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『TOTO通信』が
30周年を
迎えました。

1953年に『東陶ニュース』が社外報としてスタート、
56年にそれを母体として『東陶通信』が創刊しました。

そして94年に『TOTO通信』に改称してから今年で30年たちます。
30年、さまざまな建築の潮流を発信してきましたが、

今号の特集「時の積み重ねをデザインする」と同じように、
この『TOTO通信』自体も時を積み重ねてきたということでもあります。

読者のみなさまと、この取り組みの周年を記念したく、
浦一也さんの人気連載「旅のバスルーム」も特別復活版として掲載。
そしていつもよりボリュームアップした『TOTO通信』を、お楽しみください。
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TOTO News, Cera Trading News, BookNews File

TOTOギャラリー・間で展覧会をします

最新水まわり物語64

最新水まわり物語63

設計／白井晟一　文／藤森照信現代住宅併走57

文／山村 健

魚谷繁礼展
福岡大名ガーデンシティ
敦賀駅
「歓帰荘」
チャールズ・イームズ古写真でみる建築家のアトリエ６ 64
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文・スケッチ／浦 一也

元木大輔

ドットアーキテクツ

中村拓志（客室監修）

齋賀英二郎／
文化財建造物
保存技術協会（当時）

魚谷繁礼

高野洋平＋森田祥子

加藤耕一

ケーススタディ２／郭巨山会所

ケーススタディ１／花重リノベーション

インタビュー
『TOTO通信』が30周年を迎えました。
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表紙／「花重リノベーション」の床の間。　撮影／藤塚光政
編集制作／伏見編集室　デザイン／岡本一宣デザイン事務所
印刷／ゼネラルアサヒ

『TOTO通信』はインターネットでもご覧いただけます。

古いものに
新しいものを「加装」

なんでもない庶民生活の
積層も味わい深い

建築家から建築家へ
渡されたバトン

国宝でも
修復しきらない

新しい部分も
保存対象に

木の履歴を
鉄で継ぐ

建築も、
時の流れに身をまかせ

レ・ザラ・ストラスブール
（フランス・ストラスブール）

https://jp.toto.com/pages/knowledge/useful/tototsushin/
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築は数年、数十年、
あるいは数百年と立ちつづける。

その建築が使われ、
長い時間が経過するなかで、
材料の質感も変わり、
修復を繰り返しながら
改築も増築もなされ、

そこには多くの人々の痕跡が
刻まれていくだろう。

少し前のこと、懐かしい昔のこと、
そしてもはや歴史ともいえる時代のこと。

そうして建築はその時々の
さまざまな事情を乗り越え、

それをほのかに、
時には大胆に一身に携えている。
今は確かめるまでもなく、
リノベーションの時代。
中古とは感じさせない
まったく新しいデザインで
上塗りするものもあるが、

一方でせっかく時を積み重ねてきた
建築の味を隠すのではなく、

それを生かした方法もあるはずだ。
加齢を否定的にとらえてばかりでは

未来がないのだから。
時の積み重ねが表現された
デザインを探りたい。

建
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―
―
既
存
部
は
、
建
築
家
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
時
の
経
過

の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
状
況
、
時
に
は
偶
然
が
生
み
出

し
て
き
た
も
の
の
集
積
だ
と
思
い
ま
す
。
改
修
を
手
が
け
る

建
築
家
は
、
そ
の
既
存
部
の
魅
力
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
　
ぜ
ひ
「
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
残
し
た
」
と

堂
々
と
言
っ
て
ほ
し
い
気
も
し
ま
す
ね
。
文
化
財
だ
か
ら
ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
残
し
た
、
と
い
う
説
明
で

思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
建
築
は
お
も
し
ろ
く
な
り
ま

せ
ん
。
残
す
に
せ
よ
壊
す
に
せ
よ
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
責
任
を
も
っ
て
や
っ
た
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
文
化
財
の
場
合
に
は
建
築
史
研
究
が
背
後
に
あ
る
な
ど
、

残
す
べ
き
も
の
に
一
定
の
理
屈
を
見
出
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
が
、
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
建
築
の
場
合
に
は
、
渾
然
一
体
と
し

た
も
の
を
選
り
分
け
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

加
藤
　
そ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
に
お
け
る
建
築
家
の
重
要
な

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
増
築
を
重
ね
て
建
て

込
ん
で
い
く
よ
う
な
古
い
木
造
で
は
、
地
場
の
大
工
が
注
文

に
応
じ
て
建
て
増
し
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の

時
間
や
素
材
、
構
造
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
新
た
な
魅

力
を
創
出
す
る
の
は
、
建
築
家
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
建
造
物
に
造
詣
の
深

い
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
入
れ
て
、
手
が
か
り
を
得
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
、
あ

る
い
は
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
無
条
件
に
残
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
建
築
家
が
お

も
し
ろ
い
と
判
断
し
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
部
分
に
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
と
し
て
、
古
い
と

こ
ろ
も
自
分
ご
と
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
と
ら
え

る
こ
と
で
、
時
を
積
み
重
ね
た
か
ら
こ
そ
醸
し
出
さ
れ
る
、

豊
か
な
表
現
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

来
に
投
げ
か
け
る
意
気
込
み
を
感
じ
ま
し
た
。

加
藤
　
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
を
引
き
合
い
に
新
旧
の
材
料
を
分
け

る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻

し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
可
逆
性
」
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
本
物
で
、
新
し
い
も
の
は
あ
く

ま
で
仮
設
、
そ
し
て
不
要
に
な
っ
た
ら
壊
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
も
の

は
、
し
ょ
せ
ん
「
点
」
で
し
か
な
く
、
未
来
に
お
い
て

「
線
」と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
新
し
く
つ
く
る
も
の
も
線
と
し

て
保
存
す
る
、
と
い
う
発
想
を
実
現
さ
せ
る
ス
キ
ー
ム
は
、

今
後
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
建
築
が
完
成
し
た
と
き
と
現
在
の
2
点
が
重
要
な
わ
け

で
は
な
く
、
完
成
し
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過

を
重
要
視
す
る
の
が
、
建
築
を
「
線
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
経
過
を
物
理
的
に
は
ど
の

よ
う
に
見
せ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

加
藤
　
時
間
の
痕
跡
を
見
せ
や
す
い
素
材
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
煉
瓦
造
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
時
間
デ

ザ
イ
ン
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
木
造
と
異
な
り
多
少
穴
が

あ
い
て
い
た
り
、
削
れ
て
い
た
り
し
て
い
て
も
、
構
造
的
に

安
定
し
た
状
態
を
保
ち
や
す
い
の
で
、
使
わ
れ
て
い
た
履
歴
、

い
わ
ば
時
間
の
痕
跡
を
残
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

―
―
「
旧
富
岡
製
糸
場
西
置
繭
所（
30
〜
37
ペ
ー
ジ
）」
が

は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
花
重
」
に
は
、
未
来
に
延
び
て
い
く

線
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

―
―
新
旧
の
材
料
の
使
い
分
け
は
「
郭
巨
山
会
所
（
22
〜
29

ペ
ー
ジ
）」で
も
特
徴
的
で
す
。
京
都
の
祇
園
祭
で
巡
行
す
る

築
1
0
0
年
ほ
ど
の
山
鉾
を
保
存
・
運
営
す
る
た
め
の
会
所

を
増
改
築
し
た
も
の
で
す
が
、
鉄
と
本
来
の
架
構
で
あ
る
木

を
独
特
の
発
想
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
構
造
補
強
の
た
め

に
使
う
鉄
骨
の
寸
法
を
既
存
の
木
材
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
寸
法
は
違
え
ど
木
材
に
よ
っ
て
構
造
補
強
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
材
質
や
寸
法
な
ど
を
す
べ
て
既
存
に
合
わ
せ
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
所
の
特
性
に
合
わ
せ
て
部
分
的
に
既
存

に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

加
藤
　
町
家
の
中
が
仄
暗
い
こ
と
も
あ
り
、
材
寸
が
同
じ
で

す
と
鉄
と
木
の
柱
の
区
別
が
見
た
目
に
は
つ
か
な
い
で
す
よ

ね
。
独
立
し
た
柱
も
鉄
と
い
う
大
胆
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
素
材
は
変
え
て
も
ス
ケ
ー
ル
で
操
作
す
る
と
い
う
の

は
、
興
味
深
い
手
法
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
ま
た
未
来
に
延
び
て
い
く
線
と
し
て
も
好
例
で
、
な
ん

と
計
画
段
階
で
こ
れ
か
ら
つ
く
る
予
定
の
増
築
部
分
も
含
め

て
そ
の
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
保

存
建
築
物
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
て
、
地
震
・
火
災
に
対
す
る
法
同
等
以
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
計
画
を
、
建
築
審
査
会
に
通
し
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
自
分
が
付
け
加
え
た
部
分
も
大
切
な
も
の
だ
と
、
自
ら
未

み
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
修
理
や
修
繕
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
い
も
の
に
手
を
加
え
て
更

新
し
、
時
間
を
前
に
進
め
る
行
為
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
文
化
財
的
な
建
築
観
と

で
も
い
う
べ
き
、
時
間
を
巻
き
戻
す
「
修
復
」
と
、
建
築
の

時
間
を
止
め
る
「
保
存
」
と
い
う
手
法
が
登
場
し
ま
す
。
ヴ

ィ
オ
レ
＝
ル
＝
デ
ュ
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
が
、
な

か
ば
廃
墟
と
化
し
て
い
た
数
々
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
当
初
復

原
を
手
が
け
、
時
を
巻
き
戻
す
か
の
よ
う
な
文
化
財
的
価
値

を
重
ん
じ
る
見
方
が
広
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
一
方
、
同
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
建

物
の
栄
光
は
経
年
（A

ge

）
に
存
在
す
る
と
断
言
し
て
、
廃

墟
の
美
学
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
リ
ー
グ
ル
が
「
歴
史
的
価
値
」
と
「
経
年
価

値
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
そ
の
経
年
価
値
の
考
え
方
は
、
な
か
な
か
日
本
の
建
築

で
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

加
藤
　
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
の
石
造
り
の
文
化
と
、
日
本

の
木
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
り
の

廃
墟
と
異
な
り
、
湿
度
の
高
い
日
本
で
木
の
建
築
を
放
っ
て

お
く
と
朽
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
塗
装
を
き
ち
ん
と

や
り
直
さ
な
い
と
、
水
や
虫
害
か
ら
建
物
を
守
れ
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
も
近
代
以
前
の
修
理
に
お
い
て
時
間
を
巻
き
戻
す

当
初
復
原
の
手
法
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
代
の
日
本
に
お
け
る
修
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
復
の
影
響

を
受
け
ま
し
た
。
日
本
で
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
近
代
的

な
修
理
工
事
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
1
8
9
7
（
明
治

30
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
で
す
よ
ね
。
そ

の
成
立
に
は
日
本
独
特
の
木
造
文
化
と
い
う
背
景
も
あ
り
、

―
―
今
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

中
古
住
宅
の
市
場
で
は
、
古
い
建
物
を
い
か
に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
新
築
神
話
が
い
ま
だ
に

根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
一
方
で
文
化
財

の
世
界
で
は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
姿
に
戻
す
「
当
初
復

原
」
が
長
年
に
わ
た
り
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
に
は
せ
ず
、
か
と

い
っ
て
当
初
の
原
形
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
、
建
物
が
積

み
重
ね
て
き
た
時
間
を
表
現
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
手
法
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

加
藤
　
そ
れ
は
ま
さ
に
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
特

集
に
つ
い
て
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
美
術
史
家
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
著
書
『
現
代
の
記
念

物
崇
拝
―
―
そ
の
特
質
と
起
源
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
を

読
み
返
し
ま
し
た
。

　
1
9
0
3
年
に
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
現
在
の
文
化
財
保

護
の
考
え
の
根
本
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー
グ
ル
は
「
記

念
物
崇
拝
に
お
け
る
記
憶
の
価
値
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
章

で
、「
経
年
価
値（A

ge Value

）」と「
歴
史
的
価
値（H

istorical 
V
alue

）」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。「
経
年
価
値
」
は

本
特
集
で
位
置
づ
け
て
い
る
「
時
の
積
み
重
ね
」
で
、「
歴
史

的
価
値
」
は
瞬
間
の
価
値
―
―
古
い
建
物
が
新
築
さ
れ
た
と

き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
様
式
で
建
て
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
の
見
方
で
す
ね
。

　
建
物
の
保
存
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
世
は
再
利

用
的
な
建
築
観
が
主
流
で
、
近
世
は
再
開
発
的
な
建
築
観
が

　
今
、
お
話
を
し
て
い
る
「
花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
14
〜

21
ペ
ー
ジ
）」
も
そ
の
好
例
で
す
ね
。
直
し
て
残
す
も
の
と

取
り
去
る
も
の
、
そ
し
て
新
し
く
加
え
る
も
の
が
横
溢
し
な

が
ら
刺
激
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

―
―
「
花
重
」
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
に
東
京
・
谷
中

で
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
は
事
業
拡
大
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
築
を
重

ね
、
江
戸
長
屋
、
明
治
棟
、
つ
な
ぎ
棟
、
戦
前
棟
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
建
物
が
並
び
立
ち
、
ま
さ
に
時
の
積
み
重
ね
を
体
現

し
た
複
合
体
で
す
。

　
今
回
さ
ら
に
カ
フ
ェ
を
併
設
し
て
、
街
に
開
く
場
所
と
し

て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物
に
新
設
の
鉄

骨
フ
レ
ー
ム
を
付
加
し
て
テ
ラ
ス
と
階
段
を
組
み
上
げ
て
い

ま
す
。

加
藤
　
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
溶
接
で
は
な
く
木
造
の
仕
口
・
継

手
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
の
が
構
築
方
法
的
に
も
ユ
ニ
ー

ク
で
す
し
、
将
来
的
な
変
化
を
許
容
し
や
す
い
の
も
印
象
深

い
で
す
ね
。
も
し
将
来
、
本
当
に
組
み
替
え
ら
れ
た
ら
、
再

利
用
さ
れ
た
古
い
木
材
の
よ
う
に
ホ
ゾ
穴
が
あ
い
た
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
も
ぜ
ひ
見
た
い
で
す
。

　
新
旧
の
対
比
で
は
、
新
し
く
加
え
た
も
の
が
瞬
間
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
味
気
な
い
時
の
重
ね
方
を
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉄
を
ク

リ
ア
塗
装
に
し
て
、
錆
に
よ
る
味
わ
い
が
時
間
の
積
み
重
ね

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
今
後
、
長
い
時
間
の
な
か
で
、
新

旧
部
分
は
同
じ
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
の
歴
史
は
様
式
や
形
態
に
基
づ
く
「
点
」
で
は
な
く
、

長
く
持
続
す
る
時
間
を
内
包
す
る
「
線
」
で
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
も
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
「
線
」
で
も
、
最
先
端
が
「
点
」
で

「
経
年
価
値
」で
は
な
く
「
歴
史
的
価
値
」
の
方
向
に
進
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
結
果
と
し
て
、

日
本
の
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
考
え
が
「
当
初
復
原
」
に

寄
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
「
経
年
価
値
」
を
無
視
し
た
「
歴
史
的
価
値
」
へ

の
偏
重
は
、
極
端
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
を
も
た
ら
し
て
き
ま

し
た
。
部
分
的
に
残
っ
た
当
初
材
料
に
ま
で「
歴
史
的
価
値
」

が
適
用
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
素
材
の
「
経
年
価
値
」
に

目
を
向
け
る
と
、
建
物
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
時
間
の
可

能
性
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
古
い
建
物
を
改
修
す
る
場
に
直
面
し
た
と
き
に
、

新
し
い
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
の
扱
い
に
頭
を
悩
ま
す
と
思
い
ま
す
。
新
旧
を
対
比
的
に

扱
う
の
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
じ
ま
せ
る
の
か
。

加
藤
　
少
し
前
ま
で
は
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
も
文
化
財
の
存

在
が
あ
り
、
1
9
6
4
年
に
制
定
さ
れ
て
、
国
際
的
な
文
化

財
保
存
の
基
本
的
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲

章
」
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
古
い
も
の
は
古
く
、
新
し
い

も
の
は
新
し
く
見
せ
て
差
異
を
つ
け
、
後
世
に
付
け
加
え
た

も
の
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
く
見
せ
る

こ
と
が
虚
偽
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
今
、
建
築
家
は
そ
こ
か
ら
も

自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
全
面
的
に
刷
新
し

て
い
ま
す
。
建
築
家
は
悩
ま
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
　
相
当
、
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

滞
在
者
や
運
営
サ
イ
ド
な
ど
、
こ
の
建
築
を
使
う
人
た
ち
に

と
っ
て
喜
ば
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
な
ら
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

―
―
佳
水
園
で
は
、
庭
園
を
近
代
造
園
の
先
覚
者
と
し
て
知

ら
れ
る
七
代
目
・
小
川
治
兵
衛
の
長
男
で
あ
る
白
楊
が
手
が

け
、
村
野
も
庭
を
参
照
し
な
が
ら
設
計
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

庭
が
あ
り
、
数
寄
屋
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の

建
築
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
上
の
句
を
受
け
て
下
の

句
が
詠
ま
れ
る
連
歌
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
時
間
の
積
み
重

な
り
方
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
　
そ
う
で
す
ね
。
私
自
身
は
最
近
、
こ
う
し
た
内
装
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
時
間
の
積
み
重
ね
方
を
考
え

る
う
え
で
、「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
掘
り
下
げ

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
単
に
お
金
を
か
け
た
意
匠

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
を
使
っ
て
い
る
人
に
素

材
な
り
手
触
り
な
り
、
心
に
響
く
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
れ

ば
一
般
の
人
に
も
愛
さ
れ
る
建
築
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
も
の
を
装
飾
的
に
も

経
済
的
に
も
批
判
し
て
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
質
の

よ
い
建
築
を
目
指
す
べ
く
、
抽
象
的
な
空
間
設
計
に
舵
を
切

り
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か
。
そ
の
価
値

観
の
な
か
で
は
、
時
を
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
魅
力
を
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
使
う
人
た
ち
が
喜
び
を
も

っ
て
、
時
の
積
み
重
ね
に
接
近
す
る
と
き
に
抱
く
感
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
呼
び
う
る

1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
に
つ
く
ら
れ
た
木
骨
煉
瓦
造
の
建

物
で
す
。
近
代
建
築
、
し
か
も
国
宝
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

加
藤
　
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
多

用
し
て
堂
々
と
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
こ
と
に
素
朴
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
復
原
を
せ
ず
に
、
使
わ
れ
て

い
た
履
歴
を
重
視
し
て
残
し
て
い
ま
す
ね
。
落
書
き
や
貼
り

紙
の
類
い
は
も
ち
ろ
ん
、
天
井
の
漆
喰
が
剝
落
し
た
跡
も
塗

り
直
さ
ず
に
、
観
光
客
の
た
め
に
網
ま
で
張
っ
て
い
ま
す
。

近
代
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
工
場
と
し
て
は
器
と
な
る
建
築
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

行
わ
れ
た
近
代
黎
明
期
か
ら
続
く
人
々
の
労
働
を
見
せ
た
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
人
の
営
み
の
跡
を
残
す
こ
と
に
も
説
得
力

が
あ
り
ま
す
ね
。
文
化
財
で
も
当
初
復
原
を
し
な
い
こ
と
が

魅
力
的
な
建
築
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
一
例
に
な
り
そ

う
で
す
。

加
藤
　
文
化
財
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代
の
建
築
家
が
手

が
け
た
著
名
な
建
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
尊
ぶ
」
と
い
う
文
化
財
的
な
発
想
が
根
強
い
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
「
佳
水
園
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
（
38
〜
45

ペ
ー
ジ
）」
は
、
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
に
建
築
家
・
村

野
藤
吾
が
設
計
し
た
数
寄
屋
風
ホ
テ
ル
で
、
代
表
作
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
装
は
傷
み
も
あ
り
、
村
野
藤
吾

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
を
損
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

―
―
土
壁
の
竹
小
舞
が
謎
の
ボ
ー
ド
で
補
強
さ
れ
て
い
た
り
、

さ
ら
に
新
聞
紙
で
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
混

沌
と
し
た
時
間
の
積
み
重
ね
の
痕
跡
に
建
築
家
も
好
意
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
観
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
触
れ
ず
、

モ
ル
タ
ル
の
端
が
欠
け
て
い
た
り
室
外
機
に
巻
き
付
い
た
枯

れ
た
蔦
も
そ
の
ま
ま
に
。
物
と
人
が
絡
み
あ
っ
て
き
た
関
係

性
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

加
藤
　
た
だ
一
方
で
、「
千
鳥
文
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
営

み
の
痕
跡
は
魅
力
的
で
す
が
、
そ
う
し
た
魅
力
あ
る
痕
跡
が

す
べ
て
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
手
が

か
り
を
見
出
し
に
く
い
建
物
を
手
が
け
る
と
き
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
法
が
と
れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
「
ス
キ
マ 

大
阪
（
54
〜
61
ペ
ー
ジ
）」
は
、
取
り
壊
し
を

免
れ
た
築
60
年
ほ
ど
の
木
造
平
屋
を
靴
の
シ
ョ
ッ
プ
に
活
用

し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
平
屋
の
ス
ケ
ル
ト
ン
は
な
ん
と
な
く
い

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
用
合
板
で
割
と
ぶ
っ
き
ら

ぼ
う
に
補
強
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
既
存
の
状
態
に

手
を
加
え
ず
に
レ
イ
ヤ
ー
を
足
し
て
い
く
「
加
装
」
と
い
う

手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
　
も
と
の
状
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
で
す
ね
。

―
―
建
築
家
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
白
い
棚
を
取
り
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
硬
化
す
る
塗
料

を
使
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
垂
れ
る
塗
料
が
「
つ
ら
ら
」
の

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

加
藤
　
現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
操
作
で
す
ね
。
人
の
営
み
の

痕
跡
と
は
、
ま
た
異
な
る
時
間
の
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
　
素
材
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
、

単
に
物
質
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
物
と
人
の
関
係
性
を
含

ん
だ
よ
う
な
意
味
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
時

間
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
人
が
使
っ
て
き
た
痕

跡
も
物
質
に
刻
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

―
―
そ
の
点
で
い
え
ば
、
人
の
営
み
の
痕
跡
を
如
実
に
生
か

し
た
の
が
「
千
鳥
文
化（
46
〜
53
ペ
ー
ジ
）」
で
、
痕
跡
だ
ら

け
の
築
60
年
ほ
ど
の
住
宅
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
文
化
財
的
な
建
築
の
話
で
し
た
が
、
こ
う

し
た
町
場
の
無
名
な
建
物
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

加
藤
　
こ
の
建
築
を
歴
史
的
価
値
や
芸
術
的
価
値
で
説
明
で

き
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
語
る
こ
と
自
体
が
違
う
、
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　
せ
っ
か
く
残
っ
て
き
た
も
の
を
現
代
の
建
築
家
が
こ
れ
ほ

ど
楽
し
そ
う
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

時
間
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
な
あ
、

と
率
直
に
思
わ
さ
れ
ま
す
。
新
築
で
は
出
せ
な
い
時
間
の
魅

力
が
随
所
に
表
れ
て
い
て
。
残
す
と
い
う
行
為
を
と
っ
て
も

「
保
存
」で
は
な
く
「
継
承
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
保
存
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の

直
し
て
残
す
も
の
取
り
去
る
も
の

新
し
く
加
え
る
も
の
を
吟
味
す
る

老
舗
花
屋
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
。８
棟
あ

っ
た
既
存
建
物
を
４
棟
に
整
理
し
改

修
。花
屋
の
裏
に
カ
フェ
を
加
え
、そ
の

隣
に
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
組
み
上
げ
外
部

テ
ラ
ス
を
設
け
た
。

花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

郭
巨
山
会
所

開
発
が
進
む
京
都
の
中
心
地
、四
条

通
沿
い
に
残
る
祇
園
祭
の
た
め
の
会
所

の
増
改
築
。既
存
の
母
屋
を
鉄
骨
で
補

強
し
つつ
、蔵
と
の
あ
い
だ
に
屋
根
を
わ

た
し
て
増
床
し
た
。

建
築
も
歳
を
と
る
こ
と
で

価
値
を
増
す

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
①

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
②
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―
―
既
存
部
は
、
建
築
家
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
時
の
経
過

の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
状
況
、
時
に
は
偶
然
が
生
み
出

し
て
き
た
も
の
の
集
積
だ
と
思
い
ま
す
。
改
修
を
手
が
け
る

建
築
家
は
、
そ
の
既
存
部
の
魅
力
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
　
ぜ
ひ
「
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
残
し
た
」
と

堂
々
と
言
っ
て
ほ
し
い
気
も
し
ま
す
ね
。
文
化
財
だ
か
ら
ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
残
し
た
、
と
い
う
説
明
で

思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
建
築
は
お
も
し
ろ
く
な
り
ま

せ
ん
。
残
す
に
せ
よ
壊
す
に
せ
よ
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
責
任
を
も
っ
て
や
っ
た
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
文
化
財
の
場
合
に
は
建
築
史
研
究
が
背
後
に
あ
る
な
ど
、

残
す
べ
き
も
の
に
一
定
の
理
屈
を
見
出
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
が
、
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
建
築
の
場
合
に
は
、
渾
然
一
体
と
し

た
も
の
を
選
り
分
け
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

加
藤
　
そ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
に
お
け
る
建
築
家
の
重
要
な

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
増
築
を
重
ね
て
建
て

込
ん
で
い
く
よ
う
な
古
い
木
造
で
は
、
地
場
の
大
工
が
注
文

に
応
じ
て
建
て
増
し
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の

時
間
や
素
材
、
構
造
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
新
た
な
魅

力
を
創
出
す
る
の
は
、
建
築
家
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
建
造
物
に
造
詣
の
深

い
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
入
れ
て
、
手
が
か
り
を
得
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
、
あ

る
い
は
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
無
条
件
に
残
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
建
築
家
が
お

も
し
ろ
い
と
判
断
し
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
部
分
に
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
と
し
て
、
古
い
と

こ
ろ
も
自
分
ご
と
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
と
ら
え

る
こ
と
で
、
時
を
積
み
重
ね
た
か
ら
こ
そ
醸
し
出
さ
れ
る
、

豊
か
な
表
現
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

来
に
投
げ
か
け
る
意
気
込
み
を
感
じ
ま
し
た
。

加
藤
　
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
を
引
き
合
い
に
新
旧
の
材
料
を
分
け

る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻

し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
可
逆
性
」
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
本
物
で
、
新
し
い
も
の
は
あ
く

ま
で
仮
設
、
そ
し
て
不
要
に
な
っ
た
ら
壊
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
も
の

は
、
し
ょ
せ
ん
「
点
」
で
し
か
な
く
、
未
来
に
お
い
て

「
線
」と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
新
し
く
つ
く
る
も
の
も
線
と
し

て
保
存
す
る
、
と
い
う
発
想
を
実
現
さ
せ
る
ス
キ
ー
ム
は
、

今
後
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
建
築
が
完
成
し
た
と
き
と
現
在
の
2
点
が
重
要
な
わ
け

で
は
な
く
、
完
成
し
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過

を
重
要
視
す
る
の
が
、
建
築
を
「
線
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
経
過
を
物
理
的
に
は
ど
の

よ
う
に
見
せ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

加
藤
　
時
間
の
痕
跡
を
見
せ
や
す
い
素
材
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
煉
瓦
造
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
時
間
デ

ザ
イ
ン
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
木
造
と
異
な
り
多
少
穴
が

あ
い
て
い
た
り
、
削
れ
て
い
た
り
し
て
い
て
も
、
構
造
的
に

安
定
し
た
状
態
を
保
ち
や
す
い
の
で
、
使
わ
れ
て
い
た
履
歴
、

い
わ
ば
時
間
の
痕
跡
を
残
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

―
―
「
旧
富
岡
製
糸
場
西
置
繭
所（
30
〜
37
ペ
ー
ジ
）」
が

は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
花
重
」
に
は
、
未
来
に
延
び
て
い
く

線
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

―
―
新
旧
の
材
料
の
使
い
分
け
は
「
郭
巨
山
会
所
（
22
〜
29

ペ
ー
ジ
）」で
も
特
徴
的
で
す
。
京
都
の
祇
園
祭
で
巡
行
す
る

築
1
0
0
年
ほ
ど
の
山
鉾
を
保
存
・
運
営
す
る
た
め
の
会
所

を
増
改
築
し
た
も
の
で
す
が
、
鉄
と
本
来
の
架
構
で
あ
る
木

を
独
特
の
発
想
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
構
造
補
強
の
た
め

に
使
う
鉄
骨
の
寸
法
を
既
存
の
木
材
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
寸
法
は
違
え
ど
木
材
に
よ
っ
て
構
造
補
強
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
材
質
や
寸
法
な
ど
を
す
べ
て
既
存
に
合
わ
せ
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
所
の
特
性
に
合
わ
せ
て
部
分
的
に
既
存

に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

加
藤
　
町
家
の
中
が
仄
暗
い
こ
と
も
あ
り
、
材
寸
が
同
じ
で

す
と
鉄
と
木
の
柱
の
区
別
が
見
た
目
に
は
つ
か
な
い
で
す
よ

ね
。
独
立
し
た
柱
も
鉄
と
い
う
大
胆
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
素
材
は
変
え
て
も
ス
ケ
ー
ル
で
操
作
す
る
と
い
う
の

は
、
興
味
深
い
手
法
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
ま
た
未
来
に
延
び
て
い
く
線
と
し
て
も
好
例
で
、
な
ん

と
計
画
段
階
で
こ
れ
か
ら
つ
く
る
予
定
の
増
築
部
分
も
含
め

て
そ
の
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
保

存
建
築
物
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
て
、
地
震
・
火
災
に
対
す
る
法
同
等
以
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
計
画
を
、
建
築
審
査
会
に
通
し
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
自
分
が
付
け
加
え
た
部
分
も
大
切
な
も
の
だ
と
、
自
ら
未

み
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
修
理
や
修
繕
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
い
も
の
に
手
を
加
え
て
更

新
し
、
時
間
を
前
に
進
め
る
行
為
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
文
化
財
的
な
建
築
観
と

で
も
い
う
べ
き
、
時
間
を
巻
き
戻
す
「
修
復
」
と
、
建
築
の

時
間
を
止
め
る
「
保
存
」
と
い
う
手
法
が
登
場
し
ま
す
。
ヴ

ィ
オ
レ
＝
ル
＝
デ
ュ
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
が
、
な

か
ば
廃
墟
と
化
し
て
い
た
数
々
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
当
初
復

原
を
手
が
け
、
時
を
巻
き
戻
す
か
の
よ
う
な
文
化
財
的
価
値

を
重
ん
じ
る
見
方
が
広
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
一
方
、
同
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
建

物
の
栄
光
は
経
年
（A

ge

）
に
存
在
す
る
と
断
言
し
て
、
廃

墟
の
美
学
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
リ
ー
グ
ル
が
「
歴
史
的
価
値
」
と
「
経
年
価

値
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
そ
の
経
年
価
値
の
考
え
方
は
、
な
か
な
か
日
本
の
建
築

で
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

加
藤
　
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
の
石
造
り
の
文
化
と
、
日
本

の
木
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
り
の

廃
墟
と
異
な
り
、
湿
度
の
高
い
日
本
で
木
の
建
築
を
放
っ
て

お
く
と
朽
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
塗
装
を
き
ち
ん
と

や
り
直
さ
な
い
と
、
水
や
虫
害
か
ら
建
物
を
守
れ
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
も
近
代
以
前
の
修
理
に
お
い
て
時
間
を
巻
き
戻
す

当
初
復
原
の
手
法
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
代
の
日
本
に
お
け
る
修
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
復
の
影
響

を
受
け
ま
し
た
。
日
本
で
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
近
代
的

な
修
理
工
事
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
1
8
9
7
（
明
治

30
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
で
す
よ
ね
。
そ

の
成
立
に
は
日
本
独
特
の
木
造
文
化
と
い
う
背
景
も
あ
り
、

―
―
今
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

中
古
住
宅
の
市
場
で
は
、
古
い
建
物
を
い
か
に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
新
築
神
話
が
い
ま
だ
に

根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
一
方
で
文
化
財

の
世
界
で
は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
姿
に
戻
す
「
当
初
復

原
」
が
長
年
に
わ
た
り
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
に
は
せ
ず
、
か
と

い
っ
て
当
初
の
原
形
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
、
建
物
が
積

み
重
ね
て
き
た
時
間
を
表
現
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
手
法
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

加
藤
　
そ
れ
は
ま
さ
に
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
特

集
に
つ
い
て
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
美
術
史
家
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
著
書
『
現
代
の
記
念

物
崇
拝
―
―
そ
の
特
質
と
起
源
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
を

読
み
返
し
ま
し
た
。

　
1
9
0
3
年
に
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
現
在
の
文
化
財
保

護
の
考
え
の
根
本
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー
グ
ル
は
「
記

念
物
崇
拝
に
お
け
る
記
憶
の
価
値
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
章

で
、「
経
年
価
値（A

ge Value

）」と「
歴
史
的
価
値（H

istorical 
V
alue

）」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。「
経
年
価
値
」
は

本
特
集
で
位
置
づ
け
て
い
る
「
時
の
積
み
重
ね
」
で
、「
歴
史

的
価
値
」
は
瞬
間
の
価
値
―
―
古
い
建
物
が
新
築
さ
れ
た
と

き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
様
式
で
建
て
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
の
見
方
で
す
ね
。

　
建
物
の
保
存
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
世
は
再
利

用
的
な
建
築
観
が
主
流
で
、
近
世
は
再
開
発
的
な
建
築
観
が

　
今
、
お
話
を
し
て
い
る
「
花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
14
〜

21
ペ
ー
ジ
）」
も
そ
の
好
例
で
す
ね
。
直
し
て
残
す
も
の
と

取
り
去
る
も
の
、
そ
し
て
新
し
く
加
え
る
も
の
が
横
溢
し
な

が
ら
刺
激
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

―
―
「
花
重
」
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
に
東
京
・
谷
中

で
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
は
事
業
拡
大
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
築
を
重

ね
、
江
戸
長
屋
、
明
治
棟
、
つ
な
ぎ
棟
、
戦
前
棟
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
建
物
が
並
び
立
ち
、
ま
さ
に
時
の
積
み
重
ね
を
体
現

し
た
複
合
体
で
す
。

　
今
回
さ
ら
に
カ
フ
ェ
を
併
設
し
て
、
街
に
開
く
場
所
と
し

て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物
に
新
設
の
鉄

骨
フ
レ
ー
ム
を
付
加
し
て
テ
ラ
ス
と
階
段
を
組
み
上
げ
て
い

ま
す
。

加
藤
　
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
溶
接
で
は
な
く
木
造
の
仕
口
・
継

手
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
の
が
構
築
方
法
的
に
も
ユ
ニ
ー

ク
で
す
し
、
将
来
的
な
変
化
を
許
容
し
や
す
い
の
も
印
象
深

い
で
す
ね
。
も
し
将
来
、
本
当
に
組
み
替
え
ら
れ
た
ら
、
再

利
用
さ
れ
た
古
い
木
材
の
よ
う
に
ホ
ゾ
穴
が
あ
い
た
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
も
ぜ
ひ
見
た
い
で
す
。

　
新
旧
の
対
比
で
は
、
新
し
く
加
え
た
も
の
が
瞬
間
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
味
気
な
い
時
の
重
ね
方
を
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉄
を
ク

リ
ア
塗
装
に
し
て
、
錆
に
よ
る
味
わ
い
が
時
間
の
積
み
重
ね

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
今
後
、
長
い
時
間
の
な
か
で
、
新

旧
部
分
は
同
じ
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
の
歴
史
は
様
式
や
形
態
に
基
づ
く
「
点
」
で
は
な
く
、

長
く
持
続
す
る
時
間
を
内
包
す
る
「
線
」
で
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
も
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
「
線
」
で
も
、
最
先
端
が
「
点
」
で

「
経
年
価
値
」で
は
な
く
「
歴
史
的
価
値
」
の
方
向
に
進
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
結
果
と
し
て
、

日
本
の
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
考
え
が
「
当
初
復
原
」
に

寄
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
「
経
年
価
値
」
を
無
視
し
た
「
歴
史
的
価
値
」
へ

の
偏
重
は
、
極
端
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
を
も
た
ら
し
て
き
ま

し
た
。
部
分
的
に
残
っ
た
当
初
材
料
に
ま
で「
歴
史
的
価
値
」

が
適
用
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
素
材
の
「
経
年
価
値
」
に

目
を
向
け
る
と
、
建
物
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
時
間
の
可

能
性
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
古
い
建
物
を
改
修
す
る
場
に
直
面
し
た
と
き
に
、

新
し
い
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
の
扱
い
に
頭
を
悩
ま
す
と
思
い
ま
す
。
新
旧
を
対
比
的
に

扱
う
の
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
じ
ま
せ
る
の
か
。

加
藤
　
少
し
前
ま
で
は
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
も
文
化
財
の
存

在
が
あ
り
、
1
9
6
4
年
に
制
定
さ
れ
て
、
国
際
的
な
文
化

財
保
存
の
基
本
的
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲

章
」
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
古
い
も
の
は
古
く
、
新
し
い

も
の
は
新
し
く
見
せ
て
差
異
を
つ
け
、
後
世
に
付
け
加
え
た

も
の
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
く
見
せ
る

こ
と
が
虚
偽
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
今
、
建
築
家
は
そ
こ
か
ら
も

自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
全
面
的
に
刷
新
し

て
い
ま
す
。
建
築
家
は
悩
ま
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
　
相
当
、
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

滞
在
者
や
運
営
サ
イ
ド
な
ど
、
こ
の
建
築
を
使
う
人
た
ち
に

と
っ
て
喜
ば
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
な
ら
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

―
―
佳
水
園
で
は
、
庭
園
を
近
代
造
園
の
先
覚
者
と
し
て
知

ら
れ
る
七
代
目
・
小
川
治
兵
衛
の
長
男
で
あ
る
白
楊
が
手
が

け
、
村
野
も
庭
を
参
照
し
な
が
ら
設
計
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

庭
が
あ
り
、
数
寄
屋
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の

建
築
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
上
の
句
を
受
け
て
下
の

句
が
詠
ま
れ
る
連
歌
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
時
間
の
積
み
重

な
り
方
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
　
そ
う
で
す
ね
。
私
自
身
は
最
近
、
こ
う
し
た
内
装
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
時
間
の
積
み
重
ね
方
を
考
え

る
う
え
で
、「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
掘
り
下
げ

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
単
に
お
金
を
か
け
た
意
匠

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
を
使
っ
て
い
る
人
に
素

材
な
り
手
触
り
な
り
、
心
に
響
く
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
れ

ば
一
般
の
人
に
も
愛
さ
れ
る
建
築
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
も
の
を
装
飾
的
に
も

経
済
的
に
も
批
判
し
て
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
質
の

よ
い
建
築
を
目
指
す
べ
く
、
抽
象
的
な
空
間
設
計
に
舵
を
切

り
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か
。
そ
の
価
値

観
の
な
か
で
は
、
時
を
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
魅
力
を
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
使
う
人
た
ち
が
喜
び
を
も

っ
て
、
時
の
積
み
重
ね
に
接
近
す
る
と
き
に
抱
く
感
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
呼
び
う
る

1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
に
つ
く
ら
れ
た
木
骨
煉
瓦
造
の
建

物
で
す
。
近
代
建
築
、
し
か
も
国
宝
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

加
藤
　
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
多

用
し
て
堂
々
と
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
こ
と
に
素
朴
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
復
原
を
せ
ず
に
、
使
わ
れ
て

い
た
履
歴
を
重
視
し
て
残
し
て
い
ま
す
ね
。
落
書
き
や
貼
り

紙
の
類
い
は
も
ち
ろ
ん
、
天
井
の
漆
喰
が
剝
落
し
た
跡
も
塗

り
直
さ
ず
に
、
観
光
客
の
た
め
に
網
ま
で
張
っ
て
い
ま
す
。

近
代
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
工
場
と
し
て
は
器
と
な
る
建
築
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

行
わ
れ
た
近
代
黎
明
期
か
ら
続
く
人
々
の
労
働
を
見
せ
た
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
人
の
営
み
の
跡
を
残
す
こ
と
に
も
説
得
力

が
あ
り
ま
す
ね
。
文
化
財
で
も
当
初
復
原
を
し
な
い
こ
と
が

魅
力
的
な
建
築
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
一
例
に
な
り
そ

う
で
す
。

加
藤
　
文
化
財
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代
の
建
築
家
が
手

が
け
た
著
名
な
建
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
尊
ぶ
」
と
い
う
文
化
財
的
な
発
想
が
根
強
い
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
「
佳
水
園
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
（
38
〜
45

ペ
ー
ジ
）」
は
、
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
に
建
築
家
・
村

野
藤
吾
が
設
計
し
た
数
寄
屋
風
ホ
テ
ル
で
、
代
表
作
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
装
は
傷
み
も
あ
り
、
村
野
藤
吾

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
を
損
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

―
―
土
壁
の
竹
小
舞
が
謎
の
ボ
ー
ド
で
補
強
さ
れ
て
い
た
り
、

さ
ら
に
新
聞
紙
で
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
混

沌
と
し
た
時
間
の
積
み
重
ね
の
痕
跡
に
建
築
家
も
好
意
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
観
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
触
れ
ず
、

モ
ル
タ
ル
の
端
が
欠
け
て
い
た
り
室
外
機
に
巻
き
付
い
た
枯

れ
た
蔦
も
そ
の
ま
ま
に
。
物
と
人
が
絡
み
あ
っ
て
き
た
関
係

性
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

加
藤
　
た
だ
一
方
で
、「
千
鳥
文
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
営

み
の
痕
跡
は
魅
力
的
で
す
が
、
そ
う
し
た
魅
力
あ
る
痕
跡
が

す
べ
て
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
手
が

か
り
を
見
出
し
に
く
い
建
物
を
手
が
け
る
と
き
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
法
が
と
れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
「
ス
キ
マ 

大
阪
（
54
〜
61
ペ
ー
ジ
）」
は
、
取
り
壊
し
を

免
れ
た
築
60
年
ほ
ど
の
木
造
平
屋
を
靴
の
シ
ョ
ッ
プ
に
活
用

し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
平
屋
の
ス
ケ
ル
ト
ン
は
な
ん
と
な
く
い

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
用
合
板
で
割
と
ぶ
っ
き
ら

ぼ
う
に
補
強
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
既
存
の
状
態
に

手
を
加
え
ず
に
レ
イ
ヤ
ー
を
足
し
て
い
く
「
加
装
」
と
い
う

手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
　
も
と
の
状
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
で
す
ね
。

―
―
建
築
家
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
白
い
棚
を
取
り
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
硬
化
す
る
塗
料

を
使
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
垂
れ
る
塗
料
が
「
つ
ら
ら
」
の

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

加
藤
　
現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
操
作
で
す
ね
。
人
の
営
み
の

痕
跡
と
は
、
ま
た
異
な
る
時
間
の
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
　
素
材
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
、

単
に
物
質
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
物
と
人
の
関
係
性
を
含

ん
だ
よ
う
な
意
味
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
時

間
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
人
が
使
っ
て
き
た
痕

跡
も
物
質
に
刻
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

―
―
そ
の
点
で
い
え
ば
、
人
の
営
み
の
痕
跡
を
如
実
に
生
か

し
た
の
が
「
千
鳥
文
化（
46
〜
53
ペ
ー
ジ
）」
で
、
痕
跡
だ
ら

け
の
築
60
年
ほ
ど
の
住
宅
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
文
化
財
的
な
建
築
の
話
で
し
た
が
、
こ
う

し
た
町
場
の
無
名
な
建
物
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

加
藤
　
こ
の
建
築
を
歴
史
的
価
値
や
芸
術
的
価
値
で
説
明
で

き
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
語
る
こ
と
自
体
が
違
う
、
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　
せ
っ
か
く
残
っ
て
き
た
も
の
を
現
代
の
建
築
家
が
こ
れ
ほ

ど
楽
し
そ
う
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

時
間
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
な
あ
、

と
率
直
に
思
わ
さ
れ
ま
す
。
新
築
で
は
出
せ
な
い
時
間
の
魅

力
が
随
所
に
表
れ
て
い
て
。
残
す
と
い
う
行
為
を
と
っ
て
も

「
保
存
」で
は
な
く
「
継
承
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
保
存
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の

直
し
て
残
す
も
の
取
り
去
る
も
の

新
し
く
加
え
る
も
の
を
吟
味
す
る

老
舗
花
屋
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
。８
棟
あ

っ
た
既
存
建
物
を
４
棟
に
整
理
し
改

修
。花
屋
の
裏
に
カ
フェ
を
加
え
、そ
の

隣
に
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
組
み
上
げ
外
部

テ
ラ
ス
を
設
け
た
。

花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

郭
巨
山
会
所

開
発
が
進
む
京
都
の
中
心
地
、四
条

通
沿
い
に
残
る
祇
園
祭
の
た
め
の
会
所

の
増
改
築
。既
存
の
母
屋
を
鉄
骨
で
補

強
し
つつ
、蔵
と
の
あ
い
だ
に
屋
根
を
わ

た
し
て
増
床
し
た
。

建
築
も
歳
を
と
る
こ
と
で

価
値
を
増
す

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
①

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
②
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―
―
既
存
部
は
、
建
築
家
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
時
の
経
過

の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
状
況
、
時
に
は
偶
然
が
生
み
出

し
て
き
た
も
の
の
集
積
だ
と
思
い
ま
す
。
改
修
を
手
が
け
る

建
築
家
は
、
そ
の
既
存
部
の
魅
力
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
　
ぜ
ひ
「
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
残
し
た
」
と

堂
々
と
言
っ
て
ほ
し
い
気
も
し
ま
す
ね
。
文
化
財
だ
か
ら
ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
残
し
た
、
と
い
う
説
明
で

思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
建
築
は
お
も
し
ろ
く
な
り
ま

せ
ん
。
残
す
に
せ
よ
壊
す
に
せ
よ
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
責
任
を
も
っ
て
や
っ
た
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
文
化
財
の
場
合
に
は
建
築
史
研
究
が
背
後
に
あ
る
な
ど
、

残
す
べ
き
も
の
に
一
定
の
理
屈
を
見
出
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
が
、
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
建
築
の
場
合
に
は
、
渾
然
一
体
と
し

た
も
の
を
選
り
分
け
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

加
藤
　
そ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
に
お
け
る
建
築
家
の
重
要
な

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
増
築
を
重
ね
て
建
て

込
ん
で
い
く
よ
う
な
古
い
木
造
で
は
、
地
場
の
大
工
が
注
文

に
応
じ
て
建
て
増
し
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の

時
間
や
素
材
、
構
造
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
新
た
な
魅

力
を
創
出
す
る
の
は
、
建
築
家
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
建
造
物
に
造
詣
の
深

い
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
入
れ
て
、
手
が
か
り
を
得
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
、
あ

る
い
は
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
無
条
件
に
残
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
建
築
家
が
お

も
し
ろ
い
と
判
断
し
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
部
分
に
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
と
し
て
、
古
い
と

こ
ろ
も
自
分
ご
と
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
と
ら
え

る
こ
と
で
、
時
を
積
み
重
ね
た
か
ら
こ
そ
醸
し
出
さ
れ
る
、

豊
か
な
表
現
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

来
に
投
げ
か
け
る
意
気
込
み
を
感
じ
ま
し
た
。

加
藤
　
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
を
引
き
合
い
に
新
旧
の
材
料
を
分
け

る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻

し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
可
逆
性
」
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
本
物
で
、
新
し
い
も
の
は
あ
く

ま
で
仮
設
、
そ
し
て
不
要
に
な
っ
た
ら
壊
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
も
の

は
、
し
ょ
せ
ん
「
点
」
で
し
か
な
く
、
未
来
に
お
い
て

「
線
」と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
新
し
く
つ
く
る
も
の
も
線
と
し

て
保
存
す
る
、
と
い
う
発
想
を
実
現
さ
せ
る
ス
キ
ー
ム
は
、

今
後
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
建
築
が
完
成
し
た
と
き
と
現
在
の
2
点
が
重
要
な
わ
け

で
は
な
く
、
完
成
し
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過

を
重
要
視
す
る
の
が
、
建
築
を
「
線
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
経
過
を
物
理
的
に
は
ど
の

よ
う
に
見
せ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

加
藤
　
時
間
の
痕
跡
を
見
せ
や
す
い
素
材
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
煉
瓦
造
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
時
間
デ

ザ
イ
ン
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
木
造
と
は
異
な
り
、
多
少

穴
が
あ
い
て
い
た
り
、
削
れ
て
い
た
り
し
て
い
て
も
、
構
造

的
に
安
定
し
た
状
態
を
保
ち
や
す
い
の
で
、
使
わ
れ
て
い
た

履
歴
、
い
わ
ば
時
間
の
痕
跡
を
残
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

―
―
「
旧
富
岡
製
糸
場
西
置
繭
所（
30
〜
37
ペ
ー
ジ
）」
が

は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
花
重
」
に
は
、
未
来
に
延
び
て
い
く

線
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

―
―
新
旧
の
材
料
の
使
い
分
け
は
「
郭
巨
山
会
所
（
22
〜
29

ペ
ー
ジ
）」で
も
特
徴
的
で
す
。
京
都
の
祇
園
祭
で
巡
行
す
る

築
1
0
0
年
ほ
ど
の
山
鉾
を
保
存
・
運
営
す
る
た
め
の
会
所

を
増
改
築
し
た
も
の
で
す
が
、
鉄
と
本
来
の
架
構
で
あ
る
木

を
独
特
の
発
想
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
構
造
補
強
の
た
め

に
使
う
鉄
骨
の
寸
法
を
既
存
の
木
材
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
寸
法
は
違
え
ど
木
材
に
よ
っ
て
構
造
補
強
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
材
質
や
寸
法
な
ど
を
す
べ
て
既
存
に
合
わ
せ
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
所
の
特
性
に
合
わ
せ
て
部
分
的
に
既
存

に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

加
藤
　
町
家
の
中
が
仄
暗
い
こ
と
も
あ
り
、
材
寸
が
同
じ
だ

と
鉄
と
木
の
柱
の
区
別
が
見
た
目
に
は
つ
か
な
い
で
す
よ
ね
。

独
立
し
た
柱
も
鉄
と
い
う
大
胆
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
材
は
変
え
て
も
ス
ケ
ー
ル
で
操
作
す
る
と
い
う
の
は
、
興

味
深
い
手
法
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
ま
た
未
来
に
延
び
て
い
く
線
と
し
て
も
好
例
で
、
な
ん

と
計
画
段
階
で
こ
れ
か
ら
つ
く
る
予
定
の
増
築
部
分
も
含
め

て
そ
の
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
保

存
建
築
物
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
て
、
地
震
・
火
災
に
対
す
る
法
同
等
以
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
計
画
を
、
建
築
審
査
会
に
通
し
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
自
分
が
付
け
加
え
た
部
分
も
大
切
な
も
の
だ
と
、
自
ら
未

み
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
修
理
や
修
繕
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
い
も
の
に
手
を
加
え
て
更

新
し
、
時
間
を
前
に
進
め
る
行
為
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
文
化
財
的
な
建
築
観
と

で
も
い
う
べ
き
、
時
間
を
巻
き
戻
す
「
修
復
」
と
、
建
築
の

時
間
を
止
め
る
「
保
存
」
と
い
う
手
法
が
登
場
し
ま
す
。
ヴ

ィ
オ
レ
＝
ル
＝
デ
ュ
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
が
、
な

か
ば
廃
墟
と
化
し
て
い
た
数
々
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
当
初
復

原
を
手
が
け
、
時
を
巻
き
戻
す
か
の
よ
う
な
文
化
財
的
価
値

を
重
ん
じ
る
見
方
が
広
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
一
方
、
同
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
建

物
の
栄
光
は
経
年
（A

ge

）
に
存
在
す
る
と
断
言
し
て
、
廃

墟
の
美
学
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
リ
ー
グ
ル
が
「
歴
史
的
価
値
」
と
「
経
年
価

値
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
そ
の
経
年
価
値
の
考
え
方
は
、
な
か
な
か
日
本
の
建
築

で
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

加
藤
　
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
の
石
造
り
の
文
化
と
、
日
本

の
木
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
り
の

廃
墟
と
異
な
り
、
湿
度
の
高
い
日
本
で
木
の
建
築
を
放
っ
て

お
く
と
朽
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
塗
装
を
き
ち
ん
と

や
り
直
さ
な
い
と
、
水
や
虫
害
か
ら
建
物
を
守
れ
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
も
近
代
以
前
の
修
理
に
お
い
て
時
間
を
巻
き
戻
す

当
初
復
原
の
手
法
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
代
の
日
本
に
お
け
る
修
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
復
の
影
響

を
受
け
ま
し
た
。
日
本
で
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
近
代
的

な
修
理
工
事
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
1
8
9
7
（
明
治

30
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
で
す
よ
ね
。
そ

の
成
立
に
は
日
本
独
特
の
木
造
文
化
と
い
う
背
景
も
あ
り
、

―
―
今
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

中
古
住
宅
の
市
場
で
は
、
古
い
建
物
を
い
か
に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
新
築
神
話
が
い
ま
だ
に

根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
一
方
で
文
化
財

の
世
界
で
は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
姿
に
戻
す
「
当
初
復

原
」
が
長
年
に
わ
た
り
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
に
は
せ
ず
、
か
と

い
っ
て
当
初
の
原
形
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
、
建
物
が
積

み
重
ね
て
き
た
時
間
を
表
現
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
手
法
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

加
藤
　
そ
れ
は
ま
さ
に
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
特

集
に
つ
い
て
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
美
術
史
家
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
著
書
『
現
代
の
記
念

物
崇
拝
―
―
そ
の
特
質
と
起
源
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
を

読
み
返
し
ま
し
た
。

　
1
9
0
3
年
に
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
現
在
の
文
化
財
保

護
の
考
え
の
根
本
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー
グ
ル
は
「
記

念
物
崇
拝
に
お
け
る
記
憶
の
価
値
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
章

で
、「
経
年
価
値（A

ge Value

）」と「
歴
史
的
価
値（H

istorical 
V
alue

）」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。「
経
年
価
値
」
は

本
特
集
で
位
置
づ
け
て
い
る
「
時
の
積
み
重
ね
」
で
、「
歴
史

的
価
値
」
は
瞬
間
の
価
値
―
―
古
い
建
物
が
新
築
さ
れ
た
と

き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
様
式
で
建
て
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
の
見
方
で
す
ね
。

　
建
物
の
保
存
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
世
は
再
利

用
的
な
建
築
観
が
主
流
で
、
近
世
は
再
開
発
的
な
建
築
観
が

　
今
、
お
話
を
し
て
い
る
「
花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
14
〜

21
ペ
ー
ジ
）」
も
そ
の
好
例
で
す
ね
。
直
し
て
残
す
も
の
と

取
り
去
る
も
の
、
そ
し
て
新
し
く
加
え
る
も
の
が
横
溢
し
な

が
ら
刺
激
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

―
―
「
花
重
」
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
に
東
京
・
谷
中

で
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
は
事
業
拡
大
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
築
を
重

ね
、
江
戸
長
屋
、
明
治
棟
、
つ
な
ぎ
棟
、
戦
前
棟
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
建
物
が
並
び
立
ち
、
ま
さ
に
時
の
積
み
重
ね
を
体
現

し
た
複
合
体
で
す
。

　
今
回
さ
ら
に
カ
フ
ェ
を
併
設
し
て
、
街
に
開
く
場
所
と
し

て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物
に
新
設
の
鉄

骨
フ
レ
ー
ム
を
付
加
し
て
テ
ラ
ス
と
階
段
を
組
み
上
げ
て
い

ま
す
。

加
藤
　
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
溶
接
で
は
な
く
木
造
の
仕
口
・
継

手
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
の
が
構
築
方
法
的
に
も
ユ
ニ
ー

ク
で
す
し
、
将
来
的
な
変
化
を
許
容
し
や
す
い
の
も
印
象
深

い
で
す
ね
。
も
し
将
来
、
本
当
に
組
み
替
え
ら
れ
た
ら
、
再

利
用
さ
れ
た
古
い
木
材
の
よ
う
に
ホ
ゾ
穴
が
あ
い
た
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
も
ぜ
ひ
見
た
い
で
す
。

　
新
旧
の
対
比
で
は
、
新
し
く
加
え
た
も
の
が
瞬
間
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
味
気
な
い
時
の
重
ね
方
を
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉄
を
ク

リ
ア
塗
装
に
し
て
、
錆
に
よ
る
味
わ
い
が
時
間
の
積
み
重
ね

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
今
後
、
長
い
時
間
の
な
か
で
、
新

旧
部
分
は
同
じ
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
の
歴
史
は
様
式
や
形
態
に
基
づ
く
「
点
」
で
は
な
く
、

長
く
持
続
す
る
時
間
を
内
包
す
る
「
線
」
で
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
も
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
「
線
」
で
も
、
最
先
端
が
「
点
」
で

「
経
年
価
値
」で
は
な
く
「
歴
史
的
価
値
」
の
方
向
に
進
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
結
果
と
し
て
、

日
本
の
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
考
え
が
「
当
初
復
原
」
に

寄
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
「
経
年
価
値
」
を
無
視
し
た
「
歴
史
的
価
値
」
へ

の
偏
重
は
、
極
端
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
を
も
た
ら
し
て
き
ま

し
た
。
部
分
的
に
残
っ
た
当
初
材
料
に
ま
で「
歴
史
的
価
値
」

が
適
用
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
素
材
の
「
経
年
価
値
」
に

目
を
向
け
る
と
、
建
物
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
時
間
の
可

能
性
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
古
い
建
物
を
改
修
す
る
場
に
直
面
し
た
と
き
に
、

新
し
い
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
の
扱
い
に
頭
を
悩
ま
す
と
思
い
ま
す
。
新
旧
を
対
比
的
に

扱
う
の
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
じ
ま
せ
る
の
か
。

加
藤
　
少
し
前
ま
で
は
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
も
文
化
財
の
存

在
が
あ
り
、
1
9
6
4
年
に
制
定
さ
れ
て
、
国
際
的
な
文
化

財
保
存
の
基
本
的
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲

章
」
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
古
い
も
の
は
古
く
、
新
し
い

も
の
は
新
し
く
見
せ
て
差
異
を
つ
け
、
後
世
に
付
け
加
え
た

も
の
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
く
見
せ
る

こ
と
が
虚
偽
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
今
、
建
築
家
は
そ
こ
か
ら
も

自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
全
面
的
に
刷
新
し

て
い
ま
す
。
建
築
家
は
悩
ま
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
　
相
当
、
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

滞
在
者
や
運
営
サ
イ
ド
な
ど
、
こ
の
建
築
を
使
う
人
た
ち
に

と
っ
て
喜
ば
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
な
ら
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

―
―
佳
水
園
で
は
、
庭
園
を
近
代
造
園
の
先
覚
者
と
し
て
知

ら
れ
る
七
代
目
・
小
川
治
兵
衛
の
長
男
で
あ
る
白
楊
が
手
が

け
、
村
野
も
庭
を
参
照
し
な
が
ら
設
計
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

庭
が
あ
り
、
数
寄
屋
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の

建
築
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
上
の
句
を
受
け
て
下
の

句
が
詠
ま
れ
る
連
歌
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
時
間
の
積
み
重

な
り
方
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
　
そ
う
で
す
ね
。
私
自
身
は
最
近
、
こ
う
し
た
内
装
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
時
間
の
積
み
重
ね
方
を
考
え

る
う
え
で
、「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
掘
り
下
げ

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
単
に
お
金
を
か
け
た
意
匠

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
を
使
っ
て
い
る
人
に
素

材
な
り
手
触
り
な
り
、
心
に
響
く
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
れ

ば
一
般
の
人
に
も
愛
さ
れ
る
建
築
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
も
の
を
装
飾
的
に
も

経
済
的
に
も
批
判
し
て
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
質
の

よ
い
建
築
を
目
指
す
べ
く
、
抽
象
的
な
空
間
設
計
に
舵
を
切

り
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か
。
そ
の
価
値

観
の
な
か
で
は
、
時
を
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
魅
力
を
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
使
う
人
た
ち
が
喜
び
を
も

っ
て
、
時
の
積
み
重
ね
に
接
近
す
る
と
き
に
抱
く
感
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
呼
び
う
る

1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
に
つ
く
ら
れ
た
木
骨
煉
瓦
造
の
建

物
で
す
。
近
代
建
築
、
し
か
も
国
宝
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

加
藤
　
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
多

用
し
て
堂
々
と
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
こ
と
に
素
朴
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
復
原
を
せ
ず
に
、
使
わ
れ
て

い
た
履
歴
を
重
視
し
て
残
し
て
い
ま
す
ね
。
落
書
き
や
貼
り

紙
の
類
い
は
も
ち
ろ
ん
、
天
井
の
漆
喰
が
剝
落
し
た
跡
も
塗

り
直
さ
ず
に
、
観
光
客
の
た
め
に
網
ま
で
張
っ
て
い
ま
す
。

近
代
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
工
場
と
し
て
は
器
と
な
る
建
築
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

行
わ
れ
た
近
代
黎
明
期
か
ら
続
く
人
々
の
労
働
を
見
せ
た
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
人
の
営
み
の
跡
を
残
す
こ
と
に
も
説
得
力

が
あ
り
ま
す
ね
。
文
化
財
で
も
当
初
復
原
を
し
な
い
こ
と
が

魅
力
的
な
建
築
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
一
例
に
な
り
そ

う
で
す
。

加
藤
　
文
化
財
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代
の
建
築
家
が
手

が
け
た
著
名
な
建
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
尊
ぶ
」
と
い
う
文
化
財
的
な
発
想
が
根
強
い
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
「
佳
水
園
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
（
38
〜
45

ペ
ー
ジ
）」
は
、
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
に
建
築
家
・
村

野
藤
吾
が
設
計
し
た
数
寄
屋
風
ホ
テ
ル
で
、
代
表
作
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
装
は
傷
み
も
あ
り
、
村
野
藤
吾

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
を
損
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

―
―
土
壁
の
竹
小
舞
が
謎
の
ボ
ー
ド
で
補
強
さ
れ
て
い
た
り
、

さ
ら
に
新
聞
紙
で
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
混

沌
と
し
た
時
間
の
積
み
重
ね
の
痕
跡
に
建
築
家
も
好
意
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
観
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
触
れ
ず
、

モ
ル
タ
ル
の
端
が
欠
け
て
い
た
り
室
外
機
に
巻
き
付
い
た
枯

れ
た
蔦
も
そ
の
ま
ま
に
。
物
と
人
が
絡
み
あ
っ
て
き
た
関
係

性
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

加
藤
　
た
だ
一
方
で
、「
千
鳥
文
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
営

み
の
痕
跡
は
魅
力
的
で
す
が
、
そ
う
し
た
魅
力
あ
る
痕
跡
が

す
べ
て
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
手
が

か
り
を
見
出
し
に
く
い
建
物
を
手
が
け
る
と
き
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
法
が
と
れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
「
ス
キ
マ 

大
阪
（
54
〜
61
ペ
ー
ジ
）」
は
、
取
り
壊
し
を

免
れ
た
築
60
年
ほ
ど
の
木
造
平
屋
を
靴
の
シ
ョ
ッ
プ
に
活
用

し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
平
屋
の
ス
ケ
ル
ト
ン
は
な
ん
と
な
く
い

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
用
合
板
で
割
と
ぶ
っ
き
ら

ぼ
う
に
補
強
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
既
存
の
状
態
に

手
を
加
え
ず
に
レ
イ
ヤ
ー
を
足
し
て
い
く
「
加
装
」
と
い
う

手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
　
も
と
の
状
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
で
す
ね
。

―
―
建
築
家
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
白
い
棚
を
取
り
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
硬
化
す
る
塗
料

を
使
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
垂
れ
る
塗
料
が
「
つ
ら
ら
」
の

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

加
藤
　
現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
操
作
で
す
ね
。
人
の
営
み
の

痕
跡
と
は
、
ま
た
異
な
る
時
間
の
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
　
素
材
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
、

単
に
物
質
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
物
と
人
の
関
係
性
を
含

ん
だ
よ
う
な
意
味
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
時

間
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
人
が
使
っ
て
き
た
痕

跡
も
物
質
に
刻
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

―
―
そ
の
点
で
い
え
ば
、
人
の
営
み
の
痕
跡
を
如
実
に
生
か

し
た
の
が
「
千
鳥
文
化（
46
〜
53
ペ
ー
ジ
）」
で
、
痕
跡
だ
ら

け
の
築
60
年
ほ
ど
の
住
宅
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
文
化
財
的
な
建
築
の
話
で
し
た
が
、
こ
う

し
た
町
場
の
無
名
な
建
物
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

加
藤
　
こ
の
建
築
を
歴
史
的
価
値
や
芸
術
的
価
値
で
説
明
で

き
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
語
る
こ
と
自
体
が
違
う
、
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　
せ
っ
か
く
残
っ
て
き
た
も
の
を
現
代
の
建
築
家
が
こ
れ
ほ

ど
楽
し
そ
う
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

時
間
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
な
あ
、

と
率
直
に
思
わ
さ
れ
ま
す
。
新
築
で
は
出
せ
な
い
時
間
の
魅

力
が
随
所
に
表
れ
て
い
て
。
残
す
と
い
う
行
為
を
と
っ
て
も

「
保
存
」で
は
な
く
「
継
承
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
保
存
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の

新
し
く
つ
く
る
と
こ
ろ
も
一
緒
に

大
切
に
さ
れ
る
よ
う
に

時
間
の
痕
跡
を

見
せ
て
い
く
デ
ザ
イ
ン

「
建
築
家
の
名
作
」に
お
い
て
も

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
呪
縛
あ
り

38~45pages

photo by Sobajima Toshihiro

ケ
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タ
デ
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④
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水
園
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ス
テ
ィ
ン

都
ホ
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ル
京
都

村
野
藤
吾
の
名
作
・
佳
水
園
を
、
中

村
拓
志
さ
ん
が
客
室
監
修
を
つ
と
め
内

装
を
全
面
的
に
改
修
。２
室
を
１
室
に

ま
と
め
、現
代
の
ホ
テ
ル
需
要
に
適
し

た
ス
イ
ー
ト
に
再
生
し
た
。

国
宝
建
築
の
保
存
改
修
。で
き
る
だ
け

既
存
を
そ
の
ま
ま
に
、１
階
に
鉄
と
ガ

ラ
ス
に
よ
る
ボ
ッ
ク
ス
を
挿
入
す
る
こ
と

で
耐
震
補
強
と
し
た
。ボ
ッ
ク
ス
内
部

は
新
た
な
活
動
の
場
と
な
る
。

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
③

旧
富
岡
製
糸
場

西
置
繭
所

保
存
整
備
事
業
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―
―
既
存
部
は
、
建
築
家
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
時
の
経
過

の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
状
況
、
時
に
は
偶
然
が
生
み
出

し
て
き
た
も
の
の
集
積
だ
と
思
い
ま
す
。
改
修
を
手
が
け
る

建
築
家
は
、
そ
の
既
存
部
の
魅
力
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
　
ぜ
ひ
「
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
残
し
た
」
と

堂
々
と
言
っ
て
ほ
し
い
気
も
し
ま
す
ね
。
文
化
財
だ
か
ら
ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
残
し
た
、
と
い
う
説
明
で

思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
建
築
は
お
も
し
ろ
く
な
り
ま

せ
ん
。
残
す
に
せ
よ
壊
す
に
せ
よ
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
責
任
を
も
っ
て
や
っ
た
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
文
化
財
の
場
合
に
は
建
築
史
研
究
が
背
後
に
あ
る
な
ど
、

残
す
べ
き
も
の
に
一
定
の
理
屈
を
見
出
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
が
、
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
建
築
の
場
合
に
は
、
渾
然
一
体
と
し

た
も
の
を
選
り
分
け
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

加
藤
　
そ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
に
お
け
る
建
築
家
の
重
要
な

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
増
築
を
重
ね
て
建
て

込
ん
で
い
く
よ
う
な
古
い
木
造
で
は
、
地
場
の
大
工
が
注
文

に
応
じ
て
建
て
増
し
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の

時
間
や
素
材
、
構
造
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
新
た
な
魅

力
を
創
出
す
る
の
は
、
建
築
家
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
建
造
物
に
造
詣
の
深

い
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
入
れ
て
、
手
が
か
り
を
得
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
、
あ

る
い
は
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
無
条
件
に
残
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
建
築
家
が
お

も
し
ろ
い
と
判
断
し
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
部
分
に
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
と
し
て
、
古
い
と

こ
ろ
も
自
分
ご
と
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
と
ら
え

る
こ
と
で
、
時
を
積
み
重
ね
た
か
ら
こ
そ
醸
し
出
さ
れ
る
、

豊
か
な
表
現
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

来
に
投
げ
か
け
る
意
気
込
み
を
感
じ
ま
し
た
。

加
藤
　
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
を
引
き
合
い
に
新
旧
の
材
料
を
分
け

る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻

し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
可
逆
性
」
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
本
物
で
、
新
し
い
も
の
は
あ
く

ま
で
仮
設
、
そ
し
て
不
要
に
な
っ
た
ら
壊
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
も
の

は
、
し
ょ
せ
ん
「
点
」
で
し
か
な
く
、
未
来
に
お
い
て

「
線
」と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
新
し
く
つ
く
る
も
の
も
線
と
し

て
保
存
す
る
、
と
い
う
発
想
を
実
現
さ
せ
る
ス
キ
ー
ム
は
、

今
後
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
建
築
が
完
成
し
た
と
き
と
現
在
の
2
点
が
重
要
な
わ
け

で
は
な
く
、
完
成
し
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過

を
重
要
視
す
る
の
が
、
建
築
を
「
線
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
経
過
を
物
理
的
に
は
ど
の

よ
う
に
見
せ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

加
藤
　
時
間
の
痕
跡
を
見
せ
や
す
い
素
材
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
煉
瓦
造
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
時
間
デ

ザ
イ
ン
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
木
造
と
は
異
な
り
、
多
少

穴
が
あ
い
て
い
た
り
、
削
れ
て
い
た
り
し
て
い
て
も
、
構
造

的
に
安
定
し
た
状
態
を
保
ち
や
す
い
の
で
、
使
わ
れ
て
い
た

履
歴
、
い
わ
ば
時
間
の
痕
跡
を
残
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

―
―
「
旧
富
岡
製
糸
場
西
置
繭
所（
30
〜
37
ペ
ー
ジ
）」
が

は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
花
重
」
に
は
、
未
来
に
延
び
て
い
く

線
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

―
―
新
旧
の
材
料
の
使
い
分
け
は
「
郭
巨
山
会
所
（
22
〜
29

ペ
ー
ジ
）」で
も
特
徴
的
で
す
。
京
都
の
祇
園
祭
で
巡
行
す
る

築
1
0
0
年
ほ
ど
の
山
鉾
を
保
存
・
運
営
す
る
た
め
の
会
所

を
増
改
築
し
た
も
の
で
す
が
、
鉄
と
本
来
の
架
構
で
あ
る
木

を
独
特
の
発
想
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
構
造
補
強
の
た
め

に
使
う
鉄
骨
の
寸
法
を
既
存
の
木
材
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
寸
法
は
違
え
ど
木
材
に
よ
っ
て
構
造
補
強
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
材
質
や
寸
法
な
ど
を
す
べ
て
既
存
に
合
わ
せ
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
所
の
特
性
に
合
わ
せ
て
部
分
的
に
既
存

に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

加
藤
　
町
家
の
中
が
仄
暗
い
こ
と
も
あ
り
、
材
寸
が
同
じ
だ

と
鉄
と
木
の
柱
の
区
別
が
見
た
目
に
は
つ
か
な
い
で
す
よ
ね
。

独
立
し
た
柱
も
鉄
と
い
う
大
胆
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
材
は
変
え
て
も
ス
ケ
ー
ル
で
操
作
す
る
と
い
う
の
は
、
興

味
深
い
手
法
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
ま
た
未
来
に
延
び
て
い
く
線
と
し
て
も
好
例
で
、
な
ん

と
計
画
段
階
で
こ
れ
か
ら
つ
く
る
予
定
の
増
築
部
分
も
含
め

て
そ
の
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
保

存
建
築
物
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
て
、
地
震
・
火
災
に
対
す
る
法
同
等
以
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
計
画
を
、
建
築
審
査
会
に
通
し
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
自
分
が
付
け
加
え
た
部
分
も
大
切
な
も
の
だ
と
、
自
ら
未

み
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
修
理
や
修
繕
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
い
も
の
に
手
を
加
え
て
更

新
し
、
時
間
を
前
に
進
め
る
行
為
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
文
化
財
的
な
建
築
観
と

で
も
い
う
べ
き
、
時
間
を
巻
き
戻
す
「
修
復
」
と
、
建
築
の

時
間
を
止
め
る
「
保
存
」
と
い
う
手
法
が
登
場
し
ま
す
。
ヴ

ィ
オ
レ
＝
ル
＝
デ
ュ
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
が
、
な

か
ば
廃
墟
と
化
し
て
い
た
数
々
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
当
初
復

原
を
手
が
け
、
時
を
巻
き
戻
す
か
の
よ
う
な
文
化
財
的
価
値

を
重
ん
じ
る
見
方
が
広
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
一
方
、
同
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
建

物
の
栄
光
は
経
年
（A

ge

）
に
存
在
す
る
と
断
言
し
て
、
廃

墟
の
美
学
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
リ
ー
グ
ル
が
「
歴
史
的
価
値
」
と
「
経
年
価

値
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
そ
の
経
年
価
値
の
考
え
方
は
、
な
か
な
か
日
本
の
建
築

で
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

加
藤
　
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
の
石
造
り
の
文
化
と
、
日
本

の
木
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
り
の

廃
墟
と
異
な
り
、
湿
度
の
高
い
日
本
で
木
の
建
築
を
放
っ
て

お
く
と
朽
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
塗
装
を
き
ち
ん
と

や
り
直
さ
な
い
と
、
水
や
虫
害
か
ら
建
物
を
守
れ
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
も
近
代
以
前
の
修
理
に
お
い
て
時
間
を
巻
き
戻
す

当
初
復
原
の
手
法
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
代
の
日
本
に
お
け
る
修
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
復
の
影
響

を
受
け
ま
し
た
。
日
本
で
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
近
代
的

な
修
理
工
事
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
1
8
9
7
（
明
治

30
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
で
す
よ
ね
。
そ

の
成
立
に
は
日
本
独
特
の
木
造
文
化
と
い
う
背
景
も
あ
り
、

―
―
今
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

中
古
住
宅
の
市
場
で
は
、
古
い
建
物
を
い
か
に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
新
築
神
話
が
い
ま
だ
に

根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
一
方
で
文
化
財

の
世
界
で
は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
姿
に
戻
す
「
当
初
復

原
」
が
長
年
に
わ
た
り
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
に
は
せ
ず
、
か
と

い
っ
て
当
初
の
原
形
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
、
建
物
が
積

み
重
ね
て
き
た
時
間
を
表
現
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
手
法
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

加
藤
　
そ
れ
は
ま
さ
に
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
特

集
に
つ
い
て
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
美
術
史
家
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
著
書
『
現
代
の
記
念

