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森 忠一邸

　この住まいは、なだらかな丘の中腹に建つ。一見すると何
の変哲もない住まいに見える。建物は道から控え、門から玄
関までは長いアプローチが道と並行して続く。重心を低く抑
えた平屋建ての外観は、周囲に対して声高にその存在を主張
している訳ではない。しかしながら、この地域のまちなみに
とっては、なくてはならない存在であることは確かだ。
　軒庇をくぐり玄関に入ると、家人が客人を丁寧に迎えるこ
とのできる設えとなっている。室内は、視線が水平方向に導
かれ、優しい塗り壁がそれを受け止め、そこにいる人に安心
感を抱かせる。心地良い風の流れも、それが周到な開口の配
置によることに気づいた。また、各室のスケールは抑制が利
き、客人を迎えるには小さすぎず、家人どうしが過ごすには
大きすぎることはなく、森氏の思想と人柄が理解できる。こ
の家を体験するにつれ、「足るを知る」という言葉が想起さ
れた。
　前世紀は、近代にその起源を持つ「個」の価値観が偏重され、
その結果日本のまちなみ・都市空間は混乱の中に陥ったと考
える。「個」を超えて日本人が長い時間をかけて協働しなが
らつくりあげてきた範となる普遍性が、この住まいには宿っ
ていると感じた。この普遍性こそ森忠一氏から木原千利氏に
受け継がれ、木原氏の建築活動の根源となっていることを改
めて理解した。
　関西だけではなく日本の住まいのあるべき姿として、普通
性を高めた結果がこの森忠一邸である。奇をてらわない本質
について、私たち次代を担う人間が探究しなければならない
課題として心に刻まれた貴重な出会いであった。

中澤博史＋荒木公樹
撮影：松村芳治
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い
ま
大
阪
が
元
気

︵
公
社
︶大
阪
府
建
築
士
会
副
会
長　

濵
田　

徹

　

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
が
注
目
を
集
め
る
中
、

阿
倍
野
で
は
高
さ
日
本
一
と
な
る
超
高
層
ハ
ル
カ

ス
の
商
業
施
設
が
オ
ー
プ
ン
と
、
こ
の
と
こ
ろ
大

阪
の
都
心
部
が
元
気
で
す
。
梅
田
マ
ル
ビ
ル
を
世

界
一
の
大
樹
に
す
る
と
い
う
壁
面
緑
化
計
画
も
先

日
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
夢
が
あ
っ
て
い
い
で

す
ね
。

　

四
月
に
公
益
社
団
法
人
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
し

た
本
会
も
厳
し
い
状
況
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん

が
、
元
気
に
前
を
向
い
て
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た

活
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
会
員

の
皆
様
は
も
と
よ
り
、
よ
り
広
く
建
築
に
関
わ
る

す
べ
て
の
人
々
、
更
に
は
市
民
の
皆
様
に
と
っ
て

も
価
値
の
あ
る
活
動
を
展
開
し
て
社
会
貢
献
す
る

こ
と
こ
そ
我
々
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
考
え
ま
す
。

　

本
誌
掲
載
の
建
築
作
品
か
ら
優
れ
た
も
の
を
表

彰
す
る
「
建
築
人
賞
」
も
、
五
年
間
で
一
区
切

り
を
つ
け
、
今
年
か
ら
新
た
に
早
稲
田
大
学
教
授

古
谷
誠
章
氏
を
審
査
委
員
長
に
迎
え
、
セ
カ
ン
ド

フ
ェ
ー
ズ
に
入
り
ま
す
。
ど
ん
な
展
開
・
進
化
を

み
せ
る
か
乞
う
ご
期
待
で
す
。

　

本
会
で
は
「
建
築
人
賞
」
以
外
に
も　
「
大
阪

ま
ち
な
み
賞
」
や
五
八
回
の
歴
史
を
誇
る
「
大
阪

建
築
コ
ン
ク
ー
ル
」
等
の
表
彰
活
動
を
始
め
と
し

て
、
建
築
士
の
知
識
や
技
術
の
研
鑽
、
建
築
相
談

や
ま
ち
づ
く
り
と
い
っ
た
活
動
を
通
し
て
建
築
界

な
ら
び
に
地
域
社
会
に
貢
献
し
て
参
り
ま
す
。

 
大
阪
ホ
ン
マ
も
ん
解
説

写
真　

田
籠
哲
也　

文　

牧
野
隆
義

　

戦
前
か
ら
、商
都
大
阪
の
中
心
に
位
置
す
る
船
場

地
区
。こ
こ
に
誇
り
高
き
建
物
が
今
も
現
存
す
る
。言

わ
ず
と
知
れ
た
綿
業
会
館
で
あ
る
。

　

東
洋
紡
績
専
務
取
締
役
で
あ
っ
た
岡
常
夫
氏
が

「
日
本
の
綿
業
の
進
歩
発
展
を
図
る
た
め
」と
の
遺

言
で
一
〇
〇
万
円
を
寄
付
し
、関
係
業
界
か
ら
の
醸

出
金
五
〇
万
円
を
加
え
た一五
〇
万
円
を
基
金
に
綿

業
会
館
建
設
が
決
定
。設
計
は
渡
辺
節
建
築
事
務

所
で
、ヘッ
ド
ド
ラ
フ
ト
マ
ン
と
し
て
村
野
藤
吾
氏
が
参

画
。施
工
は
清
水
組︵
現・清
水
建
設
︶に
よ
る
。

　

昭
和
六
年︵
一
九
三
一
年
︶に
綿
業
会
館
は
日
本
綿

業
倶
楽
部
の
建
物
と
し
て
竣
工
。戦
前
か
ら
戦
後
に
か

け
て
各
国
の
要
人
が
来
館
し
、日
本
外
交
の
舞
台
と
し

て
活
躍
。各
室
ご
と
に
違
う
ス
タ
イ
ル
を
用
い
た
デ
ザ

イ
ン
は
、渡
辺
氏
の
様
式
美
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ

り
、訪
れ
た
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。平
成

一
五
年︵
二
〇
〇
三
年
︶国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
。

ま
た
、近
代
化
産
業
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　

様
々
な
様
式
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、安
定
し
た

秩
序
を
も
た
ら
す
普
遍
的
な
様
式
を
身
に
纏
っ
た
建

物
は
、こ
れ
か
ら
も
時
代
を
映
し
続
け
る
。
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5 2013.07  建築人

上段　インタビュー風景
中段　吉村家住宅
撮影　上段：田籠哲也
　　　中段：中澤博史

注1　村野藤吾（1891～1984）建
築家　1918年早稲田大学理工学
部建築学科卒業。渡辺節建築事務
所に入所。1929年村野建築事務所
開設。1949年村野・森建築事務所
に改称。文化勲章、日本芸術院賞、
日本建築学会賞など受賞多数。
注2　吉村家住宅　桃山時代の書
院造様式を残す民家で日本初の重
要文化財に指定され、江戸時代の庄
屋屋敷の様子を伝えている。
注3　大阪南河内吉村邸の建築
「建築雑誌1936年6月号」日本建
築学会
注4　森田慶一（1885～1983）東
京帝国大学建築学科卒業後、武田
五一からの招聘で京都帝国大学に
赴任。京都大学建築学科の初期教
育陣の中核をなした一人。「ウィトル-
ウィウス建築書」(東海選書)の翻訳
で建築史に大きな一歩を残した。
注5　エコール・デ・ボザール　17世
紀パリに設立されたフランスの美術
学校。350年間以上にわたる歴史が
あり、建築、絵画、彫刻の分野に芸術
家を多く輩出してきた。
注6　アンドレ・リュルサ（1894～
1970）A・ロース、R・ノイトラらとCIAM
の活動に従事したフランスの建築家。
コルビュジエの影に隠れていたが、数
多くのアトリエ住宅を残すなど1920
年代のパリでモダニズム建築に強い
影響力を持っていた。
注7　武田五一（1872～1938）建
築家　東京帝国大学卒業後、同大
学助教授、京都高等工芸学校（現・
京都工芸繊維大学）教授を経て京都
帝国大学建築学科を設立。「関西建
築界の父」とも呼ばれる立役者。雑誌
「新建築」の創刊にも関わる。

名
補
佐
と
し
て
の
生
き
ざ
ま

中
澤　
『
建
築
人
』
本
年
一
月
号
の
中
で
木
原

千
利
さ
ん
が
ご
自
身
の
恩
人
と
し
て
村
野
藤
吾

さ
ん
︵
注
１
︶
の
事
務
所
『
村
野
・
森
建
築
事
務

所
』
の
森
忠
一
先
生
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
森

先
生
と
木
原
さ
ん
と
の
関
係
は
そ
の
誌
面
上
で

も
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
が
興

味
を
持
ち
深
く
調
べ
よ
う
と
し
て
も
情
報
が
非

常
に
少
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、
森
先
生
の
人

物
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
、
木
原
さ
ん
に
も
同
席
頂
き
、
森
先
生
の
御

子
息
で
あ
る
森
忠
彦
さ
ん
に
お
話
を
お
聞
き
い

た
し
ま
す
。

森　

私
の
父
親
・
森
忠
一
が
亡
く
な
り
今
年
で

一
三
年
経
ち
ま
す
。
父
に
と
っ
て
村
野
先
生
は

人
生
を
引
っ
張
っ
て
く
れ
た
師
で
あ
り
、
自
分

が
縁
の
下
で
支
え
る
と
い
う
表
現
で
す
ら
お

こ
が
ま
し
い
く
ら
い
の
存
在
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
だ
か
ら
村
野
先
生
に
一
生
を
捧
げ
、
自
分

は
補
佐
役
に
徹
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
二
年
前

に
母
も
他
界
し
、
最
近
に
な
り
家
の
整
理
を
し

て
い
る
と
父
の
生
前
を
偲
ぶ
資
料
が
多
数
見
つ

か
り
、
そ
れ
ら
を
封
印
し
て
し
ま
お
う
と
考
え

て
い
た
矢
先
に
今
回
の
特
集
の
話
を
頂
き
ま
し

た
。
自
ら
は
補
佐
役
と
し
て
の
人
生
を
選
ん
だ

父
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
生
き
ざ
ま
が
あ
る
こ

と
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も
少
し
は
意
義
の
あ

る
こ
と
だ
と
い
う
思
い
か
ら
お
受
け
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

生
い
立
ち

中
澤　

ま
ず
は
ご
存
知
の
範
囲
で
結
構
で
す
の

で
、
森
先
生
の
生
い
立
ち
か
ら
お
話
し
い
た
だ

け
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

森　

父
は
、
明
治
四
一
年
︵
一
九
〇
八
年
︶
に

七
人
兄
弟
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
出

身
地
は
、
南
河
内
の
大
保
︵
現
在
の
堺
市
美
原

区
大
保
︶
に
な
り
ま
す
。
民
家
と
し
て
重
要
文

化
財
指
定
を
受
け
た
有
名
な
「
吉
村
家
住
宅
︵
注

２
︶」
の
近
く
に
位
置
し
、
吉
村
家
と
は
古
く

か
ら
の
知
り
合
い
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
学

生
時
代
の
友
人
と
共
同
で
「
吉
村
家
住
宅
」
を

調
査
し
、『
建
築
雑
誌
︵
注
３
︶』
で
保
存
の
提

言
も
行
っ
て
い
ま
す
。

中
澤　
「
吉
村
家
住
宅
」
は
、
長
屋
門
が
あ
り
、

立
派
な
大
和
棟
の
住
宅
で
す
よ
ね
。
女
中
部
屋

が
吊
部
屋
に
な
っ
て
い
る
の
が
面
白
い
と
思
い

ま
し
た
。

森　

女
中
部
屋
の
部
分
は
少
し
後
の
時
代
に
造

ら
れ
た
よ
う
で
す
。
父
は
、
民
家
を
保
存
し
て

い
く
に
は
、
時
代
に
合
わ
せ
て
新
陳
代
謝
さ
せ

る
こ
と
も
重
要
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

木
原　
「
吉
村
家
住
宅
」に
は
思
い
入
れ
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
何
度
か
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。

森　

父
は
、
旧
制
富
田
林
中
学
校
︵
現
大
阪
府

立
富
田
林
高
校
︶か
ら
旧
制
大
阪
高
等
学
校︵
現

大
阪
大
学
︶
に
進
み
、
そ
の
後
、
京
都
帝
国
大

学
で
建
築
を
学
び
ま
し
た
。
大
阪
高
等
学
校
の

頃
か
ら
建
築
に
憧
れ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
当

時
は
、
長
男
が
家
を
継
ぐ
の
が
当
た
り
前
で
、

遠
方
へ
行
か
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
時
代
で
す

が
、
祖
父
は
許
し
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
祖
父

は
、当
時
か
ら
子
供
の
教
育
に
非
常
に
熱
心
で
、

時
代
が
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て

い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

森
田
慶
一
と
の
出
会
い
と
フ
ラ
ン
ス
留
学

森　

そ
し
て
、
父
は
京
都
帝
国
大
学
で
森
田
慶

一
先
生
︵
注
４
︶
に
出
会
い
ま
し
た
。
父
に
と
っ

て
、森
田
先
生
は
人
生
の
最
初
の
師
な
ん
で
す
。

先
生
に
出
会
っ
た
こ
と
で
父
の
人
生
が
決
ま
っ

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
森
田

先
生
に
見
込
ま
れ
て
大
学
院
に
ま
で
進
み
、
昭

和
七
年
︵
一
九
三
二
年
︶
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
日

本
人
の
各
部
門
の
推
薦
者
５
人
を
招
聘
し
、
留

学
さ
せ
る
と
い
う
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の

間
に
初
め
て
交
わ
さ
れ
、
建
築
部
門
で
森
忠
一

が
推
薦
さ
れ
た
の
で
す
。
留
学
先
は
、
パ
リ
国

立
美
術
学
校
で
し
た
。

荒
木　

エ
コ
ー
ル
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
︵
注
５
︶
で

す
ね
。

木
原　

招
聘
状
が
届
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

森　

そ
こ
に
は
神
戸
港
を
出
発
す
る
日
ま
で
細

か
く
指
示
し
て
あ
り
、
給
料
も
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
向
こ
う
で
の
滞
在
費
と
学
費
が
出
た
ん

で
す
ね
。
留
学
は
１
年
半
ほ
ど
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

荒
木　

エ
コ
ー
ル
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
は
、
当
時

伝
統
的
な
建
築
の
教
育
で
有
名
で
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
保
守
的
な
学
校
で
し
た
。
し
か
し
、

森
先
生
は
京
都
帝
国
大
学
の
卒
業
論
文
で
ア
ン

ド
レ
・
リ
ュ
ル
サ
︵
注
６
︶
と
い
う
当
時
で
言
え

ば
新
し
い
建
築
を
手
掛
け
る
建
築
家
を
取
り
上

げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
様
式
建
築
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ

ム
に
移
り
変
わ
る
時
代
に
国
か
ら
派
遣
さ
れ
、

様
式
建
築
を
学
ぶ
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
が
ら
、

時
代
は
新
し
い
建
築
の
流
れ
へ
と
向
か
っ
て
い

く
。
非
常
に
混
沌
と
し
た
時
代
に
留
学
に
行
か

れ
た
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

森　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
は
東
京
帝
国
大

学
の
卒
業
生
が
国
費
で
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
こ

ろ
を
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
招
聘
す
る
か
た
ち
で

森
忠
一
が
京
都
帝
国
大
学
か
ら
初
め
て
行
か
せ

て
も
ら
っ
た
。
き
っ
と
、
違
う
大
学
か
ら
行
く

こ
と
で
従
来
と
は
違
う
視
点
で
建
築
を
学
ん
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

荒
木　

当
時
京
都
帝
国
大
学
で
は
、
武
田
五
一

先
生
︵
注
７
︶
が
一
九
二
〇
年
か
ら
教
授
に
赴
任

し
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
森
田
慶
一
先

生
を
助
教
授
と
し
て
招
聘
し
て
い
ま
す
。
草
創

期
の
建
築
学
科
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
武
田
先

生
か
ら
直
接
の
薫
陶
を
受
け
た
森
田
先
生
、
そ

し
て
そ
の
影
響
を
受
け
た
森
先
生
と
い
う
の

が
、
関
西
の
建
築
を
つ
く
る
上
で
は
、
非
常
に

大
き
な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か

建
築
人森  

忠
一

も
り
ち
ゅ
う
い
ち

１
９
０
８
年　

大
阪
府
生
ま
れ

１
９
３
１
年　

京
都
帝
国
大
学
工
学
部
建
築
学

　
　
　
　
　
　

科
卒
業

１
９
３
２
年　

フ
ラ
ン
ス
政
府
留
学
生
と
し
て

　
　
　
　
　
　

パ
リ
国
立
美
術
学
校
に
て
研
究

１
９
３
５
年　

村
野
建
築
事
務
所
入
所

１
９
４
９
年　

村
野
・
森
建
築
事
務
所
に
改
称

１
９
６
８
年　

黄
綬
褒
章
受
章

１
９
９
９
年　

宝
塚
市
に
て
永
眠

kenchiku-bito
　

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
六
回
目
の
建
築
人
は
、
建
築
家
・
森
忠
一

さ
ん
。
村
野
・
森
建
築
事
務
所
に
て
村
野
藤
吾

さ
ん
の
補
佐
役
と
し
て
従
事
さ
れ
ま
し
た
。
生

い
立
ち
や
フ
ラ
ン
ス
留
学
に
よ
り
得
た
建
築
哲

学
な
ど
を
ご
子
息
の
森
忠
彦
さ
ん
と
森
忠
一
さ

ん
を
師
と
仰
ぐ
建
築
家
の
木
原
千
利
さ
ん
に
う

か
が
い
ま
し
た
。
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中段　パリ留学時の寄宿舎（パリ
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下段　従軍地ハノイでの森忠一氏
撮影　上段：森田慶一
　　　中段：荒木公樹

注8　森田慶一先生を偲んで「建築
と社会1983年5月号」日本建築協
会
注9　ペロポンネソスの旅「建築学
研究No75～771934～1935年」
京都帝国大学建築学教室
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GRAPHIC 1962年10月」カーグラ
フィック
注11　森忠一先生を悼む/木原千利
「新建築1999年4月号」新建築社

と
考
え
ま
す
。

森　

そ
う
言
っ
て
頂
く
と
息
子
と
し
て
う
れ
し

い
で
す
。

中
澤　

森
先
生
が
留
学
さ
れ
て
い
た
同
時
期
に

森
田
先
生
も
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
パ
リ

に
来
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
森
田
先
生
が
亡
く
な

ら
れ
た
時
の
座
談
会
︵
注
８
︶
で
、
森
先
生
が
ギ

リ
シ
ア
と
イ
タ
リ
ア
を
車
で
旅
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

森　

父
は
森
田
先
生
と
一
緒
に
旅
し
て
、
非
常

に
影
響
を
受
け
た
よ
う
で
す
。
森
田
先
生
が
書

か
れ
た
論
文
︵
注
９
︶
に
、「
こ
こ
で
ポ
ー
ズ
と
っ

て
い
る
の
が
森
君
」
と
い
う
よ
う
に
父
の
写
真

が
載
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

木
原　

森
先
生
が
フ
ラ
ン
ス
へ
行
か
れ
て
、
フ

ラ
ン
ス
の
思
想
と
自
身
の
思
想
と
が
ス
ッ
と
溶

け
込
ん
だ
よ
う
で
す
ね
。

森　

そ
う
で
す
ね
。
い
つ
も
、「
自
分
は
フ
ラ

ン
ス
に
恩
義
が
あ
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
日
本
で
起
こ
る
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
フ
ラ

ン
ス
的
に
は
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
意

識
し
て
い
ま
し
た
ね
。

村
野
藤
吾
と
の
運
命
的
な
出
会
い

木
原　

帰
国
後
、
森
先
生
は
森
田
先
生
を
介
し

て
村
野
先
生
に
出
会
わ
れ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

森　

そ
う
で
す
ね
。
父
は
先
に
帰
国
さ
れ
る
森

田
先
生
を
お
見
送
り
し
た
時
に
就
職
先
の
紹
介

を
頼
み
ま
す
。
そ
の
森
田
先
生
に
今
度
は
村
野

先
生
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
を
推
薦
し
て
も
ら

え
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
偶
然
に
も
相

談
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、「
森
忠

一
と
い
う
者
が
も
う
帰
っ
て
く
る
ん
だ
が
」
と

推
薦
し
て
も
ら
い
「
森
田
先
生
の
ご
推
薦
の
人

だ
っ
た
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
い

う
流
れ
で
村
野
先
生
の
事
務
所
で
昭
和
一
〇
年

︵
一
九
三
五
年
︶
か
ら
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。

荒
木　
「
そ
ご
う
百
貨
店
︵
一
九
三
五
年
︶」
な

ど
が
竣
工
し
て
、
事
務
所
の
体
制
が
確
立
さ
れ

つ
つ
あ
る
時
期
で
す
ね
。

森　

そ
う
で
す
ね
。
ご
承
知
の
よ
う
に
村
野
先

生
の
出
身
は
早
稲
田
で
し
ょ
う
。「
森
忠
一
と

の
出
会
い
を
介
し
た
の
は
、
早
稲
田
の
今
井
兼

次
先
生
あ
る
い
は
佐
藤
武
夫
先
生
だ
」
と
い
う

話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私

が
母
親
か
ら
聞
い
て
い
る
の
は
、
森
田
先
生
か

ら
の
推
薦
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を

裏
付
け
る
手
紙
が
遺
品
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

手
紙
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
森
忠
一
の
父
親
に
宛

て
た
も
の
で
、
帰
国
後
の
就
職
先
に
つ
い
て
は

す
べ
て
を
森
田
先
生
に
任
せ
た
と
い
う
内
容
で

し
た
。

森
本　

村
野
先
生
と
の
信
頼
関
係
は
、
当
初
か

ら
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
時
間
を
経
る
中
で

生
ま
れ
て
き
た
の
か
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。

森　

あ
く
ま
で
想
像
で
す
が
、
建
築
に
対
す
る

考
え
や
人
間
性
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
森

田
先
生
が
見
通
し
て
お
ら
れ
、
ま
た
お
互
い
に

森
田
先
生
を
信
頼
す
る
関
係
だ
っ
た
結
果
、
出

会
っ
た
時
か
ら
あ
る
程
度
の
信
頼
関
係
は
築
け

て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
運
命
的
な

出
会
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ハ
ノ
イ
と
シ
ト
ロ
エ
ン

中
澤　

村
野
建
築
事
務
所
に
入
所
さ
れ
た
後
、

第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
ま
す
が
、
戦
争
中

は
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？

森　

ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ
イ
や
サ
イ
ゴ
ン
に
従
軍

し
て
い
ま
し
た
。

木
原　

ベ
ト
ナ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
だ
っ

た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
堪
能
な
森
先
生
は
貴

重
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

森　

だ
か
ら
父
は
建
築
技
官
と
し
て
軍
の
施
設

な
ど
の
建
築
図
面
を
描
い
て
各
地
を
走
り
ま

わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
駐
在
し
て
い
た
ハ
ノ

イ
で
、
日
本
の
侵
攻
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
戦

闘
を
放
棄
し
て
建
物
や
車
な
ど
を
そ
の
ま
ま
で

す
べ
て
明
け
渡
し
た
。
そ
こ
で
父
に
仕
事
用
と

し
て
好
き
な
車
を
選
び
な
さ
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
か
ら
憧
れ
て
い
た
け

ど
手
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
シ
ト
ロ
エ

ン
を
選
ん
だ
よ
う
で
す
。

中
澤　

そ
の
時
に
は
じ
め
て
シ
ト
ロ
エ
ン
に
乗

ら
れ
た
の
で
す
ね
。

森　

そ
う
で
す
。
シ
ト
ロ
エ
ン
に
乗
り
、
ハ
ノ

イ
や
奥
地
の
施
設
や
現
場
を
廻
る
わ
け
で
す
。

そ
の
と
き
の
様
子
を
創
刊
間
も
な
い
カ
ー
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
︵
注
10
︶
に
寄
稿
し
て
お
り
ま
す
。
話

の
中
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
山
道
の
奥
地
を
、
シ
ト

ロ
エ
ン
は
、
さ
す
が
に
思
っ
て
い
た
通
り
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

シ
ト
ロ
エ
ン
の
技
術
と
居
住
性

中
澤　

森
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
と
き
の
木
原
さ

ん
に
よ
る
追
悼
文
︵
注
11
︶
に
も
書
か
れ
て
お
ら

れ
ま
し
た
が
、
シ
ト
ロ
エ
ン
へ
の
思
い
が
相
当

あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

木
原　

シ
ト
ロ
エ
ン
の
話
は
何
度
も
お
聞
き
し

ま
し
た
ね
。
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
知
っ
た
シ
ト

ロ
エ
ン
へ
の
憧
れ
や
興
味
が
、
次
第
に
森
先
生

の
建
築
思
想
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。

森　

当
時
の
シ
ト
ロ
エ
ン
は
先
進
技
術
を
採
用

し
、
革
新
的
な
車
を
生
産
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
技
術
や
思
想
を
建
築
に
生
か
せ
な
い
も
の
か

と
、
父
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
前
輪
駆
動

方
式
も
早
い
時
期
に
採
用
し
て
い
ま
す
。
前
輪

を
駆
動
さ
せ
、
後
ろ
を
引
っ
張
っ
て
ゆ
く
。
だ

か
ら
、
細
い
軸
で
引
っ
張
る
こ
と
が
で
き
非
常

に
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

木
原　

そ
れ
か
ら
シ
ト
ロ
エ
ン
は
、
人
に
優
し

い
。「
砂
漠
を
走
っ
て
も
砂
が
入
ら
ず
、
水
に

入
っ
て
も
水
が
入
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
高
度

な
技
術
が
シ
ト
ロ
エ
ン
に
は
あ
る
。
建
築
も
人

上段　森忠一氏とシトロエンAMI-6
中段　森忠一氏の仏壇
下段　シトロエンDS
撮影　中段：田籠哲也

森忠一氏は本会の副会長を務められ
たほか、建築家協会においても要職
を務められた。
1951年大阪府建築士会設立発起人
1954年大阪府建築士会評議員
1962年大阪府建築士会理事、建築
関係功労者として大阪府知事賞、第
11回大阪建築コンクール審査委員
1964年第11回大阪建築コンクール
審査委員長
1965年建築関係功労者として建設
大臣表彰
1966年大阪府建築士会副会長
1966～67年BCS賞選考委員
1967年日本建築家協会関西支部長
1968年日本建築家協会副会長
1984年日本建築家協会終身正会員
1985年日本建築学会終身正会員

に
優
し
く
、
使
い
や
す
い
も
の
で
な
い
と
い
け

な
い
」
と
、
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

中
澤　

居
住
性
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
シ
ト
ロ
エ
ン
の
名
車
２
Ｃ
Ｖ
の
開
発
の
際

に
も
居
住
性
を
重
要
視
さ
れ
た
と
い
う
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
車
体
だ
け
ど

