催
で
し
た
が
、
大

阪
府
の
財
政
改
革
を
受
け
て
建
築
団
体
も
加
わ

り
、
民
間
か
ら
の
協
賛
に
よ
る
運
営
形
態
に
変

わ
り
ま
し
た
。
士
会
は
運
営
主
体
と
し
て
主
に

事
務
的
な
総
括
を
受
け
持
ち
、
士
会
会
長
が
運

営
委
員
長
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

３.

大
阪
府
公
共
建
築
設
計
コ
ン
ク
ー
ル︵
あ
す
な

　

  

ろ
夢
建
築
︶

　

建
築
を
目
指
す
学
生
を
顕
彰
し
、
建
築
家
の

卵
を
育
て
る
賞
で
す
。
大
阪
府
、
大
阪
府
住
宅

供
給
公
社
と
三
者
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

建
築
表
彰
委
員
会
は
、基
本
的
に
建
築
に
対

す
る
民
度
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
士
会
活
動
の

王
道
を
担
う
委
員
会
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

　

公
益
法
人
と
し
て
、
住
み
良
い
美
し
い
街
を

創
る
た
め
の
手
助
け
と
な
る
建
築
の
啓
蒙
、
ま

た
建
築
士
の
士
気
を
高
め
る
た
め
の
表
彰
を
続

け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

原田　彰
㈱原田彰建築設計事務所　代表
総括設計専攻建築士
1948年 奈良県生まれ、大阪育ち
1970年 大阪工業大学建築学科卒
設計事務所勤務の後、
1977年 原田彰建築設計事務所設立
1990年 法人設立　現在に至る

蔵書管理・有効活用のお知らせ

本会事務局スペースのレイアウト変更に伴い、建築情報委員会図書ワーキンググループにて

おこなってきた蔵書整理のうち、雑誌関係については、以下の通り作業をおこなったことを

報告いたします。

　1．大学への寄贈　精査選定の結果、大阪工業大学および立命館大学へ寄贈致しました。

　2．最新２年分の雑誌に関しては士会にて保有、誰でも閲覧することができます。

　3．情報の古い雑誌については処分致しました。

大学へ寄贈した図書については、大阪府建築士会のホームページでその一覧を確認すること

ができます。下記にアクセスしてください。

http://www.aba-osakafu.or.jp/

会員各位におかれましては、ご理解のほど宜しくお願い致します。

建築情報委員会図書 WG

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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建
築
相
談

　
　

建
築
士
の
見
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
︵
九
︶

　
　

電
話
相
談
か
ら

編
・
構
成　

橋
本
頼
幸

　

今
月
の
「
建
築
相
談
」
コ
ー
ナ
ー
は
、
平
成
二
十
四

年
六
月
か
ら
相
談
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
守
屋
一

之
様
に
話
題
提
供
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
承
知

の
通
り
建
築
士
会
で
は
、
建
築
相
談
室
を
月
・
水
・

金
の
週
三
回
午
後
一
時
か
ら
五
時
ま
で
、
電
話
や
面
談

で一
般
の
方
を
始
め
設
計
事
務
所
や
施
工
者
、
不
動
産

関
係
者
な
ど
か
ら
の
相
談
を
幅
広
く
受
け
付
け
て
お
り

ま
す
。
建
築
相
談
室
は
、
約
三
〇
名
の
建
築
士
会
の

相
談
員
が
二
月
に一
度
ぐ
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
対
応
し
て
お

り
ま
す
。
今
回
は
守
屋
さ
ん
自
身
が
電
話
で
受
け
付

け
た
相
談
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一　

建
て
る
前
の
不
安
・
・
・

　

住
宅
展
示
場
を
見
て
回
っ
て
、
大
手
の
住
宅
会
社
の

応
対
が
良
い
印
象
だ
っ
た
の
で
、
頼
み
た
い
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
見
る
と
評
判
が
悪
い
。
そ
ち
ら
か
ら
見
て
そ
の

住
宅
会
社
は
ど
う
か
。
ま
た
、
大
手
に
頼
む
場
合
と
町

中
の
工
務
店
に
頼
む
場
合
と
で
は
ど
ち
ら
が
良
い
か
？ 

二　

建
築
中
の
迷
い
、
後
悔
、
焦
り
・
・
・

　