物
崇
拝
―
―
そ
の
特
質
と
起
源
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
を

読
み
返
し
ま
し
た
。

　
1
9
0
3
年
に
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
現
在
の
文
化
財
保

護
の
考
え
の
根
本
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー
グ
ル
は
「
記

念
物
崇
拝
に
お
け
る
記
憶
の
価
値
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
章

で
、「
経
年
価
値（A

ge Value

）」と「
歴
史
的
価
値（H

istorical 
V
alue

）」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。「
経
年
価
値
」
は

本
特
集
で
位
置
づ
け
て
い
る
「
時
の
積
み
重
ね
」
で
、「
歴
史

的
価
値
」
は
瞬
間
の
価
値
―
―
古
い
建
物
が
新
築
さ
れ
た
と

き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
様
式
で
建
て
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
の
見
方
で
す
ね
。

　
建
物
の
保
存
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
世
は
再
利

用
的
な
建
築
観
が
主
流
で
、
近
世
は
再
開
発
的
な
建
築
観
が

　
今
、
お
話
を
し
て
い
る
「
花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
14
〜

21
ペ
ー
ジ
）」
も
そ
の
好
例
で
す
ね
。
直
し
て
残
す
も
の
と

取
り
去
る
も
の
、
そ
し
て
新
し
く
加
え
る
も
の
が
横
溢
し
な

が
ら
刺
激
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

―
―
「
花
重
」
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
に
東
京
・
谷
中

で
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
は
事
業
拡
大
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
築
を
重

ね
、
江
戸
長
屋
、
明
治
棟
、
つ
な
ぎ
棟
、
戦
前
棟
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
建
物
が
並
び
立
ち
、
ま
さ
に
時
の
積
み
重
ね
を
体
現

し
た
複
合
体
で
す
。

　
今
回
さ
ら
に
カ
フ
ェ
を
併
設
し
て
、
街
に
開
く
場
所
と
し

て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物
に
新
設
の
鉄

骨
フ
レ
ー
ム
を
付
加
し
て
テ
ラ
ス
と
階
段
を
組
み
上
げ
て
い

ま
す
。

加
藤
　
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
溶
接
で
は
な
く
木
造
の
仕
口
・
継

手
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
の
が
構
築
方
法
的
に
も
ユ
ニ
ー

ク
で
す
し
、
将
来
的
な
変
化
を
許
容
し
や
す
い
の
も
印
象
深

い
で
す
ね
。
も
し
将
来
、
本
当
に
組
み
替
え
ら
れ
た
ら
、
再

利
用
さ
れ
た
古
い
木
材
の
よ
う
に
ホ
ゾ
穴
が
あ
い
た
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
も
ぜ
ひ
見
た
い
で
す
。

　
新
旧
の
対
比
で
は
、
新
し
く
加
え
た
も
の
が
瞬
間
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
味
気
な
い
時
の
重
ね
方
を
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉄
を
ク

リ
ア
塗
装
に
し
て
、
錆
に
よ
る
味
わ
い
が
時
間
の
積
み
重
ね

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
今
後
、
長
い
時
間
の
な
か
で
、
新

旧
部
分
は
同
じ
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
の
歴
史
は
様
式
や
形
態
に
基
づ
く
「
点
」
で
は
な
く
、

長
く
持
続
す
る
時
間
を
内
包
す
る
「
線
」
で
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
も
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
「
線
」
で
も
、
最
先
端
が
「
点
」
で

「
経
年
価
値
」で
は
な
く
「
歴
史
的
価
値
」
の
方
向
に
進
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
結
果
と
し
て
、

日
本
の
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
考
え
が
「
当
初
復
原
」
に

寄
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
「
経
年
価
値
」
を
無
視
し
た
「
歴
史
的
価
値
」
へ

の
偏
重
は
、
極
端
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
を
も
た
ら
し
て
き
ま

し
た
。
部
分
的
に
残
っ
た
当
初
材
料
に
ま
で「
歴
史
的
価
値
」

が
適
用
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
素
材
の
「
経
年
価
値
」
に

目
を
向
け
る
と
、
建
物
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
時
間
の
可

能
性
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
古
い
建
物
を
改
修
す
る
場
に
直
面
し
た
と
き
に
、

新
し
い
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
の
扱
い
に
頭
を
悩
ま
す
と
思
い
ま
す
。
新
旧
を
対
比
的
に

扱
う
の
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
じ
ま
せ
る
の
か
。

加
藤
　
少
し
前
ま
で
は
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
も
文
化
財
の
存

在
が
あ
り
、
1
9
6
4
年
に
制
定
さ
れ
て
、
国
際
的
な
文
化

財
保
存
の
基
本
的
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲

章
」
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
古
い
も
の
は
古
く
、
新
し
い

も
の
は
新
し
く
見
せ
て
差
異
を
つ
け
、
後
世
に
付
け
加
え
た

も
の
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
く
見
せ
る

こ
と
が
虚
偽
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
今
、
建
築
家
は
そ
こ
か
ら
も

自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
全
面
的
に
刷
新
し

て
い
ま
す
。
建
築
家
は
悩
ま
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
　
相
当
、
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

滞
在
者
や
運
営
サ
イ
ド
な
ど
、
こ
の
建
築
を
使
う
人
た
ち
に

と
っ
て
喜
ば
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
な
ら
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

―
―
佳
水
園
で
は
、
庭
園
を
近
代
造
園
の
先
覚
者
と
し
て
知

ら
れ
る
七
代
目
・
小
川
治
兵
衛
の
長
男
で
あ
る
白
楊
が
手
が

け
、
村
野
も
庭
を
参
照
し
な
が
ら
設
計
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

庭
が
あ
り
、
数
寄
屋
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の

建
築
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
上
の
句
を
受
け
て
下
の

句
が
詠
ま
れ
る
連
歌
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
時
間
の
積
み
重

な
り
方
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
　
そ
う
で
す
ね
。
私
自
身
は
最
近
、
こ
う
し
た
内
装
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
時
間
の
積
み
重
ね
方
を
考
え

る
う
え
で
、「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
掘
り
下
げ

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
単
に
お
金
を
か
け
た
意
匠

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
を
使
っ
て
い
る
人
に
素

材
な
り
手
触
り
な
り
、
心
に
響
く
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
れ

ば
一
般
の
人
に
も
愛
さ
れ
る
建
築
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
も
の
を
装
飾
的
に
も

経
済
的
に
も
批
判
し
て
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
質
の

よ
い
建
築
を
目
指
す
べ
く
、
抽
象
的
な
空
間
設
計
に
舵
を
切

り
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か
。
そ
の
価
値

観
の
な
か
で
は
、
時
を
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
魅
力
を
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
使
う
人
た
ち
が
喜
び
を
も

っ
て
、
時
の
積
み
重
ね
に
接
近
す
る
と
き
に
抱
く
感
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
呼
び
う
る

1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
に
つ
く
ら
れ
た
木
骨
煉
瓦
造
の
建

物
で
す
。
近
代
建
築
、
し
か
も
国
宝
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

加
藤
　
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
多

用
し
て
堂
々
と
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
こ
と
に
素
朴
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
復
原
を
せ
ず
に
、
使
わ
れ
て

い
た
履
歴
を
重
視
し
て
残
し
て
い
ま
す
ね
。
落
書
き
や
貼
り

紙
の
類
い
は
も
ち
ろ
ん
、
天
井
の
漆
喰
が
剝
落
し
た
跡
も
塗

り
直
さ
ず
に
、
観
光
客
の
た
め
に
網
ま
で
張
っ
て
い
ま
す
。

近
代
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
工
場
と
し
て
は
器
と
な
る
建
築
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

行
わ
れ
た
近
代
黎
明
期
か
ら
続
く
人
々
の
労
働
を
見
せ
た
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
人
の
営
み
の
跡
を
残
す
こ
と
に
も
説
得
力

が
あ
り
ま
す
ね
。
文
化
財
で
も
当
初
復
原
を
し
な
い
こ
と
が

魅
力
的
な
建
築
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
一
例
に
な
り
そ

う
で
す
。

加
藤
　
文
化
財
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代
の
建
築
家
が
手

が
け
た
著
名
な
建
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
尊
ぶ
」
と
い
う
文
化
財
的
な
発
想
が
根
強
い
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
「
佳
水
園
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
（
38
〜
45

ペ
ー
ジ
）」
は
、
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
に
建
築
家
・
村

野
藤
吾
が
設
計
し
た
数
寄
屋
風
ホ
テ
ル
で
、
代
表
作
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
装
は
傷
み
も
あ
り
、
村
野
藤
吾

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
を
損
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

―
―
土
壁
の
竹
小
舞
が
謎
の
ボ
ー
ド
で
補
強
さ
れ
て
い
た
り
、

さ
ら
に
新
聞
紙
で
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
混

沌
と
し
た
時
間
の
積
み
重
ね
の
痕
跡
に
建
築
家
も
好
意
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
観
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
触
れ
ず
、

モ
ル
タ
ル
の
端
が
欠
け
て
い
た
り
室
外
機
に
巻
き
付
い
た
枯

れ
た
蔦
も
そ
の
ま
ま
に
。
物
と
人
が
絡
み
あ
っ
て
き
た
関
係

性
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

加
藤
　
た
だ
一
方
で
、「
千
鳥
文
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
営

み
の
痕
跡
は
魅
力
的
で
す
が
、
そ
う
し
た
魅
力
あ
る
痕
跡
が

す
べ
て
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
手
が

か
り
を
見
出
し
に
く
い
建
物
を
手
が
け
る
と
き
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
法
が
と
れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
「
ス
キ
マ 

大
阪
（
54
〜
61
ペ
ー
ジ
）」
は
、
取
り
壊
し
を

免
れ
た
築
60
年
ほ
ど
の
木
造
平
屋
を
靴
の
シ
ョ
ッ
プ
に
活
用

し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
平
屋
の
ス
ケ
ル
ト
ン
は
な
ん
と
な
く
い

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
用
合
板
で
割
と
ぶ
っ
き
ら

ぼ
う
に
補
強
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
既
存
の
状
態
に

手
を
加
え
ず
に
レ
イ
ヤ
ー
を
足
し
て
い
く
「
加
装
」
と
い
う

手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
　
も
と
の
状
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
で
す
ね
。

―
―
建
築
家
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
白
い
棚
を
取
り
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
硬
化
す
る
塗
料

を
使
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
垂
れ
る
塗
料
が
「
つ
ら
ら
」
の

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

加
藤
　
現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
操
作
で
す
ね
。
人
の
営
み
の

痕
跡
と
は
、
ま
た
異
な
る
時
間
の
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
　
素
材
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
、

単
に
物
質
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
物
と
人
の
関
係
性
を
含

ん
だ
よ
う
な
意
味
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
時

間
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
人
が
使
っ
て
き
た
痕

跡
も
物
質
に
刻
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

―
―
そ
の
点
で
い
え
ば
、
人
の
営
み
の
痕
跡
を
如
実
に
生
か

し
た
の
が
「
千
鳥
文
化（
46
〜
53
ペ
ー
ジ
）」
で
、
痕
跡
だ
ら

け
の
築
60
年
ほ
ど
の
住
宅
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
文
化
財
的
な
建
築
の
話
で
し
た
が
、
こ
う

し
た
町
場
の
無
名
な
建
物
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

加
藤
　
こ
の
建
築
を
歴
史
的
価
値
や
芸
術
的
価
値
で
説
明
で

き
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
語
る
こ
と
自
体
が
違
う
、
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　
せ
っ
か
く
残
っ
て
き
た
も
の
を
現
代
の
建
築
家
が
こ
れ
ほ

ど
楽
し
そ
う
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

時
間
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
な
あ
、

と
率
直
に
思
わ
さ
れ
ま
す
。
新
築
で
は
出
せ
な
い
時
間
の
魅

力
が
随
所
に
表
れ
て
い
て
。
残
す
と
い
う
行
為
を
と
っ
て
も

「
保
存
」で
は
な
く
「
継
承
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
保
存
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の

新
し
く
つ
く
る
と
こ
ろ
も
一
緒
に

大
切
に
さ
れ
る
よ
う
に

時
間
の
痕
跡
を

見
せ
て
い
く
デ
ザ
イ
ン

「
建
築
家
の
名
作
」に
お
い
て
も

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
呪
縛
あ
り

38~45pages

photo by Sobajima Toshihiro
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④
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園
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中
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さ
ん
が
客
室
監
修
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め
内

装
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全
面
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に
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修
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室
を
１
室
に

ま
と
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に
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に
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国
宝
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築
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け

既
存
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ま
に
、１
階
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鉄
と
ガ

ラ
ス
に
よ
る
ボ
ッ
ク
ス
を
挿
入
す
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と
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補
強
と
し
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。ボ
ッ
ク
ス
内
部
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な
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の
場
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な
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。

ケ
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③
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岡
製
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西
置
繭
所

保
存
整
備
事
業
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―
―
既
存
部
は
、
建
築
家
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
時
の
経
過

の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
状
況
、
時
に
は
偶
然
が
生
み
出

し
て
き
た
も
の
の
集
積
だ
と
思
い
ま
す
。
改
修
を
手
が
け
る

建
築
家
は
、
そ
の
既
存
部
の
魅
力
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
　
ぜ
ひ
「
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
残
し
た
」
と

堂
々
と
言
っ
て
ほ
し
い
気
も
し
ま
す
ね
。
文
化
財
だ
か
ら
ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
残
し
た
、
と
い
う
説
明
で

思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
建
築
は
お
も
し
ろ
く
な
り
ま

せ
ん
。
残
す
に
せ
よ
壊
す
に
せ
よ
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
責
任
を
も
っ
て
や
っ
た
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
文
化
財
の
場
合
に
は
建
築
史
研
究
が
背
後
に
あ
る
な
ど
、

残
す
べ
き
も
の
に
一
定
の
理
屈
を
見
出
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
が
、
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
建
築
の
場
合
に
は
、
渾
然
一
体
と
し

た
も
の
を
選
り
分
け
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

加
藤
　
そ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
に
お
け
る
建
築
家
の
重
要
な

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
増
築
を
重
ね
て
建
て

込
ん
で
い
く
よ
う
な
古
い
木
造
で
は
、
地
場
の
大
工
が
注
文

に
応
じ
て
建
て
増
し
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の

時
間
や
素
材
、
構
造
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
新
た
な
魅

力
を
創
出
す
る
の
は
、
建
築
家
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
建
造
物
に
造
詣
の
深

い
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
入
れ
て
、
手
が
か
り
を
得
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
、
あ

る
い
は
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
無
条
件
に
残
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
建
築
家
が
お

も
し
ろ
い
と
判
断
し
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
部
分
に
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
と
し
て
、
古
い
と

こ
ろ
も
自
分
ご
と
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
と
ら
え

る
こ
と
で
、
時
を
積
み
重
ね
た
か
ら
こ
そ
醸
し
出
さ
れ
る
、

豊
か
な
表
現
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

来
に
投
げ
か
け
る
意
気
込
み
を
感
じ
ま
し
た
。

加
藤
　
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
を
引
き
合
い
に
新
旧
の
材
料
を
分
け

る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻

し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
可
逆
性
」
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
本
物
で
、
新
し
い
も
の
は
あ
く

ま
で
仮
設
、
そ
し
て
不
要
に
な
っ
た
ら
壊
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
も
の

は
、
し
ょ
せ
ん
「
点
」
で
し
か
な
く
、
未
来
に
お
い
て

「
線
」と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
新
し
く
つ
く
る
も
の
も
線
と
し

て
保
存
す
る
、
と
い
う
発
想
を
実
現
さ
せ
る
ス
キ
ー
ム
は
、

今
後
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
建
築
が
完
成
し
た
と
き
と
現
在
の
2
点
が
重
要
な
わ
け

で
は
な
く
、
完
成
し
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過

を
重
要
視
す
る
の
が
、
建
築
を
「
線
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
経
過
を
物
理
的
に
は
ど
の

よ
う
に
見
せ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

加
藤
　
時
間
の
痕
跡
を
見
せ
や
す
い
素
材
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
煉
瓦
造
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
時
間
デ

ザ
イ
ン
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
木
造
と
異
な
り
多
少
穴
が

あ
い
て
い
た
り
、
削
れ
て
い
た
り
し
て
い
て
も
、
構
造
的
に

安
定
し
た
状
態
を
保
ち
や
す
い
の
で
、
使
わ
れ
て
い
た
履
歴
、

い
わ
ば
時
間
の
痕
跡
を
残
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

―
―
「
旧
富
岡
製
糸
場
西
置
繭
所（
30
〜
37
ペ
ー
ジ
）」
が

は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
花
重
」
に
は
、
未
来
に
延
び
て
い
く

線
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

―
―
新
旧
の
材
料
の
使
い
分
け
は
「
郭
巨
山
会
所
（
22
〜
29

ペ
ー
ジ
）」で
も
特
徴
的
で
す
。
京
都
の
祇
園
祭
で
巡
行
す
る

築
1
0
0
年
ほ
ど
の
山
鉾
を
保
存
・
運
営
す
る
た
め
の
会
所

を
増
改
築
し
た
も
の
で
す
が
、
鉄
と
本
来
の
架
構
で
あ
る
木

を
独
特
の
発
想
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
構
造
補
強
の
た
め

に
使
う
鉄
骨
の
寸
法
を
既
存
の
木
材
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
寸
法
は
違
え
ど
木
材
に
よ
っ
て
構
造
補
強
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
材
質
や
寸
法
な
ど
を
す
べ
て
既
存
に
合
わ
せ
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
所
の
特
性
に
合
わ
せ
て
部
分
的
に
既
存

に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

加
藤
　
町
家
の
中
が
仄
暗
い
こ
と
も
あ
り
、
材
寸
が
同
じ
で

す
と
鉄
と
木
の
柱
の
区
別
が
見
た
目
に
は
つ
か
な
い
で
す
よ

ね
。
独
立
し
た
柱
も
鉄
と
い
う
大
胆
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
素
材
は
変
え
て
も
ス
ケ
ー
ル
で
操
作
す
る
と
い
う
の

は
、
興
味
深
い
手
法
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
ま
た
未
来
に
延
び
て
い
く
線
と
し
て
も
好
例
で
、
な
ん

と
計
画
段
階
で
こ
れ
か
ら
つ
く
る
予
定
の
増
築
部
分
も
含
め

て
そ
の
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
保

存
建
築
物
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
て
、
地
震
・
火
災
に
対
す
る
法
同
等
以
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
計
画
を
、
建
築
審
査
会
に
通
し
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
自
分
が
付
け
加
え
た
部
分
も
大
切
な
も
の
だ
と
、
自
ら
未

み
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
修
理
や
修
繕
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
い
も
の
に
手
を
加
え
て
更

新
し
、
時
間
を
前
に
進
め
る
行
為
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
文
化
財
的
な
建
築
観
と

で
も
い
う
べ
き
、
時
間
を
巻
き
戻
す
「
修
復
」
と
、
建
築
の

時
間
を
止
め
る
「
保
存
」
と
い
う
手
法
が
登
場
し
ま
す
。
ヴ

ィ
オ
レ
＝
ル
＝
デ
ュ
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
が
、
な

か
ば
廃
墟
と
化
し
て
い
た
数
々
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
当
初
復

原
を
手
が
け
、
時
を
巻
き
戻
す
か
の
よ
う
な
文
化
財
的
価
値

を
重
ん
じ
る
見
方
が
広
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
一
方
、
同
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
建

物
の
栄
光
は
経
年
（A

ge

）
に
存
在
す
る
と
断
言
し
て
、
廃

墟
の
美
学
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
リ
ー
グ
ル
が
「
歴
史
的
価
値
」
と
「
経
年
価

値
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
そ
の
経
年
価
値
の
考
え
方
は
、
な
か
な
か
日
本
の
建
築

で
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

加
藤
　
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
の
石
造
り
の
文
化
と
、
日
本

の
木
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
り
の

廃
墟
と
異
な
り
、
湿
度
の
高
い
日
本
で
木
の
建
築
を
放
っ
て

お
く
と
朽
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
塗
装
を
き
ち
ん
と

や
り
直
さ
な
い
と
、
水
や
虫
害
か
ら
建
物
を
守
れ
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
も
近
代
以
前
の
修
理
に
お
い
て
時
間
を
巻
き
戻
す

当
初
復
原
の
手
法
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
代
の
日
本
に
お
け
る
修
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
復
の
影
響

を
受
け
ま
し
た
。
日
本
で
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
近
代
的

な
修
理
工
事
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
1
8
9
7
（
明
治

30
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
で
す
よ
ね
。
そ

の
成
立
に
は
日
本
独
特
の
木
造
文
化
と
い
う
背
景
も
あ
り
、

―
―
今
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

中
古
住
宅
の
市
場
で
は
、
古
い
建
物
を
い
か
に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
新
築
神
話
が
い
ま
だ
に

根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
一
方
で
文
化
財

の
世
界
で
は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
姿
に
戻
す
「
当
初
復

原
」
が
長
年
に
わ
た
り
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
に
は
せ
ず
、
か
と

い
っ
て
当
初
の
原
形
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
、
建
物
が
積

み
重
ね
て
き
た
時
間
を
表
現
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
手
法
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

加
藤
　
そ
れ
は
ま
さ
に
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
特

集
に
つ
い
て
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
美
術
史
家
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
著
書
『
現
代
の
記
念

物
崇
拝
―
―
そ
の
特
質
と
起
源
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
を

読
み
返
し
ま
し
た
。

　
1
9
0
3
年
に
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
現
在
の
文
化
財
保

護
の
考
え
の
根
本
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー
グ
ル
は
「
記

念
物
崇
拝
に
お
け
る
記
憶
の
価
値
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
章

で
、「
経
年
価
値（A

ge Value

）」と「
歴
史
的
価
値（H

istorical 
V
alue

）」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。「
経
年
価
値
」
は

本
特
集
で
位
置
づ
け
て
い
る
「
時
の
積
み
重
ね
」
で
、「
歴
史

的
価
値
」
は
瞬
間
の
価
値
―
―
古
い
建
物
が
新
築
さ
れ
た
と

き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
様
式
で
建
て
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
の
見
方
で
す
ね
。

　
建
物
の
保
存
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
世
は
再
利

用
的
な
建
築
観
が
主
流
で
、
近
世
は
再
開
発
的
な
建
築
観
が

　
今
、
お
話
を
し
て
い
る
「
花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
14
〜

21
ペ
ー
ジ
）」
も
そ
の
好
例
で
す
ね
。
直
し
て
残
す
も
の
と

取
り
去
る
も
の
、
そ
し
て
新
し
く
加
え
る
も
の
が
横
溢
し
な

が
ら
刺
激
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

―
―
「
花
重
」
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
に
東
京
・
谷
中

で
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
は
事
業
拡
大
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
築
を
重

ね
、
江
戸
長
屋
、
明
治
棟
、
つ
な
ぎ
棟
、
戦
前
棟
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
建
物
が
並
び
立
ち
、
ま
さ
に
時
の
積
み
重
ね
を
体
現

し
た
複
合
体
で
す
。

　
今
回
さ
ら
に
カ
フ
ェ
を
併
設
し
て
、
街
に
開
く
場
所
と
し

て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物
に
新
設
の
鉄

骨
フ
レ
ー
ム
を
付
加
し
て
テ
ラ
ス
と
階
段
を
組
み
上
げ
て
い

ま
す
。

加
藤
　
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
溶
接
で
は
な
く
木
造
の
仕
口
・
継

手
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
の
が
構
築
方
法
的
に
も
ユ
ニ
ー

ク
で
す
し
、
将
来
的
な
変
化
を
許
容
し
や
す
い
の
も
印
象
深

い
で
す
ね
。
も
し
将
来
、
本
当
に
組
み
替
え
ら
れ
た
ら
、
再

利
用
さ
れ
た
古
い
木
材
の
よ
う
に
ホ
ゾ
穴
が
あ
い
た
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
も
ぜ
ひ
見
た
い
で
す
。

　
新
旧
の
対
比
で
は
、
新
し
く
加
え
た
も
の
が
瞬
間
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
味
気
な
い
時
の
重
ね
方
を
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉄
を
ク

リ
ア
塗
装
に
し
て
、
錆
に
よ
る
味
わ
い
が
時
間
の
積
み
重
ね

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
今
後
、
長
い
時
間
の
な
か
で
、
新

旧
部
分
は
同
じ
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
の
歴
史
は
様
式
や
形
態
に
基
づ
く
「
点
」
で
は
な
く
、

長
く
持
続
す
る
時
間
を
内
包
す
る
「
線
」
で
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
も
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
「
線
」
で
も
、
最
先
端
が
「
点
」
で

「
経
年
価
値
」で
は
な
く
「
歴
史
的
価
値
」
の
方
向
に
進
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
結
果
と
し
て
、

日
本
の
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
考
え
が
「
当
初
復
原
」
に

寄
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
「
経
年
価
値
」
を
無
視
し
た
「
歴
史
的
価
値
」
へ

の
偏
重
は
、
極
端
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
を
も
た
ら
し
て
き
ま

し
た
。
部
分
的
に
残
っ
た
当
初
材
料
に
ま
で「
歴
史
的
価
値
」

が
適
用
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
素
材
の
「
経
年
価
値
」
に

目
を
向
け
る
と
、
建
物
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
時
間
の
可

能
性
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
古
い
建
物
を
改
修
す
る
場
に
直
面
し
た
と
き
に
、

新
し
い
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
の
扱
い
に
頭
を
悩
ま
す
と
思
い
ま
す
。
新
旧
を
対
比
的
に

扱
う
の
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
じ
ま
せ
る
の
か
。

加
藤
　
少
し
前
ま
で
は
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
も
文
化
財
の
存

在
が
あ
り
、
1
9
6
4
年
に
制
定
さ
れ
て
、
国
際
的
な
文
化

財
保
存
の
基
本
的
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲

章
」
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
古
い
も
の
は
古
く
、
新
し
い

も
の
は
新
し
く
見
せ
て
差
異
を
つ
け
、
後
世
に
付
け
加
え
た

も
の
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
く
見
せ
る

こ
と
が
虚
偽
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
今
、
建
築
家
は
そ
こ
か
ら
も

自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
全
面
的
に
刷
新
し

て
い
ま
す
。
建
築
家
は
悩
ま
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
　
相
当
、
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

滞
在
者
や
運
営
サ
イ
ド
な
ど
、
こ
の
建
築
を
使
う
人
た
ち
に

と
っ
て
喜
ば
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
な
ら
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

―
―
佳
水
園
で
は
、
庭
園
を
近
代
造
園
の
先
覚
者
と
し
て
知

ら
れ
る
七
代
目
・
小
川
治
兵
衛
の
長
男
で
あ
る
白
楊
が
手
が

け
、
村
野
も
庭
を
参
照
し
な
が
ら
設
計
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

庭
が
あ
り
、
数
寄
屋
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の

建
築
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
上
の
句
を
受
け
て
下
の

句
が
詠
ま
れ
る
連
歌
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
時
間
の
積
み
重

な
り
方
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
　
そ
う
で
す
ね
。
私
自
身
は
最
近
、
こ
う
し
た
内
装
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
時
間
の
積
み
重
ね
方
を
考
え

る
う
え
で
、「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
掘
り
下
げ

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
単
に
お
金
を
か
け
た
意
匠

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
を
使
っ
て
い
る
人
に
素

材
な
り
手
触
り
な
り
、
心
に
響
く
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
れ

ば
一
般
の
人
に
も
愛
さ
れ
る
建
築
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
も
の
を
装
飾
的
に
も

経
済
的
に
も
批
判
し
て
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
質
の

よ
い
建
築
を
目
指
す
べ
く
、
抽
象
的
な
空
間
設
計
に
舵
を
切

り
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か
。
そ
の
価
値

観
の
な
か
で
は
、
時
を
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
魅
力
を
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
使
う
人
た
ち
が
喜
び
を
も

っ
て
、
時
の
積
み
重
ね
に
接
近
す
る
と
き
に
抱
く
感
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
呼
び
う
る

1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
に
つ
く
ら
れ
た
木
骨
煉
瓦
造
の
建

物
で
す
。
近
代
建
築
、
し
か
も
国
宝
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

加
藤
　
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
多

用
し
て
堂
々
と
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
こ
と
に
素
朴
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
復
原
を
せ
ず
に
、
使
わ
れ
て

い
た
履
歴
を
重
視
し
て
残
し
て
い
ま
す
ね
。
落
書
き
や
貼
り

紙
の
類
い
は
も
ち
ろ
ん
、
天
井
の
漆
喰
が
剝
落
し
た
跡
も
塗

り
直
さ
ず
に
、
観
光
客
の
た
め
に
網
ま
で
張
っ
て
い
ま
す
。

近
代
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
工
場
と
し
て
は
器
と
な
る
建
築
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

行
わ
れ
た
近
代
黎
明
期
か
ら
続
く
人
々
の
労
働
を
見
せ
た
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
人
の
営
み
の
跡
を
残
す
こ
と
に
も
説
得
力

が
あ
り
ま
す
ね
。
文
化
財
で
も
当
初
復
原
を
し
な
い
こ
と
が

魅
力
的
な
建
築
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
一
例
に
な
り
そ

う
で
す
。

加
藤
　
文
化
財
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代
の
建
築
家
が
手

が
け
た
著
名
な
建
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
尊
ぶ
」
と
い
う
文
化
財
的
な
発
想
が
根
強
い
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
「
佳
水
園
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
（
38
〜
45

ペ
ー
ジ
）」
は
、
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
に
建
築
家
・
村

野
藤
吾
が
設
計
し
た
数
寄
屋
風
ホ
テ
ル
で
、
代
表
作
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
装
は
傷
み
も
あ
り
、
村
野
藤
吾

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
を
損
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

―
―
土
壁
の
竹
小
舞
が
謎
の
ボ
ー
ド
で
補
強
さ
れ
て
い
た
り
、

さ
ら
に
新
聞
紙
で
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
混

沌
と
し
た
時
間
の
積
み
重
ね
の
痕
跡
に
建
築
家
も
好
意
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
観
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
触
れ
ず
、

モ
ル
タ
ル
の
端
が
欠
け
て
い
た
り
室
外
機
に
巻
き
付
い
た
枯

れ
た
蔦
も
そ
の
ま
ま
に
。
物
と
人
が
絡
み
あ
っ
て
き
た
関
係

性
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

加
藤
　
た
だ
一
方
で
、「
千
鳥
文
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
営

み
の
痕
跡
は
魅
力
的
で
す
が
、
そ
う
し
た
魅
力
あ
る
痕
跡
が

す
べ
て
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
手
が

か
り
を
見
出
し
に
く
い
建
物
を
手
が
け
る
と
き
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
法
が
と
れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
「
ス
キ
マ 

大
阪
（
54
〜
61
ペ
ー
ジ
）」
は
、
取
り
壊
し
を

免
れ
た
築
60
年
ほ
ど
の
木
造
平
屋
を
靴
の
シ
ョ
ッ
プ
に
活
用

し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
平
屋
の
ス
ケ
ル
ト
ン
は
な
ん
と
な
く
い

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
用
合
板
で
割
と
ぶ
っ
き
ら

ぼ
う
に
補
強
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
既
存
の
状
態
に

手
を
加
え
ず
に
レ
イ
ヤ
ー
を
足
し
て
い
く
「
加
装
」
と
い
う

手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
　
も
と
の
状
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
で
す
ね
。

―
―
建
築
家
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
白
い
棚
を
取
り
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
硬
化
す
る
塗
料

を
使
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
垂
れ
る
塗
料
が
「
つ
ら
ら
」
の

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

加
藤
　
現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
操
作
で
す
ね
。
人
の
営
み
の

痕
跡
と
は
、
ま
た
異
な
る
時
間
の
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
　
素
材
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
、

単
に
物
質
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
物
と
人
の
関
係
性
を
含

ん
だ
よ
う
な
意
味
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
時

間
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
人
が
使
っ
て
き
た
痕

跡
も
物
質
に
刻
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

―
―
そ
の
点
で
い
え
ば
、
人
の
営
み
の
痕
跡
を
如
実
に
生
か

し
た
の
が
「
千
鳥
文
化（
46
〜
53
ペ
ー
ジ
）」
で
、
痕
跡
だ
ら

け
の
築
60
年
ほ
ど
の
住
宅
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
文
化
財
的
な
建
築
の
話
で
し
た
が
、
こ
う

し
た
町
場
の
無
名
な
建
物
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

加
藤
　
こ
の
建
築
を
歴
史
的
価
値
や
芸
術
的
価
値
で
説
明
で

き
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
語
る
こ
と
自
体
が
違
う
、
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　
せ
っ
か
く
残
っ
て
き
た
も
の
を
現
代
の
建
築
家
が
こ
れ
ほ

ど
楽
し
そ
う
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

時
間
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
な
あ
、

と
率
直
に
思
わ
さ
れ
ま
す
。
新
築
で
は
出
せ
な
い
時
間
の
魅

力
が
随
所
に
表
れ
て
い
て
。
残
す
と
い
う
行
為
を
と
っ
て
も

「
保
存
」で
は
な
く
「
継
承
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
保
存
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の

か
と
う
・
こ
う
い
ち
／
1
9
7
3
年
生
ま
れ
。
95
年
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。

2
0
0
1
年
同
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。博
士（
工
学
）。東

京
理
科
大
学
助
手
、近
畿
大
学
講
師
を
経
て
、11
年
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学

専
攻
准
教
授
。
18
年
よ
り
教
授
。
お
も
な
著
書
＝『
近
代
建
築
理
論
全
史
1
6
7
3-

1
9
6
8
』（監
訳
、丸
善
出
版
）、『
時
が
つ
く
る
建
築
│
│
リ
ノベ
ー
ション
の
西
洋
建
築
史
』（東
京

大
学
出
版
会
）、『
リ
ノベ
ー
ション
か
ら
み
る
西
洋
建
築
史
』（共
著
、彰
国
社
）な
ど
。

築
60
年
ほ
ど
の
旧
千
鳥
文
化
住
宅
を
、

ア
ー
ト
や
地
域
交
流
の
場
と
し
て
再
生

し
た
。地
元
の
船
大
工
に
よ
る
増
改
築

の
痕
跡
を
引
き
継
ぎ
、部
材
ご
と
に
合

わ
せ
た
補
強
や
改
修
が
行
わ
れ
た
。

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
⑤

千
鳥
文
化

木
造
平
屋
を
改
修
し
た
革
ブ
ラ
ン
ド
の

店
舗
。
既
存
建
物
と
は
あ
え
て
無
関

係
に
白
い
什
器
を
重
ね
る
こ
と
で
、背

景
化
し
た
既
存
の
魅
力
を
引
き
出
し
、

新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
デ
ザ
イ
ン
。

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
⑥

Kato Koichi

古
い
建
物
を
生
か
す
の
に

理
論
な
ど
い
ら
な
い
こ
と
も

古
い
と
こ
ろ
も

あ
な
た
の
デ
ザ
イ
ン

加
藤
耕
一

46~53pages54~61pages

photo by Sobajima Toshihirophoto by Yamauchi Norihito

ス
キ
マ 

大
阪

1213

つ

は



―
―
既
存
部
は
、
建
築
家
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
時
の
経
過

の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
状
況
、
時
に
は
偶
然
が
生
み
出

し
て
き
た
も
の
の
集
積
だ
と
思
い
ま
す
。
改
修
を
手
が
け
る

建
築
家
は
、
そ
の
既
存
部
の
魅
力
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
　
ぜ
ひ
「
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
か
ら
残
し
た
」
と

堂
々
と
言
っ
て
ほ
し
い
気
も
し
ま
す
ね
。
文
化
財
だ
か
ら
ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
残
し
た
、
と
い
う
説
明
で

思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
建
築
は
お
も
し
ろ
く
な
り
ま

せ
ん
。
残
す
に
せ
よ
壊
す
に
せ
よ
、
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
責
任
を
も
っ
て
や
っ
た
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
文
化
財
の
場
合
に
は
建
築
史
研
究
が
背
後
に
あ
る
な
ど
、

残
す
べ
き
も
の
に
一
定
の
理
屈
を
見
出
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
が
、
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
建
築
の
場
合
に
は
、
渾
然
一
体
と
し

た
も
の
を
選
り
分
け
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

加
藤
　
そ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
に
お
け
る
建
築
家
の
重
要
な

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
増
築
を
重
ね
て
建
て

込
ん
で
い
く
よ
う
な
古
い
木
造
で
は
、
地
場
の
大
工
が
注
文

に
応
じ
て
建
て
増
し
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の

時
間
や
素
材
、
構
造
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
新
た
な
魅

力
を
創
出
す
る
の
は
、
建
築
家
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
建
造
物
に
造
詣
の
深

い
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
入
れ
て
、
手
が
か
り
を
得
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
か
ら
、
あ

る
い
は
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
無
条
件
に
残
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
建
築
家
が
お

も
し
ろ
い
と
判
断
し
て
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
部
分
に
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
と
し
て
、
古
い
と

こ
ろ
も
自
分
ご
と
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
と
ら
え

る
こ
と
で
、
時
を
積
み
重
ね
た
か
ら
こ
そ
醸
し
出
さ
れ
る
、

豊
か
な
表
現
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

来
に
投
げ
か
け
る
意
気
込
み
を
感
じ
ま
し
た
。

加
藤
　
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
を
引
き
合
い
に
新
旧
の
材
料
を
分
け

る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻

し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
可
逆
性
」
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
本
物
で
、
新
し
い
も
の
は
あ
く

ま
で
仮
設
、
そ
し
て
不
要
に
な
っ
た
ら
壊
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
も
の

は
、
し
ょ
せ
ん
「
点
」
で
し
か
な
く
、
未
来
に
お
い
て

「
線
」と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
新
し
く
つ
く
る
も
の
も
線
と
し

て
保
存
す
る
、
と
い
う
発
想
を
実
現
さ
せ
る
ス
キ
ー
ム
は
、

今
後
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
建
築
が
完
成
し
た
と
き
と
現
在
の
2
点
が
重
要
な
わ
け

で
は
な
く
、
完
成
し
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過

を
重
要
視
す
る
の
が
、
建
築
を
「
線
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
経
過
を
物
理
的
に
は
ど
の

よ
う
に
見
せ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

加
藤
　
時
間
の
痕
跡
を
見
せ
や
す
い
素
材
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
煉
瓦
造
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
時
間
デ

ザ
イ
ン
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
木
造
と
異
な
り
多
少
穴
が

あ
い
て
い
た
り
、
削
れ
て
い
た
り
し
て
い
て
も
、
構
造
的
に

安
定
し
た
状
態
を
保
ち
や
す
い
の
で
、
使
わ
れ
て
い
た
履
歴
、

い
わ
ば
時
間
の
痕
跡
を
残
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

―
―
「
旧
富
岡
製
糸
場
西
置
繭
所（
30
〜
37
ペ
ー
ジ
）」
が

は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
花
重
」
に
は
、
未
来
に
延
び
て
い
く

線
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

―
―
新
旧
の
材
料
の
使
い
分
け
は
「
郭
巨
山
会
所
（
22
〜
29

ペ
ー
ジ
）」で
も
特
徴
的
で
す
。
京
都
の
祇
園
祭
で
巡
行
す
る

築
1
0
0
年
ほ
ど
の
山
鉾
を
保
存
・
運
営
す
る
た
め
の
会
所

を
増
改
築
し
た
も
の
で
す
が
、
鉄
と
本
来
の
架
構
で
あ
る
木

を
独
特
の
発
想
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
構
造
補
強
の
た
め

に
使
う
鉄
骨
の
寸
法
を
既
存
の
木
材
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
寸
法
は
違
え
ど
木
材
に
よ
っ
て
構
造
補
強
を
す
る
こ

と
も
あ
る
。
材
質
や
寸
法
な
ど
を
す
べ
て
既
存
に
合
わ
せ
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
所
の
特
性
に
合
わ
せ
て
部
分
的
に
既
存

に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

加
藤
　
町
家
の
中
が
仄
暗
い
こ
と
も
あ
り
、
材
寸
が
同
じ
で

す
と
鉄
と
木
の
柱
の
区
別
が
見
た
目
に
は
つ
か
な
い
で
す
よ

ね
。
独
立
し
た
柱
も
鉄
と
い
う
大
胆
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
素
材
は
変
え
て
も
ス
ケ
ー
ル
で
操
作
す
る
と
い
う
の

は
、
興
味
深
い
手
法
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
ま
た
未
来
に
延
び
て
い
く
線
と
し
て
も
好
例
で
、
な
ん

と
計
画
段
階
で
こ
れ
か
ら
つ
く
る
予
定
の
増
築
部
分
も
含
め

て
そ
の
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
保

存
建
築
物
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
て
、
地
震
・
火
災
に
対
す
る
法
同
等
以
上
の

安
全
性
を
確
保
す
る
計
画
を
、
建
築
審
査
会
に
通
し
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
自
分
が
付
け
加
え
た
部
分
も
大
切
な
も
の
だ
と
、
自
ら
未

み
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
修
理
や
修
繕
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
い
も
の
に
手
を
加
え
て
更

新
し
、
時
間
を
前
に
進
め
る
行
為
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
し
か
し
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
文
化
財
的
な
建
築
観
と

で
も
い
う
べ
き
、
時
間
を
巻
き
戻
す
「
修
復
」
と
、
建
築
の

時
間
を
止
め
る
「
保
存
」
と
い
う
手
法
が
登
場
し
ま
す
。
ヴ

ィ
オ
レ
＝
ル
＝
デ
ュ
ク
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
が
、
な

か
ば
廃
墟
と
化
し
て
い
た
数
々
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
当
初
復

原
を
手
が
け
、
時
を
巻
き
戻
す
か
の
よ
う
な
文
化
財
的
価
値

を
重
ん
じ
る
見
方
が
広
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
一
方
、
同
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
建

物
の
栄
光
は
経
年
（A

ge

）
に
存
在
す
る
と
断
言
し
て
、
廃

墟
の
美
学
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
リ
ー
グ
ル
が
「
歴
史
的
価
値
」
と
「
経
年
価

値
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
こ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

―
―
そ
の
経
年
価
値
の
考
え
方
は
、
な
か
な
か
日
本
の
建
築

で
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

加
藤
　
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
の
石
造
り
の
文
化
と
、
日
本

の
木
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
り
の

廃
墟
と
異
な
り
、
湿
度
の
高
い
日
本
で
木
の
建
築
を
放
っ
て

お
く
と
朽
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
塗
装
を
き
ち
ん
と

や
り
直
さ
な
い
と
、
水
や
虫
害
か
ら
建
物
を
守
れ
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
も
近
代
以
前
の
修
理
に
お
い
て
時
間
を
巻
き
戻
す

当
初
復
原
の
手
法
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
代
の
日
本
に
お
け
る
修
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
復
の
影
響

を
受
け
ま
し
た
。
日
本
で
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
近
代
的

な
修
理
工
事
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、
1
8
9
7
（
明
治

30
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
で
す
よ
ね
。
そ

の
成
立
に
は
日
本
独
特
の
木
造
文
化
と
い
う
背
景
も
あ
り
、

―
―
今
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

中
古
住
宅
の
市
場
で
は
、
古
い
建
物
を
い
か
に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
ら
せ
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
新
築
神
話
が
い
ま
だ
に

根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
一
方
で
文
化
財

の
世
界
で
は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
姿
に
戻
す
「
当
初
復

原
」
が
長
年
に
わ
た
り
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
に
は
せ
ず
、
か
と

い
っ
て
当
初
の
原
形
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
、
建
物
が
積

み
重
ね
て
き
た
時
間
を
表
現
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
手
法
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

加
藤
　
そ
れ
は
ま
さ
に
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
特

集
に
つ
い
て
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
美
術
史
家
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
著
書
『
現
代
の
記
念

物
崇
拝
―
―
そ
の
特
質
と
起
源
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
を

読
み
返
し
ま
し
た
。

　
1
9
0
3
年
に
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
現
在
の
文
化
財
保

護
の
考
え
の
根
本
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー
グ
ル
は
「
記

念
物
崇
拝
に
お
け
る
記
憶
の
価
値
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
章

で
、「
経
年
価
値（A

ge Value

）」と「
歴
史
的
価
値（H

istorical 
V
alue

）」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。「
経
年
価
値
」
は

本
特
集
で
位
置
づ
け
て
い
る
「
時
の
積
み
重
ね
」
で
、「
歴
史

的
価
値
」
は
瞬
間
の
価
値
―
―
古
い
建
物
が
新
築
さ
れ
た
と

き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
様
式
で
建
て
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
の
見
方
で
す
ね
。

　
建
物
の
保
存
の
歴
史
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
世
は
再
利

用
的
な
建
築
観
が
主
流
で
、
近
世
は
再
開
発
的
な
建
築
観
が

　
今
、
お
話
を
し
て
い
る
「
花
重
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
14
〜

21
ペ
ー
ジ
）」
も
そ
の
好
例
で
す
ね
。
直
し
て
残
す
も
の
と

取
り
去
る
も
の
、
そ
し
て
新
し
く
加
え
る
も
の
が
横
溢
し
な

が
ら
刺
激
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
印
象
で
す
。

―
―
「
花
重
」
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
に
東
京
・
谷
中

で
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
は
事
業
拡
大
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
増
築
を
重

ね
、
江
戸
長
屋
、
明
治
棟
、
つ
な
ぎ
棟
、
戦
前
棟
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
建
物
が
並
び
立
ち
、
ま
さ
に
時
の
積
み
重
ね
を
体
現

し
た
複
合
体
で
す
。

　
今
回
さ
ら
に
カ
フ
ェ
を
併
設
し
て
、
街
に
開
く
場
所
と
し

て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
古
い
建
物
に
新
設
の
鉄

骨
フ
レ
ー
ム
を
付
加
し
て
テ
ラ
ス
と
階
段
を
組
み
上
げ
て
い

ま
す
。

加
藤
　
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
溶
接
で
は
な
く
木
造
の
仕
口
・
継

手
の
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
の
が
構
築
方
法
的
に
も
ユ
ニ
ー

ク
で
す
し
、
将
来
的
な
変
化
を
許
容
し
や
す
い
の
も
印
象
深

い
で
す
ね
。
も
し
将
来
、
本
当
に
組
み
替
え
ら
れ
た
ら
、
再

利
用
さ
れ
た
古
い
木
材
の
よ
う
に
ホ
ゾ
穴
が
あ
い
た
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
も
ぜ
ひ
見
た
い
で
す
。

　
新
旧
の
対
比
で
は
、
新
し
く
加
え
た
も
の
が
瞬
間
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
味
気
な
い
時
の
重
ね
方
を
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉄
を
ク

リ
ア
塗
装
に
し
て
、
錆
に
よ
る
味
わ
い
が
時
間
の
積
み
重
ね

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
今
後
、
長
い
時
間
の
な
か
で
、
新

旧
部
分
は
同
じ
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
の
歴
史
は
様
式
や
形
態
に
基
づ
く
「
点
」
で
は
な
く
、

長
く
持
続
す
る
時
間
を
内
包
す
る
「
線
」
で
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
も
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
「
線
」
で
も
、
最
先
端
が
「
点
」
で

「
経
年
価
値
」で
は
な
く
「
歴
史
的
価
値
」
の
方
向
に
進
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
結
果
と
し
て
、

日
本
の
歴
史
的
建
造
物
に
対
す
る
考
え
が
「
当
初
復
原
」
に

寄
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
「
経
年
価
値
」
を
無
視
し
た
「
歴
史
的
価
値
」
へ

の
偏
重
は
、
極
端
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
を
も
た
ら
し
て
き
ま

し
た
。
部
分
的
に
残
っ
た
当
初
材
料
に
ま
で「
歴
史
的
価
値
」

が
適
用
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
素
材
の
「
経
年
価
値
」
に

目
を
向
け
る
と
、
建
物
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
時
間
の
可

能
性
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
古
い
建
物
を
改
修
す
る
場
に
直
面
し
た
と
き
に
、

新
し
い
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
の
扱
い
に
頭
を
悩
ま
す
と
思
い
ま
す
。
新
旧
を
対
比
的
に

扱
う
の
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
じ
ま
せ
る
の
か
。

加
藤
　
少
し
前
ま
で
は
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
も
文
化
財
の
存

在
が
あ
り
、
1
9
6
4
年
に
制
定
さ
れ
て
、
国
際
的
な
文
化

財
保
存
の
基
本
的
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲

章
」
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
古
い
も
の
は
古
く
、
新
し
い

も
の
は
新
し
く
見
せ
て
差
異
を
つ
け
、
後
世
に
付
け
加
え
た

も
の
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
く
見
せ
る

こ
と
が
虚
偽
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
今
、
建
築
家
は
そ
こ
か
ら
も

自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
全
面
的
に
刷
新
し

て
い
ま
す
。
建
築
家
は
悩
ま
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
　
相
当
、
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

滞
在
者
や
運
営
サ
イ
ド
な
ど
、
こ
の
建
築
を
使
う
人
た
ち
に

と
っ
て
喜
ば
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
な
ら
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

―
―
佳
水
園
で
は
、
庭
園
を
近
代
造
園
の
先
覚
者
と
し
て
知

ら
れ
る
七
代
目
・
小
川
治
兵
衛
の
長
男
で
あ
る
白
楊
が
手
が

け
、
村
野
も
庭
を
参
照
し
な
が
ら
設
計
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

庭
が
あ
り
、
数
寄
屋
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の

建
築
家
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
上
の
句
を
受
け
て
下
の

句
が
詠
ま
れ
る
連
歌
の
よ
う
な
関
係
性
も
、
時
間
の
積
み
重

な
り
方
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
　
そ
う
で
す
ね
。
私
自
身
は
最
近
、
こ
う
し
た
内
装
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
時
間
の
積
み
重
ね
方
を
考
え

る
う
え
で
、「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
い
う
概
念
を
掘
り
下
げ

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
単
に
お
金
を
か
け
た
意
匠

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
建
築
を
使
っ
て
い
る
人
に
素

材
な
り
手
触
り
な
り
、
心
に
響
く
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
れ

ば
一
般
の
人
に
も
愛
さ
れ
る
建
築
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
も
の
を
装
飾
的
に
も

経
済
的
に
も
批
判
し
て
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
質
の

よ
い
建
築
を
目
指
す
べ
く
、
抽
象
的
な
空
間
設
計
に
舵
を
切

り
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か
。
そ
の
価
値

観
の
な
か
で
は
、
時
を
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
魅
力
を
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
使
う
人
た
ち
が
喜
び
を
も

っ
て
、
時
の
積
み
重
ね
に
接
近
す
る
と
き
に
抱
く
感
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
」
と
呼
び
う
る

1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
に
つ
く
ら
れ
た
木
骨
煉
瓦
造
の
建

物
で
す
。
近
代
建
築
、
し
か
も
国
宝
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

加
藤
　
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
多

用
し
て
堂
々
と
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
こ
と
に
素
朴
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
復
原
を
せ
ず
に
、
使
わ
れ
て

い
た
履
歴
を
重
視
し
て
残
し
て
い
ま
す
ね
。
落
書
き
や
貼
り

紙
の
類
い
は
も
ち
ろ
ん
、
天
井
の
漆
喰
が
剝
落
し
た
跡
も
塗

り
直
さ
ず
に
、
観
光
客
の
た
め
に
網
ま
で
張
っ
て
い
ま
す
。

近
代
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
工
場
と
し
て
は
器
と
な
る
建
築
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

行
わ
れ
た
近
代
黎
明
期
か
ら
続
く
人
々
の
労
働
を
見
せ
た
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
人
の
営
み
の
跡
を
残
す
こ
と
に
も
説
得
力

が
あ
り
ま
す
ね
。
文
化
財
で
も
当
初
復
原
を
し
な
い
こ
と
が

魅
力
的
な
建
築
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
一
例
に
な
り
そ

う
で
す
。

加
藤
　
文
化
財
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代
の
建
築
家
が
手

が
け
た
著
名
な
建
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
尊
ぶ
」
と
い
う
文
化
財
的
な
発
想
が
根
強
い
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
「
佳
水
園
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
（
38
〜
45

ペ
ー
ジ
）」
は
、
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
に
建
築
家
・
村

野
藤
吾
が
設
計
し
た
数
寄
屋
風
ホ
テ
ル
で
、
代
表
作
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
装
は
傷
み
も
あ
り
、
村
野
藤
吾

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
を
損
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

―
―
土
壁
の
竹
小
舞
が
謎
の
ボ
ー
ド
で
補
強
さ
れ
て
い
た
り
、

さ
ら
に
新
聞
紙
で
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
混

沌
と
し
た
時
間
の
積
み
重
ね
の
痕
跡
に
建
築
家
も
好
意
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
観
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
触
れ
ず
、

モ
ル
タ
ル
の
端
が
欠
け
て
い
た
り
室
外
機
に
巻
き
付
い
た
枯

れ
た
蔦
も
そ
の
ま
ま
に
。
物
と
人
が
絡
み
あ
っ
て
き
た
関
係

性
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

加
藤
　
た
だ
一
方
で
、「
千
鳥
文
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
営

み
の
痕
跡
は
魅
力
的
で
す
が
、
そ
う
し
た
魅
力
あ
る
痕
跡
が

す
べ
て
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
気
持
ち
を
と
ら
え
る
手
が

か
り
を
見
出
し
に
く
い
建
物
を
手
が
け
る
と
き
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
法
が
と
れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
「
ス
キ
マ 

大
阪
（
54
〜
61
ペ
ー
ジ
）」
は
、
取
り
壊
し
を

免
れ
た
築
60
年
ほ
ど
の
木
造
平
屋
を
靴
の
シ
ョ
ッ
プ
に
活
用

し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
平
屋
の
ス
ケ
ル
ト
ン
は
な
ん
と
な
く
い

い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
用
合
板
で
割
と
ぶ
っ
き
ら

ぼ
う
に
補
強
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
既
存
の
状
態
に

手
を
加
え
ず
に
レ
イ
ヤ
ー
を
足
し
て
い
く
「
加
装
」
と
い
う

手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
　
も
と
の
状
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
で
す
ね
。

―
―
建
築
家
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
白
い
棚
を
取
り
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
硬
化
す
る
塗
料

を
使
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
垂
れ
る
塗
料
が
「
つ
ら
ら
」
の

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

加
藤
　
現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
操
作
で
す
ね
。
人
の
営
み
の

痕
跡
と
は
、
ま
た
異
な
る
時
間
の
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
　
素
材
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
、

単
に
物
質
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
物
と
人
の
関
係
性
を
含

ん
だ
よ
う
な
意
味
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
時

間
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
人
が
使
っ
て
き
た
痕

跡
も
物
質
に
刻
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

―
―
そ
の
点
で
い
え
ば
、
人
の
営
み
の
痕
跡
を
如
実
に
生
か

し
た
の
が
「
千
鳥
文
化（
46
〜
53
ペ
ー
ジ
）」
で
、
痕
跡
だ
ら

け
の
築
60
年
ほ
ど
の
住
宅
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
文
化
財
的
な
建
築
の
話
で
し
た
が
、
こ
う

し
た
町
場
の
無
名
な
建
物
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

加
藤
　
こ
の
建
築
を
歴
史
的
価
値
や
芸
術
的
価
値
で
説
明
で

き
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
語
る
こ
と
自
体
が
違
う
、
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　
せ
っ
か
く
残
っ
て
き
た
も
の
を
現
代
の
建
築
家
が
こ
れ
ほ

ど
楽
し
そ
う
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

時
間
を
積
み
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
な
あ
、

と
率
直
に
思
わ
さ
れ
ま
す
。
新
築
で
は
出
せ
な
い
時
間
の
魅

力
が
随
所
に
表
れ
て
い
て
。
残
す
と
い
う
行
為
を
と
っ
て
も

「
保
存
」で
は
な
く
「
継
承
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
保
存
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の

か
と
う
・
こ
う
い
ち
／
1
9
7
3
年
生
ま
れ
。
95
年
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。

2
0
0
1
年
同
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。博
士（
工
学
）。東

京
理
科
大
学
助
手
、近
畿
大
学
講
師
を
経
て
、11
年
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学

専
攻
准
教
授
。
18
年
よ
り
教
授
。
お
も
な
著
書
＝『
近
代
建
築
理
論
全
史
1
6
7
3-

1
9
6
8
』（監
訳
、丸
善
出
版
）、『
時
が
つ
く
る
建
築
│
│
リ
ノベ
ー
ション
の
西
洋
建
築
史
』（東
京

大
学
出
版
会
）、『
リ
ノベ
ー
ション
か
ら
み
る
西
洋
建
築
史
』（共
著
、彰
国
社
）な
ど
。

築
60
年
ほ
ど
の
旧
千
鳥
文
化
住
宅
を
、

ア
ー
ト
や
地
域
交
流
の
場
と
し
て
再
生

し
た
。地
元
の
船
大
工
に
よ
る
増
改
築

の
痕
跡
を
引
き
継
ぎ
、部
材
ご
と
に
合

わ
せ
た
補
強
や
改
修
が
行
わ
れ
た
。

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
⑤

千
鳥
文
化

木
造
平
屋
を
改
修
し
た
革
ブ
ラ
ン
ド
の

店
舗
。
既
存
建
物
と
は
あ
え
て
無
関

係
に
白
い
什
器
を
重
ね
る
こ
と
で
、背

景
化
し
た
既
存
の
魅
力
を
引
き
出
し
、

新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
デ
ザ
イ
ン
。

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
⑥

Kato Koichi

古
い
建
物
を
生
か
す
の
に

理
論
な
ど
い
ら
な
い
こ
と
も

古
い
と
こ
ろ
も

あ
な
た
の
デ
ザ
イ
ン

加
藤
耕
一

46~53pages54~61pages
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老舗の花屋の裏側に延
長したカフェの屋外テ
ラス。無垢鋼材で格子
状に組まれた鉄骨フレ
ームに不定型なスラブ
がのる。

取材・文／杉前政樹　写真／藤塚光政

木の履歴を鉄で継ぐ
創業明治３年、老舗の花屋「花重」のリニューアル。

設計を担った高野洋平さんと森田祥子さんは、木造の履歴を残しながらも、
そこに現代の技術で組まれた鉄骨フレームを継ぐことで、
未来にわたって使いつづけられる保存のかたちを目指した。

特集／時の積み重ねをデザインする　ケーススタディ❶
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J
R
山
手
線
日
暮
里
駅
の
南
口
改
札
を
出
て
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た
細
い
小
径
を
抜
け
る
と
、
都
立

谷
中
霊
園
が
広
が
る
。
周
囲
に
高
い
建
物
は
な
く
、

都
心
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
ん
び
り
し
た
道
を
進

ん
だ
先
に
、
古
い
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
一
角
が
現
れ

る
。
こ
の
一
帯
は
谷
中
の
「
い
ろ
は
茶
屋
」
と
呼

ば
れ
、
江
戸
時
代
に
「
富
く
じ
」
で
に
ぎ
わ
っ
た

天
王
寺
へ
の
参
拝
客
を
目
当
て
に
し
た
茶
屋
町
で

あ
っ
た
。
東
京
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
重
厚
な
建
物

の
な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
「
花
重
」
は
創

業
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
。
初
代
の
関
江
重
三

郎
が
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
あ
る
。

　
そ
の
建
物
の
左
脇
、
紫
色
に
染
め
ら
れ
た
暖
簾

を
く
ぐ
る
と
、納
屋
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
に
、と
つ

ぜ
ん
現
代
的
な
カ
フ
ェ
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
窓
口
が

現
れ
、
旗
竿
状
の
裏
庭
が
奥
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。

庭
に
は
既
存
建
物
か
ら
突
き
出
す
か
の
よ
う
に
、

茶
色
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
家
型
に
組
ま
れ
て
お
り
、

改
修
前
の
裏
庭
ス
ペ
ー
ス
に
は
古
い
木
造
家
屋
が

立
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
屋
根
や
壁
面
を
取
り

払
っ
て
柱
梁
の
軸
組
み
だ
け
を
残
し
た
「
建
物
の

残
影
」
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
2
階

の
現
代
的
な
テ
ラ
ス
の
床
面
は
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
か

ら
斜
め
に
大
胆
に
は
み
出
し
、
白
い
階
段
で
既
存

建
物
と
庭
を
つ
な
い
で
自
由
に
回
遊
で
き
る
。
こ

こ
で
は
木
造
家
屋
の
ほ
っ
こ
り
し
た
昭
和
感
と
、

令
和
の
カ
フ
ェ
の
居
心
地
の
よ
さ
が
ご
く
自
然
に

共
存
し
て
い
る
。

　
三
代
目
の
故
関
江
重
三
郎
氏
は
フ
ロ
ー
リ
ス
ト

養
成
学
校
を
設
立
す
る
な
ど
、
生
花
業
界
を
牽
引

し
て
き
た
重
鎮
で
あ
り
、
昭
和
期
の
花
重
は
多
く

の
従
業
員
を
抱
え
て
多
忙
を
き
わ
め
た
。
だ
が
2

0
0
8
年
に
三
代
目
が
亡
く
な
り
、
四
代
目
を
継

い
だ
中
瀬
い
く
よ
さ
ん
は
2
0
2
0
年
6
月
、
経

営
難
か
ら
店
を
閉
じ
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
の
が
、
上
野
桜
木
を
中

心
に
不
動
産
事
業
を
展
開
し
て
い
る
山
陽
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
。
地
域
へ
の
貢
献
が
で
き
る
の
な
ら
ば

と
、
土
地
建
物
か
ら
事
業
会
社
ま
で
花
重
を
ま
る

ご
と
買
い
取
っ
て
新
オ
ー
ナ
ー
と
な
り
、
中
瀬
さ

ん
は
従
業
員
と
な
っ
て
店
を
切
り
盛
り
す
る
か
た

ち
で
、
事
業
再
生
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
ま
ず
は
既
存
建
物
の
調
査
。N
P
O
法
人
の「
た

い
と
う
歴
史
都
市
研
究
会
」
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

す
で
に
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
花
屋
店

舗
の
ス
ペ
ー
ス
は
1
8
7
7
（
明
治
10
）
年
の
築

何
を
壊
し
て

何
を
残
す
か

柱
梁
よ
り
細
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
組
ん
で
、
半
屋

外
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
空
間
を
架
構
し
た
。
冒
頭
で
触

れ
た
よ
う
に
、「
建
物
の
残
影
」
に
も
見
え
る
の
だ

が
、
壊
さ
れ
た
住
居
棟
や
社
員
寮
の
輪
郭
を
象
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
が
外
へ
と

新
た
に
拡
張
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

古
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
材
と
新
た
な
建
材
が
は
っ
き
り

と
別
物
に
な
り
ま
す
が
、
木
造
の
場
合
は
場
所
を

変
え
て
古
材
を
転
用
し
た
り
、
朽
ち
た
部
分
だ
け

根
継
ぎ
し
た
り
と
、
部
材
が
常
に
動
き
つ
づ
け
て

い
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
花
重
の
場
合
も
、
単
に

1
5
0
年
前
の
状
態

に
戻
し
て
凍
結
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
時

間
を
止
め
な
い
こ
と

が
大
切
。
い
つ
で
も

〝
使
い
方
を
変
え
ら

れ
る
〞
状
態
に
し
て

お
く
こ
と
が
、
建
物

を
履
歴
ご
と
保
存
す

る
こ
と
に
な
る
と
考

え
た
の
で
す
」
と
森
田
さ
ん
は
言
う
。

　
鉄
骨
で
フ
レ
ー
ム
を
組
む
に
あ
た
っ
て
、
単
管

パ
イ
プ
の
よ
う
な
仮
設
的
な
も
の
を
避
け
つ
つ
も
、

組
み
替
え
可
能
な
接
合
に
で
き
な
い
か
。
こ
の
難

し
い
課
題
を
抱
え
て
、
東
京
藝
術
大
学
の
金
田
充

弘
教
授
に
構
造
設
計
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
60
㎜

角
の
無
垢
の
鋼
材
を
使
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
工

法
が
採
用
さ
れ
た
。
接
合
部
は
溶
接
で
は
な
く
、

文
化
財
の
花
屋
を
保
存
し
、

同
時
に
カ
フ
ェ
と
テ
ラ
ス
を
つ
く
る
。

建
物
の
調
査
か
ら
、

度
重
な
る
改
築
の
履
歴
が
明
ら
か
に
。

柱
に
ホ
ゾ
穴
を
切
削
し
て
梁
受
け
を
挿
し
、
ボ
ル

ト
を
締
め
て
柱
梁
を
接
合
す
る
乾
式
工
法
。
つ
ま

り
、
将
来
的
な
用
途
変
更
の
際
に
は
脱
着
可
能
な

の
で
あ
る
。
誤
差
0.1
㎜
と
い
う
高
精
度
の
機
械
加

工
技
術
を
使
っ
て
、
ま
る
で
伝
統
木
造
建
築
の
継

手
の
よ
う
に
部
材
を
削
り
出
し
、
鉄
骨
は
ク
リ
ア

防
錆
塗
装
の
み
と
し
た
。
時
間
経
過
に
よ
っ
て
錆

び
て
ゆ
く
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
が
、

想
定
以
上
に
錆
び
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
、
部
分
的

に
タ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う

や
く
落
ち
着
い
て
き
た
と
い
う
。

「
鉄
を
白
く
塗
っ
て
抽
象
的
に
す
る
の
で
は
な
く

て
、
錆
び
た
素
材
感
が
古
い
木
造
軸
組
み
の
延
長

と
な
る
こ
と
で
〝
背
景
化
〞
す
る
。
背
景
は
あ
く

ま
で
垂
直
水
平
の
グ
リ
ッ
ド
に
す
る
こ
と
で
、
そ

こ
に
新
し
い
要
素
が
自
由
な
幾
何
学
造
形
で
入
っ

て
い
け
る
よ
う
に
考
え
た
の
で
す
。
蔦
が
這
い
、

木
が
育
ち
、
鳥
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
で
、
少
し

ず
つ
隙
間
が
埋
め
ら
れ
て
い
く
。
常
に
隙
間
で
何

か
が
動
い
て
い
る
状
態
が
目
標
で
す
ね
」
と
高
野

さ
ん
は
言
う
。

　
ま
だ
オ
ー
プ
ン
か
ら
半
年
ほ
ど
だ
が
、
日
差
し

を
和
ら
げ
る
布
タ
ー
プ
を
掛
け
る
と
い
っ
た
改
良

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
使
い
手
側
の
自
由
な
ア
イ

デ
ア
で
、
プ
ラ
ン
タ
ー
や
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
吊
る
し

た
り
、
2
階
の
テ
ラ
ス
席
が
人
気
の
た
め
、
テ
ラ

ス
を
拡
張
す
る
計
画
も
す
で
に
検
討
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
う
。

　
今
回
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
は
あ
く
ま
で
「
工
作
物
」
扱
い
と
な
る
た

め
、
こ
の
フ
レ
ー
ム
に
屋
根
や
壁
を
つ
け
て
建
築

Hanaju Renovation

↑鉄骨フレームは日除
けのための布タープを
引っ掛けるための拠り
所にもなる。

↑屋外テラスとカフェ
（戦前棟）。戦前棟の木
造の柱梁を延長するよ
うに組まれた鉄骨フレ
ームと、そこに取り付
くテラスや階段。

←写真左／60㎜角の無
垢鋼材で組まれた鉄骨
フレームの接合部。右
／柱、梁受、梁に分解
でき、将来的には解体
や再構築も可能。

写真上／右が花屋（明
治棟）で、左の暖簾をく
ぐると裏手にカフェと
庭。中／元作業場（江
戸長屋）を一部解体、
架構を現しカフェへと
続く路地の入口とした。
下／江戸長屋から花屋
を見る。左のカウンタ
ーからカフェのテイク
アウトも可能。

空
間
を
増
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
人

が
見
慣
れ
た
細
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
鉄
骨
フ
レ

ー
ム
は
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
。

「
中
空
の
パ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
無
垢
で
あ
る
こ

と
が
重
要
な
ん
で
す
よ
。
解
体
し
て
運
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
す
し
、
ホ
ゾ
穴
の
位
置
を
変
更
し
て
も
部

材
を
そ
の
ま
ま
使
え
て
、
履
歴
が
残
り
ま
す
。
遠

い
将
来
こ
の
建
物
が
解
体
さ
れ
る
と
き
に
、〝
こ
の

仕
口
は
令
和
時
代
の
高
度
な
精
密
加
工
技
術
を
今

に
伝
え
る
遺
構
で
す
〞
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　
大
切
な
の
は
、
そ
の
時
代
に
即
し
た
「
大
き
な

原
理
」
を
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
だ
と
高
野
さ
ん

は
言
う
。
木
造
仕
口
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
原
理

は
、
時
代
を
超
え
て
残
る
。
そ
こ
に
現
代
の
精
緻

な
金
属
加
工
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
、
鉄
骨
造
を

木
造
の
よ
う
に
扱
う
建
築
表
現
の
新
た
な
可
能
性

が
広
が
っ
て
い
る
。

「
文
化
財
的
な
古
い
家
屋
を
個
人
で
維
持
し
つ
づ

け
る
こ
と
の
息
苦
し
さ
か
ら
、
少
し
で
も
解
放
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
」
と
森
田
さ
ん
。
個
人
に
大

き
な
負
担
を
強
い
る
静
的
保
存
か
ら
、
使
い
つ
づ

け
る
こ
と
で
価
値
を
生
み
出
す
動
的
保
存
へ
。
谷

中
の
古
い
街
並
み
に
現
れ
た
「
鉄
で
木
を
継
ぐ
」

テ
ラ
ス
は
、
ま
だ
日
本
に
数
多
く
残
る
木
造
家
屋

の
未
来
像
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
技
術
的
選
択
肢

を
与
え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
、
左
隣
の
作
業
場
兼
倉
庫
の
ほ
う
が
さ
ら
に
古

く
、
江
戸
時
代
の
長
屋
の
架
構
で
あ
る
と
判
明
。

そ
の
奥
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
に
建
て
ら

れ
た
戦
前
棟
が
あ
り
、
一
番
奥
の
昭
和
30
年
代
の

住
居
棟
と
社
員
寮
が
最
も
ひ
ど
い
状
態
で
放
置
さ

れ
て
い
た
。

　
こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
設
計
を
手
が
け
た

の
が
、
高
野
洋
平
さ
ん
と
森
田
祥
子
さ
ん
が
共
同

主
宰
す
る
「M

A
RU
｡
architecture

」。

「
わ
れ
わ
れ
の
事
務
所
が
ち
ょ
う
ど
新
オ
ー
ナ
ー

の
会
社
と
東
京
藝
術
大
学
の
あ
い
だ
に
あ
り
ま
し

て
、
古
い
作
業
所
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
道

路
か
ら
内
部
が
見
え
る
開
放
的
な
造
り
な
の
で
、

こ
ん
な
感
じ
が
い
い
ん
だ
よ
、
と
お
声
が
か
か
っ

た
よ
う
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
言
う
。
オ
ー
ナ
ー

か
ら
の
要
望
は
主
に
ふ
た
つ
。
明
治
に
建
っ
た
店

舗
棟
を
地
域
の
文
化
財
と
し
て
守
る
こ
と
。
そ
し

て
地
域
住
民
が
集
え
る
カ
フ
ェ
と
テ
ラ
ス
を
つ
く

る
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、
明
治
棟
が
保
存

で
き
れ
ば
後
は
す
べ
て
壊
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と

い
う
立
場
だ
が
、
歴
史
都
市
研
究
会
と
し
て
は
、

な
る
べ
く
壊
さ
ず
に
保
存
し
た
い
。
何
を
壊
し
て

何
を
残
す
べ
き
か
│
│
三
者
で
の
議
論
が
続
い
た
。

　
森
田
さ
ん
が
振
り
返
る
。

「
建
物
調
査
が
と
て
も
お
も
し
ろ
く
て
、
と
く
に

戦
前
棟
の
間
取
り
の
変
遷
を
四
代
目
に
聞
く
と
、

戦
後
の
住
宅
難
の
時
代
に
親
類
が
入
れ
替
わ
り
住

ん
だ
の
で
、
階
段
の
位
置
や
間
取
り
が
何
度
も
変

わ
っ
て
、
柱
の
ホ
ゾ
穴
に
そ
の
都
度
の
改
築
の
痕

跡
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
し
た
木
造
家

屋
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
連
続
性
を
、
そ
の
履
歴
も

含
め
て
〝
動
的
に
〞
保
存
す
る
の
が
お
も
し
ろ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
戦
前
棟
を
残
す
こ
と
に
し
て
、
ホ
ゾ
穴

の
あ
る
柱
梁
の
構
造
体
を
露
出
さ
せ
た
2
層
吹
抜

け
の
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
。
さ
ら
に
は
そ
の
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J
R
山
手
線
日
暮
里
駅
の
南
口
改
札
を
出
て
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た
細
い
小
径
を
抜
け
る
と
、
都
立

谷
中
霊
園
が
広
が
る
。
周
囲
に
高
い
建
物
は
な
く
、

都
心
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
ん
び
り
し
た
道
を
進

ん
だ
先
に
、
古
い
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
一
角
が
現
れ

る
。
こ
の
一
帯
は
谷
中
の
「
い
ろ
は
茶
屋
」
と
呼

ば
れ
、
江
戸
時
代
に
「
富
く
じ
」
で
に
ぎ
わ
っ
た

天
王
寺
へ
の
参
拝
客
を
目
当
て
に
し
た
茶
屋
町
で

あ
っ
た
。
東
京
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
重
厚
な
建
物

の
な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
「
花
重
」
は
創

業
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
。
初
代
の
関
江
重
三

郎
が
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
あ
る
。

　
そ
の
建
物
の
左
脇
、
紫
色
に
染
め
ら
れ
た
暖
簾

を
く
ぐ
る
と
、納
屋
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
に
、と
つ

ぜ
ん
現
代
的
な
カ
フ
ェ
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
窓
口
が

現
れ
、
旗
竿
状
の
裏
庭
が
奥
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。

庭
に
は
既
存
建
物
か
ら
突
き
出
す
か
の
よ
う
に
、

茶
色
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
家
型
に
組
ま
れ
て
お
り
、

改
修
前
の
裏
庭
ス
ペ
ー
ス
に
は
古
い
木
造
家
屋
が

立
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
屋
根
や
壁
面
を
取
り

払
っ
て
柱
梁
の
軸
組
み
だ
け
を
残
し
た
「
建
物
の

残
影
」
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
2
階

の
現
代
的
な
テ
ラ
ス
の
床
面
は
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
か

ら
斜
め
に
大
胆
に
は
み
出
し
、
白
い
階
段
で
既
存

建
物
と
庭
を
つ
な
い
で
自
由
に
回
遊
で
き
る
。
こ

こ
で
は
木
造
家
屋
の
ほ
っ
こ
り
し
た
昭
和
感
と
、

令
和
の
カ
フ
ェ
の
居
心
地
の
よ
さ
が
ご
く
自
然
に

共
存
し
て
い
る
。

　
三
代
目
の
故
関
江
重
三
郎
氏
は
フ
ロ
ー
リ
ス
ト

養
成
学
校
を
設
立
す
る
な
ど
、
生
花
業
界
を
牽
引

し
て
き
た
重
鎮
で
あ
り
、
昭
和
期
の
花
重
は
多
く

の
従
業
員
を
抱
え
て
多
忙
を
き
わ
め
た
。
だ
が
2

0
0
8
年
に
三
代
目
が
亡
く
な
り
、
四
代
目
を
継

い
だ
中
瀬
い
く
よ
さ
ん
は
2
0
2
0
年
6
月
、
経

営
難
か
ら
店
を
閉
じ
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
の
が
、
上
野
桜
木
を
中