紳
士
が
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
乗
る

こ
と
が
で
き
、
田
舎
の
悪
路
で
も
載
せ
た
卵
が

割
れ
な
い
と
。

森　

父
は
、「
車
は
技
術
に
裏
付
け
ら
れ
た
機

械
だ
け
れ
ど
も
、
使
う
人
の
心
を
く
み
取
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
事
だ
」
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。
ホ
イ
ー
ル
ベ
ー
ス
が
長
い
こ
と
も
シ
ト

ロ
エ
ン
の
特
徴
の
一
つ
で
、
こ
れ
に
よ
り
居
住

性
が
高
ま
り
ま
す
。
小
さ
な
ボ
ー
ト
は
一
波
ご

と
に
波
の
影
響
を
受
け
ま
す
が
、
大
き
な
船
は

い
く
つ
か
の
波
を
ま
と
め
て
超
え
て
い
く
。
そ

れ
と
一
緒
で
、
凸
凹
道
を
走
る
と
き
に
ホ
イ
ー

ル
ベ
ー
ス
が
長
い
と
安
定
性
が
高
ま
り
ま
す
。

前
輪
駆
動
に
よ
る
合
理
性
と
ロ
ン
グ
ホ
イ
ー

ル
ベ
ー
ス
に
よ
る
居
住
性
と
が
組
み
合
わ
さ

り
画
期
的
な
車
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

合
理
性
と
居
住
性
と
を
併
せ
持
つ
こ
と
は
、
建

築
を
つ
く
る
上
で
も
重
要
な
こ
と
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

木
原　

森
先
生
は
、
シ
ト
ロ
エ
ン
の
話
に
な
る

と
何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
熱
く

語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
︵
笑
︶。

森　

父
は
、
新
し
が
り
屋
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
シ
ト
ロ
エ
ン
に
限
っ
て
は
新
し
い
技
術

や
機
構
が
搭
載
さ
れ
た
車
種
に
必
ず
乗
り
換
え

て
い
ま
し
た
ね
。
所
有
し
て
い
た
11
Ｃ
Ｖ
と
い

う
車
種
な
ん
か
は
、
戦
後
に
日
本
へ
輸
入
さ
れ

た
最
初
の
一
〇
台
の
内
の
一
台
だ
っ
た
ん
で
す

よ
。
当
時
は
シ
ト
ロ
エ
ン
に
関
し
て
詳
し
い
方

が
あ
ま
り
お
ら
ず
、
父
は
熱
心
な
愛
好
家
と
し

て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
カ
ー
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
に
記
事
も
書
い
て
い
ま
し
た
し
、
日

本
車
メ
ー
カ
ー
の
開
発
者
が
訪
ね
て
き
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
ね
。

フ
ラ
ン
ス
と
エ
レ
ガ
ン
ス

木
原　

森
先
生
は
、フ
ラ
ン
ス
の
話
題
と
し
て
、

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
こ
と
も
よ
く
話
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

森　

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
は
、
圧
縮
材
と
引
張
材
で

ト
ラ
ス
構
造
を
持
ち
合
理
的
で
あ
り
、
独
創
的

な
建
造
物
で
す
。
水
圧
の
斜
行
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

は
、
シ
ト
ロ
エ
ン
Ｄ
Ｓ
に
搭
載
さ
れ
た
ハ
イ
ド

ロ
ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク
の
油
圧
を
彷
彿
さ
せ
ま

す
。
父
親
の
持
論
と
し
て
は
、
シ
ト
ロ
エ
ン
は

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
し
た
。

中
澤　

森
先
生
の
仏
壇
に
は
、
確
か
木
原
さ
ん

の
デ
ザ
イ
ン
で
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
描
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
っ
た
で
す
か
？

森　

木
原
さ
ん
に
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
た
だ
き
、

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
象
嵌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

木
原　

女
性
の
優
雅
な
振
舞
い
な
ど
に
対
し
て

エ
レ
ガ
ン
ス
と
表
現
し
た
り
し
ま
す
が
、
森
先

生
は
よ
く
エ
レ
ガ
ン
ス
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。例
え
ば
窓
を
掃
除
す
る
の
に
は
、

ど
ん
な
窓
が
い
い
の
か
。
イ
ギ
リ
ス
は
ギ
ロ
チ

ン
︵
上
げ
下
げ
︶
窓
で
、
外
に
出
な
い
と
ガ
ラ

ス
が
拭
け
な
い
。
そ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
は
内
開

き
窓
だ
か
ら
室
内
か
ら
窓
拭
き
が
で
き
る
。
ど

ち
ら
の
ほ
う
が
エ
レ
ガ
ン
ス
か
？　

言
う
ま
で

も
無
く
フ
ラ
ン
ス
の
内
開
き
窓
で
す
。
そ
こ
が

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
違
い
だ
っ
て
、
よ
く

言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

中
澤　

こ
の
家
の
玄
関
も
内
開
き
で
し
た
ね
。

木
原　

住
宅
の
玄
関
も
内
開
き
が
良
い
と
仰
っ

て
い
ま
し
た
。
内
開
き
に
す
る
と
、
お
客
さ
ん

を
迎
え
る
と
き
も
、
送
り
出
す
と
き
も
、
部
屋

内
に
開
い
て
、
ど
う
ぞ
と
な
る
。
外
開
き
だ
っ

た
ら
、
自
分
が
外
に
出
て
行
か
な
い
と
い
け
な

い
。
そ
う
い
う
細
や
か
な
こ
と
ま
で
ピ
シ
ッ
と

向
こ
う
で
体
験
し
た
こ
と
や
自
分
の
考
え
方
を

お
持
ち
で
し
た
。
大
き
な
都
市
の
話
や
車
の
話

も
出
ま
し
た
が
、
住
ま
い
の
よ
う
に
非
常
に
き

め
細
や
か
な
と
こ
ろ
に
も
気
を
配
ら
れ
て
い
ま

し
た
ね
。

森　

劇
場
な
ど
の
扉
は
内
開
き
に
す
る
こ
と
が

法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
法
の
精

神
と
し
て
は
不
特
定
多
数
の
人
の
避
難
で
す
よ

ね
。
と
こ
ろ
が
、
住
ま
い
手
が
特
定
さ
れ
て
い

る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
条
例
等
に
よ
り
使
用
で
き

な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
に
対
し
て
反
対
意
見

を
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

荒
木　

一
つ
一
つ
の
住
ま
い
に
は
出
入
り
や
お

客
を
迎
え
る
な
ど
の
日
常
が
あ
り
、
先
ほ
ど
言

わ
れ
た
エ
レ
ガ
ン
ス
と
い
う
話
か
ら
し
た
ら
相

容
れ
な
い
考
え
方
で
す
よ
ね
。

森　

お
客
さ
ん
に
後
ず
さ
り
さ
せ
る
よ
う
な
招

き
方
な
ん
て
、
間
違
っ
て
い
る
と
ね
。
私
は
、

内
開
き
だ
っ
た
ら
外
か
ら
丁
番
を
外
さ
れ
る
心

配
も
無
く
、
防
犯
上
の
観
点
か
ら
も
い
い
と
思

う
の
で
す
が
ね
。
し
か
し
日
本
の
住
ま
い
の
玄

関
は
外
開
き
が
多
い
で
す
ね
。

木
原　

日
本
の
場
合
は
、
内
開
き
に
す
る
こ
と

で
水
仕
舞
い
上
デ
ィ
テ
ー
ル
が
複
雑
に
な
っ

て
く
る
こ
と
も
原
因
の
一
つ
で
し
ょ
う
ね
。
し

か
し
、
エ
レ
ガ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
は
や
は

り
内
開
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
丁
番
に
は
フ
ラ

ン
ス
丁
番
。
フ
ラ
ン
ス
丁
番
の
良
い
と
こ
ろ

は
、
森
先
生
も
よ
く
仰
っ
て
い
ま
し
た
が
、
扉

を
持
ち
上
げ
る
と
簡
単
に
は
ず
せ
る
利
便
性
。

そ
し
て
何
よ
り
形
状
が
エ
レ
ガ
ン
ス
な
こ
と

で
す
ね
。

伝
承
さ
れ
る
も
の
づ
く
り
の
精
神

中
澤　

森
先
生
と
木
原
先
生
が
一
緒
に
住
宅
の

計
画
を
し
て
い
た
と
伺
い
ま
し
た
が
、
ど
の
よ

う
に
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

村
野
事
務
所
で
引
き
受
け
で
き
な
い

多
く
の
計
画
の
内
、
森
先
生
の
ご
親
戚
の
住
宅
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上段　上：皎庵
　　　下：森忠一氏（中央）と安
　　　井清氏（右）木原千利氏（左）
中段　森忠一邸模型
下段　旅行中の森忠一夫妻

注14　目神山の家「住宅建築
1979年12月」建築資料研究社
注15　蘇生する北村伝兵衛の茶室
「皎庵」　座談会 しきたりにとらわれ
ない新しい感性を現代に引き継ぐ「住
宅建築2009年1月号」建築資料研
究社
注16　中野家住宅　2010年、国
の登録有形文化財に登録。江戸末
期建設の主屋と土蔵、１９５１年建設
の茶室が対象。

上段　大和高田の家
中段　河南町の家
下段　目神山の家
撮影　全て松村芳治

注12　大和高田の家「住宅建築
1980年9月」建築資料研究社
注13　河南町の家「住宅建築
1979年12月」建築資料研究社

や
医
院
な
ど
を
ご
推
薦
い
た
だ
き
計
画
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
大
抵
の
場
合
、
打
合

せ
は
私
が
単
独
で
行
い
、
要
望
を
満
足
す
る
案

の
ス
ケ
ッ
チ
を
作
成
し
、
そ
れ
に
対
し
て
森
先

生
に
ご
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
打
合
せ
は

先
生
の
ご
自
宅
か
綿
業
会
館
で
行
っ
て
い
ま

し
た
。
特
に
綿
業
会
館
は
、
先
生
が
会
員
に

な
っ
て
お
ら
れ
、
良
質
の
空
間
で
打
合
せ
を
行

う
と
い
う
贅
沢
な
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
数
回
経
て
ま
と
ま
っ
た

計
画
案
を
持
っ
て
施
主
と
の
打
合
せ
に
望
ん

で
い
ま
し
た
。

中
澤　

建
築
主
が
二
人
い
る
よ
う
な
も
の
で
、

大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

木
原　

打
合
せ
自
体
は
楽
し
か
っ
た
の
で
す

が
、
先
程
の
プ
ロ
セ
ス
を
何
度
も
行
う
た
め
プ

ラ
ン
決
定
に
大
抵
一
年
以
上
か
か
っ
て
い
ま
し

た
ね
。 

奥
河　

ど
の
く
ら
い
の
数
の
建
築
を
ご
指
導
い

た
だ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

十
件
く
ら
い
は
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
ね
。
長
年
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
の

で
、
終
盤
は
基
本
方
針
だ
け
を
打
合
せ
し
、
多

く
の
部
分
を
ま
か
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

中
澤　

で
は
、
比
較
的
に
初
期
の
頃
に
森
先
生

か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
が
多
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
教
え
て
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

木
原　

そ
う
で
す
ね
。
最
初
は
、
古
い
町
並
み

の
残
る
地
域
に
手
掛
け
た
『
大
和
高
田
の
家
』

︵
注
12
︶
で
し
た
。

中
澤　

遠
景
写
真
で
見
る
と
瓦
屋
根
が
地
域
に

馴
染
み
、
ど
れ
が
こ
の
住
宅
か
わ
か
ら
な
い
で

す
ね
。

木
原　

森
先
生
は
、
こ
の
計
画
で
玄
関
の
在
り

方
と
そ
れ
に
続
く
和
室
と
リ
ビ
ン
グ
の
関
係

に
こ
だ
わ
ら
れ
、
プ
ラ
ン
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
。
賓
客
が
多
い
家
で
し
た
の
で
、
相
応
の
設

え
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
玄

関
は
あ
く
ま
で
客
本
位
の
計
画
と
し
、
そ
こ
で

丁
寧
に
挨
拶
が
で
き
る
空
間
を
追
求
さ
れ
ま

し
た
。
家
族
が
使
う
内
玄
関
も
別
空
間
と
し
て

隣
に
設
け
、
目
に
付
き
に
く
い
よ
う
に
配
慮
し

て
い
ま
す
。

荒
木　

日
本
人
の
持
つ
人
ど
う
し
の
間
の
取
り

方
を
丁
寧
に
押
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の

玄
関
空
間
か
ら
感
じ
取
れ
ま
す
ね
。

木
原　

森
先
生
は
細
か
な
部
分
ま
で
は
言
及
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
先
生
か
ら
受
け
継
い
だ

精
神
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

駆
け
出
し
の
頃
で
し
た
の
で
、
例
え
ば
正
面
に

中
庭
が
見
え
る
よ
う
な
劇
的
な
玄
関
を
本
当
は

造
り
た
い
気
持
ち
も
一
方
で
あ
っ
た
の
で
す

が
、
森
先
生
の
理
念
か
ら
こ
の
よ
う
な
玄
関
の

在
り
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。

中
澤　

リ
ビ
ン
グ
が
南
向
き
で
和
室
が
東
向
き

の
Ｌ
型
平
面
に
な
っ
て
い
て
、
奈
良
盆
地
の
古

民
家
に
よ
く
あ
る
囲
い
造
り
の
よ
う
な
建
物
配

置
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

木
原　

こ
の
住
宅
で
は
和
室
と
リ
ビ
ン
グ
と
が

和
洋
の
も
て
な
し
空
間
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
二
部
屋
に
ス
ム
ー
ズ
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
合
理
的
な
プ
ラ
ン
と
し
て
、
玄
関
は
Ｌ

型
の
交
点
部
分
に
設
け
ま
し
た
。
森
先
生
は
、

フ
ラ
ン
ス
仕
込
み
の
無
駄
が
な
く
、
そ
れ
で
い

て
美
し
い
表
現
を
好
ま
れ
て
い
ま
し
た
の
で
そ

の
影
響
が
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
森
先
生
の
背

後
に
お
ら
れ
る
村
野
先
生
の
影
響
も
、
直
接
は

ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
あ
る
と
思

い
ま
す
ね
。
村
野
先
生
の
建
築
に
は
、
例
え
ば

金
物
や
家
具
な
ど
、
構
成
す
る
全
て
の
部
分
に

建
築
家
の
息
が
感
じ
取
れ
ま
す
。
そ
の
モ
ノ
づ

く
り
の
精
神
は
、
ま
る
で
体
の
中
に
溶
け
込
む

か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

木
原　

最
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
計
画
は
、

一
九
七
六
年
に
完
成
し
た
『
河
南
町
の
家
』︵
注

13
︶
で
す
。
大
和
棟
の
よ
う
な
急
勾
配
屋
根
の

住
宅
で
す
。フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
民
家
に
は
、

軒
桁
を
通
常
の
高
さ
よ
り
も
少
し
上
げ
て
屋
根

を
掛
け
る
こ
と
に
よ
り
、
屋
根
の
中
に
空
間
を

確
保
す
る
手
法
が
あ
り
ま
す
。
森
先
生
は
ワ
ン

ハ
ー
フ
と
仰
っ
て
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

構
成
を
取
り
入
れ
、
二
階
を
屋
根
の
中
に
収
め

て
い
ま
す
。
開
口
部
は
屋
根
の
一
部
を
跳
ね
上

げ
る
こ
と
で
確
保
し
、
ガ
ラ
リ
の
両
開
き
雨
戸

を
取
り
付
け
て
い
ま
す
。

中
澤　

屋
根
が
和
風
の
入
母
屋
な
の
に
、
雨
戸

が
洋
風
の
開
き
戸
に
な
っ
て
い
る
。
ユ
ニ
ー
ク

な
組
み
合
わ
せ
で
す
が
、
調
和
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
森
先
生
の
吉
村
家
住
宅
の
研
究
と
フ

ラ
ン
ス
留
学
で
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
ね
。

木
原　

屋
根
の
葺
き
材
も
洋
風
の
天
然
ス
レ
ー

ト
を
用
い
、和
洋
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
住
宅
で
は
森
先
生
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学

び
、
そ
れ
を
活
か
せ
た
と
思
い
ま
す
。
施
主
も

熱
心
な
方
で
し
た
の
で
、
森
先
生
と
の
打
合
せ

に
も
何
度
か
同
席
さ
れ
た
ん
で
す
よ
。

中
澤　

先
程
、
仰
っ
て
い
た
ス
ケ
ッ
チ
を
見
な

が
ら
の
打
合
せ
で
す
ね
。

木
原　

そ
う
で
す
。
森
先
生
は
、
私
が
鉛
筆
で

描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
の
上
を
動
線
に
沿
っ
て
指
で

な
ぞ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
ス
ケ
ッ
チ
が
真
っ
黒
に
な
る
ま
で
ね

︵
笑
︶。
村
野
先
生
も
同
じ
方
法
で
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
と
伺
い
ま
し
た
。
森
先
生
は

綺
麗
に
清
書
し
た
図
面
で
は
イ
メ
ー
ジ
が
広
が

ら
な
い
と
仰
っ
て
、
あ
ま
り
好
ま
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
だ
か
ら
、
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
を
求
め
ら

れ
ま
し
た
ね
。

中
澤　

今
で
い
う
と
Ｃ
Ａ
Ｄ
図
面
だ
と
完
成
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
と
同
じ
で
す

ね
。
村
野
事
務
所
で
は
模
型
も
粘
土
で
作
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
の
で
、
手
を
使
っ
て
思
考
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

木
原　

モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
の
建
物
は
ス
チ
レ

ン
ボ
ー
ド
や
バ
ル
サ
が
適
し
て
い
ま
す
が
、
プ

リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
も
の
は
粘
土
が
最
適
で
す
。
頭

の
中
で
作
る
の
で
は
な
く
、
手
で
イ
メ
ー
ジ
を

創
り
上
げ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
村
野
建
築
の

あ
の
独
特
の
タ
ッ
チ
は
、
粘
土
で
使
う
ヘ
ラ
の

痕
跡
だ
と
思
う
の
で
す
よ
。

も
う
一
人
の
弟
子

木
原　

一
九
七
六
年
に
竣
工
し
た
『
目
神
山
の

家
』︵
注
14
︶
も
先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
も

の
の
一
つ
で
す
。

荒
木　

目
神
山
に
は
石
井
修
先
生
の
自
邸
『
回

帰
草
庵
』
も
あ
り
、
同
年
に
完
成
し
て
い
ま

す
ね
。

木
原　

石
井
先
生
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
住
宅
を
計
画
し
て
い
た
当
時
の

目
神
山
は
人
が
ほ
と
ん
ど
住
ん
で
い
な
い
岩
だ

ら
け
の
禿
山
で
し
た
。

奥
河　

全
体
は
木
造
に
見
え
る
の
で
す
が
、
外

壁
に
石
を
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
構

造
な
の
で
し
ょ
う
か
？

木
原　

敷
地
が
道
路
か
ら
上
へ
登
る
急
斜
面
で

し
た
の
で
、
斜
面
に
食
い
込
む
地
階
は
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、
地
上
階
は
木
造
の
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
外
壁

に
石
を
貼
っ
て
い
ま
す
。
実
は
、
設
計
で
の
仕

上
げ
は
吹
付
け
で
し
た
が
、
掘
削
の
際
に
良
質

の
御
影
石
が
多
く
で
て
き
た
の
で
、
現
場
で
変

更
し
て
外
壁
に
貼
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

中
澤　

急
斜
面
の
敷
地
で
、
森
先
生
と
ど
の
よ

う
な
計
画
を
練
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

木
原　

私
は
斜
面
に
沿
う
雛
壇
断
面
の
住
宅
を

提
案
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
森
先
生

は
そ
れ
で
は
各
階
の
面
積
が
小
さ
く
な
り
老
後

の
上
下
移
動
が
厳
し
い
こ
と
を
懸
念
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
、
雛
壇
断
面

を
あ
き
ら
め
、
大
き
く
取
っ
た
ワ
ン
フ
ロ
ア
だ

け
で
生
活
で
き
る
住
宅
を
計
画
し
ま
し
た
。
後

に
高
齢
に
な
っ
た
施
主
か
ら
謝
意
を
述
べ
ら

れ
、
作
品
性
だ
け
に
重
点
を
お
か
ず
に
営
ま
れ

る
生
活
に
も
視
点
を
向
け
た
住
宅
が
つ
く
れ
た

こ
と
が
今
で
は
よ
か
っ
た
と
思
え
ま
す
。

中
澤　

当
初
の
計
画
を
断
念
さ
れ
て
結
果
的
に

は
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
当
時
は
残

念
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

木
原　

実
績
の
少
な
い
頃
で
し
た
の
で
、
自
分

の
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
通
り
に
造
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
は
正
直
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
に
加
え

て
従
来
の
形
式
か
ら
も
自
由
に
な
り
た
い
と
い

う
気
持
ち
も
湧
き
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。通
常
、

残
月
床
と
い
う
床
の
間
は
一
段
上
げ
て
造
ら
れ

ま
す
が
、
村
野
先
生
の
ご
自
宅
で
は
同
一
レ
ベ

ル
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
画
期
的
な
ア
イ
デ

ア
だ
と
評
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
私
も
こ
の
よ

う
に
従
来
か
ら
の
形
式
に
捕
ら
わ
れ
ず
に
自
由

に
つ
く
り
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

中
澤　

自
由
に
表
現
さ
れ
た
和
室
と
し
て
、
円

窓
床
や
霞
床
を
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

木
原　

銀
閣
寺
東
求
堂
の
書
院
で
は
障
子
を
開

け
る
と
庭
が
掛
け
軸
の
よ
う
に
見
え
る
。
例
え

ば
、
茶
室
で
あ
れ
ば
、
お
茶
の
作
法
は
そ
こ
で

で
き
な
い
と
当
然
だ
め
な
の
で
す
が
、
空
間
の

つ
く
り
方
は
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
数
奇

屋
の
語
源
も
好
き
な
よ
う
に
、
好
み
に
合
わ
せ

て
自
由
に
造
っ
た
茶
室
に
た
ど
り
つ
く
そ
う
で

す
か
ら
ね
。

中
澤　

茶
室
『
皎
庵
︵
こ
う
あ
ん
︶』
を
改
修

さ
れ
た
と
き
の
座
談
会
︵
注
15
︶
で
京
の
名
工
・

北
村
伝
兵
衛
さ
ん
の
こ
と
を
本
当
の
数
奇
者
だ

と
評
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

木
原　
『
皎
庵
』
は
京
都
府
長
岡
京
市
の
『
中

野
家
住
宅
』︵
注
16
︶
に
あ
り
ま
す
。
森
先
生
の

生
前
に
一
度
増
改
築
を
行
い
、
そ
の
と
き
に

北
村
さ
ん
が
手
掛
け
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
二
〇
〇
八
年
、
そ
の
茶
室
の
屋
根
を
安
井

清
さ
ん
と
一
緒
に
改
修
し
、
そ
の
後
『
中
野
家

住
宅
』
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
し
て
登
録

さ
れ
ま
し
た
。

中
澤　

安
井
さ
ん
と
は
ど
の
よ
う
な
方
な
の
で

す
か
？

木
原　

安
井
さ
ん
は
、
京
都
の
安
井
杢
工
務
店

で
桂
離
宮
や
待
庵
の
改
修
な
ど
を
は
じ
め
と
す

る
多
く
の
数
奇
屋
建
築
を
手
掛
け
て
こ
ら
れ
た

方
で
す
。
私
と
同
じ
く
森
先
生
を
師
と
仰
ぐ
一

人
で
、
私
よ
り
も
以
前
か
ら
森
先
生
に
神
髄
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
安
井

さ
ん
は
逝
去
さ
れ
ま
し
た
が
、「
わ
し
が
森
先

生
の
一
の
弟
子
で
お
ま
え
が
二
の
弟
子
や
。
先

生
の
弟
子
は
二
人
し
か
お
ら
ん
の
や
で
。
お
前

の
新
し
い
ア
イ
デ
ア
と
わ
し
の
技
術
で
一
本
の

縄
を
編
む
よ
う
に
何
か
造
ろ
う
」
と
よ
く
言
っ

て
い
た
だ
け
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

特
級
建
築
士

森　

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
家
の
増
築
を
し
た
際

の
模
型
は
残
し
て
あ
る
の
で
す
よ
。

木
原　

懐
か
し
い
で
す
ね
。
油
土
で
作
っ
た
も

の
で
す
ね
。

森　

こ
の
模
型
を
見
た
父
親
が
道
路
か
ら
も
う

少
し
引
き
を
取
り
、
屋
根
の
高
さ
も
抑
え
る
よ

う
に
と
助
言
し
て
い
ま
し
た
ね
。

木
原　

森
先
生
は
、
打
合
せ
を
行
っ
て
い
る
時

に
「
お
い
、
ど
う
か
な
」
と
奥
様
に
大
抵
意
見

を
求
め
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
一
言
二

言
、「
こ
れ
、
物
干
し
ど
こ
に
あ
る
の
」「
玄
関
、

遠
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
な
ど
。「
今
か
ら
お

手
伝
い
が
少
な
く
な
る
時
代
な
の
で
、
そ
の

辺
の
と
こ
ろ
よ
く
考
え
て
配
置
し
て
お
か
な
い

と
、
使
う
方
の
身
に
な
っ
た
ら
大
変
よ
」
っ
て

非
常
に
的
確
な
意
見
を
ポ
ン
と
言
わ
れ
る
。「
や

ら
れ
た
な
」
っ
て
︵
笑
︶。

森　

木
原
さ
ん
が
言
っ
た
の
か
な
、「
お
や
じ
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よ
り
も
母
親
の
ほ
う
が
建
築
家
だ
」
っ
て
。

木
原　

そ
う
、
特
級
建
築
士
だ
っ
て
ね
︵
笑
︶。

森　

ま
た
父
は
旅
行
に
ほ
と
ん
ど
母
と
一
緒
に

行
っ
て
い
ま
し
た
。
母
は
建
築
の
こ
と
は
何
も

分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
い
つ
も
一
緒
に
行
っ

て
ま
し
た
ね
。
村
野
先
生
も
よ
く
奥
様
と
一
緒

に
行
か
れ
て
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
う
ち

の
父
も
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

御
堂
筋
と
中
之
島

木
原　

御
堂
筋
の
話
も
よ
く
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
車
社
会
を
見
て
帰
っ
て
お
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
日
本
の
将
来
を
考
え
て
言
及
さ
れ
て
い
た

ん
で
す
ね
。
飛
行
場
を
造
る
の
か
と
道
幅
の
広

さ
を
揶
揄
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
将
来
の
車
社

会
を
見
据
え
た
計
画
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と

提
言
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

森　

そ
れ
は
『
建
築
と
社
会
』
一
九
三
六
年
二

月
号
の
「
都
市
と
交
通
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

発
表
し
て
い
ま
す
ね
。
御
堂
筋
は
、
車
道
が
本

線
と
側
道
と
に
分
離
帯
で
分
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
昔
は
そ
の
分
離
帯
に
地
下
鉄
の
出
入
り