現
在
新
築
中
。
近
々
に
引
き
渡
し
を
受
け
る
予
定
。

南
向
き
の一
階
は
交
通
量
の
多
い
道
路
に
向
い
て
お
り
、

す
ぐ
前
を
駐
車
場
に
す
る
た
め
、
比
較
的
小
さ
な
窓

に
し
た
。
二
階
の
バ
ル
コ
ニ
ー
を
大
き
く
取
り
た
い
希
望

か
ら
出
寸
法
を
一
八
〇
〇
㎜
に
し
た
と
こ
ろ
、
一
階
の
上

下
窓
に
光
が
入
ら
な
い
。
こ
れ
は
仕
方
の
無
い
こ
と
か
。

掃
き
出
し
窓
へ
の
変
更
で
改
善
し
ま
す
か
。
大
工
さ
ん

と
打
合
せ
し
な
が
ら
建
て
た
が
、
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
扉
が
嫌

だ
と
言
っ
て
い
た
折
戸
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
打
合
せ
と

違
う
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
交
換
さ
せ
る
こ
と
は
出

来
る
の
か
？

　

電
話
相
談
は
顔
の
見
え
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
相
談
者
が一
方
的
に
こ
ち
ら
の
意
見
を
求
め
る
相

談
や
「
お
か
し
い
」
と
同
意
を
求
め
る
よ
う
な
相
談
が

し
ば
し
ば
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
匿
名
で
一
方
的
に
情
報
を
書
き

込
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
わ

か
り
ま
せ
ん
し
、
評
判
が
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
問
い
合

わ
せ
に
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
断
っ
た
上
で
、

大
手
と
地
元
工
務
店
の
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
を
見

比
べ
て
、
自
分
が
主
体
的
に
な
れ
る
相
手
、
よ
り
親
身

に
な
っ
て
く
れ
る
業
者
を
選
ん
で
み
る
。
そ
の
一
つ
と
し

て
「
話
し
や
す
い
、
説
明
が
わ
か
り
や
す
い
」
を
基
準

に
し
た
り
、「
住
宅
を
設
計
す
る
仲
間
達
」
に
相
談
し

た
り
、
手
を
尽
く
し
て
み
て
は
ど
う
か
、
と
回
答
。

　

後
者
は
、
太
陽
の
角
度
の
説
明
や
南
向
き
の
部
屋
で

も
バ
ル
コ
ニ
ー
の
出
が
影
響
す
る
こ
と
、
窓
の
変
更
は
多

額
な
費
用
や
手
間
が
か
か
る
こ
と
な
ど
を
説
明
し
、
要

望
を
し
っ
か
り
と
伝
え
て
、
十
分
な
説
明
を
受
け
て
工

事
を
進
め
る
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
。

　

実
際
に
守
屋
さ
ん
が
対
応
し
た
電
話
で
の
や
り
と
り

だ
そ
う
で
す
。
相
談
員
対
象
の一
月
度
研
修
会
で
は
、

「
立
場
の
違
い
に
よ
る
受
け
答
え
」
が
話
し
合
わ
れ
ま

し
た
。
電
話
相
談
に
は
、
連
棟
長
屋
の
切
り
離
し
︵
切

り
離
す
側
、
切
り
離
さ
れ
る
側
︶
の
相
談
も
多
く
、
守

屋
さ
ん
は
、
経
験
豊
富
な
相
談
員
の
機
知
に
富
み
、
深

い
見
識
に
基
づ
く
受
け
答
え
に
つ
い
て
の
事
例
や
意
見
は

と
て
も
参
考
に
な
る
、
と
感
じ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

電
話
で
、
し
か
も
状
況
は
相
手
か
ら
の一
方
通
行
で

聞
き
取
っ
た
内
容
だ
け
か
ら
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る

こ
と
は
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
が
悪
い

と
い
っ
た
結
論
を
導
く
の
で
は
な
く
、
本
来
の
あ
り
方

を
説
明
し
、
理
解
し
て
も
ら
う
事
が
大
切
で
す
。

　