心
に
不
動
産
事
業
を
展
開
し
て
い
る
山
陽
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
。
地
域
へ
の
貢
献
が
で
き
る
の
な
ら
ば

と
、
土
地
建
物
か
ら
事
業
会
社
ま
で
花
重
を
ま
る

ご
と
買
い
取
っ
て
新
オ
ー
ナ
ー
と
な
り
、
中
瀬
さ

ん
は
従
業
員
と
な
っ
て
店
を
切
り
盛
り
す
る
か
た

ち
で
、
事
業
再
生
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
ま
ず
は
既
存
建
物
の
調
査
。N
P
O
法
人
の「
た

い
と
う
歴
史
都
市
研
究
会
」
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

す
で
に
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
花
屋
店

舗
の
ス
ペ
ー
ス
は
1
8
7
7
（
明
治
10
）
年
の
築

何
を
壊
し
て

何
を
残
す
か

柱
梁
よ
り
細
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
組
ん
で
、
半
屋

外
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
空
間
を
架
構
し
た
。
冒
頭
で
触

れ
た
よ
う
に
、「
建
物
の
残
影
」
に
も
見
え
る
の
だ

が
、
壊
さ
れ
た
住
居
棟
や
社
員
寮
の
輪
郭
を
象
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
が
外
へ
と

新
た
に
拡
張
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

古
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
材
と
新
た
な
建
材
が
は
っ
き
り

と
別
物
に
な
り
ま
す
が
、
木
造
の
場
合
は
場
所
を

変
え
て
古
材
を
転
用
し
た
り
、
朽
ち
た
部
分
だ
け

根
継
ぎ
し
た
り
と
、
部
材
が
常
に
動
き
つ
づ
け
て

い
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
花
重
の
場
合
も
、
単
に

1
5
0
年
前
の
状
態

に
戻
し
て
凍
結
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
時

間
を
止
め
な
い
こ
と

が
大
切
。
い
つ
で
も

〝
使
い
方
を
変
え
ら

れ
る
〞
状
態
に
し
て

お
く
こ
と
が
、
建
物

を
履
歴
ご
と
保
存
す

る
こ
と
に
な
る
と
考

え
た
の
で
す
」
と
森
田
さ
ん
は
言
う
。

　
鉄
骨
で
フ
レ
ー
ム
を
組
む
に
あ
た
っ
て
、
単
管

パ
イ
プ
の
よ
う
な
仮
設
的
な
も
の
を
避
け
つ
つ
も
、

組
み
替
え
可
能
な
接
合
に
で
き
な
い
か
。
こ
の
難

し
い
課
題
を
抱
え
て
、
東
京
藝
術
大
学
の
金
田
充

弘
教
授
に
構
造
設
計
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
60
㎜

角
の
無
垢
の
鋼
材
を
使
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
工

法
が
採
用
さ
れ
た
。
接
合
部
は
溶
接
で
は
な
く
、

文
化
財
の
花
屋
を
保
存
し
、

同
時
に
カ
フ
ェ
と
テ
ラ
ス
を
つ
く
る
。

建
物
の
調
査
か
ら
、

度
重
な
る
改
築
の
履
歴
が
明
ら
か
に
。

柱
に
ホ
ゾ
穴
を
切
削
し
て
梁
受
け
を
挿
し
、
ボ
ル

ト
を
締
め
て
柱
梁
を
接
合
す
る
乾
式
工
法
。
つ
ま

り
、
将
来
的
な
用
途
変
更
の
際
に
は
脱
着
可
能
な

の
で
あ
る
。
誤
差
0.1
㎜
と
い
う
高
精
度
の
機
械
加

工
技
術
を
使
っ
て
、
ま
る
で
伝
統
木
造
建
築
の
継

手
の
よ
う
に
部
材
を
削
り
出
し
、
鉄
骨
は
ク
リ
ア

防
錆
塗
装
の
み
と
し
た
。
時
間
経
過
に
よ
っ
て
錆

び
て
ゆ
く
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
が
、

想
定
以
上
に
錆
び
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
、
部
分
的

に
タ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う

や
く
落
ち
着
い
て
き
た
と
い
う
。

「
鉄
を
白
く
塗
っ
て
抽
象
的
に
す
る
の
で
は
な
く

て
、
錆
び
た
素
材
感
が
古
い
木
造
軸
組
み
の
延
長

と
な
る
こ
と
で
〝
背
景
化
〞
す
る
。
背
景
は
あ
く

ま
で
垂
直
水
平
の
グ
リ
ッ
ド
に
す
る
こ
と
で
、
そ

こ
に
新
し
い
要
素
が
自
由
な
幾
何
学
造
形
で
入
っ

て
い
け
る
よ
う
に
考
え
た
の
で
す
。
蔦
が
這
い
、

木
が
育
ち
、
鳥
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
で
、
少
し

ず
つ
隙
間
が
埋
め
ら
れ
て
い
く
。
常
に
隙
間
で
何

か
が
動
い
て
い
る
状
態
が
目
標
で
す
ね
」
と
高
野

さ
ん
は
言
う
。

　
ま
だ
オ
ー
プ
ン
か
ら
半
年
ほ
ど
だ
が
、
日
差
し

を
和
ら
げ
る
布
タ
ー
プ
を
掛
け
る
と
い
っ
た
改
良

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
使
い
手
側
の
自
由
な
ア
イ

デ
ア
で
、
プ
ラ
ン
タ
ー
や
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
吊
る
し

た
り
、
2
階
の
テ
ラ
ス
席
が
人
気
の
た
め
、
テ
ラ

ス
を
拡
張
す
る
計
画
も
す
で
に
検
討
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
う
。

　
今
回
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
は
あ
く
ま
で
「
工
作
物
」
扱
い
と
な
る
た

め
、
こ
の
フ
レ
ー
ム
に
屋
根
や
壁
を
つ
け
て
建
築

Hanaju Renovation

↑鉄骨フレームは日除
けのための布タープを
引っ掛けるための拠り
所にもなる。

↑屋外テラスとカフェ
（戦前棟）。戦前棟の木
造の柱梁を延長するよ
うに組まれた鉄骨フレ
ームと、そこに取り付
くテラスや階段。

←写真左／60㎜角の無
垢鋼材で組まれた鉄骨
フレームの接合部。右
／柱、梁受、梁に分解
でき、将来的には解体
や再構築も可能。

写真上／右が花屋（明
治棟）で、左の暖簾をく
ぐると裏手にカフェと
庭。中／元作業場（江
戸長屋）を一部解体、
架構を現しカフェへと
続く路地の入口とした。
下／江戸長屋から花屋
を見る。左のカウンタ
ーからカフェのテイク
アウトも可能。

空
間
を
増
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
人

が
見
慣
れ
た
細
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
鉄
骨
フ
レ

ー
ム
は
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
。

「
中
空
の
パ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
無
垢
で
あ
る
こ

と
が
重
要
な
ん
で
す
よ
。
解
体
し
て
運
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
す
し
、
ホ
ゾ
穴
の
位
置
を
変
更
し
て
も
部

材
を
そ
の
ま
ま
使
え
て
、
履
歴
が
残
り
ま
す
。
遠

い
将
来
こ
の
建
物
が
解
体
さ
れ
る
と
き
に
、〝
こ
の

仕
口
は
令
和
時
代
の
高
度
な
精
密
加
工
技
術
を
今

に
伝
え
る
遺
構
で
す
〞
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　
大
切
な
の
は
、
そ
の
時
代
に
即
し
た
「
大
き
な

原
理
」
を
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
だ
と
高
野
さ
ん

は
言
う
。
木
造
仕
口
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
原
理

は
、
時
代
を
超
え
て
残
る
。
そ
こ
に
現
代
の
精
緻

な
金
属
加
工
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
、
鉄
骨
造
を

木
造
の
よ
う
に
扱
う
建
築
表
現
の
新
た
な
可
能
性

が
広
が
っ
て
い
る
。

「
文
化
財
的
な
古
い
家
屋
を
個
人
で
維
持
し
つ
づ

け
る
こ
と
の
息
苦
し
さ
か
ら
、
少
し
で
も
解
放
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
」
と
森
田
さ
ん
。
個
人
に
大

き
な
負
担
を
強
い
る
静
的
保
存
か
ら
、
使
い
つ
づ

け
る
こ
と
で
価
値
を
生
み
出
す
動
的
保
存
へ
。
谷

中
の
古
い
街
並
み
に
現
れ
た
「
鉄
で
木
を
継
ぐ
」

テ
ラ
ス
は
、
ま
だ
日
本
に
数
多
く
残
る
木
造
家
屋

の
未
来
像
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
技
術
的
選
択
肢

を
与
え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
、
左
隣
の
作
業
場
兼
倉
庫
の
ほ
う
が
さ
ら
に
古

く
、
江
戸
時
代
の
長
屋
の
架
構
で
あ
る
と
判
明
。

そ
の
奥
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
に
建
て
ら

れ
た
戦
前
棟
が
あ
り
、
一
番
奥
の
昭
和
30
年
代
の

住
居
棟
と
社
員
寮
が
最
も
ひ
ど
い
状
態
で
放
置
さ

れ
て
い
た
。

　
こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
設
計
を
手
が
け
た

の
が
、
高
野
洋
平
さ
ん
と
森
田
祥
子
さ
ん
が
共
同

主
宰
す
る
「M

A
RU
｡
architecture

」。

「
わ
れ
わ
れ
の
事
務
所
が
ち
ょ
う
ど
新
オ
ー
ナ
ー

の
会
社
と
東
京
藝
術
大
学
の
あ
い
だ
に
あ
り
ま
し

て
、
古
い
作
業
所
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
道

路
か
ら
内
部
が
見
え
る
開
放
的
な
造
り
な
の
で
、

こ
ん
な
感
じ
が
い
い
ん
だ
よ
、
と
お
声
が
か
か
っ

た
よ
う
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
言
う
。
オ
ー
ナ
ー

か
ら
の
要
望
は
主
に
ふ
た
つ
。
明
治
に
建
っ
た
店

舗
棟
を
地
域
の
文
化
財
と
し
て
守
る
こ
と
。
そ
し

て
地
域
住
民
が
集
え
る
カ
フ
ェ
と
テ
ラ
ス
を
つ
く

る
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、
明
治
棟
が
保
存

で
き
れ
ば
後
は
す
べ
て
壊
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と

い
う
立
場
だ
が
、
歴
史
都
市
研
究
会
と
し
て
は
、

な
る
べ
く
壊
さ
ず
に
保
存
し
た
い
。
何
を
壊
し
て

何
を
残
す
べ
き
か
│
│
三
者
で
の
議
論
が
続
い
た
。

　
森
田
さ
ん
が
振
り
返
る
。

「
建
物
調
査
が
と
て
も
お
も
し
ろ
く
て
、
と
く
に

戦
前
棟
の
間
取
り
の
変
遷
を
四
代
目
に
聞
く
と
、

戦
後
の
住
宅
難
の
時
代
に
親
類
が
入
れ
替
わ
り
住

ん
だ
の
で
、
階
段
の
位
置
や
間
取
り
が
何
度
も
変

わ
っ
て
、
柱
の
ホ
ゾ
穴
に
そ
の
都
度
の
改
築
の
痕

跡
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
し
た
木
造
家

屋
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
連
続
性
を
、
そ
の
履
歴
も

含
め
て
〝
動
的
に
〞
保
存
す
る
の
が
お
も
し
ろ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
戦
前
棟
を
残
す
こ
と
に
し
て
、
ホ
ゾ
穴

の
あ
る
柱
梁
の
構
造
体
を
露
出
さ
せ
た
2
層
吹
抜

け
の
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
。
さ
ら
に
は
そ
の
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J
R
山
手
線
日
暮
里
駅
の
南
口
改
札
を
出
て
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た
細
い
小
径
を
抜
け
る
と
、
都
立

谷
中
霊
園
が
広
が
る
。
周
囲
に
高
い
建
物
は
な
く
、

都
心
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
ん
び
り
し
た
道
を
進

ん
だ
先
に
、
古
い
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
一
角
が
現
れ

る
。
こ
の
一
帯
は
谷
中
の
「
い
ろ
は
茶
屋
」
と
呼

ば
れ
、
江
戸
時
代
に
「
富
く
じ
」
で
に
ぎ
わ
っ
た

天
王
寺
へ
の
参
拝
客
を
目
当
て
に
し
た
茶
屋
町
で

あ
っ
た
。
東
京
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
重
厚
な
建
物

の
な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
「
花
重
」
は
創

業
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
。
初
代
の
関
江
重
三

郎
が
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
あ
る
。

　
そ
の
建
物
の
左
脇
、
紫
色
に
染
め
ら
れ
た
暖
簾

を
く
ぐ
る
と
、納
屋
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
に
、と
つ

ぜ
ん
現
代
的
な
カ
フ
ェ
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
窓
口
が

現
れ
、
旗
竿
状
の
裏
庭
が
奥
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。

庭
に
は
既
存
建
物
か
ら
突
き
出
す
か
の
よ
う
に
、

茶
色
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
家
型
に
組
ま
れ
て
お
り
、

改
修
前
の
裏
庭
ス
ペ
ー
ス
に
は
古
い
木
造
家
屋
が

立
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
屋
根
や
壁
面
を
取
り

払
っ
て
柱
梁
の
軸
組
み
だ
け
を
残
し
た
「
建
物
の

残
影
」
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
2
階

の
現
代
的
な
テ
ラ
ス
の
床
面
は
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
か

ら
斜
め
に
大
胆
に
は
み
出
し
、
白
い
階
段
で
既
存

建
物
と
庭
を
つ
な
い
で
自
由
に
回
遊
で
き
る
。
こ

こ
で
は
木
造
家
屋
の
ほ
っ
こ
り
し
た
昭
和
感
と
、

令
和
の
カ
フ
ェ
の
居
心
地
の
よ
さ
が
ご
く
自
然
に

共
存
し
て
い
る
。

　
三
代
目
の
故
関
江
重
三
郎
氏
は
フ
ロ
ー
リ
ス
ト

養
成
学
校
を
設
立
す
る
な
ど
、
生
花
業
界
を
牽
引

し
て
き
た
重
鎮
で
あ
り
、
昭
和
期
の
花
重
は
多
く

の
従
業
員
を
抱
え
て
多
忙
を
き
わ
め
た
。
だ
が
2

0
0
8
年
に
三
代
目
が
亡
く
な
り
、
四
代
目
を
継

い
だ
中
瀬
い
く
よ
さ
ん
は
2
0
2
0
年
6
月
、
経

営
難
か
ら
店
を
閉
じ
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
の
が
、
上
野
桜
木
を
中

心
に
不
動
産
事
業
を
展
開
し
て
い
る
山
陽
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
。
地
域
へ
の
貢
献
が
で
き
る
の
な
ら
ば

と
、
土
地
建
物
か
ら
事
業
会
社
ま
で
花
重
を
ま
る

ご
と
買
い
取
っ
て
新
オ
ー
ナ
ー
と
な
り
、
中
瀬
さ

ん
は
従
業
員
と
な
っ
て
店
を
切
り
盛
り
す
る
か
た

ち
で
、
事
業
再
生
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
ま
ず
は
既
存
建
物
の
調
査
。N
P
O
法
人
の「
た

い
と
う
歴
史
都
市
研
究
会
」
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

す
で
に
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
花
屋
店

舗
の
ス
ペ
ー
ス
は
1
8
7
7
（
明
治
10
）
年
の
築

柱
梁
よ
り
細
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
組
ん
で
、
半
屋

外
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
空
間
を
架
構
し
た
。
冒
頭
で
触

れ
た
よ
う
に
、「
建
物
の
残
影
」
に
も
見
え
る
の
だ

が
、
壊
さ
れ
た
住
居
棟
や
社
員
寮
の
輪
郭
を
象
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
が
外
へ
と

新
た
に
拡
張
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

古
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
材
と
新
た
な
建
材
が
は
っ
き
り

と
別
物
に
な
り
ま
す
が
、
木
造
の
場
合
は
場
所
を

変
え
て
古
材
を
転
用
し
た
り
、
朽
ち
た
部
分
だ
け

根
継
ぎ
し
た
り
と
、
部
材
が
常
に
動
き
つ
づ
け
て

い
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
花
重
の
場
合
も
、
単
に

1
5
0
年
前
の
状
態

に
戻
し
て
凍
結
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
時

間
を
止
め
な
い
こ
と

が
大
切
。
い
つ
で
も

〝
使
い
方
を
変
え
ら

れ
る
〞
状
態
に
し
て

お
く
こ
と
が
、
建
物

を
履
歴
ご
と
保
存
す

る
こ
と
に
な
る
と
考

え
た
の
で
す
」
と
森
田
さ
ん
は
言
う
。

　
鉄
骨
で
フ
レ
ー
ム
を
組
む
に
あ
た
っ
て
、
単
管

パ
イ
プ
の
よ
う
な
仮
設
的
な
も
の
を
避
け
つ
つ
も
、

組
み
替
え
可
能
な
接
合
に
で
き
な
い
か
。
こ
の
難

し
い
課
題
を
抱
え
て
、
東
京
藝
術
大
学
の
金
田
充

弘
教
授
に
構
造
設
計
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
60
㎜

角
の
無
垢
の
鋼
材
を
使
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
工

法
が
採
用
さ
れ
た
。
接
合
部
は
溶
接
で
は
な
く
、木造建築のように

組み替えられる鉄 骨フレーム。
いつでも使い方を変えられる状 態が、

建物を履歴ごと保存することにつながる。
柱
に
ホ
ゾ
穴
を
切
削
し
て
梁
受
け
を
挿
し
、
ボ
ル

ト
を
締
め
て
柱
梁
を
接
合
す
る
乾
式
工
法
。
つ
ま

り
、
将
来
的
な
用
途
変
更
の
際
に
は
脱
着
可
能
な

の
で
あ
る
。
誤
差
0.1
㎜
と
い
う
高
精
度
の
機
械
加

工
技
術
を
使
っ
て
、
ま
る
で
伝
統
木
造
建
築
の
継

手
の
よ
う
に
部
材
を
削
り
出
し
、
鉄
骨
は
ク
リ
ア

防
錆
塗
装
の
み
と
し
た
。
時
間
経
過
に
よ
っ
て
錆

び
て
ゆ
く
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
が
、

想
定
以
上
に
錆
び
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
、
部
分
的

に
タ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う

や
く
落
ち
着
い
て
き
た
と
い
う
。

「
鉄
を
白
く
塗
っ
て
抽
象
的
に
す
る
の
で
は
な
く

て
、
錆
び
た
素
材
感
が
古
い
木
造
軸
組
み
の
延
長

と
な
る
こ
と
で
〝
背
景
化
〞
す
る
。
背
景
は
あ
く

ま
で
垂
直
水
平
の
グ
リ
ッ
ド
に
す
る
こ
と
で
、
そ

こ
に
新
し
い
要
素
が
自
由
な
幾
何
学
造
形
で
入
っ

て
い
け
る
よ
う
に
考
え
た
の
で
す
。
蔦
が
這
い
、

木
が
育
ち
、
鳥
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
で
、
少
し

ず
つ
隙
間
が
埋
め
ら
れ
て
い
く
。
常
に
隙
間
で
何

か
が
動
い
て
い
る
状
態
が
目
標
で
す
ね
」
と
高
野

さ
ん
は
言
う
。

　
ま
だ
オ
ー
プ
ン
か
ら
半
年
ほ
ど
だ
が
、
日
差
し

を
和
ら
げ
る
布
タ
ー
プ
を
掛
け
る
と
い
っ
た
改
良

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
使
い
手
側
の
自
由
な
ア
イ

デ
ア
で
、
プ
ラ
ン
タ
ー
や
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
吊
る
し

た
り
、
2
階
の
テ
ラ
ス
席
が
人
気
の
た
め
、
テ
ラ

ス
を
拡
張
す
る
計
画
も
す
で
に
検
討
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
う
。

　
今
回
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
は
あ
く
ま
で
「
工
作
物
」
扱
い
と
な
る
た

め
、
こ
の
フ
レ
ー
ム
に
屋
根
や
壁
を
つ
け
て
建
築

空
間
を
増
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
人

が
見
慣
れ
た
細
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
鉄
骨
フ
レ

ー
ム
は
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
。

「
中
空
の
パ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
無
垢
で
あ
る
こ

と
が
重
要
な
ん
で
す
よ
。
解
体
し
て
運
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
す
し
、
ホ
ゾ
穴
の
位
置
を
変
更
し
て
も
部

材
を
そ
の
ま
ま
使
え
て
、
履
歴
が
残
り
ま
す
。
遠

い
将
来
こ
の
建
物
が
解
体
さ
れ
る
と
き
に
、〝
こ
の

仕
口
は
令
和
時
代
の
高
度
な
精
密
加
工
技
術
を
今

に
伝
え
る
遺
構
で
す
〞
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　
大
切
な
の
は
、
そ
の
時
代
に
即
し
た
「
大
き
な

原
理
」
を
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
だ
と
高
野
さ
ん

は
言
う
。
木
造
仕
口
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
原
理

は
、
時
代
を
超
え
て
残
る
。
そ
こ
に
現
代
の
精
緻

な
金
属
加
工
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
、
鉄
骨
造
を

木
造
の
よ
う
に
扱
う
建
築
表
現
の
新
た
な
可
能
性

が
広
が
っ
て
い
る
。

「
文
化
財
的
な
古
い
家
屋
を
個
人
で
維
持
し
つ
づ

け
る
こ
と
の
息
苦
し
さ
か
ら
、
少
し
で
も
解
放
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
」
と
森
田
さ
ん
。
個
人
に
大

き
な
負
担
を
強
い
る
静
的
保
存
か
ら
、
使
い
つ
づ

け
る
こ
と
で
価
値
を
生
み
出
す
動
的
保
存
へ
。
谷

中
の
古
い
街
並
み
に
現
れ
た
「
鉄
で
木
を
継
ぐ
」

テ
ラ
ス
は
、
ま
だ
日
本
に
数
多
く
残
る
木
造
家
屋

の
未
来
像
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
技
術
的
選
択
肢

を
与
え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
、
左
隣
の
作
業
場
兼
倉
庫
の
ほ
う
が
さ
ら
に
古

く
、
江
戸
時
代
の
長
屋
の
架
構
で
あ
る
と
判
明
。

そ
の
奥
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
に
建
て
ら

れ
た
戦
前
棟
が
あ
り
、
一
番
奥
の
昭
和
30
年
代
の

住
居
棟
と
社
員
寮
が
最
も
ひ
ど
い
状
態
で
放
置
さ

れ
て
い
た
。

　
こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
設
計
を
手
が
け
た

の
が
、
高
野
洋
平
さ
ん
と
森
田
祥
子
さ
ん
が
共
同

主
宰
す
る
「M

A
RU
｡
architecture

」。

「
わ
れ
わ
れ
の
事
務
所
が
ち
ょ
う
ど
新
オ
ー
ナ
ー

の
会
社
と
東
京
藝
術
大
学
の
あ
い
だ
に
あ
り
ま
し

て
、
古
い
作
業
所
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
道

路
か
ら
内
部
が
見
え
る
開
放
的
な
造
り
な
の
で
、

こ
ん
な
感
じ
が
い
い
ん
だ
よ
、
と
お
声
が
か
か
っ

た
よ
う
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
言
う
。
オ
ー
ナ
ー

か
ら
の
要
望
は
主
に
ふ
た
つ
。
明
治
に
建
っ
た
店

舗
棟
を
地
域
の
文
化
財
と
し
て
守
る
こ
と
。
そ
し

て
地
域
住
民
が
集
え
る
カ
フ
ェ
と
テ
ラ
ス
を
つ
く

る
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、
明
治
棟
が
保
存

で
き
れ
ば
後
は
す
べ
て
壊
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と

い
う
立
場
だ
が
、
歴
史
都
市
研
究
会
と
し
て
は
、

な
る
べ
く
壊
さ
ず
に
保
存
し
た
い
。
何
を
壊
し
て

何
を
残
す
べ
き
か
│
│
三
者
で
の
議
論
が
続
い
た
。

　
森
田
さ
ん
が
振
り
返
る
。

「
建
物
調
査
が
と
て
も
お
も
し
ろ
く
て
、
と
く
に

戦
前
棟
の
間
取
り
の
変
遷
を
四
代
目
に
聞
く
と
、

戦
後
の
住
宅
難
の
時
代
に
親
類
が
入
れ
替
わ
り
住

ん
だ
の
で
、
階
段
の
位
置
や
間
取
り
が
何
度
も
変

わ
っ
て
、
柱
の
ホ
ゾ
穴
に
そ
の
都
度
の
改
築
の
痕

跡
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
し
た
木
造
家

屋
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
連
続
性
を
、
そ
の
履
歴
も

含
め
て
〝
動
的
に
〞
保
存
す
る
の
が
お
も
し
ろ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
戦
前
棟
を
残
す
こ
と
に
し
て
、
ホ
ゾ
穴

の
あ
る
柱
梁
の
構
造
体
を
露
出
さ
せ
た
2
層
吹
抜

け
の
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
。
さ
ら
に
は
そ
の

カフェ（戦前棟）１階。
度重なる改修の履歴が
刻まれた柱梁を現し、
カフェへとリニューア
ルした。

無
垢
鋼
材
を
使
っ
た

組
み
替
え
可
能
な

フ
レ
ー
ム

シ
ン
プ
ル
な
原
理
は

時
代
を
超
え
て
残
る
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カフェ（戦前棟）２階
から屋外テラスを見る。
戦前棟から屋外へフレ
ームが連続していく。

写真右／リニューアル
した花屋（明治棟）。カ
ウンターテーブルは新
しくデザイン・製作さ
れた。下／明治棟と戦
前棟に挟まれたつなぎ
棟。現在は花屋の作業
場として使用。左／大
谷石で囲われた地下倉
庫。天井はガラスに変
更された。

使
い
つ
づ
け
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こ
と
で
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す
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的
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へ
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J
R
山
手
線
日
暮
里
駅
の
南
口
改
札
を
出
て
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た
細
い
小
径
を
抜
け
る
と
、
都
立

谷
中
霊
園
が
広
が
る
。
周
囲
に
高
い
建
物
は
な
く
、

都
心
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
ん
び
り
し
た
道
を
進

ん
だ
先
に
、
古
い
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
一
角
が
現
れ

る
。
こ
の
一
帯
は
谷
中
の
「
い
ろ
は
茶
屋
」
と
呼

ば
れ
、
江
戸
時
代
に
「
富
く
じ
」
で
に
ぎ
わ
っ
た

天
王
寺
へ
の
参
拝
客
を
目
当
て
に
し
た
茶
屋
町
で

あ
っ
た
。
東
京
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
重
厚
な
建
物

の
な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
「
花
重
」
は
創

業
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
。
初
代
の
関
江
重
三

郎
が
創
業
し
た
老
舗
の
花
屋
で
あ
る
。

　
そ
の
建
物
の
左
脇
、
紫
色
に
染
め
ら
れ
た
暖
簾

を
く
ぐ
る
と
、納
屋
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
に
、と
つ

ぜ
ん
現
代
的
な
カ
フ
ェ
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
窓
口
が

現
れ
、
旗
竿
状
の
裏
庭
が
奥
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。

庭
に
は
既
存
建
物
か
ら
突
き
出
す
か
の
よ
う
に
、

茶
色
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
が
家
型
に
組
ま
れ
て
お
り
、

改
修
前
の
裏
庭
ス
ペ
ー
ス
に
は
古
い
木
造
家
屋
が

立
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
屋
根
や
壁
面
を
取
り

払
っ
て
柱
梁
の
軸
組
み
だ
け
を
残
し
た
「
建
物
の

残
影
」
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
2
階

の
現
代
的
な
テ
ラ
ス
の
床
面
は
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
か

ら
斜
め
に
大
胆
に
は
み
出
し
、
白
い
階
段
で
既
存

建
物
と
庭
を
つ
な
い
で
自
由
に
回
遊
で
き
る
。
こ

こ
で
は
木
造
家
屋
の
ほ
っ
こ
り
し
た
昭
和
感
と
、

令
和
の
カ
フ
ェ
の
居
心
地
の
よ
さ
が
ご
く
自
然
に

共
存
し
て
い
る
。

　
三
代
目
の
故
関
江
重
三
郎
氏
は
フ
ロ
ー
リ
ス
ト

養
成
学
校
を
設
立
す
る
な
ど
、
生
花
業
界
を
牽
引

し
て
き
た
重
鎮
で
あ
り
、
昭
和
期
の
花
重
は
多
く

の
従
業
員
を
抱
え
て
多
忙
を
き
わ
め
た
。
だ
が
2

0
0
8
年
に
三
代
目
が
亡
く
な
り
、
四
代
目
を
継

い
だ
中
瀬
い
く
よ
さ
ん
は
2
0
2
0
年
6
月
、
経

営
難
か
ら
店
を
閉
じ
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
の
が
、
上
野
桜
木
を
中

心
に
不
動
産
事
業
を
展
開
し
て
い
る
山
陽
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
。
地
域
へ
の
貢
献
が
で
き
る
の
な
ら
ば

と
、
土
地
建
物
か
ら
事
業
会
社
ま
で
花
重
を
ま
る

ご
と
買
い
取
っ
て
新
オ
ー
ナ
ー
と
な
り
、
中
瀬
さ

ん
は
従
業
員
と
な
っ
て
店
を
切
り
盛
り
す
る
か
た

ち
で
、
事
業
再
生
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
ま
ず
は
既
存
建
物
の
調
査
。N
P
O
法
人
の「
た

い
と
う
歴
史
都
市
研
究
会
」
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

す
で
に
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
花
屋
店

舗
の
ス
ペ
ー
ス
は
1
8
7
7
（
明
治
10
）
年
の
築

柱
梁
よ
り
細
い
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
組
ん
で
、
半
屋

外
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
空
間
を
架
構
し
た
。
冒
頭
で
触

れ
た
よ
う
に
、「
建
物
の
残
影
」
に
も
見
え
る
の
だ

が
、
壊
さ
れ
た
住
居
棟
や
社
員
寮
の
輪
郭
を
象
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
が
外
へ
と

新
た
に
拡
張
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

古
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
材
と
新
た
な
建
材
が
は
っ
き
り

と
別
物
に
な
り
ま
す
が
、
木
造
の
場
合
は
場
所
を

変
え
て
古
材
を
転
用
し
た
り
、
朽
ち
た
部
分
だ
け

根
継
ぎ
し
た
り
と
、
部
材
が
常
に
動
き
つ
づ
け
て

い
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
花
重
の
場
合
も
、
単
に

1
5
0
年
前
の
状
態

に
戻
し
て
凍
結
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
時

間
を
止
め
な
い
こ
と

が
大
切
。
い
つ
で
も

〝
使
い
方
を
変
え
ら

れ
る
〞
状
態
に
し
て

お
く
こ
と
が
、
建
物

を
履
歴
ご
と
保
存
す

る
こ
と
に
な
る
と
考

え
た
の
で
す
」
と
森
田
さ
ん
は
言
う
。

　
鉄
骨
で
フ
レ
ー
ム
を
組
む
に
あ
た
っ
て
、
単
管

パ
イ
プ
の
よ
う
な
仮
設
的
な
も
の
を
避
け
つ
つ
も
、

組
み
替
え
可
能
な
接
合
に
で
き
な
い
か
。
こ
の
難

し
い
課
題
を
抱
え
て
、
東
京
藝
術
大
学
の
金
田
充

弘
教
授
に
構
造
設
計
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
60
㎜

角
の
無
垢
の
鋼
材
を
使
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
工

法
が
採
用
さ
れ
た
。
接
合
部
は
溶
接
で
は
な
く
、木造建築のように

組み替えられる鉄 骨フレーム。
いつでも使い方を変えられる状 態が、

建物を履歴ごと保存することにつながる。
柱
に
ホ
ゾ
穴
を
切
削
し
て
梁
受
け
を
挿
し
、
ボ
ル

ト
を
締
め
て
柱
梁
を
接
合
す
る
乾
式
工
法
。
つ
ま

り
、
将
来
的
な
用
途
変
更
の
際
に
は
脱
着
可
能
な

の
で
あ
る
。
誤
差
0.1
㎜
と
い
う
高
精
度
の
機
械
加

工
技
術
を
使
っ
て
、
ま
る
で
伝
統
木
造
建
築
の
継

手
の
よ
う
に
部
材
を
削
り
出
し
、
鉄
骨
は
ク
リ
ア

防
錆
塗
装
の
み
と
し
た
。
時
間
経
過
に
よ
っ
て
錆

び
て
ゆ
く
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
が
、

想
定
以
上
に
錆
び
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
、
部
分
的

に
タ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う

や
く
落
ち
着
い
て
き
た
と
い
う
。

「
鉄
を
白
く
塗
っ
て
抽
象
的
に
す
る
の
で
は
な
く

て
、
錆
び
た
素
材
感
が
古
い
木
造
軸
組
み
の
延
長

と
な
る
こ
と
で
〝
背
景
化
〞
す
る
。
背
景
は
あ
く

ま
で
垂
直
水
平
の
グ
リ
ッ
ド
に
す
る
こ
と
で
、
そ

こ
に
新
し
い
要
素
が
自
由
な
幾
何
学
造
形
で
入
っ

て
い
け
る
よ
う
に
考
え
た
の
で
す
。
蔦
が
這
い
、

木
が
育
ち
、
鳥
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
で
、
少
し

ず
つ
隙
間
が
埋
め
ら
れ
て
い
く
。
常
に
隙
間
で
何

か
が
動
い
て
い
る
状
態
が
目
標
で
す
ね
」
と
高
野

さ
ん
は
言
う
。

　
ま
だ
オ
ー
プ
ン
か
ら
半
年
ほ
ど
だ
が
、
日
差
し

を
和
ら
げ
る
布
タ
ー
プ
を
掛
け
る
と
い
っ
た
改
良

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
使
い
手
側
の
自
由
な
ア
イ

デ
ア
で
、
プ
ラ
ン
タ
ー
や
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
吊
る
し

た
り
、
2
階
の
テ
ラ
ス
席
が
人
気
の
た
め
、
テ
ラ

ス
を
拡
張
す
る
計
画
も
す
で
に
検
討
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
う
。

　
今
回
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
は
あ
く
ま
で
「
工
作
物
」
扱
い
と
な
る
た

め
、
こ
の
フ
レ
ー
ム
に
屋
根
や
壁
を
つ
け
て
建
築

空
間
を
増
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
人

が
見
慣
れ
た
細
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
鉄
骨
フ
レ

ー
ム
は
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
。

「
中
空
の
パ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
無
垢
で
あ
る
こ

と
が
重
要
な
ん
で
す
よ
。
解
体
し
て
運
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
す
し
、
ホ
ゾ
穴
の
位
置
を
変
更
し
て
も
部

材
を
そ
の
ま
ま
使
え
て
、
履
歴
が
残
り
ま
す
。
遠

い
将
来
こ
の
建
物
が
解
体
さ
れ
る
と
き
に
、〝
こ
の

仕
口
は
令
和
時
代
の
高
度
な
精
密
加
工
技
術
を
今

に
伝
え
る
遺
構
で
す
〞
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　
大
切
な
の
は
、
そ
の
時
代
に
即
し
た
「
大
き
な

原
理
」
を
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
だ
と
高
野
さ
ん

は
言
う
。
木
造
仕
口
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
原
理

は
、
時
代
を
超
え
て
残
る
。
そ
こ
に
現
代
の
精
緻

な
金
属
加
工
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
、
鉄
骨
造
を

木
造
の
よ
う
に
扱
う
建
築
表
現
の
新
た
な
可
能
性

が
広
が
っ
て
い
る
。

「
文
化
財
的
な
古
い
家
屋
を
個
人
で
維
持
し
つ
づ

け
る
こ
と
の
息
苦
し
さ
か
ら
、
少
し
で
も
解
放
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
」
と
森
田
さ
ん
。
個
人
に
大

き
な
負
担
を
強
い
る
静
的
保
存
か
ら
、
使
い
つ
づ

け
る
こ
と
で
価
値
を
生
み
出
す
動
的
保
存
へ
。
谷

中
の
古
い
街
並
み
に
現
れ
た
「
鉄
で
木
を
継
ぐ
」

テ
ラ
ス
は
、
ま
だ
日
本
に
数
多
く
残
る
木
造
家
屋

の
未
来
像
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
技
術
的
選
択
肢

を
与
え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
、
左
隣
の
作
業
場
兼
倉
庫
の
ほ
う
が
さ
ら
に
古

く
、
江
戸
時
代
の
長
屋
の
架
構
で
あ
る
と
判
明
。

そ
の
奥
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
に
建
て
ら

れ
た
戦
前
棟
が
あ
り
、
一
番
奥
の
昭
和
30
年
代
の

住
居
棟
と
社
員
寮
が
最
も
ひ
ど
い
状
態
で
放
置
さ

れ
て
い
た
。

　
こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
設
計
を
手
が
け
た

の
が
、
高
野
洋
平
さ
ん
と
森
田
祥
子
さ
ん
が
共
同

主
宰
す
る
「M

A
RU
｡
architecture

」。

「
わ
れ
わ
れ
の
事
務
所
が
ち
ょ
う
ど
新
オ
ー
ナ
ー

の
会
社
と
東
京
藝
術
大
学
の
あ
い
だ
に
あ
り
ま
し

て
、
古
い
作
業
所
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
道

路
か
ら
内
部
が
見
え
る
開
放
的
な
造
り
な
の
で
、

こ
ん
な
感
じ
が
い
い
ん
だ
よ
、
と
お
声
が
か
か
っ

た
よ
う
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
言
う
。
オ
ー
ナ
ー

か
ら
の
要
望
は
主
に
ふ
た
つ
。
明
治
に
建
っ
た
店

舗
棟
を
地
域
の
文
化
財
と
し
て
守
る
こ
と
。
そ
し

て
地
域
住
民
が
集
え
る
カ
フ
ェ
と
テ
ラ
ス
を
つ
く

る
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、
明
治
棟
が
保
存

で
き
れ
ば
後
は
す
べ
て
壊
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と

い
う
立
場
だ
が
、
歴
史
都
市
研
究
会
と
し
て
は
、

な
る
べ
く
壊
さ
ず
に
保
存
し
た
い
。
何
を
壊
し
て

何
を
残
す
べ
き
か
│
│
三
者
で
の
議
論
が
続
い
た
。

　
森
田
さ
ん
が
振
り
返
る
。

「
建
物
調
査
が
と
て
も
お
も
し
ろ
く
て
、
と
く
に

戦
前
棟
の
間
取
り
の
変
遷
を
四
代
目
に
聞
く
と
、

戦
後
の
住
宅
難
の
時
代
に
親
類
が
入
れ
替
わ
り
住

ん
だ
の
で
、
階
段
の
位
置
や
間
取
り
が
何
度
も
変

わ
っ
て
、
柱
の
ホ
ゾ
穴
に
そ
の
都
度
の
改
築
の
痕

跡
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
し
た
木
造
家

屋
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
連
続
性
を
、
そ
の
履
歴
も

含
め
て
〝
動
的
に
〞
保
存
す
る
の
が
お
も
し
ろ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
戦
前
棟
を
残
す
こ
と
に
し
て
、
ホ
ゾ
穴

の
あ
る
柱
梁
の
構
造
体
を
露
出
さ
せ
た
2
層
吹
抜

け
の
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
。
さ
ら
に
は
そ
の

カフェ（戦前棟）１階。
度重なる改修の履歴が
刻まれた柱梁を現し、
カフェへとリニューア
ルした。

無
垢
鋼
材
を
使
っ
た

組
み
替
え
可
能
な

フ
レ
ー
ム

シ
ン
プ
ル
な
原
理
は

時
代
を
超
え
て
残
る

Hanaju Renovation
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カフェ（戦前棟）２階
から屋外テラスを見る。
戦前棟から屋外へフレ
ームが連続していく。

写真右／リニューアル
した花屋（明治棟）。カ
ウンターテーブルは新
しくデザイン・製作さ
れた。下／明治棟と戦
前棟に挟まれたつなぎ
棟。現在は花屋の作業
場として使用。左／大
谷石で囲われた地下倉
庫。天井はガラスに変
更された。

使
い
つ
づ
け
る
こ
と
で

価
値
を
生
み
出
す

動
的
保
存
へ
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花重リノベーション
建築概要
所在地 東京都台東区
主要用途 花屋、カフェ
設計 MARU。architecture
構造設計 川端建築計画（既存部）、テクトニカ（新設部）、
 東京藝術大学（新設部）
施工 ヤマムラ（既存部）、雄建工業（新設部鉄骨）、
 紀陽工作所（新設部機械加工）、
 ビーファクトリー（新設部テラス、階段、手すり）
階数 地下１階、地上２階
敷地面積 329.58㎡
建築面積 134.97㎡
延床面積 193.11㎡
設計期間 2020年11月～2021年12月
工事期間 2022年４月～2023年５月

おもな外部仕上げ
屋根 瓦、ガルバリウム鋼板
壁 下見板張り、左官（あじま漆喰）、
 ガルバリウム鋼板
開口部 木製建具（製作）
外構 コンクリート洗い出し舗装、土系舗装
鉄骨フレーム 磨き棒鋼 クリア防錆塗装（柱・梁）、
 ZAM鋼板ZC処理 防滑性塗料（床プレート）

おもな内部仕上げ
明治棟１階
床 樹脂モルタル
壁 荒壁パネル両面張り 漆喰塗り
天井 既存材 古色塗り
明治棟２階
床 畳敷き、転用古材板張り
壁 PB 漆喰塗り、スギ板 古色塗り
天井 既存材 古色塗り  
つなぎ棟・戦前棟１階
床 樹脂モルタル
壁 PB 漆喰塗り、PB EP塗装
天井 ラワン合板 OS塗装、
 既存梁 古色塗り
戦前棟２階
床 ラワン合板 OS塗装
壁 PB 漆喰塗り
天井 ラワン合板 OS塗装、既存梁 古色塗り

高野洋平 Takano Yohei

たかの・ようへい／1979年愛知
県生まれ。2003年千葉大学大
学院工学研究科建築・都市科
学専攻修了。03年佐藤総合計
画。13年MARU。architecture
共同主宰。16年同大学院博士
後期課程修了、博士（工学）。
22年高知工科大学特任教授。

もりた・さちこ／ 1982年茨城
県生まれ。2008年早稲田大学
大学院創造理工学研究科建
築学専攻修了後、佐藤総合計
画。10年NASCA。10年MARU。
architecture設立、13年から
共同主宰。

MARU。architectureのおも
な作品＝「土佐市複合文化施
設」（2019）、「松原市民松原
図書館」（19）、「生態系と共に
生きる家」（21）。

森田祥子 Morita Sachiko
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花重の動画をご覧いただけます
Check!

https : //jp.toto.com/tototsushin
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カフェ入口

↑
至谷中霊園

庭

江戸長屋

鉄骨梁：
磨き棒鋼■60×60　クリア防錆塗装
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改修前配置図 S=1/800（A4）

つなぎ棟

before

明治棟２階の和室。奥
の六畳間には床の間が
ある。

工事中のつなぎ棟と地
下倉庫。

改修前の花重。左が作
業場として使われてい
た江戸長屋。

赤線：改修箇所

庭から屋外テラスを見る。

赤線：改修箇所
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取材・文／伊藤公文　写真／川辺明伸

新しい部分も保存対象に
京都祇園祭で巡行する山鉾の拠点となる会所建築。

そのひとつである郭巨山会所は築後100年以上たち、手狭で不便な状況が長らく続いていた。
京都で数多くの町家を改修してきた魚谷繁礼さんは、

既存の会所を保存しながら増築を施し、法規上の困難もクリアしながら、
会所建築の伝統的な形式や意匠を継承するに至った。

特集／時の積み重ねをデザインする　ケーススタディ❷

郭 巨 山会 所作品 設計 魚 谷 繁 礼
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Kakkyoyama
Common

Center
for Gion Festival

東側外観。瓦屋根の母
屋（右）と土蔵（左）
を残し、あいだに新た
な架構を構築した。増
築部の屋根にはガルバ
リウム鋼板を採用。
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法
は
1
2
5
㎜
角
の
H
型
鋼
で
、
百
年
の
時
を
刻

ん
だ
1
0
5
㎜
角
の
既
存
の
木
の
柱
と
容
易
に
区

別
が
つ
き
が
た
い
。
鉄
骨
梁
に
つ
い
て
は
、
既
存

部
の
1
階
は
現
し
と
し
て
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
強
調

す
る
一
方
、
2
階
で
は
天
井
裏
に
通
し
て
会
所
建

築
の
特
徴
で
あ
る
格
天
井
に
触
ら
な
い
よ
う
に
し
、

増
築
部
で
は
鉄
骨
梁
の
上
に
木
の
床
を
の
せ
て
異

種
の
素
材
の
衝
突
を
避
け
て
い
る
。

　
壁
量
の
十
分
な
土
蔵
と
増
築
部
は
構
造
上
の
縁

を
切
り
、
ま
た
土
蔵
の
各
部
を
傷
め
な
い
よ
う
に

増
築
部
の
軒
先
を
2
段
の
桔
木
で
土
蔵
の
上
に
差

し
掛
け
、
床
に
段
差
を
設
け
て
土
蔵
の
下
屋
庇
に

も
当
た
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
周
到
な
計
画
に
よ
る
全
体
構
成
は
、

部
材
を
箇
所
別
に
木
材
と
鉄
材
を
使
い
分
け
る
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
と
は
異
な
り
、
木
構
造
を
鉄
材
で
補

強
し
た
状
態
と
も
い
え
ず
、
両
方
が
溶
け
あ
う
よ

う
に
共
存
す
る
固
有
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

　
京
都
市
街
地
の
町
家
が
存
亡
の
危
機
に
あ
る
こ

と
は
た
び
た
び
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
京
町
家
と
は
、
1
9
5
0
（
昭
和

25
）
年
以
前
に
建
造
の
伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
平

入
り
屋
根
の
木
造
で
、
通
り
庭
、
火
袋
（
台
所
の

上
に
つ
く
ら
れ
た
吹
抜
け
）、通
り
庇
な
ど
、
京
町

家
に
特
有
の
形
態
を
ひ
と
つ
以
上
有
す
る
も
の
を

指
す
。

　
2
0
1
6
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
市
内
に
残
る

京
町
家
は
7
年
間
で
5
6
0
0
軒
ほ
ど
減
っ
て
4

万
軒
。
そ
の
う
ち
空
き
家
が
14
%
強
で
、
空
き
家

の
比
率
は
加
速
度
的
な
増
加
が
み
ら
れ
た
。

　
危
機
に
面
し
て
保
全
、
継
承
に
向
け
た
官
民
一

体
の
対
策
が
粘
り
強
く
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
何

よ
り
も
効
果
的
な
の
は
利
活
用
の
よ
き
実
例
に
ち

が
い
な
い
。
そ
の
建
築
設
計
面
で
の
先
導
者
の
ひ

と
り
が
魚
谷
繁
礼
さ
ん
で
あ
る
。
2
0
0
6
年
、

コ
ン
ペ
で
獲
得
し
た
「
京
都
型
住
宅
モ
デ
ル
」
を

デ
ビ
ュ
ー
作
と
す
る
魚
谷
さ
ん
は
こ
と
さ
ら
改
修

を
志
向
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
町
家
の
改
修
を

次
々
に
手
が
け
、
市
内
だ
け
で
も
1
0
0
軒
を
超

す
。
自
他
と
も
に
許
す
町
家
改
修
の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
で
あ
る
。

　
京
町
家
を
末
永
く
継
承
す
る
に
は
街
区
や
町
割

り
の
パ
タ
ー
ン
に
こ
そ
視
点
を
す
え
る
べ
き
で
、

伝
統
的
な
意
匠
に
こ
だ
わ
り
は
な
い
と
す
る
魚
谷

さ
ん
の
手
が
け
た
改
修
事
例
は
幅
広
く
、
そ
の
手

法
は
ま
こ
と
に
融
通
無
碍
、
変
幻
自
在
で
多
彩
を

き
わ
め
る
。

　
た
と
え
ば
、
床
、
壁
を
取
り
払
い
ス
ケ
ル
ト
ン

に
し
て
新
規
に
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
、
減
築
し
て

坪
庭
、
吹
抜
け
、
ベ
ラ
ン
ダ
な
ど
を
新
設
す
る
、

平
屋
の
住
宅
と
二
軒
長
屋
を
1
軒
に
ま
と
め
る
、

大
規
模
町
家
1
軒
を
6
室
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
す

る
、
路
地
に
面
す
る
11
軒
を
外
形
は
そ
の
ま
ま
に

そ
れ
ぞ
れ
1
棟
貸
し
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
宿
泊
施

設
に
す
る
、
築
1
0
0
年
の
長
屋
を
残
し
て
上
方

に
鉄
骨
を
架
け
渡
し
中
古
の
コ
ン
テ
ナ
を
の
せ
て

部
屋
と
す
る
、
大
正
後
期
の
数
寄
屋
の
料
亭
を
11

室
の
高
級
ホ
テ
ル
に
蘇
ら
せ
る
。

　
京
都
の
市
街
地
に
立
つ
町
家
の

改
修
と
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
条

例
の
遵
守
、近
隣
と
の
調
整
、防
火

や
耐
震
性
能
の
確
保
、
防
音
、
遮

音
、
腐
朽
し
た
部
材
の
取
り
換
え

ほ
か
、
山
の
よ
う
な
厄
介
事
を
前

に
し
て
誰
も
が
尻
込
み
し
て
し
ま

い
そ
う
だ
。だ
が
魚
谷
さ
ん
は「
す

こ
ぶ
る
自
由
に
設
計
が
可
能
で
す
。

石
造
や
煉
瓦
造
に
比
べ
る
と
木
造

は
柱
梁
で
構
造
が
成
立
し
て
い
る

し
、
新
し
い
材
と
交
換
が
可
能
な

の
で
は
る
か
に
改
修
が
容
易
で
す
。

寺
社
建
築
と
同
様
、
町
家
も
そ
の

よ
う
に
し
て
長
い
あ
い
だ
住
み
継

が
れ
て
き
た
の
で
す
」
と
事
も
な
げ
に
言
う
。

　
既
存
不
適
格
の
建
物
の
な
か
で
も
1
9
5
0
年

の
建
築
基
準
法
制
定
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、

大
規
模
な
修
繕
や
増
築
が
な
い
場
合
に
は
、
現
状

よ
り
改
悪
し
な
い
限
り
現
行
法
へ
の
遡
及
が
な
さ

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
新
築
で
は
法
規
上
は
建
て
ら

れ
な
い
よ
う
な
建
築
が
改
修
で
は
可
能
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増
築
な
ど
遡
及
が
か
か
る

場
合
は
、
歴
史
的
文
化
的
価
値
の
認
め
ら
れ
る
建

築
に
対
し
て
基
準
法
適
用
除
外
と
で
き
る
制
度
の

存
在
が
大
き
い
。
こ
の
制
度
で
は
、
基
準
法
の
現

行
基
準
と
同
等
以
上
の
地
震
や
火
災
に
対
す
る
安

全
性
が
担
保
さ
れ
る
。

側
の
幅
4
m
強
、
奥
行
き
5
・
4
m
の
ス
ペ
ー
ス

が
増
築
の
対
象
で
あ
る
。

　
会
所
の
東
側
の
膏
薬
辻
子
は
い
わ
ゆ
る
二
項
道

路
（
幅
4
m
未
満
の
道
路
）
で
法
規
に
則
せ
ば
道

路
の
中
心
線
か
ら
2
m
の
後
退
が
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
れ
を
回
避
し
つ
つ
既
存
建
屋
を
残
し
、
大
規
模

な
増
築
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
、
増
築
部
分
を
含
む
全
体
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
保
存
建
築
物
の
指
定
を
受
け
、
火

災
や
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
満
た
し
た
計
画
と

し
た
う
え
で
建
築
審
査
会
に
諮
り
、
承
認
を
得
て

実
現
に
至
っ
て
い
る
。
い
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な

い
部
分
を
含
め
て
保
存
建
築
物
に
指
定
す
る
と
い

う
の
は
目
か
ら
鱗
の
よ
う
な「
合
法
的
な
離
れ
業
」

で
あ
る
。

　
魚
谷
さ
ん
が
考
え
た
増
築
案
の
な
か
に
は
長
い

柱
の
上
に
小
屋
を
の
せ
、
高
み
の
見
物
の
よ
う
な

情
景
を
生
む
奇
想
も
あ
っ
た
が
、
母
屋
の
構
造
の

補
強
と
そ
れ
に
要
す
る
費
用
な
ど
を
考
慮
し
た
結

果
、
ふ
た
つ
の
棟
の
あ
い
だ
に
大
屋
根
を
架
け
、

全
体
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
建
築
に
見
え
る
案
に
落

ち
着
い
た
。

　
既
存
の
母
屋
は
桁
行
方
向
に
は
十
分
な
壁
量
が

あ
る
も
の
の
、
懸
装
品
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
確

保
の
必
要
な
ど
か
ら
間
口
方
向
の
壁
量
は
決
定
的

に
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
間
口
方
向
に
2
層
の

鉄
骨
の
柱
と
梁
の
フ
レ
ー
ム
を
設
け
て
既
存
の
柱

に
寄
り
添
わ
せ
、
増
築
部
の
間
口
方
向
も
同
様
に

鉄
骨
の
柱
梁
と
し
、
桁
行
方
向
は
ど
ち
ら
も
木
の

梁
と
し
て
新
旧
の
2
棟
を
一
体
化
し
て
い
る
。

　
黒
皮
鉄
に
蜜
ろ
う
が
塗
布
さ
れ
た
鉄
骨
柱
の
寸

　
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
事
例
が
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
郭
巨
山
会
所
で
あ
る
。

　
7
月
に
行
わ
れ
る
祇
園
祭
に
は
34
基
の
山
鉾
が

巡
行
す
る
。
山
ま
た
は
鉾
を
出
す
町
そ
れ
ぞ
れ
に

は
準
備
組
織
が
あ
り
、
会
所
と
呼
ば
れ
る
専
用
の

施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
開
発
の
波
が
押
し

寄
せ
る
中
心
市
街
地
に
会
所
を
維
持
す
る
の
は
難

し
く
、
今
で
は
多
く
が
建
て
替
え
な
ど
に
よ
り
ビ

ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
郭
巨
山
会
所
は
1
8
6
4
年
に
焼
失
し
、
そ
の

後
に
再
建
さ
れ
た
が
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
、

前
面
の
四
条
通
が
市
電
敷
設
の
た
め
に
拡
幅
さ
れ

た
際
、
表
の
間
と
中
の
間
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
も
会
所
建
築
の
伝
統
を
残
す
希
少
な
建
築

で
あ
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
祭
礼
時
に
山
車
を
は
な

や
か
に
飾
り
立
て
る
懸
装
品
を
展
示
す
る
の
に
十

分
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
な
い
不
便
を
長
く
強

い
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
建
て
替
え
も
視
野
に
京
都
市
景
観
・
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
と
も
共
同
で
、
調
査
・
検
討

が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
会
所
建
築
の
伝
統
的
な
形

式
を
継
承
す
る
た
め
に
既
存
を
そ
の
ま
ま
残
し
つ

つ
増
築
す
る
と
い
う
方
策
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

既
存
は
表
の
2
階
建
て
の
母
屋
、
奥
の
2
階
建
て

の
土
蔵
、
そ
れ
ら
2
棟
を
つ
な
ぐ
塀
で
、
塀
の
内

　
増
築
部
の
2
階
に
上
が
る
と
天
井
が
高
く
、
ロ

フ
ト
も
あ
っ
て
、
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
闇
が
隅
々

に
宿
っ
て
い
る
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
明
る
く
て
奥

行
き
感
に
乏
し
い
今
の
世
の
一
般
的
な
空
間
と
は

対
極
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
表
通
り
の
方
向
を
望
む

と
既
存
の
母
屋
の
屋
根
、
小
壁
、
柱
、
そ
の
先
に

二
重
菱
の
欄
間
、
格
天
井
、
長
押
、
縦
格
子
が
現

れ
、
振
り
返
っ
て
反
対
方
向
を
望
む
と
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
に
枠
取
ら
れ
て
土
蔵
の
屋
根
、
漆
喰
壁
、

開
口
と
そ
の
庇
が
や
は
り
既
存
の
ま
ま
に
現
れ
る
。

百
年
の
時
の
流
れ
が
暗
が
り
の
な
か
に
立
ち
現
れ

る
、
穏
や
か
だ
が
シ
ュ
ー
ル
な
情
景
だ
。
た
た
ず

め
ば
屋
内
で
あ
り
な
が
ら
、
外
部
に
い
る
よ
う
な

不
思
議
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。

　
膏
薬
辻
子
は
1
2
0
m
四
方
の
街
区
の
中
央
を

南
北
に
通
り
抜
け
る
細
街
路
で
、
両
側
に
は
町
家

が
多
く
残
り
、
途
中
の
ク
ラ
ン
ク
状
の
折
れ
曲
が

り
も
効
果
的
で
、
市
内
で
も
有
数
の
京
町
家
の
風

情
が
残
る
道
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
辻
子
の
入

口
に
位
置
す
る
郭
巨
山
会
所
は
、
向
か
い
が
駐
車

場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
東
側
の
フ
ァ
サ

ー
ド
全
体
が
一
望
で
き
る
。
寄
棟
風
の
母
屋
、
段

差
の
あ
る
塀
、
切
妻
の
土
蔵
、
背
後
に
控
え
る
大

屋
根
、
各
所
の
庇
と
異
種
の
形
態
と
素
材
の
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
を
主
張

し
、
全
体
を
統
合
す
る
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ム
に
収

ま
ろ
う
と
い
う
気
配
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

全
体
は
自
然
な
姿
で
一
片
の
違
和
感
も
覚
え
さ
せ

ず
、
改
修
後
1
年
余
り
で
す
で
に
風
格
さ
え
漂
わ

せ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
地
層
に
比
せ
ら

れ
る
よ
う
な
時
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
揺
る
ぎ
な
い
安
定
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
々

の
心
と
共
鳴
す
る
の
だ
ろ
う
。
あ
り
余
る
経
験
を

糧
と
し
つ
つ
、
常
に
前
向
き
に
改
修
案
件
と
取
り

組
む
魚
谷
さ
ん
の
姿
勢
が
引
き
起
こ
す
共
鳴
に
ち

が
い
な
い
。

　
膏
薬
辻
子
の
並
び
の
町
家
は
所
有
者
が
代
わ
り
、

高
級
料
理
店
、
宿
泊
施
設
、
物
販
店
な
ど
へ
用
途

が
変
わ
っ
て
も
、
風
情
は
ひ
と
ま
ず
保
た
れ
て
い

た
。
し
か
し
近
年
、
そ
の
一
角
が
表
通
り
に
面
す

る
土
地
と
合
わ
せ
て
再
開
発
さ
れ
、
街
並
み
が
大

き
く
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
保
存
と
開
発
の
狭
間
に

あ
っ
て
激
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
京
都
の
市
街
地

で
、
そ
れ
は
今
も
少
し
も
鎮
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、

郭
巨
山
会
所
の
保
存
と
継
承
に
集
約
さ
れ
た
よ
う

な
熱
意
と
知
恵
が
あ
る
限
り
、
荒
波
を
乗
り
切
っ

た
先
に
は
静
穏
で
安
定
し
た
水
面
が
現
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
魚
谷
さ
ん
た
ち
の
活
動
に
希
望
を
託

し
た
い
。

失
わ
れ
ゆ
く
会
所
建
築
を
継
承
す
べ
く
、

安
全
性
を
満
た
し
た
う
え
で
、

増
築
部
分
を
あ
ら
か
じ
め
保
存
建
築
物
に
。

Kakkyoyama Common Center for Gion Festival

こ
れ
か
ら
つ
く
る
部
分
も

保
存
対
象

京
町
家
存
亡
の

危
機
の
な
か
で

四条通からの外観。左
の小径が膏薬辻子。周
囲には中高層建築が立
ち並ぶ。

１階板間から土蔵を見
る。構造補強には125㎜
角の鉄骨柱が使用され、
既存の木柱（105㎜角）
と存在感を近づけた。
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Kakkyoyama
Common

Center
for Gion Festival

１階土蔵から板間を見
る。祭礼中には御神体
や懸装品を陳列するお
飾り場となる。
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か
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き
ょ
や
ま

け
ん
そ
う
ひ
ん



法
は
1
2
5
㎜
角
の
H
型
鋼
で
、
百
年
の
時
を
刻

ん
だ
1
0
5
㎜
角
の
既
存
の
木
の
柱
と
容
易
に
区

別
が
つ
き
が
た
い
。
鉄
骨
梁
に
つ
い
て
は
、
既
存

部
の
1
階
は
現
し
と
し
て
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
強
調

す
る
一
方
、
2
階
で
は
天
井
裏
に
通
し
て
会
所
建

築
の
特
徴
で
あ
る
格
天
井
に
触
ら
な
い
よ
う
に
し
、

増
築
部
で
は
鉄
骨
梁
の
上
に
木
の
床
を
の
せ
て
異

種
の
素
材
の
衝
突
を
避
け
て
い
る
。

　
壁
量
の
十
分
な
土
蔵
と
増
築
部
は
構
造
上
の
縁

を
切
り
、
ま
た
土
蔵
の
各
部
を
傷
め
な
い
よ
う
に

増
築
部
の
軒
先
を
2
段
の
桔
木
で
土
蔵
の
上
に
差

し
掛
け
、
床
に
段
差
を
設
け
て
土
蔵
の
下
屋
庇
に

も
当
た
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
周
到
な
計
画
に
よ
る
全
体
構
成
は
、

部
材
を
箇
所
別
に
木
材
と
鉄
材
を
使
い
分
け
る
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
と
は
異
な
り
、
木
構
造
を
鉄
材
で
補

強
し
た
状
態
と
も
い
え
ず
、
両
方
が
溶
け
あ
う
よ

う
に
共
存
す
る
固
有
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

　
京
都
市
街
地
の
町
家
が
存
亡
の
危
機
に
あ
る
こ

と
は
た
び
た
び
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
京
町
家
と
は
、
1
9
5
0
（
昭
和

25
）
年
以
前
に
建
造
の
伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
平

入
り
屋
根
の
木
造
で
、
通
り
庭
、
火
袋
（
台
所
の

上
に
つ
く
ら
れ
た
吹
抜
け
）、通
り
庇
な
ど
、
京
町

家
に
特
有
の
形
態
を
ひ
と
つ
以
上
有
す
る
も
の
を

指
す
。

　
2
0
1
6
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
市
内
に
残
る

京
町
家
は
7
年
間
で
5
6
0
0
軒
ほ
ど
減
っ
て
4

万
軒
。
そ
の
う
ち
空
き
家
が
14
%
強
で
、
空
き
家

の
比
率
は
加
速
度
的
な
増
加
が
み
ら
れ
た
。

　
危
機
に
面
し
て
保
全
、
継
承
に
向
け
た
官
民
一

体
の
対
策
が
粘
り
強
く
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
何

よ
り
も
効
果
的
な
の
は
利
活
用
の
よ
き
実
例
に
ち

が
い
な
い
。
そ
の
建
築
設
計
面
で
の
先
導
者
の
ひ

と
り
が
魚
谷
繁
礼
さ
ん
で
あ
る
。
2
0
0
6
年
、

コ
ン
ペ
で
獲
得
し
た
「
京
都
型
住
宅
モ
デ
ル
」
を

デ
ビ
ュ
ー
作
と
す
る
魚
谷
さ
ん
は
こ
と
さ
ら
改
修

を
志
向
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
町
家
の
改
修
を

次
々
に
手
が
け
、
市
内
だ
け
で
も
1
0
0
軒
を
超

す
。
自
他
と
も
に
許
す
町
家
改
修
の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
で
あ
る
。

　
京
町
家
を
末
永
く
継
承
す
る
に
は
街
区
や
町
割

り
の
パ
タ
ー
ン
に
こ
そ
視
点
を
す
え
る
べ
き
で
、

伝
統
的
な
意
匠
に
こ
だ
わ
り
は
な
い
と
す
る
魚
谷

さ
ん
の
手
が
け
た
改
修
事
例
は
幅
広
く
、
そ
の
手

法
は
ま
こ
と
に
融
通
無
碍
、
変
幻
自
在
で
多
彩
を

き
わ
め
る
。

　
た
と
え
ば
、
床
、
壁
を
取
り
払
い
ス
ケ
ル
ト
ン

に
し
て
新
規
に
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
、
減
築
し
て

坪
庭
、
吹
抜
け
、
ベ
ラ
ン
ダ
な
ど
を
新
設
す
る
、

平
屋
の
住
宅
と
二
軒
長
屋
を
1
軒
に
ま
と
め
る
、

大
規
模
町
家
1
軒
を
6
室
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
す

る
、
路
地
に
面
す
る
11
軒
を
外
形
は
そ
の
ま
ま
に

そ
れ
ぞ
れ
1
棟
貸
し
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
宿
泊
施

設
に
す
る
、
築
1
0
0
年
の
長
屋
を
残
し
て
上
方

に
鉄
骨
を
架
け
渡
し
中
古
の
コ
ン
テ
ナ
を
の
せ
て

部
屋
と
す
る
、
大
正
後
期
の
数
寄
屋
の
料
亭
を
11

室
の
高
級
ホ
テ
ル
に
蘇
ら
せ
る
。

　
京
都
の
市
街
地
に
立
つ
町
家
の

改
修
と
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
条

例
の
遵
守
、近
隣
と
の
調
整
、防
火

や
耐
震
性
能
の
確
保
、
防
音
、
遮

音
、
腐
朽
し
た
部
材
の
取
り
換
え

ほ
か
、
山
の
よ
う
な
厄
介
事
を
前

に
し
て
誰
も
が
尻
込
み
し
て
し
ま

い
そ
う
だ
。だ
が
魚
谷
さ
ん
は「
す

こ
ぶ
る
自
由
に
設
計
が
可
能
で
す
。

石
造
や
煉
瓦
造
に
比
べ
る
と
木
造

は
柱
梁
で
構
造
が
成
立
し
て
い
る

し
、
新
し
い
材
と
交
換
が
可
能
な

の
で
は
る
か
に
改
修
が
容
易
で
す
。

寺
社
建
築
と
同
様
、
町
家
も
そ
の

よ
う
に
し
て
長
い
あ
い
だ
住
み
継

が
れ
て
き
た
の
で
す
」
と
事
も
な
げ
に
言
う
。

　
既
存
不
適
格
の
建
物
の
な
か
で
も
1
9
5
0
年

の
建
築
基
準
法
制
定
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、

大
規
模
な
修
繕
や
増
築
が
な
い
場
合
に
は
、
現
状

よ
り
改
悪
し
な
い
限
り
現
行
法
へ
の
遡
及
が
な
さ

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
新
築
で
は
法
規
上
は
建
て
ら

れ
な
い
よ
う
な
建
築
が
改
修
で
は
可
能
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増
築
な
ど
遡
及
が
か
か
る

場
合
は
、
歴
史
的
文
化
的
価
値
の
認
め
ら
れ
る
建

築
に
対
し
て
基
準
法
適
用
除
外
と
で
き
る
制
度
の

存
在
が
大
き
い
。
こ
の
制
度
で
は
、
基
準
法
の
現

行
基
準
と
同
等
以
上
の
地
震
や
火
災
に
対
す
る
安

全
性
が
担
保
さ
れ
る
。

側
の
幅
4
m
強
、
奥
行
き
5
・
4
m
の
ス
ペ
ー
ス

が
増
築
の
対
象
で
あ
る
。

　
会
所
の
東
側
の
膏
薬
辻
子
は
い
わ
ゆ
る
二
項
道

路
（
幅
4
m
未
満
の
道
路
）
で
法
規
に
則
せ
ば
道

路
の
中
心
線
か
ら
2
m
の
後
退
が
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
れ
を
回
避
し
つ
つ
既
存
建
屋
を
残
し
、
大
規
模

な
増
築
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
、
増
築
部
分
を
含
む
全
体
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
保
存
建
築
物
の
指
定
を
受
け
、
火

災
や
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
満
た
し
た
計
画
と

し
た
う
え
で
建
築
審
査
会
に
諮
り
、
承
認
を
得
て

実
現
に
至
っ
て
い
る
。
い
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な

い
部
分
を
含
め
て
保
存
建
築
物
に
指
定
す
る
と
い

う
の
は
目
か
ら
鱗
の
よ
う
な「
合
法
的
な
離
れ
業
」

で
あ
る
。

　
魚
谷
さ
ん
が
考
え
た
増
築
案
の
な
か
に
は
長
い

柱
の
上
に
小
屋
を
の
せ
、
高
み
の
見
物
の
よ
う
な

情
景
を
生
む
奇
想
も
あ
っ
た
が
、
母
屋
の
構
造
の

補
強
と
そ
れ
に
要
す
る
費
用
な
ど
を
考
慮
し
た
結

果
、
ふ
た
つ
の
棟
の
あ
い
だ
に
大
屋
根
を
架
け
、

全
体
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
建
築
に
見
え
る
案
に
落

ち
着
い
た
。

　
既
存
の
母
屋
は
桁
行
方
向
に
は
十
分
な
壁
量
が

あ
る
も
の
の
、
懸
装
品
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
確

保
の
必
要
な
ど
か
ら
間
口
方
向
の
壁
量
は
決
定
的

に
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
間
口
方
向
に
2
層
の

鉄
骨
の
柱
と
梁
の
フ
レ
ー
ム
を
設
け
て
既
存
の
柱

に
寄
り
添
わ
せ
、
増
築
部
の
間
口
方
向
も
同
様
に

鉄
骨
の
柱
梁
と
し
、
桁
行
方
向
は
ど
ち
ら
も
木
の

梁
と
し
て
新
旧
の
2
棟
を
一
体
化
し
て
い
る
。

　
黒
皮
鉄
に
蜜
ろ
う
が
塗
布
さ
れ
た
鉄
骨
柱
の
寸

　
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
事
例
が
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
郭
巨
山
会
所
で
あ
る
。

　
7
月
に
行
わ
れ
る
祇
園
祭
に
は
34
基
の
山
鉾
が

巡
行
す
る
。
山
ま
た
は
鉾
を
出
す
町
そ
れ
ぞ
れ
に

は
準
備
組
織
が
あ
り
、
会
所
と
呼
ば
れ
る
専
用
の

施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
開
発
の
波
が
押
し

寄
せ
る
中
心
市
街
地
に
会
所
を
維
持
す
る
の
は
難

し
く
、
今
で
は
多
く
が
建
て
替
え
な
ど
に
よ
り
ビ

ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
郭
巨
山
会
所
は
1
8
6
4
年
に
焼
失
し
、
そ
の

後
に
再
建
さ
れ
た
が
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
、

前
面
の
四
条
通
が
市
電
敷
設
の
た
め
に
拡
幅
さ
れ

た
際
、
表
の
間
と
中
の
間
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
も
会
所
建
築
の
伝
統
を
残
す
希
少
な
建
築

で
あ
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
祭
礼
時
に
山
車
を
は
な

や
か
に
飾
り
立
て
る
懸
装
品
を
展
示
す
る
の
に
十

分
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
な
い
不
便
を
長
く
強

い
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
建
て
替
え
も
視
野
に
京
都
市
景
観
・
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
と
も
共
同
で
、
調
査
・
検
討

が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
会
所
建
築
の
伝
統
的
な
形

式
を
継
承
す
る
た
め
に
既
存
を
そ
の
ま
ま
残
し
つ

つ
増
築
す
る
と
い
う
方
策
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

既
存
は
表
の
2
階
建
て
の
母
屋
、
奥
の
2
階
建
て

の
土
蔵
、
そ
れ
ら
2
棟
を
つ
な
ぐ
塀
で
、
塀
の
内

　
増
築
部
の
2
階
に
上
が
る
と
天
井
が
高
く
、
ロ

フ
ト
も
あ
っ
て
、
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
闇
が
隅
々

に
宿
っ
て
い
る
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
明
る
く
て
奥

行
き
感
に
乏
し
い
今
の
世
の
一
般
的
な
空
間
と
は

対
極
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
表
通
り
の
方
向
を
望
む

と
既
存
の
母
屋
の
屋
根
、
小
壁
、
柱
、
そ
の
先
に

二
重
菱
の
欄
間
、
格
天
井
、
長
押
、
縦
格
子
が
現

れ
、
振
り
返
っ
て
反
対
方
向
を
望
む
と
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
に
枠
取
ら
れ
て
土
蔵
の
屋
根
、
漆
喰
壁
、

開
口
と
そ
の
庇
が
や
は
り
既
存
の
ま
ま
に
現
れ
る
。

百
年
の
時
の
流
れ
が
暗
が
り
の
な
か
に
立
ち
現
れ

る
、
穏
や
か
だ
が
シ
ュ
ー
ル
な
情
景
だ
。
た
た
ず

め
ば
屋
内
で
あ
り
な
が
ら
、
外
部
に
い
る
よ
う
な

不
思
議
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。

　
膏
薬
辻
子
は
1
2
0
m
四
方
の
街
区
の
中
央
を

南
北
に
通
り
抜
け
る
細
街
路
で
、
両
側
に
は
町
家

が
多
く
残
り
、
途
中
の
ク
ラ
ン
ク
状
の
折
れ
曲
が

り
も
効
果
的
で
、
市
内
で
も
有
数
の
京
町
家
の
風

情
が
残
る
道
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
辻
子
の
入

口
に
位
置
す
る
郭
巨
山
会
所
は
、
向
か
い
が
駐
車

場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
東
側
の
フ
ァ
サ

ー
ド
全
体
が
一
望
で
き
る
。
寄
棟
風
の
母
屋
、
段

差
の
あ
る
塀
、
切
妻
の
土
蔵
、
背
後
に
控
え
る
大

屋
根
、
各
所
の
庇
と
異
種
の
形
態
と
素
材
の
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
を
主
張

し
、
全
体
を
統
合
す
る
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ム
に
収

ま
ろ
う
と
い
う
気
配
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

全
体
は
自
然
な
姿
で
一
片
の
違
和
感
も
覚
え
さ
せ

ず
、
改
修
後
1
年
余
り
で
す
で
に
風
格
さ
え
漂
わ

せ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
地
層
に
比
せ
ら

れ
る
よ
う
な
時
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
揺
る
ぎ
な
い
安
定
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
々

の
心
と
共
鳴
す
る
の
だ
ろ
う
。
あ
り
余
る
経
験
を

糧
と
し
つ
つ
、
常
に
前
向
き
に
改
修
案
件
と
取
り

組
む
魚
谷
さ
ん
の
姿
勢
が
引
き
起
こ
す
共
鳴
に
ち

が
い
な
い
。

　
膏
薬
辻
子
の
並
び
の
町
家
は
所
有
者
が
代
わ
り
、

高
級
料
理
店
、
宿
泊
施
設
、
物
販
店
な
ど
へ
用
途

が
変
わ
っ
て
も
、
風
情
は
ひ
と
ま
ず
保
た
れ
て
い

た
。
し
か
し
近
年
、
そ
の
一
角
が
表
通
り
に
面
す

る
土
地
と
合
わ
せ
て
再
開
発
さ
れ
、
街
並
み
が
大

き
く
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
保
存
と
開
発
の
狭
間
に

あ
っ
て
激
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
京
都
の
市
街
地

で
、
そ
れ
は
今
も
少
し
も
鎮
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、

郭
巨
山
会
所
の
保
存
と
継
承
に
集
約
さ
れ
た
よ
う

な
熱
意
と
知
恵
が
あ
る
限
り
、
荒
波
を
乗
り
切
っ

た
先
に
は
静
穏
で
安
定
し
た
水
面
が
現
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
魚
谷
さ
ん
た
ち
の
活
動
に
希
望
を
託