口
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
歩
道
か
ら
地

下
鉄
に
乗
る
に
は
必
ず
側
道
を
渡
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
が
車
道
を
横
切
る
行
為

は
、
将
来
交
通
量
が
増
え
る
と
危
険
な
た
め
、

分
離
帯
ま
で
歩
道
を
広
げ
る
か
若
し
く
は
出

入
り
口
を
歩
道
へ
移
設
す
る
か
が
必
要
だ
と

述
べ
て
い
ま
す
。

中
澤　

そ
ん
な
危
険
な
場
所
に
出
入
り
口
が

あ
っ
た
の
は
驚
き
で
す
。
現
在
の
交
通
量
か
ら

考
え
る
と
適
切
な
意
見
で
す
ね
。

森　

近
年
に
な
っ
て
地
下
鉄
出
入
り
口
は
歩
道

へ
移
設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
将
来
は
側
道
も
廃

止
し
て
歩
道
を
広
げ
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る

よ
う
で
す
ね
。
都
市
も
建
物
も
時
代
に
合
わ
せ

て
新
陳
代
謝
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

荒
木　

近
い
将
来
に
到
来
す
る
車
社
会
に
対
す

る
提
言
で
す
ね
。

森　

中
之
島
の
保
存
に
関
し
て
も
積
極
的
で
し

た
。
村
野
先
生
も
あ
れ
以
上
の
も
の
を
つ
く
る

こ
と
の
困
難
さ
を
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。︵
注

17
︶
大
阪
市
庁
舎
の
建
て
替
え
の
際
、
指
名
コ

ン
ペ
に
先
立
ち
ア
イ
デ
ア
コ
ン
ペ
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
時
に
父
も
個
人
的
に
応
募
し
、

「
み
お
つ
く
し
の
鐘
」
の
鐘
楼
を
残
す
デ
ザ
イ

ン
を
提
案
し
て
い
ま
し
た
ね
。
時
々
、
鐘
を
鳴

ら
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
現
在
も
流
れ
ま
す

が
、道
か
ら
は
見
え
な
い
の
は
少
し
残
念
で
す
。

デ
ザ
イ
ン
が
古
い
と
か
い
う
次
元
の
話
で
は
な

く
、
あ
の
鐘
楼
は
大
阪
の
原
点
だ
か
ら
残
す
べ

き
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
事
務
所
の
仕
事
で

忙
し
く
し
て
い
ま
し
た
が
、
何
か
を
伝
え
な
い

と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

だ
か
ら
、
入
選
す
る
と
か
の
問
題
で
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

荒
木　

コ
ン
ペ
は
森
先
生
が
六
九
歳
の
と
き
に

開
催
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
建
築
単
体
の
話
で
は

な
く
て
、
都
市
の
中
で
建
築
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。

木
原　

中
之
島
の
空
間
を
守
り
た
い
と
か
、
吉

村
家
住
宅
を
残
し
た
い
と
か
、
そ
う
い
う
思

想
を
い
つ
ま
で
も
大
切
に
持
ち
続
け
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
ね
。

補
佐
役
に
徹
す
る
と
い
う
美
学

中
澤　
『
村
野
建
築
事
務
所
』
か
ら
『
村
野
・

森
建
築
事
務
所
』
に
改
称
さ
れ
た
経
緯
な
ど
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

森　

私
は
、
村
野
・
森
建
築
事
務
所
に
在
籍
し

て
い
た
訳
で
も
な
く
、
父
も
多
く
を
語
ら
な

か
っ
た
た
め
、
真
意
は
分
か
り
か
ね
ま
す
が
、

よ
く
言
わ
れ
る
共
同
経
営
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
と

い
う
対
等
な
立
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か

で
す
。
お
そ
ら
く
、
村
野
先
生
の
不
測
の
事
態

に
備
え
て
社
会
的
な
責
任
の
継
承
者
を
表
明
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
森
忠
一
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
父
親
は

よ
く
、「
自
分
に
も
し
も
何
か
あ
っ
た
と
き
に

意
思
や
責
任
を
受
け
継
い
で
く
れ
る
者
が
誰
な

の
か
を
決
め
て
お
き
た
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
村
野
先
生
と
の
関
係
の
中
で
立
場
を

理
解
し
合
え
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
父

親
自
身
も
対
等
な
気
持
ち
な
ん
て
さ
ら
さ
ら
無

く
、
村
野
先
生
に
仕
え
る
こ
と
を
終
生
貫
い
た

ん
で
す
。

中
澤　

森
先
生
は
村
野
先
生
の
一
番
弟
子
な
の

で
す
か
。

森　

一
番
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
戦

争
で
生
き
残
っ
た
中
で
は
最
も
古
参
だ
と
思
い

ま
す
。
近
藤
正
志
さ
ん
︵
注
18
︶
も
初
期
の
頃
か

ら
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
恐
ら
く
森
忠
一
の

ほ
う
が
早
か
っ
た
は
ず
で
す
。

荒
木　

森
先
生
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
の
表
舞
台

に
出
て
こ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
事
務
所
内
で

の
非
常
に
重
要
な
役
割
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ

て
い
ま
す
。

森　

村
野
先
生
が
出
張
や
視
察
で
事
務
所
を
離

れ
て
お
ら
れ
る
時
に
森
忠
一
に
宛
て
た
手
紙

が
、
大
量
に
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
所
員
へ
の

指
示
内
容
が
、
そ
の
時
手
元
に
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
様
々
な
紙
に
非
常
に
細
や
か
か
つ
大
量
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。
村
野
藤
吾
と
い
う
一
人
の
巨

星
の
建
築
に
か
け
る
情
熱
や
も
の
づ
く
り
の
原

点
だ
け
で
な
く
、
森
忠
一
の
役
割
も
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

中
澤　

手
紙
で
森
先
生
を
介
し
て
指
示
を
出
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
ご
ろ
か
ら
そ
う

い
う
形
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

森　

お
そ
ら
く
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
ね
。

木
原　

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の
ほ
か
に

迷
っ
た
と
き
の
相
談
事
と
か
も
書
い
て
あ
る
ら

し
い
で
す
。
村
野
先
生
ほ
ど
の
デ
ザ
イ
ン
が
で

き
る
方
で
も
迷
わ
れ
る
の
で
す
ね
。そ
ん
な
時
、

一
番
信
頼
お
け
る
森
先
生
に
ス
ケ
ッ
チ
を
見
せ

て
意
見
を
求
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

中
澤　

想
像
で
す
が
、
何
か
良
い
意
見
が
返
っ

て
く
る
と
い
う
信
頼
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
ね
。

木
原　

森
先
生
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
し
な

が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
を
見
て
い
ま
す
で

し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
も
堪
能
だ
っ
た
の
で
書

籍
か
ら
も
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
野

先
生
の
判
断
材
料
と
し
て
は
、
貴
重
な
視
点
に

な
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
私
も
想
像
し
て
い
る

の
で
す
よ
。

中
澤　
『
建
築
と
社
会
』
一
九
四
九
年
五
月
号

で
、
設
備
に
関
す
る
座
談
会
︵
建
築
に
付
帯
す

る
諸
設
備
座
談
会
︶
が
あ
り
、
こ
の
時
の
司
会

を
森
先
生
が
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で

も
フ
ラ
ン
ス
で
の
事
例
な
ど
を
紹
介
さ
れ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
技
術
な
ど
は
い
ち
早
く
取
り
入

れ
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。先
程
、

森
先
生
は
村
野
先
生
を
補
佐
す
る
こ
と
に
徹
さ

れ
た
と
い
う
話
で
し
た
が
、
村
野
先
生
も
森
先

生
の
そ
の
よ
う
な
意
思
を
尊
重
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
あ
え
て
表
舞
台
に
出
さ
な
か
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
で
す
ね
。

森　

事
務
所
の
経
歴
書
を
見
る
と
、
村
野
先
生

の
経
歴
の
次
に
森
忠
一
の
経
歴
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
他
の
所
員
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
そ

の
一
方
で
、
村
野
先
生
の
記
述
の
中
に
は
、
他

の
所
員
の
名
前
は
時
々
出
て
く
る
の
で
す
が
、

森
忠
一
の
名
前
が
一
切
出
て
こ
な
い
。こ
れ
は
、

森
忠
一
の
自
分
を
消
し
去
る
と
い
う
美
学
を
尊

重
し
て
い
た
証
だ
と
思
う
の
で
す
。

一
生
続
い
た
良
き
関
係

森　

一
九
八
四
年
に
村
野
先
生
が
ご
逝
去
さ

れ
た
際
に
父
は
退
職
を
申
し
出
た
の
で
す
が
、

そ
の
後
も
阿
倍
野
の
事
務
所
に
は
席
を
残
し

て
い
た
だ
き
、
八
五
歳
ま
で
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
晩
年
は
公
的
な
こ
と
か
ら
は
完

全
に
手
を
引
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も

来
て
下
さ
い
と
当
時
の
代
表
だ
っ
た
村
野
先

生
の
ご
子
息
で
あ
る
村
野
漾
さ
ん
が
仰
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
の
取
り
計
ら
い
に
は
非
常
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。
父
の
体
が
弱
り
だ
し
た

時
、
母
親
と
私
で
「
事
務
所
を
退
か
せ
て
も

ら
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
提
言
し
、

一
九
九
四
年
の
七
月
、
漾
さ
ん
に
退
職
の
お
願

い
に
行
き
ま
し
た
。

木
原　

村
野
先
生
も
幸
せ
だ
っ
た
と
思
う
し
、

森
先
生
も
当
然
幸
せ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
森

先
生
は
村
野
先
生
を
補
佐
す
る
こ
と
に
徹
し
、

そ
れ
を
一
生
貫
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

荒
木　

村
野
先
生
も
森
先
生
の
気
持
ち
を
尊
重

し
て
お
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
良
い
関
係
が
一
生

続
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

森　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
村
野
先
生
か
ら
届
い

上段　都市と交通（建築と社会　
　　　1936年2月）日本建築協
　　　会
中段　上：大阪旧市庁舎
　　　下：御堂筋線本町駅　　　
　　　　　（1960年代）
下段　森忠一氏スケッチ（大阪市
　　　「市庁舎建設アイデア募集」
　　　への応募案）

注17　建築的遺産の継承「村野藤
吾著作集第一巻」鹿島出版会
注18　近藤正志　1916年岡山生
まれ、1937年芝浦工業専門学校卒
業、1940年海軍建築部、1943年村
野建築事務所

上段　森忠彦氏
中段　木原千利氏
右下　村野藤吾氏と森忠一氏
撮影　上段・中段：田籠哲也

森忠彦
1939年大阪府生まれ
1962年早稲田大学理工学部建築
学科卒業
1962年株式会社竹中工務店入社
大阪本店 設計部・営業部勤務
2000年同社、定年退職

木原千利
1940年大阪府生まれ
1972年木原千利建築設計事務所
設立
1995年木原千利設計工房に改称
2002～2010年
関西大学建築学科非常勤講師

聞き手
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
科卒業
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

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
卒業
1995年 建築環境研究所
2003年 空間計画設立

た
手
紙
に
は
、
私
の
母
親
に
対
す
る
労
い
の
言

葉
な
ど
も
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
宛
の
手

紙
を
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
心
遣

い
が
あ
り
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
実
感

と
し
て
あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
一
九
九
九
年
、

こ
の
自
宅
で
昼
食
後
に
昼
寝
を
し
て
い
た
父
は

静
か
に
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。
森
忠
一
、
享

年
九
〇
。
幸
せ
な
人
生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
三
年
四
月
一
八
日
森
忠
一
邸
に
て

本文中以外の森忠一氏の対談及び
関連記事については、以下のものが
挙げられる。
森忠一/岡橋作太郎新春対談　軽
自動車と茶室－人間的要求に応える
方法－「ひろば1973年1月号」近畿
建築士会協議会
特集 名建築家の陰に名補佐官あり
--トップとNo.2の「あうんの呼吸」が会
心作を生む「日経アーキテクチュア　
1998年7月27日号（通巻617号）」
日経BP社
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シトローエンと私
森　忠一

　

昭
和
の
は
じ
め
、
私
は
京
都
で
フ
ラ
ン
ス
語
と

建
築
学
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
は
ま
だ
自
動
車

に
対
し
て
何
の
経
験
も
與
味
も
な
か
っ
た
が
、
あ

る
時
フ
ラ
ン
ス
の
雑
誌
で
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
と
い
う

車
が
フ
ラ
ン
ス
の
探
検
隊
に
使
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
を
知
っ
た
。

　

そ
れ
は
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
会
社
設
立
者
ア
ン
ド

レ
・
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
が
多
く
の
資
金
と
自
動
車
を

提
供
し
て
一
九
二
四
年
サ
ハ
ラ
砂
漠
を
踏
破
し
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に
到
達
さ
せ
た

こ
と
。
更
に
一
九
三
一
年
～
翌
三
二
年
、
ゴ
ビ
砂

漠
を
横
断
し
、
中
央
ア
ジ
ア
探
検
隊
を
送
っ
た
こ

と
で
、
今
日
、
こ
の
二
つ
の
自
動
車
に
よ
る
探
検

隊
は
前
者
は
黒
い
巡
洋
艦
隊
、
後
者
は
黄
色
い
巡

洋
艦
隊
と
し
て
、
そ
の
記
録
映
画
と
共
に
シ
ト

ロ
ー
エ
ン
の
名
を
不
朽
に
し
て
い
る
。

　

ア
ン
ド
レ
・
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
は
自
動
車
を
単
に

都
市
内
の
交
通
の
み
で
な
く
、
馬
や
ら
く
だ
の
代

用
と
し
て
鉄
道
に
代
る
長
距
離
旅
行
を
対
象
と
し

て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
今
日

の
前
輪
駆
動
Ｄ
Ｓ
19
や
全
輪
駆
動
のSA

H
A

RA

︵
2
×
2
Ｃ
Ｖ
︶
の
出
現
の
基
礎
的
考
え
と
な
っ

て
い
る
。

　

私
が
一
九
三
二
年
～
一
九
三
三
年
の
二
年
間
、

パ
リ
の
美
術
学
校
の
建
築
科
に
席
を
お
い
て
い

た
頃
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
イ
ス
パ
ノ
ス
イ
ザ
、
ド

ラ
ー
ジ
ュ
、
ブ
ガ
ッ
テ
ィ
等
の
高
級
車
、
そ
れ
に

シ
ト
ロ
ー
エ
ン
、
プ
ジ
ョ
ウ
等
の
中
級
車
が
多
く

学
生
の
私
に
は
高
嶺
の
花
だ
っ
た
の
で
四
気
筒

850cc

の
ロ
ー
ザ
ン
ガ
ー
ル
︵RO

SEN
GA

RT

︶

と
称
す
る
小
型
カ
ブ
リ
オ
レ
の
中
古
車
を
手
に

い
れ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
国
内
は
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

各
国
を
駆
け
め
ぐ
り
、
遠
く
バ
ル
カ
ン
半
島
よ
り

ギ
リ
シ
ャ
へ
と
古
建
築
を
見
な
が
ら
、
遂
に
は
パ

リ￤

ア
テ
ネ
往
復
約
五
千
キ
ロ
と
い
う
＂
小
型
車

に
よ
る
大
陸
旅
行
＂
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

二
年
間
で
約
四
万
キ
ロ
の
ド
ラ
イ
ブ
を
終
え
て

一
九
三
四
年
の
帰
国
予
定
の
秋
、
フ
ラ
ン
ス
の
自

動
車
界
に
一
大
旋
風
が
ま
き
起
っ
た
。
そ
れ
は
、

シ
ト
ロ
ー
エ
ン
社
に
よ
る
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
ア

ヴ
ァ
ン
︵T

RA
CT

IO
N

 A
V

A
N

T

︶
所
謂
、
前

輪
躯
動
車････

従
来
の
後
車
輪
に
よ
る
押
し
車

に
対
し
て
、
前
車
輪
に
よ
る
引
き
車
の
出
現
で

あ
っ
た
。
革
新
的
な
合
理
性
に
対
す
る
賛
否
両
論

で
フ
ラ
ン
ス
の
自
動
車
界
を
わ
き
た
た
せ
た
の
で

あ
る
。

　

昭
和
一
六
年
～
同
二
〇
年
迄
、
私
は
軍
務
で
当

時
の
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
支
那
で
軍
の
建
築
に

従
事
し
て
い
た
。
そ
こ
は
さ
す
が
に
フ
ラ
ン
ス
の

植
民
地
だ
け
あ
っ
て
幹
線
道
路
は
立
派
に
舗
装

さ
れ
て
い
た
が
、
雨
期
に
は
一
歩
奥
地
に
入
る
と

ぬ
か
る
み
の
道
。
我
軍
が
内
地
で
徴
用
し
て
持
っ

て
き
た
シ
ボ
レ
ー
や
フ
ォ
ー
ド
の
タ
ク
シ
ー
上

り
の
車
で
は
、
星
の
マ
ー
ク
を
い
か
め
し
く
つ
け

て
あ
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
っ
た
。

　

こ
ん
な
時
、
砂
漠
や
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
た
め
に
作

ら
れ
た
と
で
も
い
う
べ
き
前
輪
躯
動
の
シ
ト
ロ
ー

エ
ン
が
大
活
躍
を
し
た
。
そ
の
後
、
仏
印
の
土
木

局
よ
り
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
７
Ｃ
Ｖ
を
貸
与
さ
れ
た
私

は
北
部
仏
印
の
主
都
ハ
ノ
イ
を
中
心
に
各
所
の
建

築
現
場
に
通
う
た
め
毎
日
平
均
一
五
〇
キ
ロ
位
走

り
、
時
に
は
急
用
で
南
部
仏
印
の
主
都
サ
イ
ゴ
ン

の
司
令
部
迄
、
一
八
〇
〇
キ
ロ
︵
青
森
～
長
崎
間

に
相
当
︶
を
一
泊
二
日
︵
運
転
時
間
二
四
時
間
、

平
均75km

/h

︶で
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
五
ヶ

年
間
何
回
と
な
く
爆
撃
に
会
い
生
死
を
共
に
し
た

こ
の
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
７
Ｃ
Ｖ
を
現
地
に
残
し
、
終

戦
の
翌
春
私
は
さ
み
し
く
病
院
船
で
帰
国
し
た
の

で
あ
る
。

　

昭
和
二
九
年
の
春
、
一
部
の
外
車
輸
入
の
あ
っ

た
と
き
、
た
ま
た
ま
我
々
の
事
務
所
の
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
建
築
施
主
が
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
並
び
に
パ
ナ
ー

ル
等
の
何
れ
も
引
き
車
︵
所
謂
前
輪
駆
動
︶
の
大

阪
に
於
け
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
し
て
い
た
。

　

シ
ト
ロ
ー
エ
ン
を
見
た
瞬
間
、
私
は
八
年
前
に

仏
印
で
わ
か
れ
た
筈
の
車
が
日
本
ま
で
私
を
追
っ

て
来
た
様
な
気
持
に
な
っ
た
。
幸
か
不
幸
か
こ
れ

が
車
の
話
で
あ
っ
た
た
め
、
家
内
は
山
内
一
豊
の

妻
の
様
に
金
は
出
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
一
一
課

税
馬
力
︵
排
気
量1,911cc

︶
を
買
う
こ
と
に
し

ぶ
し
ぶ
同
意
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
仏
印
で
愛
乗

し
た
も
の
よ
り
強
力
な
エ
ン
ジ
ン
と
な
り
、
今
ま

で
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
型
と
し
て
外
に
出
て
い
た
ス

ペ
ア
タ
イ
ヤ
が
ト
ラ
ン
ク
の
内
部
に
納
っ
て
い
る

点
だ
け
が
外
見
上
の
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
車
は
正
式
に
は
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
11
Ｂ
Ｌ
と

称
し
車
巾1.68m

、
全
長4.45m

、
自
重1,080kg

で
ホ
イ
ー
ル
ベ
ー
ス
が
約2.90m

で
現
在
の
我

国
の
小
型
自
動
車
の
規
格
内
に
あ
っ
て
ホ
イ
ー
ル

ベ
ー
ス
の
点
で
は
ア
メ
リ
カ
産
の
大
型
車
に
匹
敵

し
て
い
る
。

　

戦
後
の
若
い
人
達
は
ど
う
感
じ
ら
れ
る
か
知
ら

な
い
が
、
三
〇
年
以
前
頃
は
馬
力
よ
り
も
ホ
イ
ー

ル
ベ
ー
ス
の
長
さ
を
よ
く
自
慢
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
以
上
の
格
規
か
ら
御
推
察
願
え
る
様
に
、
こ

の
車
は
屈
曲
が
多
く
て
道
巾
の
狭
い
我
国
の
山
間

道
路
に
適
す
る
こ
と
は
、
自
分
と
し
て
も
既
に
前

述
の
通
り
戦
時
中
仏
印
に
於
て
体
験
済
み
で
あ
っ

た
か
ら
友
人
達
の
＂
オ
ペ
ラ
を
見
に
行
く
時
の
型

の
車
で
山
走
り
は
無
理
で
す
よ
＂
と
の
折
角
の
忠

告
も
き
か
ず
昭
和
二
九
年
七
月
早
朝
西
宮
の
自
宅

を
出
発
、乗
鞍
山
頂
に
て
一
泊
。
翌
日
は
上
高
地
、

松
本
を
経
て
山
中
湖
泊
り
。
更
に
三
日
目
は
富
士

五
湖
め
ぐ
り
を
し
て
静
岡
を
経
て
鈴
鹿
峠
を
夜
半

に
越
し
て
早
朝
神
戸
の
自
宅
に
帰
っ
た
。
こ
れ
は

丸
三
日
間
に
約
一
二
五
〇
キ
ロ
走
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
よ
り
前
に
有
料
道
路
と
し
て
完
成
前
の
日

光
い
ろ
は
坂
を
上
っ
た
り
、
関
西
に
於
て
は
舗
装

さ
れ
て
い
な
い
高
野
山
、
又
大
台
ケ
原
へ
の
ド
ラ

イ
ブ
と
登
山
道
路
が
開
通
す
れ
ば
必
ず
一
週
間
以

内
に
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
で
登
ら
な
い
と
何
だ
か
気
が

す
ま
な
い
。

　

昨
年
の
夏
、
早
稲
田
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
長

男
が
二
人
の
学
友
と
共
に
約
三
週
間
の
北
海
道

一
周
の
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
旅
行
に
出
た
。
こ
の
若
人

達
は
運
転
免
許
を
と
っ
て
未
だ
実
地
の
経
験
が
浅

か
っ
た
の
だ
が
、
北
海
道
は
交
通
量
が
少
な
い
の

と
、
た
と
え
一
部
の
悪
路
が
あ
っ
て
も
シ
ト
ロ
ー

エ
ン
な
ら
ば
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
多
少
の

自
信
が
あ
っ
た
。
途
中
キ
ャ
ン
プ
等
を
し
て
学
生

ら
し
く
費
用
の
い
ら
ぬ
旅
行
を
し
て
皆
元
気
で

帰
っ
て
来
た
。
車
を
船
に
乗
せ
て
渡
海
す
る
こ
と

も
貴
重
な
経
験
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
車
は
主
と
し
て
山
登
り
と
長
距
離
旅
行
の

た
め
に
九
年
間
に
二
〇
万
キ
ロ
走
っ
た
。
そ
の
間

シ
リ
ン
ダ
ー
二
回
取
替
、
ク
ラ
ッ
チ
デ
ィ
ス
ク
数

回
取
替
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ジ
ョ
イ
ン
ト
の
取
替
等

純
正
部
品
は
甚
だ
高
価
で
、
最
近
は
在
庫
不
足
で

弱
る
が
、
私
は
つ
と
め
て
国
産
の
い
い
加
減
な
代

用
品
の
使
用
を
さ
け
て
い
る
。
結
局
は
そ
の
方
が

よ
り
高
価
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
本
国
又
は
植
民
地
の
シ
ト
ロ
ー
エ
ン

代
理
店
で
は
エ
ン
ジ
ン
の
一
部
分
を
更
新
費
を

以
て
新
し
い
性
能
の
も
の
と
し
て
六
ヶ
月
の
保
証

付
き
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
る
か
ら
安
心
し
て
修
理

に
出
せ
る
。
一
九
五
六
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
か

ら
、
建
築
の
視
察
の
帰
路
久
振
り
に
パ
リ
に
立

寄
っ
た
。
当
時
は
ユ
ネ
ス
コ
会
館
が
建
設
中
で
新

し
い
変
っ
た
建
物
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の

前
年
の
秋
突
如
と
し
発
表
さ
れ
そ
の
大
胆
に
し
て

合
理
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
世
界
の
人
々
を
驚

嘆
せ
し
め
た
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
Ｄ
Ｓ
19
を
見
た
。
そ

れ
と
か
の
有
名
な
る
タ
イ
ヤ
屋
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
発

行
し
た
案
内
書
を
片
手
に
し
て
久
方
振
り
に
パ
リ

の
＂
う
ま
い
も
の
屋
＂
を
ま
わ
っ
た
こ
と
は
何
よ

り
で
あ
っ
た
。
Ｄ
Ｓ
19
、
そ
の
普
及
版
Ｉ
Ｄ
19
の

性
能
に
つ
い
て
は
私
か
ら
申
し
上
げ
な
い
が
、
そ

の
内
外
部
の
建
築
的
な
取
り
扱
い
の
斬
新
さ
に
ボ

デ
ィ
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
べ
ル
ト
ー
ネ
の
手
腕
に
敬
意

を
表
す
点
が
多
々
あ
る
。
又
そ
れ
は
今
日
及
明
日

の
建
築
に
対
し
て
新
し
い
方
向
性
を
示
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

三
年
前
に
大
学
卒
業
直
前
の
親
類
の
者
が
２
Ｃ

Ｖ
を
も
て
あ
ま
し
て
ル
ノ
ー
に
乗
替
え
た
が
、
下

取
り
値
が
馬
鹿
に
安
い
か
ら
と
小
生
に
持
っ
て
く

れ
と
頼
ま
れ
た
。
こ
と
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
に
関
し
て

は
い
や
と
云
え
な
い
か
ら
、こ
れ
を
引
き
取
っ
て
、

相
当
多
く
の
部
品
を
更
新
し
て
、
こ
れ
を
娘
と
娘

婿
の
家
に
預
け
た
。375cc

で
は
少
々
力
が
弱
す

ぎ
る
が
、
そ
の
乗
り
心
地
の
よ
さ
と
実
用
性
は
勿

論
、
そ
の
ボ
デ
ィ
構
成
と
形
態
の
素
朴
さ
は
、
あ

る
意
味
に
於
い
て
は
Ｄ
Ｓ
19
・
Ｉ
Ｄ
19
に
劣
ら
ぬ

程
感
心
さ
せ
ら
れ
る
点
が
あ
る
。

　