建
築
相
談
分
科
会
で
は
、
相
談
さ
れ
る
側
に
な
っ
て

も
ら
え
る
方
︵
相
談
員
︶
を
常
に
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

電
話
で
の一
般
の
相
談
者
と
の
や
り
と
り
は
非
常
に
勉

強
に
な
り
ま
す
し
、
自
分
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

　
　

理
事
会
報
告
　
　
　
文
責　

本
会
事
務
局

日
時　

三
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
三
三
名︵
委
任
六
名
含
︶、
監
事
二
名

　
　
　

名
誉
会
長
・
顧
問
・
相
談
役
他
七
名

　
　
　

新
任
理
事
候
補
者
九
名

︵
１
︶二
十
四
年
度
収
支
決
算
見
込
み

本
年
度
の
決
算
見
込
み
を
、収
支
差
引
約
三
九
〇
万
円
の

黒
字
予
測
と
し
て
い
る
。収
入
で
は
、情
報
発
信
事
業
の
広

告
収
入
等
、Ｃ
Ｐ
Ｄ
登
録
や
木
造
耐
震
講
習
会
、定
期
講
習

な
ど
が
予
算
に
比
べ
て
好
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

︵
２
︶二
十
五
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

収
入
面
で
は
、特
に
研
修
事
業
の
再
建
を
目
指
し
て
活
性
化
を

図
り
、他
の
委
員
会
事
業
も
前
年
実
績
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
本

会
の
財
政
健
全
化
に
向
け
て一層
の
努
力
を
お
願
い
す
る
。

ま
た
、定
期
講
習
の
全
国
的
な
受
講
者
減
の
傾
向
、耐
震
講

習
会
の
通
常
講
習︵
今
年
度
は
改
訂
講
習
で
増
︶に
よ
り
予

測
受
講
者
数
を
減
し
て
い
る
。支
出
面
で
は
、事
務
局
縮
小

に
よ
る
賃
料
の
大
幅
減
、退
職
手
当
積
立
金
の一五
〇
万
円

減
と
し
て
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
。

︵
３
︶二
十
五
年
度
機
構
に
つ
い
て

新
年
度
の
機
構
は
、事
業
委
員
会
内
に
置
い
て
い
た
研
修
を

委
員
会
と
し
て
設
置
し
、建
築
士
育
成
等
の
研
修
事
業
の

活
性
化
を
図
る
。

建
築
士
制
度
推
進
委
員
会
は
、試
験・登
録
等
の
事
業
は
運

営
委
員
会
が
所
管
し
、Ｃ
Ｐ
Ｄ・専
攻
及
び
資
格
取
得
講
習

会
は
研
修
委
員
会
が
所
管
す
る
こ
と
で
解
散
す
る
。

︵
４
︶公
益
社
団
法
人
移
行
認
定
に
つ
い
て

二
月
十
五
日
付
で
大
阪
府
公
益
認
定
等
委
員
会
か
ら
大
阪

府
知
事
宛
に
本
会
の
移
行
に
つ
い
て
公
益
認
定
相
当
の
答
申

が
あ
り
、三
月
十
九
日
付
で
移
行
認
定︵
予
定
︶、四
月
一日

に
公
益
社
団
法
人
に
法
人
登
記
を
す
る
旨
を
報
告
し
た
。

総
会
に
は一
／
三
以
上
の
出
席
者︵
委
任
状
含
む
︶を
必
要

と
す
る
た
め
に
、四
月
に
事
前
案
内
、五
月
に
議
案
書
付
案

内
で
出
席
を
呼
び
掛
け
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
五
回

目
を
迎
え
ま
し
た
。
石
堂
威
さ
ん
は
、
数
々
の

日
本
を
代
表
す
る
建
築
雑
誌
の
編
集
長
を
務
め
ら

れ
た
編
集
者
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
建
築
を
学
び
始

め
た
頃
に
慣
れ
親
し
ん
だ
﹃
建
築
二
〇
世
紀
﹄
や

﹃GA
 JA

PA
N

﹄
等
の
編
集
に
関
す
る
お
話
を
伺

い
、今
で
は
わ
れ
わ
れ
の
血
肉
と
化
し
た「
知
」も
、

源
泉
を
辿
れ
ば
石
堂
さ
ん
の
仕
事
に
行
き
着
く
こ

と
に
思
い
を
致
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
石
堂
さ
ん
に
は
「
建
築
人
賞
」
の
初
代