し
た
い
。

失
わ
れ
ゆ
く
会
所
建
築
を
継
承
す
べ
く
、

安
全
性
を
満
た
し
た
う
え
で
、

増
築
部
分
を
あ
ら
か
じ
め
保
存
建
築
物
に
。

Kakkyoyama Common Center for Gion Festival

こ
れ
か
ら
つ
く
る
部
分
も

保
存
対
象

京
町
家
存
亡
の

危
機
の
な
か
で

四条通からの外観。左
の小径が膏薬辻子。周
囲には中高層建築が立
ち並ぶ。

１階板間から土蔵を見
る。構造補強には125㎜
角の鉄骨柱が使用され、
既存の木柱（105㎜角）
と存在感を近づけた。
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Kakkyoyama
Common

Center
for Gion Festival

１階土蔵から板間を見
る。祭礼中には御神体
や懸装品を陳列するお
飾り場となる。
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か
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ょ
や
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け
ん
そ
う
ひ
ん



法
は
1
2
5
㎜
角
の
H
型
鋼
で
、
百
年
の
時
を
刻

ん
だ
1
0
5
㎜
角
の
既
存
の
木
の
柱
と
容
易
に
区

別
が
つ
き
が
た
い
。
鉄
骨
梁
に
つ
い
て
は
、
既
存

部
の
1
階
は
現
し
と
し
て
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
強
調

す
る
一
方
、
2
階
で
は
天
井
裏
に
通
し
て
会
所
建

築
の
特
徴
で
あ
る
格
天
井
に
触
ら
な
い
よ
う
に
し
、

増
築
部
で
は
鉄
骨
梁
の
上
に
木
の
床
を
の
せ
て
異

種
の
素
材
の
衝
突
を
避
け
て
い
る
。

　
壁
量
の
十
分
な
土
蔵
と
増
築
部
は
構
造
上
の
縁

を
切
り
、
ま
た
土
蔵
の
各
部
を
傷
め
な
い
よ
う
に

増
築
部
の
軒
先
を
2
段
の
桔
木
で
土
蔵
の
上
に
差

し
掛
け
、
床
に
段
差
を
設
け
て
土
蔵
の
下
屋
庇
に

も
当
た
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
周
到
な
計
画
に
よ
る
全
体
構
成
は
、

部
材
を
箇
所
別
に
木
材
と
鉄
材
を
使
い
分
け
る
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
と
は
異
な
り
、
木
構
造
を
鉄
材
で
補

強
し
た
状
態
と
も
い
え
ず
、
両
方
が
溶
け
あ
う
よ

う
に
共
存
す
る
固
有
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

　
京
都
市
街
地
の
町
家
が
存
亡
の
危
機
に
あ
る
こ

と
は
た
び
た
び
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
京
町
家
と
は
、
1
9
5
0
（
昭
和

25
）
年
以
前
に
建
造
の
伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
平

入
り
屋
根
の
木
造
で
、
通
り
庭
、
火
袋
（
台
所
の

上
に
つ
く
ら
れ
た
吹
抜
け
）、通
り
庇
な
ど
京
町
家

に
特
有
の
形
態
を
ひ
と
つ
以
上
有
す
る
も
の
を
指

す
。

　
2
0
1
6
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
市
内
に
残
る

京
町
家
は
7
年
間
で
5
6
0
0
軒
ほ
ど
減
っ
て
4

万
軒
。
そ
の
う
ち
空
き
家
が
14
%
強
で
、
空
き
家

の
比
率
は
加
速
度
的
な
増
加
が
み
ら
れ
た
。

　
危
機
に
面
し
て
保
全
、
継
承
に
向
け
た
官
民
一

体
の
対
策
が
粘
り
強
く
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
何

よ
り
も
効
果
的
な
の
は
利
活
用
の
よ
き
実
例
に
ち

が
い
な
い
。
そ
の
建
築
設
計
面
で
の
先
導
者
の
ひ

と
り
が
魚
谷
繁
礼
さ
ん
で
あ
る
。
2
0
0
6
年
、

コ
ン
ペ
で
獲
得
し
た
「
京
都
型
住
宅
モ
デ
ル
」
を

デ
ビ
ュ
ー
作
と
す
る
魚
谷
さ
ん
は
こ
と
さ
ら
改
修

を
志
向
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
町
家
の
改
修
を

次
々
に
手
が
け
、
市
内
だ
け
で
も
1
0
0
軒
を
超

す
。
自
他
と
も
に
許
す
町
家
改
修
の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
で
あ
る
。

　
京
町
家
を
末
永
く
継
承
す
る
に
は
街
区
や
町
割

り
の
パ
タ
ー
ン
に
こ
そ
視
点
を
す
え
る
べ
き
で
、

伝
統
的
な
意
匠
に
こ
だ
わ
り
は
な
い
と
す
る
魚
谷

さ
ん
の
手
が
け
た
改
修
事
例
は
幅
広
く
、
そ
の
手

法
は
ま
こ
と
に
融
通
無
碍
、
変
幻
自
在
で
多
彩
を

き
わ
め
る
。

　
た
と
え
ば
、
床
、
壁
を
取
り
払
い
ス
ケ
ル
ト
ン

に
し
て
新
規
に
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
、
減
築
し
て

坪
庭
、
吹
抜
け
、
ベ
ラ
ン
ダ
な
ど
を
新
設
す
る
、

平
屋
の
住
宅
と
二
軒
長
屋
を
1
軒
に
ま
と
め
る
、

大
規
模
町
家
1
軒
を
6
室
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
す

る
、
路
地
に
面
す
る
11
軒
を
外
形
は
そ
の
ま
ま
に

そ
れ
ぞ
れ
1
棟
貸
し
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
宿
泊
施

設
に
す
る
、
築
1
0
0
年
の
長
屋
を
残
し
て
上
方

に
鉄
骨
を
架
け
渡
し
中
古
の
コ
ン
テ
ナ
を
の
せ
て

部
屋
と
す
る
、
大
正
後
期
の
数
寄
屋
の
料
亭
を
11

室
の
高
級
ホ
テ
ル
に
蘇
ら
せ
る
。

　
京
都
の
市
街
地
に
立
つ
町
家
の

改
修
と
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
条

例
の
遵
守
、近
隣
と
の
調
整
、防
火

や
耐
震
性
能
の
確
保
、
防
音
、
遮

音
、
腐
朽
し
た
部
材
の
取
り
換
え

ほ
か
、
山
の
よ
う
な
厄
介
事
を
前

に
し
て
誰
も
が
尻
込
み
し
て
し
ま

い
そ
う
だ
。だ
が
魚
谷
さ
ん
は「
す

こ
ぶ
る
自
由
に
設
計
が
可
能
で
す
。

石
造
や
煉
瓦
造
に
比
べ
る
と
木
造

は
柱
梁
で
構
造
が
成
立
し
て
い
る

し
、
新
し
い
材
と
交
換
が
可
能
な

の
で
は
る
か
に
改
修
が
容
易
で
す
。

寺
社
建
築
と
同
様
、
町
家
も
そ
の

よ
う
に
し
て
長
い
あ
い
だ
住
み
継

が
れ
て
き
た
の
で
す
」
と
事
も
な
げ
に
言
う
。

　
既
存
不
適
格
の
建
物
の
な
か
で
も
1
9
5
0
年

の
建
築
基
準
法
制
定
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、

大
規
模
な
修
繕
や
増
築
が
な
い
場
合
に
は
、
現
状

よ
り
改
悪
し
な
い
限
り
現
行
法
へ
の
遡
及
が
な
さ

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
新
築
で
は
法
規
上
は
建
て
ら

れ
な
い
よ
う
な
建
築
が
改
修
で
は
可
能
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増
築
な
ど
遡
及
が
か
か
る

場
合
は
、
歴
史
的
文
化
的
価
値
の
認
め
ら
れ
る
建

築
に
対
し
て
基
準
法
適
用
除
外
と
で
き
る
制
度
の

存
在
が
大
き
い
。
こ
の
制
度
で
は
、
基
準
法
の
現

行
基
準
と
同
等
以
上
の
地
震
や
火
災
に
対
す
る
安

全
性
が
担
保
さ
れ
る
。

側
の
幅
4
m
強
、
奥
行
き
5
・
4
m
の
ス
ペ
ー
ス

が
増
築
の
対
象
で
あ
る
。

　
会
所
の
東
側
の
膏
薬
辻
子
は
い
わ
ゆ
る
二
項
道

路
（
幅
4
m
未
満
の
道
路
）
で
法
規
に
則
せ
ば
道

路
の
中
心
線
か
ら
2
m
の
後
退
が
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
れ
を
回
避
し
つ
つ
既
存
建
屋
を
残
し
、
大
規
模

な
増
築
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
、
増
築
部
分
を
含
む
全
体
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
保
存
建
築
物
の
指
定
を
受
け
、
火

災
や
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
満
た
し
た
計
画
と

し
た
う
え
で
建
築
審
査
会
に
諮
り
、
承
認
を
得
て

実
現
に
至
っ
て
い
る
。
い
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な

い
部
分
を
含
め
て
保
存
建
築
物
に
指
定
す
る
と
い

う
の
は
目
か
ら
鱗
の
よ
う
な「
合
法
的
な
離
れ
業
」

で
あ
る
。

　
魚
谷
さ
ん
が
考
え
た
増
築
案
の
な
か
に
は
長
い

柱
の
上
に
小
屋
を
の
せ
、
高
み
の
見
物
の
よ
う
な

情
景
を
生
む
奇
想
も
あ
っ
た
が
、
母
屋
の
構
造
の

補
強
と
そ
れ
に
要
す
る
費
用
な
ど
を
考
慮
し
た
結

果
、
ふ
た
つ
の
棟
の
あ
い
だ
に
大
屋
根
を
架
け
、

全
体
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
建
築
に
見
え
る
案
に
落

ち
着
い
た
。

　
既
存
の
母
屋
は
桁
行
方
向
に
は
十
分
な
壁
量
が

あ
る
も
の
の
、
懸
装
品
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
確

保
の
必
要
な
ど
か
ら
間
口
方
向
の
壁
量
は
決
定
的

に
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
間
口
方
向
に
2
層
の

鉄
骨
の
柱
と
梁
の
フ
レ
ー
ム
を
設
け
て
既
存
の
柱

に
寄
り
添
わ
せ
、
増
築
部
の
間
口
方
向
も
同
様
に

鉄
骨
の
柱
梁
と
し
、
桁
行
方
向
は
ど
ち
ら
も
木
の

梁
と
し
て
新
旧
の
2
棟
を
一
体
化
し
て
い
る
。

　
黒
皮
鉄
に
蜜
ろ
う
が
塗
布
さ
れ
た
鉄
骨
柱
の
寸

　
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
事
例
が
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
郭
巨
山
会
所
で
あ
る
。

　
7
月
に
行
わ
れ
る
祇
園
祭
に
は
34
基
の
山
鉾
が

巡
行
す
る
。
山
ま
た
は
鉾
を
出
す
町
そ
れ
ぞ
れ
に

は
準
備
組
織
が
あ
り
、
会
所
と
呼
ば
れ
る
専
用
の

施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
開
発
の
波
が
押
し

寄
せ
る
中
心
市
街
地
に
会
所
を
維
持
す
る
の
は
難

し
く
、
今
で
は
多
く
が
建
て
替
え
な
ど
に
よ
り
ビ

ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
郭
巨
山
会
所
は
1
8
6
4
年
に
焼
失
し
、
そ
の

後
に
再
建
さ
れ
た
が
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
、

前
面
の
四
条
通
が
市
電
敷
設
の
た
め
に
拡
幅
さ
れ

た
際
、
表
の
間
と
中
の
間
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
も
会
所
建
築
の
伝
統
を
残
す
希
少
な
建
築

で
あ
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
祭
礼
時
に
山
車
を
は
な

や
か
に
飾
り
立
て
る
懸
装
品
を
展
示
す
る
の
に
十

分
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
な
い
不
便
を
長
く
強

い
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
建
て
替
え
も
視
野
に
京
都
市
景
観
・
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
と
も
共
同
で
、
調
査
・
検
討

が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
会
所
建
築
の
伝
統
的
な
形

式
を
継
承
す
る
た
め
に
既
存
を
そ
の
ま
ま
残
し
つ

つ
増
築
す
る
と
い
う
方
策
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

既
存
は
表
の
2
階
建
て
の
母
屋
、
奥
の
2
階
建
て

の
土
蔵
、
そ
れ
ら
2
棟
を
つ
な
ぐ
塀
で
、
塀
の
内

　
増
築
部
の
2
階
に
上
が
る
と
天
井
が
高
く
、
ロ

フ
ト
も
あ
っ
て
、
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
闇
が
隅
々

に
宿
っ
て
い
る
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
明
る
く
て
奥

行
き
感
に
乏
し
い
今
の
世
の
一
般
的
な
空
間
と
は

対
極
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
表
通
り
の
方
向
を
望
む

と
既
存
の
母
屋
の
屋
根
、
小
壁
、
柱
、
そ
の
先
に

二
重
菱
の
欄
間
、
格
天
井
、
長
押
、
縦
格
子
が
現

れ
、
振
り
返
っ
て
反
対
方
向
を
望
む
と
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
に
枠
取
ら
れ
て
土
蔵
の
屋
根
、
漆
喰
壁
、

開
口
と
そ
の
庇
が
や
は
り
既
存
の
ま
ま
に
現
れ
る
。

百
年
の
時
の
流
れ
が
暗
が
り
の
な
か
に
立
ち
現
れ

る
、
穏
や
か
だ
が
シ
ュ
ー
ル
な
情
景
だ
。
た
た
ず

め
ば
屋
内
で
あ
り
な
が
ら
、
外
部
に
い
る
よ
う
な

不
思
議
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。

　
膏
薬
辻
子
は
1
2
0
m
四
方
の
街
区
の
中
央
を

南
北
に
通
り
抜
け
る
細
街
路
で
、
両
側
に
は
町
家

が
多
く
残
り
、
途
中
の
ク
ラ
ン
ク
状
の
折
れ
曲
が

り
も
効
果
的
で
、
市
内
で
も
有
数
の
京
町
家
の
風

情
が
残
る
道
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
辻
子
の
入

口
に
位
置
す
る
郭
巨
山
会
所
は
、
向
か
い
が
駐
車

場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
東
側
の
フ
ァ
サ

ー
ド
全
体
が
一
望
で
き
る
。
寄
棟
風
の
母
屋
、
段

差
の
あ
る
塀
、
切
妻
の
土
蔵
、
背
後
に
控
え
る
大

屋
根
、
各
所
の
庇
と
異
種
の
形
態
と
素
材
の
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
を
主
張

し
、
全
体
を
統
合
す
る
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ム
に
収

ま
ろ
う
と
い
う
気
配
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

全
体
は
自
然
な
姿
で
一
片
の
違
和
感
も
覚
え
さ
せ

ず
、
改
修
後
1
年
余
り
で
す
で
に
風
格
さ
え
漂
わ

せ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
地
層
に
比
せ
ら

れ
る
よ
う
な
時
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
揺
る
ぎ
な
い
安
定
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
々

の
心
と
共
鳴
す
る
の
だ
ろ
う
。
あ
り
余
る
経
験
を

糧
と
し
つ
つ
、
常
に
前
向
き
に
改
修
案
件
と
取
り

組
む
魚
谷
さ
ん
の
姿
勢
が
引
き
起
こ
す
共
鳴
に
ち

が
い
な
い
。

　
膏
薬
辻
子
の
並
び
の
町
家
は
所
有
者
が
代
わ
り
、

高
級
料
理
店
、
宿
泊
施
設
、
物
販
店
な
ど
へ
用
途

が
変
わ
っ
て
も
、
風
情
は
ひ
と
ま
ず
保
た
れ
て
い

た
。
し
か
し
近
年
、
そ
の
一
角
が
表
通
り
に
面
す

る
土
地
と
合
わ
せ
て
再
開
発
さ
れ
、
街
並
み
が
大

き
く
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
保
存
と
開
発
の
狭
間
に

あ
っ
て
激
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
京
都
の
市
街
地

で
、
そ
れ
は
今
も
少
し
も
鎮
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、

郭
巨
山
会
所
の
保
存
と
継
承
に
集
約
さ
れ
た
よ
う

な
熱
意
と
知
恵
が
あ
る
限
り
、
荒
波
を
乗
り
切
っ

た
先
に
は
静
穏
で
安
定
し
た
水
面
が
現
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
魚
谷
さ
ん
た
ち
の
活
動
に
希
望
を
託

し
た
い
。

時
を
刻
ん
だ
木
構
造
と

新
た
に
加
え
ら
れ
た
鉄
骨
造
。

両
者
が
対
比
す
る
こ
と
な
く
融
合
し
、

全
体
と
し
て
風
格
を
ま
と
う
。
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木
材
と
鉄
材
が

溶
け
あ
う

構
造
と
空
間

保
存
と
開
発
の
狭
間

↑２階相の間から座敷
を見る。欄間や座敷の
格天井は会所建築の意
匠を残すものとして保
存された。

↓２階相の間から土蔵
を見る。土壁の左官は
保存会関係者らによっ
て行われた。

↓２階相の間。既存土
蔵の瓦屋根を一部取り
込んだような内観。

↑２階座敷の鉄骨補強。
既存の木造柱梁に沿わ
せるように鉄骨フレー
ムを配置。

↓３階板間から土蔵を
見下ろす。間口方向に
組まれた鉄骨フレーム
を木造の梁で桁行方向
に連結している。
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こ
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法
は
1
2
5
㎜
角
の
H
型
鋼
で
、
百
年
の
時
を
刻

ん
だ
1
0
5
㎜
角
の
既
存
の
木
の
柱
と
容
易
に
区

別
が
つ
き
が
た
い
。
鉄
骨
梁
に
つ
い
て
は
、
既
存

部
の
1
階
は
現
し
と
し
て
鉄
骨
フ
レ
ー
ム
を
強
調

す
る
一
方
、
2
階
で
は
天
井
裏
に
通
し
て
会
所
建

築
の
特
徴
で
あ
る
格
天
井
に
触
ら
な
い
よ
う
に
し
、

増
築
部
で
は
鉄
骨
梁
の
上
に
木
の
床
を
の
せ
て
異

種
の
素
材
の
衝
突
を
避
け
て
い
る
。

　
壁
量
の
十
分
な
土
蔵
と
増
築
部
は
構
造
上
の
縁

を
切
り
、
ま
た
土
蔵
の
各
部
を
傷
め
な
い
よ
う
に

増
築
部
の
軒
先
を
2
段
の
桔
木
で
土
蔵
の
上
に
差

し
掛
け
、
床
に
段
差
を
設
け
て
土
蔵
の
下
屋
庇
に

も
当
た
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
周
到
な
計
画
に
よ
る
全
体
構
成
は
、

部
材
を
箇
所
別
に
木
材
と
鉄
材
を
使
い
分
け
る
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
と
は
異
な
り
、
木
構
造
を
鉄
材
で
補

強
し
た
状
態
と
も
い
え
ず
、
両
方
が
溶
け
あ
う
よ

う
に
共
存
す
る
固
有
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

　
京
都
市
街
地
の
町
家
が
存
亡
の
危
機
に
あ
る
こ

と
は
た
び
た
び
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
京
町
家
と
は
、
1
9
5
0
（
昭
和

25
）
年
以
前
に
建
造
の
伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
平

入
り
屋
根
の
木
造
で
、
通
り
庭
、
火
袋
（
台
所
の

上
に
つ
く
ら
れ
た
吹
抜
け
）、通
り
庇
な
ど
京
町
家

に
特
有
の
形
態
を
ひ
と
つ
以
上
有
す
る
も
の
を
指

す
。

　
2
0
1
6
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
市
内
に
残
る

京
町
家
は
7
年
間
で
5
6
0
0
軒
ほ
ど
減
っ
て
4

万
軒
。
そ
の
う
ち
空
き
家
が
14
%
強
で
、
空
き
家

の
比
率
は
加
速
度
的
な
増
加
が
み
ら
れ
た
。

　
危
機
に
面
し
て
保
全
、
継
承
に
向
け
た
官
民
一

体
の
対
策
が
粘
り
強
く
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
何

よ
り
も
効
果
的
な
の
は
利
活
用
の
よ
き
実
例
に
ち

が
い
な
い
。
そ
の
建
築
設
計
面
で
の
先
導
者
の
ひ

と
り
が
魚
谷
繁
礼
さ
ん
で
あ
る
。
2
0
0
6
年
、

コ
ン
ペ
で
獲
得
し
た
「
京
都
型
住
宅
モ
デ
ル
」
を

デ
ビ
ュ
ー
作
と
す
る
魚
谷
さ
ん
は
こ
と
さ
ら
改
修

を
志
向
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
町
家
の
改
修
を

次
々
に
手
が
け
、
市
内
だ
け
で
も
1
0
0
軒
を
超

す
。
自
他
と
も
に
許
す
町
家
改
修
の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
で
あ
る
。

　
京
町
家
を
末
永
く
継
承
す
る
に
は
街
区
や
町
割

り
の
パ
タ
ー
ン
に
こ
そ
視
点
を
す
え
る
べ
き
で
、

伝
統
的
な
意
匠
に
こ
だ
わ
り
は
な
い
と
す
る
魚
谷

さ
ん
の
手
が
け
た
改
修
事
例
は
幅
広
く
、
そ
の
手

法
は
ま
こ
と
に
融
通
無
碍
、
変
幻
自
在
で
多
彩
を

き
わ
め
る
。

　
た
と
え
ば
、
床
、
壁
を
取
り
払
い
ス
ケ
ル
ト
ン

に
し
て
新
規
に
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
、
減
築
し
て

坪
庭
、
吹
抜
け
、
ベ
ラ
ン
ダ
な
ど
を
新
設
す
る
、

平
屋
の
住
宅
と
二
軒
長
屋
を
1
軒
に
ま
と
め
る
、

大
規
模
町
家
1
軒
を
6
室
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
す

る
、
路
地
に
面
す
る
11
軒
を
外
形
は
そ
の
ま
ま
に

そ
れ
ぞ
れ
1
棟
貸
し
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
宿
泊
施

設
に
す
る
、
築
1
0
0
年
の
長
屋
を
残
し
て
上
方

に
鉄
骨
を
架
け
渡
し
中
古
の
コ
ン
テ
ナ
を
の
せ
て

部
屋
と
す
る
、
大
正
後
期
の
数
寄
屋
の
料
亭
を
11

室
の
高
級
ホ
テ
ル
に
蘇
ら
せ
る
。

　
京
都
の
市
街
地
に
立
つ
町
家
の

改
修
と
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
条

例
の
遵
守
、近
隣
と
の
調
整
、防
火

や
耐
震
性
能
の
確
保
、
防
音
、
遮

音
、
腐
朽
し
た
部
材
の
取
り
換
え

ほ
か
、
山
の
よ
う
な
厄
介
事
を
前

に
し
て
誰
も
が
尻
込
み
し
て
し
ま

い
そ
う
だ
。だ
が
魚
谷
さ
ん
は「
す

こ
ぶ
る
自
由
に
設
計
が
可
能
で
す
。

石
造
や
煉
瓦
造
に
比
べ
る
と
木
造

は
柱
梁
で
構
造
が
成
立
し
て
い
る

し
、
新
し
い
材
と
交
換
が
可
能
な

の
で
は
る
か
に
改
修
が
容
易
で
す
。

寺
社
建
築
と
同
様
、
町
家
も
そ
の

よ
う
に
し
て
長
い
あ
い
だ
住
み
継

が
れ
て
き
た
の
で
す
」
と
事
も
な
げ
に
言
う
。

　
既
存
不
適
格
の
建
物
の
な
か
で
も
1
9
5
0
年

の
建
築
基
準
法
制
定
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、

大
規
模
な
修
繕
や
増
築
が
な
い
場
合
に
は
、
現
状

よ
り
改
悪
し
な
い
限
り
現
行
法
へ
の
遡
及
が
な
さ

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
新
築
で
は
法
規
上
は
建
て
ら

れ
な
い
よ
う
な
建
築
が
改
修
で
は
可
能
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増
築
な
ど
遡
及
が
か
か
る

場
合
は
、
歴
史
的
文
化
的
価
値
の
認
め
ら
れ
る
建

築
に
対
し
て
基
準
法
適
用
除
外
と
で
き
る
制
度
の

存
在
が
大
き
い
。
こ
の
制
度
で
は
、
基
準
法
の
現

行
基
準
と
同
等
以
上
の
地
震
や
火
災
に
対
す
る
安

全
性
が
担
保
さ
れ
る
。

側
の
幅
4
m
強
、
奥
行
き
5
・
4
m
の
ス
ペ
ー
ス

が
増
築
の
対
象
で
あ
る
。

　
会
所
の
東
側
の
膏
薬
辻
子
は
い
わ
ゆ
る
二
項
道

路
（
幅
4
m
未
満
の
道
路
）
で
法
規
に
則
せ
ば
道

路
の
中
心
線
か
ら
2
m
の
後
退
が
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
れ
を
回
避
し
つ
つ
既
存
建
屋
を
残
し
、
大
規
模

な
増
築
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、
建
築
基
準
法

適
用
除
外
と
し
、
増
築
部
分
を
含
む
全
体
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
保
存
建
築
物
の
指
定
を
受
け
、
火

災
や
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
満
た
し
た
計
画
と

し
た
う
え
で
建
築
審
査
会
に
諮
り
、
承
認
を
得
て

実
現
に
至
っ
て
い
る
。
い
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な

い
部
分
を
含
め
て
保
存
建
築
物
に
指
定
す
る
と
い

う
の
は
目
か
ら
鱗
の
よ
う
な「
合
法
的
な
離
れ
業
」

で
あ
る
。

　
魚
谷
さ
ん
が
考
え
た
増
築
案
の
な
か
に
は
長
い

柱
の
上
に
小
屋
を
の
せ
、
高
み
の
見
物
の
よ
う
な

情
景
を
生
む
奇
想
も
あ
っ
た
が
、
母
屋
の
構
造
の

補
強
と
そ
れ
に
要
す
る
費
用
な
ど
を
考
慮
し
た
結

果
、
ふ
た
つ
の
棟
の
あ
い
だ
に
大
屋
根
を
架
け
、

全
体
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
建
築
に
見
え
る
案
に
落

ち
着
い
た
。

　
既
存
の
母
屋
は
桁
行
方
向
に
は
十
分
な
壁
量
が

あ
る
も
の
の
、
懸
装
品
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
確

保
の
必
要
な
ど
か
ら
間
口
方
向
の
壁
量
は
決
定
的

に
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
間
口
方
向
に
2
層
の

鉄
骨
の
柱
と
梁
の
フ
レ
ー
ム
を
設
け
て
既
存
の
柱

に
寄
り
添
わ
せ
、
増
築
部
の
間
口
方
向
も
同
様
に

鉄
骨
の
柱
梁
と
し
、
桁
行
方
向
は
ど
ち
ら
も
木
の

梁
と
し
て
新
旧
の
2
棟
を
一
体
化
し
て
い
る
。

　
黒
皮
鉄
に
蜜
ろ
う
が
塗
布
さ
れ
た
鉄
骨
柱
の
寸

　
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
事
例
が
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
郭
巨
山
会
所
で
あ
る
。

　
7
月
に
行
わ
れ
る
祇
園
祭
に
は
34
基
の
山
鉾
が

巡
行
す
る
。
山
ま
た
は
鉾
を
出
す
町
そ
れ
ぞ
れ
に

は
準
備
組
織
が
あ
り
、
会
所
と
呼
ば
れ
る
専
用
の

施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
開
発
の
波
が
押
し

寄
せ
る
中
心
市
街
地
に
会
所
を
維
持
す
る
の
は
難

し
く
、
今
で
は
多
く
が
建
て
替
え
な
ど
に
よ
り
ビ

ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
郭
巨
山
会
所
は
1
8
6
4
年
に
焼
失
し
、
そ
の

後
に
再
建
さ
れ
た
が
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
、

前
面
の
四
条
通
が
市
電
敷
設
の
た
め
に
拡
幅
さ
れ

た
際
、
表
の
間
と
中
の
間
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
も
会
所
建
築
の
伝
統
を
残
す
希
少
な
建
築

で
あ
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
祭
礼
時
に
山
車
を
は
な

や
か
に
飾
り
立
て
る
懸
装
品
を
展
示
す
る
の
に
十

分
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
な
い
不
便
を
長
く
強

い
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
建
て
替
え
も
視
野
に
京
都
市
景
観
・
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
と
も
共
同
で
、
調
査
・
検
討

が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
会
所
建
築
の
伝
統
的
な
形

式
を
継
承
す
る
た
め
に
既
存
を
そ
の
ま
ま
残
し
つ

つ
増
築
す
る
と
い
う
方
策
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

既
存
は
表
の
2
階
建
て
の
母
屋
、
奥
の
2
階
建
て

の
土
蔵
、
そ
れ
ら
2
棟
を
つ
な
ぐ
塀
で
、
塀
の
内

　
増
築
部
の
2
階
に
上
が
る
と
天
井
が
高
く
、
ロ

フ
ト
も
あ
っ
て
、
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
闇
が
隅
々

に
宿
っ
て
い
る
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
明
る
く
て
奥

行
き
感
に
乏
し
い
今
の
世
の
一
般
的
な
空
間
と
は

対
極
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
表
通
り
の
方
向
を
望
む

と
既
存
の
母
屋
の
屋
根
、
小
壁
、
柱
、
そ
の
先
に

二
重
菱
の
欄
間
、
格
天
井
、
長
押
、
縦
格
子
が
現

れ
、
振
り
返
っ
て
反
対
方
向
を
望
む
と
、
鉄
骨
フ

レ
ー
ム
に
枠
取
ら
れ
て
土
蔵
の
屋
根
、
漆
喰
壁
、

開
口
と
そ
の
庇
が
や
は
り
既
存
の
ま
ま
に
現
れ
る
。

百
年
の
時
の
流
れ
が
暗
が
り
の
な
か
に
立
ち
現
れ

る
、
穏
や
か
だ
が
シ
ュ
ー
ル
な
情
景
だ
。
た
た
ず

め
ば
屋
内
で
あ
り
な
が
ら
、
外
部
に
い
る
よ
う
な

不
思
議
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。

　
膏
薬
辻
子
は
1
2
0
m
四
方
の
街
区
の
中
央
を

南
北
に
通
り
抜
け
る
細
街
路
で
、
両
側
に
は
町
家

が
多
く
残
り
、
途
中
の
ク
ラ
ン
ク
状
の
折
れ
曲
が

り
も
効
果
的
で
、
市
内
で
も
有
数
の
京
町
家
の
風

情
が
残
る
道
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
辻
子
の
入

口
に
位
置
す
る
郭
巨
山
会
所
は
、
向
か
い
が
駐
車

場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
東
側
の
フ
ァ
サ

ー
ド
全
体
が
一
望
で
き
る
。
寄
棟
風
の
母
屋
、
段

差
の
あ
る
塀
、
切
妻
の
土
蔵
、
背
後
に
控
え
る
大

屋
根
、
各
所
の
庇
と
異
種
の
形
態
と
素
材
の
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
を
主
張

し
、
全
体
を
統
合
す
る
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ム
に
収

ま
ろ
う
と
い
う
気
配
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

全
体
は
自
然
な
姿
で
一
片
の
違
和
感
も
覚
え
さ
せ

ず
、
改
修
後
1
年
余
り
で
す
で
に
風
格
さ
え
漂
わ

せ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
地
層
に
比
せ
ら

れ
る
よ
う
な
時
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
揺
る
ぎ
な
い
安
定
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
々

の
心
と
共
鳴
す
る
の
だ
ろ
う
。
あ
り
余
る
経
験
を

糧
と
し
つ
つ
、
常
に
前
向
き
に
改
修
案
件
と
取
り

組
む
魚
谷
さ
ん
の
姿
勢
が
引
き
起
こ
す
共
鳴
に
ち

が
い
な
い
。

　
膏
薬
辻
子
の
並
び
の
町
家
は
所
有
者
が
代
わ
り
、

高
級
料
理
店
、
宿
泊
施
設
、
物
販
店
な
ど
へ
用
途

が
変
わ
っ
て
も
、
風
情
は
ひ
と
ま
ず
保
た
れ
て
い

た
。
し
か
し
近
年
、
そ
の
一
角
が
表
通
り
に
面
す

る
土
地
と
合
わ
せ
て
再
開
発
さ
れ
、
街
並
み
が
大

き
く
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
保
存
と
開
発
の
狭
間
に

あ
っ
て
激
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
京
都
の
市
街
地

で
、
そ
れ
は
今
も
少
し
も
鎮
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、

郭
巨
山
会
所
の
保
存
と
継
承
に
集
約
さ
れ
た
よ
う

な
熱
意
と
知
恵
が
あ
る
限
り
、
荒
波
を
乗
り
切
っ

た
先
に
は
静
穏
で
安
定
し
た
水
面
が
現
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
魚
谷
さ
ん
た
ち
の
活
動
に
希
望
を
託

し
た
い
。

時
を
刻
ん
だ
木
構
造
と

新
た
に
加
え
ら
れ
た
鉄
骨
造
。

両
者
が
対
比
す
る
こ
と
な
く
融
合
し
、

全
体
と
し
て
風
格
を
ま
と
う
。
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木
材
と
鉄
材
が

溶
け
あ
う

構
造
と
空
間

保
存
と
開
発
の
狭
間

↑２階相の間から座敷
を見る。欄間や座敷の
格天井は会所建築の意
匠を残すものとして保
存された。

↓２階相の間から土蔵
を見る。土壁の左官は
保存会関係者らによっ
て行われた。

↓２階相の間。既存土
蔵の瓦屋根を一部取り
込んだような内観。

↑２階座敷の鉄骨補強。
既存の木造柱梁に沿わ
せるように鉄骨フレー
ムを配置。

↓３階板間から土蔵を
見下ろす。間口方向に
組まれた鉄骨フレーム
を木造の梁で桁行方向
に連結している。
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取材・文／橋本 純　写真／桑田瑞穂

国宝でも修復しきらない
世界文化遺産であり国宝でもある旧富岡製糸場西置繭所。

115年間の操業の歴史をもつこの建築には、増改築や使い込まれた痕跡が色濃く残されている。
そうした建築に刻まれた情報をできるだけ消さないよう、保存整備事業は慎重に進められた。
挿入されたガラスボックスは構造補強であると同時に、内側を新たな用途で利用でき、

かつ建物の履歴を鑑賞するためのスクリーンにもなる。

特集／時の積み重ねをデザインする　ケーススタディ❸

齋 賀 英 二 郎／文化財建造 物 保 存 技 術 協 会（当時）設計担当

旧富岡製糸場西置繭所保 存 整 備 事 業作品
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１階ホール。建物の履
歴を色濃く残す既存建
物の内部空間を、ガラ
ス越しに鑑賞すること
ができる。
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旧
富
岡
製
糸
場
は
、
1
8
7
2
年
に
官
営
の
製

糸
場
と
し
て
操
業
を
開
始
し
、
93
年
に
民
営
化
さ

れ
た
の
ち
、
1
9
8
7
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
の

1
1
5
年
間
、
製
糸
工
場
と
し
て
稼
働
し
つ
づ
け

た
産
業
施
設
で
あ
る
。
操
業
停
止
後
も
所
有
者
だ

っ
た
片
倉
工
業
は
維
持
管
理
を
続
け
、
2
0
0
5

年
に
富
岡
市
に
寄
贈
、
同
年
、
国
の
史
跡
指
定
を

受
け
、
翌
06
年
、
史
跡
内
の
11
の
施
設
お
よ
び
遺

構
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る
。
市
は
08
年
に

富
岡
製
糸
場
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
調

査
研
究
を
開
始
、そ
の
成
果
が
実
り
、14
年
に
「
富

岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
跡
群
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ

の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
同
年
、
繰
糸

所
、
東
置
繭
所
、
西
置
繭
所
の
3
棟
が
国
宝
の
指

定
を
受
け
る
。
12
年
、
市
は
「
史
跡
・
重
要
文
化

財
旧
富
岡
製
糸
場
整
備
活
用
計
画
」
を
作
成
。
15

年
に
西
繭
置
所
の
保
存
整
備
工
事
に
着
手
、
20
年

に
工
事
が
完
了
す
る
。
同
建
物
は
22
年
度
、
国
宝

建
造
物
と
し
て
は
初
め
て
日
本
建
築
学
会
賞
「
作

品
賞
」
に
選
出
さ
れ
、
当
時
、
文
化
財
建
造
物
保

存
技
術
協
会
に
在
籍
し
、
西
置
繭
所
の
保
存
整
備

事
業
に
携
わ
っ
た
齋
賀
英
二
郎
さ
ん
、
斎
藤
英
俊

さ
ん
、
木
村
勉
さ
ん
の
3
名
が
「
設
計
者
」
と
し

て
受
賞
し
、
同
時
に
そ
の
事
業
も
業
績
賞
を
受
賞

し
て
い
る（
＊
）。

　
国
宝
で
世
界
文
化
遺
産
と
な
っ
た
旧
富
岡
製
糸

場
は
、
法
隆
寺
や
姫
路
城
な
ど
と
並
ん
で
、
日
本

の
文
化
財
建
造
物
の
「
最
高
位
」
に
名
を
連
ね
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
保
存
整
備
工
事
を
終

え
た
西
置
繭
所
の
内
部
で
は
、
漆
喰
の
剝
落
や
操

業
時
の
落
書
き
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
構
造
補
強

の
鉄
骨
を
現
し
に
し
て
そ
こ
に
見
学
者
用
の
ガ
ラ

ス
の
ボ
ッ
ク
ス
を
挿
入
す
る
と
い
う
、「
最
高
位
」

の
文
化
財
建
造
物
と
し
て
は
類
例
の
な
い
改
修
、

い
や
設
計
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
か
つ

て
は
い
わ
ば
禁
忌
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
禁
忌

を
端
緒
と
し
た
考
察
で
あ
る
。

　
外
貨
獲
得
の
た
め
の
主
力
産
業
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
近
代
製
糸
業
の
、
品
質
向
上
と
量
産
化

に
向
け
た
技
術
発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ

っ
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば

繭
乾
燥
に
関
す
る
分
野
で
そ
れ
が
著
し
く
、
最
初

期
の
計
画
案
に
は
な
か
っ
た
繭
の
乾
燥
工
程
が
加

わ
り
、
両
置
繭
所
の
あ
い
だ
に
乾
燥
場
が
建
設
さ

れ
て
作
業
工
程
や
動
線
な
ど
が
変
化
し
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
置
繭
所
に
お
け
る
繭
の
収
蔵
場
所
や
方

法
も
変
化
し
た
。
そ
の
後
も
製
糸
技
術
の
発
展
に

伴
う
建
物
の
改
造
は
繰
り
返
さ
れ
た
。

　
一
般
的
に
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
で
対

応
し
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
旧
富
岡
製
糸
場
で
は
、

更
新
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
内
容
に
対
し
て
、
建
物

を
建
て
替
え
だ
け
で
は
な
く
増
改
築
も
行
い
対
応

し
て
い
っ
た
。
国
宝
指
定
を
受
け
た
最
初
期
の
3

棟
が
象
徴
的
な
建
造
物
と
し
て
残
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
に
建
設
さ
れ
た
簡
素
な
乾
燥
場

な
ど
の
建
物
も
、
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
延
々
と
改

修
さ
れ
な
が
ら
使
い
つ
づ
け
ら
れ
、「
そ
の
ま
ま
の

状
態
」
で
残
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
国

宝
に
指
定
さ
れ
た
と
み
て
い
い
。

　
今
回
の
西
置
繭
所
の
保
存
整
備
工

事
は
、「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」、つ
ま
り

操
業
停
止
時
点
の
状
態
で
保
存
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
初
期
に
竣

工
し
た
建
物
で
は
あ
る
が
、
目
の
前

に
あ
る
の
は
操
業
を
停
止
し
た
1
9

8
7
年
昭
和
末
期
の
姿
、
1
1
5
年

間
使
い
つ
づ
け
た
時
間
の
塊
で
あ
り
、

そ
の
状
態
の
ま
ま
開
示
し
、
観
光
資

源
と
し
て
も
活
用
す
る
た
め
の
改
修

が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
訪
問
者
は
、
そ
の
折
り
重
な
っ
た
時
間
の
塊
の

表
面
を
、
ガ
ラ
ス
ボ
ッ
ク
ス
に
入
り
込
ん
で
タ
イ

ム
ト
リ
ッ
プ
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
保
存
工
事
に

お
い
て
は
、
そ
の
時
間
の
塊
の
解
体
過
程
で
各
部

分
の
来
歴
を
精
査
し
、
そ
の
箇
所
に
ふ
さ
わ
し
い

納
ま
り
を
ひ
と
つ
ず
つ
考
案
し
積
み
重
ね
て
い
く

と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
西
置
繭
所
で
は
、
用
途
変
更

に
伴
っ
て
2
度
ほ
ど
床
の
か
さ
上
げ
改
造
が
加
え

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
床
材
は

厚
さ
も
樹
種
も
異
な
り
、
そ
の
都
度
加
工
の
痕
跡

も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
確
認
し
、
そ
こ
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
時
間
の
意

味
を
損
な
う
こ
と
な
く
構
造
補
強
を
施
し
て
い
く
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
の
仕
事
は
、
西
繭
置

所
と
い
う
時
間
の
塊
の
解
き
ほ
ぐ
し
、
編
み
直
す

よ
う
な
作
業
、
あ
た
か
も
無
数
の
繭
か
ら
生
糸
を

紡
ぐ
よ
う
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
成
果
は
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
富
岡
市
の
人
た

ち
と
と
も
に
作
成
し
た
、
改
修
作
業
そ
の
も
の
を

反
映
さ
せ
た
展
示
計
画
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
の
構
築
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。「
近
代
の
建

築
」
と
は
、
そ
う
し
た
社
会
を
支
え
る
た
め
に
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
時
間
の
凍

結
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
西
繭
置
所
の
保
存
整
備

事
業
計
画
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
現
し
た
背

景
に
は
、
な
ん
ら
か
の
史
観
の
転
換
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
す

れ
ば
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
施
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
保

存
処
置
も
、
富
岡
製
糸
場
の
遠
い
未
来
に
お
い
て
、

過
去
の
改
修
の
一
部
と
し
て
歴
史
に
参
加
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
た
疑
問
が
生
ず
る
。
近
代

の
産
物
と
し
て
の
建
築
史
観
は
、「
建
築
」
の
、
そ

し
て
「
近
代
の
建
築
」
の
、
本
来
の
姿
を
な
ぜ
こ

れ
ま
で
評
価
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
近
代
黎
明
期
の
産
業
遺
産
へ
の
関
心
が
高
ま
る

と
、
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
が
増
え
た
。
そ
の

特
徴
と
し
て
関
連
し
て
稼
働
し
た
施
設
群
が
一
体

で
指
定
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
そ
こ
に
は
近
代
の
遺
産
は
活
動
と
一
体
と

な
っ
た
群
で
定
義
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
解
が
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
活
動
と

一
体
と
な
っ
た
群
と
し
て
の
近
代
の
遺
産
と
は
い

か
な
る
も
の
か
。
旧
富
岡
製
糸
場
が
そ
れ
を
体
現

し
て
い
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
は
、
史
跡
指
定
を
受

け
た
敷
地
内
に
立
つ
建
物
す
べ
て
が
関
連
し
あ
い

な
が
ら
操
業
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
営
み
の
す
べ
て

が
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
敷
地
全
体
が
「
近
代
の
建
築
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

「
近
代
の
建
築
」＝M

odern

　A
rchitecture

と

は
、
本
来
は
近
代
的
な
活
動
を
支
え
る
構
築
物
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
な
社
会
理
念
に
基

づ
い
て
人
び
と
が
活
動
す
る
場
＝
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
れ
は
建
物
の
形
で
は
な
く
営
み
の
場
を
指
し

て
い
た
。
時
間
の
凍
結
さ
れ
た
抽
象
的
物
体
で
は

な
く
、
動
き
つ
づ
け
る
時
間
の
連
な
り
を
包
摂
す

る
場
で
あ
り
、
近
代
以
前
の
建
築
の
定
義
と
は
ま

っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
は
過

去
と
の
概
念
的
切
断
を
必
要
と
し
た
。
一
部
の
近

代
の
建
築
家
た
ち
の
思
考
が
、
都
市
＝
フ
ィ
ー
ル

ド
へ
と
向
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の

建
築
」
で
あ
る
と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ほ
う

で
あ
り
、
個
別
の
建
物
は
そ
こ
で
の
人
び
と
の
自

由
で
多
様
な
活
動
を
支
援
す
る
ア
イ
テ
ム
群
と
し

て
位
置
づ
く
。
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の
建
築
」
の

本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
に
広
が
り
う
る
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
目
の
前
に
実
存
す
る
物
体
が
建
築
と
呼

ば
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
。
近
代
と
は
そ
れ
ほ
ど
強
烈
な
社
会
概
念
の
転

換
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
完
全
な
る
近
代
へ
の
移
行

は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
歴
史
上
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
妥
協
点
を
見
出
し
、
着
地
し
た
。
そ
れ
が
私

た
ち
の
知
る
「
近
代
建
築
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
い
わ
ゆ
る
「
近
代
建
築
」
と
は
理
念
と
実
体
の

乖
離
し
た
矛
盾
の
上
を
当
初
か
ら
歩
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
暴
露
と
超
克
が
、
こ
こ
で
見
出
さ
れ

た
こ
と
の
本
質
、
禁
忌
の
正
体
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。

　
さ
て
、
使
い
込
ま
れ
、
度
重
な
る
改
造
を
経
て

残
さ
れ
た
工
場
群
の
「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」
の
、

ど
こ
に
価
値
が
見
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
国
宝
建
造
物
の
一
覧
を
見
る
と
、
大
多
数
は
変

化
を
前
提
と
し
な
い
宗
教
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
建
築
史
家
が
記
し
た
解
説
文
を
読
む
と
、

意
匠
・
工
法
な
ど
の
点
で
そ
の
時
代
の
建
築
様
式

の
特
徴
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
記

述
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
そ
の
時
代
の

様
式
を
代
表
す
る
建
築
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
時
間
軸
上
に
点
々
と
並
び
、

そ
の
点
の
集
合
と
配
列
に
よ
っ
て
日
本
建
築
史
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り

国
宝
建
造
物
と
は
、
日
本
建
築
史
と
い
う
時
間
軸

を
強
化
す
る
た
め
の
構
造
で
あ
り
、
そ
の
表
現
媒

体
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
々
の

建
物
に
存
在
す
る
固
有
の
時
間
は
捨
象
さ
れ
、
想

像
的
復
原
を
経
て
初
源
と
仮
定
さ
れ
る
状
態
で
凍

結
さ
れ
た
標
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
建
物
固
有
の

時
間
を
捨
象
・
凍
結
し
標
本
と
し
て
配
列
す
る
こ

と
で
描
か
れ
た
時
間
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、

近
代
的
な
建
築
史
観
が
生
み
出
し
た
虚
の
時
間
で

あ
る
。

　
し
か
し
現
実
の
建
物
は
み
な
実
の
時
間
を
生
き

て
い
る
。
日
々
の
営
み
に
対
応
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
て
き
た
庶
民
住
宅
や
生
産
施
設
、
商
業
施
設

な
ど
で
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
間
を
凍

結
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
読
と
な
る
。

「
近
代
の
建
築
」
と
は
、
そ
う
し
た
住
宅
や
工
場

を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
日
々
の
活
動
に
近
接
し

た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
と
は
、
連

綿
と
続
い
て
き
た
市
井
の
人
び
と
の
日
常
を
最
上

位
に
定
義
し
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
主
的
な

1 1 5 年 間の痕 跡こそが
遺 産の価 値ととらえ、

これまでの姿のまま維持 することを目指した。

実
の
時
間
と

虚
の
時
間

時
間
の
塊
を
解
き
ほ
ぐ
す

西置繭所全景。1872年
に建てられた木骨煉瓦
造の国宝建築。全長が
100m以上あり、製糸場
における繭の保管倉庫
として使われてきた。

後からの改造で貼られ
た新聞紙が剝がれて、
当初の漆喰壁が見えて
いる。

手をつけずにそのまま
保存された木柱。日付
や数量など、工場とし
て稼働していたことを
示すメモが残る。

天井の漆喰塗りの剝落
に対しては、落下防止
ネットのみで対応。建
物が積み重ねてきた履
歴を可能な限り保存し
ようとする試み。
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旧
富
岡
製
糸
場
は
、
1
8
7
2
年
に
官
営
の
製

糸
場
と
し
て
操
業
を
開
始
し
、
93
年
に
民
営
化
さ

れ
た
の
ち
、
1
9
8
7
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
の

1
1
5
年
間
、
製
糸
工
場
と
し
て
稼
働
し
つ
づ
け

た
産
業
施
設
で
あ
る
。
操
業
停
止
後
も
所
有
者
だ

っ
た
片
倉
工
業
は
維
持
管
理
を
続
け
、
2
0
0
5

年
に
富
岡
市
に
寄
贈
、
同
年
、
国
の
史
跡
指
定
を

受
け
、
翌
06
年
、
史
跡
内
の
11
の
施
設
お
よ
び
遺

構
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る
。
市
は
08
年
に

富
岡
製
糸
場
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
調

査
研
究
を
開
始
、そ
の
成
果
が
実
り
、14
年
に
「
富

岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
跡
群
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ

の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
同
年
、
繰
糸

所
、
東
置
繭
所
、
西
置
繭
所
の
3
棟
が
国
宝
の
指

定
を
受
け
る
。
12
年
、
市
は
「
史
跡
・
重
要
文
化

財
旧
富
岡
製
糸
場
整
備
活
用
計
画
」
を
作
成
。
15

年
に
西
繭
置
所
の
保
存
整
備
工
事
に
着
手
、
20
年

に
工
事
が
完
了
す
る
。
同
建
物
は
22
年
度
、
国
宝

建
造
物
と
し
て
は
初
め
て
日
本
建
築
学
会
賞
「
作

品
賞
」
に
選
出
さ
れ
、
当
時
、
文
化
財
建
造
物
保

存
技
術
協
会
に
在
籍
し
、
西
置
繭
所
の
保
存
整
備

事
業
に
携
わ
っ
た
齋
賀
英
二
郎
さ
ん
、
斎
藤
英
俊

さ
ん
、
木
村
勉
さ
ん
の
3
名
が
「
設
計
者
」
と
し

て
受
賞
し
、
同
時
に
そ
の
事
業
も
業
績
賞
を
受
賞

し
て
い
る（
＊
）。

　
国
宝
で
世
界
文
化
遺
産
と
な
っ
た
旧
富
岡
製
糸

場
は
、
法
隆
寺
や
姫
路
城
な
ど
と
並
ん
で
、
日
本

の
文
化
財
建
造
物
の
「
最
高
位
」
に
名
を
連
ね
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
保
存
整
備
工
事
を
終

え
た
西
置
繭
所
の
内
部
で
は
、
漆
喰
の
剝
落
や
操

業
時
の
落
書
き
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
構
造
補
強

の
鉄
骨
を
現
し
に
し
て
そ
こ
に
見
学
者
用
の
ガ
ラ

ス
の
ボ
ッ
ク
ス
を
挿
入
す
る
と
い
う
、「
最
高
位
」

の
文
化
財
建
造
物
と
し
て
は
類
例
の
な
い
改
修
、

い
や
設
計
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
か
つ

て
は
い
わ
ば
禁
忌
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
禁
忌

を
端
緒
と
し
た
考
察
で
あ
る
。

　
外
貨
獲
得
の
た
め
の
主
力
産
業
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
近
代
製
糸
業
の
、
品
質
向
上
と
量
産
化

に
向
け
た
技
術
発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ

っ
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば

繭
乾
燥
に
関
す
る
分
野
で
そ
れ
が
著
し
く
、
最
初

期
の
計
画
案
に
は
な
か
っ
た
繭
の
乾
燥
工
程
が
加

わ
り
、
両
置
繭
所
の
あ
い
だ
に
乾
燥
場
が
建
設
さ

れ
て
作
業
工
程
や
動
線
な
ど
が
変
化
し
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
置
繭
所
に
お
け
る
繭
の
収
蔵
場
所
や
方

法
も
変
化
し
た
。
そ
の
後
も
製
糸
技
術
の
発
展
に

伴
う
建
物
の
改
造
は
繰
り
返
さ
れ
た
。

　
一
般
的
に
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
で
対

応
し
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
旧
富
岡
製
糸
場
で
は
、

更
新
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
内
容
に
対
し
て
、
建
物

を
建
て
替
え
だ
け
で
は
な
く
増
改
築
も
行
い
対
応

し
て
い
っ
た
。
国
宝
指
定
を
受
け
た
最
初
期
の
3

棟
が
象
徴
的
な
建
造
物
と
し
て
残
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
に
建
設
さ
れ
た
簡
素
な
乾
燥
場

な
ど
の
建
物
も
、
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
延
々
と
改

修
さ
れ
な
が
ら
使
い
つ
づ
け
ら
れ
、「
そ
の
ま
ま
の

状
態
」
で
残
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
国

宝
に
指
定
さ
れ
た
と
み
て
い
い
。

　
今
回
の
西
置
繭
所
の
保
存
整
備
工

事
は
、「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」、つ
ま
り

操
業
停
止
時
点
の
状
態
で
保
存
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
初
期
に
竣

工
し
た
建
物
で
は
あ
る
が
、
目
の
前

に
あ
る
の
は
操
業
を
停
止
し
た
1
9

8
7
年
昭
和
末
期
の
姿
、
1
1
5
年

間
使
い
つ
づ
け
た
時
間
の
塊
で
あ
り
、

そ
の
状
態
の
ま
ま
開
示
し
、
観
光
資

源
と
し
て
も
活
用
す
る
た
め
の
改
修

が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
訪
問
者
は
、
そ
の
折
り
重
な
っ
た
時
間
の
塊
の

表
面
を
、
ガ
ラ
ス
ボ
ッ
ク
ス
に
入
り
込
ん
で
タ
イ

ム
ト
リ
ッ
プ
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
保
存
工
事
に

お
い
て
は
、
そ
の
時
間
の
塊
の
解
体
過
程
で
各
部

分
の
来
歴
を
精
査
し
、
そ
の
箇
所
に
ふ
さ
わ
し
い

納
ま
り
を
ひ
と
つ
ず
つ
考
案
し
積
み
重
ね
て
い
く

と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
西
置
繭
所
で
は
、
用
途
変
更

に
伴
っ
て
2
度
ほ
ど
床
の
か
さ
上
げ
改
造
が
加
え

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
床
材
は

厚
さ
も
樹
種
も
異
な
り
、
そ
の
都
度
加
工
の
痕
跡

も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
確
認
し
、
そ
こ
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
時
間
の
意

味
を
損
な
う
こ
と
な
く
構
造
補
強
を
施
し
て
い
く
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
の
仕
事
は
、
西
繭
置

所
と
い
う
時
間
の
塊
の
解
き
ほ
ぐ
し
、
編
み
直
す

よ
う
な
作
業
、
あ
た
か
も
無
数
の
繭
か
ら
生
糸
を

紡
ぐ
よ
う
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
成
果
は
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
富
岡
市
の
人
た

ち
と
と
も
に
作
成
し
た
、
改
修
作
業
そ
の
も
の
を

反
映
さ
せ
た
展
示
計
画
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
の
構
築
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。「
近
代
の
建

築
」
と
は
、
そ
う
し
た
社
会
を
支
え
る
た
め
に
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
時
間
の
凍

結
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
西
繭
置
所
の
保
存
整
備

事
業
計
画
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
現
し
た
背

景
に
は
、
な
ん
ら
か
の
史
観
の
転
換
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
す

れ
ば
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
施
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
保

存
処
置
も
、
富
岡
製
糸
場
の
遠
い
未
来
に
お
い
て
、

過
去
の
改
修
の
一
部
と
し
て
歴
史
に
参
加
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
た
疑
問
が
生
ず
る
。
近
代

の
産
物
と
し
て
の
建
築
史
観
は
、「
建
築
」
の
、
そ

し
て
「
近
代
の
建
築
」
の
、
本
来
の
姿
を
な
ぜ
こ

れ
ま
で
評
価
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
近
代
黎
明
期
の
産
業
遺
産
へ
の
関
心
が
高
ま
る

と
、
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
が
増
え
た
。
そ
の

特
徴
と
し
て
関
連
し
て
稼
働
し
た
施
設
群
が
一
体

で
指
定
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
そ
こ
に
は
近
代
の
遺
産
は
活
動
と
一
体
と

な
っ
た
群
で
定
義
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
解
が
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
活
動
と

一
体
と
な
っ
た
群
と
し
て
の
近
代
の
遺
産
と
は
い

か
な
る
も
の
か
。
旧
富
岡
製
糸
場
が
そ
れ
を
体
現

し
て
い
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
は
、
史
跡
指
定
を
受

け
た
敷
地
内
に
立
つ
建
物
す
べ
て
が
関
連
し
あ
い

な
が
ら
操
業
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
営
み
の
す
べ
て

が
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
敷
地
全
体
が
「
近
代
の
建
築
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

「
近
代
の
建
築
」＝M

odern

　A
rchitecture

と

は
、
本
来
は
近
代
的
な
活
動
を
支
え
る
構
築
物
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
な
社
会
理
念
に
基

づ
い
て
人
び
と
が
活
動
す
る
場
＝
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
れ
は
建
物
の
形
で
は
な
く
営
み
の
場
を
指
し

て
い
た
。
時
間
の
凍
結
さ
れ
た
抽
象
的
物
体
で
は

な
く
、
動
き
つ
づ
け
る
時
間
の
連
な
り
を
包
摂
す

る
場
で
あ
り
、
近
代
以
前
の
建
築
の
定
義
と
は
ま

っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
は
過

去
と
の
概
念
的
切
断
を
必
要
と
し
た
。
一
部
の
近

代
の
建
築
家
た
ち
の
思
考
が
、
都
市
＝
フ
ィ
ー
ル

ド
へ
と
向
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の

建
築
」
で
あ
る
と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ほ
う

で
あ
り
、
個
別
の
建
物
は
そ
こ
で
の
人
び
と
の
自

由
で
多
様
な
活
動
を
支
援
す
る
ア
イ
テ
ム
群
と
し

て
位
置
づ
く
。
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の
建
築
」
の

本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
に
広
が
り
う
る
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
目
の
前
に
実
存
す
る
物
体
が
建
築
と
呼

ば
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
。
近
代
と
は
そ
れ
ほ
ど
強
烈
な
社
会
概
念
の
転

換
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
完
全
な
る
近
代
へ
の
移
行

は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
歴
史
上
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
妥
協
点
を
見
出
し
、
着
地
し
た
。
そ
れ
が
私

た
ち
の
知
る
「
近
代
建
築
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
い
わ
ゆ
る
「
近
代
建
築
」
と
は
理
念
と
実
体
の

乖
離
し
た
矛
盾
の
上
を
当
初
か
ら
歩
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
暴
露
と
超
克
が
、
こ
こ
で
見
出
さ
れ

た
こ
と
の
本
質
、
禁
忌
の
正
体
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。

　
さ
て
、
使
い
込
ま
れ
、
度
重
な
る
改
造
を
経
て

残
さ
れ
た
工
場
群
の
「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」
の
、

ど
こ
に
価
値
が
見
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
国
宝
建
造
物
の
一
覧
を
見
る
と
、
大
多
数
は
変

化
を
前
提
と
し
な
い
宗
教
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
建
築
史
家
が
記
し
た
解
説
文
を
読
む
と
、

意
匠
・
工
法
な
ど
の
点
で
そ
の
時
代
の
建
築
様
式

の
特
徴
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
記

述
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
そ
の
時
代
の

様
式
を
代
表
す
る
建
築
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
時
間
軸
上
に
点
々
と
並
び
、

そ
の
点
の
集
合
と
配
列
に
よ
っ
て
日
本
建
築
史
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り

国
宝
建
造
物
と
は
、
日
本
建
築
史
と
い
う
時
間
軸

を
強
化
す
る
た
め
の
構
造
で
あ
り
、
そ
の
表
現
媒

体
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
々
の

建
物
に
存
在
す
る
固
有
の
時
間
は
捨
象
さ
れ
、
想

像
的
復
原
を
経
て
初
源
と
仮
定
さ
れ
る
状
態
で
凍

結
さ
れ
た
標
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
建
物
固
有
の

時
間
を
捨
象
・
凍
結
し
標
本
と
し
て
配
列
す
る
こ

と
で
描
か
れ
た
時
間
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、

近
代
的
な
建
築
史
観
が
生
み
出
し
た
虚
の
時
間
で

あ
る
。

　
し
か
し
現
実
の
建
物
は
み
な
実
の
時
間
を
生
き

て
い
る
。
日
々
の
営
み
に
対
応
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
て
き
た
庶
民
住
宅
や
生
産
施
設
、
商
業
施
設

な
ど
で
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
間
を
凍

結
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
読
と
な
る
。

「
近
代
の
建
築
」
と
は
、
そ
う
し
た
住
宅
や
工
場

を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
日
々
の
活
動
に
近
接
し

た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
と
は
、
連

綿
と
続
い
て
き
た
市
井
の
人
び
と
の
日
常
を
最
上

位
に
定
義
し
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
主
的
な

1 1 5 年 間の痕 跡こそが
遺 産の価 値ととらえ、

これまでの姿のまま維持 することを目指した。

実
の
時
間
と

虚
の
時
間

時
間
の
塊
を
解
き
ほ
ぐ
す

西置繭所全景。1872年
に建てられた木骨煉瓦
造の国宝建築。全長が
100m以上あり、製糸場
における繭の保管倉庫
として使われてきた。

後からの改造で貼られ
た新聞紙が剝がれて、
当初の漆喰壁が見えて
いる。

手をつけずにそのまま
保存された木柱。日付
や数量など、工場とし
て稼働していたことを
示すメモが残る。

天井の漆喰塗りの剝落
に対しては、落下防止
ネットのみで対応。建
物が積み重ねてきた履
歴を可能な限り保存し
ようとする試み。
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旧
富
岡
製
糸
場
は
、
1
8
7
2
年
に
官
営
の
製

糸
場
と
し
て
操
業
を
開
始
し
、
93
年
に
民
営
化
さ

れ
た
の
ち
、
1
9
8
7
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
の

1
1
5
年
間
、
製
糸
工
場
と
し
て
稼
働
し
つ
づ
け

た
産
業
施
設
で
あ
る
。
操
業
停
止
後
も
所
有
者
だ

っ
た
片
倉
工
業
は
維
持
管
理
を
続
け
、
2
0
0
5

年
に
富
岡
市
に
寄
贈
、
同
年
、
国
の
史
跡
指
定
を

受
け
、
翌
06
年
、
史
跡
内
の
11
の
施
設
お
よ
び
遺

構
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る
。
市
は
08
年
に

富
岡
製
糸
場
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
調

査
研
究
を
開
始
、そ
の
成
果
が
実
り
、14
年
に
「
富

岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
跡
群
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ

の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
同
年
、
繰
糸

所
、
東
置
繭
所
、
西
置
繭
所
の
3
棟
が
国
宝
の
指

定
を
受
け
る
。
12
年
、
市
は
「
史
跡
・
重
要
文
化

財
旧
富
岡
製
糸
場
整
備
活
用
計
画
」
を
作
成
。
15

年
に
西
繭
置
所
の
保
存
整
備
工
事
に
着
手
、
20
年

に
工
事
が
完
了
す
る
。
同
建
物
は
22
年
度
、
国
宝

建
造
物
と
し
て
は
初
め
て
日
本
建
築
学
会
賞
「
作

品
賞
」
に
選
出
さ
れ
、
当
時
、
文
化
財
建
造
物
保

存
技
術
協
会
に
在
籍
し
、
西
置
繭
所
の
保
存
整
備

事
業
に
携
わ
っ
た
齋
賀
英
二
郎
さ
ん
、
斎
藤
英
俊

さ
ん
、
木
村
勉
さ
ん
の
3
名
が
「
設
計
者
」
と
し

て
受
賞
し
、
同
時
に
そ
の
事
業
も
業
績
賞
を
受
賞

し
て
い
る（
＊
）。

　
国
宝
で
世
界
文
化
遺
産
と
な
っ
た
旧
富
岡
製
糸

場
は
、
法
隆
寺
や
姫
路
城
な
ど
と
並
ん
で
、
日
本

の
文
化
財
建
造
物
の
「
最
高
位
」
に
名
を
連
ね
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
保
存
整
備
工
事
を
終

え
た
西
置
繭
所
の
内
部
で
は
、
漆
喰
の
剝
落
や
操

業
時
の
落
書
き
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
構
造
補
強

の
鉄
骨
を
現
し
に
し
て
そ
こ
に
見
学
者
用
の
ガ
ラ

ス
の
ボ
ッ
ク
ス
を
挿
入
す
る
と
い
う
、「
最
高
位
」

の
文
化
財
建
造
物
と
し
て
は
類
例
の
な
い
改
修
、

い
や
設
計
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
か
つ

て
は
い
わ
ば
禁
忌
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
禁
忌

を
端
緒
と
し
た
考
察
で
あ
る
。

　
外
貨
獲
得
の
た
め
の
主
力
産
業
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
近
代
製
糸
業
の
、
品
質
向
上
と
量
産
化

に
向
け
た
技
術
発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ

っ
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば

繭
乾
燥
に
関
す
る
分
野
で
そ
れ
が
著
し
く
、
最
初

期
の
計
画
案
に
は
な
か
っ
た
繭
の
乾
燥
工
程
が
加

わ
り
、
両
置
繭
所
の
あ
い
だ
に
乾
燥
場
が
建
設
さ

れ
て
作
業
工
程
や
動
線
な
ど
が
変
化
し
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
置
繭
所
に
お
け
る
繭
の
収
蔵
場
所
や
方

法
も
変
化
し
た
。
そ
の
後
も
製
糸
技
術
の
発
展
に

伴
う
建
物
の
改
造
は
繰
り
返
さ
れ
た
。

　
一
般
的
に
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
で
対

応
し
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
旧
富
岡
製
糸
場
で
は
、

更
新
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
内
容
に
対
し
て
、
建
物

を
建
て
替
え
だ
け
で
は
な
く
増
改
築
も
行
い
対
応

し
て
い
っ
た
。
国
宝
指
定
を
受
け
た
最
初
期
の
3

棟
が
象
徴
的
な
建
造
物
と
し
て
残
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
に
建
設
さ
れ
た
簡
素
な
乾
燥
場

な
ど
の
建
物
も
、
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
延
々
と
改

修
さ
れ
な
が
ら
使
い
つ
づ
け
ら
れ
、「
そ
の
ま
ま
の

状
態
」
で
残
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
国

宝
に
指
定
さ
れ
た
と
み
て
い
い
。

　
今
回
の
西
置
繭
所
の
保
存
整
備
工

事
は
、「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」、つ
ま
り

操
業
停
止
時
点
の
状
態
で
保
存
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
初
期
に
竣

工
し
た
建
物
で
は
あ
る
が
、
目
の
前

に
あ
る
の
は
操
業
を
停
止
し
た
1
9

8
7
年
昭
和
末
期
の
姿
、
1
1
5
年

間
使
い
つ
づ
け
た
時
間
の
塊
で
あ
り
、

そ
の
状
態
の
ま
ま
開
示
し
、
観
光
資

源
と
し
て
も
活
用
す
る
た
め
の
改
修

が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
訪
問
者
は
、
そ
の
折
り
重
な
っ
た
時
間
の
塊
の

表
面
を
、
ガ
ラ
ス
ボ
ッ
ク
ス
に
入
り
込
ん
で
タ
イ

ム
ト
リ
ッ
プ
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
保
存
工
事
に

お
い
て
は
、
そ
の
時
間
の
塊
の
解
体
過
程
で
各
部

分
の
来
歴
を
精
査
し
、
そ
の
箇
所
に
ふ
さ
わ
し
い

納
ま
り
を
ひ
と
つ
ず
つ
考
案
し
積
み
重
ね
て
い
く

と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
西
置
繭
所
で
は
、
用
途
変
更

に
伴
っ
て
2
度
ほ
ど
床
の
か
さ
上
げ
改
造
が
加
え

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
床
材
は

厚
さ
も
樹
種
も
異
な
り
、
そ
の
都
度
加
工
の
痕
跡

も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
確
認
し
、
そ
こ
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
時
間
の
意

味
を
損
な
う
こ
と
な
く
構
造
補
強
を
施
し
て
い
く
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
の
仕
事
は
、
西
繭
置

所
と
い
う
時
間
の
塊
の
解
き
ほ
ぐ
し
、
編
み
直
す

よ
う
な
作
業
、
あ
た
か
も
無
数
の
繭
か
ら
生
糸
を

紡
ぐ
よ
う
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
成
果
は
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
富
岡
市
の
人
た

ち
と
と
も
に
作
成
し
た
、
改
修
作
業
そ
の
も
の
を

反
映
さ
せ
た
展
示
計
画
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
の
構
築
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。「
近
代
の
建

築
」
と
は
、
そ
う
し
た
社
会
を
支
え
る
た
め
に
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
時
間
の
凍

結
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
西
繭
置
所
の
保
存
整
備

事
業
計
画
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
現
し
た
背

景
に
は
、
な
ん
ら
か
の
史
観
の
転
換
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
す

れ
ば
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
施
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
保

存
処
置
も
、
富
岡
製
糸
場
の
遠
い
未
来
に
お
い
て
、

過
去
の
改
修
の
一
部
と
し
て
歴
史
に
参
加
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
た
疑
問
が
生
ず
る
。
近
代

の
産
物
と
し
て
の
建
築
史
観
は
、「
建
築
」
の
、
そ

し
て
「
近
代
の
建
築
」
の
、
本
来
の
姿
を
な
ぜ
こ

れ
ま
で
評
価
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
近
代
黎
明
期
の
産
業
遺
産
へ
の
関
心
が
高
ま
る

と
、
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
が
増
え
た
。
そ
の

特
徴
と
し
て
関
連
し
て
稼
働
し
た
施
設
群
が
一
体

で
指
定
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
そ
こ
に
は
近
代
の
遺
産
は
活
動
と
一
体
と

な
っ
た
群
で
定
義
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
解
が
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
活
動
と

一
体
と
な
っ
た
群
と
し
て
の
近
代
の
遺
産
と
は
い

か
な
る
も
の
か
。
旧
富
岡
製
糸
場
が
そ
れ
を
体
現

し
て
い
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
は
、
史
跡
指
定
を
受

け
た
敷
地
内
に
立
つ
建
物
す
べ
て
が
関
連
し
あ
い

な
が
ら
操
業
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
営
み
の
す
べ
て

が
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
敷
地
全
体
が
「
近
代
の
建
築
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

「
近
代
の
建
築
」＝M

odern

　A
rchitecture

と

は
、
本
来
は
近
代
的
な
活
動
を
支
え
る
構
築
物
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
な
社
会
理
念
に
基

づ
い
て
人
び
と
が
活
動
す
る
場
＝
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
れ
は
建
物
の
形
で
は
な
く
営
み
の
場
を
指
し

て
い
た
。
時
間
の
凍
結
さ
れ
た
抽
象
的
物
体
で
は

な
く
、
動
き
つ
づ
け
る
時
間
の
連
な
り
を
包
摂
す

る
場
で
あ
り
、
近
代
以
前
の
建
築
の
定
義
と
は
ま

っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
は
過

去
と
の
概
念
的
切
断
を
必
要
と
し
た
。
一
部
の
近

代
の
建
築
家
た
ち
の
思
考
が
、
都
市
＝
フ
ィ
ー
ル

ド
へ
と
向
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の

建
築
」
で
あ
る
と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ほ
う

で
あ
り
、
個
別
の
建
物
は
そ
こ
で
の
人
び
と
の
自

由
で
多
様
な
活
動
を
支
援
す
る
ア
イ
テ
ム
群
と
し

て
位
置
づ
く
。
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の
建
築
」
の

本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
に
広
が
り
う
る
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
目
の
前
に
実
存
す
る
物
体
が
建
築
と
呼

ば
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
。
近
代
と
は
そ
れ
ほ
ど
強
烈
な
社
会
概
念
の
転

換
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
完
全
な
る
近
代
へ
の
移
行

は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
歴
史
上
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
妥
協
点
を
見
出
し
、
着
地
し
た
。
そ
れ
が
私

た
ち
の
知
る
「
近
代
建
築
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
い
わ
ゆ
る
「
近
代
建
築
」
と
は
理
念
と
実
体
の

乖
離
し
た
矛
盾
の
上
を
当
初
か
ら
歩
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
暴
露
と
超
克
が
、
こ
こ
で
見
出
さ
れ

た
こ
と
の
本
質
、
禁
忌
の
正
体
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。

　
さ
て
、
使
い
込
ま
れ
、
度
重
な
る
改
造
を
経
て

残
さ
れ
た
工
場
群
の
「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」
の
、

ど
こ
に
価
値
が
見
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
国
宝
建
造
物
の
一
覧
を
見
る
と
、
大
多
数
は
変

化
を
前
提
と
し
な
い
宗
教
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
建
築
史
家
が
記
し
た
解
説
文
を
読
む
と
、

意
匠
・
工
法
な
ど
の
点
で
そ
の
時
代
の
建
築
様
式

の
特
徴
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
記

述
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
そ
の
時
代
の

様
式
を
代
表
す
る
建
築
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
時
間
軸
上
に
点
々
と
並
び
、

そ
の
点
の
集
合
と
配
列
に
よ
っ
て
日
本
建
築
史
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り

国
宝
建
造
物
と
は
、
日
本
建
築
史
と
い
う
時
間
軸

を
強
化
す
る
た
め
の
構
造
で
あ
り
、
そ
の
表
現
媒

体
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
々
の

建
物
に
存
在
す
る
固
有
の
時
間
は
捨
象
さ
れ
、
想

像
的
復
原
を
経
て
初
源
と
仮
定
さ
れ
る
状
態
で
凍

結
さ
れ
た
標
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
建
物
固
有
の

時
間
を
捨
象
・
凍
結
し
標
本
と
し
て
配
列
す
る
こ

と
で
描
か
れ
た
時
間
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、

近
代
的
な
建
築
史
観
が
生
み
出
し
た
虚
の
時
間
で

あ
る
。

　
し
か
し
現
実
の
建
物
は
み
な
実
の
時
間
を
生
き

て
い
る
。
日
々
の
営
み
に
対
応
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
て
き
た
庶
民
住
宅
や
生
産
施
設
、
商
業
施
設