一
九
五
五
年
以
後
の
２
Ｃ
Ｖ
は
排
気
量50cc

増
し
て425cc

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
最
高
と
巡

航
の
ス
ピ
ー
ド
が
ほ
ぼ
同
じ80km

/h

も
出
て

依
然
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
人
気
は
落
ち
ず
既
に

一
〇
〇
万
台
以
上
製
作
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

今
年
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
３
Ｃ
Ｖ
通
称
ア
ミ
・
６

︽A
M

I-6

︾
が
四
台
日
仏
自
動
車
に
依
っ
て
輸
入

せ
ら
れ
、
そ
の
内
の
一
台
に
私
の
家
族
の
者
が
乗

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
車
種
は
フ
ラ
ン
ス
本
国

で
は
昨
年
の
四
月
発
表
さ
れ
昨
秋
の
パ
リ
自
動
車

シ
ョ
ー
ま
で
に
少
し
改
善
さ
れ
て
い
る
が
根
本
的

に
は
一
九
四
八
年
に
発
表
さ
れ
一
〇
〇
万
台
以
上

の
実
績
を
も
つ
、
２
Ｃ
Ｖ
の425cc

の
エ
ン
ジ
ン

を602cc

に
増
し
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ジ
ョ
イ
ン
ト

を
ダ
ブ
ル
に
し
て
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
カ
ー
ブ
を

切
れ
る
様
に
改
造
さ
れ
、
ボ
デ
ィ
は
Ｄ
Ｓ
19
と
同

様
な
構
成
を
し
て
い
る
。
以
前
か
ら
使
っ
て
い
る

11
Ｃ
Ｖ
Ｂ
Ｌ
よ
り
乗
心
地
よ
く
、
ガ
ソ
リ
ン
は
半

分
で
運
転
は
ず
っ
と
楽
で
こ
れ
以
上
望
む
こ
と
は

な
い
。
未
だ
四
〇
〇
キ
ロ
走
っ
た
ば
か
り
で
正
確

な
ロ
ー
ド
テ
ス
ト
の
結
果
な
ど
を
お
伝
え
出
来
な

い
の
を
残
念
に
思
う
。

　

以
上
私
は
自
分
の
自
動
車
歴
と
シ
ト
ロ
ー
エ
ン

車
と
の
関
係
を
単
に
時
代
を
追
っ
て
若
干
の
シ
ト

ロ
ー
エ
ン
車
の
性
能
の
説
明
を
加
え
た
に
す
ぎ
な

い
が
、
最
後
に
私
の
抱
く
自
動
車
感
に
就
い
て
日

頃
考
え
て
い
る
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
述
べ
て

見
よ
う
。

　

自
動
車
の
エ
ン
ジ
ン
の
位
置
と
そ
の
駆
動
方
式

は
、
ジ
ー
プ
の
全
輪
駆
動
と
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
の
サ

ハ
ラ
と
称
す
る
そ
の
前
後
に
水
平
二
気
筒
の
エ
ン

ジ
ン
を
乗
せ
て
行
う
全
輪
駆
動
を
除
く
と
、
大
要

三
型
式
と
な
る
。

　

シ
ト
ロ
ー
エ
ン
や
Ｄ
Ｋ
Ｗ
の
如
く
、
エ
ン
ジ
ン

が
前
に
あ
っ
て
前
輪
を
駆
動
す
る
も
の
。
普
通

の
車
の
如
く
エ
ン
ジ
ン
が
前
に
あ
り
な
が
ら
長

い
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
で
後
輪
駆
動
を
な
す
も

の
。
又
ル
ノ
ー
や
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
の
如

く
エ
ン
ジ
ン
を
後
部
に
置
い
て
後
輪
駆
動
を
な

す
も
の
⋮
⋮
で
あ
る
。
第
一
型
は
前
車
輪
で
車

全
体
を
引
張
っ
て
行
く
車
で
、
普
通
フ
ロ
ン
ト

ド
ラ
イ
ブ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
車

は
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
ア
メ
リ
カ
に
て
ク
リ
ス

チ
ー
氏
︵W

.CH
RIST

IE

︶
に
依
っ
て
発
明
さ
れ

た
。
一
九
三
五
年
頃
ア
メ
リ
カ
の
名
車
コ
ー
ド

︵CO
RD

810

︶
と
し
て
出
現
し
た
が
当
時
の
世
界

的
不
況
の
た
め
こ
の
高
値
な
車
は
生
産
中
止
と

な
っ
た
。

　

以
上
の
如
く
エ
ン
ジ
ン
の
配
置
と
前
輪
で
引
張

る
か
又
は
後
輪
で
押
す
か
の
差
異
に
よ
っ
て
各
種

の
利
害
損
失
が
あ
る
。
こ
の
引
き
と
押
し
と
の
賛

否
両
論
に
は
専
門
家
の
間
に
多
く
の
意
見
の
対
立

が
あ
る
。
し
か
し
私
は
建
築
家
と
し
て
常
に
物
の

配
置
と
か
、
又
材
料
又
は
構
造
物
が
引
張
ら
れ
る

場
合
と
押
さ
れ
る
場
合
と
の
差
異
を
研
究
し
て
い

る
。
物
を
引
張
る
に
は
ロ
ー
プ
で
よ
い
が
押
す
場

合
に
は
よ
り
太
い
棒
が
必
要
で
あ
る
。
又
薄
い
鉄

板
は
引
張
り
に
は
耐
え
る
が
押
さ
れ
る
力
に
は
何

か
強
い
心
棒
を
必
要
と
す
る
。

　

こ
の
事
実
よ
り
所
謂
前
輪
駆
動
こ
そ
押
し
車

︵
後
輪
駆
動
車
︶
よ
り
も
道
の
進
路
に
対
し
て
最

も
安
定
し
ス
リ
ッ
プ
の
心
配
な
く
、
自
重
が
少
い

か
ら
、
エ
ン
ジ
ン
も
小
さ
く
よ
り
経
済
的
と
云
え

る
。
私
が
時
々
シ
ト
ロ
ー
エ
ン
で
な
け
れ
ば
自
動

車
で
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
非
難
を
う
け
る
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
自
動
車
の
安
全
性
と
経

済
性
の
見
地
か
ら
前
輪
駆
動
が
優
位
で
あ
っ
て
、

シ
ト
ロ
ー
エ
ン
が
そ
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
こ
と

を
誇
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

数
年
前
ま
で
は
前
輪
駆
動
車
は
主
と
し
て
フ
ラ

ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
の
少
数
の

国
で
製
作
さ
れ
て
い
た
が
、
一
昨
年
は
ラ
ン
チ
ヤ

が
イ
タ
リ
ア
最
初
の
フ
ロ
ン
ト
ド
ラ
イ
ブ
を
出
し

た
。
昨
年
は
、伝
統
を
尊
ぶ
英
国
で
オ
ー
ス
チ
ン
、

モ
ー
リ
ス
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
後
置
エ
ン
ジ
ン
で

我
国
で
も
著
名
な
ル
ノ
ー
が
、
前
輪
駆
動
の
新
車

種
を
夫
々
加
え
た
。

　

一
時
話
の
あ
っ
た
フ
ォ
ー
ド
の
小
型
カ
ー
デ
ィ

ナ
ル
も
前
輪
駆
動
の
噂
が
あ
っ
た
が
、
今
後
ド

イ
ツ
で
製
作
さ
れ
る
場
合
に
は
如
何
な
る
形
式
を

と
る
か
予
断
は
許
さ
れ
な
い
が
、
最
近
特
に
シ
ト

ロ
ー
エ
ン
の
処
に
各
国
か
ら
来
訪
す
る
同
好
の
氏

が
増
加
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
ら
し
い
。

前川國男氏のジャガーに対する愛着をはじめとして、建築家と車の関係は切り離せない。森忠一氏に
よる原稿はわずかしか残されていないが、氏の文明観や人間観・教育観、そして建築観がよく表れて
いる。半世紀前の創刊間もない CAR GRAPHIC 1962 年 10 月号への寄稿文を、ここに転載する。
左写真：シトロエン 11CV と AMI-6 に囲まれる森忠一氏
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今
年
の
二
月
下
旬
、そ
の
行
方
が
気
に
な
っ
て
、

神
奈
川
県
川
崎
市
に
あ
る
小
さ
な
図
書
館
に
立
ち

寄
っ
た
。
昨
年
二
〇
一
二
年
十
一
月
、
神
奈
川
県

教
育
委
員
会
は
、切
迫
す
る
財
政
上
の
理
由
か
ら
、

突
然
、
県
立
図
書
館
二
館
の
閲
覧
と
貸
出
し
業
務

を
廃
止
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
と
発
表
、
こ

の
建
物
の
存
続
自
体
も
危
う
い
こ
と
が
新
聞
で
も

報
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
ど
ん
な
建
物
な
の
か
、

一
度
は
見
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
前
に
県
立
の
図
書
館
を
持
た
な
か
っ
た
神
奈

川
県
に
は
、
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
二
つ
の
図
書

館
が
相
次
い
で
建
て
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
最
初

が
、指
名
コ
ン
ペ
で
前
川
國
男
が
一
等
に
当
選
し
、

一
九
五
四
年
、
横
浜
港
を
見
下
ろ
す
紅
葉
ヶ
丘
と

呼
ば
れ
る
小
高
い
丘
の
上
に
、
神
奈
川
県
立
音

楽
堂
と
一
体
の
建
物
と
し
て
竣
工
し
た
神
奈
川
県

立
図
書
館
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
い
て
、
四
年
後

の
一
九
五
八
年
に
、
川
崎
駅
か
ら
市
役
所
前
へ
と

伸
び
る
道
路
を
さ
ら
に
海
の
方
に
歩
い
て
約
十
五

分
、
川
崎
球
場
や
競
輪
場
、
競
馬
場
な
ど
が
集
中

し
、
お
よ
そ
図
書
館
と
は
場
違
い
な
一
角
に
建
て

ら
れ
た
の
が
、こ
の
神
奈
川
県
立
川
崎
図
書
館
だ
。

　

前
者
は
、
東
洋
一
と
そ
の
音
響
の
良
さ
が
絶
賛

さ
れ
た
音
楽
堂
と
の
組
合
せ
で
あ
り
、
戦
後
的
な

公
共
建
築
の
姿
を
初
め
て
形
に
し
た
建
築
と
し
て

一
九
五
四
年
度
の
日
本
建
築
学
会
作
品
賞
を
受
賞

し
、
誰
も
が
知
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
一
方
、

後
者
の
川
崎
図
書
館
は
、
さ
ほ
ど
知
ら
れ
る
こ
と

も
な
く
、こ
れ
ま
で
静
か
に
歴
史
を
重
ね
て
き
た
。

設
計
者
は
、
創
和
建
築
設
計
事
務
所
を
主
宰
し
て

い
た
横
浜
の
建
築
家
、
吉
原
慎
一
郎
︵
一
九
〇
八

～
二
〇
〇
九
年
︶
で
あ
る
。
今
回
の
新
聞
報
道
を

受
け
て
、
あ
ち
こ
ち
調
べ
た
も
の
の
、
残
念
な
が

ら
作
品
集
も
発
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
唯
一
、
翻
訳

書
︵『
都
市
構
造
の
論
理
』
彰
国
社
一
九
七
四
年
︶

の
奥
付
に
掲
載
さ
れ
た
略
歴
し
か
見
つ
け
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
吉
原

は
、
一
九
二
九
年
に
横
浜
高
等
工
業
学
校
︵
現
・

横
浜
国
立
大
学
︶の
建
築
学
科
を
卒
業
後
、ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
オ
イ
ル
に
勤
め
、
そ

の
後
、
華
北
交
通
社
を
経
て
、
北
京
で
創
亜
建
築

設
計
事
務
所
を
開
設
、
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
、

横
浜
で
創
和
建
築
設
計
事
務
所
を
設
立
し
て
い

る
。
ま
た
、
彼
は
、
前
川
國
男
の
神
奈
川
県
立
図

書
館
・
音
楽
堂
や
村
野
藤
吾
が
当
選
し
て
建
設
さ

れ
た
横
浜
市
庁
舎
︵
一
九
五
九
年
︶
な
ど
の
指
名

コ
ン
ペ
の
候
補
者
に
も
選
ば
れ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
、
地
元
横
浜
を
代
表
す
る
建
築
家
と
し
て
、
地

道
な
設
計
活
動
を
長
く
続
け
た
の
だ
ろ
う
。
代
表

作
に
は
、
横
浜
市
庁
舎
の
目
の
前
に
建
つ
横
浜
ス

タ
ジ
ア
ム
︵
一
九
七
八
年
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
川
崎
図
書
館
は
、
地
下
一
階
、
地

上
三
階
建
て
、
延
床
面
積
三
千
㎡
ほ
ど
の
規
模
を

も
つ
。
先
の
前
川
の
図
書
館
よ
り
も
や
や
大
き
め

で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
立
派
な
規
模
を
誇
る
建

物
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
訪
れ
る
と
、
二
階
部
分

に
水
平
の
細
い
連
続
窓
は
取
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

全
体
と
し
て
は
開
口
部
の
極
め
て
少
な
い
閉
じ
た

箱
の
よ
う
な
印
象
の
建
物
が
現
れ
る
。
外
壁
は
、

コ
の
字
型
を
し
た
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
パ
ネ
ル
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
階
は

外
壁
面
が
少
し
奥
へ
と
入
り
込
み
、
そ
こ
に
男
鹿

川
産
の
玉
石
が
貼
ら
れ
、
上
部
の
工
業
製
品
的
な

表
情
と
対
比
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
前
川
の
図
書
館
と
は
対
照
的
な
こ
の
閉
じ
た

外
観
は
ど
こ
か
ら
発
想
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

設
計
の
担
当
者
は
、「
こ
の
敷
地
は
図
書
館
敷
地

と
し
て
聴
覚
的
に
も
、
視
覚
的
に
も
ま
っ
た
く
不

適
当
で
あ
る
。
こ
の
不
適
当
性
を
建
築
に
よ
っ
て

克
服
す
べ
く
新
し
い
方
式
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」︵『
新
建
築
』
一
九
五
九
年
一
月
号
︶
と

記
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
目
の
前
に
は
川
崎
球

場
や
競
輪
場
が
あ
り
、
交
通
量
の
激
し
い
道
路
に

も
面
し
て
い
る
。
隣
接
す
る
駐
車
場
に
出
入
り
す

る
車
の
騒
音
も
大
き
い
。
ま
た
、
窓
か
ら
の
眺
め

に
し
て
も
図
書
館
に
相
応
し
い
と
は
言
い
難
い
。

こ
う
し
て
、
建
物
の
開
口
部
を
極
力
減
ら
し
つ
つ
、

外
壁
を
二
重
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
部
騒
音

の
影
響
を
軽
減
す
る
方
法
が
考
案
さ
れ
た
の
だ
。

三
階
に
設
け
ら
れ
た
図
書
館
の
閲
覧
室
は
、
ト
ッ

プ
ラ
イ
ト
に
よ
っ
て
採
光
し
、
こ
の
時
代
に
は
珍

し
く
、
完
全
空
調
に
よ
っ
て
室
内
の
環
境
を
一
定

に
保
つ
方
式
も
採
用
さ
れ
た
。
外
観
の
デ
ザ
イ
ン

は
こ
の
よ
う
な
図
書
館
と
し
て
の
落
ち
着
い
た
雰

囲
気
を
求
め
て
創
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
て
で
き
た
簡
素
な
三
階
の
閲
覧
室
に
は

熱
心
に
調
べ
も
の
を
す
る
人
々
の
姿
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
二
階
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
今
回
の
廃
止
の

動
き
を
受
け
て
、
壁
一
杯
に
『
神
奈
川
新
聞
』
の
特

集
記
事
が
掲
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
記
事
か
ら

こ
の
図
書
館
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
も
見
え
て
き
た
。

背
景
に
は
、
工
場
地
帯
に
隣
接
す
る
地
域
性
を
逆
手

に
取
っ
て
活
か
そ
う
と
す
る
草
創
期
の
職
員
の
努

力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
科
学
と
産
業
の
情
報
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
謳
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
産
業
史
や
技
術
史
の
調
査

研
究
に
と
っ
て
有
益
な
社
史
や
経
済
団
体
史
、
労
働

組
合
史
な
ど
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
充
実
し

て
集
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
一
万
六
千
冊
に
も

な
る
と
い
う
。
ま
た
、
科
学
技
術
関
係
の
雑
誌
類
や

社
内
の
技
術
報
告
書
な
ど
も
収
集
さ
れ
六
千
四
百

誌
も
所
蔵
し
て
い
る
。
日
本
に
も
、
こ
れ
ほ
ど
特
化

し
た
情
報
支
援
型
の
図
書
館
が
あ
っ
た
の
か
、
と
同

時
に
、
閲
覧
と
貸
出
し
業
務
を
廃
止
す
る
と
い
う
計

画
が
こ
の
ま
ま
進
め
ば
、
こ
こ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き

た
貴
重
な
社
会
的
役
割
が
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う

と
思
え
た
。
し
か
し
、
最
新
情
報
に
よ
れ
ば
、
こ
の

図
書
館
を
支
援
し
て
き
た
神
奈
川
県
資
料
室
研
究

会
の
働
き
か
け
や
、
急
き
ょ
結
成
さ
れ
た
「
神
奈
川

の
県
立
図
書
館
を
考
え
る
会
」
の
活
動
も
あ
っ
て
、

三
月
、
県
は
廃
止
方
針
を
撤
回
し
、
川
崎
図
書
館
の

臨
海
部
へ
の
統
合
移
転
を
検
討
し
て
い
る
と
発
表

し
た
。
戦
後
に
生
ま
れ
た
自
由
に
閲
覧
で
き
、
貸
し

出
し
可
能
な
図
書
館
は
ど
こ
へ
と
向
か
う
の
だ
ろ

う
。
こ
の
図
書
館
は
そ
の
未
来
を
見
守
っ
て
い
る
。

松
隈
　
洋	

京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
。
博
士
（
工
学
）。

一
九
五
七
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
一
九
八
〇
年
京

都
大
学
卒
業
後
、
前
川
國
男
建
築
設
計
事
務
所

に
入
所
。
二
〇
〇
八
年
十
月
よ
り
現
職
。

第
５
回　

建
築
人
賞
発
表

「建築人賞」の趣旨と目的

　大阪府建築士会の会報誌「建築人」は 1964 年より毎月刊行され、2013 年
4 月号で 586 号目の発刊となりました。会員に向けて情報提供を行うととも
に作品発表の場を設け、建築にかかる技術及び文化の普及・発展に寄与するこ
とを目的としてきました。
　「建築人賞」は2009年（平成21年）に創設され、今年で第5回目を迎えました。
「建築人」の「Gallery」で掲載された作品を審査対象とし、それらの中から特
に社会・芸術・文化・技術面で優れた作品を顕彰することを目的としています。
　審査対象は、建築地や建築種別を問わず、本会の会員のみならず、近畿全域
で活躍する建築士に門戸を開いています。審査については、日本を代表する数々
の建築雑誌に携わられてきた石堂 威氏に、第 1 回から第 5 回まで 5 ヵ年にわ
たってお引き受けいただきました。石堂氏には、建築人賞が本会の主催する重
要な賞のひとつとして定着するまでに育てていただき、感謝いたしております。
　「建築人」には、大阪さらには近畿地区が担うべき文化や伝統を伝えていく
役割があります。「建築人賞」が建築士の登竜門となり、建築文化の発展に寄
与し。大阪・近畿から全国へ発信する役割を担い続けられるよう、「建築人」
の編集に携わる私たちはこれからも引き続き努めてまいります。

建築人編集人代表　米井寛

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

審
査
総
評建

築
人
賞
審
査
委
員
長　

石
堂　

威

　　

建
築
人
賞
が
第
五
回
を
数
え
、
よ
う
や
く
御
役
御
免
と

な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
審
査
を
少
し
振
り
返
り

な
が
ら
総
評
を
書
か
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

　

最
初
に
審
査
員
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
現
地
審

査
が
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
『
建

築
人
』
の
誌
面
上
の
み
か
ら
の
判
断
で
、
た
だ
し
大
阪
府

建
築
士
会
会
員
の
メ
ン
バ
ー
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
現
地
審
査
が
な
く
て
可
能
だ
ろ
う
か
と
や

や
疑
問
に
思
い
つ
つ
、
専
門
誌
の
編
集
を
長
く
や
っ
て
き

た
経
験
を
生
か
し
て
み
よ
う
と
前
向
き
に
考
え
、
お
引
き

受
け
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
掲
載
の
ス
ペ
ー
ス
が
一

／
四
ペ
ー
ジ
か
ら
二
ペ
ー
ジ
の
も
の
ま
で
あ
り
、
一
／
四

ペ
ー
ジ
の
も
の
は
、
経
験
上
の
想
像
力
を
加
え
て
も
さ
す

が
に
判
断
す
る
に
は
材
料
不
足
で
、
す
べ
て
の
作
品
を
同

一
の
審
査
レ
ベ
ル
に
持
っ
て
い
く
の
に
大
い
に
苦
労
し
た
。

　

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
審
査
を
終
え
た
あ
と
、
や
は
り
結

果
に
対
し
て
気
に
な
り
だ
し
た
。
そ
こ
で
建
築
士
会
の
担

当
者
に
お
願
い
し
て
、
選
出
し
た
作
品
を
自
主
的
に
確
認

し
た
い
旨
を
伝
え
て
、
設
計
者
に
連
絡
を
入
れ
て
も
ら
い
、

見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
し
て
き
た
。
こ
の
確
認
作
業
は
審

査
員
の
責
任
を
果
た
す
と
い
う
意
味
で
必
要
な
こ
と
だ
っ

た
と
思
っ
て
い
る
。
昨
年
の
第
四
回
は
第
二
次
審
査
で
な

か
な
か
最
終
判
断
が
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
結
論
は
確

認
後
で
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
第
五
回

の
今
回
は
第
二
次
審
査
を
大
阪
で
行
う
こ
と
と
な
り
、
な

ら
ば
審
査
の
前
に
確
認
で
き
る
も
の
は
見
せ
て
い
た
だ
こ

う
と
お
願
い
し
た
。
第
二
次
審
査
用
に
設
計
者
に
用
意
し

て
い
た
だ
い
た
資
料
を
読
み
込
ん
だ
上
で
、
事
前
の
確
認

が
で
き
た
の
は
心
強
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
審
査
員
の
役
割
を
な
ん
と
か
果
た
し

て
き
た
と
思
っ
て
い
る
が
、
力
強
か
っ
た
の
は
、
同
じ
五

年
間
、
陰
な
が
ら
技
術
面
の
サ
ポ
ー
ト
役
を
果
た
し
て
い

た
だ
い
た
指
田
孝
太
郎
、
川
北
英
の
両
氏
の
存
在
で
あ
る
。

お
二
人
は
ま
さ
に
実
践
で
設
計
者
の
役
を
務
め
上
げ
て
こ

ら
れ
た
信
頼
で
き
る
方
々
で
、
私
の
迷
い
や
逡
巡
、
ま
た

無
知
に
対
し
て
は
積
極
的
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。

的
確
な
配
剤
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
士
会
に
感
謝
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
今
回
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
次
審
査
で
選
ん
だ
作

品
を
対
象
に
、
名
古
屋
、
京
阪
神
間
に
あ
る
も
の
を
見
て

回
っ
た
。「
㈱
小
松
製
作
所
大
阪
テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン
タ
」
は

広
大
な
工
場
敷
地
の
中
に
あ
り
、
そ
の
正
門
か
ら
や
や
距

離
を
お
い
た
真
向
か
い
に
、
特
徴
の
柱
・
梁
に
よ
る
グ
リ
ッ

ド
・
フ
ァ
サ
ー
ド
が
あ
る
。
建
物
の
手
前
に
は
ビ
オ
ト
ー

プ
が
あ
り
、
工
場
敷
地
内
と
は
思
え
な
い
雰
囲
気
を
つ
く

り
出
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
設
計
側
か
ら
の
提
案
だ
っ
た

よ
う
だ
。
毎
年
、
周
囲
の
住
民
を
敷
地
内
に
入
れ
、
交
流

を
図
る
行
事
が
あ
り
、
テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン
タ
の
屋
上
か
ら

周
り
の
景
色
を
楽
し
ん
で
も
ら
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
周

囲
に
は
高
層
の
建
物
が
な
い
た
め
大
変
喜
ば
れ
た
そ
う
だ
。

　

ま
た
、「
大
正
製
薬
㈱
関
西
支
店
」
で
も
、
資
料
か
ら
の

み
で
は
読
み
取
れ
な
い
成
熟
し
た
今
日
の
自
社
ビ
ル
の
あ

り
方
を
確
認
で
き
た
。
車
で
地
階
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
、

八
層
の
屋
上
か
ら
光
庭
を
通
し
て
届
い
た
柔
ら
か
な
光
の

中
で
、
白
砂
利
、
ミ
ス
ト
、
竹
、
照
明
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が

出
迎
え
て
く
れ
た
。
次
に
一
階
の
爽
や
か
な
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
空
間
と
二
〇
〇
席
ほ
ど
の
清
楚
な
ホ
ー
ル
、
ホ
ー
ル
か

ら
出
て
化
粧
室
に
至
ま
で
の
気
分
転
換
を
促
す
空
間
、
各

階
の
両
面
採
光
に
よ
る
明
る
い
執
務
空
間
な
ど
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
企
業
の
特
性
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
上
質
で
豊
か

な
空
間
で
、
ま
た
ル
ー
バ
ー
や
手
摺
な
ど
磨
き
上
げ
た
デ
ィ

テ
ー
ル
の
数
々
が
光
っ
て
い
た
。

　

住
宅
の
「
柊
木
の
家
」
は
事
前
に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
道
路
か
ら
の
観
察
に
止
ま
っ
た
が
、
周
辺

の
環
境
を
実
感
で
き
た
だ
け
で
も
設
計
者
の
追
い
求
め
て

い
る
も
の
が
推
察
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
ま
こ
と
に
設
計
の

達
者
な
方
だ
と
思
っ
た
。「
楡
の
木
テ
ラ
ス
」
は
六
戸
の
内
、

ま
だ
入
居
し
て
い
な
い
一
戸
の
内
部
を
見
学
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
建
物
は
、
二
次
審
査
用
の
資
料
で
設
計
者
が

自
ら
進
ん
で
む
ず
か
し
い
六
軒
長
屋
の
課
題
を
選
ん
で
挑

戦
し
た
こ
と
を
知
り
、
ぜ
ひ
見
学
し
た
い
と
思
っ
た
。
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
極
度
に
保
ち
た
い
と
い
う
人
に
は
向
か
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
隣
人
た
ち
と
上
手
に
触
れ
合
い

な
が
ら
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
も
多
い
の
で

は
な
い
か
。
事
業
者
の
説
得
を
含
め
苦
労
の
多
い
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
だ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
多
く
の

こ
と
に
ト
ラ
イ
し
て
い
て
、
好
感
が
も
て
た
。
こ
う
し
た
前

向
き
で
、
ひ
た
む
き
な
情
熱
こ
そ
建
築
人
賞
に
ふ
さ
わ
し
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
後
日
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
見
学
し
た
日
の
夕
刻
、
入
居
希
望
者
が
現
れ
て
満
室
と