審
査
委
員
長
と
し
て
五
年
間
に
わ
た
り
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。「
建
築
人
賞
」
は
予
算
の
都

合
も
あ
り
、現
地
審
査
を
前
提
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
地
ま
で
確
認
に
出
向
い

て
く
だ
さ
り
、
丁
寧
な
審
査
を
心
が
け
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
審
査
委
員
長
の
退
任
を
機
会
に
企
画
さ

れ
た
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
こ
と
を
石
堂

さ
ん
へ
お
伝
え
し
て
感
謝
の
言
葉
に
代
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
新
企
画
で
あ
る
「
建
築
の
射
程
」
で

は
山
口
洋
典
さ
ん
に
、「
ひ
ろ
ば
︱
建
築
構
造
案

内
」
で
は
加
登
美
喜
子
さ
ん
に
、
い
ず
れ
も
「
協

働
」
と
い
う
言
葉
の
投
げ
か
け
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
わ
れ
わ
れ
な
り
に
、
こ
の
言
葉
を
受
け
止
め

て
、
考
え
続
け
る
こ
と
が
、
次
の
新
た
な
「
協
同
」

を
生
み
出
す
の
だ
と
強
く
思
い
ま
し
た
。
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塩野義製薬 医薬研究センターSPRC4
竹中工務店設計部 小幡剛也、平岡宏一郎、庄田英行、佐藤達保

　大阪市北部を流れる神崎川と阪神高速道路に隣接するSPRC4は、
分散した既存4拠点研究所の集約による研究効率の向上及び知の結
集による相乗効果、新薬開発サイクルの短期化を実現する医薬研究の
基盤施設である。
　敷地における最大平面・最小断面の計画とし、立体的ワークプレイスに
よる研究者間コミュニケーションの活性化を図るとともに、外観を特徴づ
けるトリプルスキンをはじめ、様々な環境技術を採用し、研究所に求められ
る知的生産性の向上と社会的に求められる環境性能の両立をはかった。
　外装は低層部をコンクリート系材料で統一し、上部は3層にレイヤー化
されたアルミ縦ルーバー＋ランダムな外壁面＋耐力壁によるトリプルスキ
ンとし、バッファー廊下を熱的緩衝帯として利用することで、研究エリアの
外気からの熱負荷を大幅に低減している。また地熱利用冷温輻射パネル
空調、排熱回収システム、省風量型ヒュームフード・VAVシステム、液状化
対策（TOFT工法）や免震構造などを採用した。
　建物中心のワークプレイスには、高い階高（5.2ｍ）を利用した中間階
や明暗ある光環境によって、不均質で多様な居場所をつくりだすことで、
研究者間のコミュニケーションの活性化と研究者の知的生産性の向上
を期待している。

撮影：古川泰造　第58回大阪建築コンクール入賞作品
■プロフィール
小幡剛也（おばた・たけや）
1993年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第3設計部門 グループリーダー課長
平岡宏一郎（ひらおか・こういちろう）
1990年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第3設計部門 課長
庄田英行（しょうだ・ひでゆき）
1990年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第7設計部門 設計主任
佐藤達保（さとう・たつほ）
2006年 竹中工務店設計部入社
現在 大阪本店設計部第3設計部門 設計担当
ランドスケープ：オンサイト計画設計事務所

■建物データ
建 築 主：塩野義製薬株式会社
設　　計：株式会社 竹中工務店
施　　工：株式会社 竹中工務店
所 在 地：大阪府豊中市二葉町3-1-1
用　　途：研究所
竣　　工：2011年7月
構造規模：SRC造 一部S及びRC造
　　　　　地上5階　塔屋1階
敷地面積：34627.97㎡
建築面積：10069.80㎡
延床面積：43929.84㎡