な
ど
で
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
間
を
凍

結
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
読
と
な
る
。

「
近
代
の
建
築
」
と
は
、
そ
う
し
た
住
宅
や
工
場

を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
日
々
の
活
動
に
近
接
し

た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
と
は
、
連

綿
と
続
い
て
き
た
市
井
の
人
び
と
の
日
常
を
最
上

位
に
定
義
し
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
主
的
な
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オ
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ジ
ェ
ク
ト
か
ら

フ
ィ
ー
ル
ド
へ

床下には新たに鉄骨梁
を配置し、構造補強と
緊結しながら、床下空
調など新たに必要とさ
れる設備類を収めた。

↑１階の構造補強には
鉄骨とガラスで組んだ
ボックスを挿入。ガラ
スの内側は新たな用途
（ホールやギャラリー）
として活用している。

↓１階ギャラリー。製
糸場が保管していた資
料を中心にその歴史が
展示される。展示計画
やデザインもプロジェ
クトチームが主導した。
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痕
跡
を
消
さ
な
い
よ
う

内
側
に
設
け
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
ボ
ッ
ク
ス
は
、
建
物
を
支
え
な
が
ら
、

新
た
な
活
用
や
活
動
を
可
能
に
す
る
。
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旧
富
岡
製
糸
場
は
、
1
8
7
2
年
に
官
営
の
製

糸
場
と
し
て
操
業
を
開
始
し
、
93
年
に
民
営
化
さ

れ
た
の
ち
、
1
9
8
7
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
の

1
1
5
年
間
、
製
糸
工
場
と
し
て
稼
働
し
つ
づ
け

た
産
業
施
設
で
あ
る
。
操
業
停
止
後
も
所
有
者
だ

っ
た
片
倉
工
業
は
維
持
管
理
を
続
け
、
2
0
0
5

年
に
富
岡
市
に
寄
贈
、
同
年
、
国
の
史
跡
指
定
を

受
け
、
翌
06
年
、
史
跡
内
の
11
の
施
設
お
よ
び
遺

構
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る
。
市
は
08
年
に

富
岡
製
糸
場
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
調

査
研
究
を
開
始
、そ
の
成
果
が
実
り
、14
年
に
「
富

岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
跡
群
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ

の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
同
年
、
繰
糸

所
、
東
置
繭
所
、
西
置
繭
所
の
3
棟
が
国
宝
の
指

定
を
受
け
る
。
12
年
、
市
は
「
史
跡
・
重
要
文
化

財
旧
富
岡
製
糸
場
整
備
活
用
計
画
」
を
作
成
。
15

年
に
西
繭
置
所
の
保
存
整
備
工
事
に
着
手
、
20
年

に
工
事
が
完
了
す
る
。
同
建
物
は
22
年
度
、
国
宝

建
造
物
と
し
て
は
初
め
て
日
本
建
築
学
会
賞
「
作

品
賞
」
に
選
出
さ
れ
、
当
時
、
文
化
財
建
造
物
保

存
技
術
協
会
に
在
籍
し
、
西
置
繭
所
の
保
存
整
備

事
業
に
携
わ
っ
た
齋
賀
英
二
郎
さ
ん
、
斎
藤
英
俊

さ
ん
、
木
村
勉
さ
ん
の
3
名
が
「
設
計
者
」
と
し

て
受
賞
し
、
同
時
に
そ
の
事
業
も
業
績
賞
を
受
賞

し
て
い
る（
＊
）。

　
国
宝
で
世
界
文
化
遺
産
と
な
っ
た
旧
富
岡
製
糸

場
は
、
法
隆
寺
や
姫
路
城
な
ど
と
並
ん
で
、
日
本

の
文
化
財
建
造
物
の
「
最
高
位
」
に
名
を
連
ね
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
保
存
整
備
工
事
を
終

え
た
西
置
繭
所
の
内
部
で
は
、
漆
喰
の
剝
落
や
操

業
時
の
落
書
き
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
構
造
補
強

の
鉄
骨
を
現
し
に
し
て
そ
こ
に
見
学
者
用
の
ガ
ラ

ス
の
ボ
ッ
ク
ス
を
挿
入
す
る
と
い
う
、「
最
高
位
」

の
文
化
財
建
造
物
と
し
て
は
類
例
の
な
い
改
修
、

い
や
設
計
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
か
つ

て
は
い
わ
ば
禁
忌
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
禁
忌

を
端
緒
と
し
た
考
察
で
あ
る
。

　
外
貨
獲
得
の
た
め
の
主
力
産
業
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
近
代
製
糸
業
の
、
品
質
向
上
と
量
産
化

に
向
け
た
技
術
発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ

っ
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば

繭
乾
燥
に
関
す
る
分
野
で
そ
れ
が
著
し
く
、
最
初

期
の
計
画
案
に
は
な
か
っ
た
繭
の
乾
燥
工
程
が
加

わ
り
、
両
置
繭
所
の
あ
い
だ
に
乾
燥
場
が
建
設
さ

れ
て
作
業
工
程
や
動
線
な
ど
が
変
化
し
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
置
繭
所
に
お
け
る
繭
の
収
蔵
場
所
や
方

法
も
変
化
し
た
。
そ
の
後
も
製
糸
技
術
の
発
展
に

伴
う
建
物
の
改
造
は
繰
り
返
さ
れ
た
。

　
一
般
的
に
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
で
対

応
し
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
旧
富
岡
製
糸
場
で
は
、

更
新
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
内
容
に
対
し
て
、
建
物

を
建
て
替
え
だ
け
で
は
な
く
増
改
築
も
行
い
対
応

し
て
い
っ
た
。
国
宝
指
定
を
受
け
た
最
初
期
の
3

棟
が
象
徴
的
な
建
造
物
と
し
て
残
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
に
建
設
さ
れ
た
簡
素
な
乾
燥
場

な
ど
の
建
物
も
、
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
延
々
と
改

修
さ
れ
な
が
ら
使
い
つ
づ
け
ら
れ
、「
そ
の
ま
ま
の

状
態
」
で
残
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
国

宝
に
指
定
さ
れ
た
と
み
て
い
い
。

　
今
回
の
西
置
繭
所
の
保
存
整
備
工

事
は
、「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」、つ
ま
り

操
業
停
止
時
点
の
状
態
で
保
存
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
初
期
に
竣

工
し
た
建
物
で
は
あ
る
が
、
目
の
前

に
あ
る
の
は
操
業
を
停
止
し
た
1
9

8
7
年
昭
和
末
期
の
姿
、
1
1
5
年

間
使
い
つ
づ
け
た
時
間
の
塊
で
あ
り
、

そ
の
状
態
の
ま
ま
開
示
し
、
観
光
資

源
と
し
て
も
活
用
す
る
た
め
の
改
修

が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
訪
問
者
は
、
そ
の
折
り
重
な
っ
た
時
間
の
塊
の

表
面
を
、
ガ
ラ
ス
ボ
ッ
ク
ス
に
入
り
込
ん
で
タ
イ

ム
ト
リ
ッ
プ
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
保
存
工
事
に

お
い
て
は
、
そ
の
時
間
の
塊
の
解
体
過
程
で
各
部

分
の
来
歴
を
精
査
し
、
そ
の
箇
所
に
ふ
さ
わ
し
い

納
ま
り
を
ひ
と
つ
ず
つ
考
案
し
積
み
重
ね
て
い
く

と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
西
置
繭
所
で
は
、
用
途
変
更

に
伴
っ
て
2
度
ほ
ど
床
の
か
さ
上
げ
改
造
が
加
え

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
床
材
は

厚
さ
も
樹
種
も
異
な
り
、
そ
の
都
度
加
工
の
痕
跡

も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
確
認
し
、
そ
こ
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
時
間
の
意

味
を
損
な
う
こ
と
な
く
構
造
補
強
を
施
し
て
い
く
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
の
仕
事
は
、
西
繭
置

所
と
い
う
時
間
の
塊
の
解
き
ほ
ぐ
し
、
編
み
直
す

よ
う
な
作
業
、
あ
た
か
も
無
数
の
繭
か
ら
生
糸
を

紡
ぐ
よ
う
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
成
果
は
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
富
岡
市
の
人
た

ち
と
と
も
に
作
成
し
た
、
改
修
作
業
そ
の
も
の
を

反
映
さ
せ
た
展
示
計
画
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
の
構
築
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。「
近
代
の
建

築
」
と
は
、
そ
う
し
た
社
会
を
支
え
る
た
め
に
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
時
間
の
凍

結
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
西
繭
置
所
の
保
存
整
備

事
業
計
画
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
現
し
た
背

景
に
は
、
な
ん
ら
か
の
史
観
の
転
換
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
す

れ
ば
、
齋
賀
さ
ん
た
ち
が
施
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
保

存
処
置
も
、
富
岡
製
糸
場
の
遠
い
未
来
に
お
い
て
、

過
去
の
改
修
の
一
部
と
し
て
歴
史
に
参
加
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
た
疑
問
が
生
ず
る
。
近
代

の
産
物
と
し
て
の
建
築
史
観
は
、「
建
築
」
の
、
そ

し
て
「
近
代
の
建
築
」
の
、
本
来
の
姿
を
な
ぜ
こ

れ
ま
で
評
価
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
近
代
黎
明
期
の
産
業
遺
産
へ
の
関
心
が
高
ま
る

と
、
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
が
増
え
た
。
そ
の

特
徴
と
し
て
関
連
し
て
稼
働
し
た
施
設
群
が
一
体

で
指
定
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
そ
こ
に
は
近
代
の
遺
産
は
活
動
と
一
体
と

な
っ
た
群
で
定
義
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
解
が
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
活
動
と

一
体
と
な
っ
た
群
と
し
て
の
近
代
の
遺
産
と
は
い

か
な
る
も
の
か
。
旧
富
岡
製
糸
場
が
そ
れ
を
体
現

し
て
い
た
。
旧
富
岡
製
糸
場
は
、
史
跡
指
定
を
受

け
た
敷
地
内
に
立
つ
建
物
す
べ
て
が
関
連
し
あ
い

な
が
ら
操
業
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
営
み
の
す
べ
て

が
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
敷
地
全
体
が
「
近
代
の
建
築
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

「
近
代
の
建
築
」＝M

odern

　A
rchitecture

と

は
、
本
来
は
近
代
的
な
活
動
を
支
え
る
構
築
物
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
な
社
会
理
念
に
基

づ
い
て
人
び
と
が
活
動
す
る
場
＝
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
れ
は
建
物
の
形
で
は
な
く
営
み
の
場
を
指
し

て
い
た
。
時
間
の
凍
結
さ
れ
た
抽
象
的
物
体
で
は

な
く
、
動
き
つ
づ
け
る
時
間
の
連
な
り
を
包
摂
す

る
場
で
あ
り
、
近
代
以
前
の
建
築
の
定
義
と
は
ま

っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
は
過

去
と
の
概
念
的
切
断
を
必
要
と
し
た
。
一
部
の
近

代
の
建
築
家
た
ち
の
思
考
が
、
都
市
＝
フ
ィ
ー
ル

ド
へ
と
向
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の

建
築
」
で
あ
る
と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ほ
う

で
あ
り
、
個
別
の
建
物
は
そ
こ
で
の
人
び
と
の
自

由
で
多
様
な
活
動
を
支
援
す
る
ア
イ
テ
ム
群
と
し

て
位
置
づ
く
。
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
の
建
築
」
の

本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
に
広
が
り
う
る
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
目
の
前
に
実
存
す
る
物
体
が
建
築
と
呼

ば
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
。
近
代
と
は
そ
れ
ほ
ど
強
烈
な
社
会
概
念
の
転

換
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
完
全
な
る
近
代
へ
の
移
行

は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
歴
史
上
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
妥
協
点
を
見
出
し
、
着
地
し
た
。
そ
れ
が
私

た
ち
の
知
る
「
近
代
建
築
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
い
わ
ゆ
る
「
近
代
建
築
」
と
は
理
念
と
実
体
の

乖
離
し
た
矛
盾
の
上
を
当
初
か
ら
歩
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
暴
露
と
超
克
が
、
こ
こ
で
見
出
さ
れ

た
こ
と
の
本
質
、
禁
忌
の
正
体
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。

　
さ
て
、
使
い
込
ま
れ
、
度
重
な
る
改
造
を
経
て

残
さ
れ
た
工
場
群
の
「
そ
の
ま
ま
の
状
態
」
の
、

ど
こ
に
価
値
が
見
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
国
宝
建
造
物
の
一
覧
を
見
る
と
、
大
多
数
は
変

化
を
前
提
と
し
な
い
宗
教
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
建
築
史
家
が
記
し
た
解
説
文
を
読
む
と
、

意
匠
・
工
法
な
ど
の
点
で
そ
の
時
代
の
建
築
様
式

の
特
徴
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
記

述
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
そ
の
時
代
の

様
式
を
代
表
す
る
建
築
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
時
間
軸
上
に
点
々
と
並
び
、

そ
の
点
の
集
合
と
配
列
に
よ
っ
て
日
本
建
築
史
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り

国
宝
建
造
物
と
は
、
日
本
建
築
史
と
い
う
時
間
軸

を
強
化
す
る
た
め
の
構
造
で
あ
り
、
そ
の
表
現
媒

体
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
々
の

建
物
に
存
在
す
る
固
有
の
時
間
は
捨
象
さ
れ
、
想

像
的
復
原
を
経
て
初
源
と
仮
定
さ
れ
る
状
態
で
凍

結
さ
れ
た
標
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
建
物
固
有
の

時
間
を
捨
象
・
凍
結
し
標
本
と
し
て
配
列
す
る
こ

と
で
描
か
れ
た
時
間
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、

近
代
的
な
建
築
史
観
が
生
み
出
し
た
虚
の
時
間
で

あ
る
。

　
し
か
し
現
実
の
建
物
は
み
な
実
の
時
間
を
生
き

て
い
る
。
日
々
の
営
み
に
対
応
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
て
き
た
庶
民
住
宅
や
生
産
施
設
、
商
業
施
設

な
ど
で
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
間
を
凍

結
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
読
と
な
る
。

「
近
代
の
建
築
」
と
は
、
そ
う
し
た
住
宅
や
工
場

を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
日
々
の
活
動
に
近
接
し

た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
と
は
、
連

綿
と
続
い
て
き
た
市
井
の
人
び
と
の
日
常
を
最
上

位
に
定
義
し
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
主
的
な

Conservation Work  of the West Cocoon Warehouse of Tomioka Silk Mill

＊業績賞の受賞は、富岡市／富岡製糸場保存修理委員会／富岡製糸場整備活用計画実行委員会／公益財団法人文化財建造物保存技術協会／有限会社江尻建築構造設計事務所／ 株式会社森村設計／竹中・タルヤ共同企業体

近
代
の
建
築

│
│
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら

フ
ィ
ー
ル
ド
へ

床下には新たに鉄骨梁
を配置し、構造補強と
緊結しながら、床下空
調など新たに必要とさ
れる設備類を収めた。

↑１階の構造補強には
鉄骨とガラスで組んだ
ボックスを挿入。ガラ
スの内側は新たな用途
（ホールやギャラリー）
として活用している。

↓１階ギャラリー。製
糸場が保管していた資
料を中心にその歴史が
展示される。展示計画
やデザインもプロジェ
クトチームが主導した。
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As Time
Passes

Case Study

Special Feature

Conservation
Work of

the West Cocoon
Warehouse

of
Tomioka Silk Mill

痕
跡
を
消
さ
な
い
よ
う

内
側
に
設
け
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
ボ
ッ
ク
ス
は
、
建
物
を
支
え
な
が
ら
、

新
た
な
活
用
や
活
動
を
可
能
に
す
る
。
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桟瓦
葺土
（土留桟）
土居葺
野地板 t=約30
垂木 106x106

軒桁
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出桁
142x178

桁繫
121x121

ヴェランダ軒桁
121x121

ヴェランダ独立柱
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手すり笠木
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手すり子
61x61
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ヴェランダ根太
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152x182
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合掌
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▼既存床高さ
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303

1,727
布石積

3,
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4
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7

4,
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4

炭素繊維
ストランドロッド
端部：カップラー

チタン箔シート3回巻
金具にて既存木部に取り付け

補強柱 105x120

炭素繊維ストランドロッド
端部：カップラー
金具にて既存木部に取り付け

フロアタイル t=3
下地合板 t=9+9
不陸調整シート t=2.5（既存床上）

ガラス梁
t=PT19+SG膜+PT19

ガラス壁
t=FL12+SG膜
+FL12（上下枠支持）
飛散防止フィルム
転倒防止金具（ロッド、MPG支持）

ガラス天井
t=PT12+SG膜+PT12
飛散防止フィルム

DPG構法
上下鋳鋼（SCW480）

展示ケース
透明アクリル t=5 
底板ガラス t=8
（既存什器天板に緩衝材を挟み設置）
L字金具固定

展示パネル
リノリウム t=2 or 亜鉛鉄板 t=1.2
積層合板 t=24
栂 □-35 グレー+クリア塗装
ワイヤー+クランプで
補強梁に固定

オーク複合フローリング 
t=15 OS塗装
捨張合板 t=12 
パーティクルボード t=20
調整束
構造用合板 t=12+12
不陸調整シート t=2.5（既存床上）

▼整備床高さ（+185）

18
5

2,
64
3

（
1,
00
4）

旧富岡製糸場
西置繭所保存整備事業
建築概要
所在地 群馬県富岡市
主要用途 倉庫／展示・ホール・見学施設
設計 文化財建造物保存技術協会
構造設計 文化財建造物保存技術協会、
 江尻建築構造設計事務所
施工 竹中・タルヤ共同企業体
階数 地上２階
敷地面積 55,391.4㎡
建築面積 1,486.6㎡
延床面積 2,973.2㎡
設計期間 2015年２月～2018年３月
工事期間 2015年１月～2020年５月

おもな外部仕上げ
屋根 桟瓦葺き
壁 煉瓦積み、木造（軸部）
開口部 木製外開き戸（亜鉛鉄板張り）、
 木製内開きガラス窓（亜鉛鉄板張り）、
 木製欄間ガラス窓（亜鉛鉄板張り）、
 木製引き違いガラス窓
外構 モルタル叩き、煉瓦敷き

おもな内部仕上げ
１階既存部分
床 床板（スギ・クリ・マツ）
壁・天井 漆喰塗り
２階既存部分
床 床板（スギ・マツ）
壁 漆喰塗り
天井 小屋組み現し
１階整備部分
床 オーク複合フローリング 
 オスモカラー塗装
壁 ガラス MPG、ブナ練付合板
天井 ガラス DPG、PB EP塗装
２階整備部分
床 フロアタイル
壁 ブナ練付合板
天井 岩綿吸音板 EP-Ⅱ塗装

齋賀英二郎
Saiga Eijiro

さいが・えいじろう／ 1983年
東京都生まれ。2008年早稲
田大学大学院理工学研究科
建築学専攻修士課程修了。
10年文化財建造物保存技術
協会。23年wyes architects。
おもな作品＝「重要文化財旧
佐渡鉱山採鉱施設保存活用
計画」「重要文化財北海道庁
旧本庁舎保存活用計画」。

改修前の外観。東側１
階の開口部が煉瓦と建
具で塞がれていた。

改修前の２階。繭の保
存状態維持のため、壁
には亜鉛メッキ鋼板が
張られていた。

２階展示スペース。写
真上／繭袋が積み上げ
られている様子を再現。
展示動線には新たに床
を設置。下／西置繭所
を解説する展示。２階
はケーブルブレースで
の補強を軸に、できる
だけ既存の状態が維持
された。

東側外観。

赤線：改修箇所

赤線：改修箇所赤線：改修箇所
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取材・文／大井隆弘　写真／傍島利浩

建築家から建築家へ渡されたバトン
村野藤吾の傑作として知られる「佳水園」。

完成から60年を経て、近年の顧客の要望に応えていく必要があった。
建て替え案もあがるなか、関係者らの村野建築への理解も深く、大規模リニューアルが決まる。

経年の傷みがあるなかで、内装については全面的な更新が求められた。
客室監修をつとめた中村拓志さんは、

「村野だったらどうしたか」を考え抜き、現代の技術・デザインで応答した。

特集／時の積み重ねをデザインする　ケーススタディ❹

佳 水 園  ウェスティン都ホテル京 都作品 客室監修 中村拓志
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Kyoto

左に村野藤吾の枯山水、
右に小川白楊の岩盤の
庭を見る。軒下から建
物に入り、庭をひとま
わりして登ると客室の
月７（右上）へと至る。
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「
一
口
に
い
う
と
し
た
ら
、
こ
の
建
物
は
日
本
人

の
『
す
ま
う
』
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
あ
る
た
の

し
み
の
要
素
だ
け
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」（
＊
）

　
建
築
史
家
・
浜
口
隆
一
は
、
か
つ
て
佳
水
園
を

そ
う
評
し
た
。
い
っ
と
き
と
は
い
え
、
宿
は
暮
ら

し
の
場
で
あ
る
。
ま
た
、
数
寄
屋
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
茶
の
湯
は
、
庶
民
生
活
を
切
り
取
っ
て
芸
術
の

域
ま
で
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
ら
、

言
い
え
て
妙
だ
。
数
寄
屋
の
宿
と
い
う
も
の
に
は
、

時
代
の
暮
ら
し
や
そ
の
感
性
が
色
濃
く
表
れ
よ
う
。

　
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
の
数
寄
屋
風
別

館
・
佳
水
園
。
村
野
藤
吾
の
傑
作
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
頃
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
こ
で

は
、
ど
の
よ
う
に
時
の
積
み
重
ね
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
の
か
。
客
室
監
修
を
つ
と
め
た
中
村
拓
志
さ

ん
に
話
を
聞
い
た
。

　
佳
水
園
は
、
東
山
三
十
六
峰
の
ひ
と
つ
、
華
頂

山
の
麓
に
立
つ
。
京
都
を
一
望
す
る
高
台
に
立
ち
、

ホ
テ
ル
の
7
階
か
ら
一
度
屋
外
に
出
て
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
。
こ
こ
は
、
1
8
9
0（
明
治
23
）年
に
琵

琶
湖
疏
水
が
引
か
れ
、
各
界
の
著
名
人
が
こ
ぞ
っ

て
別
荘
を
建
設
し
た
エ
リ
ア
。
ホ
テ
ル
の
ル
ー
ツ

も
琵
琶
湖
疏
水
の
通
水
式
を
機
に
開
業
し
た
「
吉

水
園
」
と
い
う
遊
園
に
あ
る
。
開
園
以
来
、
富
岡

鉄
斎
が
「
吉
水
八
景
」
を
選
定
す
る
な
ど
、
多
く

の
文
人
た
ち
が
愛
し
た
名
所
だ
。
1
8
9
9
（
明

治
32
）
年
に
宿
泊
施
設
が
建
設
さ
れ
る
と
、
翌
年

に
は
名
も
「
都
ホ
テ
ル
」
と
な
っ
た
。

　
も
と
も
と
佳
水
園
の
高
台
に
は
、
大
正
期
に
首

相
を
つ
と
め
た
清
浦
奎
吾
の
「
喜
寿
庵
」
と
呼
ば

れ
る
別
邸
が
立
っ
て
い
た
。
庭
は
七
代
目
・
小
川

治
兵
衛
の
長
男
・
白
楊
の
作
。
赤
松
の
生
え
る
自

然
の
岩
盤
を
生
か
し
た
ふ
た
筋
の
滝
の
流
れ
が
現

在
も
残
る
。
清
浦
の
没
後
、
ホ
テ
ル
へ
寄
贈
さ
れ
、

1
9
5
9
年
に
新
し
く
別
館
が
建
設
さ
れ
た
。
こ

れ
が
佳
水
園
。
村
野
は
、
新
し
く
枯
山
水
の
中
庭

を
つ
く
り
、
白
楊
の
庭
に
か
け
て
計
20
の
客
室
を

設
計
し
、
そ
の
後
も
ホ
テ
ル
の
増
改
築
を
手
が
け

た
。
し
か
し
、
建
築
か
ら
60
年
を
経
る
と
老
朽
化

が
進
み
、
構
造
的
に
も
機
能
的
に
も
更
新
が
望
ま

れ
た
。
そ
こ
で
、
1
3
0
周
年
を
機
に
、
ホ
テ
ル

全
体
で
2
0
1
8
年
か
ら
約
3
年
に
わ
た
る
大
規

模
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①
耐
震
改
修
を
行
い
、
②
約
5
0
0
客
室
を
2
室

を
1
室
に
ま
と
め
ス
イ
ー
ト
中
心
の
構
成
に
。
そ

し
て
、
③
新
た
に
天
然
温
泉
を
引
き
ス
パ
や
ト
リ

ー
ト
メ
ン
ト
施
設
を
新
設
、
と
い
う
現
代
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
た
3
つ
の
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。

　
中
村
さ
ん
は
、
2
0
1
6
年
頃
か
ら
全
体
計
画

に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
佳
水
園
の
客
室

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う
大
仕
事
を
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。「
ホ
テ
ル
側
は
村
野
建
築
へ
の
理
解
が

深
く
、
佳
水
園
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

た
だ
経
営
上
あ
ら
ゆ
る
検
討
が
必
要
で
、
な
か
に

は
解
体
し
て
似
た
も
の
を
新
築
す
る
案
ま
で
あ
っ

た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
村
野
の
傑
作
を
未
来
に
継

承
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
佳
水
園
を
担
当
し
た
い
と

お
願
い
し
ま
し
た
。
た
だ
、
内
心
は
恐
々
。
村
野

建
築
を
改
修
し
た
ら
建
築
界
で
生
き
て
い
け
な
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
村
野
に
詳
し
い
研
究
者
に

ま
で
相
談
に
行
き
ま
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
相
当

の
覚
悟
で
設
計
に
臨
ん
だ
。

　
ホ
テ
ル
側
や
施
工
者
と
の
検
討
を
経
て
、
佳
水

園
も
ホ
テ
ル
同
様
、
①
耐
震
改
修
を
実
施
し
、
②

客
室
を
2
室
を
1
室
に
ま
と
め
、
③
温
泉
を
引
き

浴
室
ま
わ
り
を
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
外
観
と
共
用
部
は
徹
底
し
て
保
存
。
加
え
て
、

佳
水
園
最
高
の
一
室
「
月
7
」
も
可
能
な
限
り
保

存
す
る
こ
と
と
し
、
ほ
か
に
も
村
野
の
書
籍
や
、

京
都
の
文
化
・
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
中
心
と
し

た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
も
設
け
た
。
ま
た
、
ホ
テ
ル
南
館

の
耐
震
性
向
上
の
た
め
、
8
〜
11
階
が
減
築
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
京
都
市
内
へ
の
眺
望
が
再
現
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
元
大
広
間
を
「
東
山
」
の
名
を

冠
し
た
客
室
と
し
、
計
13
室
の
設
計
が
ス
タ
ー
ト

し
た
。

「
村
野
が
設
計
し
た
客
室
は
、
い
わ
ゆ
る
古
い
旅

館
の
ス
タ
イ
ル
で
、
椅
子
を
置
く
縁
側
付
き
6
〜

8
畳
を
基
本
と
し
て
い
ま
し
た
。
以
前
は
仲
居
さ

ん
が
布
団
を
敷
い
た
わ
け
で
す
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
考
え
方
は
変
化
し
て
い
ま
す
し
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
上
も
大
変
で
す
。
そ
の
た
め
、
一
室
は
畳

の
ま
ま
リ
ビ
ン
グ
と
し
て
残
し
つ
つ
、
も
う
一
室

は
板
敷
き
に
し
て
ベ
ッ
ド
を
置
き
ま
し
た
」
と
中

村
さ
ん
。
縁
側
に
椅
子
を
置
く
ス
タ
イ
ル
は
、
明

治
期
以
来
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
。
改
修
後
は
、
椅

子
座
と
床
座
が
共
存
す
る
格
好
に
な
り
、
と
く
に

「
東
山
1
」な
ど
は
段
差
を
付
け
て
接
続
す
る
大
正

期
以
来
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
。
建
設
か
ら
60
年

経
過
し
て
、
伝
統
へ
の
眼
差
し
も
時
代
が
進
ん
だ

の
か
。
起
居
様
式
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
構
成
に

な
っ
た
。

「
時
代
が
進
む
な
か
で
、
客
室
の
使
わ
れ
方
も
変

わ
り
、
テ
レ
ビ
や
空
調
が
床
置
き
に
な
り
、
水
ま

わ
り
も
現
代
で
は
狭
い
な
ど
、
今
の
生
活
様
式
に

合
わ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
訪
日
客
の
大

き
な
荷
物
に
は
収
納
量
が
足
り
ず
、
床
の
間
を
荷

物
置
き
に
す
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
は

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
耐
震
改
修
の

た
め
、
構
造
壁
、
火
打
ち
梁
の
新
設
、
さ
ら
に
空

調
の
工
事
の
た
め
、
天
井
も
す
べ
て
剝
が
す
必
要

が
あ
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、
窓
と
障
子
く
ら
い
の

は
琵
琶
湖
疏
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
淡
い
青
色
の

和
紙
を
採
用
。
部
屋
が
暗
く
な
る
と
、
襖
の
唐
紙

に
庭
先
の
木
々
と
対
応
し
て
、
雲
母
で
摺
っ
た
サ

ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
、
ウ
メ
な
ど
の
花
や
葉
が
、
観
世

水
模
様
の
水
面
に
は
ら
り
と
落
ち
る
情
景
が
う
っ

す
ら
と
浮
か
び
上
が
る
。
襖
の
引
き
手
金
物
は
舟

の
オ
ー
ル
形
に
し
た
。
文
房
に
は
、
手
紙
や
ス
ケ

ッ
チ
を
た
の
し
め
る
よ
う
、
美
し
い
ガ
ラ
ス
の
万

年
筆
の
セ
ッ
ト
を
置
い
た
。

　
じ
つ
は
こ
う
し
た
工
夫
は
、
白
楊
や
村
野
の
庭

園
と
関
係
し
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
山
水
を
描
い

た
水
墨
画
の
掛
け
軸
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
下

か
ら
上
へ
目
を
移
す
と
、
山
の
麓
か
ら
滝
な
ど
を

経
由
し
て
深
山
へ
分
け
入
り
、
や
が
て
小
さ
な
庵

へ
と
た
ど
り
着
く
。
白
楊
の
庭
は
、
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
文
人
画
の
世
界
観
を
表
現
し
て
い
ま
す
」

と
中
村
さ
ん
。一
方
、村
野
の
庭
は
と
い
う
と
、「
ア

イ
レ
ベ
ル
で
は
白
砂
の
海
に
芝
生
の
島
が
浮
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、『
月
7
』
ま
で
登
る
と

ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
し
た
滝
の
音
と
と
も
に
、
瓢
簞

と
盃
の
形
が
現
れ
る
わ
け
で
す
。
仙
人
が
深
山
の

庵
で
月
や
松
と
語
ら
い
酒
を
呑
む
と
い
う
、
神
仙

思
想
に
通
じ
る
暮
ら
し
の
感
性
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
村
野
は
醍
醐
寺
三
宝
院
の
『
酒
づ
く

し
の
庭
』を
模
し
た
。ま
る
で
白
楊
と
村
野
が
時
代

を
超
え
て
連
歌
を
た
の
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
」

と
分
析
す
る
。
中
村
さ
ん
は
、
白
楊
と
村
野
の
感

性
を
継
承
し
、
客
室
側
で
応
え
た
と
い
う
わ
け
だ
。

中
村
さ
ん
も
連
歌
に
続
い
た
。

　
新
し
い
佳
水
園
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
そ
の

感
性
、
さ
ら
に
技
術
が
時
代
と
と
も
に
進
ん
で
い

く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
庭
園
で
展
開
し
た
白

楊
と
村
野
の
連
歌
は
、
客
室
ま
で
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
り
、「
す
ま
う
」
こ
と
の
た
の
し
み
は
ま
す
ま

す
充
実
し
た
よ
う
に
思
う
。

「
時
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
先
人
た
ち
の
つ
く
っ

た
も
の
を
受
け
継
い
で
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
建
築
と

い
う
行
為
が
、
そ
う
し
た
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
に

佳
水
園
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
、
中
村

さ
ん
は
最
後
に
述
べ
た
。

も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
中
村
さ
ん
は
、
障
子
の
デ
ザ
イ
ン
の
魅

力
を
語
る
。「
低
い
位
置
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、

こ
れ
が
空
間
の
重
心
を
ぐ
っ
と
下
げ
、
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
障
子
に
村
野

の
考
え
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
言

う
。
そ
の
た
め
、
文
房
（
書
斎
）
の
机
、
敷
居
、

腰
紙
の
高
さ
、
家
具
の
高
さ
な
ど
、
村
野
の
障
子

を
手
が
か
り
に
設
計
が
進
め
ら
れ
た
。
天
井
も
同

じ
で
、
た
と
え
ば
「
東
山
1
」
で
は
、
吊
束
の
位

置
で
化
粧
垂
木
を
ダ
ブ
ル
に
配
り
、
欄
間
障
子
の

桟
と
垂
木
の
ピ
ッ
チ
を
完
全
に
一
致
さ
せ
た
。

　
共
用
部
で
は
部
材
を
寄
せ
集
め
て
家
具
の
補
修

を
行
っ
た
が
、
客
室
の
家
具
や
照
明
は
新
た
に
設

計
し
た
。
村
野
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
照
明
は
、
ま
だ

L
E
D
が
な
い
時
代
の
も
の
。
和
紙
の
照
明
は
、

熱
を
逃
が
す
た
め
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
な
り
、

骨
組
み
も
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
も
し
村
野
の
時

代
に
L
E
D
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
。
中
村
さ

ん
ら
は
村
野
財
団
に
許
可
を
と
り
、
思
い
切
っ
て

小
型
化
。
吹
付
け
和
紙
の
技
術
で
骨
組
み
の
な
い

照
明
を
考
案
し
た
。
も
と
の
照
明
も
残
し
て
あ
る

の
で
、
比
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
新
し
く
必
要
と

障
子
に
刻
ま
れ
た

村
野
の
重
心

小
川
白
楊
の
庭
と

村
野
藤
吾
の
建
築

村
野
だ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か

社
会
の
変
化
に
合
わ
せ

客
室
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

な
っ
た
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
照
明
は
、
茶
道
具
を
く

る
む
七
宝
編
み
の
伝
統
技
術
を
用
い
て
ガ
ラ
ス
を

包
む
デ
ザ
イ
ン
と
し
た
。
ほ
か
に
も
、
竿
縁
に
直

径
2
㎝
の
極
小
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
を
仕
込
ん
だ
り
、

傷
み
の
激
し
か
っ
た
下
地
窓
の
小
舞
を
真
鍮
で
表

現
し
直
し
た
り
し
て
、
新
し
い
技
術
や
材
料
を
積

極
的
に
用
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
佳
水
園
は
建
物
を
た
の
し
む
宿
泊

客
が
多
く
、
滞
在
時
間
が
長
い
。
そ
の
た
め
、
中

村
さ
ん
は
部
屋
に
い
な
が
ら
周
囲
の
環
境
を
た
の

し
め
る
要
素
を
ち
り
ば
め
た
。
た
と
え
ば
、
腰
紙

既
存
の
和
室
2
室
を
1
室
に
ま
と
め
、

現
代
の
ス
イ
ー
ト
を
つ
く
る
。

一
室
は
畳
の
ま
ま
リ
ビ
ン
グ
に
、

一
室
は
板
敷
き
に
ベ
ッ
ド
を
置
き
寝
室
に
。

村野の枯山水から白楊
の岩盤の庭を経て月７
を望む。山水画に描か
れる仙郷のような構成。

写真右／ベッドサイド
の読書灯。京都の職人
による七宝編みでガラ
ス球を包んだ照明を新
たにデザイン。下／リ
ビングと寝室。竿縁に
は直径２㎝の極小ライ
トが埋め込まれている。

元大広間を客室に改修
した東山１。隣接する
南館を減築したことに
より、京都市街への眺
望が再現された。
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「
一
口
に
い
う
と
し
た
ら
、
こ
の
建
物
は
日
本
人

の
『
す
ま
う
』
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
あ
る
た
の

し
み
の
要
素
だ
け
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」（
＊
）

　
建
築
史
家
・
浜
口
隆
一
は
、
か
つ
て
佳
水
園
を

そ
う
評
し
た
。
い
っ
と
き
と
は
い
え
、
宿
は
暮
ら

し
の
場
で
あ
る
。
ま
た
、
数
寄
屋
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
茶
の
湯
は
、
庶
民
生
活
を
切
り
取
っ
て
芸
術
の

域
ま
で
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
ら
、

言
い
え
て
妙
だ
。
数
寄
屋
の
宿
と
い
う
も
の
に
は
、

時
代
の
暮
ら
し
や
そ
の
感
性
が
色
濃
く
表
れ
よ
う
。

　
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
の
数
寄
屋
風
別

館
・
佳
水
園
。
村
野
藤
吾
の
傑
作
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
頃
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
こ
で

は
、
ど
の
よ
う
に
時
の
積
み
重
ね
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
の
か
。
客
室
監
修
を
つ
と
め
た
中
村
拓
志
さ

ん
に
話
を
聞
い
た
。

　
佳
水
園
は
、
東
山
三
十
六
峰
の
ひ
と
つ
、
華
頂

山
の
麓
に
立
つ
。
京
都
を
一
望
す
る
高
台
に
立
ち
、

ホ
テ
ル
の
7
階
か
ら
一
度
屋
外
に
出
て
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
。
こ
こ
は
、
1
8
9
0（
明
治
23
）年
に
琵

琶
湖
疏
水
が
引
か
れ
、
各
界
の
著
名
人
が
こ
ぞ
っ

て
別
荘
を
建
設
し
た
エ
リ
ア
。
ホ
テ
ル
の
ル
ー
ツ

も
琵
琶
湖
疏
水
の
通
水
式
を
機
に
開
業
し
た
「
吉

水
園
」
と
い
う
遊
園
に
あ
る
。
開
園
以
来
、
富
岡

鉄
斎
が
「
吉
水
八
景
」
を
選
定
す
る
な
ど
、
多
く

の
文
人
た
ち
が
愛
し
た
名
所
だ
。
1
8
9
9
（
明

治
32
）
年
に
宿
泊
施
設
が
建
設
さ
れ
る
と
、
翌
年

に
は
名
も
「
都
ホ
テ
ル
」
と
な
っ
た
。

　
も
と
も
と
佳
水
園
の
高
台
に
は
、
大
正
期
に
首

相
を
つ
と
め
た
清
浦
奎
吾
の
「
喜
寿
庵
」
と
呼
ば

れ
る
別
邸
が
立
っ
て
い
た
。
庭
は
七
代
目
・
小
川

治
兵
衛
の
長
男
・
白
楊
の
作
。
赤
松
の
生
え
る
自

然
の
岩
盤
を
生
か
し
た
ふ
た
筋
の
滝
の
流
れ
が
現

在
も
残
る
。
清
浦
の
没
後
、
ホ
テ
ル
へ
寄
贈
さ
れ
、

1
9
5
9
年
に
新
し
く
別
館
が
建
設
さ
れ
た
。
こ

れ
が
佳
水
園
。
村
野
は
、
新
し
く
枯
山
水
の
中
庭

を
つ
く
り
、
白
楊
の
庭
に
か
け
て
計
20
の
客
室
を

設
計
し
、
そ
の
後
も
ホ
テ
ル
の
増
改
築
を
手
が
け

た
。
し
か
し
、
建
築
か
ら
60
年
を
経
る
と
老
朽
化

が
進
み
、
構
造
的
に
も
機
能
的
に
も
更
新
が
望
ま

れ
た
。
そ
こ
で
、
1
3
0
周
年
を
機
に
、
ホ
テ
ル

全
体
で
2
0
1
8
年
か
ら
約
3
年
に
わ
た
る
大
規

模
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①
耐
震
改
修
を
行
い
、
②
約
5
0
0
客
室
を
2
室

を
1
室
に
ま
と
め
ス
イ
ー
ト
中
心
の
構
成
に
。
そ

し
て
、
③
新
た
に
天
然
温
泉
を
引
き
ス
パ
や
ト
リ

ー
ト
メ
ン
ト
施
設
を
新
設
、
と
い
う
現
代
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
た
3
つ
の
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。

　
中
村
さ
ん
は
、
2
0
1
6
年
頃
か
ら
全
体
計
画

に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
佳
水
園
の
客
室

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う
大
仕
事
を
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。「
ホ
テ
ル
側
は
村
野
建
築
へ
の
理
解
が

深
く
、
佳
水
園
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

た
だ
経
営
上
あ
ら
ゆ
る
検
討
が
必
要
で
、
な
か
に

は
解
体
し
て
似
た
も
の
を
新
築
す
る
案
ま
で
あ
っ

た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
村
野
の
傑
作
を
未
来
に
継

承
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
佳
水
園
を
担
当
し
た
い
と

お
願
い
し
ま
し
た
。
た
だ
、
内
心
は
恐
々
。
村
野

建
築
を
改
修
し
た
ら
建
築
界
で
生
き
て
い
け
な
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
村
野
に
詳
し
い
研
究
者
に

ま
で
相
談
に
行
き
ま
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
相
当

の
覚
悟
で
設
計
に
臨
ん
だ
。

　
ホ
テ
ル
側
や
施
工
者
と
の
検
討
を
経
て
、
佳
水

園
も
ホ
テ
ル
同
様
、
①
耐
震
改
修
を
実
施
し
、
②

客
室
を
2
室
を
1
室
に
ま
と
め
、
③
温
泉
を
引
き

浴
室
ま
わ
り
を
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
外
観
と
共
用
部
は
徹
底
し
て
保
存
。
加
え
て
、

佳
水
園
最
高
の
一
室
「
月
7
」
も
可
能
な
限
り
保

存
す
る
こ
と
と
し
、
ほ
か
に
も
村
野
の
書
籍
や
、

京
都
の
文
化
・
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
中
心
と
し

た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
も
設
け
た
。
ま
た
、
ホ
テ
ル
南
館

の
耐
震
性
向
上
の
た
め
、
8
〜
11
階
が
減
築
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
京
都
市
内
へ
の
眺
望
が
再
現
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
元
大
広
間
を
「
東
山
」
の
名
を

冠
し
た
客
室
と
し
、
計
13
室
の
設
計
が
ス
タ
ー
ト

し
た
。

「
村
野
が
設
計
し
た
客
室
は
、
い
わ
ゆ
る
古
い
旅

館
の
ス
タ
イ
ル
で
、
椅
子
を
置
く
縁
側
付
き
6
〜

8
畳
を
基
本
と
し
て
い
ま
し
た
。
以
前
は
仲
居
さ

ん
が
布
団
を
敷
い
た
わ
け
で
す
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
考
え
方
は
変
化
し
て
い
ま
す
し
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
上
も
大
変
で
す
。
そ
の
た
め
、
一
室
は
畳

の
ま
ま
リ
ビ
ン
グ
と
し
て
残
し
つ
つ
、
も
う
一
室

は
板
敷
き
に
し
て
ベ
ッ
ド
を
置
き
ま
し
た
」
と
中

村
さ
ん
。
縁
側
に
椅
子
を
置
く
ス
タ
イ
ル
は
、
明

治
期
以
来
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
。
改
修
後
は
、
椅

子
座
と
床
座
が
共
存
す
る
格
好
に
な
り
、
と
く
に

「
東
山
1
」な
ど
は
段
差
を
付
け
て
接
続
す
る
大
正

期
以
来
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
。
建
設
か
ら
60
年

経
過
し
て
、
伝
統
へ
の
眼
差
し
も
時
代
が
進
ん
だ

の
か
。
起
居
様
式
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
構
成
に

な
っ
た
。

「
時
代
が
進
む
な
か
で
、
客
室
の
使
わ
れ
方
も
変

わ
り
、
テ
レ
ビ
や
空
調
が
床
置
き
に
な
り
、
水
ま

わ
り
も
現
代
で
は
狭
い
な
ど
、
今
の
生
活
様
式
に

合
わ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
訪
日
客
の
大

き
な
荷
物
に
は
収
納
量
が
足
り
ず
、
床
の
間
を
荷

物
置
き
に
す
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
は

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
耐
震
改
修
の

た
め
、
構
造
壁
、
火
打
ち
梁
の
新
設
、
さ
ら
に
空

調
の
工
事
の
た
め
、
天
井
も
す
べ
て
剝
が
す
必
要

が
あ
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、
窓
と
障
子
く
ら
い
の

は
琵
琶
湖
疏
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
淡
い
青
色
の

和
紙
を
採
用
。
部
屋
が
暗
く
な
る
と
、
襖
の
唐
紙

に
庭
先
の
木
々
と
対
応
し
て
、
雲
母
で
摺
っ
た
サ

ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
、
ウ
メ
な
ど
の
花
や
葉
が
、
観
世

水
模
様
の
水
面
に
は
ら
り
と
落
ち
る
情
景
が
う
っ

す
ら
と
浮
か
び
上
が
る
。
襖
の
引
き
手
金
物
は
舟

の
オ
ー
ル
形
に
し
た
。
文
房
に
は
、
手
紙
や
ス
ケ

ッ
チ
を
た
の
し
め
る
よ
う
、
美
し
い
ガ
ラ
ス
の
万

年
筆
の
セ
ッ
ト
を
置
い
た
。

　
じ
つ
は
こ
う
し
た
工
夫
は
、
白
楊
や
村
野
の
庭

園
と
関
係
し
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
山
水
を
描
い

た
水
墨
画
の
掛
け
軸
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
下

か
ら
上
へ
目
を
移
す
と
、
山
の
麓
か
ら
滝
な
ど
を

経
由
し
て
深
山
へ
分
け
入
り
、
や
が
て
小
さ
な
庵

へ
と
た
ど
り
着
く
。
白
楊
の
庭
は
、
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
文
人
画
の
世
界
観
を
表
現
し
て
い
ま
す
」

と
中
村
さ
ん
。一
方
、村
野
の
庭
は
と
い
う
と
、「
ア

イ
レ
ベ
ル
で
は
白
砂
の
海
に
芝
生
の
島
が
浮
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、『
月
7
』
ま
で
登
る
と

ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
し
た
滝
の
音
と
と
も
に
、
瓢
簞

と
盃
の
形
が
現
れ
る
わ
け
で
す
。
仙
人
が
深
山
の

庵
で
月
や
松
と
語
ら
い
酒
を
呑
む
と
い
う
、
神
仙

思
想
に
通
じ
る
暮
ら
し
の
感
性
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
村
野
は
醍
醐
寺
三
宝
院
の
『
酒
づ
く

し
の
庭
』を
模
し
た
。ま
る
で
白
楊
と
村
野
が
時
代

を
超
え
て
連
歌
を
た
の
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
」

と
分
析
す
る
。
中
村
さ
ん
は
、
白
楊
と
村
野
の
感

性
を
継
承
し
、
客
室
側
で
応
え
た
と
い
う
わ
け
だ
。

中
村
さ
ん
も
連
歌
に
続
い
た
。

　
新
し
い
佳
水
園
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
そ
の

感
性
、
さ
ら
に
技
術
が
時
代
と
と
も
に
進
ん
で
い

く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
庭
園
で
展
開
し
た
白

楊
と
村
野
の
連
歌
は
、
客
室
ま
で
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
り
、「
す
ま
う
」
こ
と
の
た
の
し
み
は
ま
す
ま

す
充
実
し
た
よ
う
に
思
う
。

「
時
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
先
人
た
ち
の
つ
く
っ

た
も
の
を
受
け
継
い
で
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
建
築
と

い
う
行
為
が
、
そ
う
し
た
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
に

佳
水
園
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
、
中
村

さ
ん
は
最
後
に
述
べ
た
。

も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
中
村
さ
ん
は
、
障
子
の
デ
ザ
イ
ン
の
魅

力
を
語
る
。「
低
い
位
置
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、

こ
れ
が
空
間
の
重
心
を
ぐ
っ
と
下
げ
、
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
障
子
に
村
野

の
考
え
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
言

う
。
そ
の
た
め
、
文
房
（
書
斎
）
の
机
、
敷
居
、

腰
紙
の
高
さ
、
家
具
の
高
さ
な
ど
、
村
野
の
障
子

を
手
が
か
り
に
設
計
が
進
め
ら
れ
た
。
天
井
も
同

じ
で
、
た
と
え
ば
「
東
山
1
」
で
は
、
吊
束
の
位

置
で
化
粧
垂
木
を
ダ
ブ
ル
に
配
り
、
欄
間
障
子
の

桟
と
垂
木
の
ピ
ッ
チ
を
完
全
に
一
致
さ
せ
た
。

　
共
用
部
で
は
部
材
を
寄
せ
集
め
て
家
具
の
補
修

を
行
っ
た
が
、
客
室
の
家
具
や
照
明
は
新
た
に
設

計
し
た
。
村
野
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
照
明
は
、
ま
だ

L
E
D
が
な
い
時
代
の
も
の
。
和
紙
の
照
明
は
、

熱
を
逃
が
す
た
め
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
な
り
、

骨
組
み
も
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
も
し
村
野
の
時

代
に
L
E
D
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
。
中
村
さ

ん
ら
は
村
野
財
団
に
許
可
を
と
り
、
思
い
切
っ
て

小
型
化
。
吹
付
け
和
紙
の
技
術
で
骨
組
み
の
な
い

照
明
を
考
案
し
た
。
も
と
の
照
明
も
残
し
て
あ
る

の
で
、
比
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
新
し
く
必
要
と

障
子
に
刻
ま
れ
た

村
野
の
重
心

小
川
白
楊
の
庭
と

村
野
藤
吾
の
建
築

村
野
だ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か

社
会
の
変
化
に
合
わ
せ

客
室
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

な
っ
た
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
照
明
は
、
茶
道
具
を
く

る
む
七
宝
編
み
の
伝
統
技
術
を
用
い
て
ガ
ラ
ス
を

包
む
デ
ザ
イ
ン
と
し
た
。
ほ
か
に
も
、
竿
縁
に
直

径
2
㎝
の
極
小
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
を
仕
込
ん
だ
り
、

傷
み
の
激
し
か
っ
た
下
地
窓
の
小
舞
を
真
鍮
で
表

現
し
直
し
た
り
し
て
、
新
し
い
技
術
や
材
料
を
積

極
的
に
用
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
佳
水
園
は
建
物
を
た
の
し
む
宿
泊

客
が
多
く
、
滞
在
時
間
が
長
い
。
そ
の
た
め
、
中

村
さ
ん
は
部
屋
に
い
な
が
ら
周
囲
の
環
境
を
た
の

し
め
る
要
素
を
ち
り
ば
め
た
。
た
と
え
ば
、
腰
紙

既
存
の
和
室
2
室
を
1
室
に
ま
と
め
、

現
代
の
ス
イ
ー
ト
を
つ
く
る
。

一
室
は
畳
の
ま
ま
リ
ビ
ン
グ
に
、

一
室
は
板
敷
き
に
ベ
ッ
ド
を
置
き
寝
室
に
。

村野の枯山水から白楊
の岩盤の庭を経て月７
を望む。山水画に描か
れる仙郷のような構成。

写真右／ベッドサイド
の読書灯。京都の職人
による七宝編みでガラ
ス球を包んだ照明を新
たにデザイン。下／リ
ビングと寝室。竿縁に
は直径２㎝の極小ライ
トが埋め込まれている。

元大広間を客室に改修
した東山１。隣接する
南館を減築したことに
より、京都市街への眺
望が再現された。
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「
一
口
に
い
う
と
し
た
ら
、
こ
の
建
物
は
日
本
人

の
『
す
ま
う
』
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
あ
る
た
の

し
み
の
要
素
だ
け
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」（
＊
）

　
建
築
史
家
・
浜
口
隆
一
は
、
か
つ
て
佳
水
園
を

そ
う
評
し
た
。
い
っ
と
き
と
は
い
え
、
宿
は
暮
ら

し
の
場
で
あ
る
。
ま
た
、
数
寄
屋
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
茶
の
湯
は
、
庶
民
生
活
を
切
り
取
っ
て
芸
術
の

域
ま
で
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
ら
、

言
い
え
て
妙
だ
。
数
寄
屋
の
宿
と
い
う
も
の
に
は
、

時
代
の
暮
ら
し
や
そ
の
感
性
が
色
濃
く
表
れ
よ
う
。

　
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
の
数
寄
屋
風
別

館
・
佳
水
園
。
村
野
藤
吾
の
傑
作
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
頃
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
こ
で

は
、
ど
の
よ
う
に
時
の
積
み
重
ね
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
の
か
。
客
室
監
修
を
つ
と
め
た
中
村
拓
志
さ

ん
に
話
を
聞
い
た
。

　
佳
水
園
は
、
東
山
三
十
六
峰
の
ひ
と
つ
、
華
頂

山
の
麓
に
立
つ
。
京
都
を
一
望
す
る
高
台
に
立
ち
、

ホ
テ
ル
の
7
階
か
ら
一
度
屋
外
に
出
て
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
。
こ
こ
は
、
1
8
9
0（
明
治
23
）年
に
琵

琶
湖
疏
水
が
引
か
れ
、
各
界
の
著
名
人
が
こ
ぞ
っ

て
別
荘
を
建
設
し
た
エ
リ
ア
。
ホ
テ
ル
の
ル
ー
ツ

も
琵
琶
湖
疏
水
の
通
水
式
を
機
に
開
業
し
た
「
吉

水
園
」
と
い
う
遊
園
に
あ
る
。
開
園
以
来
、
富
岡

鉄
斎
が
「
吉
水
八
景
」
を
選
定
す
る
な
ど
、
多
く

の
文
人
た
ち
が
愛
し
た
名
所
だ
。
1
8
9
9
（
明

治
32
）
年
に
宿
泊
施
設
が
建
設
さ
れ
る
と
、
翌
年

に
は
名
も
「
都
ホ
テ
ル
」
と
な
っ
た
。

　
も
と
も
と
佳
水
園
の
高
台
に
は
、
大
正
期
に
首

相
を
つ
と
め
た
清
浦
奎
吾
の
「
喜
寿
庵
」
と
呼
ば

れ
る
別
邸
が
立
っ
て
い
た
。
庭
は
七
代
目
・
小
川

治
兵
衛
の
長
男
・
白
楊
の
作
。
赤
松
の
生
え
る
自

然
の
岩
盤
を
生
か
し
た
ふ
た
筋
の
滝
の
流
れ
が
現

在
も
残
る
。
清
浦
の
没
後
、
ホ
テ
ル
へ
寄
贈
さ
れ
、

1
9
5
9
年
に
新
し
く
別
館
が
建
設
さ
れ
た
。
こ

れ
が
佳
水
園
。
村
野
は
、
新
し
く
枯
山
水
の
中
庭

を
つ
く
り
、
白
楊
の
庭
に
か
け
て
計
20
の
客
室
を

設
計
し
、
そ
の
後
も
ホ
テ
ル
の
増
改
築
を
手
が
け

た
。
し
か
し
、
建
築
か
ら
60
年
を
経
る
と
老
朽
化

が
進
み
、
構
造
的
に
も
機
能
的
に
も
更
新
が
望
ま

れ
た
。
そ
こ
で
、
1
3
0
周
年
を
機
に
、
ホ
テ
ル

全
体
で
2
0
1
8
年
か
ら
約
3
年
に
わ
た
る
大
規

模
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①
耐
震
改
修
を
行
い
、
②
約
5
0
0
客
室
を
2
室

を
1
室
に
ま
と
め
ス
イ
ー
ト
中
心
の
構
成
に
。
そ

し
て
、
③
新
た
に
天
然
温
泉
を
引
き
ス
パ
や
ト
リ

ー
ト
メ
ン
ト
施
設
を
新
設
、
と
い
う
現
代
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
た
3
つ
の
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。

　
中
村
さ
ん
は
、
2
0
1
6
年
頃
か
ら
全
体
計
画

に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
佳
水
園
の
客
室

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う
大
仕
事
を
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。「
ホ
テ
ル
側
は
村
野
建
築
へ
の
理
解
が

深
く
、
佳
水
園
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

た
だ
経
営
上
あ
ら
ゆ
る
検
討
が
必
要
で
、
な
か
に

は
解
体
し
て
似
た
も
の
を
新
築
す
る
案
ま
で
あ
っ

た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
村
野
の
傑
作
を
未
来
に
継

承
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
佳
水
園
を
担
当
し
た
い
と

お
願
い
し
ま
し
た
。
た
だ
、
内
心
は
恐
々
。
村
野

建
築
を
改
修
し
た
ら
建
築
界
で
生
き
て
い
け
な
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
村
野
に
詳
し
い
研
究
者
に

ま
で
相
談
に
行
き
ま
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
相
当

の
覚
悟
で
設
計
に
臨
ん
だ
。

　
ホ
テ
ル
側
や
施
工
者
と
の
検
討
を
経
て
、
佳
水

園
も
ホ
テ
ル
同
様
、
①
耐
震
改
修
を
実
施
し
、
②

客
室
を
2
室
を
1
室
に
ま
と
め
、
③
温
泉
を
引
き

浴
室
ま
わ
り
を
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
外
観
と
共
用
部
は
徹
底
し
て
保
存
。
加
え
て
、

佳
水
園
最
高
の
一
室
「
月
7
」
も
可
能
な
限
り
保

存
す
る
こ
と
と
し
、
ほ
か
に
も
村
野
の
書
籍
や
、

京
都
の
文
化
・
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
中
心
と
し

た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
も
設
け
た
。
ま
た
、
ホ
テ
ル
南
館

の
耐
震
性
向
上
の
た
め
、
8
〜
11
階
が
減
築
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
京
都
市
内
へ
の
眺
望
が
再
現
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
元
大
広
間
を
「
東
山
」
の
名
を

冠
し
た
客
室
と
し
、
計
13
室
の
設
計
が
ス
タ
ー
ト

し
た
。

「
村
野
が
設
計
し
た
客
室
は
、
い
わ
ゆ
る
古
い
旅

館
の
ス
タ
イ
ル
で
、
椅
子
を
置
く
縁
側
付
き
6
〜

8
畳
を
基
本
と
し
て
い
ま
し
た
。
以
前
は
仲
居
さ

ん
が
布
団
を
敷
い
た
わ
け
で
す
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
考
え
方
は
変
化
し
て
い
ま
す
し
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
上
も
大
変
で
す
。
そ
の
た
め
、
一
室
は
畳

の
ま
ま
リ
ビ
ン
グ
と
し
て
残
し
つ
つ
、
も
う
一
室

は
板
敷
き
に
し
て
ベ
ッ
ド
を
置
き
ま
し
た
」
と
中

村
さ
ん
。
縁
側
に
椅
子
を
置
く
ス
タ
イ
ル
は
、
明

治
期
以
来
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
。
改
修
後
は
、
椅

子
座
と
床
座
が
共
存
す
る
格
好
に
な
り
、
と
く
に

「
東
山
1
」な
ど
は
段
差
を
付
け
て
接
続
す
る
大
正

期
以
来
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
。
建
設
か
ら
60
年

経
過
し
て
、
伝
統
へ
の
眼
差
し
も
時
代
が
進
ん
だ

の
か
。
起
居
様
式
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
構
成
に

な
っ
た
。

「
時
代
が
進
む
な
か
で
、
客
室
の
使
わ
れ
方
も
変

わ
り
、
テ
レ
ビ
や
空
調
が
床
置
き
に
な
り
、
水
ま

わ
り
も
現
代
で
は
狭
い
な
ど
、
今
の
生
活
様
式
に

合
わ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
訪
日
客
の
大

き
な
荷
物
に
は
収
納
量
が
足
り
ず
、
床
の
間
を
荷

物
置
き
に
す
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
は

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
耐
震
改
修
の

た
め
、
構
造
壁
、
火
打
ち
梁
の
新
設
、
さ
ら
に
空

調
の
工
事
の
た
め
、
天
井
も
す
べ
て
剝
が
す
必
要

が
あ
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、
窓
と
障
子
く
ら
い
の

は
琵
琶
湖
疏
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
淡
い
青
色
の

和
紙
を
採
用
。
部
屋
が
暗
く
な
る
と
、
襖
の
唐
紙

に
庭
先
の
木
々
と
対
応
し
て
、
雲
母
で
摺
っ
た
サ

ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
、
ウ
メ
な
ど
の
花
や
葉
が
、
観
世

水
模
様
の
水
面
に
は
ら
り
と
落
ち
る
情
景
が
う
っ

す
ら
と
浮
か
び
上
が
る
。
襖
の
引
き
手
金
物
は
舟

の
オ
ー
ル
形
に
し
た
。
文
房
に
は
、
手
紙
や
ス
ケ

ッ
チ
を
た
の
し
め
る
よ
う
、
美
し
い
ガ
ラ
ス
の
万

年
筆
の
セ
ッ
ト
を
置
い
た
。

　
じ
つ
は
こ
う
し
た
工
夫
は
、
白
楊
や
村
野
の
庭

園
と
関
係
し
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
山
水
を
描
い

た
水
墨
画
の
掛
け
軸
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
下

か
ら
上
へ
目
を
移
す
と
、
山
の
麓
か
ら
滝
な
ど
を

経
由
し
て
深
山
へ
分
け
入
り
、
や
が
て
小
さ
な
庵

へ
と
た
ど
り
着
く
。
白
楊
の
庭
は
、
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
文
人
画
の
世
界
観
を
表
現
し
て
い
ま
す
」

と
中
村
さ
ん
。一
方
、村
野
の
庭
は
と
い
う
と
、「
ア

イ
レ
ベ
ル
で
は
白
砂
の
海
に
芝
生
の
島
が
浮
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、『
月
7
』
ま
で
登
る
と

ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
し
た
滝
の
音
と
と
も
に
、
瓢
簞

と
盃
の
形
が
現
れ
る
わ
け
で
す
。
仙
人
が
深
山
の

庵
で
月
や
松
と
語
ら
い
酒
を
呑
む
と
い
う
、
神
仙

思
想
に
通
じ
る
暮
ら
し
の
感
性
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
村
野
は
醍
醐
寺
三
宝
院
の
『
酒
づ
く

し
の
庭
』を
模
し
た
。ま
る
で
白
楊
と
村
野
が
時
代

を
超
え
て
連
歌
を
た
の
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
」

と
分
析
す
る
。
中
村
さ
ん
は
、
白
楊
と
村
野
の
感

性
を
継
承
し
、
客
室
側
で
応
え
た
と
い
う
わ
け
だ
。

中
村
さ
ん
も
連
歌
に
続
い
た
。

　
新
し
い
佳
水
園
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
そ
の

感
性
、
さ
ら
に
技
術
が
時
代
と
と
も
に
進
ん
で
い

く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
庭
園
で
展
開
し
た
白

楊
と
村
野
の
連
歌
は
、
客
室
ま
で
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
り
、「
す
ま
う
」
こ
と
の
た
の
し
み
は
ま
す
ま

す
充
実
し
た
よ
う
に
思
う
。

「
時
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
先
人
た
ち
の
つ
く
っ

た
も
の
を
受
け
継
い
で
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
建
築
と

い
う
行
為
が
、
そ
う
し
た
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
に

佳
水
園
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
、
中
村

さ
ん
は
最
後
に
述
べ
た
。

も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
中
村
さ
ん
は
、
障
子
の
デ
ザ
イ
ン
の
魅

力
を
語
る
。「
低
い
位
置
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、

こ
れ
が
空
間
の
重
心
を
ぐ
っ
と
下
げ
、
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
障
子
に
村
野

の
考
え
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
言

う
。
そ
の
た
め
、
文
房
（
書
斎
）
の
机
、
敷
居
、

腰
紙
の
高
さ
、
家
具
の
高
さ
な
ど
、
村
野
の
障
子

を
手
が
か
り
に
設
計
が
進
め
ら
れ
た
。
天
井
も
同

じ
で
、
た
と
え
ば
「
東
山
1
」
で
は
、
吊
束
の
位

置
で
化
粧
垂
木
を
ダ
ブ
ル
に
配
り
、
欄
間
障
子
の

桟
と
垂
木
の
ピ
ッ
チ
を
完
全
に
一
致
さ
せ
た
。

　
共
用
部
で
は
部
材
を
寄
せ
集
め
て
家
具
の
補
修

を
行
っ
た
が
、
客
室
の
家
具
や
照
明
は
新
た
に
設

計
し
た
。
村
野
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
照
明
は
、
ま
だ

L
E
D
が
な
い
時
代
の
も
の
。
和
紙
の
照
明
は
、

熱
を
逃
が
す
た
め
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
な
り
、

骨
組
み
も
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
も
し
村
野
の
時

代
に
L
E
D
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
。
中
村
さ

ん
ら
は
村
野
財
団
に
許
可
を
と
り
、
思
い
切
っ
て

小
型
化
。
吹
付
け
和
紙
の
技
術
で
骨
組
み
の
な
い

照
明
を
考
案
し
た
。
も
と
の
照
明
も
残
し
て
あ
る

の
で
、
比
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
新
し
く
必
要
と

＊
浜
口
隆
一
「
都
ホ
テ
ル
│
│
佳
水
園
〈
典
雅
〉
の
造
形
化
」

（『
新
建
築
』1
9
6
0
年
7
月
号
、15
〜
16
ペ
ー
ジ
）

な
っ
た
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
照
明
は
、
茶
道
具
を
く

る
む
七
宝
編
み
の
伝
統
技
術
を
用
い
て
ガ
ラ
ス
を

包
む
デ
ザ
イ
ン
と
し
た
。
ほ
か
に
も
、
竿
縁
に
直

径
2
㎝
の
極
小
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
を
仕
込
ん
だ
り
、

傷
み
の
激
し
か
っ
た
下
地
窓
の
小
舞
を
真
鍮
で
表

現
し
直
し
た
り
し
て
、
新
し
い
技
術
や
材
料
を
積

極
的
に
用
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
佳
水
園
は
建
物
を
た
の
し
む
宿
泊

客
が
多
く
、
滞
在
時
間
が
長
い
。
そ
の
た
め
、
中

村
さ
ん
は
部
屋
に
い
な
が
ら
周
囲
の
環
境
を
た
の

し
め
る
要
素
を
ち
り
ば
め
た
。
た
と
え
ば
、
腰
紙
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デイベッド（右）と押
し入れを改修した文房
（左）。デスクには万年
筆とインクが置かれる。

月 1
客 室

広々とした浴室には高
野槇の円形バスタブが
置かれ、新たに引かれ
た天然温泉がそそぐ。

月 1
客 室

↑寝室。小舞を金属に
することで大きな下地
窓が可能に。空間に開
放感や奥行きを与える。

↓和室。既存の障子を
再利用。中桟の高さに
合わせて疏水を想起さ
せる青い腰紙がまわる。

月 1
客 室
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。
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「
一
口
に
い
う
と
し
た
ら
、
こ
の
建
物
は
日
本
人

の
『
す
ま
う
』
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
あ
る
た
の

し
み
の
要
素
だ
け
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」（
＊
）

　
建
築
史
家
・
浜
口
隆
一
は
、
か
つ
て
佳
水
園
を

そ
う
評
し
た
。
い
っ
と
き
と
は
い
え
、
宿
は
暮
ら

し
の
場
で
あ
る
。
ま
た
、
数
寄
屋
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
茶
の
湯
は
、
庶
民
生
活
を
切
り
取
っ
て
芸
術
の

域
ま
で
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
ら
、

言
い
え
て
妙
だ
。
数
寄
屋
の
宿
と
い
う
も
の
に
は
、

時
代
の
暮
ら
し
や
そ
の
感
性
が
色
濃
く
表
れ
よ
う
。

　
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都
の
数
寄
屋
風
別

館
・
佳
水
園
。
村
野
藤
吾
の
傑
作
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
頃
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
こ
で

は
、
ど
の
よ
う
に
時
の
積
み
重
ね
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
の
か
。
客
室
監
修
を
つ
と
め
た
中
村
拓
志
さ

ん
に
話
を
聞
い
た
。

　
佳
水
園
は
、
東
山
三
十
六
峰
の
ひ
と
つ
、
華
頂

山
の
麓
に
立
つ
。
京
都
を
一
望
す
る
高
台
に
立
ち
、

ホ
テ
ル
の
7
階
か
ら
一
度
屋
外
に
出
て
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
。
こ
こ
は
、
1
8
9
0（
明
治
23
）年
に
琵

琶
湖
疏
水
が
引
か
れ
、
各
界
の
著
名
人
が
こ
ぞ
っ

て
別
荘
を
建
設
し
た
エ
リ
ア
。
ホ
テ
ル
の
ル
ー
ツ

も
琵
琶
湖
疏
水
の
通
水
式
を
機
に
開
業
し
た
「
吉

水
園
」
と
い
う
遊
園
に
あ
る
。
開
園
以
来
、
富
岡

鉄
斎
が
「
吉
水
八
景
」
を
選
定
す
る
な
ど
、
多
く

の
文
人
た
ち
が
愛
し
た
名
所
だ
。
1
8
9
9
（
明

治
32
）
年
に
宿
泊
施
設
が
建
設
さ
れ
る
と
、
翌
年

に
は
名
も
「
都
ホ
テ
ル
」
と
な
っ
た
。

　
も
と
も
と
佳
水
園
の
高
台
に
は
、
大
正
期
に
首

相
を
つ
と
め
た
清
浦
奎
吾
の
「
喜
寿
庵
」
と
呼
ば

れ
る
別
邸
が
立
っ
て
い
た
。
庭
は
七
代
目
・
小
川

治
兵
衛
の
長
男
・
白
楊
の
作
。
赤
松
の
生
え
る
自

然
の
岩
盤
を
生
か
し
た
ふ
た
筋
の
滝
の
流
れ
が
現

在
も
残
る
。
清
浦
の
没
後
、
ホ
テ
ル
へ
寄
贈
さ
れ
、

1
9
5
9
年
に
新
し
く
別
館
が
建
設
さ
れ
た
。
こ

れ
が
佳
水
園
。
村
野
は
、
新
し
く
枯
山
水
の
中
庭

を
つ
く
り
、
白
楊
の
庭
に
か
け
て
計
20
の
客
室
を

設
計
し
、
そ
の
後
も
ホ
テ
ル
の
増
改
築
を
手
が
け

た
。
し
か
し
、
建
築
か
ら
60
年
を
経
る
と
老
朽
化

が
進
み
、
構
造
的
に
も
機
能
的
に
も
更
新
が
望
ま

れ
た
。
そ
こ
で
、
1
3
0
周
年
を
機
に
、
ホ
テ
ル

全
体
で
2
0
1
8
年
か
ら
約
3
年
に
わ
た
る
大
規

模
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①
耐
震
改
修
を
行
い
、
②
約
5
0
0
客
室
を
2
室

を
1
室
に
ま
と
め
ス
イ
ー
ト
中
心
の
構
成
に
。
そ

し
て
、
③
新
た
に
天
然
温
泉
を
引
き
ス
パ
や
ト
リ

ー
ト
メ
ン
ト
施
設
を
新
設
、
と
い
う
現
代
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
た
3
つ
の
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。

　
中
村
さ
ん
は
、
2
0
1
6
年
頃
か
ら
全
体
計
画

に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
佳
水
園
の
客
室

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う
大
仕
事
を
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。「
ホ
テ
ル
側
は
村
野
建
築
へ
の
理
解
が

深
く
、
佳
水
園
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

た
だ
経
営
上
あ
ら
ゆ
る
検
討
が
必
要
で
、
な
か
に

は
解
体
し
て
似
た
も
の
を
新
築
す
る
案
ま
で
あ
っ

た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
村
野
の
傑
作
を
未
来
に
継

承
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
佳
水
園
を
担
当
し
た
い
と

お
願
い
し
ま
し
た
。
た
だ
、
内
心
は
恐
々
。
村
野

建
築
を
改
修
し
た
ら
建
築
界
で
生
き
て
い
け
な
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
村
野
に
詳
し
い
研
究
者
に

ま
で
相
談
に
行
き
ま
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
相
当

の
覚
悟
で
設
計
に
臨
ん
だ
。

　
ホ
テ
ル
側
や
施
工
者
と
の
検
討
を
経
て
、
佳
水

園
も
ホ
テ
ル
同
様
、
①
耐
震
改
修
を
実
施
し
、
②

客
室
を
2
室
を
1
室
に
ま
と
め
、
③
温
泉
を
引
き

浴
室
ま
わ
り
を
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
外
観
と
共
用
部
は
徹
底
し
て
保
存
。
加
え
て
、

佳
水
園
最
高
の
一
室
「
月
7
」
も
可
能
な
限
り
保

存
す
る
こ
と
と
し
、
ほ
か
に
も
村
野
の
書
籍
や
、

京
都
の
文
化
・
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
中
心
と
し

た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
も
設
け
た
。
ま
た
、
ホ
テ
ル
南
館

の
耐
震
性
向
上
の
た
め
、
8
〜
11
階
が
減
築
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
京
都
市
内
へ
の
眺
望
が
再
現
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
元
大
広
間
を
「
東
山
」
の
名
を

冠
し
た
客
室
と
し
、
計
13
室
の
設
計
が
ス
タ
ー
ト

し
た
。

「
村
野
が
設
計
し
た
客
室
は
、
い
わ
ゆ
る
古
い
旅

館
の
ス
タ
イ
ル
で
、
椅
子
を
置
く
縁
側
付
き
6
〜

8
畳
を
基
本
と
し
て
い
ま
し
た
。
以
前
は
仲
居
さ

ん
が
布
団
を
敷
い
た
わ
け
で
す
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
考
え
方
は
変
化
し
て
い
ま
す
し
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
上
も
大
変
で
す
。
そ
の
た
め
、
一
室
は
畳

の
ま
ま
リ
ビ
ン
グ
と
し
て
残
し
つ
つ
、
も
う
一
室

は
板
敷
き
に
し
て
ベ
ッ
ド
を
置
き
ま
し
た
」
と
中

村
さ
ん
。
縁
側
に
椅
子
を
置
く
ス
タ
イ
ル
は
、
明

治
期
以
来
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
。
改
修
後
は
、
椅

子
座
と
床
座
が
共
存
す
る
格
好
に
な
り
、
と
く
に

「
東
山
1
」な
ど
は
段
差
を
付
け
て
接
続
す
る
大
正

期
以
来
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
。
建
設
か
ら
60
年

経
過
し
て
、
伝
統
へ
の
眼
差
し
も
時
代
が
進
ん
だ

の
か
。
起
居
様
式
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
構
成
に

な
っ
た
。

「
時
代
が
進
む
な
か
で
、
客
室
の
使
わ
れ
方
も
変

わ
り
、
テ
レ
ビ
や
空
調
が
床
置
き
に
な
り
、
水
ま

わ
り
も
現
代
で
は
狭
い
な
ど
、
今
の
生
活
様
式
に

合
わ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
訪
日
客
の
大

き
な
荷
物
に
は
収
納
量
が
足
り
ず
、
床
の
間
を
荷

物
置
き
に
す
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
は

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
」
と
中
村
さ
ん
。
耐
震
改
修
の

た
め
、
構
造
壁
、
火
打
ち
梁
の
新
設
、
さ
ら
に
空

調
の
工
事
の
た
め
、
天
井
も
す
べ
て
剝
が
す
必
要

が
あ
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、
窓
と
障
子
く
ら
い
の

は
琵
琶
湖
疏
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
淡
い
青
色
の

和
紙
を
採
用
。
部
屋
が
暗
く
な
る
と
、
襖
の
唐
紙

に
庭
先
の
木
々
と
対
応
し
て
、
雲
母
で
摺
っ
た
サ

ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
、
ウ
メ
な
ど
の
花
や
葉
が
、
観
世

水
模
様
の
水
面
に
は
ら
り
と
落
ち
る
情
景
が
う
っ

す
ら
と
浮
か
び
上
が
る
。
襖
の
引
き
手
金
物
は
舟

の
オ
ー
ル
形
に
し
た
。
文
房
に
は
、
手
紙
や
ス
ケ

ッ
チ
を
た
の
し
め
る
よ
う
、
美
し
い
ガ
ラ
ス
の
万

年
筆
の
セ
ッ
ト
を
置
い
た
。

　
じ
つ
は
こ
う
し
た
工
夫
は
、
白
楊
や
村
野
の
庭

園
と
関
係
し
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
山
水
を
描
い

た
水
墨
画
の
掛
け
軸
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
下

か
ら
上
へ
目
を
移
す
と
、
山
の
麓
か
ら
滝
な
ど
を

経
由
し
て
深
山
へ
分
け
入
り
、
や
が
て
小
さ
な
庵

へ
と
た
ど
り
着
く
。
白
楊
の
庭
は
、
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
文
人
画
の
世
界
観
を
表
現
し
て
い
ま
す
」