な
り
、
関
係
者
全
員
が
ホ
ッ
と
さ
れ
た
と
い
う
。

　

思
い
返
す
と
、
毎
回
、
設
計
者
の
熱
い
思
い
を
感
じ
た

建
物
を
賞
に
選
ん
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
紙
一
重
の
差
で

選
べ
な
か
っ
た
作
品
も
多
数
あ
り
、
そ
の
中
で
私
も
考
え
、

多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
き
た
と
つ
く
づ
く
思
う
。
作
品
を

Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｙ
欄
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

主
催
‥
公
益
社
団
法
人 

大
阪
府
建
築
士
会

建築人賞記念盾「未来へ！」
グラスアーティスト  三浦啓子作

記憶の建築
松隈　洋

神奈川県立川崎図書館　1958 年
　知的インフラとしての図書館

3 階の閲覧室

正面外観
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建築人
KENCHIKUJIN SINCE1964

建
築
人 

８
2012

建築主／大正製薬株式会社
設計者／竹中工務店
施工者／竹中工務店

建築位置／大阪府豊中市新千里西町
　　　　　1丁目 1-5
竣工年月／ 2012 年 7月
用　　途／事務所
構造・規模／S＋ SRC造
敷地面積／ 2,535㎡
建築面積／ 1,268㎡
延床面積／ 11,966㎡
写　　真／古川泰造

建築主／株式会社 小松製作所
設計者／KAJIMA DESIGN
施工者／鹿島・前田建設工業・間組
　　　　共同企業体

建築位置／大阪府枚方市上野
　　　　　3丁目 500-1
竣工年月／ 2011 年 3月
用　　途／事務所
構造・規模／SRC造・RC造　一部S造
　　　　　　地上 6階
敷地面積／ 387,191.63㎡
建築面積／ 2,761.68㎡
延床面積／ 14,152.62㎡
写　　真／島尾　望（SS東京）

設計者／石井良平建築研究所
施工者／林建設

建築位置／大阪府四條畷市
竣工年月／ 2012 年 2月
用　　途／長屋
構造・規模／木造　地上 2階
敷地面積／ 431.93㎡
建築面積／ 217.38㎡
延床面積／ 426.72㎡
写　　真／多田ユウコ

設計者／木原千利設計工房
施工者／SEEDS・CASA

建築位置／奈良市
竣工年月／ 2009 年 8月
用　　途／住宅
構造・規模／木造　一部RC造
　　　　　　地下 1階　地上 2階
敷地面積／ 404.40㎡
建築面積／ 121.00㎡
延床面積／ 206.16㎡
写　　真／松村芳治

【
選
評
】

　

場
所
は
千
里
中
央
、
中
国
自
動
車

道
と
新
御
堂
筋
の
交
点
の
北
西
側
に

あ
っ
て
、
前
方
に
視
線
を
遮
る
も
の

は
な
い
。
こ
の
眺
望
を
生
か
す
よ
う

に
、
東
面
と
南
面
を
連
続
さ
せ
、
反

対
側
に
は
上
広
が
り
の
光
庭
を
地
下

階
か
ら
設
け
て
、
両
面
か
ら
の
採

光
で
開
放
的
で
明
る
い
執
務
空
間
を

生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
東
南
側
の

大
き
な
ガ
ラ
ス
面
を
横
ラ
イ
ン
の
ア

ル
ミ
ル
ー
バ
ー
が
美
し
く
引
き
締
め

る
。
天
井
は
方
向
性
を
消
し
た
照
明

器
具
、
自
然
対
流
と
外
気
の
併
用
に

よ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
空
調
、
ま
た
光

庭
の
各
階
に
ミ
ス
ト
の
装
置
と
緑
を

配
し
て
オ
フ
ィ
ス
環
境
を
高
め
て
い

る
。「
健
康
な
未
来
の
オ
フ
ィ
ス
」

を
テ
ー
マ
に
、
上
り
下
り
し
や
す
い

非
常
階
段
ま
で
も
が
企
業
イ
メ
ー
ジ

を
高
め
る
よ
う
に
北
立
面
を
飾
っ
て

い
る
が
、
自
社
ビ
ル
を
突
き
詰
め
た

好
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
選
評
】

　

油
圧
シ
ョ
ベ
ル
や
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

の
開
発
生
産
を
担
う
コ
マ
ツ
に
ふ

さ
わ
し
く
、
お
よ
そ
七
〇
ｍ
×
四
〇

ｍ
の
平
面
、
六
層
の
四
周
を
同
寸
の

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
グ

リ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
が
回
り
、
質
実
剛

健
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
。
内
部
は

中
央
部
の
長
手
に
コ
ア
が
配
さ
れ
、

そ
の
両
脇
を
執
務
ゾ
ー
ン
と
す
る
明

快
な
オ
フ
ィ
ス
。
二
階
か
ら
上
の
中

央
コ
ア
部
の
セ
ン
タ
ー
部
分
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
各
階
に
設
け
ら

れ
た
吹
き
抜
け
を
通
し
て
、
屋
上
の

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
か
ら
の
光
が
各
階
に

届
く
。
光
の
ほ
か
、
通
風
、
社
員
の

視
線
も
動
き
、
上
下
階
の
風
通
し
に

も
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
工
場

正
門
か
ら
テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン
タ
の
間

に
ビ
オ
ト
ー
プ
も
整
備
さ
れ
、
フ
ァ

ク
ト
リ
ー
パ
ー
ク
へ
の
夢
も
感
じ
ら

れ
る
。

【
選
評
】

　

南
北
が
水
路
と
道
路
に
挟
ま
れ
た

細
長
い
敷
地
に
立
つ
六
戸
の
賃
貸
長

屋
住
宅
。
設
計
者
が
志
向
し
た
も
の

は
事
業
計
画
上
有
利
な
単
身
者
専
用

賃
貸
で
は
な
く
、
新
た
な
「
向
こ
う

三
軒
両
隣
」。
外
皮
を
大
波
ス
レ
ー

ト
と
ガ
ル
バ
リ
ウ
ム
鋼
板
に
包
ま
れ

た
長
屋
は
、
幅
三
．
一
八
五
ｍ
、
二

階
建
て
、
隣
り
合
う
住
戸
を
半
分
ず

ら
し
、
全
住
戸
に
専
用
の
庭
を
設
け

て
い
る
。
計
画
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

住
人
同
士
の
交
流
を
促
す
よ
う
に

ポ
ー
チ
と
テ
ラ
ス
が
交
互
に
つ
な
が

り
、
視
線
が
通
る
軒
下
路
地
空
間
を

あ
え
て
設
け
た
こ
と
。
住
民
の
子
供

た
ち
が
こ
の
仕
掛
け
を
楽
し
ん
で
い

た
が
、
ル
ー
ル
づ
く
り
を
通
し
て
交

流
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

道
路
に
面
し
て
入
口
を
持
つ
三
戸
の

一
階
床
は
土
間
仕
上
げ
で
、
多
様
な

生
活
像
が
描
か
れ
る
。
意
欲
的
な
試

み
を
応
援
す
る
社
会
で
あ
り
た
い
。

【
選
評
】

　

敷
地
は
南
面
の
道
路
よ
り
一
ｍ
ほ

ど
高
い
。
そ
の
高
低
差
を
利
用
し

て
車
庫
を
と
り
、
そ
の
上
に
和
室
が

あ
る
。
道
路
か
ら
の
視
線
を
こ
の
和

室
が
受
け
止
め
、
背
後
に
あ
る
日
常

の
開
放
的
な
生
活
空
間
を
守
っ
て
い

る
。
和
室
は
茶
室
で
は
な
い
が
、
中

庭
に
し
つ
ら
え
た
待
ち
合
い
、
飛
び

石
、
露
地
の
風
情
、
に
じ
り
口
、
窓

の
仕
掛
け
か
ら
な
ど
か
ら
花
鳥
風
月

を
十
分
に
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
中
庭
は
日
常
の
ス
ペ
ー
ス
と

も
密
着
し
て
い
て
、
吹
き
抜
い
た
食

堂
、
そ
の
左
右
に
あ
る
茶
の
間
や
居

間
、
そ
し
て
玄
関
ホ
ー
ル
に
開
放
感

と
愉
楽
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
を
保

証
し
て
い
る
の
が
各
所
に
ほ
ど
こ
さ

れ
た
設
計
者
の
細
や
か
な
デ
ザ
イ

ン
。
和
室
の
西
側
に
大
き
な
水
盤
が

設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
に
じ
り
口
辺

り
か
ら
見
る
夕
刻
の
風
景
は
格
別
で

あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

建築人2012年10月号掲載

建築人2012年10月号掲載

建築人2012年1月号掲載

建築人2012年8月号掲載

建
築
人
賞　

大
正
製
薬
㈱　

関
西
支
店

建
築
人
奨
励
賞　

㈱
小
松
製
作
所　

大
阪
工
場　

大
阪
テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン
タ

建
築
人
賞　

楡
の
木
テ
ラ
ス

建
築
人
奨
励
賞　

柊
木
の
家
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大山崎の家
設計者／マニエラ建築設計事務所
構造設計者／木構造建築研究所  田原
施工者／加藤組

岩倉の家
設計者／吉村篤一＋建築環境研究所
施工者／片山工務店

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

帝塚山東の家
設計者／井上久実設計室
施工者／伊藤嘉材木店

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

最
終
選
考
に
残
っ
た
作
品

新審査委員長決定

古 谷 誠 章 氏
第 6 回建築人賞より、審査委員長として古谷誠章先生に
就任して頂くことになりました。

1955 年生まれ。早稲田大学理工学部建築学科
卒業。同大学院博士後期課程修了。早稲田大学
助手、近畿大学工学部講師を経て、1994 年に
早稲田大学助教授に就任。1997 年より現職（教
授）。1986 年から文化庁建築家芸術家在外研究
員としてスイスの建築家マリオ・ボッタの事務
所に在籍。1994 年に八木佐千子と共同してス
タジオナスカ（現 NASCA）を設立。「詩とメ
ルヘン絵本館」日本建築家協会新人賞（1999）、

「やなせたかし記念館」、「會津八一記念博物館」、
「ZIG HOUSE / ZAG HOUSE」、「近藤内科病
院」、「高崎市立桜山小学校」、「小布施町立図書
館　まちとしょテラソ」などで日本建築学会作
品選奨、2007 年に「茅野市民館」で日本建築
学会賞作品賞、日本建築学会作品選奨、日本建
築家協会賞、BCS 賞などを受賞、2011 年に日
本芸術院賞受賞。著書に「Shuffled　古谷誠章
の建築ノート」（TOTO 出版）「がらんどう」（王
国社）「マドの思想」（彰国社）など。

枚方支所

本所・中央支所

八尾支所
堺支所

岸和田支所

【業務範囲】

【事前相談】

【URL】 　　http://www.okbc.co.jp
【E-mail】 　kiko@okbc.or.jp

【住宅性能評価業務】

【本所・支所】

【業務時間・休日】

◆ 確認と検査
① 高さ 60m以下の全ての建築物

事前相談を受け付けております。
建築を計画されるときはお気軽にご相談ください。
また、ご意見・ご相談などは
　　　　　E-mail：kiko@okbc.or.jp
でもお受けしております。

一般財団法人 大阪住宅センター分室（建築確認検査機構同フロア内）

本所（中央支所）

本所・支所　９：００～１２：００　１３：００～１７：００（受付は１６：００まで）

枚方　支所
岸和田支所
八尾　支所
堺　　支所

〒540-0012　大阪市中央区谷町 3-1-17 高田屋大手前ビル 2階
〒573-0027　枚方市大垣内町 2-5-7 宮村第 2ビル 5階
〒596-0054　岸和田市宮本町 27-1 泉州ビル 3階
〒581-0003　八尾市本町 1-4-1 YLB タニムラビル 3階
〒590-0079　堺市堺区新町 3-7 STC ビル 4階

電話：06-4794-8270 FAX：06-4794-8272
電話：072-861-5088 FAX：072-861-5089
電話：072-429-3660 FAX：072-429-3661
電話：072-998-0530 FAX：072-998-0882
電話：072-238-8282 FAX：072-238-8281

電話：06-4790-9717（ダイヤルイン）　FAX：06-4794-8272

② 工作物及び昇降機その他の建築設備
（ただし令 138 条 2項のうち、第二号及び第三号の遊戯施設を除く）

証券化事業に係る設計・現場検査（戸建住宅及び共同住宅・中古住宅）

保険申込受付及び現場検査（当財団が建築確認を行ったもの）

◆ フラット 35

◆ 住宅瑕疵担保責任保険

（土曜、日曜、祝日、年末年始等は休み）

～大阪府内の確認・検査は防災センターまで～

親切 支所ネットワークを活かしてお客様が利用しやすい検査機関
府内をカバーする支所ネットワーク・地元に密着したサービスを提供

事前審査制度を採用により審査時間を短縮
事前審査から確認申請交付までスピードアップ

経験豊富なスタッフによる審査・検査

安全性確保のため、木造住宅の金物チェックなどを実施

迅速

確実

丁寧
安全・安心な建物づくりに邁進

職員一同、お客様のご要望に確実対応

大阪建築防災センター
建築確認検査機構

一般財団法人
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Gallery 建築作品紹介 設計：日建設計
施工：西松建設

この記念館は、創立 100 周年を期に、実習と学習の場を大阪・天満橋に統
合する「学びの場の再編」を目指すと共に、土佐堀通と大阪城をつなぐ上町
筋に面して新たな顔づくりが求められた。そこで、大学のロゴを象ったタイルで
建物を包むことで、建物自体が大学の象徴となる「さらなる100 年へ向けての
ゲート」にふさわしいデザインを提案した。六角形の鋳込みタイルを集積した「ハ
ニカムタイルスクリーン」は、日射遮蔽・視線制御の機能を有し、周辺環境と
内部空間の緩衝装置の役割をもつ。また、将来の機能拡充による増築計画
の際に、総合設計制度が効果的に採用できるよう、道路境界に対して建物を
4m ずつセットバックしてあらかじめ公開空地を確保した配置計画としている。

建 築 主：学校法人
　　　　　大阪歯科大学
所 在 地：大阪市中央区
用　　途：大学
竣　　工：2013.3
構造規模：S造
敷地面積：5,729.79㎡
建築面積： 792.94㎡
延床面積：2,884.35㎡
写　　真：古田写真事務所
　　　　　古田雅文

学校法人大阪歯科大学創立 100 周年記念館
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Gallery 建築作品紹介 設計：鹿島建設 関西支店 建築設計部
施工：鹿島建設 関西支店

コールセンターなどの顧客サポート部門、空調機器メンテ技術者の研修
機能、および関連会社事務所機能を併せもつ複合施設である。
低層 2 階建てとし、吹き抜け階段を設けることで、各機能の分断を極力
少なくし、連携がスムースに行えるようゾーニングしている。
鉄道敷きに近接するため、振動、遮音対策として鉄筋コンクリート造＋
杭基礎を採用した。
外観は、奥まったエントランスへ誘引するよう、水平ラインを強調した
デザインとし、遮熱に優れた Low-E ガラスのカーテンウォールを採用
することで、南向きの開放的な吹抜けホールを実現した。　　（岡　広）

建 築 主：日立
　　　　　アプライアンス
所 在 地：大阪市淀川区
用　　途：事務所
　　　　　研修所
竣　　工：2013. １
構造規模：RC造
　　　　　地上 2階
敷地面積：3,455.74㎡
建築面積：1,097.33㎡
延床面積：1,959.60㎡
写　　真：母倉知樹

日立アプライアンス　関西サービスエンジニアリングセンタ
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Gallery 建築作品紹介 京都文化医療専門学校 設計：竹中工務店
施工：竹中工務店

日本の伝統・文化・歴史を学ぶことを通じて、ホスピタリティーあふれ
る歯科衛生士、秘書の育成を目指す専門学校の新築計画である。世界遺
産二条城に面した敷地において、外部から内部へ、下階から上階へとつ
ながるシーケンシャルな空間構成の中に、見え隠れする内庭や京都の風
景を取り込むことで、現代建築における日本建築の奥性の新たな展開を
試みた。建物を覆うスチールの縦格子は和瓦や石垣になじむ素材感とし、
軒庇をシンプルに組み込んだ。内側にはバルコニーを設置し、外観に奥
行きを与えながら、省エネルギーやメンテナンス性の向上など、環境配
慮にも大きく貢献している。　　　　　　　　　　　　　　（大平滋彦）

建 築 主：未来学園
所 在 地：京都府京都市
用　　途：学校
竣　　工：2013.2
構造規模：S造
　　　　　地上 4階
敷地面積：1,435㎡
建築面積：1,021㎡
延床面積：3,912㎡
写　　真：古川泰三

岸本ビル 設計：竹中工務店
施工：竹中工務店

阿倍野・天王寺エリアの中心に位置するビルの建替事業。低層を商業、高層
を事務所用途とし、長期間に亘る建物資産価値の維持、マルチテナント
対応のフレキシビリティーが要求された。「免震フラットスラブ＋鉄骨無垢柱」
構造により耐震性と設備更新性を確保しつつ、高い貸室有効率と透明感
を両立した。更なる機能として、基準階最大 7 分割対応、貸室内給排水・
換気増強対応、クライマーロールスクリーンによる日射制御、等を実現した。
外観は水平フィンとガラスによるシンプルな機能美を追求し、テナントサイン
をフィン上に自立ガラス形式で設置した。1 階部分では、建物を東西に貫通
するエントランスホールを設け周辺地域への貢献を目指した。　（須賀定邦）

建 築 主：岸本ビル株式
　　　　　会社
所 在 地：大阪市阿倍野区
用　　途：事務所・店舗
竣　　工：2013.1
構造規模：RC造（一部S造）
　　　　　免震構造
　　　　　地上9階
敷地面積：1,217.94㎡
建築面積：972.29㎡
延床面積：8,051.42㎡
写　　真：古川泰造
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Gallery 建築作品紹介 妙道会教団　奈良講堂 設計：大林組
施工：大林組

敷地は平城宮跡にほど近い古墳と低層住宅に囲まれた歴史的な地区にあ
る。講堂としての大空間を確保しながら周辺環境と調和するボリュームとす
るため、講堂を含む大部分の室を地下に設けている。地上にはエントラン
ス棟、講堂棟の 2 棟を配し、視覚的に世俗的なものと聖なるものを独立さ
せるとともに、地上から地下に降りるにつれて俗世から聖なる空間へ導かれ
る計画とした。外壁は漆喰風左官材、屋根は銅板葺とし、古来からある
材料を採用することで歴史ある地域にふさわしい外観とした。また、古墳
の堀と大きな池に囲まれた水位の高い敷地に対し、密閉性の高い地下空間
を実現するために、特殊な技術として地下躯体へ鉄板防水を採用している。

建 築 主：宗教法人
　　　　　妙道会教団
所 在 地：奈良県奈良市
用　　途：講堂
竣　　工：2013.1
構造規模：RC造
敷地面積：1264.30㎡
建築面積：399.38㎡
延床面積：697.350㎡
写　　真：山崎浩治

さら本社ビル 設計：木原千利設計工房
施工：高塚工務店

このビルは地下 1 階地上 5 階の全面改装の建築である。景観条例に基づ
き一階に庇を設け、二階から最上階まで粗い格子状のデザインとし両端
をバルコニーとしている。その部分を給排気に利用し避難バルコニーも
兼ねた。このカーテンウォール方式の開口がこの建物の顔でありこの
環境に相応しいと考えた。そして設備も全て取り替え四十年の時間を乗
り越え再び新しい命が誕生した。改装前の建物が幸い前面道路より 5 ｍ
セットバックし両側の塀が二階の高さまで立ち上がっていたことで、近
隣の視線を気にする事の無い囲まれたスペースに植栽を施すことができ
た。この余白の空間が通りや来訪者に季節感をもたらしてくれるだろう。

所 在 地：京都府京都市
用　　途：事務所
竣　　工：2013.03
構造規模：RC造
敷地面積：433.41㎡
建築面積：346.16㎡
延床面積：2123.16㎡
写　　真：松村芳治
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「de niro

︵
デ
ニ
ー
ロ
︶」
と
聞
い
て
み
な

さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。

　

実
はD

edicating natural inspire to your 
room

「
自
然
の
息
吹
を
あ
な
た
の
お
部
屋
に
」

と
い
う
意
味
を
持
つ
複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
名

称
で
あ
る
。

　

複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
は
基
材
に
合
板
を
用

い
、
表
面
に
天
然
木
化
粧
単
板
や
化
粧
シ
ー
ト

を
貼
り
、
仕
上
げ
塗
装
を
施
す
多
機
能
フ
ロ
ー

リ
ン
グ
の
総
称
で
、
施
工
性
や
機
能
性
の
優
れ

た
商
品
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「de niro

」

今
ま
で
の
複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
と
は
違
う
、
な

に
か
懐
か
し
い
風
合
い
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

調
達
力
と
加
工
技
術

　
「de niro

︵
デ
ニ
ー
ロ
︶」
を
生
産
す
る
メ
ー

カ
ー
株
式
会
社
セ
ン
エ
イ
は
四
〇
年
前
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
合
板
を
取
扱
う
会
社
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
セ
ン
エ
イ
の
強
み
は
そ
の

ル
ー
ツ
か
ら
く
る
合
板
の
調
達
力
と
メ
ー
カ
ー

と
し
て
の
加
工
技
術
に
あ
る
。
例
え
ば
水
に
強

く
強
度
に
優
れ
た
合
板
、
曲
げ
に
強
く
し
な
や

か
な
合
板
、
あ
る
い
は
長
さ
五
ｍ
で
幅
三
〇
㎝

の
サ
イ
ズ
の
合
板
な
ど
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要

求
に
適
切
に
応
え
、
そ
の
上
で
無
駄
の
な
い
加

工
を
施
す
技
術
を
も
つ
。

　

そ
の
加
工
技
術
と
は
積
層
部
門
、
塗
装
部

門
、
フ
ロ
ア
ー
部
門
と
大
き
く
三
つ
の
部
門
に

分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の
技
術
を
も
っ
て

大
手
建
材
メ
ー
カ
ー
や
部
材
メ
ー
カ
ー
、
ハ
ウ

ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
を
通
じ
て
、
我
々
の
見
え
な

い
部
分
で
し
っ
か
り
と
生
活
を
支
え
る
製
品
を

生
み
だ
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
積
層
部
門
の
技
術
に
よ
っ
て
合

板
・
Ｍ
Ｄ
Ｆ
・
Ｏ
Ｓ
Ｂ
・
Ｐ
Ｂ
な
ど
の
カ
ッ

ト
、
調
厚
加
工
、
最
大
五
ｍ
に
も
お
よ
ぶ
練
り

合
わ
せ
、
長
尺
接
合
な
ど
に
よ
り
階
段
や
窓

枠
、
ド
ア
枠
、
框
、
リ
フ
ォ
ー
ム
部
材
な
ど
の

内
装
建
材
の
芯
材
や
基
材
の
製
品
を
生
み
出
し

て
い
る
。
ま
た
不
良
材
と
し
て
廃
棄
処
分
さ
れ

る
製
品
を
合
板
基
材
と
し
て
再
生
さ
せ
、
世
に

送
り
出
す
環
境
事
業
と
し
て
の
一
翼
も
担
っ
て

い
る
。

　

塗
装
部
門
で
は
全
長
四
〇
〇
〇
ｍ
、
言
い
換

え
れ
ば
一
日
最
大
二
〇
〇
〇
坪
以
上
の
合
板
塗

装
・
乾
燥
が
可
能
な
ラ
イ
ン
を
持
ち
、
そ
の
ラ

イ
ン
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
型
枠
用
合
板
、
仮

設
床
用
塗
装
合
板
、
冷
凍
船
内
塗
装
用
合
板
、

コ
ン
テ
ナ
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
な
ど
の
特
殊
塗
装
合

板
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
も
塗
装
表
面
の

強
度
に
有
効
な
天
然
乾
燥
ラ
イ
ン
で
、
こ
の
規

模
の
も
の
は
今
や
国
内
唯
一
の
生
産
ラ
イ
ン
と

な
っ
て
お
り
業
界
で
は
品
質
確
保
の
上
で
大
き

な
強
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
の
時
代
、
下
地
材
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た

合
板
そ
の
も
の
を
仕
上
げ
と
し
て
意
匠
的
に
扱

う
設
計
も
数
多
く
見
ら
れ
る
中
で
、
こ
れ
ら
の

技
術
の
組
み
合
わ
せ
が
、
合
板
を
表
舞
台
で
活

躍
さ
せ
る
べ
く
可
能
性
を
開
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
フ
ロ
ア
ー
部
門
で
は
更
な
る
特

殊
技
術
を
用
い
、
冒
頭
の
「de niro

︵
デ
ニ
ー

ロ
︶」
を
は
じ
め
と
す
る
自
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
製

木
を
活
か
す
合
板
加
工
の
開
発
力

文　

進
藤
勝
之

品
や
、
Ｏ
Ｅ
Ｍ
商
品
、
特
注
製
品
な
ど
を
生

産
し
て
い
る
。

合
板
と
塗
装
の
無
限
の
組
合
わ
せ

　

合
板
と
塗
装
の
組
合
せ
で
我
々
に
最
も
身
近

な
も
の
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
型
枠
で
あ
る
。

　

海
外
か
ら
丸
太
を
購
入
し
、
国
内
で
合
板
を

生
産
、
塗
装
し
て
型
枠
合
板
と
し
て
販
売
す
る

と
い
う
流
れ
は
時
代
と
共
に
変
遷
し
、
海
外

で
生
産
さ
れ
た
塗
装
型
枠
合
板
を
国
内
に
輸

入
す
る
と
い
う
流
れ
に
シ
フ
ト
し
て
い
き
、
国

内
の
合
板
専
門
の
塗
装
ラ
イ
ン
は
消
え
て
行

く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
セ
ン

エ
イ
は
、
合
板
の
調
達
力
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
姿
勢
に
よ
り
、
仮
設
床
用
塗

装
合
板
や
冷
凍
船
内
装
用
塗
装
合
板
、
コ
ン

テ
ナ
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
な
ど
コ
ン
ク
リ
ー
ト
型

枠
以
外
で
の
製
品
を
生
み
出
し
な
が
ら
塗
装

ラ
イ
ン
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
今

で
は
国
内
に
あ
る
天
然
乾
燥
の
塗
装
ラ
イ
ン

で
一
日
当
た
り
二
〇
〇
〇
坪
以
上
の
生
産
量

を
誇
る
の
は
セ
ン
エ
イ
の
も
つ
塗
装
ラ
イ
ン

の
み
と
な
っ
て
お
り
、
農
林
水
産
省
に
「
産
業

遺
産
」
と
言
わ
し
め
る
唯
一
の
生
産
ラ
イ
ン
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
型
枠
用
合
板
以