と
中
村
さ
ん
。一
方
、村
野
の
庭
は
と
い
う
と
、「
ア

イ
レ
ベ
ル
で
は
白
砂
の
海
に
芝
生
の
島
が
浮
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、『
月
7
』
ま
で
登
る
と

ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
し
た
滝
の
音
と
と
も
に
、
瓢
簞

と
盃
の
形
が
現
れ
る
わ
け
で
す
。
仙
人
が
深
山
の

庵
で
月
や
松
と
語
ら
い
酒
を
呑
む
と
い
う
、
神
仙

思
想
に
通
じ
る
暮
ら
し
の
感
性
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
村
野
は
醍
醐
寺
三
宝
院
の
『
酒
づ
く

し
の
庭
』を
模
し
た
。ま
る
で
白
楊
と
村
野
が
時
代

を
超
え
て
連
歌
を
た
の
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
」

と
分
析
す
る
。
中
村
さ
ん
は
、
白
楊
と
村
野
の
感

性
を
継
承
し
、
客
室
側
で
応
え
た
と
い
う
わ
け
だ
。

中
村
さ
ん
も
連
歌
に
続
い
た
。

　
新
し
い
佳
水
園
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
そ
の

感
性
、
さ
ら
に
技
術
が
時
代
と
と
も
に
進
ん
で
い

く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
庭
園
で
展
開
し
た
白

楊
と
村
野
の
連
歌
は
、
客
室
ま
で
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
り
、「
す
ま
う
」
こ
と
の
た
の
し
み
は
ま
す
ま

す
充
実
し
た
よ
う
に
思
う
。

「
時
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
先
人
た
ち
の
つ
く
っ

た
も
の
を
受
け
継
い
で
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
建
築
と

い
う
行
為
が
、
そ
う
し
た
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
に

佳
水
園
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
、
中
村

さ
ん
は
最
後
に
述
べ
た
。

も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
中
村
さ
ん
は
、
障
子
の
デ
ザ
イ
ン
の
魅

力
を
語
る
。「
低
い
位
置
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、

こ
れ
が
空
間
の
重
心
を
ぐ
っ
と
下
げ
、
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
障
子
に
村
野

の
考
え
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
言

う
。
そ
の
た
め
、
文
房
（
書
斎
）
の
机
、
敷
居
、

腰
紙
の
高
さ
、
家
具
の
高
さ
な
ど
、
村
野
の
障
子

を
手
が
か
り
に
設
計
が
進
め
ら
れ
た
。
天
井
も
同

じ
で
、
た
と
え
ば
「
東
山
1
」
で
は
、
吊
束
の
位

置
で
化
粧
垂
木
を
ダ
ブ
ル
に
配
り
、
欄
間
障
子
の

桟
と
垂
木
の
ピ
ッ
チ
を
完
全
に
一
致
さ
せ
た
。

　
共
用
部
で
は
部
材
を
寄
せ
集
め
て
家
具
の
補
修

を
行
っ
た
が
、
客
室
の
家
具
や
照
明
は
新
た
に
設

計
し
た
。
村
野
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
照
明
は
、
ま
だ

L
E
D
が
な
い
時
代
の
も
の
。
和
紙
の
照
明
は
、

熱
を
逃
が
す
た
め
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
な
り
、

骨
組
み
も
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
も
し
村
野
の
時

代
に
L
E
D
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
。
中
村
さ

ん
ら
は
村
野
財
団
に
許
可
を
と
り
、
思
い
切
っ
て

小
型
化
。
吹
付
け
和
紙
の
技
術
で
骨
組
み
の
な
い

照
明
を
考
案
し
た
。
も
と
の
照
明
も
残
し
て
あ
る

の
で
、
比
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
新
し
く
必
要
と

＊
浜
口
隆
一
「
都
ホ
テ
ル
│
│
佳
水
園
〈
典
雅
〉
の
造
形
化
」

（『
新
建
築
』1
9
6
0
年
7
月
号
、15
〜
16
ペ
ー
ジ
）

な
っ
た
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
照
明
は
、
茶
道
具
を
く

る
む
七
宝
編
み
の
伝
統
技
術
を
用
い
て
ガ
ラ
ス
を

包
む
デ
ザ
イ
ン
と
し
た
。
ほ
か
に
も
、
竿
縁
に
直

径
2
㎝
の
極
小
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
を
仕
込
ん
だ
り
、

傷
み
の
激
し
か
っ
た
下
地
窓
の
小
舞
を
真
鍮
で
表

現
し
直
し
た
り
し
て
、
新
し
い
技
術
や
材
料
を
積

極
的
に
用
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
佳
水
園
は
建
物
を
た
の
し
む
宿
泊

客
が
多
く
、
滞
在
時
間
が
長
い
。
そ
の
た
め
、
中

村
さ
ん
は
部
屋
に
い
な
が
ら
周
囲
の
環
境
を
た
の

し
め
る
要
素
を
ち
り
ば
め
た
。
た
と
え
ば
、
腰
紙

Kasuien, The Westin Miyako Kyoto

デイベッド（右）と押
し入れを改修した文房
（左）。デスクには万年
筆とインクが置かれる。

月 1
客 室

広々とした浴室には高
野槇の円形バスタブが
置かれ、新たに引かれ
た天然温泉がそそぐ。

月 1
客 室

↑寝室。小舞を金属に
することで大きな下地
窓が可能に。空間に開
放感や奥行きを与える。

↓和室。既存の障子を
再利用。中桟の高さに
合わせて疏水を想起さ
せる青い腰紙がまわる。

月 1
客 室
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時
の
積
み
重
ね
の
な
か
で

先
人
た
ち
が
つ
く
っ
た
も
の
を

受
け
継
い
で
い
く
。
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廊下廊下
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中村拓志

なかむら・ひろし／ 1974年東
京都生まれ。99年明治大学大
学院理工学研究科建築学専
攻博士前期課程修了。隈研吾
建築都市設計事務所を経て、
2002年NAP建築設計事務
所設立。明治大学理工学部
特別招聘教授。おもな作品＝
「Ribbon Chapel」（13）、「上
勝ゼロ・ウェイスト センター」
（20）、「地中図書館」（22）。

建築概要
所在地 京都市東山区粟田口華頂町１
 （三条けあげ）
主要用途 ホテル
全体改修 大林組
構造改修 全日本コンサルタント
客室監修 中村拓志&NAP建築設計事務所
施工 大林組
階数 地下１階、地上２階
敷地面積 約54,800㎡
建築面積 1,171.34㎡（佳水園）
延床面積 1,617.50㎡（佳水園）
設計期間 2017年３月～2018年９月
工事期間 2018年10月～2020月６月

おもな外部仕上げ
屋根 銅板一文字葺き新設、
 平56版面取り瓦葺き新設
壁 聚楽調塗壁左官仕上げ新設
開口部 木製建具補修後再取り付け
外構 瓦四半敷き新設

おもな内部仕上げ
ロビー
床 絨毯敷き
壁 聚楽調塗壁左官仕上げ
天井 不燃スギ柾練付底目貼り、
 不燃スギ柾網代貼り、
 木製吹出し口・照明BOXとも
 補修後再設置

客室
床 畳敷き、アカマツ縁甲板、フローリング
壁 聚楽調塗壁左官仕上げ
天井 竿縁、不燃スギ柾練付底目貼り、
 不燃スギ柾網代貼り
浴槽 高野マキ、 石＋ヒノキ

佳水園  
ウェスティン
都ホテル京都

Nakamura Hiroshi

改修前の客室。質素な
造りの客室であった。

改修前の浴室。風呂桶
は木製。

軒先の薄い屋根が幾重
にも重なる佳水園の印
象的な外観。

木造を鉄骨で補強する
ことで軒先の薄さを実
現している。

佳水園全景。
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取材・文／贄川 雪　写真／傍島利浩

なんでもない庶民生活の積層も味わい深い
昭和30年代、造船業で栄える大阪・北加賀屋に、廃材のブリコラージュで

船大工たちが建てたとされる文化住宅。その後も増改築は繰り返され、あたかも迷宮のような状態だった。
ドットアーキテクツは、その迷宮のなかに庶民生活の積層を見出し、
できるだけ既存を残しながら、文化施設として再生することに決めた。

現在も、施設の運営にもかかわりつづけながら、
大工が積み重ねてきたブリコラージュに参加しつづけている。

特集／時の積み重ねをデザインする　ケーススタディ❺

千鳥文化作品 設計 ドットアーキテクツ

04

01

0305
0206

As Time
Passes

Case Study

Special Feature

Chidori Bunka

西側外観。１階は基礎
を打ち直し、全面的に
構造補強を行い、２階
はあまり手を加えず活
用している。中央は玄
関を兼ねた吹抜けのア
トリウム。
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大
阪
の
南
西
部
を
流
れ
る
木
津
川
の
河
口
付
近

に
広
が
る
北
加
賀
屋
は
、
今
や
す
っ
か
り
〝
ア
ー

ト
の
ま
ち
〞
と
し
て
浸
透
し
た
。
か
つ
て
こ
の
エ

リ
ア
で
は
造
船
業
が
盛
ん
で
、
川
沿
い
に
立
ち
並

ぶ
工
場
や
倉
庫
群
が
日
夜
稼
働
し
、
高
度
経
済
成

長
期
に
は
2
万
人
以
上
の
労
働
者
が
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
お
か
げ
で
近
隣
の
商
店
や
飲
食
店
も

た
い
へ
ん
繁
盛
し
、
ま
ち
は
毎
日
活
気
に
沸
い
た

そ
う
だ
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
産
業
構
造
の
変
化
や
高
齢
化

が
進
み
、
1
9
8
8
年
に
は
世
界
の
物
流
事
情
の

変
化
に
伴
い
名
村
造
船
所
大
阪
工
場
が
撤
退
し
、

活
気
は
急
速
に
失
わ
れ
た
。
そ
の
土
地
の
所
有
者

が
、
大
阪
を
中
心
に
不
動
産
賃
貸
業
を
展
開
す
る

千
島
土
地
だ
っ
た
。

　
千
島
土
地
は
2
0
0
4
年
に
こ
の
工
場
跡
地
で

「N
A
M
U
RA
 A
RT
 M
EET

IN
G '04

-'34

」を
開

催
し
、
ま
ち
の
産
業
遺
産
の
価
値
を
再
認
識
す
る
。

そ
し
て
09
年
「
北
加
賀
屋
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
ビ

レ
ッ
ジ
構
想
」
を
提
唱
し
、
か
つ
て
の
〝
も
の
づ

く
り
の
ま
ち
〞
を
芸
術
の
発
信
拠
点
と
し
て
再
生

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
。

　
昭
和
30
年
代
に
建
て
ら
れ
た
「
旧
千
鳥
文
化
住

宅
」
の
再
生
も
、
そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
だ
。

1
階
は
労
働
者
向
け
の
飲
食
店
、
2
階
は
彼
ら
の

住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
14
年
に
最
後

の
住
人
が
退
居
し
た
の
を
機
に
、
小
商
い
や
地
域

交
流
を
育
む
場
所
「
千
鳥
文
化
」
へ
と
再
生
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
に
建
築
家
と

し
て
参
画
し
た
の
が
、dot architects

（
以
下
、

ド
ッ
ト
）
だ
っ
た
。

　
ド
ッ
ト
の
家
成
俊
勝
さ
ん
に
よ
る
と
、
増
改
築

に
よ
る
複
雑
な
構
造
と
積
年
の
激
し
い
傷
み
か
ら
、

改
修
に
多
額
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
は
明
ら
か
だ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
工
事
は
2
期
に
分
け

ら
れ
た
。

　
第
1
期
（
14
〜
17
年
）
で
は
A
棟
を
改
修
し
、

1
階
に
ア
ト
リ
ウ
ム
や
食
堂
や
バ
ー
、
2
階
に
は

か
つ
て
の
居
室
群
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
設
え
ら
れ
、
ド
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
運
営
に

も
す
す
ん
で
携
わ
っ
た
。
第
2
期
（
18
〜
19
年
）

で
は
、
B
棟
に
新
し
く
大
屋
根
を
架
け
、
ホ
ー
ル

を
設
置
し
た
。
南
西
側
の
長
屋
は
、
8
室
の
テ
ナ

ン
ト
ス
ペ
ー
ス
と
階
段
室
に
変
更
し
た
。
現
在
は

理
髪
店
や
喫
茶
店
が
入
居
し
、
以
前
の
路
面
店
の

雰
囲
気
を
現
代
ら
し
く
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

　
旧
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
地
元
の
船
大
工
た
ち
が
、

船
や
廃
屋
か
ら
か
き
集
め
て
き
た
廃
材
を
ブ
リ
コ

ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

場
当
た
り
的
な
増
改
築
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、

プ
ラ
ン
や
構
造
は
複
雑
怪
奇
な
も
の
に
な
っ
た
。

設
計
図
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
改
修
す
る
に
も
ど
こ

に
耐
震
補
強
を
す
べ
き
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
構

造
補
強
を
相
談
し
た
満
田
衛
資
さ
ん
に
も
、
当
然

な
が
ら
「
現
状
で
は
的
確
な
判
断
は
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。

う
に
計
画
し
て
い
ま
す
。
第
2
期
で
は
階
段
室
を

新
設
し
、
正
面
の
ア
ト
リ
ウ
ム
を
通
ら
ず
と
も
路

地
か
ら
2
階
の
テ
ナ
ン
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
室
内
の
パ
ス
や

要
所
ご
と
の
抜
け
は
か
な
り
意
識
的
に
デ
ザ
イ
ン

し
、
全
体
の
回
遊
性
を
高
め
て
い
ま
す
」。こ
う
し

て
千
鳥
文
化
は
、
往
時
の
素
材
や
空
気
感
を
強
く

残
し
な
が
ら
も
、
明
る
く
風
通
し
の
よ
い
空
間
へ

と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　
何
を
残
し
て
、
何
を
剝
ぎ
取
り
、
何
を
加
え
る

か
。
建
物
を
改
修
す
る
に
あ
た
っ
て
、
建
築
家
は

必
ず
こ
の
問
題
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

千
鳥
文
化
の
〝
残
し
っ
ぷ
り
〞
は
、
頑
な
に
も
み

え
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
の
労
力
を
割
い
て
ま
で

既
存
部
を
残
し
た
の
か
。

　
家
成
さ
ん
か
ら
は
「
当
時
、
僕
た
ち
の
仕
事
は

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
、
当
初
、
千
島

土
地
か
ら『
新
築
で
も
い
い
よ
』と
言
わ
れ
た
と
き

は
、
正
直
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
ッ
と
傾
き
か
け
て（
笑
）。

満
田
さ
ん
か
ら
も
『
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
残
す
の

か
』
と
シ
ビ
ア
に
問
わ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
」
と
、

率
直
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
構
造
や

フ
ァ
サ
ー
ド
に
現
れ
る
当
時
の
資
材
の
継
ぎ
接
ぎ

や
、
大
工
さ
ん
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
施
工
の
お
も

し
ろ
さ
に
触
れ
る
な
か
で
、
や
っ
ぱ
り
残
す
べ
き

だ
と
い
う
気
持
ち
を
再
確
認
し
た
と
い
う
。

「
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
歴
史
的
に
な
ん
の
価
値
も

な
い
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
ボ
ロ
屋
の
ひ
と
つ
で

す
。
立
派
な
重
要
文
化
財
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る

よ
う
な
残
す
べ
き
理
由
は
、
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く

な
い
。
で
も
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
も
の
ほ
ど
、
一

度
壊
し
た
ら
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
」。と
く
に
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
必

要
な
開
口
の
設
置
や
修
繕
以
外
は
も
は
や
整
理
し

な
い
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
た
。「
ボ
ロ
ボ
ロ
の
シ
ャ

ッ
タ
ー
や
『
T
E
A 

R
O
O
M 

ま
き
』
の
庇
テ

ン
ト
も
、
残
せ
る
も
ん
は
も
う
全
部
残
し
て
お
こ

　
そ
こ
で
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

壁
や
天
井
を
部
分
的
に
剝
が

し
な
が
ら
既
存
軀
体
を
実
測

し
、
構
造
模
型
を
制
作
す
る

こ
と
か
ら
設
計
を
開
始
す
る

が
、
そ
の
調
査
だ
け
で
約
1

年
も
の
歳
月
を
要
し
た
。「
天

井
を
見
れ
ば
、
2
本
の
細
い

柱
材
を
抱
き
合
わ
せ
、
上
か

ら
板
を
打
ち
つ
け
て
つ
く
っ

た
梁
み
た
い
な
も
の
が
現
れ

る
。
壁
を
剝
が
せ
ば
、
ど
こ

か
の
家
の
鴨
居
ら
し
き
も
の

が
下
地
材
と
し
て
現
れ
る
。

あ
り
も
の
の
資
材
で
こ
し
ら

え
た
大
工
の
〝
間
に
合
わ
せ

仕
事
〞
の
数
々
に
は
、
驚
き

の
連
続
で
し
た
ね
」。柱
の
足

元
や
柱
梁
の
接
点
を
撮
影
し

て
番
号
を
振
り
、
満
田
さ
ん

と
「
こ
の
柱
は
残
す
べ
き
か
、

残
す
な
ら
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
べ
き
か
」
を
、

本
当
に
1
箇
所
ず
つ
検
討
し
て
い
っ
た
。

　
改
修
に
あ
た
っ
て
大
き
く
手
を
入
れ
た
の
は
、

こ
の
構
造
と
動
線
だ
と
い
う
。「
全
体
を
可
能
な
限

り
残
す
こ
と
を
前
提
に
、
1
階
は
既
存
壁
の
内
側

に
基
礎
を
含
む
新
し
い
木
フ
レ
ー
ム
を
挿
入
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
必
要
な
箇
所
に
は
構
造
壁
を
設

け
て
全
体
を
補
強
し
、
土
間
も
打
ち
直
し
ま
し
た
。

既
存
梁
と
新
設
梁
と
が
交
差
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
は
、

新
設
梁
に
欠
き
込
み
を
設
け
て
下
か
ら
あ
て
が
っ

て
い
ま
す
。
2
階
の
壁
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
す
が
、

床
を
合
板
で
固
め
ま
し
た
」。

「
動
線
は
、
既
存
の
部
屋
割
り
自
体
は
踏
襲
し
つ

つ
、
ア
ト
リ
ウ
ム
を
幹
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
食

堂
や
バ
ー
や
ホ
ー
ル
、
2
階
へ
と
枝
を
伸
ば
す
よ

廃
材
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ

造
船
か
ら

ア
ー
ト
の
ま
ち
へ

「
千
鳥
文
化
住
宅
」が

「
千
鳥
文
化
」に
な
る
ま
で

残
せ
る
も
の
は
全
部
残
し
て
お
こ
う
。

あ
く
ま
で
ボ
ロ
く
い
き
た
い
。

つ
く
り
込
む
ほ
ど
地
価
や
家
賃
が
上
が
り
、

地
元
の
生
活
者
が
離
れ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
。

う
っ
て
。
あ
る
意
味
で
は
、
判
断
を
放
棄
し
て
い

ま
す
。
で
も
、
当
然
な
ん
で
も
残
そ
う
と
思
っ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
よ
。
建
築
の
来
歴
を

理
解
し
つ
つ
、
現
在
の
暮
ら
し
に
合
わ
せ
て
い
き

い
き
と
使
っ
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
に
あ
る
。
そ

の
暮
ら
し
や
活
動
に
必
要
な
設
え
な
ら
、
や
っ
て

も
い
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
」。

　
ま
た
「
あ
え
て
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
ボ
ロ
く
い

C
hidori B

unka

アトリウム。既存の柱
梁を残しながら、構造
補強を施しアトリウム
とした。屋根材は網入
り波板ガラス。

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
く
り

込
む
ほ
ど
地
価
や
家
賃
が
上
昇
し
、
結
果
的
に
自

分
た
ち
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
加
担

し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
も
あ
っ
た
ん
で
す
」。

改
修
が
原
因
で
、
地
元
の
生
活
者
が
そ
の
場
所
を

離
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
態
を
招
く
か
も
し

れ
な
い
。
同
じ
北
加
賀
屋
で
設
計
事
務
所
を
構
え

る
家
成
さ
ん
た
ち
は
、
そ
う
し
た
当
事
者
意
識
も

も
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
自
分
た
ち
の
手
跡
を
残
し
た
い
と
い
う

欲
求
も
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。「
幾
多
の
増
改
築
の

な
か
で
、
こ
の
建
物
に
は
す
で
に
何
種
類
も
の
ボ

キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
僕
た
ち

が
や
っ
た
改
修
や
、
ほ
か
の
運
営
者
や
テ
ナ
ン
ト

の
み
ん
な
の
D
I
Y
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
加
わ

り
、
50
年
先
に
は
、
再
び
ど
こ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
か

わ
か
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
も
、
僕
ら
は
も
の
す
ご
く
肯
定
的
な
ん
で
す
」。

「
千
鳥
文
化
の
よ
さ
は
、
た
だ
古
い
か
ら
で
は
な

く
、
こ
の
北
加
賀
屋
の
来
歴
が
積
層
し
た
感
じ
が

あ
る
か
ら
。
ま
ち
の
成
り
立
ち
と
リ
ン
ク
し
た
ジ

ャ
ン
ク
な
適
当
さ
に
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
や
、

と
思
わ
さ
れ
る
」。は
な
や
か
な
経
済
成
長
を
足
元

で
支
え
、
そ
れ
が
衰
退
し
た
後
も
今
日
ま
で
粛
々

と
続
い
て
き
た
、
大
文
字
の
歴
史
に
は
の
る
こ
と

の
な
い
庶
民
の
生
活
史
。
そ
れ
を
伝
え
る
ひ
と
つ

が
、
千
鳥
文
化
住
宅
だ
っ
た
。
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

そ
こ
に
、
か
つ
て
の
人
た
ち
が
し
た
の
と
同
じ
態

度
で
、
建
物
を
継
ぎ
、
ほ
こ
ろ
び
に
仕
事
や
材
を

接
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
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大
阪
の
南
西
部
を
流
れ
る
木
津
川
の
河
口
付
近

に
広
が
る
北
加
賀
屋
は
、
今
や
す
っ
か
り
〝
ア
ー

ト
の
ま
ち
〞
と
し
て
浸
透
し
た
。
か
つ
て
こ
の
エ

リ
ア
で
は
造
船
業
が
盛
ん
で
、
川
沿
い
に
立
ち
並

ぶ
工
場
や
倉
庫
群
が
日
夜
稼
働
し
、
高
度
経
済
成

長
期
に
は
2
万
人
以
上
の
労
働
者
が
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
お
か
げ
で
近
隣
の
商
店
や
飲
食
店
も

た
い
へ
ん
繁
盛
し
、
ま
ち
は
毎
日
活
気
に
沸
い
た

そ
う
だ
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
産
業
構
造
の
変
化
や
高
齢
化

が
進
み
、
1
9
8
8
年
に
は
世
界
の
物
流
事
情
の

変
化
に
伴
い
名
村
造
船
所
大
阪
工
場
が
撤
退
し
、

活
気
は
急
速
に
失
わ
れ
た
。
そ
の
土
地
の
所
有
者

が
、
大
阪
を
中
心
に
不
動
産
賃
貸
業
を
展
開
す
る

千
島
土
地
だ
っ
た
。

　
千
島
土
地
は
2
0
0
4
年
に
こ
の
工
場
跡
地
で

「N
A
M
U
RA
 A
RT
 M
EET

IN
G '04

-'34

」を
開

催
し
、
ま
ち
の
産
業
遺
産
の
価
値
を
再
認
識
す
る
。

そ
し
て
09
年
「
北
加
賀
屋
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
ビ

レ
ッ
ジ
構
想
」
を
提
唱
し
、
か
つ
て
の
〝
も
の
づ

く
り
の
ま
ち
〞
を
芸
術
の
発
信
拠
点
と
し
て
再
生

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
。

　
昭
和
30
年
代
に
建
て
ら
れ
た
「
旧
千
鳥
文
化
住

宅
」
の
再
生
も
、
そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
だ
。

1
階
は
労
働
者
向
け
の
飲
食
店
、
2
階
は
彼
ら
の

住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
14
年
に
最
後

の
住
人
が
退
居
し
た
の
を
機
に
、
小
商
い
や
地
域

交
流
を
育
む
場
所
「
千
鳥
文
化
」
へ
と
再
生
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
に
建
築
家
と

し
て
参
画
し
た
の
が
、dot architects

（
以
下
、

ド
ッ
ト
）
だ
っ
た
。

　
ド
ッ
ト
の
家
成
俊
勝
さ
ん
に
よ
る
と
、
増
改
築

に
よ
る
複
雑
な
構
造
と
積
年
の
激
し
い
傷
み
か
ら
、

改
修
に
多
額
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
は
明
ら
か
だ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
工
事
は
2
期
に
分
け

ら
れ
た
。

　
第
1
期
（
14
〜
17
年
）
で
は
A
棟
を
改
修
し
、

1
階
に
ア
ト
リ
ウ
ム
や
食
堂
や
バ
ー
、
2
階
に
は

か
つ
て
の
居
室
群
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
設
え
ら
れ
、
ド
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
運
営
に

も
す
す
ん
で
携
わ
っ
た
。
第
2
期
（
18
〜
19
年
）

で
は
、
B
棟
に
新
し
く
大
屋
根
を
架
け
、
ホ
ー
ル

を
設
置
し
た
。
南
西
側
の
長
屋
は
、
8
室
の
テ
ナ

ン
ト
ス
ペ
ー
ス
と
階
段
室
に
変
更
し
た
。
現
在
は

理
髪
店
や
喫
茶
店
が
入
居
し
、
以
前
の
路
面
店
の

雰
囲
気
を
現
代
ら
し
く
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

　
旧
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
地
元
の
船
大
工
た
ち
が
、

船
や
廃
屋
か
ら
か
き
集
め
て
き
た
廃
材
を
ブ
リ
コ

ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

場
当
た
り
的
な
増
改
築
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、

プ
ラ
ン
や
構
造
は
複
雑
怪
奇
な
も
の
に
な
っ
た
。

設
計
図
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
改
修
す
る
に
も
ど
こ

に
耐
震
補
強
を
す
べ
き
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
構

造
補
強
を
相
談
し
た
満
田
衛
資
さ
ん
に
も
、
当
然

な
が
ら
「
現
状
で
は
的
確
な
判
断
は
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。

う
に
計
画
し
て
い
ま
す
。
第
2
期
で
は
階
段
室
を

新
設
し
、
正
面
の
ア
ト
リ
ウ
ム
を
通
ら
ず
と
も
路

地
か
ら
2
階
の
テ
ナ
ン
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
室
内
の
パ
ス
や

要
所
ご
と
の
抜
け
は
か
な
り
意
識
的
に
デ
ザ
イ
ン

し
、
全
体
の
回
遊
性
を
高
め
て
い
ま
す
」。こ
う
し

て
千
鳥
文
化
は
、
往
時
の
素
材
や
空
気
感
を
強
く

残
し
な
が
ら
も
、
明
る
く
風
通
し
の
よ
い
空
間
へ

と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　
何
を
残
し
て
、
何
を
剝
ぎ
取
り
、
何
を
加
え
る

か
。
建
物
を
改
修
す
る
に
あ
た
っ
て
、
建
築
家
は

必
ず
こ
の
問
題
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

千
鳥
文
化
の
〝
残
し
っ
ぷ
り
〞
は
、
頑
な
に
も
み

え
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
の
労
力
を
割
い
て
ま
で

既
存
部
を
残
し
た
の
か
。

　
家
成
さ
ん
か
ら
は
「
当
時
、
僕
た
ち
の
仕
事
は

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
、
当
初
、
千
島

土
地
か
ら『
新
築
で
も
い
い
よ
』と
言
わ
れ
た
と
き

は
、
正
直
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
ッ
と
傾
き
か
け
て（
笑
）。

満
田
さ
ん
か
ら
も
『
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
残
す
の

か
』
と
シ
ビ
ア
に
問
わ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
」
と
、

率
直
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
構
造
や

フ
ァ
サ
ー
ド
に
現
れ
る
当
時
の
資
材
の
継
ぎ
接
ぎ

や
、
大
工
さ
ん
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
施
工
の
お
も

し
ろ
さ
に
触
れ
る
な
か
で
、
や
っ
ぱ
り
残
す
べ
き

だ
と
い
う
気
持
ち
を
再
確
認
し
た
と
い
う
。

「
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
歴
史
的
に
な
ん
の
価
値
も

な
い
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
ボ
ロ
屋
の
ひ
と
つ
で

す
。
立
派
な
重
要
文
化
財
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る

よ
う
な
残
す
べ
き
理
由
は
、
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く

な
い
。
で
も
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
も
の
ほ
ど
、
一

度
壊
し
た
ら
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
」。と
く
に
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
必

要
な
開
口
の
設
置
や
修
繕
以
外
は
も
は
や
整
理
し

な
い
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
た
。「
ボ
ロ
ボ
ロ
の
シ
ャ

ッ
タ
ー
や
『
T
E
A 

R
O
O
M 

ま
き
』
の
庇
テ

ン
ト
も
、
残
せ
る
も
ん
は
も
う
全
部
残
し
て
お
こ

　
そ
こ
で
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

壁
や
天
井
を
部
分
的
に
剝
が

し
な
が
ら
既
存
軀
体
を
実
測

し
、
構
造
模
型
を
制
作
す
る

こ
と
か
ら
設
計
を
開
始
す
る

が
、
そ
の
調
査
だ
け
で
約
1

年
も
の
歳
月
を
要
し
た
。「
天

井
を
見
れ
ば
、
2
本
の
細
い

柱
材
を
抱
き
合
わ
せ
、
上
か

ら
板
を
打
ち
つ
け
て
つ
く
っ

た
梁
み
た
い
な
も
の
が
現
れ

る
。
壁
を
剝
が
せ
ば
、
ど
こ

か
の
家
の
鴨
居
ら
し
き
も
の

が
下
地
材
と
し
て
現
れ
る
。

あ
り
も
の
の
資
材
で
こ
し
ら

え
た
大
工
の
〝
間
に
合
わ
せ

仕
事
〞
の
数
々
に
は
、
驚
き

の
連
続
で
し
た
ね
」。柱
の
足

元
や
柱
梁
の
接
点
を
撮
影
し

て
番
号
を
振
り
、
満
田
さ
ん

と
「
こ
の
柱
は
残
す
べ
き
か
、

残
す
な
ら
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
べ
き
か
」
を
、

本
当
に
1
箇
所
ず
つ
検
討
し
て
い
っ
た
。

　
改
修
に
あ
た
っ
て
大
き
く
手
を
入
れ
た
の
は
、

こ
の
構
造
と
動
線
だ
と
い
う
。「
全
体
を
可
能
な
限

り
残
す
こ
と
を
前
提
に
、
1
階
は
既
存
壁
の
内
側

に
基
礎
を
含
む
新
し
い
木
フ
レ
ー
ム
を
挿
入
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
必
要
な
箇
所
に
は
構
造
壁
を
設

け
て
全
体
を
補
強
し
、
土
間
も
打
ち
直
し
ま
し
た
。

既
存
梁
と
新
設
梁
と
が
交
差
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
は
、

新
設
梁
に
欠
き
込
み
を
設
け
て
下
か
ら
あ
て
が
っ

て
い
ま
す
。
2
階
の
壁
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
す
が
、

床
を
合
板
で
固
め
ま
し
た
」。

「
動
線
は
、
既
存
の
部
屋
割
り
自
体
は
踏
襲
し
つ

つ
、
ア
ト
リ
ウ
ム
を
幹
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
食

堂
や
バ
ー
や
ホ
ー
ル
、
2
階
へ
と
枝
を
伸
ば
す
よ

廃
材
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ

造
船
か
ら

ア
ー
ト
の
ま
ち
へ

「
千
鳥
文
化
住
宅
」が

「
千
鳥
文
化
」に
な
る
ま
で

残
せ
る
も
の
は
全
部
残
し
て
お
こ
う
。

あ
く
ま
で
ボ
ロ
く
い
き
た
い
。

つ
く
り
込
む
ほ
ど
地
価
や
家
賃
が
上
が
り
、

地
元
の
生
活
者
が
離
れ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
。

う
っ
て
。
あ
る
意
味
で
は
、
判
断
を
放
棄
し
て
い

ま
す
。
で
も
、
当
然
な
ん
で
も
残
そ
う
と
思
っ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
よ
。
建
築
の
来
歴
を

理
解
し
つ
つ
、
現
在
の
暮
ら
し
に
合
わ
せ
て
い
き

い
き
と
使
っ
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
に
あ
る
。
そ

の
暮
ら
し
や
活
動
に
必
要
な
設
え
な
ら
、
や
っ
て

も
い
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
」。

　
ま
た
「
あ
え
て
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
ボ
ロ
く
い

C
hidori B

unka

アトリウム。既存の柱
梁を残しながら、構造
補強を施しアトリウム
とした。屋根材は網入
り波板ガラス。

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
く
り

込
む
ほ
ど
地
価
や
家
賃
が
上
昇
し
、
結
果
的
に
自

分
た
ち
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
加
担

し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
も
あ
っ
た
ん
で
す
」。

改
修
が
原
因
で
、
地
元
の
生
活
者
が
そ
の
場
所
を

離
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
態
を
招
く
か
も
し

れ
な
い
。
同
じ
北
加
賀
屋
で
設
計
事
務
所
を
構
え

る
家
成
さ
ん
た
ち
は
、
そ
う
し
た
当
事
者
意
識
も

も
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
自
分
た
ち
の
手
跡
を
残
し
た
い
と
い
う

欲
求
も
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。「
幾
多
の
増
改
築
の

な
か
で
、
こ
の
建
物
に
は
す
で
に
何
種
類
も
の
ボ

キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
僕
た
ち

が
や
っ
た
改
修
や
、
ほ
か
の
運
営
者
や
テ
ナ
ン
ト

の
み
ん
な
の
D
I
Y
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
加
わ

り
、
50
年
先
に
は
、
再
び
ど
こ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
か

わ
か
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
も
、
僕
ら
は
も
の
す
ご
く
肯
定
的
な
ん
で
す
」。

「
千
鳥
文
化
の
よ
さ
は
、
た
だ
古
い
か
ら
で
は
な

く
、
こ
の
北
加
賀
屋
の
来
歴
が
積
層
し
た
感
じ
が

あ
る
か
ら
。
ま
ち
の
成
り
立
ち
と
リ
ン
ク
し
た
ジ

ャ
ン
ク
な
適
当
さ
に
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
や
、

と
思
わ
さ
れ
る
」。は
な
や
か
な
経
済
成
長
を
足
元

で
支
え
、
そ
れ
が
衰
退
し
た
後
も
今
日
ま
で
粛
々

と
続
い
て
き
た
、
大
文
字
の
歴
史
に
は
の
る
こ
と

の
な
い
庶
民
の
生
活
史
。
そ
れ
を
伝
え
る
ひ
と
つ

が
、
千
鳥
文
化
住
宅
だ
っ
た
。
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

そ
こ
に
、
か
つ
て
の
人
た
ち
が
し
た
の
と
同
じ
態

度
で
、
建
物
を
継
ぎ
、
ほ
こ
ろ
び
に
仕
事
や
材
を

接
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
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大
阪
の
南
西
部
を
流
れ
る
木
津
川
の
河
口
付
近

に
広
が
る
北
加
賀
屋
は
、
今
や
す
っ
か
り
〝
ア
ー

ト
の
ま
ち
〞
と
し
て
浸
透
し
た
。
か
つ
て
こ
の
エ

リ
ア
で
は
造
船
業
が
盛
ん
で
、
川
沿
い
に
立
ち
並

ぶ
工
場
や
倉
庫
群
が
日
夜
稼
働
し
、
高
度
経
済
成

長
期
に
は
2
万
人
以
上
の
労
働
者
が
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
お
か
げ
で
近
隣
の
商
店
や
飲
食
店
も

た
い
へ
ん
繁
盛
し
、
ま
ち
は
毎
日
活
気
に
沸
い
た

そ
う
だ
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
産
業
構
造
の
変
化
や
高
齢
化

が
進
み
、
1
9
8
8
年
に
は
世
界
の
物
流
事
情
の

変
化
に
伴
い
名
村
造
船
所
大
阪
工
場
が
撤
退
し
、

活
気
は
急
速
に
失
わ
れ
た
。
そ
の
土
地
の
所
有
者

が
、
大
阪
を
中
心
に
不
動
産
賃
貸
業
を
展
開
す
る

千
島
土
地
だ
っ
た
。

　
千
島
土
地
は
2
0
0
4
年
に
こ
の
工
場
跡
地
で

「N
A
M
U
RA
 A
RT
 M
EET

IN
G '04

-'34

」を
開

催
し
、
ま
ち
の
産
業
遺
産
の
価
値
を
再
認
識
す
る
。

そ
し
て
09
年
「
北
加
賀
屋
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
ビ

レ
ッ
ジ
構
想
」
を
提
唱
し
、
か
つ
て
の
〝
も
の
づ

く
り
の
ま
ち
〞
を
芸
術
の
発
信
拠
点
と
し
て
再
生

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
。

　
昭
和
30
年
代
に
建
て
ら
れ
た
「
旧
千
鳥
文
化
住

宅
」
の
再
生
も
、
そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
だ
。

1
階
は
労
働
者
向
け
の
飲
食
店
、
2
階
は
彼
ら
の

住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
14
年
に
最
後

の
住
人
が
退
居
し
た
の
を
機
に
、
小
商
い
や
地
域

交
流
を
育
む
場
所
「
千
鳥
文
化
」
へ
と
再
生
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
に
建
築
家
と

し
て
参
画
し
た
の
が
、dot architects

（
以
下
、

ド
ッ
ト
）
だ
っ
た
。

　
ド
ッ
ト
の
家
成
俊
勝
さ
ん
に
よ
る
と
、
増
改
築

に
よ
る
複
雑
な
構
造
と
積
年
の
激
し
い
傷
み
か
ら
、

改
修
に
多
額
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
は
明
ら
か
だ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
工
事
は
2
期
に
分
け

ら
れ
た
。

　
第
1
期
（
14
〜
17
年
）
で
は
A
棟
を
改
修
し
、

1
階
に
ア
ト
リ
ウ
ム
や
食
堂
や
バ
ー
、
2
階
に
は

か
つ
て
の
居
室
群
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
設
え
ら
れ
、
ド
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
運
営
に

も
す
す
ん
で
携
わ
っ
た
。
第
2
期
（
18
〜
19
年
）

で
は
、
B
棟
に
新
し
く
大
屋
根
を
架
け
、
ホ
ー
ル

を
設
置
し
た
。
南
西
側
の
長
屋
は
、
8
室
の
テ
ナ

ン
ト
ス
ペ
ー
ス
と
階
段
室
に
変
更
し
た
。
現
在
は

理
髪
店
や
喫
茶
店
が
入
居
し
、
以
前
の
路
面
店
の

雰
囲
気
を
現
代
ら
し
く
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

　
旧
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
地
元
の
船
大
工
た
ち
が
、

船
や
廃
屋
か
ら
か
き
集
め
て
き
た
廃
材
を
ブ
リ
コ

ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

場
当
た
り
的
な
増
改
築
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、

プ
ラ
ン
や
構
造
は
複
雑
怪
奇
な
も
の
に
な
っ
た
。

設
計
図
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
改
修
す
る
に
も
ど
こ

に
耐
震
補
強
を
す
べ
き
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
構

造
補
強
を
相
談
し
た
満
田
衛
資
さ
ん
に
も
、
当
然

な
が
ら
「
現
状
で
は
的
確
な
判
断
は
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。

う
に
計
画
し
て
い
ま
す
。
第
2
期
で
は
階
段
室
を

新
設
し
、
正
面
の
ア
ト
リ
ウ
ム
を
通
ら
ず
と
も
路

地
か
ら
2
階
の
テ
ナ
ン
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
室
内
の
パ
ス
や

要
所
ご
と
の
抜
け
は
か
な
り
意
識
的
に
デ
ザ
イ
ン

し
、
全
体
の
回
遊
性
を
高
め
て
い
ま
す
」。こ
う
し

て
千
鳥
文
化
は
、
往
時
の
素
材
や
空
気
感
を
強
く

残
し
な
が
ら
も
、
明
る
く
風
通
し
の
よ
い
空
間
へ

と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　
何
を
残
し
て
、
何
を
剝
ぎ
取
り
、
何
を
加
え
る

か
。
建
物
を
改
修
す
る
に
あ
た
っ
て
、
建
築
家
は

必
ず
こ
の
問
題
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

千
鳥
文
化
の
〝
残
し
っ
ぷ
り
〞
は
、
頑
な
に
も
み

え
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
の
労
力
を
割
い
て
ま
で

既
存
部
を
残
し
た
の
か
。

　
家
成
さ
ん
か
ら
は
「
当
時
、
僕
た
ち
の
仕
事
は

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
、
当
初
、
千
島

土
地
か
ら『
新
築
で
も
い
い
よ
』と
言
わ
れ
た
と
き

は
、
正
直
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
ッ
と
傾
き
か
け
て（
笑
）。

満
田
さ
ん
か
ら
も
『
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
残
す
の

か
』
と
シ
ビ
ア
に
問
わ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
」
と
、

率
直
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
構
造
や

フ
ァ
サ
ー
ド
に
現
れ
る
当
時
の
資
材
の
継
ぎ
接
ぎ

や
、
大
工
さ
ん
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
施
工
の
お
も

し
ろ
さ
に
触
れ
る
な
か
で
、
や
っ
ぱ
り
残
す
べ
き

だ
と
い
う
気
持
ち
を
再
確
認
し
た
と
い
う
。

「
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
歴
史
的
に
な
ん
の
価
値
も

な
い
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
ボ
ロ
屋
の
ひ
と
つ
で

す
。
立
派
な
重
要
文
化
財
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る

よ
う
な
残
す
べ
き
理
由
は
、
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く

な
い
。
で
も
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
も
の
ほ
ど
、
一

度
壊
し
た
ら
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
」。と
く
に
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
必

要
な
開
口
の
設
置
や
修
繕
以
外
は
も
は
や
整
理
し

な
い
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
た
。「
ボ
ロ
ボ
ロ
の
シ
ャ

ッ
タ
ー
や
『
T
E
A 

R
O
O
M 

ま
き
』
の
庇
テ

ン
ト
も
、
残
せ
る
も
ん
は
も
う
全
部
残
し
て
お
こ

　
そ
こ
で
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

壁
や
天
井
を
部
分
的
に
剝
が

し
な
が
ら
既
存
軀
体
を
実
測

し
、
構
造
模
型
を
制
作
す
る

こ
と
か
ら
設
計
を
開
始
す
る

が
、
そ
の
調
査
だ
け
で
約
1

年
も
の
歳
月
を
要
し
た
。「
天

井
を
見
れ
ば
、
2
本
の
細
い

柱
材
を
抱
き
合
わ
せ
、
上
か

ら
板
を
打
ち
つ
け
て
つ
く
っ

た
梁
み
た
い
な
も
の
が
現
れ

る
。
壁
を
剝
が
せ
ば
、
ど
こ

か
の
家
の
鴨
居
ら
し
き
も
の

が
下
地
材
と
し
て
現
れ
る
。

あ
り
も
の
の
資
材
で
こ
し
ら

え
た
大
工
の
〝
間
に
合
わ
せ

仕
事
〞
の
数
々
に
は
、
驚
き

の
連
続
で
し
た
ね
」。柱
の
足

元
や
柱
梁
の
接
点
を
撮
影
し

て
番
号
を
振
り
、
満
田
さ
ん

と
「
こ
の
柱
は
残
す
べ
き
か
、

残
す
な
ら
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
べ
き
か
」
を
、

本
当
に
1
箇
所
ず
つ
検
討
し
て
い
っ
た
。

　
改
修
に
あ
た
っ
て
大
き
く
手
を
入
れ
た
の
は
、

こ
の
構
造
と
動
線
だ
と
い
う
。「
全
体
を
可
能
な
限

り
残
す
こ
と
を
前
提
に
、
1
階
は
既
存
壁
の
内
側

に
基
礎
を
含
む
新
し
い
木
フ
レ
ー
ム
を
挿
入
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
必
要
な
箇
所
に
は
構
造
壁
を
設

け
て
全
体
を
補
強
し
、
土
間
も
打
ち
直
し
ま
し
た
。

既
存
梁
と
新
設
梁
と
が
交
差
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
は
、

新
設
梁
に
欠
き
込
み
を
設
け
て
下
か
ら
あ
て
が
っ

て
い
ま
す
。
2
階
の
壁
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
す
が
、

床
を
合
板
で
固
め
ま
し
た
」。

「
動
線
は
、
既
存
の
部
屋
割
り
自
体
は
踏
襲
し
つ

つ
、
ア
ト
リ
ウ
ム
を
幹
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
食

堂
や
バ
ー
や
ホ
ー
ル
、
2
階
へ
と
枝
を
伸
ば
す
よ

う
っ
て
。
あ
る
意
味
で
は
、
判
断
を
放
棄
し
て
い

ま
す
。
で
も
、
当
然
な
ん
で
も
残
そ
う
と
思
っ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
よ
。
建
築
の
来
歴
を

理
解
し
つ
つ
、
現
在
の
暮
ら
し
に
合
わ
せ
て
い
き

い
き
と
使
っ
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
に
あ
る
。
そ

の
暮
ら
し
や
活
動
に
必
要
な
設
え
な
ら
、
や
っ
て

も
い
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
」。

　
ま
た
「
あ
え
て
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
ボ
ロ
く
い
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き
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
く
り

込
む
ほ
ど
地
価
や
家
賃
が
上
昇
し
、
結
果
的
に
自

分
た
ち
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
加
担

し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
も
あ
っ
た
ん
で
す
」。

改
修
が
原
因
で
、
地
元
の
生
活
者
が
そ
の
場
所
を

離
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
態
を
招
く
か
も
し

れ
な
い
。
同
じ
北
加
賀
屋
で
設
計
事
務
所
を
構
え

る
家
成
さ
ん
た
ち
は
、
そ
う
し
た
当
事
者
意
識
も

も
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
自
分
た
ち
の
手
跡
を
残
し
た
い
と
い
う

欲
求
も
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。「
幾
多
の
増
改
築
の

な
か
で
、
こ
の
建
物
に
は
す
で
に
何
種
類
も
の
ボ

キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
僕
た
ち

が
や
っ
た
改
修
や
、
ほ
か
の
運
営
者
や
テ
ナ
ン
ト

の
み
ん
な
の
D
I
Y
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
加
わ

り
、
50
年
先
に
は
、
再
び
ど
こ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
か

わ
か
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
も
、
僕
ら
は
も
の
す
ご
く
肯
定
的
な
ん
で
す
」。

「
千
鳥
文
化
の
よ
さ
は
、
た
だ
古
い
か
ら
で
は
な

く
、
こ
の
北
加
賀
屋
の
来
歴
が
積
層
し
た
感
じ
が

あ
る
か
ら
。
ま
ち
の
成
り
立
ち
と
リ
ン
ク
し
た
ジ

ャ
ン
ク
な
適
当
さ
に
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
や
、

と
思
わ
さ
れ
る
」。は
な
や
か
な
経
済
成
長
を
足
元

で
支
え
、
そ
れ
が
衰
退
し
た
後
も
今
日
ま
で
粛
々

と
続
い
て
き
た
、
大
文
字
の
歴
史
に
は
の
る
こ
と

の
な
い
庶
民
の
生
活
史
。
そ
れ
を
伝
え
る
ひ
と
つ

が
、
千
鳥
文
化
住
宅
だ
っ
た
。
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

そ
こ
に
、
か
つ
て
の
人
た
ち
が
し
た
の
と
同
じ
態

度
で
、
建
物
を
継
ぎ
、
ほ
こ
ろ
び
に
仕
事
や
材
を

接
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

１階食堂・商店の壁。
既存壁の内側に新しい
木造フレームを挿入。
壁厚増を利用して小物
を置き、背後には既存
の壁面がのぞく。

千 鳥 文 化の魅 力はジャンクな適当さ。
度重なる増改築によって

さまざまなボキャブラリーが混在する。
ドットによる改 修も、

入居者たちによる D I Y も、
そのひとつ。

残
す
も
の

剝
ぎ
取
る
も
の

加
え
る
も
の

生
活
史
の

一
部
に
溶
け
込
む

アトリウムの渡り廊下。
壁面にはかつての船大
工たちによる増改築の
痕跡が数多く残る。

食堂・商店。構造補強
の柱梁が並ぶ。新設梁
を上端を切り欠いて既
存梁にはめ込むことで
下から支える構成。

2F

1F

共用廊下からホールを
見る。第２期として完
成したB棟は、この吹
抜けのホールと９つの
テナントからなる。

ホール。アートイベン
トなどを開催。
2018年の台風で既存屋
根が飛び、小屋組みは
新たにつくり直した。
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大
阪
の
南
西
部
を
流
れ
る
木
津
川
の
河
口
付
近

に
広
が
る
北
加
賀
屋
は
、
今
や
す
っ
か
り
〝
ア
ー

ト
の
ま
ち
〞
と
し
て
浸
透
し
た
。
か
つ
て
こ
の
エ

リ
ア
で
は
造
船
業
が
盛
ん
で
、
川
沿
い
に
立
ち
並

ぶ
工
場
や
倉
庫
群
が
日
夜
稼
働
し
、
高
度
経
済
成

長
期
に
は
2
万
人
以
上
の
労
働
者
が
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
お
か
げ
で
近
隣
の
商
店
や
飲
食
店
も

た
い
へ
ん
繁
盛
し
、
ま
ち
は
毎
日
活
気
に
沸
い
た

そ
う
だ
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
産
業
構
造
の
変
化
や
高
齢
化

が
進
み
、
1
9
8
8
年
に
は
世
界
の
物
流
事
情
の

変
化
に
伴
い
名
村
造
船
所
大
阪
工
場
が
撤
退
し
、

活
気
は
急
速
に
失
わ
れ
た
。
そ
の
土
地
の
所
有
者

が
、
大
阪
を
中
心
に
不
動
産
賃
貸
業
を
展
開
す
る

千
島
土
地
だ
っ
た
。

　
千
島
土
地
は
2
0
0
4
年
に
こ
の
工
場
跡
地
で

「N
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U
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」を
開

催
し
、
ま
ち
の
産
業
遺
産
の
価
値
を
再
認
識
す
る
。

そ
し
て
09
年
「
北
加
賀
屋
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
ビ

レ
ッ
ジ
構
想
」
を
提
唱
し
、
か
つ
て
の
〝
も
の
づ

く
り
の
ま
ち
〞
を
芸
術
の
発
信
拠
点
と
し
て
再
生

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
。

　
昭
和
30
年
代
に
建
て
ら
れ
た
「
旧
千
鳥
文
化
住

宅
」
の
再
生
も
、
そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
だ
。

1
階
は
労
働
者
向
け
の
飲
食
店
、
2
階
は
彼
ら
の

住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
14
年
に
最
後

の
住
人
が
退
居
し
た
の
を
機
に
、
小
商
い
や
地
域

交
流
を
育
む
場
所
「
千
鳥
文
化
」
へ
と
再
生
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
に
建
築
家
と

し
て
参
画
し
た
の
が
、dot architects

（
以
下
、

ド
ッ
ト
）
だ
っ
た
。

　
ド
ッ
ト
の
家
成
俊
勝
さ
ん
に
よ
る
と
、
増
改
築

に
よ
る
複
雑
な
構
造
と
積
年
の
激
し
い
傷
み
か
ら
、

改
修
に
多
額
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
は
明
ら
か
だ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
工
事
は
2
期
に
分
け

ら
れ
た
。

　
第
1
期
（
14
〜
17
年
）
で
は
A
棟
を
改
修
し
、

1
階
に
ア
ト
リ
ウ
ム
や
食
堂
や
バ
ー
、
2
階
に
は

か
つ
て
の
居
室
群
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
設
え
ら
れ
、
ド
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
運
営
に

も
す
す
ん
で
携
わ
っ
た
。
第
2
期
（
18
〜
19
年
）

で
は
、
B
棟
に
新
し
く
大
屋
根
を
架
け
、
ホ
ー
ル

を
設
置
し
た
。
南
西
側
の
長
屋
は
、
8
室
の
テ
ナ

ン
ト
ス
ペ
ー
ス
と
階
段
室
に
変
更
し
た
。
現
在
は

理
髪
店
や
喫
茶
店
が
入
居
し
、
以
前
の
路
面
店
の

雰
囲
気
を
現
代
ら
し
く
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

　
旧
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
地
元
の
船
大
工
た
ち
が
、

船
や
廃
屋
か
ら
か
き
集
め
て
き
た
廃
材
を
ブ
リ
コ

ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

場
当
た
り
的
な
増
改
築
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、

プ
ラ
ン
や
構
造
は
複
雑
怪
奇
な
も
の
に
な
っ
た
。

設
計
図
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
改
修
す
る
に
も
ど
こ

に
耐
震
補
強
を
す
べ
き
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
構

造
補
強
を
相
談
し
た
満
田
衛
資
さ
ん
に
も
、
当
然

な
が
ら
「
現
状
で
は
的
確
な
判
断
は
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。

う
に
計
画
し
て
い
ま
す
。
第
2
期
で
は
階
段
室
を

新
設
し
、
正
面
の
ア
ト
リ
ウ
ム
を
通
ら
ず
と
も
路

地
か
ら
2
階
の
テ
ナ
ン
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
室
内
の
パ
ス
や

要
所
ご
と
の
抜
け
は
か
な
り
意
識
的
に
デ
ザ
イ
ン

し
、
全
体
の
回
遊
性
を
高
め
て
い
ま
す
」。こ
う
し

て
千
鳥
文
化
は
、
往
時
の
素
材
や
空
気
感
を
強
く

残
し
な
が
ら
も
、
明
る
く
風
通
し
の
よ
い
空
間
へ

と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　
何
を
残
し
て
、
何
を
剝
ぎ
取
り
、
何
を
加
え
る

か
。
建
物
を
改
修
す
る
に
あ
た
っ
て
、
建
築
家
は

必
ず
こ
の
問
題
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

千
鳥
文
化
の
〝
残
し
っ
ぷ
り
〞
は
、
頑
な
に
も
み

え
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
の
労
力
を
割
い
て
ま
で

既
存
部
を
残
し
た
の
か
。

　
家
成
さ
ん
か
ら
は
「
当
時
、
僕
た
ち
の
仕
事
は

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
、
当
初
、
千
島

土
地
か
ら『
新
築
で
も
い
い
よ
』と
言
わ
れ
た
と
き

は
、
正
直
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
ッ
と
傾
き
か
け
て（
笑
）。

満
田
さ
ん
か
ら
も
『
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
残
す
の

か
』
と
シ
ビ
ア
に
問
わ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
」
と
、

率
直
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
構
造
や

フ
ァ
サ
ー
ド
に
現
れ
る
当
時
の
資
材
の
継
ぎ
接
ぎ

や
、
大
工
さ
ん
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
施
工
の
お
も

し
ろ
さ
に
触
れ
る
な
か
で
、
や
っ
ぱ
り
残
す
べ
き

だ
と
い
う
気
持
ち
を
再
確
認
し
た
と
い
う
。

「
千
鳥
文
化
住
宅
は
、
歴
史
的
に
な
ん
の
価
値
も

な
い
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
ボ
ロ
屋
の
ひ
と
つ
で

す
。
立
派
な
重
要
文
化
財
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る

よ
う
な
残
す
べ
き
理
由
は
、
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く

な
い
。
で
も
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
も
の
ほ
ど
、
一

度
壊
し
た
ら
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
」。と
く
に
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
必

要
な
開
口
の
設
置
や
修
繕
以
外
は
も
は
や
整
理
し

な
い
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
た
。「
ボ
ロ
ボ
ロ
の
シ
ャ

ッ
タ
ー
や
『
T
E
A 

R
O
O
M 

ま
き
』
の
庇
テ

ン
ト
も
、
残
せ
る
も
ん
は
も
う
全
部
残
し
て
お
こ

　
そ
こ
で
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

壁
や
天
井
を
部
分
的
に
剝
が

し
な
が
ら
既
存
軀
体
を
実
測

し
、
構
造
模
型
を
制
作
す
る

こ
と
か
ら
設
計
を
開
始
す
る

が
、
そ
の
調
査
だ
け
で
約
1

年
も
の
歳
月
を
要
し
た
。「
天

井
を
見
れ
ば
、
2
本
の
細
い

柱
材
を
抱
き
合
わ
せ
、
上
か

ら
板
を
打
ち
つ
け
て
つ
く
っ

た
梁
み
た
い
な
も
の
が
現
れ

る
。
壁
を
剝
が
せ
ば
、
ど
こ

か
の
家
の
鴨
居
ら
し
き
も
の

が
下
地
材
と
し
て
現
れ
る
。

あ
り
も
の
の
資
材
で
こ
し
ら

え
た
大
工
の
〝
間
に
合
わ
せ

仕
事
〞
の
数
々
に
は
、
驚
き

の
連
続
で
し
た
ね
」。柱
の
足

元
や
柱
梁
の
接
点
を
撮
影
し

て
番
号
を
振
り
、
満
田
さ
ん

と
「
こ
の
柱
は
残
す
べ
き
か
、

残
す
な
ら
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
べ
き
か
」
を
、

本
当
に
1
箇
所
ず
つ
検
討
し
て
い
っ
た
。

　
改
修
に
あ
た
っ
て
大
き
く
手
を
入
れ
た
の
は
、

こ
の
構
造
と
動
線
だ
と
い
う
。「
全
体
を
可
能
な
限

り
残
す
こ
と
を
前
提
に
、
1
階
は
既
存
壁
の
内
側

に
基
礎
を
含
む
新
し
い
木
フ
レ
ー
ム
を
挿
入
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
必
要
な
箇
所
に
は
構
造
壁
を
設

け
て
全
体
を
補
強
し
、
土
間
も
打
ち
直
し
ま
し
た
。

既
存
梁
と
新
設
梁
と
が
交
差
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
は
、

新
設
梁
に
欠
き
込
み
を
設
け
て
下
か
ら
あ
て
が
っ

て
い
ま
す
。
2
階
の
壁
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
す
が
、

床
を
合
板
で
固
め
ま
し
た
」。

「
動
線
は
、
既
存
の
部
屋
割
り
自
体
は
踏
襲
し
つ

つ
、
ア
ト
リ
ウ
ム
を
幹
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
食

堂
や
バ
ー
や
ホ
ー
ル
、
2
階
へ
と
枝
を
伸
ば
す
よ

う
っ
て
。
あ
る
意
味
で
は
、
判
断
を
放
棄
し
て
い

ま
す
。
で
も
、
当
然
な
ん
で
も
残
そ
う
と
思
っ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
よ
。
建
築
の
来
歴
を

理
解
し
つ
つ
、
現
在
の
暮
ら
し
に
合
わ
せ
て
い
き

い
き
と
使
っ
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
に
あ
る
。
そ

の
暮
ら
し
や
活
動
に
必
要
な
設
え
な
ら
、
や
っ
て

も
い
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
」。

　
ま
た
「
あ
え
て
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
ボ
ロ
く
い

Chidori Bunka

2F

1F

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
く
り

込
む
ほ
ど
地
価
や
家
賃
が
上
昇
し
、
結
果
的
に
自

分
た
ち
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
加
担

し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
も
あ
っ
た
ん
で
す
」。

改
修
が
原
因
で
、
地
元
の
生
活
者
が
そ
の
場
所
を

離
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
態
を
招
く
か
も
し

れ
な
い
。
同
じ
北
加
賀
屋
で
設
計
事
務
所
を
構
え

る
家
成
さ
ん
た
ち
は
、
そ
う
し
た
当
事
者
意
識
も

も
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
自
分
た
ち
の
手
跡
を
残
し
た
い
と
い
う

欲
求
も
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。「
幾
多
の
増
改
築
の

な
か
で
、
こ
の
建
物
に
は
す
で
に
何
種
類
も
の
ボ

キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
僕
た
ち

が
や
っ
た
改
修
や
、
ほ
か
の
運
営
者
や
テ
ナ
ン
ト

の
み
ん
な
の
D
I
Y
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
加
わ

り
、
50
年
先
に
は
、
再
び
ど
こ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
か

わ
か
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
も
、
僕
ら
は
も
の
す
ご
く
肯
定
的
な
ん
で
す
」。

「
千
鳥
文
化
の
よ
さ
は
、
た
だ
古
い
か
ら
で
は
な

く
、
こ
の
北
加
賀
屋
の
来
歴
が
積
層
し
た
感
じ
が

あ
る
か
ら
。
ま
ち
の
成
り
立
ち
と
リ
ン
ク
し
た
ジ

ャ
ン
ク
な
適
当
さ
に
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
や
、

と
思
わ
さ
れ
る
」。は
な
や
か
な
経
済
成
長
を
足
元

で
支
え
、
そ
れ
が
衰
退
し
た
後
も
今
日
ま
で
粛
々

と
続
い
て
き
た
、
大
文
字
の
歴
史
に
は
の
る
こ
と

の
な
い
庶
民
の
生
活
史
。
そ
れ
を
伝
え
る
ひ
と
つ

が
、
千
鳥
文
化
住
宅
だ
っ
た
。
家
成
さ
ん
た
ち
は
、

そ
こ
に
、
か
つ
て
の
人
た
ち
が
し
た
の
と
同
じ
態

度
で
、
建
物
を
継
ぎ
、
ほ
こ
ろ
び
に
仕
事
や
材
を

接
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

１階食堂・商店の壁。
既存壁の内側に新しい
木造フレームを挿入。
壁厚増を利用して小物
を置き、背後には既存
の壁面がのぞく。

千 鳥 文 化の魅 力はジャンクな適当さ。
度重なる増改築によって

さまざまなボキャブラリーが混在する。
ドットによる改 修も、

入居者たちによる D I Y も、
そのひとつ。

残
す
も
の

剝
ぎ
取
る
も
の

加
え
る
も
の

生
活
史
の

一
部
に
溶
け
込
む

アトリウムの渡り廊下。
壁面にはかつての船大
工たちによる増改築の
痕跡が数多く残る。

食堂・商店。構造補強
の柱梁が並ぶ。新設梁
を上端を切り欠いて既
存梁にはめ込むことで
下から支える構成。

2F

1F

共用廊下からホールを
見る。第２期として完
成したB棟は、この吹
抜けのホールと９つの
テナントからなる。

ホール。アートイベン
トなどを開催。
2018年の台風で既存屋
根が飛び、小屋組みは
新たにつくり直した。
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家成俊勝

いえなり・としかつ／ 1974年
兵庫県生まれ。98年関西大学
法学部法律学科卒業。2000
年大阪工業技術専門学校夜
間部卒業。04年ドットアーキテク
ツ共同設立。京都芸術大学教
授。ドットアーキテクツのおもな
作品＝「馬木キャンプ」（13）、
「No.7」（18）、「仮の家」（22）。

↓施工中のアトリウム。
部分的な補強で支えな
がらコンクリートを打
ち直している。

写真上／部屋プロジェ
クト１。アーティスト
・金氏徹平の常設展示。
下／部屋プロジェクト
６。2017年に解散した
劇団維新派の資料が閲
覧できる「維新派アー
カイブス」。

千鳥文化
建築概要
所在地 大阪市住之江区
主要用途 飲食店、店舗、共同住宅
設計 ドットアーキテクツ
構造設計 満田衛資構造計画研究所
施工 和建築
階数 地上２階
敷地面積 746.70㎡
建築面積 310.44㎡
延床面積 573.48㎡
設計期間 １期：2014年９月～2017年５月、
 ２期：2018年６月～2019年５月
工事期間 １期：2017年５月～８月、
 ２期：2019年３月～11月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板瓦棒葺き、
 スレート屋根葺き、網入り波板ガラス
壁 既存まま
開口部 アルミサッシ

おもな内部仕上げ
食堂・バー
床 モルタル金ごて押え 撥水剤塗布
壁 構造用合板 カチオンしごき仕上げ
天井 既存天井材撤去のうえ清掃
アトリウム
床 コンクリート研ぎ出し仕上げ 
 撥水剤塗布
壁 既存まま
ギャラリー
床 構造用合板張り
壁 既存壁清掃
天井 既存野地板清掃
ホール
床 モルタル金ごて押え
壁 構造用合板 EP塗装
天井 小屋組み現し

Ienari Toshikatsu

千鳥文化全景。

ドットアーキテクツ

赤線：改修箇所 赤線：改修箇所
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２点ともに提供／ドットアーキテクツ

写真左／１階食堂。バ
ックヤードを隣の食堂
・商店と共有し、客席
も拡張した。右／バー。
かつてはドットのメン
バーで運営していた。

↑第１期A棟改修に向
けた手書きのスケッチ。
柱梁の位置を細かく確
認した形跡や、接合部
についてのメモなどが
残る。

新設床:
土間コンクリート 
t=150mm

▽
2FL:
GL+2,574

▽
1FL:
GL+50

▽
軒高:
GL+4,724

▽
最高高:
GL+6,724

△GL±0

アトリウム部屋PJ④ 部屋PJ⑥部屋
PJ①

補強金物:
コボット新設土台:

105*105

網入り波板ガラス

新設土台:
105*240

新設柱壁:
105*105、
構造用合板  t12
片面貼り  

新設梁
切り欠き加工し
既存梁を受け、
構造用合板t24貼り

5253
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家成俊勝

いえなり・としかつ／ 1974年
兵庫県生まれ。98年関西大学
法学部法律学科卒業。2000
年大阪工業技術専門学校夜
間部卒業。04年ドットアーキテク
ツ共同設立。京都芸術大学教
授。ドットアーキテクツのおもな
作品＝「馬木キャンプ」（13）、
「No.7」（18）、「仮の家」（22）。

↓施工中のアトリウム。
部分的な補強で支えな
がらコンクリートを打
ち直している。

写真上／部屋プロジェ
クト１。アーティスト
・金氏徹平の常設展示。
下／部屋プロジェクト
６。2017年に解散した
劇団維新派の資料が閲
覧できる「維新派アー
カイブス」。

千鳥文化
建築概要
所在地 大阪市住之江区
主要用途 飲食店、店舗、共同住宅
設計 ドットアーキテクツ
構造設計 満田衛資構造計画研究所
施工 和建築
階数 地上２階
敷地面積 746.70㎡
建築面積 310.44㎡
延床面積 573.48㎡
設計期間 １期：2014年９月～2017年５月、
 ２期：2018年６月～2019年５月
工事期間 １期：2017年５月～８月、
 ２期：2019年３月～11月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板瓦棒葺き、
 スレート屋根葺き、網入り波板ガラス
壁 既存まま
開口部 アルミサッシ

おもな内部仕上げ
食堂・バー
床 モルタル金ごて押え 撥水剤塗布
壁 構造用合板 カチオンしごき仕上げ
天井 既存天井材撤去のうえ清掃
アトリウム
床 コンクリート研ぎ出し仕上げ 
 撥水剤塗布
壁 既存まま
ギャラリー
床 構造用合板張り
壁 既存壁清掃
天井 既存野地板清掃
ホール
床 モルタル金ごて押え
壁 構造用合板 EP塗装
天井 小屋組み現し

Ienari Toshikatsu

千鳥文化全景。

ドットアーキテクツ

赤線：改修箇所 赤線：改修箇所
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Chidori Bunka

２点ともに提供／ドットアーキテクツ

写真左／１階食堂。バ
ックヤードを隣の食堂
・商店と共有し、客席
も拡張した。右／バー。
かつてはドットのメン
バーで運営していた。

↑第１期A棟改修に向
けた手書きのスケッチ。
柱梁の位置を細かく確
認した形跡や、接合部
についてのメモなどが
残る。

新設床:
土間コンクリート 
t=150mm

▽
2FL:
GL+2,574

▽
1FL:
GL+50

▽
軒高:
GL+4,724

▽
最高高:
GL+6,724

△GL±0

アトリウム部屋PJ④ 部屋PJ⑥部屋
PJ①

補強金物:
コボット新設土台:

105*105

網入り波板ガラス

新設土台:
105*240

新設柱壁:
105*105、
構造用合板  t12
片面貼り  

新設梁
切り欠き加工し
既存梁を受け、
構造用合板t24貼り
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ダミーテキストこの歳にな
るまで、蛍を見たこダミー
テキストこの歳にダミーテ
キストこの歳になるまで、
蛍を見たこダミーテキスト

店舗の壁面。既存の壁
はそのままに、新たに
什器を上から重ねるだ
け。このような手法を
クライアントは「加装」
と名づけたという。

取材・文／市川幹朗　写真／山内紀人

古いものに新しいものを「加装」
革製品を展開するブランドHender Schemeの店舗「スキマ 大阪」。

改修の対象となった築60年ほどの木造平屋には、すでに構造補強が施されていた。
デザインを手がけた元木大輔さんは、既存にはほとんど手を加えず、
新たに什器のレイヤーを加えるだけ、という手法を思いつく。

できるだけ少ない手数で新たな価値をつくる試み。

特集／時の積み重ねをデザインする　ケーススタディ❻

スキマ 大阪作品 設計 元 木 大 輔
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Case Study

Special Feature

sukima Osaka

店舗の什器。特殊な塗
料を使うことで、滴り
落ちる時間を含ませた
ような、つらら状の塗
装となった。
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J
R
、
阪
急
、
阪
神
に
地
下
鉄
も
乗
り
入
れ
て
、

多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
梅
田
駅
周
辺
か
ら
歩
い
て

10
分
少
々
。
駅
近
く
の
雑
踏
と
は
か
け
離
れ
た
静

か
な
公
園
の
前
に
そ
の
建
物
は
立
っ
て
い
た
。
遠

目
に
は
古
い
日
本
家
屋
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
こ

がH
ender Schem

e

の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
ス
ト
ア

「
ス
キ
マ 

大
阪
」だ
と
は
、事
前
に
知
ら
な
け
れ
ば

気
づ
く
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

　H
ender Schem

e

は
2
0
1
0
年
に
デ
ザ
イ
ナ

ー
の
柏
崎
亮
氏
が
立
ち
上
げ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
、
靴

職
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
柏
崎
氏
が
革
の
可
能

性
を
模
索
し
、
工
業
製
品
で
あ
る
ス
ニ
ー
カ
ー
を

革
靴
の
製
法
で
職
人
が
つ
く
る
と
い
う
オ
マ
ー
ジ

ュ
ラ
イ
ン
は
注
目
を
集
め
た
。
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
は
靴
だ
け
で
な
く
、
財
布
や
バ
ッ
グ
な
ど
革
製

品
が
多
い
が
、
革
の
よ
さ
を
生
か
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
商
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ザ
・
ノ
ー
ス
・
フ
ェ
イ

ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ラ
ン
ド
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
の
製
品
か
ら
似
て
非

な
る
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
ん
なH

ender Schem
e

の
関
西
で
の
フ
ラ

ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の

が
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
で
あ
る
。

　
改
修
の
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
さ
れ
た
の
は
元
木
大

輔
さ
ん
率
い
る
D
D
A
A
。元
木
さ
ん
がH

ender 
Schem

e

と
か
か
わ
る
の
は
こ
れ
が
2
軒
目
で
、

2
0
2
1
年
にH

ender Schem
e

を
運
営
す
る

ラ
イ
コ
ス
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
・
オ
フ
ィ
ス
の
改
修

を
手
が
け
て
い
る
。
元
木
さ
ん
自
身
は
、
仕
事
で

か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
前
か
らH

ender Schem
e

の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
は
「
ジ
ャ
ン
ル

は
違
う
け
ど
、
手
つ
き
が
似
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
オ
マ
ー
ジ
ュ
ラ
イ
ン
や
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ボ
の
な
か

で
、
既
存
の
も
の
を
違
う

視
点
で
見
つ
め
直
し
た
り
、

わ
ず
か
に
レ
ザ
ー
を
加
え

る
こ
と
で
ま
っ
た
く
新
し

い
も
の
に
変
え
た
り
す
る

よ
う
なH

ender Schem
e

の
も
の
づ
く
り
の
姿
勢
が
、

自
分
た
ち
の
考
え
て
い
る

こ
と
と
共
通
す
る
、
と
い

う
こ
と
。
そ
ん
な
相
思
相

愛
の
関
係
の
う
え
、
2
度

目
の
依
頼
。
1
度
目
の
案

件
で
お
互
い
の
目
線
合
わ

せ
、
価
値
観
の
す
り
合
わ

せ
は
終
え
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
信
頼
感
も
高

ま
り
、
設
計
作
業
も
よ
り

ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
建
物
は
築
60
年
超
の
木
造
平
屋
。
住
宅
と
し
て

の
役
目
を
終
え
た
後
、
地
域
の
人
た
ち
の
集
会
所

な
ど
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
当
初
建
物
を
壊
し

て
駐
車
場
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
の

物
件
は
、
最
低
限
の
耐
震
補
強
を
施
し
て
、
既
存

を
生
か
し
て
次
の
使
い
手
が
探
さ
れ
た
。
そ
の
段

階
でH

ender Schem
e

が
建
物
を
借
り
た
た
め
、

元
木
さ
ん
が
初
め
て
訪
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
床

や
天
井
は
撤
去
さ
れ
、
構
造
用
合
板
や
柱
の
交
換

な
ど
の
補
強
が
行
わ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
状
態
だ
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が
元
木
さ
ん
に
と
っ
て

は
魅
力
的
に
映
る
。

「
力
が
抜
け
て
い
て
、
い
い
意
味
で
適
当
と
い
う

か
、厳
密
な
計
画
性
の
な
い
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
」

　
内
装
計
画
は
、
そ
の
状
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

が
、
こ
れ
を
元
木
さ
ん
は
3
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
で
た

と
え
る
。
第
1
の
レ
イ
ヤ
ー
は
最
初
の
住
宅
と
し

て
の
状
態
、
第
2
の
レ
イ
ヤ
ー
が
構
造
補
強
の
な

さ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
、
そ
し
て
今
回
、
と
。

「H
ender Schem

e

の
も
の
づ
く
り
の
よ
う
に
、

新
し
い
レ
イ
ヤ
ー
を
重
ね
た
り
、
視
点
を
上
書
き

す
る
こ
と
で
、
既
存
の
建
物
は
で
き
る
だ
け
そ
の

ま
ま
に
、
新
し
い
価
値
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
」

　
こ
れ
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
、
要
素
を
増

や
す
こ
と
な
く
も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
素
材
だ

け
を
使
う
、
た
だ
し
第
2
レ
イ
ヤ
ー
で
加
え
ら
れ

た
合
板
は
使
わ
な
い
、
と
い
っ
た
ル
ー
ル
が
加
え

ら
れ
て
い
く
。

　
と
は
い
え
、
店
舗
と
し
て
求
め
ら
れ
る
機
能
は

当
然
あ
っ
て
、
な
か
で
も
大
き
な
問
題
は
商
品
を

並
べ
る
棚
。
展
示
す
る
ア
イ
テ
ム
数
は
決
ま
っ
て

い
た
た
め
、
必
要
な
棚
面
積
も
決
ま
る
。
そ
こ
で
、

気
に
入
っ
て
い
た
古
い
型
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
西
側

の
窓
な
ど
も
含
め
て
、
一
度
既
存
の
状
態
を
気
に

せ
ず
に
什
器
計
画
を
検
討
し
て
い
っ
た
結
果
、

「
白
」が
新
た
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
建
築
に
と
っ
て
、
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
な
色
と
い
う
意
味
で
白
は
特
別
だ
と
思
い

ま
す
し
、
白
く
塗
る
と
い
う
手
法
が
広
く
一
般
化

し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
白
の
扱
い
に
は
慎
重

で
し
た
。
今
ま
で
は
素
材
の
色
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
て
使
う
こ
と
が
多
く
、
白
を
テ
ー
マ
に
つ
く
る

こ
と
を
避
け
て
き
ま
し
た
。
た
だ
今
回
は
、
プ
ロ

ダ
ク
ト
を
見
せ
る
背
景
を
つ
く
る
必
要
も
あ
り
、

白
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
、
出
て
き
た
の

が
特
殊
な
塗
装
に
よ
る「
見
た
こ
と
も
な
い
白
」。

具
体
的
に
は
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
と
白
の
顔
料
を
混

ぜ
合
わ
せ
て
ざ
ら
つ
き
を
出
し
、
硬
化
速
度
を
遅

く
し
た
塗
料
を
棚
に
塗
る
。
1
〜
2
日
か
け
て
ゆ

っ
く
り
硬
化
す
る
塗
料
は
、
垂
れ
る
過
程
で
つ
ら

ら
状
と
な
っ
て
独
特
の
風
合
い
を
醸
し
出
す
。
つ

ま
り
遠
く
か
ら
見
れ
ば
古
い
土
壁
や
柱
と
は
無
関

係
に
伸
び
る
一
本
の
白
い
線
と
な
り
、
近
づ
く
と

そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
よ
う
な
「
白
」
が
見
え

て
く
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
古
い
木
造
家
屋
内
部

に
白
は
な
い
。
土
色
の
背
景
の
な
か
に
白
が
浮
か

び
上
が
り
、
そ
れ
が
ま
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
背
景
と

な
る
。

「
た
と
え
ば
赤
の
隣
に
黄
色
が
あ
る
の
と
青
が
あ

る
の
で
は
赤
の
意
味
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
同
じ

よ
う
に
、
立
体
が
ど
う
並
ん
で
い
る
か
に
よ
っ
て

も
、
あ
る
い
は
同
じ
並
び
で
も
デ
ィ
テ
ー
ル
が
違

う
と
意
味
が
変
わ
る
。
そ
う
い
う
つ
く
り
方
は
つ

ね
に
意
識
し
て
い
ま
す
」

　
現
状
を
で
き
る
だ
け
受
け
入
れ
な
が
ら
、
ど
こ

に
ど
う
い
う
「
句
読
点
を
打
て
ば
」
も
と
の
空
間

が
さ
ら
に
よ
く
な
る
か
。こ
れ
を
元
木
さ
ん
は「
何

も
足
さ
な
い
で
、
足
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
表
現

す
る
。
そ
し
て
「
何
を
足
し
た
ら
ギ
リ
ギ
リ
成
立

す
る
か
」
の
ス
タ
デ
ィ
を
繰
り
返
す
。

　
竣
工
し
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、
建
物

正
面
の
大
き
な
鏡
面
の
引
き
戸
。
閉
め
て
い
る
と

前
に
あ
る
公
園
の
風
景
を
鏡
面
が
映
し
出
し
、
オ

ー
プ
ン
時
に
は
3
分
の
2
ほ
ど
開
け
ら
れ
て
、
ぽ

っ
か
り
と
あ
い
た
穴
か
ら
内
部
の
様
子
が
道
路
へ

と
流
れ
出
る
。
入
口
の
前
に
は
、
前
の
公
園
を
座

っ
て
眺
め
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
さ
そ
う
な
新
し
く

つ
く
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
が
2
本
。
建
物
の

外
ま
わ
り
は
ほ
と
ん
ど
手
を
入
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
新
設
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
が
店
舗
と
道
路
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
、
適

度
な
距
離
感
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
内
部
に
入
る
と
大
き
な
吹
抜
け
の
が
ら
ん
ど
う

に
、
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
高
く
な

る
こ
れ
ま
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
が
規
則
的
に
6

つ
配
さ
れ
、
そ
の
上
に
商
品
と
な
る
靴
と
小
物
類

が
並
べ
ら
れ
る
。
壁
際
に
は
左
右
と
奥
に
、
先
ほ

ど
の
「
白
」
を
ま
と
っ
た
棚
が
あ
り
、
こ
こ
に
も

靴
。
そ
の
ほ
か
の
バ
ッ
グ
や
小
物
は
白
い
ボ
ー
ド

を
背
景
と
し
て
展
示
さ
れ
る
。
第
2
レ
イ
ヤ
ー
ま

で
の
状
態
を
で
き
る
限
り
保
っ
た
ま
ま
、
新
た
な

レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
加
え
ら
れ
た
「
白
」
と
土
間
床

が
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
だ

け
に
展
示
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

は
、
元
木
さ
ん
の
こ
の
提
案
を
「
加
装
」
と
呼
ん

だ
。
最
小
限
の
新
た
な
レ
イ
ヤ
ー
を
「
加
」
え
て

「
装
」う
こ
と
で
、
古
い
建

物
の
内
部
を
最
新
の
空
間

に
す
る
と
い
う
意
味
の
反

転
。元
木
さ
ん
は「
見
た
こ

と
が
あ
る
も
の
の
、
見
た

こ
と
の
な
い
使
わ
れ
方
」

を
求
め
る
。そ
し
て「
す
で

に
あ
る
も
の
を
で
き
る
だ

け
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
せ

た
ら
、
社
会
的
に
も
よ
く

な
る
と
思
う
ん
で
す
よ
」

と
も
。

　
反
転
と
い
っ
て
思
い
出

す
の
は
、
か
つ
て
藤
森
照

信
氏
が
語
っ
た
利
休
の
茶

室
と
壺
中
天
。
一
般
的
に

壺
中
天
は
「
俗
世
間
と
は

異
な
る
壺
の
中
の
別
天
地
」

と
説
明
さ
れ
る
が
、
藤
森

氏
は
「
ゴ
ム
マ
リ
に
小
さ
な
穴
を
あ
け
、
そ
こ
か

ら
ズ
ル
ズ
ル
と
中
を
引
き
出
す
と
ま
た
マ
リ
に
戻

る
が
、
し
か
し
同
じ
で
は
な
く
内
と
外
が
反
転
し

て
い
る
」と
し
、「（
内
部
に
入
れ
ば
）
世
俗
の
物
と

力
と
富
が
茶
室
と
い
う
茅
屋
の
内
に
封
じ
込
め
ら

れ
、
極
小
が
極
大
を
含
み
、
極
小
の
中
に
極
大
も

ま
た
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
利
休
の
茶
室
を
読
み

解
い
た
。
店
に
入
る
直
前
ま
で
鏡
面
が
俗
世
間
を

映
し
出
し
つ
つ
、
中
に
入
る
と
時
の
流
れ
を
超
え

た
別
天
地
。
過
去
と
現
在
を
分
断
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
古
い
も
の
の
な
か
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
元
木
さ
ん
の
試
み
は
、
か
た
ち
を
変
え
た
壺
中

天
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
道
路
に
向
け
て

ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、

時
空
を
超
え
る
た
め
の
少
し
大
き
め
の
躙
り
口
に

も
見
え
て
く
る
。

「
手
つ
き
が
似
て
い
る
」

相
思
相
愛
の
関
係

上
書
き
す
る
こ
と
で

新
し
い
価
値
を
つ
く
る

すでに構造補強されていた
木造平屋のがらんどう。

そこに第３のレイヤーを加えるだけで
見え方を変えていく。

南側外観。鏡面仕上げ
の大きな玄関スライド
ドアが前面に植えられ
た植栽を映し、不思議
な遠近感を生む。

写真上下／床に置いた
コンクリートの什器と、
既存の壁面に加えられ
た白い什器で全体が構
成される。
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J
R
、
阪
急
、
阪
神
に
地
下
鉄
も
乗
り
入
れ
て
、

多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
梅
田
駅
周
辺
か
ら
歩
い
て

10
分
少
々
。
駅
近
く
の
雑
踏
と
は
か
け
離
れ
た
静

か
な
公
園
の
前
に
そ
の
建
物
は
立
っ
て
い
た
。
遠

目
に
は
古
い
日
本
家
屋
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
こ

がH
ender Schem

e

の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
ス
ト
ア

「
ス
キ
マ 

大
阪
」だ
と
は
、事
前
に
知
ら
な
け
れ
ば

気
づ
く
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

　H
ender Schem

e

は
2
0
1
0
年
に
デ
ザ
イ
ナ

ー
の
柏
崎
亮
氏
が
立
ち
上
げ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
、
靴

職
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
柏
崎
氏
が
革
の
可
能

性
を
模
索
し
、
工
業
製
品
で
あ
る
ス
ニ
ー
カ
ー
を

革
靴
の
製
法
で
職
人
が
つ
く
る
と
い
う
オ
マ
ー
ジ

ュ
ラ
イ
ン
は
注
目
を
集
め
た
。
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
は
靴
だ
け
で
な
く
、
財
布
や
バ
ッ
グ
な
ど
革
製

品
が
多
い
が
、
革
の
よ
さ
を
生
か
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
商
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ザ
・
ノ
ー
ス
・
フ
ェ
イ

ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ラ
ン
ド
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
の
製
品
か
ら
似
て
非

な
る
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
ん
なH

ender Schem
e

の
関
西
で
の
フ
ラ

ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の

が
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
で
あ
る
。

　
改
修
の
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
さ
れ
た
の
は
元
木
大

輔
さ
ん
率
い
る
D
D
A
A
。元
木
さ
ん
がH

ender 
Schem

e

と
か
か
わ
る
の
は
こ
れ
が
2
軒
目
で
、

2
0
2
1
年
にH

ender Schem
e

を
運
営
す
る

ラ
イ
コ
ス
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
・
オ
フ
ィ
ス
の
改
修

を
手
が
け
て
い
る
。
元
木
さ
ん
自
身
は
、
仕
事
で

か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
前
か
らH

ender Schem
e

の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
は
「
ジ
ャ
ン
ル

は
違
う
け
ど
、
手
つ
き
が
似
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
オ
マ
ー
ジ
ュ
ラ
イ
ン
や
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ボ
の
な
か

で
、
既
存
の
も
の
を
違
う

視
点
で
見
つ
め
直
し
た
り
、

わ
ず
か
に
レ
ザ
ー
を
加
え

る
こ
と
で
ま
っ
た
く
新
し

い
も
の
に
変
え
た
り
す
る

よ
う
なH

ender Schem
e

の
も
の
づ
く
り
の
姿
勢
が
、

自
分
た
ち
の
考
え
て
い
る

こ
と
と
共
通
す
る
、
と
い

う
こ
と
。
そ
ん
な
相
思
相

愛
の
関
係
の
う
え
、
2
度

目
の
依
頼
。
1
度
目
の
案

件
で
お
互
い
の
目
線
合
わ

せ
、
価
値
観
の
す
り
合
わ

せ
は
終
え
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
信
頼
感
も
高

ま
り
、
設
計
作
業
も
よ
り

ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
建
物
は
築
60
年
超
の
木
造
平
屋
。
住
宅
と
し
て

の
役
目
を
終
え
た
後
、
地
域
の
人
た
ち
の
集
会
所

な
ど
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
当
初
建
物
を
壊
し

て
駐
車
場
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
の

物
件
は
、
最
低
限
の
耐
震
補
強
を
施
し
て
、
既
存

を
生
か
し
て
次
の
使
い
手
が
探
さ
れ
た
。
そ
の
段

階
でH

ender Schem
e

が
建
物
を
借
り
た
た
め
、

元
木
さ
ん
が
初
め
て
訪
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
床

や
天
井
は
撤
去
さ
れ
、
構
造
用
合
板
や
柱
の
交
換

な
ど
の
補
強
が
行
わ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
状
態
だ
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が
元
木
さ
ん
に
と
っ
て

は
魅
力
的
に
映
る
。

「
力
が
抜
け
て
い
て
、
い
い
意
味
で
適
当
と
い
う

か
、厳
密
な
計
画
性
の
な
い
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
」

　
内
装
計
画
は
、
そ
の
状
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

が
、
こ
れ
を
元
木
さ
ん
は
3
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
で
た

と
え
る
。
第
1
の
レ
イ
ヤ
ー
は
最
初
の
住
宅
と
し

て
の
状
態
、
第
2
の
レ
イ
ヤ
ー
が
構
造
補
強
の
な

さ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
、
そ
し
て
今
回
、
と
。

「H
ender Schem

e

の
も
の
づ
く
り
の
よ
う
に
、

新
し
い
レ
イ
ヤ
ー
を
重
ね
た
り
、
視
点
を
上
書
き

す
る
こ
と
で
、
既
存
の
建
物
は
で
き
る
だ
け
そ
の

ま
ま
に
、
新
し
い
価
値
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
」

　
こ
れ
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
、
要
素
を
増

や
す
こ
と
な
く
も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
素
材
だ

け
を
使
う
、
た
だ
し
第
2
レ
イ
ヤ
ー
で
加
え
ら
れ

た
合
板
は
使
わ
な
い
、
と
い
っ
た
ル
ー
ル
が
加
え

ら
れ
て
い
く
。

　
と
は
い
え
、
店
舗
と
し
て
求
め
ら
れ
る
機
能
は

当
然
あ
っ
て
、
な
か
で
も
大
き
な
問
題
は
商
品
を

並
べ
る
棚
。
展
示
す
る
ア
イ
テ
ム
数
は
決
ま
っ
て

い
た
た
め
、
必
要
な
棚
面
積
も
決
ま
る
。
そ
こ
で
、

気
に
入
っ
て
い
た
古
い
型
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
西
側

の
窓
な
ど
も
含
め
て
、
一
度
既
存
の
状
態
を
気
に

せ
ず
に
什
器
計
画
を
検
討
し
て
い
っ
た
結
果
、

「
白
」が
新
た
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
建
築
に
と
っ
て
、
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
な
色
と
い
う
意
味
で
白
は
特
別
だ
と
思
い

ま
す
し
、
白
く
塗
る
と
い
う
手
法
が
広
く
一
般
化

し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
白
の
扱
い
に
は
慎
重

で
し
た
。
今
ま
で
は
素
材
の
色
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
て
使
う
こ
と
が
多
く
、
白
を
テ
ー
マ
に
つ
く
る

こ
と
を
避
け
て
き
ま
し
た
。
た
だ
今
回
は
、
プ
ロ

ダ
ク
ト
を
見
せ
る
背
景
を
つ
く
る
必
要
も
あ
り
、

白
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
、
出
て
き
た
の

が
特
殊
な
塗
装
に
よ
る「
見
た
こ
と
も
な
い
白
」。

具
体
的
に
は
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
と
白
の
顔
料
を
混

ぜ
合
わ
せ
て
ざ
ら
つ
き
を
出
し
、
硬
化
速
度
を
遅

く
し
た
塗
料
を
棚
に
塗
る
。
1
〜
2
日
か
け
て
ゆ

っ
く
り
硬
化
す
る
塗
料
は
、
垂
れ
る
過
程
で
つ
ら

ら
状
と
な
っ
て
独
特
の
風
合
い
を
醸
し
出
す
。
つ

ま
り
遠
く
か
ら
見
れ
ば
古
い
土
壁
や
柱
と
は
無
関

係
に
伸
び
る
一
本
の
白
い
線
と
な
り
、
近
づ
く
と

そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
よ
う
な
「
白
」
が
見
え

て
く
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
古
い
木
造
家
屋
内
部

に
白
は
な
い
。
土
色
の
背
景
の
な
か
に
白
が
浮
か

び
上
が
り
、
そ
れ
が
ま
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
背
景
と

な
る
。

「
た
と
え
ば
赤
の
隣
に
黄
色
が
あ
る
の
と
青
が
あ

る
の
で
は
赤
の
意
味
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
同
じ

よ
う
に
、
立
体
が
ど
う
並
ん
で
い
る
か
に
よ
っ
て

も
、
あ
る
い
は
同
じ
並
び
で
も
デ
ィ
テ
ー
ル
が
違

う
と
意
味
が
変
わ
る
。
そ
う
い
う
つ
く
り
方
は
つ

ね
に
意
識
し
て
い
ま
す
」

　
現
状
を
で
き
る
だ
け
受
け
入
れ
な
が
ら
、
ど
こ

に
ど
う
い
う
「
句
読
点
を
打
て
ば
」
も
と
の
空
間

が
さ
ら
に
よ
く
な
る
か
。こ
れ
を
元
木
さ
ん
は「
何

も
足
さ
な
い
で
、
足
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
表
現

す
る
。
そ
し
て
「
何
を
足
し
た
ら
ギ
リ
ギ
リ
成
立

す
る
か
」
の
ス
タ
デ
ィ
を
繰
り
返
す
。

　
竣
工
し
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、
建
物

正
面
の
大
き
な
鏡
面
の
引
き
戸
。
閉
め
て
い
る
と

前
に
あ
る
公
園
の
風
景
を
鏡
面
が
映
し
出
し
、
オ

ー
プ
ン
時
に
は
3
分
の
2
ほ
ど
開
け
ら
れ
て
、
ぽ

っ
か
り
と
あ
い
た
穴
か
ら
内
部
の
様
子
が
道
路
へ

と
流
れ
出
る
。
入
口
の
前
に
は
、
前
の
公
園
を
座

っ
て
眺
め
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
さ
そ
う
な
新
し
く

つ
く
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
が
2
本
。
建
物
の

外
ま
わ
り
は
ほ
と
ん
ど
手
を
入
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
新
設
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
が
店
舗
と
道
路
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
、
適

度
な
距
離
感
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
内
部
に
入
る
と
大
き
な
吹
抜
け
の
が
ら
ん
ど
う

に
、
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
高
く
な

る
こ
れ
ま
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
が
規
則
的
に
6

つ
配
さ
れ
、
そ
の
上
に
商
品
と
な
る
靴
と
小
物
類

が
並
べ
ら
れ
る
。
壁
際
に
は
左
右
と
奥
に
、
先
ほ

ど
の
「
白
」
を
ま
と
っ
た
棚
が
あ
り
、
こ
こ
に
も

靴
。
そ
の
ほ
か
の
バ
ッ
グ
や
小
物
は
白
い
ボ
ー
ド

を
背
景
と
し
て
展
示
さ
れ
る
。
第
2
レ
イ
ヤ
ー
ま

で
の
状
態
を
で
き
る
限
り
保
っ
た
ま
ま
、
新
た
な

レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
加
え
ら
れ
た
「
白
」
と
土
間
床

が
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
だ

け
に
展
示
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

は
、
元
木
さ
ん
の
こ
の
提
案
を
「
加
装
」
と
呼
ん

だ
。
最
小
限
の
新
た
な
レ
イ
ヤ
ー
を
「
加
」
え
て

「
装
」う
こ
と
で
、
古
い
建

物
の
内
部
を
最
新
の
空
間

に
す
る
と
い
う
意
味
の
反

転
。元
木
さ
ん
は「
見
た
こ

と
が
あ
る
も
の
の
、
見
た

こ
と
の
な
い
使
わ
れ
方
」

を
求
め
る
。そ
し
て「
す
で

に
あ
る
も
の
を
で
き
る
だ

け
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
せ

た
ら
、
社
会
的
に
も
よ
く

な
る
と
思
う
ん
で
す
よ
」

と
も
。

　
反
転
と
い
っ
て
思
い
出

す
の
は
、
か
つ
て
藤
森
照

信
氏
が
語
っ
た
利
休
の
茶

室
と
壺
中
天
。
一
般
的
に

壺
中
天
は
「
俗
世
間
と
は

異
な
る
壺
の
中
の
別
天
地
」

と
説
明
さ
れ
る
が
、
藤
森

氏
は
「
ゴ
ム
マ
リ
に
小
さ
な
穴
を
あ
け
、
そ
こ
か

ら
ズ
ル
ズ
ル
と
中
を
引
き
出
す
と
ま
た
マ
リ
に
戻

る
が
、
し
か
し
同
じ
で
は
な
く
内
と
外
が
反
転
し

て
い
る
」と
し
、「（
内
部
に
入
れ
ば
）
世
俗
の
物
と

力
と
富
が
茶
室
と
い
う
茅
屋
の
内
に
封
じ
込
め
ら

れ
、
極
小
が
極
大
を
含
み
、
極
小
の
中
に
極
大
も

ま
た
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
利
休
の
茶
室
を
読
み

解
い
た
。
店
に
入
る
直
前
ま
で
鏡
面
が
俗
世
間
を

映
し
出
し
つ
つ
、
中
に
入
る
と
時
の
流
れ
を
超
え

た
別
天
地
。
過
去
と
現
在
を
分
断
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
古
い
も
の
の
な
か
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
元
木
さ
ん
の
試
み
は
、
か
た
ち
を
変
え
た
壺
中

天
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
道
路
に
向
け
て

ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、

時
空
を
超
え
る
た
め
の
少
し
大
き
め
の
躙
り
口
に

も
見
え
て
く
る
。

「
手
つ
き
が
似
て
い
る
」

相
思
相
愛
の
関
係

上
書
き
す
る
こ
と
で

新
し
い
価
値
を
つ
く
る

すでに構造補強されていた
木造平屋のがらんどう。
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J
R
、
阪
急
、
阪
神
に
地
下
鉄
も
乗
り
入
れ
て
、

多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
梅
田
駅
周
辺
か
ら
歩
い
て

10
分
少
々
。
駅
近
く
の
雑
踏
と
は
か
け
離
れ
た
静

か
な
公
園
の
前
に
そ
の
建
物
は
立
っ
て
い
た
。
遠

目
に
は
古
い
日
本
家
屋
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
こ

がH
ender Schem

e

の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
ス
ト
ア

「
ス
キ
マ 

大
阪
」だ
と
は
、事
前
に
知
ら
な
け
れ
ば

気
づ
く
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

　H
ender Schem

e

は
2
0
1
0
年
に
デ
ザ
イ
ナ

ー
の
柏
崎
亮
氏
が
立
ち
上
げ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
、
靴

職
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
柏
崎
氏
が
革
の
可
能

性
を
模
索
し
、
工
業
製
品
で
あ
る
ス
ニ
ー
カ
ー
を

革
靴
の
製
法
で
職
人
が
つ
く
る
と
い
う
オ
マ
ー
ジ

ュ
ラ
イ
ン
は
注
目
を
集
め
た
。
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
は
靴
だ
け
で
な
く
、
財
布
や
バ
ッ
グ
な
ど
革
製

品
が
多
い
が
、
革
の
よ
さ
を
生
か
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
商
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ザ
・
ノ
ー
ス
・
フ
ェ
イ

ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ラ
ン
ド
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
の
製
品
か
ら
似
て
非

な
る
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
ん
なH

ender Schem
e

の
関
西
で
の
フ
ラ

ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の

が
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
で
あ
る
。

　
改
修
の
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
さ
れ
た
の
は
元
木
大

輔
さ
ん
率
い
る
D
D
A
A
。元
木
さ
ん
がH

ender 
Schem

e

と
か
か
わ
る
の
は
こ
れ
が
2
軒
目
で
、

2
0
2
1
年
にH

ender Schem
e

を
運
営
す
る

ラ
イ
コ
ス
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
・
オ
フ
ィ
ス
の
改
修

を
手
が
け
て
い
る
。
元
木
さ
ん
自
身
は
、
仕
事
で

か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
前
か
らH

ender Schem
e

の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
は
「
ジ
ャ
ン
ル

は
違
う
け
ど
、
手
つ
き
が
似
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
オ
マ
ー
ジ
ュ
ラ
イ
ン
や
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ボ
の
な
か

で
、
既
存
の
も
の
を
違
う

視
点
で
見
つ
め
直
し
た
り
、

わ
ず
か
に
レ
ザ
ー
を
加
え

る
こ
と
で
ま
っ
た
く
新
し

い
も
の
に
変
え
た
り
す
る

よ
う
なH

ender Schem
e

の
も
の
づ
く
り
の
姿
勢
が
、

自
分
た
ち
の
考
え
て
い
る

こ
と
と
共
通
す
る
、
と
い

う
こ
と
。
そ
ん
な
相
思
相

愛
の
関
係
の
う
え
、
2
度

目
の
依
頼
。
1
度
目
の
案

件
で
お
互
い
の
目
線
合
わ

せ
、
価
値
観
の
す
り
合
わ

せ
は
終
え
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
信
頼
感
も
高

ま
り
、
設
計
作
業
も
よ
り

ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
建
物
は
築
60
年
超
の
木
造
平
屋
。
住
宅
と
し
て

の
役
目
を
終
え
た
後
、
地
域
の
人
た
ち
の
集
会
所

な
ど
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
当
初
建
物
を
壊
し

て
駐
車
場
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
の

物
件
は
、
最
低
限
の
耐
震
補
強
を
施
し
て
、
既
存

を
生
か
し
て
次
の
使
い
手
が
探
さ
れ
た
。
そ
の
段

階
でH

ender Schem
e

が
建
物
を
借
り
た
た
め
、

元
木
さ
ん
が
初
め
て
訪
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
床

や
天
井
は
撤
去
さ
れ
、
構
造
用
合
板
や
柱
の
交
換

な
ど
の
補
強
が
行
わ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
状
態
だ
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が
元
木
さ
ん
に
と
っ
て

は
魅
力
的
に
映
る
。

「
力
が
抜
け
て
い
て
、
い
い
意
味
で
適
当
と
い
う

か
、厳
密
な
計
画
性
の
な
い
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
」

　
内
装
計
画
は
、
そ
の
状
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

が
、
こ
れ
を
元
木
さ
ん
は
3
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
で
た

と
え
る
。
第
1
の
レ
イ
ヤ
ー
は
最
初
の
住
宅
と
し

て
の
状
態
、
第
2
の
レ
イ
ヤ
ー
が
構
造
補
強
の
な

さ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
、
そ
し
て
今
回
、
と
。

「H
ender Schem

e

の
も
の
づ
く
り
の
よ
う
に
、

新
し
い
レ
イ
ヤ
ー
を
重
ね
た
り
、
視
点
を
上
書
き

す
る
こ
と
で
、
既
存
の
建
物
は
で
き
る
だ
け
そ
の

ま
ま
に
、
新
し
い
価
値
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
」

　
こ
れ
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
、
要
素
を
増

や
す
こ
と
な
く
も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
素
材
だ

け
を
使
う
、
た
だ
し
第
2
レ
イ
ヤ
ー
で
加
え
ら
れ

た
合
板
は
使
わ
な
い
、
と
い
っ
た
ル
ー
ル
が
加
え

ら
れ
て
い
く
。

　
と
は
い
え
、
店
舗
と
し
て
求
め
ら
れ
る
機
能
は

当
然
あ
っ
て
、
な
か
で
も
大
き
な
問
題
は
商
品
を

並
べ
る
棚
。
展
示
す
る
ア
イ
テ
ム
数
は
決
ま
っ
て

い
た
た
め
、
必
要
な
棚
面
積
も
決
ま
る
。
そ
こ
で
、

気
に
入
っ
て
い
た
古
い
型
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
西
側

の
窓
な
ど
も
含
め
て
、
一
度
既
存
の
状
態
を
気
に

せ
ず
に
什
器
計
画
を
検
討
し
て
い
っ
た
結
果
、

「
白
」が
新
た
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
建
築
に
と
っ
て
、
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
な
色
と
い
う
意
味
で
白
は
特
別
だ
と
思
い

ま
す
し
、
白
く
塗
る
と
い
う
手
法
が
広
く
一
般
化

し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
白
の
扱
い
に
は
慎
重

で
し
た
。
今
ま
で
は
素
材
の
色
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
て
使
う
こ
と
が
多
く
、
白
を
テ
ー
マ
に
つ
く
る

こ
と
を
避
け
て
き
ま
し
た
。
た
だ
今
回
は
、
プ
ロ

ダ
ク
ト
を
見
せ
る
背
景
を
つ
く
る
必
要
も
あ
り
、

白
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
、
出
て
き
た
の

が
特
殊
な
塗
装
に
よ
る「
見
た
こ
と
も
な
い
白
」。

具
体
的
に
は
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
と
白
の
顔
料
を
混

ぜ
合
わ
せ
て
ざ
ら
つ
き
を
出
し
、
硬
化
速
度
を
遅

く
し
た
塗
料
を
棚
に
塗
る
。
1
〜
2
日
か
け
て
ゆ

っ
く
り
硬
化
す
る
塗
料
は
、
垂
れ
る
過
程
で
つ
ら

ら
状
と
な
っ
て
独
特
の
風
合
い
を
醸
し
出
す
。
つ

ま
り
遠
く
か
ら
見
れ
ば
古
い
土
壁
や
柱
と
は
無
関

係
に
伸
び
る
一
本
の
白
い
線
と
な
り
、
近
づ
く
と

そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
よ
う
な
「
白
」
が
見
え

て
く
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
古
い
木
造
家
屋
内
部

に
白
は
な
い
。
土
色
の
背
景
の
な
か
に
白
が
浮
か

び
上
が
り
、
そ
れ
が
ま
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
背
景
と

な
る
。

「
た
と
え
ば
赤
の
隣
に
黄
色
が
あ
る
の
と
青
が
あ

る
の
で
は
赤
の
意
味
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
同
じ

よ
う
に
、
立
体
が
ど
う
並
ん
で
い
る
か
に
よ
っ
て

も
、
あ
る
い
は
同
じ
並
び
で
も
デ
ィ
テ
ー
ル
が
違

う
と
意
味
が
変
わ
る
。
そ
う
い
う
つ
く
り
方
は
つ

ね
に
意
識
し
て
い
ま
す
」

　
現
状
を
で
き
る
だ
け
受
け
入
れ
な
が
ら
、
ど
こ

に
ど
う
い
う
「
句
読
点
を
打
て
ば
」
も
と
の
空
間

が
さ
ら
に
よ
く
な
る
か
。こ
れ
を
元
木
さ
ん
は「
何

も
足
さ
な
い
で
、
足
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
表
現

す
る
。
そ
し
て
「
何
を
足
し
た
ら
ギ
リ
ギ
リ
成
立

す
る
か
」
の
ス
タ
デ
ィ
を
繰
り
返
す
。

　
竣
工
し
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、
建
物

正
面
の
大
き
な
鏡
面
の
引
き
戸
。
閉
め
て
い
る
と

前
に
あ
る
公
園
の
風
景
を
鏡
面
が
映
し
出
し
、
オ

ー
プ
ン
時
に
は
3
分
の
2
ほ
ど
開
け
ら
れ
て
、
ぽ

っ
か
り
と
あ
い
た
穴
か
ら
内
部
の
様
子
が
道
路
へ

と
流
れ
出
る
。
入
口
の
前
に
は
、
前
の
公
園
を
座

っ
て
眺
め
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
さ
そ
う
な
新
し
く

つ
く
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
が
2
本
。
建
物
の

外
ま
わ
り
は
ほ
と
ん
ど
手
を
入
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
新
設
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
が
店
舗
と
道
路
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
、
適

度
な
距
離
感
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
内
部
に
入
る
と
大
き
な
吹
抜
け
の
が
ら
ん
ど
う

に
、
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
高
く
な

る
こ
れ
ま
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
が
規
則
的
に
6

つ
配
さ
れ
、
そ
の
上
に
商
品
と
な
る
靴
と
小
物
類

が
並
べ
ら
れ
る
。
壁
際
に
は
左
右
と
奥
に
、
先
ほ

ど
の
「
白
」
を
ま
と
っ
た
棚
が
あ
り
、
こ
こ
に
も

靴
。
そ
の
ほ
か
の
バ
ッ
グ
や
小
物
は
白
い
ボ
ー
ド

を
背
景
と
し
て
展
示
さ
れ
る
。
第
2
レ
イ
ヤ
ー
ま

で
の
状
態
を
で
き
る
限
り
保
っ
た
ま
ま
、
新
た
な

レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
加
え
ら
れ
た
「
白
」
と
土
間
床

が
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
だ

け
に
展
示
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

は
、
元
木
さ
ん
の
こ
の
提
案
を
「
加
装
」
と
呼
ん

だ
。
最
小
限
の
新
た
な
レ
イ
ヤ
ー
を
「
加
」
え
て

「
装
」う
こ
と
で
、
古
い
建

物
の
内
部
を
最
新
の
空
間

に
す
る
と
い
う
意
味
の
反

転
。元
木
さ
ん
は「
見
た
こ

と
が
あ
る
も
の
の
、
見
た

こ
と
の
な
い
使
わ
れ
方
」

を
求
め
る
。そ
し
て「
す
で

に
あ
る
も
の
を
で
き
る
だ

け
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
せ

た
ら
、
社
会
的
に
も
よ
く

な
る
と
思
う
ん
で
す
よ
」

と
も
。

　
反
転
と
い
っ
て
思
い
出

す
の
は
、
か
つ
て
藤
森
照

信
氏
が
語
っ
た
利
休
の
茶

室
と
壺
中
天
。
一
般
的
に

壺
中
天
は
「
俗
世
間
と
は

異
な
る
壺
の
中
の
別
天
地
」

と
説
明
さ
れ
る
が
、
藤
森

氏
は
「
ゴ
ム
マ
リ
に
小
さ
な
穴
を
あ
け
、
そ
こ
か

ら
ズ
ル
ズ
ル
と
中
を
引
き
出
す
と
ま
た
マ
リ
に
戻

る
が
、
し
か
し
同
じ
で
は
な
く
内
と
外
が
反
転
し

て
い
る
」と
し
、「（
内
部
に
入
れ
ば
）
世
俗
の
物
と

力
と
富
が
茶
室
と
い
う
茅
屋
の
内
に
封
じ
込
め
ら

れ
、
極
小
が
極
大
を
含
み
、
極
小
の
中
に
極
大
も

ま
た
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
利
休
の
茶
室
を
読
み

解
い
た
。
店
に
入
る
直
前
ま
で
鏡
面
が
俗
世
間
を

映
し
出
し
つ
つ
、
中
に
入
る
と
時
の
流
れ
を
超
え

た
別
天
地
。
過
去
と
現
在
を
分
断
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
古
い
も
の
の
な
か
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
元
木
さ
ん
の
試
み
は
、
か
た
ち
を
変
え
た
壺
中

天
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
道
路
に
向
け
て

ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、

時
空
を
超
え
る
た
め
の
少
し
大
き
め
の
躙
り
口
に

も
見
え
て
く
る
。

古
さ
を
反
転
さ
せ
て

新
し
さ
を「
加
装
」す
る

sukim
a O

saka

↓什器塗装のつらら。
白い顔料にエポキシ樹
脂を混ぜてムラを出し、
固まるスピードを調整
した。

↑建物の履歴が刻まれ
た独立柱。床は研磨し
て骨材を現している。
革製マットの上は試着
スペース。

壁面に現れる３つのレ
イヤー。手前から新設
の什器、構造用合板に
よる補強、そして窓を
含む既存の壁。
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新
た
な
意
匠
で
改
め
る

「
改
装
」
で
は
な
く
、

既
存
を
受
け
入
れ
手
を
入
れ
ず
、

新
た
な
レ
イ
ヤ
ー
を
加
え
る
「
加
装
」
。
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J
R
、
阪
急
、
阪
神
に
地
下
鉄
も
乗
り
入
れ
て
、

多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
梅
田
駅
周
辺
か
ら
歩
い
て

10
分
少
々
。
駅
近
く
の
雑
踏
と
は
か
け
離
れ
た
静

か
な
公
園
の
前
に
そ
の
建
物
は
立
っ
て
い
た
。
遠

目
に
は
古
い
日
本
家
屋
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
こ

がH
ender Schem

e

の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
ス
ト
ア

「
ス
キ
マ 

大
阪
」だ
と
は
、事
前
に
知
ら
な
け
れ
ば

気
づ
く
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

　H
ender Schem

e

は
2
0
1
0
年
に
デ
ザ
イ
ナ

ー
の
柏
崎
亮
氏
が
立
ち
上
げ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
、
靴

職
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
柏
崎
氏
が
革
の
可
能

性
を
模
索
し
、
工
業
製
品
で
あ
る
ス
ニ
ー
カ
ー
を

革
靴
の
製
法
で
職
人
が
つ
く
る
と
い
う
オ
マ
ー
ジ

ュ
ラ
イ
ン
は
注
目
を
集
め
た
。
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
は
靴
だ
け
で
な
く
、
財
布
や
バ
ッ
グ
な
ど
革
製

品
が
多
い
が
、
革
の
よ
さ
を
生
か
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
商
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ザ
・
ノ
ー
ス
・
フ
ェ
イ

ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ラ
ン
ド
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
の
製
品
か
ら
似
て
非

な
る
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
ん
なH

ender Schem
e

の
関
西
で
の
フ
ラ

ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
の

が
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
で
あ
る
。

　
改
修
の
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
さ
れ
た
の
は
元
木
大

輔
さ
ん
率
い
る
D
D
A
A
。元
木
さ
ん
がH

ender 
Schem

e

と
か
か
わ
る
の
は
こ
れ
が
2
軒
目
で
、

2
0
2
1
年
にH

ender Schem
e

を
運
営
す
る

ラ
イ
コ
ス
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
・
オ
フ
ィ
ス
の
改
修

を
手
が
け
て
い
る
。
元
木
さ
ん
自
身
は
、
仕
事
で

か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
前
か
らH

ender Schem
e

の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
は
「
ジ
ャ
ン
ル

は
違
う
け
ど
、
手
つ
き
が
似
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
オ
マ
ー
ジ
ュ
ラ
イ
ン
や
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ボ
の
な
か

で
、
既
存
の
も
の
を
違
う

視
点
で
見
つ
め
直
し
た
り
、

わ
ず
か
に
レ
ザ
ー
を
加
え

る
こ
と
で
ま
っ
た
く
新
し

い
も
の
に
変
え
た
り
す
る

よ
う
なH

ender Schem
e

の
も
の
づ
く
り
の
姿
勢
が
、

自
分
た
ち
の
考
え
て
い
る

こ
と
と
共
通
す
る
、
と
い

う
こ
と
。
そ
ん
な
相
思
相

愛
の
関
係
の
う
え
、
2
度

目
の
依
頼
。
1
度
目
の
案

件
で
お
互
い
の
目
線
合
わ

せ
、
価
値
観
の
す
り
合
わ

せ
は
終
え
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
信
頼
感
も
高

ま
り
、
設
計
作
業
も
よ
り

ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
建
物
は
築
60
年
超
の
木
造
平
屋
。
住
宅
と
し
て

の
役
目
を
終
え
た
後
、
地
域
の
人
た
ち
の
集
会
所

な
ど
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
当
初
建
物
を
壊
し

て
駐
車
場
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
の

物
件
は
、
最
低
限
の
耐
震
補
強
を
施
し
て
、
既
存

を
生
か
し
て
次
の
使
い
手
が
探
さ
れ
た
。
そ
の
段

階
でH

ender Schem
e

が
建
物
を
借
り
た
た
め
、

元
木
さ
ん
が
初
め
て
訪
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
床

や
天
井
は
撤
去
さ
れ
、
構
造
用
合
板
や
柱
の
交
換

な
ど
の
補
強
が
行
わ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
状
態
だ
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が
元
木
さ
ん
に
と
っ
て

は
魅
力
的
に
映
る
。

「
力
が
抜
け
て
い
て
、
い
い
意
味
で
適
当
と
い
う

か
、厳
密
な
計
画
性
の
な
い
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
」

　
内
装
計
画
は
、
そ
の
状
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

が
、
こ
れ
を
元
木
さ
ん
は
3
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
で
た

と
え
る
。
第
1
の
レ
イ
ヤ
ー
は
最
初
の
住
宅
と
し

て
の
状
態
、
第
2
の
レ
イ
ヤ
ー
が
構
造
補
強
の
な

さ
れ
た
が
ら
ん
ど
う
、
そ
し
て
今
回
、
と
。

「H
ender Schem

e

の
も
の
づ
く
り
の
よ
う
に
、

新
し
い
レ
イ
ヤ
ー
を
重
ね
た
り
、
視
点
を
上
書
き

す
る
こ
と
で
、
既
存
の
建
物
は
で
き
る
だ
け
そ
の

ま
ま
に
、
新
し
い
価
値
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
」

　
こ
れ
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
、
要
素
を
増

や
す
こ
と
な
く
も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
素
材
だ

け
を
使
う
、
た
だ
し
第
2
レ
イ
ヤ
ー
で
加
え
ら
れ

た
合
板
は
使
わ
な
い
、
と
い
っ
た
ル
ー
ル
が
加
え

ら
れ
て
い
く
。

　
と
は
い
え
、
店
舗
と
し
て
求
め
ら
れ
る
機
能
は

当
然
あ
っ
て
、
な
か
で
も
大
き
な
問
題
は
商
品
を

並
べ
る
棚
。
展
示
す
る
ア
イ
テ
ム
数
は
決
ま
っ
て

い
た
た
め
、
必
要
な
棚
面
積
も
決
ま
る
。
そ
こ
で
、

気
に
入
っ
て
い
た
古
い
型
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
西
側

の
窓
な
ど
も
含
め
て
、
一
度
既
存
の
状
態
を
気
に

せ
ず
に
什
器
計
画
を
検
討
し
て
い
っ
た
結
果
、

「
白
」が
新
た
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
建
築
に
と
っ
て
、
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
な
色
と
い
う
意
味
で
白
は
特
別
だ
と
思
い

ま
す
し
、
白
く
塗
る
と
い
う
手
法
が
広
く
一
般
化

し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
白
の
扱
い
に
は
慎
重

で
し
た
。
今
ま
で
は
素
材
の
色
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
て
使
う
こ
と
が
多
く
、
白
を
テ
ー
マ
に
つ
く
る

こ
と
を
避
け
て
き
ま
し
た
。
た
だ
今
回
は
、
プ
ロ

ダ
ク
ト
を
見
せ
る
背
景
を
つ
く
る
必
要
も
あ
り
、

白
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
、
出
て
き
た
の

が
特
殊
な
塗
装
に
よ
る「
見
た
こ
と
も
な
い
白
」。

具
体
的
に
は
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
と
白
の
顔
料
を
混

ぜ
合
わ
せ
て
ざ
ら
つ
き
を
出
し
、
硬
化
速
度
を
遅

く
し
た
塗
料
を
棚
に
塗
る
。
1
〜
2
日
か
け
て
ゆ

っ
く
り
硬
化
す
る
塗
料
は
、
垂
れ
る
過
程
で
つ
ら

ら
状
と
な
っ
て
独
特
の
風
合
い
を
醸
し
出
す
。
つ

ま
り
遠
く
か
ら
見
れ
ば
古
い
土
壁
や
柱
と
は
無
関

係
に
伸
び
る
一
本
の
白
い
線
と
な
り
、
近
づ
く
と

そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
よ
う
な
「
白
」
が
見
え

て
く
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
古
い
木
造
家
屋
内
部

に
白
は
な
い
。
土
色
の
背
景
の
な
か
に
白
が
浮
か

び
上
が
り
、
そ
れ
が
ま
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
背
景
と

な
る
。

「
た
と
え
ば
赤
の
隣
に
黄
色
が
あ
る
の
と
青
が
あ

る
の
で
は
赤
の
意
味
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
同
じ

よ
う
に
、
立
体
が
ど
う
並
ん
で
い
る
か
に
よ
っ
て

も
、
あ
る
い
は
同
じ
並
び
で
も
デ
ィ
テ
ー
ル
が
違

う
と
意
味
が
変
わ
る
。
そ
う
い
う
つ
く
り
方
は
つ

ね
に
意
識
し
て
い
ま
す
」

　
現
状
を
で
き
る
だ
け
受
け
入
れ
な
が
ら
、
ど
こ

に
ど
う
い
う
「
句
読
点
を
打
て
ば
」
も
と
の
空
間

が
さ
ら
に
よ
く
な
る
か
。こ
れ
を
元
木
さ
ん
は「
何

も
足
さ
な
い
で
、
足
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
表
現

す
る
。
そ
し
て
「
何
を
足
し
た
ら
ギ
リ
ギ
リ
成
立

す
る
か
」
の
ス
タ
デ
ィ
を
繰
り
返
す
。

　
竣
工
し
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、
建
物

正
面
の
大
き
な
鏡
面
の
引
き
戸
。
閉
め
て
い
る
と

前
に
あ
る
公
園
の
風
景
を
鏡
面
が
映
し
出
し
、
オ

ー
プ
ン
時
に
は
3
分
の
2
ほ
ど
開
け
ら
れ
て
、
ぽ

っ
か
り
と
あ
い
た
穴
か
ら
内
部
の
様
子
が
道
路
へ

と
流
れ
出
る
。
入
口
の
前
に
は
、
前
の
公
園
を
座

っ
て
眺
め
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
さ
そ
う
な
新
し
く

つ
く
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
が
2
本
。
建
物
の

外
ま
わ
り
は
ほ
と
ん
ど
手
を
入
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
新
設
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
が
店
舗
と
道
路
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
、
適

度
な
距
離
感
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
内
部
に
入
る
と
大
き
な
吹
抜
け
の
が
ら
ん
ど
う

に
、
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
高
く
な

る
こ
れ
ま
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
が
規
則
的
に
6

つ
配
さ
れ
、
そ
の
上
に
商
品
と
な
る
靴
と
小
物
類

が
並
べ
ら
れ
る
。
壁
際
に
は
左
右
と
奥
に
、
先
ほ

ど
の
「
白
」
を
ま
と
っ
た
棚
が
あ
り
、
こ
こ
に
も

靴
。
そ
の
ほ
か
の
バ
ッ
グ
や
小
物
は
白
い
ボ
ー
ド

を
背
景
と
し
て
展
示
さ
れ
る
。
第
2
レ
イ
ヤ
ー
ま

で
の
状
態
を
で
き
る
限
り
保
っ
た
ま
ま
、
新
た
な

レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
加
え
ら
れ
た
「
白
」
と
土
間
床

が
盛
り
上
が
っ
た
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
だ

け
に
展
示
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

は
、
元
木
さ
ん
の
こ
の
提
案
を
「
加
装
」
と
呼
ん

だ
。
最
小
限
の
新
た
な
レ
イ
ヤ
ー
を
「
加
」
え
て

「
装
」う
こ
と
で
、
古
い
建

物
の
内
部
を
最
新
の
空
間

に
す
る
と
い
う
意
味
の
反

転
。元
木
さ
ん
は「
見
た
こ

と
が
あ
る
も
の
の
、
見
た

こ
と
の
な
い
使
わ
れ
方
」

を
求
め
る
。そ
し
て「
す
で

に
あ
る
も
の
を
で
き
る
だ

け
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
せ

た
ら
、
社
会
的
に
も
よ
く

な
る
と
思
う
ん
で
す
よ
」

と
も
。

　
反
転
と
い
っ
て
思
い
出

す
の
は
、
か
つ
て
藤
森
照

信
氏
が
語
っ
た
利
休
の
茶

室
と
壺
中
天
。
一
般
的
に

壺
中
天
は
「
俗
世
間
と
は

異
な
る
壺
の
中
の
別
天
地
」

と
説
明
さ
れ
る
が
、
藤
森

氏
は
「
ゴ
ム
マ
リ
に
小
さ
な
穴
を
あ
け
、
そ
こ
か

ら
ズ
ル
ズ
ル
と
中
を
引
き
出
す
と
ま
た
マ
リ
に
戻

る
が
、
し
か
し
同
じ
で
は
な
く
内
と
外
が
反
転
し

て
い
る
」と
し
、「（
内
部
に
入
れ
ば
）
世
俗
の
物
と

力
と
富
が
茶
室
と
い
う
茅
屋
の
内
に
封
じ
込
め
ら

れ
、
極
小
が
極
大
を
含
み
、
極
小
の
中
に
極
大
も

ま
た
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
利
休
の
茶
室
を
読
み

解
い
た
。
店
に
入
る
直
前
ま
で
鏡
面
が
俗
世
間
を

映
し
出
し
つ
つ
、
中
に
入
る
と
時
の
流
れ
を
超
え

た
別
天
地
。
過
去
と
現
在
を
分
断
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
古
い
も
の
の
な
か
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
元
木
さ
ん
の
試
み
は
、
か
た
ち
を
変
え
た
壺
中

天
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
道
路
に
向
け
て

ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
「
ス
キ
マ 

大
阪
」
の
入
口
は
、

時
空
を
超
え
る
た
め
の
少
し
大
き
め
の
躙
り
口
に

も
見
え
て
く
る
。

古
さ
を
反
転
さ
せ
て

新
し
さ
を「
加
装
」す
る

sukim
a O

saka

↓什器塗装のつらら。
白い顔料にエポキシ樹
脂を混ぜてムラを出し、
固まるスピードを調整
した。

↑建物の履歴が刻まれ
た独立柱。床は研磨し
て骨材を現している。
革製マットの上は試着
スペース。

壁面に現れる３つのレ
イヤー。手前から新設
の什器、構造用合板に
よる補強、そして窓を
含む既存の壁。
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sukima Osaka

新
た
な
意
匠
で
改
め
る

「
改
装
」
で
は
な
く
、

既
存
を
受
け
入
れ
手
を
入
れ
ず
、

新
た
な
レ
イ
ヤ
ー
を
加
え
る
「
加
装
」
。
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南側全景。

平面図
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↑会計カウンターのま
わりには鞄や小物類が
並ぶ。

写真右／床が盛り上が
ったかのようなボック
ス型の什器。左／カウ
ンター裏のバックヤー
ドへの出入口。ビニー
ルカーテン用の金物を
転用してレザーで制作
した。
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スキマ 大阪

元木大輔

もとぎ・だいすけ／ 1981年埼
玉県生まれ。2004年武蔵野美
術大学造形学部建築学科卒
業後、スキーマ建築計画勤務。
10年DDAA設立。19年、コレ
クティブ・インパクト・コミュニ
ティを標榜し、スタートアップの
支援を行うMistletoeとともに、
実験的なデザインとリサーチの
ための組織DDAA LABを設
立。21年第17回ヴェネチア・
ビエンナーレ国際建築展参加。
おもな作品＝「OUCHI」（21）、
「HIROPPA」（21）、「all day 
place shibuya」（22）。

建築概要
所在地 大阪市
主要用途 店舗
設計 DDAA
特殊塗装 Nakamura Painting Co., Ltd.
植栽 Yard Works Inc.
照明設計 BRANCH LIGHTING DESIGN
施工 SET UP
階数 地上１階
敷地面積 不明（立ち入れない部分があり、
 かつ古い建物で既存資料もないため）
建築面積 175.5㎡
設計期間 2022年４月～９月
工事期間 2022年７月～10月

おもな外部仕上げ
屋根 既存まま
壁 既存まま
開口部 ステンレス鏡面仕上げ（エントランス）
外構 コンクリート打放し

おもな内部仕上げ
床 既存土間コンクリート研磨 防塵塗装
壁 既存 ウレタンクリア艶消し
天井 既存まま
什器 コンクリート打放し、メラミン合板、
 針葉樹合板 特殊塗装
 （エポキシ樹脂＋顔料）

Motogi Daisuke

改修前の内観。ところ
どころに構造用合板と
柱による補強が施され
ていることがわかる。

赤線：改修箇所

sukima Osaka

赤線：改修箇所
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した。

1/150
0 1 2m

断面図

1/150
0 1 2m

108.4㎡

toilettoilet

9,740

1,840

7,910

970 2,070 900 965 1,030 1,975

11,300

1,560

13
,0
60

1,
79
5

1,
21
0

2,
98
0

2,
90
5

2,
91
5

1,
07
5

1,
98
0

Shop

FL±0
CH3550

Backyard1
28.7㎡
FL+150
CH2800

Shop
34.6㎡
FL+150
CH2800

4.7㎡
FL±0
CH2045

Backyard2

9,310

1,090 2,945 1,020 1,910 500

▼Beam
　 height

3,
61
05
,1
20

▼Existing
　FL

1,210 2,980 2,905 2,915 1,075 1,980
13,060

スキマ 大阪

元木大輔

もとぎ・だいすけ／ 1981年埼
玉県生まれ。2004年武蔵野美
術大学造形学部建築学科卒
業後、スキーマ建築計画勤務。
10年DDAA設立。19年、コレ
クティブ・インパクト・コミュニ
ティを標榜し、スタートアップの
支援を行うMistletoeとともに、
実験的なデザインとリサーチの
ための組織DDAA LABを設
立。21年第17回ヴェネチア・
ビエンナーレ国際建築展参加。
おもな作品＝「OUCHI」（21）、
「HIROPPA」（21）、「all day 
place shibuya」（22）。

建築概要
所在地 大阪市
主要用途 店舗
設計 DDAA
特殊塗装 Nakamura Painting Co., Ltd.
植栽 Yard Works Inc.
照明設計 BRANCH LIGHTING DESIGN
施工 SET UP
階数 地上１階
敷地面積 不明（立ち入れない部分があり、
 かつ古い建物で既存資料もないため）
建築面積 175.5㎡
設計期間 2022年４月～９月
工事期間 2022年７月～10月

おもな外部仕上げ
屋根 既存まま
壁 既存まま
開口部 ステンレス鏡面仕上げ（エントランス）
外構 コンクリート打放し

おもな内部仕上げ
床 既存土間コンクリート研磨 防塵塗装
壁 既存 ウレタンクリア艶消し
天井 既存まま
什器 コンクリート打放し、メラミン合板、
 針葉樹合板 特殊塗装
 （エポキシ樹脂＋顔料）

Motogi Daisuke

改修前の内観。ところ
どころに構造用合板と
柱による補強が施され
ていることがわかる。

赤線：改修箇所

sukima Osaka

赤線：改修箇所
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浦 

一
也（
う
ら
・
か
ず
や
）

建
築
家
・
イ
ン
テ
リ
ア
デ

ザ
イ
ナ
ー

1
9
4
7
年
北
海
道
札
幌

市
生
ま
れ
。
72
年
東
京
藝

術
大
学
大
学
院
美
術
研
究

科
修
了
。
日
建
設
計
入
社
。

94
年
日
建
ス
ペ
ー
ス
デ
ザ

イ
ン
。
2
0
1
2
年
よ
り

浦
一
也
デ
ザ
イ
ン
研
究
室

主
宰
。
お
も
な
作
品
：「
日

建
設
計
飯
綱
山
荘
」（
1
9

9
1
）、「
日
本
銀
行
氷
川
分

館
」（
94
）、「
京
都
迎
賓
館
」

（
2
0
0
5
）、「TW

ILIGHT 
EXPRESS 

瑞
風
」（
17
）、「
資

生
堂
パ
ー
ラ
ー
原
宿
店
」

（
21
）ほ
か
。

お
も
な
著
書
：『
旅
は
ゲ
ス

ト
ル
ー
ム
・
同
Ⅱ
・
同
Ⅲ
』

（
東
京
書
籍
、光
文
社
）、『
測

っ
て
描
く
旅
』（彰
国
社
）な

ど
。

＊
１
　
ブ
ラ
ッス
リ
ー
：
お
も

に
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ザ
ス
地
方

で
ビ
ー
ル
な
ど
の「
醸
造
所
」

を
指
す
、や
や
軽
め
の
カ
ジュ

ア
ル
な
レ
ス
ト
ラ
ン
。

＊
２
　
ド
ー
マ
ー
窓
：
勾
配

の
あ
る
屋
根
か
ら
垂
直
に
突

き
出
し
た
窓
。

＊
３
　Jouin M

anku Agency

（
ジュア
ン
・
マン
ク
エ
ー
ジェン

シ
ー
）：
ヨ
ー
ロッ
パ
を
中
心

に
活
動
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
建

築
家
・
イ
ン
テ
リ
ア
ア
ー
キ

テ
ク
ト
集
団
。パ
ト
リ
ッ
ク
・

ジ
ュア
ン
、サ
ン
ジ
ッ
ト
・
マ
ン

ク
、 Jacques Goubin

（
ジ

ャッ
ク
・
グ
バ
ン
）を
中
心
に

50
人
規
模
。た
く
さ
ん
の
ユ

ニ
ー
ク
な
プ
ロ
ジェク
ト
実
績

が
あ
る
。

特別編
旅のバスルーム
浦 一也

LES HARAS STRASBOURG（レ・ザラ・ストラスブール）
文・スケッチ

所在地：フランス・ストラスブール

6263

LES HARAS STRASBOURG
Add／23 rue des Glacières 67000 Strasbourg
Phone／＋33 3 90 20 50 00
URL：https：// les-haras-hotel.com

Text &
 Sketch by U

ra K
azuya

昨
年
海
外
ホ
テ
ル
の

視
察
に
出
ら
れ
た
浦
一
也
さ
ん
よ
り
、

コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
ホ
テ
ル
の
ス
ケ
ッ
チ
が
届
き
ま
し
た
。

特
集
の
特
別
編
と
し
て
、久
々
の

「
旅
の
バ
ス
ル
ー
ム
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

復
元
し
た
厩
舎
を
ホ
テ
ル
に

中
庭
か
ら
建
物
外
観
を
見
る
。

右
の
ブ
ラ
ッ
ス
リ
ー
棟
の
外
壁
は
砂
岩
。

　
久
し
ぶ
り
の
ホ
テ
ル
旅
。
最
近
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
目
が
留
ま
る
。

　
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
と
の
国
境
に
近
い
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
。

近
く
を
流
れ
る
ラ
イ
ン
川
は
古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
さ
れ
、
そ
の

領
有
を
巡
っ
て
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
砂
岩
の
壮
麗
な
大
聖
堂
、

ク
リ
ス
マ
ス
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
も
知
ら
れ
、
今
や
E
U
の
欧
州

議
会
本
拠
地
で
も
あ
る
。

　
旧
市
街
か
ら
7
0
0
m
く
ら
い
離
れ
た
と
こ
ろ
に
瀟
洒
な
建
物
の

一
群
が
あ
る
。
低
層
で
5
、
6
棟
は
あ
ろ
う
か
。
ホ
テ
ル
名
が
小
さ
く

表
示
し
て
あ
る
。

　
1
6
2
1
年
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
の
学
生
た
ち
に
乗
馬
を

教
え
る
た
め
に
室
内
乗
馬
場
が
建
造
さ
れ
た
。
1
7
5
2
年
か
ら
市

の
要
請
に
よ
り
市
民
の
た
め
の
乗
馬
ア
カ
デ
ミ
ー
に
な
り
、

2
0
0
5
年
ま
で
馬
を
飼
う
厩
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
て

き
た
。
10
年
か
ら
政
府
の
要
請
で
改
築
改
装
開
始
。
15

年
か
ら
ブ
ラ
ッ
ス
リ
ー
（
＊
1
）
棟
の
改
装
開
始
。
21

年
1
1
5
室
の
ホ
テ
ル
と
し
て
オ
ー
プ
ン
。

　
改
築
改
装
を
し
た
現
場
の
写
真
集
を
見
る
と
建
物
は

相
当
傷
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
屋
根
を
構
成
す
る

登
り
梁
や
方
杖
な
ど
の
老
朽
化
し
た
部
材
を
取
り
替
え
、

新
た
な
垂
木
を
並
べ
屋
根
を
葺
き
直
し
て
い
る
。
い
わ

ば
「
復
元
」
に
近
い
工
事
。
そ
れ
か
ら
内
装
・
外
装
工

事
に
と
り
か
か
っ
た
の
だ
。
屋
根
や
ド
ー
マ
ー
窓
（
＊

2
）は
ほ
と
ん
ど
新
装
で
あ
り
、外
装
も
補
修
し
て
い
る
。

し
か
し
空
間
の
骨
格
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
コ
ン
バ
ー

ジ
ョ
ン
に
先
立
っ
て
進
め
ら
れ
た
復
元
は
敬
服
に
値
す

る
。
新
し
い
建
築
に
は
し
な
か
っ
た
の
だ
!

　
小
さ
な
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
入
る
と
コ
ン
パ
ク
ト
な
ロ
ビ
ー
が
あ
る
。

そ
の
中
央
に
は
玩
具
の
木
馬
や
鞍
の
よ
う
な
家
具
が
置
い
て
あ
っ
て

笑
わ
せ
る
。
ち
な
み
にharas

と
は
「
種
馬
飼
育
場
」
の
こ
と
。

　
新
設
さ
れ
た
階
段
ま
わ
り
な
ど
は
丁
寧
な
仕
事
を
施
し
て
い
る
。

　
屋
根
裏
に
つ
く
ら
れ
た
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
や
バ
ス
ル
ー
ム
に
は
勾
配

天
井
に
登
り
梁
や
方
杖
が
顔
を
出
し
、
窓
は
小
さ
い
。
バ
ス
ル
ー
ム

の
タ
イ
ル
ワ
ー
ク
は
き
ち
ん
と
割
り
切
れ
て
い
る
。
手
に
触
れ
る
ワ

ー
ド
ロ
ー
ブ
の
扉
引
き
手
や
、
ベ
ッ
ド
の
ヘ
ッ
ド
ボ
ー
ド
、
ブ
ラ
イ

ン
ド
、
鞍
を
連
想
さ
せ
る
ス
ツ
ー
ル
な
ど
に
は
馬
の
革
の
い
わ
ゆ
る

コ
ー
ド
バ
ン
が
さ
り
げ
な
く
使
わ
れ
て
い
て
「
ウ
マ
い
」。

　
デ
ザ
イ
ン
の
レ
ベ
ル
が
高
い
。
こ
れ
は
政
府
主
導
が
徹
底
し
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
のPatrick Jouin

（
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ジ
ュ
ア
ン
）
とSanjit 

M
anku

（
サ
ン
ジ
ッ
ト
・
マ
ン
ク
）（
＊
3
）が
明
快
な

も
の
に
し
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

　
ブ
ラ
ッ
ス
リ
ー
と
な
っ
た
棟
。
大
き
な
ま
わ
り
階
段

の
曲
木
手
す
り
こ
そ
現
代
デ
ザ
イ
ン
だ
が
、
古
い
部
分

と
絶
妙
に
調
和
し
て
い
る
。

　
中
庭
に
は
パ
ド
ッ
ク
の
よ
う
な
馬
場
が
残
り
、
馬
の

像
が
鎮
座
し
て
い
る
。

　
シ
ャ
ト
ー
、
館
、
修
道
院
な
ど
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン

は
よ
く
あ
る
が
厩
舎
は
珍
し
い
。
そ
れ
も
4
0
0
年
前

の
建
物
を
復
元
し
て
か
ら
美
し
く
用
途
変
更
す
る
と
い

う
手
法
を
高
く
評
価
し
た
い
。

　
馬
が
好
き
な
方
に
は
と
く
に
お
勧
め
。

古材が適度に残り
「時間」を感じさせるゲストルーム。
白いバスルームは隅 ま々できれいに

デザインされている。

ほ
う
づ
え
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　チャールズ・イームズは受話器を置いた。ツーツー

と寂しく鳴るその発信音は、受話器の対岸にいる

エーロ・サーリネンにも聞こえていた。最後にチャー

ルズが発した言葉は、辛辣だった。「もういい、も

う聞きたくない。切るからな ! 」。しかし、エーロは

それでもぶつぶつとおまじないのように独りで話し

つづけているのだった。

　イームズの名前を世界に馳せたのは、1940年に

MoMAが開催した「オーガニック・デザインコンペ」

という室内家具のコンペにおいて６部門中２部門で

優勝したときだ。このコンペは、エーロ・サーリネ

ンとの共同制作だった。エーロ・サーリネンとは、

TWAターミナルなどの建築を手がけ、チューリップ

チェアに代表される家具でも知られる建築家であ

る。この個性豊かなふたりが組むのだから、両者

の辞書に妥協の文字はなかったことだろう。結果

的にふたりが出展した椅子の作品は、当時MoMA

のキュレーターであったアーサー・ド

レクスラーに、三次元に曲がる合板が

彫刻のようだと高く評価された。

　イームズ・オフィスの歴史を紐解く

には、イームズがその成形合板の技

術を有していたことが重要である。事

務所のはじまりは米軍の負傷した兵士

用に5,000本の添え木を製作すること

を目的とした「プライフォームド・ウッ

ド社」を設立したことが起源だ。それまではリチャー

ド・ノイトラが設計したアパートに居を構え、自宅

兼事務所としていたが、受注数の増加に伴い州内

のヴェニスへと工房を移転した。しかし海軍からの

支払いが遅延したことで、43年に添え木の製造権

をエヴァンス・プロダクツ社に売却せざるをえず、

イームズ本人は同社の成形合板部を担当する研究

開発部長として残るなど波瀾万丈なスタートだっ

た。その後、同エヴァンス社が成形合板部を再受

注したことで、ワシントン通り901番の自動車工場

へとオフィスを移転させ、そこが生涯のイームズ・

オフィスとなった。

　この海軍との共同制作はイームズの技術躍進の

秘訣となった。飛行機の垂直・水平安定板、機体

の底部の部品、パイロット座席、燃料タンク、ヒン

ジなどを研究し、担架や腕の添え木も製作しており、

戦争終了時には、イームズには大量生産可能な合

板の知識と技術が残り、後年の創作活動の糧となっ

たのだ。

　イームズ・オフィスは、古写真から天井が簡素な

鉄骨の小屋組が構成されていることが見え、自動

車工場の名残が想像される。その空間構造を逆手

にとったかのごとくオフィスは一室の大空間となって

おり、パーティションで自由に空間が仕切られてい

る様子がわかる。最も目を引くのは天井から吊るさ

れたスケール・バーだろう。スケールはイームズ・

オフィスにおいて重要なテーマであった。それはス

ケールを何重にも横断するイームズの映画作品

「POWERS OF TEN」を見てのとおりだ。オフィ

スの風景は一見楽しそうに見えるが、そこに張り詰

めていた空気は緊張感で充満していたようだ。

チャールズは、つねに限界まで可能性を追求した。

答えを見つけたら完成というタイプではなく、試行

錯誤をやめないアプローチを好んでいた。そのため、

寄り道、間違い、やり直しの連続で、スタッフは憔

悴することが多く、かつマルチタスク

であることも求められた。オフィス内

は部署がなく、家具デザイナーがグラ

フィックを作成し、グラフィックデザイ

ナーがソーラーマシーン製作をするこ

とが日常であった。「チャールズは、

誰でもいろいろなことができるはずだ

と思っていた」とイームズ・オフィスで

働いていたマリリン・ニューハートの

証言に裏づけられている。しかし現実は難しく、

自分が得意とする（専門とする）作業がまわってく

るまで辛抱強く待つ必要があった。そのためスタッ

フの出入りは多かった。結果的にマルチタスクな才

能が開花したデザイナーたちだけが長く残ることが

できた。チャールズはデザインにおける専門性を信

じずにほかの領域に積極的に飛び込んでいくことを

求めていたのだ。その結果が、今日われわれが目

にする椅子であり、添え木であり、建築である。

　チャールズの名言に「椅子も建築だし、映画も

建築だ」がある。映画にも構造があり、椅子はミ

ニチュアの建築だという理解だ。現代は建築家の職

能が拡張している。建築家はもはや建物だけでな

く、椅子や映画、さらに街灯や新幹線もデザイン

するネオ・マルチタスクな思考力を発揮せねばなら

ない時代である。そのとき、イームズの「すべては

建築だ」という考えが、デザインの地平を闊歩する

道標となるべきものか。

やまむら・たけし／ 1984
年山形県生まれ。2006
年早稲田大学理工学部
建築学科卒業。06年バ
ルセロナ建築大学留学。
09年早稲田大学大学院
理工学研究科建築学専
攻修士課程修了。12年
同大学院博士後期課程
修了。12～15年ドミニク・
ペロー・アルシテクチュ
ール勤務。16年YSLA 
Architects設立。早稲
田大学専任講師などを
経て、20年東京工芸大
学准教授。博士（建築
学）、一級建築士。

1907年アメリカのセントル
イスにて生まれる。30年に
同僚とGray and Eames
を開設するも34年に閉
室。メキシコへの旅に出
る。帰国後の35年、別の
同僚とEames and Walsh
事務所を開設。38年より
クランブルック・アートア
カデミーに就学。40年に
サーリネン事務所でアル
バイト。41年にレイ・カイ
ザーと結婚してカリフォル
ニアへ移住。リチャード・
ノイトラ設計のストラスモ
ア・アパートにてふたりで
創作活動開始。42年プ
ライフォームド・ウッド社
設立。サンタ・モニカ通
りからヴェニスのローズ
通り555番地に移転。さ
らにその後、ワシントン通
り901番の車工場へ移転
し、以後45年間イームズ・
オフィスとなる。49年にケ
ース・スタディ・ハウス
#8としてイームズ・ハウ
スが完成。一棟は自邸
併設のスタジオとして設
計され、暗室なども完備
されていた。78年逝去。

古写真を発掘し、
昔の建築家の
アトリエをのぞく。
この場所で、
名作が生まれた。

古写真で
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車工場を転用し、天井
のスケール・バーやパ
ーティションによる自
由な間仕切りが特徴。

米軍のためにデザイン
した添え木の製作風景。

イームズ・ハウス内の
チャールズとレイ。お
もちゃのモックアップ
を検討中。
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Yamamura Takeshi
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後
の
日
本
の
建
築
界
は
、

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン

ド
や
前
川
國
男
、
坂
倉
準

三
と
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
に

よ
り
リ
ー
ド
さ
れ
、
丹
下
健
三
の
活

躍
で
世
界
の
ト
ッ
プ
を
走
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
う
し
た
大
勢
に
く
み
せ

ず
独
自
の
非
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ

ン
を
貫
い
た
一
群
が
い
た
。
村
野
藤

吾
、
今
井
兼
次
、
そ
し
て
今
回
の
白

井
晟
一
で
あ
る
。

　
白
井
は
戦
前
に
設
計
を
開
始
し
て

い
る
が
す
ぐ
忘
れ
ら
れ
、
戦
後
の
1

9
5
0
年
代
に
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
川
添
登
に
〝
再
発
見
〞
さ
れ
、

当
時
の
若
手
の
磯
崎
新
ら
に
強
い
刺

激
を
与
え
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
最
中
に
建
築
界
に
足
を

踏
み
こ
ん
だ
私
に
と
っ
て
白
井
は
最

も
興
味
深
い
存
在
に
ほ
か
な
ら
ず
、

戦
後
す
ぐ
秋
田
に
つ
く
ら
れ
た
白
井

建
築
を
見
歩
い
た
り
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
当
時
、
日
本
の
近
代
建

築
史
研
究
は
明
治
の
最
初
期
ま
で
で

止
ま
っ
て
お
り
、
昭
和
戦
前
段
階
の

白
井
作
品
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

戦
４
／
バ
ル
コ
ニ
ー
か

ら
入
る
と
、
そ
こ
に

ス
テ
ー
ジ
が
あ
る
。

５
／
サ
ロ
ン
。
右
手

に
ス
テ
ー
ジ
と
入
口
。

２
／
か
つ
て
は
温
泉

宿
の
庭
の
向
こ
う
に

あ
っ
た
が
、
今
は
森

の
な
か
に
立
つ
。

３
／
暖
炉
側
か
ら
入

口
の
ス
テ
ー
ジ
を
見

る
。
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６
／
天
井
は
チ
ョ
ー

ナ
の
ナ
グ
リ
仕
上
げ
。

７
／
床
。
ナ
グ
リ
の

跡
は
白
井
好
み
。

８
／
入
口
ア
ー
チ
の

上
部
に
サ
イ
ン
が
。

に
関
心
を
も
つ
者
は
い
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
な
か
、
戦
前
の
小
冊
子
の

ご
と
き
『
新
建
築
』
誌
を
通
読
し
て

〈
歓
帰
荘
〉な
る
一
風
変
わ
っ
た
小
住

宅
が
伊
豆
長
岡
の
古
奈
温
泉
の
白
石

館
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、

私
と
建
築
探
偵
仲
間
の
堀
勇
良
で
、

伊
豆
の
韮
山
の
「
江
川
邸
」（
1
6
0

0
年
頃
／
重
要
文
化
財
）
と
「
韮
山

反
射
炉
」（
江
戸
時
代
末
期
／
世
界
遺

産
）
見
学
の
つ
い
で
に
温
泉
に
立
ち

寄
っ
た
。
す
で
に
白
石
館
は
営
業
を

や
め
、
建
設
工
事
関
係
者
の
宿
舎
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
庭
を
挟
ん

だ
山
側
に
ひ
っ
そ
り
残
っ
て
い
る
の

を
発
見
し
た
。

　
こ
の
発
見
の
後
、
何
年
か
し
て
、

〈
歓
帰
荘
〉が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う

の
で
、
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
石

堂
威
さ
ん
と
一
緒
に
見
に
出
か
け
、

現
場
で
、
白
井
晟
一
の
子
息
の
白
井

彪
介
さ
ん
と
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、

彪
介
さ
ん
は
小
学
生
の
子
ど
も
を
連

れ
て
い
た
。

　
旧
白
石
館
跡
地
を
含
め
、
村
野
藤

吾
が
「
三
養
荘
」（
1
9
2
9
）
の
新

館
を
計
画
中
で
、
現
地
を
訪
れ
た
白

井
晟
一
に
村
野
が
残
す
か
ど
う
か
聞

く
と
、
白
井
は
「
だ
い
ぶ
く
た
び
れ

た
ナ
ァ
、
も
う
い
い
よ
」
と
言
い
、

結
局
、
取
り
壊
さ
れ
た
。

　
は
ず
だ
っ
た
が
、
し
か
し
、
あ
る

と
き
、「
移
築
し
た
の
で
お
招
き
し
た

い
」
と
の
連
絡
が
あ
り
、
出
か
け
る

と
、
八
ヶ
岳
東
麓
の
別
荘
地
の
な
か

に
〈
歓
帰
荘
〉
は
昔
の
ま
ま
に
立
っ

て
い
た
。
白
井
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在

で
あ
っ
た
横
山
達
雄
が
、
名
作
の
消

失
を
惜
し
ん
で
移
築
し
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
横
山
夫
人
の
「
移
築
し
た
こ

と
は
内
密
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
の

意
向
に
従
い
伏
せ
て
き
た
が
、
数
年

前
、
横
山
さ
ん
か
ら
今
の
オ
ー
ナ
ー

の
中
森
隆
利
さ
ん
に
手
渡
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
今
回
、
取
材
を
兼
ね
て
の

訪
問
と
な
っ
た
。
同
行
は
、
白
井
晟

一
の
孫
に
あ
た
る
建
築
家
の
白
井
原

太
さ
ん
で
、
そ
の
昔
、
現
地
に
出
か

け
た
と
き
に
会
っ
た
小
学
生
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
オ
ー
ナ
ー
の
中
森
さ
ん
に
案
内
し