外
の
商
品
が
生
み
出
さ
れ
た
経
緯
か
ら
見
て

も
、
こ
の
塗
装
ラ
イ
ン
で
合
板
と
塗
装
の
無
限

の
組
み
合
わ
せ
に
挑
戦
し
な
が
ら
商
品
開
発

が
で
き
る
と
い
う
訳
だ
。

　

そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
に
わ
か
に
脚
光
を

浴
び
て
い
る
の
は
国
産
材
を
使
っ
た
針
葉
樹
合

板
を
活
用
す
る
こ
と
だ
。

　

針
葉
樹
合
板
は
我
々
建
築
士
の
間
で
は
構
造

用
合
板
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
節
の
多
さ

や
表
面
の
粗
さ
か
ら
多
く
は
下
地
材
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
の
更
な
る
国
産

材
活
用
を
推
進
す
る
流
れ
か
ら
、
国
産
材
使
用

の
針
葉
樹
合
板
に
塗
装
を
施
し
、
製
品
と
し
て

活
用
で
き
な
い
か
と
様
々
な
可
能
性
も
模
索
し

て
る
。
ま
た
、
国
内
産
檜
を
基
材
と
し
て
活
用

し
、
国
産
材
七
五
％
以
上
の
材
積
を
確
保
し
た

複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
「
ひ
の
き
お
」
と
い
う
商

品
を
開
発
し
、
木
材
利
用
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
時

代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
商
品
を
生
み
出
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
針
葉
樹
合
板
が
新
し
い
セ
グ
メ

ン
ト
に
進
出
す
る
の
に
必
要
な
技
術
、
設
備
を

持
っ
て
お
り
そ
の
可
能
性
を
模
索
し
即
実
践
で

き
る
の
は
国
内
で
は
セ
ン
エ
イ
の
み
で
あ
る
。

　
「
こ
の
取
材
を
通
じ
て
知
っ
て
頂
い
た
セ
ン

エ
イ
の
技
術
が
更
な
る
合
板
の
可
能
性
を
開
く

よ
う
、積
極
的
に
私
達
に
相
談
し
て
頂
き
た
い
」

と
株
式
会
社
セ
ン
エ
イ
の
間
崎
社
長
は
言
う
。

技
術
の
粋
と
し
て
の
「de niro

」

　

そ
う
い
っ
た
背
景
か
ら
産
ま
れ
た
天
然
木
突

き
板
複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
「de niro

︵
デ
ニ
ー

ロ
︶」

　

サ
マ
マ
と
い
う
植
樹
木
の
南
洋
材
を
使
用
し

た
三
層
芯
を
持
ち
、
そ
れ
を
ク
ル
イ
ン
と
い
う

固
い
樹
種
が
挟
み
込
む
と
い
う
五
層
構
造
の
基

材
に
、
塗
料
に
よ
る
着
色
を
せ
ず
、
熱
に
よ
る

発
色
処
理
を
施
し
た
カ
バ
の
天
然
木
化
粧
単
板

を
貼
り
、
そ
の
上
に
「
ヴ
ェ
ン
チ
レ
ー
ト
コ
ー

ト
」
と
い
う
呼
吸
す
る
特
殊
塗
装
を
施
す
こ
と

で
製
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
従
来
の
複
合
フ

ロ
ー
リ
ン
グ
に
あ
り
が
ち
だ
っ
た
、
単
板
の
質

感
を
損
な
う
よ
う
な
光
沢
感
は
な
く
、
自
然
な

マ
ッ
ト
感
が
あ
り
、
見
る
角
度
に
よ
っ
て
変
わ

る
天
然
木
独
特
の
木
目
質
感
を
も
つ
。「
な
に

か
懐
か
し
い
風
合
い
」
は
こ
の
セ
ン
エ
イ
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
「
ヴ
ェ
ン
チ
レ
ー
ト
コ
ー
ト
に
あ
る

よ
う
だ
。

　

こ
の
商
品
を
セ
ン
エ
イ
の
技
術
で
抽
象
化
し

て
言
う
な
ら
ば
、
無
駄
の
な
い
基
材
合
板
を
調

達
し
、
積
層
技
術
に
よ
っ
て
適
切
に
調
厚
し
練

り
合
わ
せ
、
独
自
の
塗
装
を
施
す
こ
と
で
産
み

だ
さ
れ
た
「
無
垢
の
よ
う
な
風
合
い
を
も
つ
多

機
能
複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
」
と
い
う
わ
け
だ
。

　
「
総
合
建
材
メ
ー
カ
ー
や
部
材
メ
ー
カ
ー
、

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
多
様
な
要
望
、
Ｏ
Ｅ

Ｍ
生
産
の
依
頼
に
応
え
続
け
て
き
た
か
ら
こ
そ

で
き
る
技
術
力
に
よ
っ
て
、
合
板
の
良
さ
を
最

大
限
に
発
揮
し
、
多
機
能
性
と
風
合
を
両
立
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
商
品
な
の
で
す
。
フ

ロ
ー
リ
ン
グ
と
い
え
ば
無
垢
と
い
う
価
値
も
あ

り
ま
す
が
、
い
ま
ま
で
複
合
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
が

担
っ
て
き
た
高
耐
久
・
耐
汚
染
・
抗
菌
性
な
ど

の
多
機
能
性
を
も
ち
な
が
ら
、
無
垢
の
風
合
い

に
近
づ
け
、
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
床
材
に
触

れ
な
が
ら
生
活
す
る
住
環
境
に
貢
献
で
き
る
商

品
だ
と
自
信
を
も
っ
て
お
届
け
で
き
ま
す
」
と

間
崎
社
長
は
言
う
。

　

取
材
の
中
で
「
わ
た
し
た
ち
は
大
地
と
太
陽

の
恵
み
を
感
じ
そ
れ
ら
に
育
ま
れ
た
木
を
愛
し

ま
す
」
と
い
う
セ
ン
エ
イ
の
経
営
理
念
を
口
に

し
、
そ
の
理
念
の
も
と
「
合
板
と
い
う
か
た
ち

で「
木
」を
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
」

と
い
う
間
崎
社
長
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
た
。

　
「
無
垢
」「
合
板
」
と
い
う
差
別
化
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
も
太
陽
と
大
地
の
恵
み
を
受
け
た「
木
」

で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
改
め
て
合
板
と
い

う
「
木
」
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　
「de niro

︵
デ
ニ
ー
ロ
︶」
や
「
ひ
の
き
お
」

は
言
う
な
ら
ば
セ
ン
エ
イ
が
住
ま
い
手
に
直
接

訴
え
か
け
る
合
板
技
術
の
一
つ
か
た
ち
で
あ

る
。
我
々
建
築
士
は
そ
の
住
環
境
に
関
わ
る
者

と
し
て
、
セ
ン
エ
イ
の
技
術
の
粋
を
一
度
手
に

取
り
そ
の
目
で
確
か
め
て
み
た
い
。

株
式
会
社
セ
ン
エ
イ

〒
５
９
６￤

０
０
１
１  

岸
和
田
市
木
材
町
一
五￤

四

問
合
せ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
７
２￤

４
３
６￤

５
７
６
９

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
は
「
セ
ン
エ
イ
」
で
検
索 合板加工技術の可能性を開い

ていきたいと語る間崎社長

①①

④④ ③③ ②②

①塗装した合板を天然乾燥している
ところ。人工乾燥より塗膜に強度
がでる。

②塗装ライン。生産量に応じて塗装
色や機能についても対応可能だ。

③積層部門の長尺接合ライン。最大
5ｍもの合板が製作可能だ。

④針葉樹合板の試作塗装の打合せを
する間崎社長。

匠
の
巧  

■  

株
式
会
社
セ
ン
エ
イ
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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
二
回
目
は
、
第
一
回
目
に
引
き
続
き
、
株

式
会
社
日
建
設
計
の
加
登
美
喜
子
氏
。今
回
は
、

建
築
や
構
造
に
対
す
る
考
え
な
ど
を
中
心
に
掘

り
下
げ
る
。

取
り
組
み
の
変
遷
①
―
︱
コ
ン
ク
リ
ー
ト

―
―
日
建
設
計
の
構
造
部
門
で
は
、
構
造
種
別

や
新
築
、
改
修
な
ど
で
、
専
門
の
チ
ー
ム
に
分

か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
意
匠
設
計
部
門
で
は
、
医
療
施
設
を
専
門

と
す
る
チ
ー
ム
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
構
造
設

計
部
門
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
適
な
構
造
計
画

を
提
案
す
る
た
め
に
は
、
幅
広
い
知
識
と
経
験

が
必
要
な
の
で
、
原
則
は
何
で
も
設
計
で
き
る

よ
う
に
育
て
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
得
意
分
野

も
で
て
き
ま
す
。」

に
考
え
る
癖
が
つ
き
ま
し
た
。」

―
―
新
人
賞
を
授
賞
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
い
っ

た
構
造
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
す
か
？

　
「
構
造
計
画
と
い
う
よ
り
は
、
作
品
と
し
て
の

完
成
度
の
高
さ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
建
物
に

入
る
と
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
の
光
だ
け
が
効
果
的
に

壁
を
照
ら
し
て
い
た
り
、
浮
遊
す
る
空
間
の
向

こ
う
に
、
桜
だ
け
が
見
え
た
り
と
、
本
当
に
美

し
い
建
物
な
の
で
す
。
構
造
設
計
者
と
し
て
一
翼

を
担
い
、
実
現
さ
せ
た
そ
の
姿
勢
を
評
価
さ
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
携
わ
っ
た
建
物
の
中

で
は
、
一
番
の
空
間
だ
と
今
も
思
っ
て
い
ま
す
。」

取
り
組
み
の
変
遷
②
―
―
鉄

　
「
そ
の
後
、
同
じ
意
匠
チ
ー
ム
で
、
武
庫
川
女

子
大
学
建
築
ス
タ
ジ
オ
や
宮
内
庁
正
倉
院
事
務

所
な
ど
の
、
Ｐ
Ｃ
ａ
や
Ｐ
Ｃ
を
活
か
し
た
設
計
が

続
き
ま
し
た
。
他
の
構
造
形
式
で
意
匠
と
構
造

が
融
合
し
た
設
計
を
提
案
し
よ
う
と
い
う
雰
囲

気
に
ち
ょ
う
ど
な
っ
て
い
た
こ
ろ
、
鉄
骨
の
力

強
さ
や
美
し
さ
を
建
物
に
表
現
し
た
ろ
う
き
ん

肥
後
橋
ビ
ル
や
出
雲
市
庁
舎
の
設
計
が
始
ま
り

ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
の
鉄
の
時
代
到
来
で
す
。」

―
―
ろ
う
き
ん
肥
後
橋
ビ
ル
を
先
程
見
学
し
て

き
た
の
で
す
が
、
構
造
計
画
が
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
、
一
目
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

耐
震
要
素
は
ど
こ
に
入
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？
Ｙ
方
向
は
ラ
チ
ス
ウ
ォ
ー
ル
が
あ
り
ま
す

が
、
Ｘ
方
向
は
ど
う
し
て
い
る
の
で
す
か
？

　
「
Ｘ
方
向
は
、
鉄
骨
の
純
ラ
ー
メ
ン
構
造
で

す
が
、
耐
震
間
柱
を
入
れ
て
剛
性
も
確
保
し
て

い
ま
す
。」

―
―
Ｘ
方
向
の
正
面
は
、
二
本
の
鉄
骨
柱
だ
け

で
す
よ
ね
？

　
「
あ
れ
は
極
厚
の
鋼
管
柱
で
、
鉛
直
荷
重
に

対
し
て
も
地
震
荷
重
に
対
し
て
も
か
な
り
頑

張
っ
て
い
ま
す
︵
笑
︶。
免
震
構
造
な
の
で
、

一
般
の
建
物
よ
り
入
力
が
小
さ
い
こ
と
も
、
構

造
計
画
を
実
現
で
き
た
要
素
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

免
震
構
造
と
い
う
こ
と
で
逆
に
苦
労
も
あ
り

ま
し
た
。
柱
を
支
持
す
る
積
層
ゴ
ム
は
、
圧
縮

力
に
は
強
い
の
で
す
が
、
引
張
力
に
は
と
て
も

弱
い
。
い
か
に
し
て
地
震
時
に
積
層
ゴ
ム
に
引

張
力
を
生
じ
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
か
、
と
い

う
の
が
免
震
構
造
の
極
意
な
の
で
す
。
で
も
こ

の
建
物
は
、
両
側
に
ラ
チ
ス
ウ
ォ
ー
ル
が
あ
る

の
で
、
ど
う
し
て
も
外
側
に
地
震
力
が
集
中
し

て
し
ま
い
ま
す
。
積
層
ゴ
ム
の
配
置
や
、
ハ
ッ

ト
ト
ラ
ス
の
設
置
、
そ
し
て
施
工
順
序
に
よ
る

力
の
流
れ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
組
合
せ
、
何
と

か
解
決
し
ま
し
た
。

　

で
も
、
こ
う
い
っ
た
場
面
で
知
恵
を
絞
る
の
は

楽
し
く
も
あ
り
ま
す
。
建
設
地
や
建
物
の
特
性

に
よ
っ
て
、
免
震
層
や
上
部
構
造
の
剛
性
や
耐
力

を
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
し
な
が
ら
設
計
す
る
こ
と
は
、
構

造
設
計
な
ら
で
は
の
面
白
さ
だ
と
思
い
ま
す
。」

―
―
出
雲
市
庁
舎
に
つ
い
て
、お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　
「
出
雲
市
庁
舎
は
鉄
骨
造
と
パ
イ
ル
ド
・
ラ

フ
ト
基
礎
を
う
ま
く
組
合
せ
た
建
物
で
す
。
普

通
で
あ
れ
ば
長
い
支
持
杭
が
必
要
な
の
で
す

が
、
あ
え
て
、
地
下
を
設
け
て
、
鉄
骨
造
で
あ

る
上
部
構
造
の
重
量
と
排
土
重
量
を
バ
ラ
ン
ス

さ
せ
、
直
接
基
礎
と
沈
下
抑
制
杭
を
併
用
し
た

経
済
的
な
設
計
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
下
階
を

駐
車
ス
ペ
ー
ス
と
し
た
の
で
、
広
場
も
有
効
に

利
用
で
き
、
さ
ら
に
、
制
振
部
材
を
地
下
に
配

置
し
た
集
中
制
振
構
造
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
出
雲
ら
し
い
鉄
骨
造
を
設
計
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
、
大
変
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
出

雲
大
社
本
殿
の
よ
う
な
正
方
形
の
平
面
計
画
と

力
強
い
太
い
鉄
骨
柱
を
採
用
し
、
そ
の
コ
ア
部
分

を
、
板
張
り
の
よ
う
な
鋼
板
耐
震
壁
と
し
た
り
、

出
雲
大
社
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
を
随
所
に
採

り
入
れ
ま
し
た
。
こ
の
鋼
板
耐
震
壁
は
、
設
備

貫
通
部
分
は
二
段
梁
に
す
る
な
ど
、
意
匠・構
造・

設
備
で
き
め
細
か
な
打
ち
合
わ
せ
を
し
、
何
度

も
検
討
を
重
ね
一
生
懸
命
図
面
を
描
き
あ
げ
ま

し
た
。
地
元
の
ゼ
ネ
コ
ン
や
フ
ァ
ブ
の
方
々
の
尽
力

も
あ
り
、
と
て
も
美
し
く
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
タ
イ
ル
貼
の
仕
上
げ
で
ほ
ぼ
隠
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
次
こ
そ
は
鉄
骨
現
し
の
仕

上
げ
に
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

取
り
組
み
の
変
遷
③
―
―
木

―
―
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
経
て
次
は
鉄
へ
、
今
も

鉄
が
続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
三
年
ほ
ど
前
に
赤
坂
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

の
設
計
に
携
わ
り
ま
し
た
。
外
柱
形
式
の
外
周
フ

レ
ー
ム
を
亜
鉛
メ
ッ
キ
リ
ン
酸
処
理
パ
ネ
ル
で
仕
上

げ
、
周
囲
に
鉄
骨
庇
を
設
け
た
、
ま
さ
に
鉄
を

現
し
、
活
か
し
た
建
物
で
す
。
こ
の
建
物
の
二
年

わ
た
る
現
場
監
理
か
ら
戻
っ
て
き
て
、
鉄
を
満
喫

し
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
初
め
て
木
造
の
仕

事
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
は

地
球
温
暖
化
問
題
で
、
二
酸
化
炭
素
削
減
に
有

効
な
素
材
と
し
て
木
材
利
用
が
薦
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
日
建
設
計
で
も
木
造
の
仕
事
が
増
え
て
き

ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
少
数
派
で
す
。
超
高
層

建
物
の
設
計
は
で
き
る
け
ど
、
木
造
で
設
計
す

る
と
な
る
と
、
た
と
え
自
分
の
家
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
勉
強
し
な
く
て
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
初
め
て
の
木
造
の
設
計
を
す
る
に
あ

た
っ
て
、
二
〇
分
の
一
で
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
ま

し
た
。悩
み
な
が
ら
も
理
解
を
深
め
、気
に
な
っ

た
と
こ
ろ
な
ど
、
細
か
い
部
分
ま
で
全
て
描
き

込
み
を
し
ま
し
た
。
周
囲
か
ら
は
描
き
過
ぎ
と

思
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。」

―
―
そ
の
木
造
の
建
物
用
途
は
何
で
す
か
？

　
「
学
校
の
校
舎
で
Ｒ
Ｃ
躯
体
の
屋
根
部
分
が

木
造
ト
ラ
ス
構
造
に
な
っ
て
い
る
も
の
や
、
す

べ
て
木
造
の
棟
も
あ
り
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
こ
と
に
挑
戦
す
る
の
は
、
大
変
で

す
ね
。
設
計
の
経
験
が
あ
る
ほ
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
気
に
な
り
、
止
ま
っ
て
考
え
こ
ん
で

し
ま
い
、
設
計
に
か
な
り
時
間
が
か
か
り
ま
し

た
。
特
に
、
鉄
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
材
料

に
慣
れ
て
い
る
の
で
、
木
材
な
ら
で
は
の
軽
さ

や
柔
ら
か
さ
に
感
覚
が
な
か
な
か
つ
い
て
い
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
建
物
を
経
験
し
て
不
思
議
に
思
っ
た
の

が
、
昔
は
、
全
て
大
工
さ
ん
が
建
物
を
建
て
て

い
た
の
に
、
い
つ
か
ら
、
意
匠
担
当
、
構
造
担

当
な
ど
に
分
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
住
宅
で
あ
れ
ば
、

木
造
の
架
構
が
で
き
た
ら
、
屋
根
に
金
属
板
を

―
―
育
て
ら
れ
る
の
で
す
か
？

　
「
育
て
ら
れ
る
と
い
う
か
、
実
際
に
は
、
気

が
つ
い
た
ら
様
々
な
タ
イ
プ
の
仕
事
を
し
て
い

た
と
い
う
感
じ
で
す
。

　

ま
た
、
社
内
で
構
造
種
別
や
形
式
な
ど
の
ト

レ
ン
ド
も
あ
り
ま
す
。

　

私
が
入
社
し
て
三
年
目
頃
か
ら
、
Ｐ
Ｃ
ａ
Ｐ

Ｃ
︵
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
・
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
︶
造
が
流
行
り
始
め
ま
し
た
。
Ｒ
Ｃ
の
打
ち

放
し
で
は
難
し
い
複
雑
な
形
を
工
場
で
精
度
よ

く
製
作
で
き
る
の
が
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
躯
体
に
利
用
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
ま
さ
に
、
意
匠
と
構
造
が
融
合

し
た
構
造
形
式
で
す
。
そ
の
た
め
、
通
常
は
隠

れ
て
し
ま
う
構
造
躯
体
が
現
し
に
な
り
、
自
分

が
描
い
た
図
面
が
そ
の
ま
ま
形
に
な
っ
て
見
え
る

の
で
、設
計
は
大
変
な
の
で
す
が
、凄
く
楽
し
か
っ

た
で
す
ね
。
完
成
し
て
か
ら
、
意
匠
担
当
者
と
、

こ
こ
は
よ
か
っ
た
と
か
、
こ
こ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
と

か
言
い
合
う
の
が
設
計
の
醍
醐
味
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
入
社
三
年
目
に
、
施
主
よ
り
構
造

形
式
を
Ｐ
Ｃａ
Ｐ
Ｃ
圧
着
工
法
で
指
定
さ
れ
た
倉

庫
の
設
計
依
頼
が
あ
り
、
た
ま
た
ま
私
が
担
当

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｐ
Ｃａ
Ｐ
Ｃ
圧
着
工

法
と
は
、
麻
雀
牌
を
並
べ
て
両
側
か
ら
挟
み
こ
む

と
落
ち
な
い
と
い
う
原
理
と
同
じ
で
、
工
場
で
バ

ラ
バ
ラ
に
つ
く
っ
て
き
た
部
材
を
並
べ
、
中
に
Ｐ
Ｃ

鋼
棒
な
ど
を
通
し
て
締
め
固
め
る
こ
と
で
、
Ｐ
Ｃ

の
圧
縮
力
で
一
体
化
す
る
方
法
で
す
。
こ
の
工
法

を
用
い
た
ラ
ー
メ
ン
構
造
は
当
時
珍
し
く
、
社
内

で
も
設
計
経
験
の
あ
る
人
が
い
な
か
っ
た
た
め
、

試
行
錯
誤
し
な
が
ら
や
り
遂
げ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
愛
媛
県
美
術
館
な
ど
の
Ｐ
Ｃ
ａ
Ｐ

Ｃ
造
を
採
用
し
た
作
品
が
竣
工
し
た
こ
と
も
あ

り
、社
内
で
は
Ｐ
Ｃ
大
全
盛
期
と
な
り
ま
し
た
。

私
も
、
こ
の
Ｐ
Ｃ
ａ
Ｐ
Ｃ
造
の
倉
庫
を
設
計
し

た
実
績
か
ら
、
し
ば
ら
く
Ｐ
Ｃ
の
設
計
を
何
件

か
任
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
京
都
大
学
桂
キ
ャ

ン
パ
ス
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。」

―
―
こ
の
頃
、
日
本
構
造
技
術
者
協
会
の
新
人

賞
を
受
賞
さ
れ
た
、
京
都
大
学
医
学
部
の
芝
蘭

会
館
も
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

　
「
こ
の
建
物
は
、
一
部
Ｐ
Ｃ
造
で
あ
る
の
と

同
時
に
、細
柱
の
先
駆
け
の
よ
う
な
作
品
で
す
。

細
い
柱
は
軸
力
の
み
負
担
し
、
地
震
力
は
Ｒ
Ｃ

壁
で
全
て
負
担
さ
せ
る
、と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

し
か
し
実
は
、
こ
の
芝
蘭
会
館
で
は
、
構
造

的
に
は
細
柱
は
あ
ま
り
重
要
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
構
造
設
計
で
一
番
大
事
な
の
は
床
で

す
。
床
は
地
震
力
の
通
り
道
で
、
床
か
ら
耐
震

要
素
へ
力
を
伝
達
し
ま
す
。
こ
の
建
物
は
、
壁

に
光
を
当
て
た
い
と
い
う
意
匠
設
計
者
の
意
図

で
、
ホ
ー
ル
壁
面
の
周
囲
に
存
在
す
る
ト
ッ
プ

ラ
イ
ト
を
は
じ
め
、
耐
震
壁
の
手
前
で
床
に
ス

リ
ッ
ト
が
切
ら
れ
て
お
り
、
力
の
流
れ
を
整
理

す
る
の
が
と
て
も
難
し
い
仕
事
で
し
た
。
ボ
イ

ド
ス
ラ
ブ
の
屋
根
と
耐
震
壁
の
組
合
せ
で
設
計

を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
設
計
で
床
ス
ラ
ブ
の
大
切
さ
が
身
に
し

み
て
分
か
り
、
力
が
最
後
ま
で
流
れ
る
か
を
常
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葺
い
て
、床
の
仕
上
げ
を
し
た
ら
出
来
上
が
り
。

も
し
か
す
る
と
私
で
も
一
人
で
設
計
が
で
き
る

か
も
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
気
の
せ
い

だ
と
思
い
ま
す
が･･･

。」

︱
︱
構
造
設
計
を
し
て
い
る
人
の
方
が
、
そ
の

ハ
ー
ド
ル
は
低
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
私
も
、
そ
う
思
い
ま
し
た
。
や
は
り
構
造

は
建
築
の
原
点
な
の
か
な
、
と
。」

博
士
論
文
―
―
ブ
レ
ー
ス
構
造
の
す
す
め

︱
︱
加
登
さ
ん
の
博
士
論
文
「
中
低
層
鋼
構

造
筋
か
い
骨
組
の
耐
震
性
能
評
価
と
変
形
性
能

に
立
脚
し
た
設
計
法
の
提
案
」
に
つ
い
て
で
す

が
、
設
計
へ
の
展
開
等
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
設
計
に
展
開
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
構
造

設
計
の
設
計
体
系
を
変
え
た
い
、
と
い
う
の
が

主
旨
な
の
で
す
。
現
在
の
基
準
で
は
、
大
地
震

に
対
し
て
は
、
原
則
、
保
有
耐
力
計
算
が
必
要

で
す
。
そ
の
際
、
ど
の
程
度
の
耐
力
が
必
要
か
、

日
本
で
は
細
か
く
ラ
ン
ク
分
け
さ
れ
て
お
り
、
マ

ト
リ
ク
ス
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
鉄
骨

造
に
ブ
レ
ー
ス
を
入
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
ま

で
細
か
く
耐
力
を
分
け
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
、
そ
の
マ
ト
リ
ク
ス
を
ひ
と
つ
に
集
約
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
の
視

点
で
す
。
構
造
設
計
者
が
、
使
い
や
す
く
、
採

用
し
や
す
い
設
計
体
系
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
純
ラ
ー
メ
ン
構
造
よ
り
ブ
レ
ー
ス
構
造

の
ほ
う
が
、
最
大
変
形
が
小
さ
い
の
で
、
設
計
と

し
て
も
優
位
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま

す
。
鉄
骨
造
純
ラ
ー
メ
ン
構
造
の
場
合
、
基
準
の

ま
ま
設
計
す
る
と
、
大
地
震
時
に
は
大
き
く
変

形
し
て
、
外
装
材
ま
で
損
傷
し
た
り
、
内
部
仕

上
げ
に
も
大
き
な
影
響
が
出
ま
す
。
そ
こ
で
、
軽

量
鉄
骨
間
仕
切
壁
の
実
大
実
験
も
行
な
い
、
変

形
と
損
傷
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
を
し
ま
し
た
。

　

内
外
装
の
損
傷
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
純

ラ
ー
メ
ン
構
造
よ
り
ブ
レ
ー
ス
構
造
を
採
用

し
、
よ
り
最
大
変
形
の
小
さ
な
構
造
体
を
指
向

す
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。」

︱
︱
そ
う
す
る
こ
と
で
、
施
主
の
財
産
を
守
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　
「
そ
う
な
ん
で
す
。
ち
な
み
に
、
私
は
東
日
本

大
震
災
発
生
時
は
、
現
場
監
理
を
し
て
い
た
の

で
、
構
台
用
の
柱
上
に
作
ら
れ
た
３
階
建
て
の

ブ
レ
ー
ス
構
造
の
プ
レハ
ブ
現
場
事
務
所
に
い
ま
し

た
。
机
の
下
に
潜
る
く
ら
い
揺
れ
た
の
で
す
が
、

鉄
筋
ブ
レ
ー
ス
は
切
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
や

は
り
ブ
レ
ー
ス
構
造
は
凄
い
、
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
多
く
の
構
造
設
計
者
が
ブ
レ
ー
ス

構
造
を
採
用
し
な
い
の
は
、
そ
の
マ
ト
リ
ク
ス

が
面
倒
で
、
つ
い
つ
い
設
計
が
簡
単
な
純
ラ
ー

メ
ン
構
造
で
設
計
し
て
し
ま
う
。
人
の
こ
と
は

言
え
な
い
の
で
す
が
︵
笑
︶。」

︱
︱
溶
接
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
今
後
、
優

れ
た
溶
接
工
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ

の
ブ
レ
ー
ス
構
造
と
い
う
の
は
、
有
効
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
そ
う
で
す
ね
。
ブ
レ
ー
ス
構
造
で
も
溶
接

部
位
は
必
ず
あ
り
ま
す
が
、
ガ
セ
ッ
ト
さ
え
工

場
で
溶
接
し
て
搬
入
す
れ
ば
、
現
場
は
組
立
て

だ
け
で
済
み
ま
す
。」

︱
︱
で
も
、
プ
ラ
ン
の
自
由
度
は
、
ラ
ー
メ
ン

構
造
の
方
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

　
「
そ
の
通
り
で
す
。
だ
か
ら
、
一
長
一
短
な

の
で
す
が
。」

目
指
す
べ
き
も
の

―
―
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
制
約
が
な
い
と
、

何
で
も
自
由
、
と
い
う
の
は
、
逆
に
弊
害
も
あ

る
と
思
う
の
で
す
。

　
「
例
え
ば
、
最
近
、
事
務
所
ビ
ル
は
大
ス
パ

ン
架
構
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
構
造

計
画
上
可
能
で
は
あ
り
ま
す
が
、
結
局
そ
こ
に

お
金
を
か
け
て
い
る
訳
で
す
。
一
方
で
、
柱
だ

ら
け
で
テ
ナ
ン
ト
が
入
ら
な
く
て
も
困
る
。
無

柱
空
間
が
ど
こ
ま
で
必
要
な
の
か
と
疑
問
を
持

つ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

免
震
構
造
に
し
て
も
、
免
震
層
の
上
に
固
い

箱
状
の
躯
体
を
載
せ
る
の
が
理
想
的
で
す
。
し

か
し
最
近
は
、
プ
ラ
ン
の
制
約
や
柱
ス
パ
ン
を

大
き
く
す
る
た
め
に
、
上
部
構
造
を
柔
ら
か
い

鉄
骨
造
の
純
ラ
ー
メ
ン
構
造
と
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。も
ち
ろ
ん
設
計
は
で
き
る
の
で
す
が
、

本
来
あ
る
べ
き
免
震
構
造
と
は
少
し
違
う
気
が

す
る
の
で
す
。

　

構
造
計
画
の
合
理
性
は
、
建
物
の
性
能
や
経

済
性
に
も
直
結
す
る
は
ず
な
の
で
、
本
当
に
施

主
や
建
物
を
使
用
す
る
人
の
た
め
に
な
る
提
案

と
は
何
か
、
意
匠
設
計
者
と
一
緒
に
考
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

―
―
で
は
加
登
さ
ん
は
、
大
架
構
や
構
造
技
術

の
粋
を
集
め
た
よ
う
な
建
築
を
苦
労
し
て
設
計

し
た
と
し
て
も
、
成
し
遂
げ
た
、
と
い
う
達
成

感
よ
り
、
疑
問
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
最
終
的
に
社
会
の
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
残
れ

ば
良
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
設
計

者
の
自
己
満
足
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
一
番
残
念
に
思
っ
た
の
は
、
旧
長

銀
ビ
ル
が
解
体
さ
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
で

す
。
大
胆
な
架
構
計
画
や
外
装
の
Ｄ
Ｐ
Ｇ
が

売
り
の
建
物
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
た
っ
た
二
十
年
で
壊

し
て
し
ま
う
な
ん
て
。
長
く
愛
さ
れ
て
使
っ

て
も
ら
え
る
建
物
と
は
何
か
を
真
剣
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

数
年
前
に
、
日
建
設
計
の
構
造
設
計
の
理
念

に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
が
あ
り
、＂
私
た
ち

は
構
造
設
計
の
み
な
ら
ず
建
物
の
設
計
す
べ
て

に
責
任
を
持
つ
設
計
者
で
す
＂
と
い
う
理
念
が

策
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
構
造
以
外
の
意

匠
や
コ
ス
ト
面
な
ど
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す

が
、
こ
う
い
っ
た
社
会
に
対
す
る
責
任
も
含
ま

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

や
は
り
、
何
年
経
っ
て
も
良
い
建
物
、
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
見
て
も
古
び
ず
、
施

主
は
も
ち
ろ
ん
、
人
々
に
い
つ
ま
で
も
大
事
に

さ
れ
て
、
誰
が
見
て
も
＂
い
い
な
＂
と
思
え
る

建
物
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
目
指
し
た
い
で
す
ね
。」

　

頭
の
回
転
も
行
動
も
と
て
も
早
く
、
テ
ン
ポ
良

く
話
す
方
で
、
意
匠
設
計
者
の
私
に
も
分
か
り
や

す
い
言
葉
を
選
ん
で
、
気
さ
く
に
答
え
て
く
だ
さ

る
。
能
力
や
技
術
力
の
み
な
ら
ず
、
人
と
の
関

わ
り
の
大
事
さ
を
理
解
し
、仕
事
を
楽
し
ん
で
や
っ

て
お
ら
れ
る
、
明
る
い
人
柄
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

私
も
大
学
の
同
窓
か
つ
女
性
で
、
組
織
事
務

所
に
勤
め
た
経
験
も
あ
る
の
で
、
共
感
す
る
と
こ

ろ
が
多
々
あ
り
つ
つ
も
、
仕
事
に
対
す
る
、
ま
っ

す
ぐ
前
向
き
な
取
り
組
み
方
、
意
識
の
高
さ
に

感
嘆
し
た
。
多
く
の
気
付
き
を
得
ら
れ
る
お
話

を
い
た
だ
け
た
と
思
う
。

聞
き
手
／
奥
河 

歩
美
（
経
歴  

一
一
頁
参
照
） 

撮影：古田雅文

木造架構の詳細図
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みずのき美術館とアール・ブリュット、そして―

奥山　理子
1986 年京都府生まれ。みずのき美術館立ち上げに関わり、現在は展覧会の企画及び、亀岡市内における文化発信事業のコーディネートを担当
する。松花苑みずのきには中学生の頃から頻繁に訪れており、ここに暮らす人たちは家族のような存在です。個人的にも安心できる環境で、
社会的に意義のある目標に向かい、仕事に従事できていることに、喜びと責任を感じる日々です。

〒 621-0861 京都府亀岡市北町 18
TEL 0771-20-1888　FAX0771-20-1889
www.mizunoki-museum.org

展覧会　「たくさんのひとつの家」
会　期　　2013 年 6 月 22 日（土）−９月 1 日（日）
　　　　　10：00 − 18：00
休館日　　月曜日・火曜日（但し祝日は開館）
料　金　　無料
主　催　　京都府・みずのき美術館
監　修　　保坂健二朗（東京国立近代美術館主任研究員）

京都府亀岡市にある障害者支援施設・みずのきを運営する松花苑は、アール・ブリュットやアウトサイダー・
アートという言葉や概念がない時代からアート活動に取り組んでこられ、その活動の一環として、昨年 10
月に市街の民家を改装して美術館をオープンされました。みずのき美術館の奥山理子さんに今回の美術館
をおつくりになったきっかけや、今後の活動、障害者支援とアートと町屋再生などについての思いをお聞
かせいただきました。

写真撮影：阿野太一

連
載　

建
築
の
射
程　
第
４
回

二
〇
一
二
年
十
月
七
日
、
北
町
商
店
街
は
そ

の
日
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
行
き
交
い
、
集

い
、
こ
の
町
に
誕
生
し
た
小
さ
な
美
術
館
の
開

館
を
祝
福
す
る
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

み
ず
の
き
美
術
館
は
、
Ｊ
Ｒ
亀
岡
駅
か
ら
徒

歩
一
〇
分
の
旧
亀
山
城
下
、
北
町
に
誕
生
し
ま

し
た
。
乾
久
美
子
さ
ん
︵
乾
久
美
子
建
築
設
計

事
務
所
︶
に
よ
っ
て
大
正
時
代
に
建
て
ら
れ
た

民
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
ブ

リ
ュ
ッ
ト
の
考
察
、
紹
介
、
そ
し
て
文
化
の
多

様
な
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
あ
う
美
術
館
と
し

て
歩
み
始
め
ま
し
た
。

み
ず
の
き
の
絵
画
教
室

美
術
館
を
運
営
す
る
障
害
者
支
援
施
設
・
み

ず
の
き
※ 1
で
は
、
一
九
五
九
年
の
設
立
か
ら
五

年
後
に
あ
た
る
一
九
六
四
年
に
日
本
画
家
・
西

垣
籌
一
さ
ん
︵
一
九
一
二￤

二
〇
〇
〇
︶
を
迎

え
、
絵
画
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
鶏
小
屋
あ

と
に
筵
を
敷
い
て
始
ま
っ
た
＂
絵
の
時
間
＂
は
、

八
つ
切
り
画
用
紙
と
ク
レ
ヨ
ン
を
使
っ
て
勝
手

気
ま
ま
に
色
並
べ
を
楽
し
む
と
い
う
よ
う
な
、

情
操
教
育
、
余
暇
活
動
の
一
つ
で
し
た
。

し
か
し
西
垣
さ
ん
は
、
そ
の
時
す
で
に
彼
ら

の
中
に
秀
で
た
色
彩
感
覚
を
持
っ
た
人
た
ち
が

い
る
と
強
く
感
じ
、
当
時
を
以
下
の
よ
う
な
言

葉
で
述
懐
し
て
い
ま
す
。

「
宝
石
の
原
石
の
、
そ
の
ま
た
原
石
の
よ
う

な
も
の
が
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
転
が
っ
て
い
た
。
だ
か

ら
、
コ
ツ
コ
ツ
絵
を
描
く
こ
と
、
そ
れ
だ
け
を

教
え
た
。」※ 2

一
九
七
八
年
頃
か
ら
、＂
原
石
の
原
石
＂
と

表
さ
れ
た
十
数
名
の
み
ず
の
き
の
人
た
ち
の
た

め
に
、
西
垣
さ
ん
は
本
格
的
な
絵
画
教
室
の
取

り
組
み
に
挑
み
ま
す
。

重
度
の
知
的
障
害
が
あ
る
人
た
ち
な
の
で
、

そ
の
伝
え
方
、
関
わ
り
方
は
個
別
の
方
向
と
方

法
を
模
索
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
表
現
技
法
の

私
た
ち
は
、
建
築
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
が
、美
術
館
と
し
て
、

作
品
を
紹
介
す
る
空
間
の
質
を
高
く
維
持
し
た

い
と
い
う
願
い
を
強
く
持
っ
て
い
ま
し
た
。
乾

さ
ん
に
出
会
い
、
そ
し
て
初
め
て
設
計
の
構
想

か
ら
そ
の
考
え
方
に
触
れ
た
時
、
建
築
に
関
す

る
こ
と
の
す
べ
て
は
乾
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
に
委

ね
た
い
、
そ
う
思
う
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ

と
で
し
た
。
実
際
に
、
工
事
の
た
め
に
毎
月
行

わ
れ
て
い
た
会
議
で
提
案
さ
れ
る
デ
ザ
イ
ン
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら
、
私
た
ち
は
建
築
と
い
う

新
し
い
世
界
に
導
か
れ
、
そ
の
世
界
の
豊
か
さ

に
触
れ
る
幸
せ
な
時
間
を
体
験
し
て
い
ま
し
た
。

開
館
し
て
か
ら
実
感
す
る
の
は
、
想
い
を
か

た
ち
に
す
る
た
め
の
拠
点
が
い
か
に
効
果
的
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
美
術
館
に
は

ア
ー
ト
が
は
じ
め
て
身
近
に
な
っ
た
と
い
う
親

子
連
れ
や
、
仕
事
の
帰
り
に
立
ち
寄
っ
て
く
れ

る
行
政
の
人
、
ほ
ん
の
小
さ
な
き
っ
か
け
で
こ

の
美
術
館
を
知
っ
た
人
な
ど
、
来
館
の
た
び
に

た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。「
通

り
庭
」
と
い
う
京
町
家
の
手
法
を
意
匠
と
し
て

取
り
入
れ
、
大
胆
に
配
置
さ
れ
た
大
き
な
窓
越

し
に
、
こ
の
間
知
り
合
っ
た
人
た
ち
と
手
を
振

り
あ
っ
た
り
、
会
釈
し
あ
う
と
き
、
そ
れ
は
私

に
と
っ
て
、
美
術
館
が
で
き
た
こ
と
の
喜
び
を

一
番
実
感
す
る
瞬
間
な
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら

六
月
二
十
二
日
よ
り
開
催
す
る
三
回
目
の
企

画
展
覧
会
「
た
く
さ
ん
の
ひ
と
つ
の
家
」
で
は
、

み
ず
の
き
絵
画
教
室
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
堀
田

哲
明
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

約
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
唯
一
の
主
題
と
し
て

描
き
続
け
た
「
家
」
は
一
〇
〇
〇
点
に
及
び
、

そ
こ
か
ら
一
一
〇
点
ほ
ど
を
選
び
ま
し
た
。
色

と
り
ど
り
の
「
家
」
を
、
乾
さ
ん
が
設
計
し
た

家
の
カ
タ
チ
を
し
た
美
術
館
で
鑑
賞
す
る
。
絵

習
熟
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
中
に
起
こ

る
発
展
的
な
瞬
間
を
、
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く

拾
い
上
げ
、
画
面
へ
の
定
着
に
結
び
つ
く
よ
う

最
大
の
注
意
を
払
っ
た
と
の
記
述
も
残
っ
て
い

ま
す
。※ 3

　

そ
し
て
西
垣
さ
ん
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、

彼
ら
が
制
作
し
た
作
品
は
、
油
画
・
ア
ク
リ
ル

画
、
木
炭
画
、
そ
し
て
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
習
作

な
ど
含
め
る
と
、
そ
の
数
は
一
万
八
千
点
に
の

ぼ
り
ま
す
。

ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト

「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
︵A

rt Brut

︶」
と

は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
芸
術
家
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
︵Jean D

ubuffet

・
一
九
〇
一

￤

一
九
八
五
︶に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
言
葉
で
、

既
存
の
価
値
や
制
度
、
そ
し
て
伝
統
的
な
美
術

教
育
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
作
り
手
に
よ
っ

て
制
作
さ
れ
る
作
品
を
指
し
ま
す
。
美
術
史
的

な
枠
組
み
だ
け
で
は
解
釈
し
尽
く
す
こ
と
が
で

き
な
い
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
同
時
に
私
た
ち
に

様
々
な
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
重
要
な
タ
ー

ム
と
し
て
、
今
あ
ら
た
め
て
注
目
を
集
め
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

一
九
七
六
年
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
蒐
集
し

た
数
多
く
の
作
品
を
も
と
に
美
術
館
、ア
ー
ル
・

ブ
リ
ュ
ッ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︵Collection de 

l'art brut

︶
が
ス
イ
ス
・
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
開
館

し
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
四
年
、
み
ず
の
き

絵
画
教
室
の
六
名
の
作
者
に
よ
る
三
二
点
の
作

品
が
、
ア
ジ
ア
で
初
め
て
こ
の
美
術
館
に
永
久

収
蔵
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
大
き
な
転
機
と
な
っ

た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ア
ル
・
サ
ン
・
ピ
エ
ー

ル
美
術
館︵H

alle Saint Pierre

／
フ
ラ
ン
ス
・

パ
リ
︶で
開
催
さ
れ
た「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
・

ジ
ャ
ポ
ネ
展
」
で
し
た
。
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ

ト
の
概
念
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
日
本
人
の
作
家

を
観
る
だ
け
で
な
く
、「
家
」
を
と
お
し
て
＂
暮

ら
す
＂
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
こ

の
体
験
は
、
建
築
、
ア
ー
ト
、
デ
ザ
イ
ン
、
ケ

ア
︵
福
祉
︶、
そ
し
て
家
に
暮
ら
す
す
べ
て
の

人
と
と
も
に
ぜ
ひ
共
有
し
た
い
、
そ
の
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
す
。

み
ず
の
き
で
暮
ら
す
人
た
ち
は
、
自
ら
の
言

葉
で
想
い
を
確
か
め
あ
う
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
彼
ら
の
よ
う
に＂
も
の
言
わ
ぬ
＂

人
た
ち
が
つ
く
り
出
し
た
作
品
か
ら
、
私
た
ち

は
様
々
な
こ
と
を
想
い
巡
ら
し
ま
す
。
ま
た
来

館
し
た
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
う
し
た
考

え
に
耽
る
時
間
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

作
品
や
作
者
の
あ
り
の
ま
ま
が
そ
っ
と
存
在
し

て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
空
間
を
つ
く
り
出
せ

る
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

美
術
館
の
運
営
と
い
う
、
ま
っ
た
く
未
知
数

の
試
み
で
す
が
、
こ
の
建
築
が
私
た
ち
の
背
中

を
た
し
か
に
押
し
て
く
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う

だ
け
を
紹
介
し
た
展
覧
会
で
、
一
年
以
上
に
も

及
ぶ
会
期
と
一
二
万
人
と
い
う
来
場
者
が
、
そ

の
反
響
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ポ
ネ
展
」

の
開
催
を
支
援
し
た
日
本
財
団
は
、
こ
れ
を
機

に
、
本
格
的
に
日
本
の
に
お
け
る
ア
ー
ル
・
ブ

リ
ュ
ッ
ト
支
援
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

そ
の
支
援
事
業
の
一
環
と
し
て
、
鑑
賞
環
境

の
整
備
の
た
め
に
町
な
か
に
残
る
古
民
家
や
蔵

を
改
修
し
、作
品
の
魅
力
を
発
信
す
る
ア
ー
ル
・

ブ
リ
ュ
ッ
ト
美
術
館
を
全
国
に
一
〇
箇
所
程
度

開
設
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
京
都
で
は
み
ず
の

き
が
、
そ
の
運
営
者
と
し
て
選
ば
れ
ま
し
た
。

ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
と
建
築
、
そ

し
て
美
術
館
と
し
て
の
は
じ
ま
り

＂
古
民
家
再
生
＂
と
い
う
と
、
京
都
市
内
の

町
家
の
よ
う
な
様
式
化
さ
れ
た
豪
邸
を
連
想
し

ま
す
が
、
私
た
ち
が
出
会
っ
た
こ
の
小
さ
な
町

家
は
、
い
わ
ゆ
る
普
通
の
人
が
日
常
を
お
く
る

家
で
あ
り
、
最
低
限
の
資
材
で
建
設
さ
れ
、
ま

た
そ
の
時
々
の
都
合
に
合
わ
せ
て
改
修
も
繰
り

返
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

建
築
設
計
を
担
っ
た
乾
さ
ん
は
、
こ
の
小
さ

な
美
術
館
の
設
計
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
ま
す
。

「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
元
・
散
髪
屋
の
空
き

店
舗
と
し
て
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
た︿
町
家
﹀

に
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
と
同
様
の
質
を
感
じ

取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
辺
地
域
の
中
で
も

特
に
情
け
な
い
部
類
に
は
い
る
町
家
を
美
術
館

へ
と
改
修
す
る
こ
と
を
発
想
し
た
。︵
中
略
︶

町
家
の
記
号
性
を
極
力
回
避
し
な
が
ら
も
、
町

家
が
本
来
持
っ
て
い
る
形
式
の
多
様
性
が
感
じ

ら
れ
る
よ
う
な
改
修
を
試
み
て
い
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
な
ら
で
は
の

ゆ
た
か
な
作
品
群
に
呼
応
で
き
る
よ
う
な
場
を

つ
く
り
出
せ
れ
ば
と
考
え
た
。」※ 4

に
感
じ
て
い
ま
す
。

※
１　

正
式
名
称
は
、
社
会
福
祉
法
人
松
花
苑
み
ず
の
き

※
２　
『
ひ
と
』
Vol．
４
「
魂
の
画
家
た
ち
は
何
を
う
つ
す
の
か
」

　
　
　

西
垣
籌
一
／
太
郎
次
郎
社
／
二
〇
〇
〇
年

※
３　
「
無
心
の
画
家
た
ち
」
西
垣
籌
一
著
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
／

　
　
　

一
九
九
六
年

※
４
「
新
建
築
」
二
〇
一
二
年
一
一
月
号
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大 阪 市 北 区中 津１－１２－３
株式会社　上田茂久・建築設計工房

暑中お見舞申し上げます

上 田 茂 久

株式会社 東畑建築事務所
大阪市中央区高麗橋２－６－１０

米 井 　 寛

ア ト リ エ ク リ オ
神戸市灘区摩耶海岸通１－３－２２－６０１

森 田 茂 夫

平平安安　深深謝謝

株式会社 田中都市建築事務所
大阪市中央区本町橋５－１４

（ＯＺ本町橋ＢＬＤ９０２）

田 中 義 久

全日本コンサルタント株式会社
大阪市浪速区港町１－４－３８

岡 本 森 廣

見える社会貢献活動へ

株式会社　小河建築設計事務所
大阪市中央区博労町１－７－１６

（ＣＳＴビル）

柳 川 陽 文

浦 辺 設 計
大阪市中央区北浜２－１－２６

（北浜松岡ビル４Ｆ）

松 村 慶 三

株 式 会 社 　 空 間 デ ザイン
吹 田 市 垂 水 町３－２９－２

阿 部 弘 明

環境に配慮した企業活動で社会に貢献します

鹿 島 建 設 株 式 会 社
大阪市中央区城見２－２－２２

濵 田 　 徹

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

安心・安全な住まい環境の創造 

西 　 邦 弘
株 式 会 社 　 K＆Ｓ総 合 企 画
大阪市西区京町堀２－２－１

（スミタビル10Ｆ）

澤 本 侃一郎

おかげさまで 30 周年

株 式 会 社 徳 岡 設 計

徳 岡 浩 二

大阪市北区大淀南１－９－１９
コ ー ナ ン 建 設 株 式 会 社

山 城 健 児

株式会社　能勢建築構造研究所
大阪市中央区瓦町３－３－７

（瓦町ＫＴビル）

横 田 友 行

大阪市中央区農人橋２－１－３０
株式会社 繁建築構造設計事務所

稲 葉 繁 夫

大阪市阿倍野区阪南町３－３１－６
今 井 環 境 建 築 事 務 所

今 井 俊 夫

大阪市北区梅田３－３－５
大和ハウス工業株式会社

辻 井 光 憲

宮 崎 八 郎

大阪府建築士会役員

岡 本　慶 一
 

株式会社 大建設計大阪事務所
大阪市西区京町堀１－１３－２０

菅 野 尚 教 佐 野 正 一

株式会社 小 西 設 計
大阪市西区立売堀１－１２－１６

湯 浅 安 彦

暑中お見舞い申し上げます

株式会社 綜 合 積 算
大阪市北区東天満１－１１－１９

宮 川　明 夫

株式会社　碧－AO－建築事務所
大阪市阿倍野区丸山通１－３－４４

芳 村 隆 史

ア ト リ エ ・ U
和泉市池田下町１６９９

暑中お見舞申し上げます

宇 澤 善一郎 岩 永 裕 人

株式会社 石本建築事務所大阪支所
大阪市中央区南本町２－６－１２

（サンマリオンNBFタワー）

小 林 　 務

株式会社　阿波設計事務所
大阪市浪速区元町2－2－12

希望は星に、足は大地に

瀬 尾 忠 治
株式会社　ＩＡＯ竹 田 設 計
大阪市西区西本町１－４－１

人、社会、地球環境との共生

金 峰 鐘 大

大阪本店 
 
東京本店 

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

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

取締役社長 宮　下　正　裕

建 設 会 社

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

建築設計事務所

暑中見舞 2013暑中見舞 2013建築設計事務所
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大阪支店  支店長  北村  克己

■ピロウェルドE新熱工法　 ■シグマートE

低炭素化の防水仕様で環境へ貢献

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

ISO9001 
ISO14001 
認証取得 

大阪市西区千代崎３丁目南２－３７

ＴＥＬ（０６）６５８６－３２４１
ＦＡＸ（０６）６５８６－３２５９

大阪ガス株式会社  
リビング事業部  大阪リビング営業部

太陽光発電とＬＥＤ照明で太陽光発電とＬＥＤ照明で
省エネ・低コスト環境を実現します省エネ・低コスト環境を実現します

朝陽電気株式会社
〒530-0005 大阪市北区中之島２丁目３－１８

中之島フェスティバルタワー１７階

TEL 06(6385)1361 FAX 06(6385)1050

http://www.choyo.co.jp

電気設備設計施工

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

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

〒１０８-００７５

〒５４１-００５９

〒４５０-０００３

〒７６０-００２２

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

会　長 藤　田　訓　彦

一般社団法人

会　長 太　田　　隆

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

一般社団法人

大阪空気調和衛生工業協会

一般

住まいに、人に、安心を。 
住宅情報相談センター 

理 事 長 　江　川　武　美
大阪市中央区南船場四丁目４番３号 

心斎橋東急ビル4階 
事 務 局　06-6253-0071 

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

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

学校法人　福田学園

FUKUDA GAKUEN 

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

福　田　益　和

中 和 印 刷 紙 器 株 式 会 社

印刷

中 和 印 刷 紙 器 株 式 会 社

イメージ写真

3D お好みの写真やイラストを
　 3D画像に！

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

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

ブログ・ツイッターも更新

オリジナルグッズや記念品に！

カラー封筒印刷・バリアブル印刷も
大好評稼働中です！

QMS CERTIFIED FIRM

ISO 9001
中和印刷紙器株式会社

JCQA-0865 CM003

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

立　野　純　三

一般
社団
法人

建材・設備会社 他 建材・設備会社 他

暑中見舞 2013暑中見舞 2013
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INFORMATION

「幻燈で見る懐かしい明治・大正・
昭和の建築たち～」

庶民の生活に結びつく、身近な、懐かしい
風呂屋、旧郵便局、駅舎、旧街道、校舎、旧
遊郭、地蔵堂、風車などを幻燈で見ながら、
古きよき時代を思い出しながら、語り合いま
す。関心のある方は自由にご参加ください。
また、7月13日～20日まで、近代建築の保
存に関する写真、資料なども展示します。
日時　7月20日（土）　11：00～
会場　堺市立東図書館
　　　（南海高野線北野田駅前アミナス北野田4階）
講師　明治建築研究会　代表柴田正己
問合　明治建築研究会　Tel.072-236-3357

ダイビル本館　見学会
CPD3単位

日本建築協会主催による、ダイビル本館の
見学会です。
日時　7月25日（木）　14：00～16：30
講師　中島（日建設計）、古城（大林組）ほか
定員　30名（先着順）　参加費　一般2,500円
申込　FAXかE-mailで、①氏名②所属③建築

協会会員・一般の別④参加証送付先
住所⑤電話番号⑥CPDをご希望の方
はCPD番号をお知らせ下さい。

問合　（一社）日本建築協会
　　　Tel.06-6946-6981
　　　E-mail：jigyoka@aaj.or.jp

会場　大阪木材仲買会館
　　　大阪市西区南堀江4-18-10
内容
第１部：国内初の木造耐火オフィスビルである

大阪木材仲買会館を竹中工務店の担
当者にも来ていただいて見学します。

第２部：社寺建築に精通された西澤工務店の
西澤政男社長に伝統建築の技法につ
いて講演していただきます。

第３部：大阪木材青年経営者協議会メンバーと
グループディスカッションを行います。

※終了後、懇親会を予定しています。
定員　55名（定員に達し次第締切、
　　　　　  第3部のみ定員25名）
受講料　建築士会会員1,500円
　　　　一般2,000円（資料代含）
※第１部、第２部、第３部、懇親会のどれに申込
みをするかご記入ください（第1部～第3部す
べて申込みの場合も受講料は同じです）。

第56回建築士会全国大会「しまね大会」
10/19

全国の建築士会会員が集う全国大会を今年は
島根県で開催します。ご参加の本会会員に対し
て本会から参加費5,000円を補助いたします。
テーマ　神集う國しまね　すべてを引き寄せ縁
　　　  結ぶ－「ものづくり」の原点を見つめる－
日程　10月19日（土）
会場　くにびきメッセ
※松江まちめぐり（10/19  8：30～12：30）
　地域交流見学会（10/20）
申込　建築士5月号P25の参加申込書に必要事 
　　　項をご記入のうえ、本会事務局まで提出。

締切　7月19日（金）
大会の詳細は「建築士5月号」をご覧下さい。

事務局からのお知らせ
2013年版会員名簿の掲載事項について

9月刊行予定の会員名簿につきましては、
掲載事項が①氏名②勤務先名③勤務先住
所・電話・Fax④建築士級別（正会員のみ）
となっております。つきましては、
Ａ．氏名以外（②～④）を掲載しない。
Ｂ．連絡先が自宅のみのため、③に自宅の
連絡先を掲載する。
のいずれかを希望される場合は、7月19日

（金）までにFaxまたは郵便にて事務局まで
ご連絡をお願いいたします（既にご連絡を
いただいている場合は不要です）。

第15回堺市景観賞募集

堺市内の優れた景観を有する建築物等の所
有者や良好な景観形成に貢献する活動を
行っている方などを表彰します。
推薦・応募期間　7月1日（月）～8月30日（金）必着
推薦・応募方法

所定の応募用紙（堺市ホームページな
ど）に必要事項を記入の上、郵送、電
子メールまたは持参により堺市都市計画
部都市景観室「堺市景観賞」担当まで。

問合・送付先　堺市建築都市局都市計画部
都市景観室「堺市景観賞」担当
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
Tel.072-228-7432
mail:tokan@city.sakai.lg.jp

HP:http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/
toshikeikan/index.html

書式をHPからダウンロードしてください。
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
審査委員　安東義隆（産経新聞編集局社会部部長）
　　　　　指田孝太郎（大阪府建築士会相談役）
　　　　　下村泰彦（大阪府立大学大学院教授）
　　　　　塚口明洋（日本建築家協会近畿支部幹事）
　　　　　中嶋節子（京都大学大学院准教授）
　　　　　夏原晃子（美術造形デザイナー）
　　　　　久　隆浩（近畿大学教授）
　　　　　藤本英子（京都市立芸術大学教授）
受付期間　7月1日（月）～7月31日（水）
　　　　　（当日消印有効）
対象　大阪府域内の建物及び建物を中心と
　　　したまちなみ
　建物：平成20年10月1日から昨年7月31
　　　 日までに完成したもの
　まちなみ：昨年7月31日までに完成したもの
詳細は大阪まちなみ賞HPをご覧下さい。
http://osaka-machinami.jp/
問合　大阪都市景観建築賞運営委員会事務局
　　　（大阪府建築士会内）Tel.06-6947-1961

第40回 賛助会員分科会セミナー
施主の肉声から探る「求められる」建築家の姿
と最新住宅・建築デザインソフトの応用事例

（3DマイホームデザイナーPRO8編）
7/11　CPD2単位

住宅設計の際に施主の高い信頼を獲得する
ためには、わかりやすいプレゼンテーション
資料を作成することが有効です。本セミナー
では、自由度の高い3Dパースソフトを用い
て設計内容をビジュアルに表現できる住宅・
建築デザインの応用例を、「3Dマイホームデ
ザイナーPRO8」を用いてご紹介します。
また、施主ユーザーへのアンケートから浮き
彫りになった「施主から求められる建築家の
建築・住宅デザインのプレゼン」について、
メガソフト㈱から報告していただきます。
日時　7月11日(木) 　講義18：00～19：30
質問コーナー&ミニ懇親会　19：30～20：30
セミナー概要
　　第一部　施主の声から知る「求められる」
　　　　　　建築家とは?
　　第二部　「3DマイホームデザイナーPRO8」
　　　　　　を用いたプレゼン資料作成
　　第三部　ユーザーによるソフト応用事例紹介
　　講師：メガソフト㈱　広報室
会場　㈱内田洋行
　　　大阪ユビキタス協創広場 CANVAS   
　　　大阪市中央区和泉町2-2-2
参加費（ドリンク･フード付）　会員1,500円
　　　　　　　　　　　  会員外2,000円
定員　100名（申込み先着順）

木の学校VII「大阪木材仲買会館見学
＋現代に息づく伝統工法講演」
木の魅力を建築に活かせるよう勉強する企画
8/24　CPD3単位

今年で7年目を迎える木の学校企画は、最
新の木造建築の見学と伝統建築の技法につ
いての講演という盛りだくさんの企画です。
日時　8月24日（土）　14:00～17:00

一級建築士／設計製図 受験対策講習会
課題解説＋エスキースコース　8/24
模擬テストⅠ～Ⅱ　9/14、9/21、9/28

有能で意識の高い建築士の養成を目標に、実
務にも直結した指導を安価な受講料で行います。
■課題解説＋エスキースコース
　日程　8月24日（土）
　時間　課題解説9：00～12：00、
　　　　エスキース13：00～17：00
　会場　大阪府建築健保会館5階
　定員　40名（申込先着順）
　受講料　建築士会会員10,000円、
　　　　　一般12,000円
■模擬テストⅠ～Ⅲ
　日程　Ⅰ：9月14日（土）、Ⅱ：9月21日（土）、
　　　　Ⅲ：9月28日（土）
　時間　製図実習9：00～15：30、
　　　　図面講評16：30～18：30
　会場　大阪府建築健保会館5階
　定員　【各回】40名（申込先着順）
　受講料　【各回】建築士会会員12,000円、
　　　　　　　　一般15,000円
※複数コースを同時にお申込みの場合は割引があります。

建築士法にもとづく「建築技術講習会」
平成25年度 第2回 あなたが行う監理のために
～パワーアップ監理力～
7/18　CPD3単位

今回の建築技術講習会は、監理についての
特集です。設計事務所や施工会社としての
監理（さらかん）の要点を解説します。
日時　7月18日（木）　13：25～16：25
会場　大阪府建築健保会館5階
内容　・タイミングを逃さない設計監理手法
　　　・鉄筋コンクリート工事の工事監理
　　　・鉄骨工事の工事監理項目における
　　　 留意点の解説
定員　150名（定員に達し次第締切）
受講料　建築士会会員3,000円、
　　　　一般5,000円（テキスト代含）

木材利用ポイント事業のスタート

林野庁が進める木材利用ポイント事業が7
月1日からスタートします。この事業は国
内産の対象地域材を活用した木造住宅の新
増築や内装・外装の木質化工事等に対して
木材利用ポイントを付与し、地域の農林水
産品等と交換できる事業です。
本会はポイント申請窓口の一つとなり、申請を
取り扱うこととしましたのでお知らせします。
木材利用ポイント事業の詳細は「木材利用ポ
イント事務局のホームページをご覧ください。
http://mokuzai-points.jp/

第33回大阪都市景観建築賞
（愛称：大阪まちなみ賞）推薦募集
7/1 ～ 7/31

周辺環境の向上に資し、かつ、景観上優れ
た建物やまちなみを表彰します。推薦用ハ
ガキもしくは、HPからの電子推薦も受付て
います。自薦もございますので、自薦専用

会員の皆様へ
「応急危険度判定士」資格取得のお願い

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

被災建築物の応急危険度判定養
成講習会
8/21・10/23・12/18・2/19
CPD4 単位

日程　①8月21日（水）　  ②10月23日（水）
　　　③12月18日（水）  ④2月19日（水）
時間　13：30～17：00
会場　大阪府建築健保会館6階ホール
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講資格　大阪府内在住または在勤する一級

建築士、二級建築士、木造建築士
及び建築基準適合判定資格者。

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

平成25年度　建築士定期講習
9/3、11/30　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
受講された方が対象です。なお平成22年
度以前に建築士試験に合格し、本講習を未
受講の方は、平成25年度中に必ず受講し
てください。
■日時・会場
　9/3（火）たかつガーデン
　　定員200名、会場コード5C-52
　11/30（土）たかつガーデン
　　定員200名、会場コード5C-53
　時間　9：40～17：30
■申込締切日
　9/3（火）開催分：7/31（水）申込書必着
　11/30（土）開催分：10/31（木）申込書必着
　※大阪での申込受付は郵送のみです。必
　　ず簡易書留郵便にてご送付ください。
　※定員に達し次第、受付を終了します。
■受講料　12,900円（消費税含）
■申込書配布・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

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

有能で意識の高い建築士の養成を目標に、
実務にも直結した指導を安価な受講料で行い
ます。
■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5階
　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5階
　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5階
　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

平成25年度 既存木造住宅の耐震診
断・改修講習会《一般診断法講習会》
7/26・9/25・10/30・11/27　CPD5単位

平成24年に診断マニュアルの大幅な改訂
があり、最新の診断技術を取得していただ
く講習会です。
日程　①7月26日（金）　  ②9月25日（水）
　　　③10月30日（水）　④11月27日（水）
時間　11：00～16：30
会場　大阪府建築健保会館内
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講料　会員5,000円　会員外9,000円
テキスト代　7,000円（2012年改訂版木造住
　　　　　宅の耐震診断と補強方法）

平成25年度 既存木造住宅の耐震診断・
改修講習会《限界耐力計算講習会》
8/27・12/17　CPD6単位

大阪府マニュアルに基づいて最新の技術を
習得していただく講習会です。
日程　①8月27日（火）　②12月17日（火）
時間　11：00～16：30
会場　大阪府建築健保会館内
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講料　会員6,000円　会員外8,000円
テキスト代　3,500円（大阪府木造住宅の限
　　　　　界耐力計算による耐震診断・耐震
　　　　　改修に関する簡易計算マニュアル）

平成25年度 定時総会 議事録（要約）

日時：平成 25年 5月 29日（水）
　　　14：30 ～ 15：30
会場：ホテル大阪ベイタワー
出席：1,156名（うち、委任状出席1,002名）

岡本会長あいさつ　本年4月1日の公益社
団法人移行を契機に、大阪府内43市町村
を巡り、設立以来60年間のお礼と移行の
ご挨拶をして、今後の本会の諸活動につい
てのご協力をお願いたしました。我々の活
動の中で重要な要素は人と人との関係性だ
と認識しております。本会は多様な会員構
成であり、いろんなジャンルに公益支援が
できることは本会の活動の特長といえると
思います。今年度の重点目標として、公益
目的事業の推進、健全な財政運営、会員増強
方策の実現を掲げております。公益社団法
人として、皆様のご支援のもと、社会から
必要とされる団体として活動して参ります。
岡本議長　議事録署名人は上田茂久氏、西
邦弘氏、田中義久氏を指名して承認された。
▼第1号議案／平成24年度事業報告の承認
運営委員会では、公益社団法人への移行申
請を24年12月に行い、公益認定等委員会
の2回に亘る審査を経て、25年3月19日付
けで認定され、公益社団法人の設立登記を
4月1日付けで完了しました。会員増強PT
は会長の諮問機関として設置され、会員減
少の続く状態を改善すべく増強案を実行し
ます。建築士制度推進委員会では、建築

士試験の受験者数は一・二・木造建築士を
合計して学科で3954名、製図で1700名。
指定登録機関の業務は、一・二・木造建築
士を合計した新規登録申請数は817名。構
造・設備一級建築士の合計した新規登録者
数は34名。制度の普及・促進に向けた取
組みは、写真付建築士免許証明書の義務化
及び5年毎の更新制、CPD制度と連携した
定期講習の改革を連合会に提言していま
す。CPD登録者数は1585名、専攻建築士
登録者数は532名。事業委員会は、建築士
の特性に応じた活動や交流事業を実施しま
した。法定の定期講習は2450名、耐震診
断講習会は1641名の受講者があり、一般
府民を交えた「くらしのエネルギーを考え
る」シンポジウムは211名、建築士会全国
大会「いばらき大会」には本会から46名
が参加しました。建築表彰委員会は、まち
なみ賞・あすなろ賞を実施。建築情報委員
会ではHPの全面リニューアルを図り、ま
た「建築人」ギャラリーによる建築人賞を
実施しました。社会貢献委員会は、8地域
区分による交流活動を図り、建築相談分科
会は約450件の市民相談を受付け、適宜関
係各所に相談員の派遣を行いました。建築
物の耐震化促進業務では、東大阪市と木造
住宅耐震診断員派遣の業務委託を締結。被
災建築物応急危険度判定の支援は有事の際
に本会所属の建築士を派遣できる体制を構
築しました。地域貢献活動助成は3団体。
以上、平成24年度の事業報告について承
認された。

▼第2号議案／平成24年度財務諸表の承認
貸借対照表により、負債及び正味財産合
計87,324,117円。正味財産増減計算書
により、24年度の正味財産は前年度よ
り9,051,855円の資産増の14,424,527
円。収支計算書により、事業活動収入
174,178,293円、同支出158,171,188
円、収支差額16,007,105円。投資活
動収入5 ,932 , 656円、投資活動支出
21,939,249円、収支差額-16,006,593
円。収支全体では、次期繰越金収支差額
512円となる決算を報告し、承認された。
▼第3号議案／平成24年度監査報告の承認
議案書をもとに、適正に執行されたことを
報告し、承認された。
▼第4号議案／平成25年度役員改選の承認
議案書をもとに、改選候補者を採決して承
認された(役員名は本紙6月号に掲載)。
▼第5号議案／平成25年度事業計画の報告
基本目標は①公益社団法人として相応しい
活動、②健全な財務運営が可能な組織体制
と活動、③一般府民への社会貢献活動と
会員建築士増強運動です。運営委員会は運
営・財務全般を担い、建築士試験運営・建
築士登録業務等を所管して活動を行いま
す。研修委員会は、法定の定期講習や一般
研修を担っており、CPD・専攻建築士制
度も運用します。事業委員会は、青年・女
性・シニア・賛助の特性に応じた活動や交
流行事等を実施します。建築表彰委員会
は、まちなみ賞・あすなろ賞、25年度は
大阪建築コンクールも実施します。建築情

報委員会は、建築士及び府民に建築に係る
情報を提供します。社会貢献委員会は、府
民のための建築相談に重点を置き、また耐
震診断業務や応急危険度判定業務など行政
と連携した支援活動等を担っています。公
益社団法人として明確な事業目的をもって
活動することとを説明し、報告議案として
了承された。
▼第6号議案／平成25年度事業予算の報告
入会金収入80名、会費収入の正会員2,830
名、準会員他50名、賛助会員115社を想
定した相当額、及び公益目的事業・収益
目的事業・共益目的事業による事業活動
収入計135,508,000円、各種事業の支出
及び事業・管理費等による事業活動支出
計135,808,000円、事業活動収支差額
-300,000円です。差引額の-30万円は、固
定資産の地域貢献活動基金より補填するこ
とにより、事実上は収支差引0円の事業予
算計画を報告した。【別表G】収支予算の
事業別区分経理の内訳表は、公益目的事
業・収益目的事業・共益目的事業の区別ご
とに直接経費に管理費等を従事割合で配分
したものを加えて収支差額を算出すること
により、公益目的事業はマイナス事業であ
ることが明確になり、それらを補うために
会費等の共益目的事業収入他を充てること
で収支バランスをとっていることが分かる
資料として説明し、報告議案として了承さ
れた。
岡本議長　本日付議された上程全議案が承
認された旨を確認し、定時総会を閉会した。

Administration
行政からのお知らせ

Others
その他のお知らせ

Sponsorship
建築士会からのお知らせ

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

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

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

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

メール info@aba-osakafu.or.jp
HP http：//www.aba-osakafu.or.jp/
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く
あ
り
、
内
部
の
設
備
も
そ
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

不
動
産
業
者
は
、一
般
的
な
取
引
と
し
て
の
土
地
建

物
売
買
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
「
土
壌
汚
染
は
ど
う
で
す
か
？
」
と

問
う
と
、「
少
々
の
こ
と
は
大
丈
夫
で
す
。
皆
さ
ん
現

状
で
建
て
ら
れ
て
、
使
っ
て
い
ま
す
よ
。」
と
実
に
軽
い

返
事
が
返
っ
て
き
ま
す
。
加
え
て
「
気
に
な
る
な
ら
、

調
査
や
届
け
出
を
買
い
主
側
で
進
め
て
く
れ
」
と
。

　

そ
こ
で
、
役
所
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
当
該
工

場
は
指
定
有
害
物
質
使
用
工
場
の
指
定
を
受
け
て
お

り
、
廃
業
時
の
設
備
関
係
の
撤
去
及
び
土
壌
汚
染
の

調
査
は
、
所
有
者
ま
た
は
原
因
者
に
お
い
て
届
け
出
を

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
売
買
に
際
し
て
は
、
売
り
主
と
買
い
主

の
間
で
協
議
す
る
こ
と
が
原
則
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

ど
う
し
て
も
そ
の
土
地
が
気
に
入
っ
た
依
頼
者
の
社

長
は
、
そ
の
条
件
を
の
む
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
の
で
す
が
、

最
終
的
に
は
購
入
を
断
念
さ
れ
、
別
の
不
動
産
業
者

に
新
た
に
土
地
探
し
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

断
念
し
た
理
由
は
、
調
査
費
用
に
約
五
十
万
円
が

必
要
で
あ
り
、
仮
に
土
壌
汚
染
が
あ
っ
た
場
合
の
再
調

査
と
改
良
工
事
の
費
用
は
不
確
定
で
、
見
当
も
つ
か
な

い
。
そ
の
上
、
建
築
可
能
な
ま
で
に
要
す
る
時
間
は
、

半
年
か
ら
一
年
く
ら
い
必
要
と
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
か
ら
で
し
た
。

　

竹
田
さ
ん
は
、「
建
築
を
設
計
し
た
り
、
施
工
し
た

り
す
る
者
に
と
っ
て
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で

踏
み
込
ん
で
い
く
の
か
、
難
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ど
の
立
場
に
あ
っ
て
も
医
療
現
場
と
同
じ
よ
う

に
、
わ
か
っ
た
こ
と
や
気
に
な
る
こ
と
、
危
惧
さ
れ
る
こ

と
な
ど
の
説
明
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
合
意

形
成
、
つ
ま
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
は
不
可

欠
な
も
の
と
感
じ
て
い
ま
す
。」
と
付
け
加
え
ま
し
た
。

　

建
築
に
ま
つ
わ
る
情
報
が
膨
大
に
な
り
、
法
的
に
も

複
雑
に
な
る
中
で
、
建
築
設
計
者
や
施
工
者
は
、
依

頼
者
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
業
務
と
し
て
情
報
の
提
供
を

行
う
べ
き
か
？　

意
外
に
線
引
き
が
難
し
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
不
確
か
な
情
報
の
提
供
や
ち
ょ
っ
と
し
た
見
解

の
違
い
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
々
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
気
を
つ
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

理
事
会
報
告
　
　
　
文
責　

本
会
事
務
局

日
時　

六
月
十
九
日︵
水
︶十
六
時
～
十
七
時
三
十
分

場
所　

本
会
会
議
室

出
席　

理
事
四
〇
名
、
監
事
二
名

︵
１
︶入
退
会
の
承
認

施
工
管
理
技
士
の
Ｃ
Ｐ
Ｄ
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
に

施
工
会
社
か
ら
複
数
の
退
会
者
が
あ
り
、そ
れ
に
対
応
し
て

建
築
Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
研
修
の
活
性
化
と
Ｐ
Ｒ
が
望
ま
れ
た
。

︵
２
︶会
計
報
告

会
員
数
減
少
傾
向
の
中
で
会
費
入
金
時
期
が
通
常
よ
り

早
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。四
月
末
の
当
期
経
常

増
減
額
は
四
〇
、八
六
四
千
円
を
報
告
し
て
承
認
さ
れ
た
。

︵
３
︶会
員
増
強
Ｐ
Ｔ
答
申
書
施
策
の
実
現

各
委
員
会
に
向
け
て
基
本
施
策
を
提
示
し
、委
員
会
に
お
い
て

ア
レ
ン
ジ
は
す
る
も
の
の
会
員
増
強
を
目
指
し
て
実
現
を
図
る
。

︵
４
︶大
阪
ヘ
リ
テ
ー
ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
育
成
講
座

実
行
委
員
会
を
大
阪
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護

課・大
阪
府
登
録
文
化
財
所
有
者
の
会・本
会
の
三

者
で
設
置
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

︵
５
︶派
遣・推
薦
規
程

本
会
会
員
を
行
政
や
他
団
体
等
に
派
遣・推
薦
す
る

際
の
取
扱
い
の
規
程
を
提
案
し
、一
部
修
正
の
う
え
で

同
規
程
を
承
認
し
た
。

︵
６
︶イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
進
捗
報
告

︵
７
︶近
畿
建
築
祭︵
大
阪
会
担
当
︶

平
成
二
十
五
年
十
二
月
七
日︵
土
︶、関
西
大
学
天
六
学
舎
を
式

典
会
場
と
し
て
、周
辺
の
天
神
橋
筋
商
店
街
等
を
紹
介
す
る
。

︵
８
︶林
野
庁
提
唱
の
木
材
利
用
ポ
イ
ン
ト

森
林
資
源
の
利
用
拡
大
を
趣
旨
と
し
て
、国
内
産
木
材

を
活
用
し
た
木
造
住
宅
等
に
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る
。

本
会
に
ポ
イ
ン
ト
申
請
窓
口
を
開
設
し
て
協
力
す
る
。

︵
９
︶応
急
危
険
度
判
定
連
絡
網
の
構
築

理
事
は
判
定
士
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
と
し
、会
員

に
取
得
普
及
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う
。

︵
10
︶既
存
木
造
耐
震
診
断
業
務
の
状
況
報
告

　
　
編
集
後
記筑波

幸
一
郎
・
牧
野
隆
義
・
荒
木
公
樹

　
「
建
築
人
︵
け
ん
ち
く
び
と
︶」
は
今
号
で
六
回

目
を
迎
え
ま
し
た
。
森
忠
一
先
生
は
、
村
野
藤
吾

先
生
の
補
佐
役
と
し
て
人
生
を
全
う
さ
れ
た
建
築

家
で
す
。ま
た
、渡
辺
節
先
生
や
村
野
先
生
と
い
っ

た
方
々
と
と
も
に
大
阪
府
建
築
士
会
の
設
立
発
起

人
の
一
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
ら
れ
、
そ
の
後

は
副
会
長
の
要
職
を
務
め
ら
れ
た
私
た
ち
の
大
先

輩
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
号
で
取

材
を
行
な
っ
た
建
築
家
の
木
原
千
利
さ
ん
か
ら
の

投
げ
か
け
に
よ
り
実
現
い
た
し
ま
し
た
。
森
先
生

は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
の
表
舞
台
に
出
ら
れ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
理
由
は
、

森
先
生
が
村
野
先
生
の
補
佐
役
に
徹
し
て
お
ら
れ

た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
が
、
今
号
で
は
ご
子
息

の
森
忠
彦
さ
ん
と
木
原
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
、
次

世
代
に
森
先
生
の
姿
の
一
端
を
伝
え
る
こ
と
の
で

き
る
貴
重
な
記
事
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。

　

村
野
先
生
と
森
先
生
、
森
先
生
と
木
原
さ
ん
と

の
運
命
的
な
出
会
い
を
通
し
て
、
受
け
継
が
れ
る

も
の
は
、
関
西
し
い
て
は
日
本
の
建
築
に
と
っ
て

は
資
産
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
と
改
め
て
理
解
し

ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
そ
の
資
産
の
上
で
日
々
の

建
築
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
、
心
を
新
た

に
し
ま
し
た
。
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森 忠一邸

　この住まいは、なだらかな丘の中腹に建つ。一見すると何
の変哲もない住まいに見える。建物は道から控え、門から玄
関までは長いアプローチが道と並行して続く。重心を低く抑
えた平屋建ての外観は、周囲に対して声高にその存在を主張
している訳ではない。しかしながら、この地域のまちなみに
とっては、なくてはならない存在であることは確かだ。
　軒庇をくぐり玄関に入ると、家人が客人を丁寧に迎えるこ
とのできる設えとなっている。室内は、視線が水平方向に導
かれ、優しい塗り壁がそれを受け止め、そこにいる人に安心
感を抱かせる。心地良い風の流れも、それが周到な開口の配
置によることに気づいた。また、各室のスケールは抑制が利
き、客人を迎えるには小さすぎず、家人どうしが過ごすには
大きすぎることはなく、森氏の思想と人柄が理解できる。こ
の家を体験するにつれ、「足るを知る」という言葉が想起さ
れた。
　前世紀は、近代にその起源を持つ「個」の価値観が偏重され、
その結果日本のまちなみ・都市空間は混乱の中に陥ったと考
える。「個」を超えて日本人が長い時間をかけて協働しなが
らつくりあげてきた範となる普遍性が、この住まいには宿っ
ていると感じた。この普遍性こそ森忠一氏から木原千利氏に
受け継がれ、木原氏の建築活動の根源となっていることを改
めて理解した。
　関西だけではなく日本の住まいのあるべき姿として、普通
性を高めた結果がこの森忠一邸である。奇をてらわない本質
について、私たち次代を担う人間が探究しなければならない
課題として心に刻まれた貴重な出会いであった。

中澤博史＋荒木公樹
撮影：松村芳治