て
い
た
だ
い
て
の
久
方
ぶ
り
の
印
象

は
、

〝
空
間
の
濃
さ
〞

　
で
あ
る
。
外
観
は
樹
々
に
囲
ま
れ

て
中
和
さ
れ
て
い
る
が
、
中
は
濃
い
。

住
宅
と
し
て
は
あ
ま
り
に
濃
い
。

　
伊
豆
長
岡
で
2
度
、
今
の
場
所
で

2
度
、
計
4
度
の
来
訪
で
初
め
て
寝

室
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
同
じ

濃
さ
で
も
ち
ょ
っ
と
異
質
と
い
う
か
、

こ
の
寝
室
の
つ
く
ら
れ
た
事
情
を
知

る
歴
史
家
に
は
妖
し
さ
さ
え
含
む
よ

う
な
濃
さ
を
感
じ
る
。

　
白
井
が
付
け
た
〈
歓
帰
荘
〉
の
名

は
字
の
と
お
り
歓
び
の
帰
る
家
を
意

味
し
、
実
際
、
発
注
者
と
白
井
の
ふ

た
り
、
と
い
う
よ
り
正
確
に
は
発
注

者
の
〝
女
の
歓
び
〞
が
帰
る
こ
と
を

白
井
が
願
っ
た
小
住
宅
で
あ
っ
た
。

情
を
話
せ
ば
あ
ま
り
に
長

く
な
る
か
ら
飛
ば
し
て
、

隣
の
主
室
に
移
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
ち
ら
も
十
分
に
濃
い
。

　
ま
ず
入
り
方
が
変
わ
っ
て
い
て
、

2
階
の
主
室
に
、
外
階
段
を
上
が
っ

う
え
で
の
ひ
と
つ
画
面
に
収
め
る
こ

と
で
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
現
実
、
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
で
い
う
と

「
夢
の
領
分
」な
ど
を
表
現
す
る
方
法

を
白
井
は
と
っ
て
い
た
。
白
井
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
（
ベ
ル
リ
ン
・
パ
リ
・
モ

ス
ク
ワ
）
に
学
ん
だ
時
期
、
印
象
派

以
後
の
絵
画
は
、
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ビ

ス
ム
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
ア
ブ

ス
ト
ラ
ク
ト
（
抽
象
表
現
）、そ
し
て

マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
や
ダ
リ
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
分
か
れ
て

進
ん
で
き
た
が
、
白
井
は
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ム
を
、
自
覚
的
に
か
無
自

覚
的
に
か
受
け
入
れ
、
自
分
の
造
形

の
血
肉
と
し
て
い
た
。

　
な
お
、
同
時
代
の
建
築
の
流
れ
は

デ
・
ス
テ
イ
ル
の
後
は
絵
画
と
は
ほ

と
ん
ど
重
な
ら
ず
、
デ
・
ス
テ
イ
ル

↓
バ
ウ
ハ
ウ
ス
↓
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ

エ
と
続
き
、
そ
れ
が
日
本
に
も
伝
わ

っ
て
い
る
。

て
か
ら
入
る
が
、
玄
関
の

扉
を
開
け
る
と
狭
い
踊
り

場
（
ス
テ
ー
ジ
）
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
数
段
の
階
段
を

踏
ん
で
沈
む
よ
う
に
し
て

入
る
。
こ
ん
な
ヘ
ン
な
入

り
方
は
世
界
に
も
例
は
な

い
。
入
っ
た
時
点
で
訪
問

者
は
、
濃
す
ぎ
る
内
部
空

間
を
目
撃
す
る
。

　
ま
ず
正
面
に
は
、
2
本

の
欅
の
床
柱
状
の
角
柱
に

挟
ま
れ
て
石
造
の
暖
炉
が
立
ち
は
だ

か
り
、
右
手
に
は
ア
ー
チ
の
窓
。
左

手
に
は
ベ
イ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
状
の
ベ
ン

チ
が
付
き
、
背
に
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
。

　
と
書
く
と
当
時
の
洋
館
一
般
と
同

じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
部
屋
の
広
さ
の
割
に
石
の
暖
炉

は
大
き
す
ぎ
る
し
、
ア
ー
チ
の
窓
も
、

大
き
い
の
が
ひ
と
つ
と
い
う
の
も
床

か
ら
じ
か
に
立
ち
上
が
る
の
も
例
を

知
ら
な
い
。
左
手
の
ベ
ン
チ
も
そ
の

背
の
色
彩
豊
か
で
細
か
い
細
工
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
珍
し
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
暖
炉
、
ア
ー
チ
窓
、
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
付
き
ベ
ン
チ
が
、
チ
ョ

ー
ナ
で
斫
ら
れ
た
大
梁
の
支
え
る
三

角
の
化
粧
天
井
の
下
に
ひ
し
め
い
て

い
る
。

　
当
初
、
こ
の
三
角
屋
根
が
茅
葺
き

だ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
縄
文
時
代
の

竪
穴
住
居
に
想
を
得
た
小
住
宅
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
、
納
得
し
た
。

　
白
井
は
、
戦
後
、
丹
下
の
「
広
島

ピ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
」（
55
）
の
完
成
に

合
わ
せ
て
川
添
登
が
仕
掛
け
た
「
伝

68



後
の
日
本
の
建
築
界
は
、

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン

ド
や
前
川
國
男
、
坂
倉
準

三
と
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
に

よ
り
リ
ー
ド
さ
れ
、
丹
下
健
三
の
活

躍
で
世
界
の
ト
ッ
プ
を
走
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
う
し
た
大
勢
に
く
み
せ

ず
独
自
の
非
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ

ン
を
貫
い
た
一
群
が
い
た
。
村
野
藤

吾
、
今
井
兼
次
、
そ
し
て
今
回
の
白

井
晟
一
で
あ
る
。

　
白
井
は
戦
前
に
設
計
を
開
始
し
て

い
る
が
す
ぐ
忘
れ
ら
れ
、
戦
後
の
1

9
5
0
年
代
に
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
川
添
登
に
〝
再
発
見
〞
さ
れ
、

当
時
の
若
手
の
磯
崎
新
ら
に
強
い
刺

激
を
与
え
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
最
中
に
建
築
界
に
足
を

踏
み
こ
ん
だ
私
に
と
っ
て
白
井
は
最

も
興
味
深
い
存
在
に
ほ
か
な
ら
ず
、

戦
後
す
ぐ
秋
田
に
つ
く
ら
れ
た
白
井

建
築
を
見
歩
い
た
り
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
当
時
、
日
本
の
近
代
建

築
史
研
究
は
明
治
の
最
初
期
ま
で
で

止
ま
っ
て
お
り
、
昭
和
戦
前
段
階
の

白
井
作
品
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

戦
４
／
バ
ル
コ
ニ
ー
か

ら
入
る
と
、
そ
こ
に

ス
テ
ー
ジ
が
あ
る
。

５
／
サ
ロ
ン
。
右
手

に
ス
テ
ー
ジ
と
入
口
。

２
／
か
つ
て
は
温
泉

宿
の
庭
の
向
こ
う
に

あ
っ
た
が
、
今
は
森

の
な
か
に
立
つ
。

３
／
暖
炉
側
か
ら
入

口
の
ス
テ
ー
ジ
を
見

る
。
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６
／
天
井
は
チ
ョ
ー

ナ
の
ナ
グ
リ
仕
上
げ
。

７
／
床
。
ナ
グ
リ
の

跡
は
白
井
好
み
。

８
／
入
口
ア
ー
チ
の

上
部
に
サ
イ
ン
が
。

に
関
心
を
も
つ
者
は
い
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
な
か
、
戦
前
の
小
冊
子
の

ご
と
き
『
新
建
築
』
誌
を
通
読
し
て

〈
歓
帰
荘
〉な
る
一
風
変
わ
っ
た
小
住

宅
が
伊
豆
長
岡
の
古
奈
温
泉
の
白
石

館
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、

私
と
建
築
探
偵
仲
間
の
堀
勇
良
で
、

伊
豆
の
韮
山
の
「
江
川
邸
」（
1
6
0

0
年
頃
／
重
要
文
化
財
）
と
「
韮
山

反
射
炉
」（
江
戸
時
代
末
期
／
世
界
遺

産
）
見
学
の
つ
い
で
に
温
泉
に
立
ち

寄
っ
た
。
す
で
に
白
石
館
は
営
業
を

や
め
、
建
設
工
事
関
係
者
の
宿
舎
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
庭
を
挟
ん

だ
山
側
に
ひ
っ
そ
り
残
っ
て
い
る
の

を
発
見
し
た
。

　
こ
の
発
見
の
後
、
何
年
か
し
て
、

〈
歓
帰
荘
〉が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う

の
で
、
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
石

堂
威
さ
ん
と
一
緒
に
見
に
出
か
け
、

現
場
で
、
白
井
晟
一
の
子
息
の
白
井

彪
介
さ
ん
と
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、

彪
介
さ
ん
は
小
学
生
の
子
ど
も
を
連

れ
て
い
た
。

　
旧
白
石
館
跡
地
を
含
め
、
村
野
藤

吾
が
「
三
養
荘
」（
1
9
2
9
）
の
新

館
を
計
画
中
で
、
現
地
を
訪
れ
た
白

井
晟
一
に
村
野
が
残
す
か
ど
う
か
聞

く
と
、
白
井
は
「
だ
い
ぶ
く
た
び
れ

た
ナ
ァ
、
も
う
い
い
よ
」
と
言
い
、

結
局
、
取
り
壊
さ
れ
た
。

　
は
ず
だ
っ
た
が
、
し
か
し
、
あ
る

と
き
、「
移
築
し
た
の
で
お
招
き
し
た

い
」
と
の
連
絡
が
あ
り
、
出
か
け
る

と
、
八
ヶ
岳
東
麓
の
別
荘
地
の
な
か

に
〈
歓
帰
荘
〉
は
昔
の
ま
ま
に
立
っ

て
い
た
。
白
井
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在

で
あ
っ
た
横
山
達
雄
が
、
名
作
の
消

失
を
惜
し
ん
で
移
築
し
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
横
山
夫
人
の
「
移
築
し
た
こ

と
は
内
密
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
の

意
向
に
従
い
伏
せ
て
き
た
が
、
数
年

前
、
横
山
さ
ん
か
ら
今
の
オ
ー
ナ
ー

の
中
森
隆
利
さ
ん
に
手
渡
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
今
回
、
取
材
を
兼
ね
て
の

訪
問
と
な
っ
た
。
同
行
は
、
白
井
晟

一
の
孫
に
あ
た
る
建
築
家
の
白
井
原

太
さ
ん
で
、
そ
の
昔
、
現
地
に
出
か

け
た
と
き
に
会
っ
た
小
学
生
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
オ
ー
ナ
ー
の
中
森
さ
ん
に
案
内
し

て
い
た
だ
い
て
の
久
方
ぶ
り
の
印
象

は
、

〝
空
間
の
濃
さ
〞

　
で
あ
る
。
外
観
は
樹
々
に
囲
ま
れ

て
中
和
さ
れ
て
い
る
が
、
中
は
濃
い
。

住
宅
と
し
て
は
あ
ま
り
に
濃
い
。

　
伊
豆
長
岡
で
2
度
、
今
の
場
所
で

2
度
、
計
4
度
の
来
訪
で
初
め
て
寝

室
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
同
じ

濃
さ
で
も
ち
ょ
っ
と
異
質
と
い
う
か
、

こ
の
寝
室
の
つ
く
ら
れ
た
事
情
を
知

る
歴
史
家
に
は
妖
し
さ
さ
え
含
む
よ

う
な
濃
さ
を
感
じ
る
。

　
白
井
が
付
け
た
〈
歓
帰
荘
〉
の
名

は
字
の
と
お
り
歓
び
の
帰
る
家
を
意

味
し
、
実
際
、
発
注
者
と
白
井
の
ふ

た
り
、
と
い
う
よ
り
正
確
に
は
発
注

者
の
〝
女
の
歓
び
〞
が
帰
る
こ
と
を

白
井
が
願
っ
た
小
住
宅
で
あ
っ
た
。

情
を
話
せ
ば
あ
ま
り
に
長

く
な
る
か
ら
飛
ば
し
て
、

隣
の
主
室
に
移
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
ち
ら
も
十
分
に
濃
い
。

　
ま
ず
入
り
方
が
変
わ
っ
て
い
て
、

2
階
の
主
室
に
、
外
階
段
を
上
が
っ

う
え
で
の
ひ
と
つ
画
面
に
収
め
る
こ

と
で
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
現
実
、
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
で
い
う
と

「
夢
の
領
分
」な
ど
を
表
現
す
る
方
法

を
白
井
は
と
っ
て
い
た
。
白
井
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
（
ベ
ル
リ
ン
・
パ
リ
・
モ

ス
ク
ワ
）
に
学
ん
だ
時
期
、
印
象
派

以
後
の
絵
画
は
、
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ビ

ス
ム
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
ア
ブ

ス
ト
ラ
ク
ト
（
抽
象
表
現
）、そ
し
て

マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
や
ダ
リ
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
分
か
れ
て

進
ん
で
き
た
が
、
白
井
は
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ム
を
、
自
覚
的
に
か
無
自

覚
的
に
か
受
け
入
れ
、
自
分
の
造
形

の
血
肉
と
し
て
い
た
。

　
な
お
、
同
時
代
の
建
築
の
流
れ
は

デ
・
ス
テ
イ
ル
の
後
は
絵
画
と
は
ほ

と
ん
ど
重
な
ら
ず
、
デ
・
ス
テ
イ
ル

↓
バ
ウ
ハ
ウ
ス
↓
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ

エ
と
続
き
、
そ
れ
が
日
本
に
も
伝
わ

っ
て
い
る
。

て
か
ら
入
る
が
、
玄
関
の

扉
を
開
け
る
と
狭
い
踊
り

場
（
ス
テ
ー
ジ
）
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
数
段
の
階
段
を

踏
ん
で
沈
む
よ
う
に
し
て

入
る
。
こ
ん
な
ヘ
ン
な
入

り
方
は
世
界
に
も
例
は
な

い
。
入
っ
た
時
点
で
訪
問

者
は
、
濃
す
ぎ
る
内
部
空

間
を
目
撃
す
る
。

　
ま
ず
正
面
に
は
、
2
本

の
欅
の
床
柱
状
の
角
柱
に

挟
ま
れ
て
石
造
の
暖
炉
が
立
ち
は
だ

か
り
、
右
手
に
は
ア
ー
チ
の
窓
。
左

手
に
は
ベ
イ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
状
の
ベ
ン

チ
が
付
き
、
背
に
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
。

　
と
書
く
と
当
時
の
洋
館
一
般
と
同

じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
部
屋
の
広
さ
の
割
に
石
の
暖
炉

は
大
き
す
ぎ
る
し
、
ア
ー
チ
の
窓
も
、

大
き
い
の
が
ひ
と
つ
と
い
う
の
も
床

か
ら
じ
か
に
立
ち
上
が
る
の
も
例
を

知
ら
な
い
。
左
手
の
ベ
ン
チ
も
そ
の

背
の
色
彩
豊
か
で
細
か
い
細
工
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
珍
し
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
暖
炉
、
ア
ー
チ
窓
、
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
付
き
ベ
ン
チ
が
、
チ
ョ

ー
ナ
で
斫
ら
れ
た
大
梁
の
支
え
る
三

角
の
化
粧
天
井
の
下
に
ひ
し
め
い
て

い
る
。

　
当
初
、
こ
の
三
角
屋
根
が
茅
葺
き

だ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
縄
文
時
代
の

竪
穴
住
居
に
想
を
得
た
小
住
宅
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
、
納
得
し
た
。

　
白
井
は
、
戦
後
、
丹
下
の
「
広
島

ピ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
」（
55
）
の
完
成
に

合
わ
せ
て
川
添
登
が
仕
掛
け
た
「
伝

68



後
の
日
本
の
建
築
界
は
、

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン

ド
や
前
川
國
男
、
坂
倉
準

三
と
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
に

よ
り
リ
ー
ド
さ
れ
、
丹
下
健
三
の
活

躍
で
世
界
の
ト
ッ
プ
を
走
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
う
し
た
大
勢
に
く
み
せ

ず
独
自
の
非
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ

ン
を
貫
い
た
一
群
が
い
た
。
村
野
藤

吾
、
今
井
兼
次
、
そ
し
て
今
回
の
白

井
晟
一
で
あ
る
。

　
白
井
は
戦
前
に
設
計
を
開
始
し
て

い
る
が
す
ぐ
忘
れ
ら
れ
、
戦
後
の
1

9
5
0
年
代
に
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
川
添
登
に
〝
再
発
見
〞
さ
れ
、

当
時
の
若
手
の
磯
崎
新
ら
に
強
い
刺

激
を
与
え
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
最
中
に
建
築
界
に
足
を

踏
み
こ
ん
だ
私
に
と
っ
て
白
井
は
最

も
興
味
深
い
存
在
に
ほ
か
な
ら
ず
、

戦
後
す
ぐ
秋
田
に
つ
く
ら
れ
た
白
井

建
築
を
見
歩
い
た
り
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
当
時
、
日
本
の
近
代
建

築
史
研
究
は
明
治
の
最
初
期
ま
で
で

止
ま
っ
て
お
り
、
昭
和
戦
前
段
階
の

白
井
作
品
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

事

写
真
／
白
井
彪
介

建築概要（移築後）
所在地 長野県南佐久郡南牧村
主要用途 別荘
設計 白井晟一
施工 東海興業
建築面積 125.60㎡
延床面積 220.90㎡
階数 地上２階
構造 木造
竣工年 1937年
移築年 1987年
図面提供 『白井晟一 建築とその世界』
　　 （世界文化社）

歓帰荘

白井晟一

藤森照信
建築家。建築史家。東京大学名誉教授。
東京都江戸東京博物館館長。工学院
大学特任教授。おもな受賞＝『明治の
東京計画』（岩波書店）で毎日出版文
化賞、『建築探偵の冒険東京篇』（筑摩
書房）で日本デザイン文化賞・サン
トリー学芸賞、建築作品「赤瀬川原平
邸（ニラハウス）」（1997）で日本芸術
大賞、「熊本県立農
業大学校学生寮」
（2000）で日本建築
学会作品賞、「ラコ
リーナ近江八幡草
屋根」（15）で日本
芸術院賞。

Fujim
ori Terunobu

1928年、京都高等工芸学校（現・京都
工芸繊維大学）の図案科を出て、以後、
建築設計と本の装丁を業とする。若
き日にベルリンに留学して、マルク
ス主義活動に加わり、ロシア亡命を
企てたりしている。帰国後、建築家と
しては「歓帰荘」を発表したが注目さ
れなかった。戦後すぐ手がけた作品
は、ジャーナリストの川添登によっ
て建築界に伝えられ、磯崎新など脱
モダニズムを目指す若い世代に衝撃
を与え、その衝撃は神話化して今に
およんでいる。1983年、78歳で没す。

9

10

現
代

住
宅

併
走

Shirai
Seiichi

 × 
Fujimori
Terunobu

に
関
心
を
も
つ
者
は
い
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
な
か
、
戦
前
の
小
冊
子
の

ご
と
き
『
新
建
築
』
誌
を
通
読
し
て

〈
歓
帰
荘
〉な
る
一
風
変
わ
っ
た
小
住

宅
が
伊
豆
長
岡
の
古
奈
温
泉
の
白
石

館
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、

私
と
建
築
探
偵
仲
間
の
堀
勇
良
で
、

伊
豆
の
韮
山
の
「
江
川
邸
」（
1
6
0

0
年
頃
／
重
要
文
化
財
）
と
「
韮
山

反
射
炉
」（
江
戸
時
代
末
期
／
世
界
遺

産
）
見
学
の
つ
い
で
に
温
泉
に
立
ち

寄
っ
た
。
す
で
に
白
石
館
は
営
業
を

や
め
、
建
設
工
事
関
係
者
の
宿
舎
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
庭
を
挟
ん

だ
山
側
に
ひ
っ
そ
り
残
っ
て
い
る
の

を
発
見
し
た
。

　
こ
の
発
見
の
後
、
何
年
か
し
て
、

〈
歓
帰
荘
〉が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う

の
で
、
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
石

堂
威
さ
ん
と
一
緒
に
見
に
出
か
け
、

現
場
で
、
白
井
晟
一
の
子
息
の
白
井

彪
介
さ
ん
と
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、

彪
介
さ
ん
は
小
学
生
の
子
ど
も
を
連

れ
て
い
た
。

　
旧
白
石
館
跡
地
を
含
め
、
村
野
藤

吾
が
「
三
養
荘
」（
1
9
2
9
）
の
新

館
を
計
画
中
で
、
現
地
を
訪
れ
た
白

井
晟
一
に
村
野
が
残
す
か
ど
う
か
聞

く
と
、
白
井
は
「
だ
い
ぶ
く
た
び
れ

た
ナ
ァ
、
も
う
い
い
よ
」
と
言
い
、

結
局
、
取
り
壊
さ
れ
た
。

　
は
ず
だ
っ
た
が
、
し
か
し
、
あ
る

と
き
、「
移
築
し
た
の
で
お
招
き
し
た

い
」
と
の
連
絡
が
あ
り
、
出
か
け
る

と
、
八
ヶ
岳
東
麓
の
別
荘
地
の
な
か

に
〈
歓
帰
荘
〉
は
昔
の
ま
ま
に
立
っ

て
い
た
。
白
井
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在

で
あ
っ
た
横
山
達
雄
が
、
名
作
の
消

失
を
惜
し
ん
で
移
築
し
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
横
山
夫
人
の
「
移
築
し
た
こ

と
は
内
密
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
の

意
向
に
従
い
伏
せ
て
き
た
が
、
数
年

前
、
横
山
さ
ん
か
ら
今
の
オ
ー
ナ
ー

の
中
森
隆
利
さ
ん
に
手
渡
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
今
回
、
取
材
を
兼
ね
て
の

訪
問
と
な
っ
た
。
同
行
は
、
白
井
晟

一
の
孫
に
あ
た
る
建
築
家
の
白
井
原

太
さ
ん
で
、
そ
の
昔
、
現
地
に
出
か

け
た
と
き
に
会
っ
た
小
学
生
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
オ
ー
ナ
ー
の
中
森
さ
ん
に
案
内
し

て
い
た
だ
い
て
の
久
方
ぶ
り
の
印
象

は
、

〝
空
間
の
濃
さ
〞

　
で
あ
る
。
外
観
は
樹
々
に
囲
ま
れ

て
中
和
さ
れ
て
い
る
が
、
中
は
濃
い
。

住
宅
と
し
て
は
あ
ま
り
に
濃
い
。

　
伊
豆
長
岡
で
2
度
、
今
の
場
所
で

2
度
、
計
4
度
の
来
訪
で
初
め
て
寝

室
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
同
じ

濃
さ
で
も
ち
ょ
っ
と
異
質
と
い
う
か
、

こ
の
寝
室
の
つ
く
ら
れ
た
事
情
を
知

る
歴
史
家
に
は
妖
し
さ
さ
え
含
む
よ

う
な
濃
さ
を
感
じ
る
。

　
白
井
が
付
け
た
〈
歓
帰
荘
〉
の
名

は
字
の
と
お
り
歓
び
の
帰
る
家
を
意

味
し
、
実
際
、
発
注
者
と
白
井
の
ふ

た
り
、
と
い
う
よ
り
正
確
に
は
発
注

者
の
〝
女
の
歓
び
〞
が
帰
る
こ
と
を

白
井
が
願
っ
た
小
住
宅
で
あ
っ
た
。

情
を
話
せ
ば
あ
ま
り
に
長

く
な
る
か
ら
飛
ば
し
て
、

隣
の
主
室
に
移
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
ち
ら
も
十
分
に
濃
い
。

　
ま
ず
入
り
方
が
変
わ
っ
て
い
て
、

2
階
の
主
室
に
、
外
階
段
を
上
が
っ

統
論
争
」
に
論
者
と
し
て
登
場
し
、

江
川
邸
を
実
例
に
、
日
本
に
は
縄
文

時
代
の
竪
穴
住
居
に
発
す
る
〝
縄
文

的
な
る
も
の
〞
の
系
譜
が
あ
る
こ
と

を
主
張
し
、
そ
れ
ま
で
弥
生
的
な
る

も
の
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
建
築

界
の
丹
下
ら
に
衝
撃
を
与
え
て
い
る

が
、
白
井
は
白
石
館
長
期
滞
在
時
に

江
川
邸
の
存
在
と
そ
の
魅
力
を
知
っ

た
ば
か
り
か
、
そ
の
特
徴
を
〈
歓
帰

荘
〉
の
主
室
で
試
み
て
い
た
の
だ
っ

た
。

　
主
室
の
屋
根
と
室
内
の
発
想
の
も

と
は
縄
文
住
居
に
あ
る
と
し
て
も
、

謎
は
続
く
。
で
は
な
ぜ
全
体
と
し
て

は
洋
風
に
し
た
の
か
と
か
、
洋
風
の

う
ち
で
も
な
ぜ
ハ
ー
フ
チ
ン
バ
ー
形

式
を
外
観
で
と
っ
た
の
か
と
か
、
そ

も
そ
も
全
体
を
統
合
す
る
ス
タ
イ
ル

が
欠
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
縄
文

的
な
る
も
の
と
洋
風
の
統
合
な
ど
あ

り
え
な
い
だ
ろ
う
に
。

　
若
い
と
き
か
ら
白
井
に
関
心
を
も

ち
な
が
ら
話
す
相
手
も
な
い
ま
ま
過

ご
し
て
き
た
建
築
史
家
は
、
最
晩
年

の
磯
崎
新
と
白
井
に
つ
い
て
対
談
す

る
機
会
を
得
た
。
磯
崎
は
、
デ
ビ
ュ

ー
後
し
ば
ら
く
し
て
川
添
を
通
じ
て

知
っ
た
白
井
の
作
風
に
衝
撃
を
受
け
、

以
後
の
自
分
の
表
現
方
法
の
核
に
置

い
て
い
る
。談

の
な
か
で
磯
崎
は
「
白

井
建
築
に
は
シ
ュ
ー
ル
レ

ア
リ
ス
ム
の
何
か
が
あ
る
。

建
築
的
ル
ー
ル
違
反
で
す
」
と
言
い
、

そ
の
言
葉
に
喜
寿
も
近
い
建
築
史
家

の
永
年
の
疑
問
は
氷
解
し
た
。
本
来
、

統
合
し
よ
う
も
な
い
造
形
を
承
知
の

う
え
で
の
ひ
と
つ
画
面
に
収
め
る
こ

と
で
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
現
実
、
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
で
い
う
と

「
夢
の
領
分
」な
ど
を
表
現
す
る
方
法

を
白
井
は
と
っ
て
い
た
。
白
井
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
（
ベ
ル
リ
ン
・
パ
リ
・
モ

ス
ク
ワ
）
に
学
ん
だ
時
期
、
印
象
派

以
後
の
絵
画
は
、
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ビ

ス
ム
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
ア
ブ

ス
ト
ラ
ク
ト
（
抽
象
表
現
）、そ
し
て

マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
や
ダ
リ
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
分
か
れ
て

進
ん
で
き
た
が
、
白
井
は
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ム
を
、
自
覚
的
に
か
無
自

覚
的
に
か
受
け
入
れ
、
自
分
の
造
形

の
血
肉
と
し
て
い
た
。

　
な
お
、
同
時
代
の
建
築
の
流
れ
は

デ
・
ス
テ
イ
ル
の
後
は
絵
画
と
は
ほ

と
ん
ど
重
な
ら
ず
、
デ
・
ス
テ
イ
ル

↓
バ
ウ
ハ
ウ
ス
↓
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ

エ
と
続
き
、
そ
れ
が
日
本
に
も
伝
わ

っ
て
い
る
。

て
か
ら
入
る
が
、
玄
関
の

扉
を
開
け
る
と
狭
い
踊
り

場
（
ス
テ
ー
ジ
）
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
数
段
の
階
段
を

踏
ん
で
沈
む
よ
う
に
し
て

入
る
。
こ
ん
な
ヘ
ン
な
入

り
方
は
世
界
に
も
例
は
な

い
。
入
っ
た
時
点
で
訪
問

者
は
、
濃
す
ぎ
る
内
部
空

間
を
目
撃
す
る
。

　
ま
ず
正
面
に
は
、
2
本

の
欅
の
床
柱
状
の
角
柱
に

挟
ま
れ
て
石
造
の
暖
炉
が
立
ち
は
だ

か
り
、
右
手
に
は
ア
ー
チ
の
窓
。
左

手
に
は
ベ
イ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
状
の
ベ
ン

チ
が
付
き
、
背
に
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
。

　
と
書
く
と
当
時
の
洋
館
一
般
と
同

じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
部
屋
の
広
さ
の
割
に
石
の
暖
炉

は
大
き
す
ぎ
る
し
、
ア
ー
チ
の
窓
も
、

大
き
い
の
が
ひ
と
つ
と
い
う
の
も
床

か
ら
じ
か
に
立
ち
上
が
る
の
も
例
を

知
ら
な
い
。
左
手
の
ベ
ン
チ
も
そ
の

背
の
色
彩
豊
か
で
細
か
い
細
工
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
珍
し
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
暖
炉
、
ア
ー
チ
窓
、
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
付
き
ベ
ン
チ
が
、
チ
ョ

ー
ナ
で
斫
ら
れ
た
大
梁
の
支
え
る
三

角
の
化
粧
天
井
の
下
に
ひ
し
め
い
て

い
る
。

　
当
初
、
こ
の
三
角
屋
根
が
茅
葺
き

だ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
縄
文
時
代
の

竪
穴
住
居
に
想
を
得
た
小
住
宅
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
、
納
得
し
た
。

　
白
井
は
、
戦
後
、
丹
下
の
「
広
島

ピ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
」（
55
）
の
完
成
に

合
わ
せ
て
川
添
登
が
仕
掛
け
た
「
伝

９
／
１
階
の
廊
下
。

窓
は
手
吹
き
の
ク
ラ

ウ
ン
ガ
ラ
ス
（
小
円

ガ
ラ
ス
）。

10
／
近
年
改
修
さ
れ

た
茶
室
（
茶
室
設
計

：
吉
野
弘
）。
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Shirai Seiichi

写
真
提
供
／
白
井
晟
一
研
究
所（
ア
ト
リ
エ
No.
５
）
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へ
ず



後
の
日
本
の
建
築
界
は
、

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン

ド
や
前
川
國
男
、
坂
倉
準

三
と
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
に

よ
り
リ
ー
ド
さ
れ
、
丹
下
健
三
の
活

躍
で
世
界
の
ト
ッ
プ
を
走
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
う
し
た
大
勢
に
く
み
せ

ず
独
自
の
非
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ

ン
を
貫
い
た
一
群
が
い
た
。
村
野
藤

吾
、
今
井
兼
次
、
そ
し
て
今
回
の
白

井
晟
一
で
あ
る
。

　
白
井
は
戦
前
に
設
計
を
開
始
し
て

い
る
が
す
ぐ
忘
れ
ら
れ
、
戦
後
の
1

9
5
0
年
代
に
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
川
添
登
に
〝
再
発
見
〞
さ
れ
、

当
時
の
若
手
の
磯
崎
新
ら
に
強
い
刺

激
を
与
え
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
最
中
に
建
築
界
に
足
を

踏
み
こ
ん
だ
私
に
と
っ
て
白
井
は
最

も
興
味
深
い
存
在
に
ほ
か
な
ら
ず
、

戦
後
す
ぐ
秋
田
に
つ
く
ら
れ
た
白
井

建
築
を
見
歩
い
た
り
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
当
時
、
日
本
の
近
代
建

築
史
研
究
は
明
治
の
最
初
期
ま
で
で

止
ま
っ
て
お
り
、
昭
和
戦
前
段
階
の

白
井
作
品
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

事

写
真
／
白
井
彪
介

建築概要（移築後）
所在地 長野県南佐久郡南牧村
主要用途 別荘
設計 白井晟一
施工 東海興業
建築面積 125.60㎡
延床面積 220.90㎡
階数 地上２階
構造 木造
竣工年 1937年
移築年 1987年
図面提供 『白井晟一 建築とその世界』
　　 （世界文化社）

歓帰荘

白井晟一

藤森照信
建築家。建築史家。東京大学名誉教授。
東京都江戸東京博物館館長。工学院
大学特任教授。おもな受賞＝『明治の
東京計画』（岩波書店）で毎日出版文
化賞、『建築探偵の冒険東京篇』（筑摩
書房）で日本デザイン文化賞・サン
トリー学芸賞、建築作品「赤瀬川原平
邸（ニラハウス）」（1997）で日本芸術
大賞、「熊本県立農
業大学校学生寮」
（2000）で日本建築
学会作品賞、「ラコ
リーナ近江八幡草
屋根」（15）で日本
芸術院賞。

Fujim
ori Terunobu

1928年、京都高等工芸学校（現・京都
工芸繊維大学）の図案科を出て、以後、
建築設計と本の装丁を業とする。若
き日にベルリンに留学して、マルク
ス主義活動に加わり、ロシア亡命を
企てたりしている。帰国後、建築家と
しては「歓帰荘」を発表したが注目さ
れなかった。戦後すぐ手がけた作品
は、ジャーナリストの川添登によっ
て建築界に伝えられ、磯崎新など脱
モダニズムを目指す若い世代に衝撃
を与え、その衝撃は神話化して今に
およんでいる。1983年、78歳で没す。
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現
代

住
宅

併
走

Shirai
Seiichi

 × 
Fujimori
Terunobu

に
関
心
を
も
つ
者
は
い
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
な
か
、
戦
前
の
小
冊
子
の

ご
と
き
『
新
建
築
』
誌
を
通
読
し
て

〈
歓
帰
荘
〉な
る
一
風
変
わ
っ
た
小
住

宅
が
伊
豆
長
岡
の
古
奈
温
泉
の
白
石

館
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、

私
と
建
築
探
偵
仲
間
の
堀
勇
良
で
、

伊
豆
の
韮
山
の
「
江
川
邸
」（
1
6
0

0
年
頃
／
重
要
文
化
財
）
と
「
韮
山

反
射
炉
」（
江
戸
時
代
末
期
／
世
界
遺

産
）
見
学
の
つ
い
で
に
温
泉
に
立
ち

寄
っ
た
。
す
で
に
白
石
館
は
営
業
を

や
め
、
建
設
工
事
関
係
者
の
宿
舎
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
庭
を
挟
ん

だ
山
側
に
ひ
っ
そ
り
残
っ
て
い
る
の

を
発
見
し
た
。

　
こ
の
発
見
の
後
、
何
年
か
し
て
、

〈
歓
帰
荘
〉が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う

の
で
、
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
石

堂
威
さ
ん
と
一
緒
に
見
に
出
か
け
、

現
場
で
、
白
井
晟
一
の
子
息
の
白
井

彪
介
さ
ん
と
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、

彪
介
さ
ん
は
小
学
生
の
子
ど
も
を
連

れ
て
い
た
。

　
旧
白
石
館
跡
地
を
含
め
、
村
野
藤

吾
が
「
三
養
荘
」（
1
9
2
9
）
の
新

館
を
計
画
中
で
、
現
地
を
訪
れ
た
白

井
晟
一
に
村
野
が
残
す
か
ど
う
か
聞

く
と
、
白
井
は
「
だ
い
ぶ
く
た
び
れ

た
ナ
ァ
、
も
う
い
い
よ
」
と
言
い
、

結
局
、
取
り
壊
さ
れ
た
。

　
は
ず
だ
っ
た
が
、
し
か
し
、
あ
る

と
き
、「
移
築
し
た
の
で
お
招
き
し
た

い
」
と
の
連
絡
が
あ
り
、
出
か
け
る

と
、
八
ヶ
岳
東
麓
の
別
荘
地
の
な
か

に
〈
歓
帰
荘
〉
は
昔
の
ま
ま
に
立
っ

て
い
た
。
白
井
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在

で
あ
っ
た
横
山
達
雄
が
、
名
作
の
消

失
を
惜
し
ん
で
移
築
し
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
横
山
夫
人
の
「
移
築
し
た
こ

と
は
内
密
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
の

意
向
に
従
い
伏
せ
て
き
た
が
、
数
年

前
、
横
山
さ
ん
か
ら
今
の
オ
ー
ナ
ー

の
中
森
隆
利
さ
ん
に
手
渡
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
今
回
、
取
材
を
兼
ね
て
の

訪
問
と
な
っ
た
。
同
行
は
、
白
井
晟

一
の
孫
に
あ
た
る
建
築
家
の
白
井
原

太
さ
ん
で
、
そ
の
昔
、
現
地
に
出
か

け
た
と
き
に
会
っ
た
小
学
生
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
オ
ー
ナ
ー
の
中
森
さ
ん
に
案
内
し

て
い
た
だ
い
て
の
久
方
ぶ
り
の
印
象

は
、

〝
空
間
の
濃
さ
〞

　
で
あ
る
。
外
観
は
樹
々
に
囲
ま
れ

て
中
和
さ
れ
て
い
る
が
、
中
は
濃
い
。

住
宅
と
し
て
は
あ
ま
り
に
濃
い
。

　
伊
豆
長
岡
で
2
度
、
今
の
場
所
で

2
度
、
計
4
度
の
来
訪
で
初
め
て
寝

室
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
同
じ

濃
さ
で
も
ち
ょ
っ
と
異
質
と
い
う
か
、

こ
の
寝
室
の
つ
く
ら
れ
た
事
情
を
知

る
歴
史
家
に
は
妖
し
さ
さ
え
含
む
よ

う
な
濃
さ
を
感
じ
る
。

　
白
井
が
付
け
た
〈
歓
帰
荘
〉
の
名

は
字
の
と
お
り
歓
び
の
帰
る
家
を
意

味
し
、
実
際
、
発
注
者
と
白
井
の
ふ

た
り
、
と
い
う
よ
り
正
確
に
は
発
注

者
の
〝
女
の
歓
び
〞
が
帰
る
こ
と
を

白
井
が
願
っ
た
小
住
宅
で
あ
っ
た
。

情
を
話
せ
ば
あ
ま
り
に
長

く
な
る
か
ら
飛
ば
し
て
、

隣
の
主
室
に
移
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
ち
ら
も
十
分
に
濃
い
。

　
ま
ず
入
り
方
が
変
わ
っ
て
い
て
、

2
階
の
主
室
に
、
外
階
段
を
上
が
っ

統
論
争
」
に
論
者
と
し
て
登
場
し
、

江
川
邸
を
実
例
に
、
日
本
に
は
縄
文

時
代
の
竪
穴
住
居
に
発
す
る
〝
縄
文

的
な
る
も
の
〞
の
系
譜
が
あ
る
こ
と

を
主
張
し
、
そ
れ
ま
で
弥
生
的
な
る

も
の
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
建
築

界
の
丹
下
ら
に
衝
撃
を
与
え
て
い
る

が
、
白
井
は
白
石
館
長
期
滞
在
時
に

江
川
邸
の
存
在
と
そ
の
魅
力
を
知
っ

た
ば
か
り
か
、
そ
の
特
徴
を
〈
歓
帰

荘
〉
の
主
室
で
試
み
て
い
た
の
だ
っ

た
。

　
主
室
の
屋
根
と
室
内
の
発
想
の
も

と
は
縄
文
住
居
に
あ
る
と
し
て
も
、

謎
は
続
く
。
で
は
な
ぜ
全
体
と
し
て

は
洋
風
に
し
た
の
か
と
か
、
洋
風
の

う
ち
で
も
な
ぜ
ハ
ー
フ
チ
ン
バ
ー
形

式
を
外
観
で
と
っ
た
の
か
と
か
、
そ

も
そ
も
全
体
を
統
合
す
る
ス
タ
イ
ル

が
欠
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
縄
文

的
な
る
も
の
と
洋
風
の
統
合
な
ど
あ

り
え
な
い
だ
ろ
う
に
。

　
若
い
と
き
か
ら
白
井
に
関
心
を
も

ち
な
が
ら
話
す
相
手
も
な
い
ま
ま
過

ご
し
て
き
た
建
築
史
家
は
、
最
晩
年

の
磯
崎
新
と
白
井
に
つ
い
て
対
談
す

る
機
会
を
得
た
。
磯
崎
は
、
デ
ビ
ュ

ー
後
し
ば
ら
く
し
て
川
添
を
通
じ
て

知
っ
た
白
井
の
作
風
に
衝
撃
を
受
け
、

以
後
の
自
分
の
表
現
方
法
の
核
に
置

い
て
い
る
。談

の
な
か
で
磯
崎
は
「
白

井
建
築
に
は
シ
ュ
ー
ル
レ

ア
リ
ス
ム
の
何
か
が
あ
る
。

建
築
的
ル
ー
ル
違
反
で
す
」
と
言
い
、

そ
の
言
葉
に
喜
寿
も
近
い
建
築
史
家

の
永
年
の
疑
問
は
氷
解
し
た
。
本
来
、

統
合
し
よ
う
も
な
い
造
形
を
承
知
の

う
え
で
の
ひ
と
つ
画
面
に
収
め
る
こ

と
で
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
現
実
、
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
で
い
う
と

「
夢
の
領
分
」な
ど
を
表
現
す
る
方
法

を
白
井
は
と
っ
て
い
た
。
白
井
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
（
ベ
ル
リ
ン
・
パ
リ
・
モ

ス
ク
ワ
）
に
学
ん
だ
時
期
、
印
象
派

以
後
の
絵
画
は
、
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ビ

ス
ム
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
ア
ブ

ス
ト
ラ
ク
ト
（
抽
象
表
現
）、そ
し
て

マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
や
ダ
リ
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
分
か
れ
て

進
ん
で
き
た
が
、
白
井
は
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ム
を
、
自
覚
的
に
か
無
自

覚
的
に
か
受
け
入
れ
、
自
分
の
造
形

の
血
肉
と
し
て
い
た
。

　
な
お
、
同
時
代
の
建
築
の
流
れ
は

デ
・
ス
テ
イ
ル
の
後
は
絵
画
と
は
ほ

と
ん
ど
重
な
ら
ず
、
デ
・
ス
テ
イ
ル

↓
バ
ウ
ハ
ウ
ス
↓
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ

エ
と
続
き
、
そ
れ
が
日
本
に
も
伝
わ

っ
て
い
る
。

て
か
ら
入
る
が
、
玄
関
の

扉
を
開
け
る
と
狭
い
踊
り

場
（
ス
テ
ー
ジ
）
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
数
段
の
階
段
を

踏
ん
で
沈
む
よ
う
に
し
て

入
る
。
こ
ん
な
ヘ
ン
な
入

り
方
は
世
界
に
も
例
は
な

い
。
入
っ
た
時
点
で
訪
問

者
は
、
濃
す
ぎ
る
内
部
空

間
を
目
撃
す
る
。

　
ま
ず
正
面
に
は
、
2
本

の
欅
の
床
柱
状
の
角
柱
に

挟
ま
れ
て
石
造
の
暖
炉
が
立
ち
は
だ

か
り
、
右
手
に
は
ア
ー
チ
の
窓
。
左

手
に
は
ベ
イ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
状
の
ベ
ン

チ
が
付
き
、
背
に
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
。

　
と
書
く
と
当
時
の
洋
館
一
般
と
同

じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
部
屋
の
広
さ
の
割
に
石
の
暖
炉

は
大
き
す
ぎ
る
し
、
ア
ー
チ
の
窓
も
、

大
き
い
の
が
ひ
と
つ
と
い
う
の
も
床

か
ら
じ
か
に
立
ち
上
が
る
の
も
例
を

知
ら
な
い
。
左
手
の
ベ
ン
チ
も
そ
の

背
の
色
彩
豊
か
で
細
か
い
細
工
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
珍
し
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
暖
炉
、
ア
ー
チ
窓
、
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
付
き
ベ
ン
チ
が
、
チ
ョ

ー
ナ
で
斫
ら
れ
た
大
梁
の
支
え
る
三

角
の
化
粧
天
井
の
下
に
ひ
し
め
い
て

い
る
。

　
当
初
、
こ
の
三
角
屋
根
が
茅
葺
き

だ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
縄
文
時
代
の

竪
穴
住
居
に
想
を
得
た
小
住
宅
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
、
納
得
し
た
。

　
白
井
は
、
戦
後
、
丹
下
の
「
広
島

ピ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
」（
55
）
の
完
成
に

合
わ
せ
て
川
添
登
が
仕
掛
け
た
「
伝

９
／
１
階
の
廊
下
。

窓
は
手
吹
き
の
ク
ラ

ウ
ン
ガ
ラ
ス
（
小
円

ガ
ラ
ス
）。

10
／
近
年
改
修
さ
れ

た
茶
室
（
茶
室
設
計

：
吉
野
弘
）。

対

竣工時の２階寝室。

１階

２階

N

1/150
0 1 2m

竣工時平面図

Shirai Seiichi

写
真
提
供
／
白
井
晟
一
研
究
所（
ア
ト
リ
エ
No.
５
）

7071

へ
ず



最
新
水
ま
わ
り
物
語

Number

　
天
然
の
良
港
で
あ
る
福
井
県
の
敦

賀
港
は
古
来
、
日
本
と
ア
ジ
ア
大
陸

を
結
ぶ
海
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
、

江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
寄
港
地
で

も
あ
っ
た
。
一
方
、
敦
賀
は
背
後
に

京
阪
神
と
名
古
屋
が
控
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
陸
の
交
通
の
要
衝
と
し
て

も
発
展
し
た
。
明
治
時
代
に
は
東
京

と
の
あ
い
だ
に
い
ち
早
く
鉄
道
が
敷

か
れ
、
敦
賀
港
か
ら
船
で
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ク
に
渡
り
、
東
京
と
欧
州
を
1

枚
の
切
符
で
結
ぶ
「
欧
亜
国
際
連
絡

列
車
」
な
る
路
線
ま
で
登
場
。
日
本

の
表
玄
関
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

　
そ
ん
な
敦
賀
が
今
ま
た
交
通
の
結

節
点
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

金
沢
・
敦
賀
間
が
延
伸
工
事
中
だ
っ

た
北
陸
新
幹
線
が
2
0
2
4
年
3
月
、

開
業
を
迎
え
、
真
新
し
い
巨
大
な
駅

が
姿
を
現
し
た
か
ら
だ
。
駅
舎
の
高

さ
は
12
階
建
て
の
ビ
ル
に
相
当
す
る

約
37
m
。
国
内
の
整
備
新
幹
線
中
、

最
大
規
模
だ
と
い
う
。
白
と
ブ
ル
ー

を
基
調
に
そ
び
え
立
つ
外
観
は
、
迫

力
の
ス
ケ
ー
ル
だ
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
巨
大

に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
駅
近
く
で

は
、
J
R
北
陸
線
の
上
を
国
道
8
号

の
バ
イ
パ
ス
が
交
差
し
、
新
幹
線
は

そ
の
上
を
通
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
線
路
は
高
架
と
な
っ
た
。
そ
の

高
さ
か
ら
新
幹
線
が
地
面
近
く
ま
で

急
こ
う
配
と
す
る
の
は
難
し
く
、
お

の
ず
と
高
架
駅
に
な
っ
た
の
だ
。
ま

た
、
北
陸
新
幹
線
は
将
来
、
新
大
阪

ま
で
延
伸
さ
れ
る
計
画
が
あ
る
。
敦

賀
は
当
面
、
終
着
駅
と
な
る
た
め
、

乗
務
員
や
列
車
清
掃
員
な
ど
の
宿
泊

エ
リ
ア
も
必
要
で
、
駅
舎
の
幅
も
長

大
に
な
っ
た
。

　
敦
賀
駅
が
日
本
一
な
の
は
高
さ
ば

か
り
で
は
な
い
。
駅
舎
内
の
エ
ス
カ

レ
ー
タ
26
基
と
、
乗
り
換
え
改
札
19

通
路
も
整
備
新
幹
線
駅
で
は
最
多
と

の
こ
と
。「
こ
こ
ま
で
完
備
し
た
の
は
、

在
来
線
へ
の
乗
り
換
え
の
ス
ム
ー
ズ

さ
を
追
求
し
た
結
果
で
す
」
と
語
る

の
は
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備

支
援
機
構
（
以
下
、
鉄
道
・
運
輸
機

構
）
の
阿
部
祐
介
さ
ん
。
も
と
も
と

新
幹
線
と
従
来
の
在
来
線
の
ホ
ー
ム

が
離
れ
て
い
た
た
め
、
少
し
で
も
移

動
時
間
を
短
縮
す
べ
く
、
乗
り
換
え

客
が
最
も
多
い
特
急
列
車
の
ホ
ー
ム

を
新
幹
線
ホ
ー
ム
の
真
下
に
新
設
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
縦

移
動
を
で
き
る
だ
け
迅
速
に
し
、
混

雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
十
分
な
数

の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
や
改
札
機
を
用
意

し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
駅
舎
は
1
階
が
特
急
ホ
ー
ム
、
2

階
が
乗
り
換
え
コ
ン
コ
ー
ス
、
3
階

が
新
幹
線
ホ
ー
ム
と
い
う
構
成
。
鉄

道
・
運
輸
機
構
の
大
江
英
誠
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
3
層
構
造
の
駅

と
い
う
の
も
全
国
初
だ
そ
う
だ
。

　
ま
ず
は
初
め
て
づ
く
し
の
駅
舎
の

最
上
階
、
新
幹
線
ホ
ー
ム
を
見
学
し

た
。
大
屋
根
の
下
に
広
が
る
空
間
は

明
る
く
開
放
的
で
、
日
本
一
の
高
さ

を
誇
る
だ
け
に
眺
望
も
抜
群
。
ガ
ラ

ス
張
り
の
ホ
ー
ム
中
ほ
ど
か
ら
は
敦

賀
湾
も
望
め
る
。
床
は
船
の
甲
板
を

思
わ
せ
る
木
調
タ
イ
ル
張
り
で
、
船

の
キ
ャ
ビ
ン
に
見
立
て
た
待
合
室
を

配
す
る
な
ど
、
全
体
を
港
町
・
敦
賀

を
象
徴
す
る
船
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
ま
と
め
て
い
る
。

　
1
層
下
の
コ
ン
コ
ー
ス
も
、
北
前

船
の
帆
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
白
い
膜
天

井
の
下
に
広
が
る
大
空
間
。
19
通
路

あ
る
中
央
の
改
札
を
挟
ん
で
、
新
幹

線
と
在
来
線
の
コ
ン
コ
ー
ス
が
連
続

し
て
お
り
、
全
長
は
2
0
0
m
。
一

方
か
ら
も
う
一
方
を
見
通
し
た
全
景

は
壮
観
だ
。

　
長
い
コ
ン
コ
ー
ス
の
両
端
に
は
ア

イ
ス
ト
ッ
プ
と
な
る
レ
ン
ガ
の
間
仕

切
り
壁
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
そ
れ
ぞ

れ
ト
イ
レ
が
あ
る
。
敦
賀
港
に
は
明

治
時
代
に
外
国
人
技
師
が
設
計
し
た

赤
レ
ン
ガ
倉
庫
が
あ
り
、
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
レ
ン
ガ

を
採
用
し
た
と
い
う
。
透
か
し
積
み

に
し
た
理
由
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
す
る
一
方
、
ほ
ど
よ
く
気
配
を

63

取
材
・
文
／
大
山
直
美
　
写
真
／
川
辺
明
伸

多
く
の
乗
り
換
え
客
を

受
け
入
れ
る
ト
イ
レ

T
suruga Station

再
び

交
通
の
結
節
点
に

感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
安
心
感
を
与
え

た
か
っ
た
」
と
大
江
さ
ん
。
阿
部
さ

ん
も
「
死
角
を
つ
く
ら
な
い
の
が
防

犯
上
の
基
本
で
す
」
と
話
す
。

　
今
回
撮
影
し
た
の
は
、
新
幹
線
コ

ン
コ
ー
ス
側
の
ト
イ
レ
。
レ
ン
ガ
壁

の
す
ぐ
裏
手
に
大
小
ふ
た
つ
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
が
あ
り
、
そ
の
左

奥
に
男
性
ト
イ
レ
、
右
奥
に
女
性
ト

イ
レ
が
あ
る
。
ト
イ
レ
の
内
装
も
白

と
ブ
ル
ー
が
基
調
で
、
濃
い
青
と
白

い
器
具
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
際
立
ち
、

各
ブ
ー
ス
の
扉
に
大
き
く
描
か
れ
た

ピ
ク
ト
サ
イ
ン
も
見
や
す
い
。

　
阿
部
さ
ん
に
よ
る
と
、
今
回
の
ト

イ
レ
の
お
も
な
特
徴
は「
機
能
分
散
」

と
「
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
」「
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
」
の
3
点
。
機
能

分
散
と
は
、
車
い
す
使
用
者
や
オ
ス

ト
メ
イ
ト
向
け
の
機
能
を
バ
リ
ア
フ

リ
ー
ト
イ
レ
だ
け
に
集
約
す
る
の
で

は
な
く
、
一
般
ト
イ
レ
内
に
も
手
す

り
や
汚
物
流
し
な
ど
を
備
え
た
広
め

の
ブ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
で
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の
混
雑
を
避
け
、

ど
ち
ら
で
も
自
由
に
選
ん
で
気
が
ね

な
く
使
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
。

　
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
こ
と
は
、

明
快
に
2
分
割
さ
れ
た
平
面
図
か
ら

も
読
み
取
れ
る
。
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ

ー
の
広
さ
も
男
女
平
等
な
ら
、
内
部

の
設
備
も
完
全
に
平
等
で
、
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア
や
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
、

擬
音
装
置
の
「
音
姫
」
ま
で
を
女
性

用
だ
け
で
な
く
男
性
用
に
も
完
備
。

こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
の
は
、
L
G
B

T
Q
対
応
で
も
あ
る
と
阿
部
さ
ん
は

ま
ま
着
替
え
さ
せ
た
り
、
床
に
じ
か

に
置
き
た
く
な
い
荷
物
を
置
い
た
り

と
、
幅
広
く
活
用
で
き
る
た
め
、
外

国
人
も
使
い
途
が
わ
か
る
と
、
こ
れ

は
便
利
だ
と
喜
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

　
ち
な
み
に
、
各
ブ
ー
ス
の
鍵
は
上

下
2
カ
所
に
付
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
に
座
ら
せ
た
子
ど

も
が
解
錠
し
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
た

め
で
、
過
去
の
ト
ラ
ブ
ル
例
を
参
考

に
し
た
対
策
。
ま
た
、
大
江
さ
ん
に

よ
る
と
、
当
初
は
新
幹
線
と
在
来
線

の
ト
イ
レ
は
男
女
の
ト
イ
レ
の
配
置

が
逆
だ
っ
た
が
、
事
前
に
現
場
で
モ

ッ
ク
ア
ッ
プ
を
組
ん
で
検
証
し
た
際
、

入
り
ま
ち
が
え
な
い
よ
う
、
同
じ
配

置
に
揃
え
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
意

見
が
出
て
、
変
更
し
た
と
い
う
。
駅

を
新
設
す
る
た
び
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
、
ト
イ
レ
空
間
も
着
実
に
進

化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
阿
部
さ
ん
は
「
女
性
の
方
か
ら
女

性
ト
イ
レ
を
男
性
ト
イ
レ
よ
り
広
く

す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
出
ま
し

た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
今
の
時

代
に
合
っ
た
最
新
の
ト
イ
レ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
」
と
自
負
を
語
る
。

　
ひ
と
昔
前
は
男
性
ト
イ
レ
に
比
べ

て
女
性
ト
イ
レ
の
ほ
う
が
広
く
、
充

実
し
た
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る

な
ど
、
男
女
に
格
差
の
あ
る
ト
イ
レ

が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
常
識
だ

と
思
う
人
は
ま
だ
多
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
ど
ん
な
人
も
使
い
や
す
い
真
の

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
突
き
詰

め
て
い
く
と
、
ぐ
る
っ
と
一
周
ま
わ

っ
て
、
性
差
が
な
い
ト
イ
レ
こ
そ
時

代
の
最
先
端
を
行
く
か
た
ち
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
次
な
る
駅
の
最
新
ト

イ
レ
が
ど
う
進
化
す
る
の
か
、
見
学

で
き
る
日
を
楽
し
み
に
待
ち
た
い
。

港
町・敦
賀
を

モ
チ
ー
フ
に

敦
賀
駅個室と小便器

言
う
。
確
か
に
す
べ
て
の
設
備
が
両

方
に
揃
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
人
に

も
使
い
や
す
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
駅
全
体
の
サ
イ
ン
と
同
じ
く
、
ト

イ
レ
内
の
機
能
説
明
も
5
言
語
対
応

（
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
繁
体
字
、

中
国
語
簡
体
字
、
韓
国
語
）
で
、
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
も
万
全
だ
。「
フ
ィ

ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
は
外
国
の
方
は

見
慣
れ
な
い
の
で
、
見
学
会
の
際
に
、

何
の
た
め
に
使
う
の
か
と
聞
か
れ
ま

し
た
ね
」
と
笑
う
大
江
さ
ん
。
着
替

え
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の

パ
ン
ツ
タ
イ
プ
の
お
む
つ
を
立
っ
た

男性トイレ

トイレ入口

パウダーコーナー

おむつ交換台など、女性
トイレと同様の設備。

女性トイレと同じ広さで
用意されている。

港の倉庫をモチーフにし
たレンガの目隠し。

フィッティングボードや
ベビーチェアなどの豊富
な設備が設けられた個室
群。

平面図
1/200

男性トイレ

女性トイレ

簡易多機能
トイレ

簡易多機能
トイレ

簡易多機能
トイレ

簡易多機能
トイレ

SK

バ
リ
ア
フ
リ
ー

ト
イ
レ

バ
リ
ア
フ
リ
ー

ト
イ
レ

N

0 1 2m

個室

7273

敦賀駅外観。
手前に木ノ芽川。

敦賀駅新幹線ホーム。
ハイサイドからの
光があふれる。

敦賀駅新幹線
コンコースの
トイレ入口。
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天
然
の
良
港
で
あ
る
福
井
県
の
敦

賀
港
は
古
来
、
日
本
と
ア
ジ
ア
大
陸

を
結
ぶ
海
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
、

江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
寄
港
地
で

も
あ
っ
た
。
一
方
、
敦
賀
は
背
後
に

京
阪
神
と
名
古
屋
が
控
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
陸
の
交
通
の
要
衝
と
し
て

も
発
展
し
た
。
明
治
時
代
に
は
東
京

と
の
あ
い
だ
に
い
ち
早
く
鉄
道
が
敷

か
れ
、
敦
賀
港
か
ら
船
で
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ク
に
渡
り
、
東
京
と
欧
州
を
1

枚
の
切
符
で
結
ぶ
「
欧
亜
国
際
連
絡

列
車
」
な
る
路
線
ま
で
登
場
。
日
本

の
表
玄
関
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

　
そ
ん
な
敦
賀
が
今
ま
た
交
通
の
結

節
点
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

金
沢
・
敦
賀
間
が
延
伸
工
事
中
だ
っ

た
北
陸
新
幹
線
が
2
0
2
4
年
3
月
、

開
業
を
迎
え
、
真
新
し
い
巨
大
な
駅

が
姿
を
現
し
た
か
ら
だ
。
駅
舎
の
高

さ
は
12
階
建
て
の
ビ
ル
に
相
当
す
る

約
37
m
。
国
内
の
整
備
新
幹
線
中
、

最
大
規
模
だ
と
い
う
。
白
と
ブ
ル
ー

を
基
調
に
そ
び
え
立
つ
外
観
は
、
迫

力
の
ス
ケ
ー
ル
だ
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
巨
大

に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
駅
近
く
で

は
、
J
R
北
陸
線
の
上
を
国
道
8
号

の
バ
イ
パ
ス
が
交
差
し
、
新
幹
線
は

そ
の
上
を
通
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
線
路
は
高
架
と
な
っ
た
。
そ
の

高
さ
か
ら
新
幹
線
が
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面
近
く
ま
で

急
こ
う
配
と
す
る
の
は
難
し
く
、
お

の
ず
と
高
架
駅
に
な
っ
た
の
だ
。
ま

た
、
北
陸
新
幹
線
は
将
来
、
新
大
阪

ま
で
延
伸
さ
れ
る
計
画
が
あ
る
。
敦

賀
は
当
面
、
終
着
駅
と
な
る
た
め
、

乗
務
員
や
列
車
清
掃
員
な
ど
の
宿
泊

エ
リ
ア
も
必
要
で
、
駅
舎
の
幅
も
長

大
に
な
っ
た
。

　
敦
賀
駅
が
日
本
一
な
の
は
高
さ
ば

か
り
で
は
な
い
。
駅
舎
内
の
エ
ス
カ

レ
ー
タ
26
基
と
、
乗
り
換
え
改
札
19

通
路
も
整
備
新
幹
線
駅
で
は
最
多
と

の
こ
と
。「
こ
こ
ま
で
完
備
し
た
の
は
、

在
来
線
へ
の
乗
り
換
え
の
ス
ム
ー
ズ

さ
を
追
求
し
た
結
果
で
す
」
と
語
る

の
は
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備

支
援
機
構
（
以
下
、
鉄
道
・
運
輸
機

構
）
の
阿
部
祐
介
さ
ん
。
も
と
も
と

新
幹
線
と
従
来
の
在
来
線
の
ホ
ー
ム

が
離
れ
て
い
た
た
め
、
少
し
で
も
移

動
時
間
を
短
縮
す
べ
く
、
乗
り
換
え

客
が
最
も
多
い
特
急
列
車
の
ホ
ー
ム

を
新
幹
線
ホ
ー
ム
の
真
下
に
新
設
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
縦

移
動
を
で
き
る
だ
け
迅
速
に
し
、
混

雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
十
分
な
数

の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
や
改
札
機
を
用
意

し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
駅
舎
は
1
階
が
特
急
ホ
ー
ム
、
2

階
が
乗
り
換
え
コ
ン
コ
ー
ス
、
3
階

が
新
幹
線
ホ
ー
ム
と
い
う
構
成
。
鉄

道
・
運
輸
機
構
の
大
江
英
誠
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
3
層
構
造
の
駅

と
い
う
の
も
全
国
初
だ
そ
う
だ
。

　
ま
ず
は
初
め
て
づ
く
し
の
駅
舎
の

最
上
階
、
新
幹
線
ホ
ー
ム
を
見
学
し

た
。
大
屋
根
の
下
に
広
が
る
空
間
は

明
る
く
開
放
的
で
、
日
本
一
の
高
さ

を
誇
る
だ
け
に
眺
望
も
抜
群
。
ガ
ラ

ス
張
り
の
ホ
ー
ム
中
ほ
ど
か
ら
は
敦

賀
湾
も
望
め
る
。
床
は
船
の
甲
板
を

思
わ
せ
る
木
調
タ
イ
ル
張
り
で
、
船

の
キ
ャ
ビ
ン
に
見
立
て
た
待
合
室
を

配
す
る
な
ど
、
全
体
を
港
町
・
敦
賀

を
象
徴
す
る
船
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
ま
と
め
て
い
る
。

　
1
層
下
の
コ
ン
コ
ー
ス
も
、
北
前

船
の
帆
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
白
い
膜
天

井
の
下
に
広
が
る
大
空
間
。
19
通
路

あ
る
中
央
の
改
札
を
挟
ん
で
、
新
幹

線
と
在
来
線
の
コ
ン
コ
ー
ス
が
連
続

し
て
お
り
、
全
長
は
2
0
0
m
。
一

方
か
ら
も
う
一
方
を
見
通
し
た
全
景

は
壮
観
だ
。

　
長
い
コ
ン
コ
ー
ス
の
両
端
に
は
ア

イ
ス
ト
ッ
プ
と
な
る
レ
ン
ガ
の
間
仕

切
り
壁
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
そ
れ
ぞ

れ
ト
イ
レ
が
あ
る
。
敦
賀
港
に
は
明

治
時
代
に
外
国
人
技
師
が
設
計
し
た

赤
レ
ン
ガ
倉
庫
が
あ
り
、
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
レ
ン
ガ

を
採
用
し
た
と
い
う
。
透
か
し
積
み

に
し
た
理
由
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
す
る
一
方
、
ほ
ど
よ
く
気
配
を

63

取
材
・
文
／
大
山
直
美
　
写
真
／
川
辺
明
伸

多
く
の
乗
り
換
え
客
を

受
け
入
れ
る
ト
イ
レ

T
suruga Station

再
び

交
通
の
結
節
点
に

感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
安
心
感
を
与
え

た
か
っ
た
」
と
大
江
さ
ん
。
阿
部
さ

ん
も
「
死
角
を
つ
く
ら
な
い
の
が
防

犯
上
の
基
本
で
す
」
と
話
す
。

　
今
回
撮
影
し
た
の
は
、
新
幹
線
コ

ン
コ
ー
ス
側
の
ト
イ
レ
。
レ
ン
ガ
壁

の
す
ぐ
裏
手
に
大
小
ふ
た
つ
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
が
あ
り
、
そ
の
左

奥
に
男
性
ト
イ
レ
、
右
奥
に
女
性
ト

イ
レ
が
あ
る
。
ト
イ
レ
の
内
装
も
白

と
ブ
ル
ー
が
基
調
で
、
濃
い
青
と
白

い
器
具
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
際
立
ち
、

各
ブ
ー
ス
の
扉
に
大
き
く
描
か
れ
た

ピ
ク
ト
サ
イ
ン
も
見
や
す
い
。

　
阿
部
さ
ん
に
よ
る
と
、
今
回
の
ト

イ
レ
の
お
も
な
特
徴
は「
機
能
分
散
」

と
「
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
」「
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
」
の
3
点
。
機
能

分
散
と
は
、
車
い
す
使
用
者
や
オ
ス

ト
メ
イ
ト
向
け
の
機
能
を
バ
リ
ア
フ

リ
ー
ト
イ
レ
だ
け
に
集
約
す
る
の
で

は
な
く
、
一
般
ト
イ
レ
内
に
も
手
す

り
や
汚
物
流
し
な
ど
を
備
え
た
広
め

の
ブ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
で
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の
混
雑
を
避
け
、

ど
ち
ら
で
も
自
由
に
選
ん
で
気
が
ね

な
く
使
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
。

　
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
こ
と
は
、

明
快
に
2
分
割
さ
れ
た
平
面
図
か
ら

も
読
み
取
れ
る
。
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ

ー
の
広
さ
も
男
女
平
等
な
ら
、
内
部

の
設
備
も
完
全
に
平
等
で
、
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア
や
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
、

擬
音
装
置
の
「
音
姫
」
ま
で
を
女
性

用
だ
け
で
な
く
男
性
用
に
も
完
備
。

こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
の
は
、
L
G
B

T
Q
対
応
で
も
あ
る
と
阿
部
さ
ん
は

ま
ま
着
替
え
さ
せ
た
り
、
床
に
じ
か

に
置
き
た
く
な
い
荷
物
を
置
い
た
り

と
、
幅
広
く
活
用
で
き
る
た
め
、
外

国
人
も
使
い
途
が
わ
か
る
と
、
こ
れ

は
便
利
だ
と
喜
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

　
ち
な
み
に
、
各
ブ
ー
ス
の
鍵
は
上

下
2
カ
所
に
付
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
に
座
ら
せ
た
子
ど

も
が
解
錠
し
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
た

め
で
、
過
去
の
ト
ラ
ブ
ル
例
を
参
考

に
し
た
対
策
。
ま
た
、
大
江
さ
ん
に

よ
る
と
、
当
初
は
新
幹
線
と
在
来
線

の
ト
イ
レ
は
男
女
の
ト
イ
レ
の
配
置

が
逆
だ
っ
た
が
、
事
前
に
現
場
で
モ

ッ
ク
ア
ッ
プ
を
組
ん
で
検
証
し
た
際
、

入
り
ま
ち
が
え
な
い
よ
う
、
同
じ
配

置
に
揃
え
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
意

見
が
出
て
、
変
更
し
た
と
い
う
。
駅

を
新
設
す
る
た
び
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
、
ト
イ
レ
空
間
も
着
実
に
進

化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
阿
部
さ
ん
は
「
女
性
の
方
か
ら
女

性
ト
イ
レ
を
男
性
ト
イ
レ
よ
り
広
く

す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
出
ま
し

た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
今
の
時

代
に
合
っ
た
最
新
の
ト
イ
レ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
」
と
自
負
を
語
る
。

　
ひ
と
昔
前
は
男
性
ト
イ
レ
に
比
べ

て
女
性
ト
イ
レ
の
ほ
う
が
広
く
、
充

実
し
た
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る

な
ど
、
男
女
に
格
差
の
あ
る
ト
イ
レ

が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
常
識
だ

と
思
う
人
は
ま
だ
多
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
ど
ん
な
人
も
使
い
や
す
い
真
の

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
突
き
詰

め
て
い
く
と
、
ぐ
る
っ
と
一
周
ま
わ

っ
て
、
性
差
が
な
い
ト
イ
レ
こ
そ
時

代
の
最
先
端
を
行
く
か
た
ち
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
次
な
る
駅
の
最
新
ト

イ
レ
が
ど
う
進
化
す
る
の
か
、
見
学

で
き
る
日
を
楽
し
み
に
待
ち
た
い
。

港
町・敦
賀
を

モ
チ
ー
フ
に

敦
賀
駅個室と小便器

言
う
。
確
か
に
す
べ
て
の
設
備
が
両

方
に
揃
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
人
に

も
使
い
や
す
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
駅
全
体
の
サ
イ
ン
と
同
じ
く
、
ト

イ
レ
内
の
機
能
説
明
も
5
言
語
対
応

（
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
繁
体
字
、

中
国
語
簡
体
字
、
韓
国
語
）
で
、
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
も
万
全
だ
。「
フ
ィ

ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
は
外
国
の
方
は

見
慣
れ
な
い
の
で
、
見
学
会
の
際
に
、

何
の
た
め
に
使
う
の
か
と
聞
か
れ
ま

し
た
ね
」
と
笑
う
大
江
さ
ん
。
着
替

え
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の

パ
ン
ツ
タ
イ
プ
の
お
む
つ
を
立
っ
た

男性トイレ

トイレ入口

パウダーコーナー

おむつ交換台など、女性
トイレと同様の設備。

女性トイレと同じ広さで
用意されている。

港の倉庫をモチーフにし
たレンガの目隠し。

フィッティングボードや
ベビーチェアなどの豊富
な設備が設けられた個室
群。

平面図
1/200
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トイレ

簡易多機能
トイレ

簡易多機能
トイレ

SK

バ
リ
ア
フ
リ
ー

ト
イ
レ

バ
リ
ア
フ
リ
ー

ト
イ
レ

N

0 1 2m

個室

7273

敦賀駅外観。
手前に木ノ芽川。

敦賀駅新幹線ホーム。
ハイサイドからの
光があふれる。

敦賀駅新幹線
コンコースの
トイレ入口。



オストメイト対応。
フィッティングボ

ードやフラットシートな
どの豊富な設備が設けら
れている。

入口には、対応し
ている機能がわか

るようなサインが明示さ
れている。

　
天
然
の
良
港
で
あ
る
福
井
県
の
敦

賀
港
は
古
来
、
日
本
と
ア
ジ
ア
大
陸

を
結
ぶ
海
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
、

江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
寄
港
地
で

も
あ
っ
た
。
一
方
、
敦
賀
は
背
後
に

京
阪
神
と
名
古
屋
が
控
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
陸
の
交
通
の
要
衝
と
し
て

も
発
展
し
た
。
明
治
時
代
に
は
東
京

と
の
あ
い
だ
に
い
ち
早
く
鉄
道
が
敷

か
れ
、
敦
賀
港
か
ら
船
で
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ク
に
渡
り
、
東
京
と
欧
州
を
1

枚
の
切
符
で
結
ぶ
「
欧
亜
国
際
連
絡

列
車
」
な
る
路
線
ま
で
登
場
。
日
本

の
表
玄
関
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

　
そ
ん
な
敦
賀
が
今
ま
た
交
通
の
結

節
点
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

金
沢
・
敦
賀
間
が
延
伸
工
事
中
だ
っ

た
北
陸
新
幹
線
が
2
0
2
4
年
3
月
、

開
業
を
迎
え
、
真
新
し
い
巨
大
な
駅

が
姿
を
現
し
た
か
ら
だ
。
駅
舎
の
高

さ
は
12
階
建
て
の
ビ
ル
に
相
当
す
る

約
37
m
。
国
内
の
整
備
新
幹
線
中
、

最
大
規
模
だ
と
い
う
。
白
と
ブ
ル
ー

を
基
調
に
そ
び
え
立
つ
外
観
は
、
迫

力
の
ス
ケ
ー
ル
だ
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
巨
大

に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
駅
近
く
で

は
、
J
R
北
陸
線
の
上
を
国
道
8
号

の
バ
イ
パ
ス
が
交
差
し
、
新
幹
線
は

そ
の
上
を
通
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
線
路
は
高
架
と
な
っ
た
。
そ
の

高
さ
か
ら
新
幹
線
が
地
面
近
く
ま
で

急
こ
う
配
と
す
る
の
は
難
し
く
、
お

の
ず
と
高
架
駅
に
な
っ
た
の
だ
。
ま

た
、
北
陸
新
幹
線
は
将
来
、
新
大
阪

ま
で
延
伸
さ
れ
る
計
画
が
あ
る
。
敦

賀
は
当
面
、
終
着
駅
と
な
る
た
め
、

乗
務
員
や
列
車
清
掃
員
な
ど
の
宿
泊

エ
リ
ア
も
必
要
で
、
駅
舎
の
幅
も
長

大
に
な
っ
た
。

　
敦
賀
駅
が
日
本
一
な
の
は
高
さ
ば

か
り
で
は
な
い
。
駅
舎
内
の
エ
ス
カ

レ
ー
タ
26
基
と
、
乗
り
換
え
改
札
19

通
路
も
整
備
新
幹
線
駅
で
は
最
多
と

の
こ
と
。「
こ
こ
ま
で
完
備
し
た
の
は
、

在
来
線
へ
の
乗
り
換
え
の
ス
ム
ー
ズ

さ
を
追
求
し
た
結
果
で
す
」
と
語
る

の
は
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備

支
援
機
構
（
以
下
、
鉄
道
・
運
輸
機

構
）
の
阿
部
祐
介
さ
ん
。
も
と
も
と

新
幹
線
と
従
来
の
在
来
線
の
ホ
ー
ム

が
離
れ
て
い
た
た
め
、
少
し
で
も
移

動
時
間
を
短
縮
す
べ
く
、
乗
り
換
え

客
が
最
も
多
い
特
急
列
車
の
ホ
ー
ム

を
新
幹
線
ホ
ー
ム
の
真
下
に
新
設
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
縦

移
動
を
で
き
る
だ
け
迅
速
に
し
、
混

雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
十
分
な
数

の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
や
改
札
機
を
用
意

し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
駅
舎
は
1
階
が
特
急
ホ
ー
ム
、
2

階
が
乗
り
換
え
コ
ン
コ
ー
ス
、
3
階

が
新
幹
線
ホ
ー
ム
と
い
う
構
成
。
鉄

道
・
運
輸
機
構
の
大
江
英
誠
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
3
層
構
造
の
駅

と
い
う
の
も
全
国
初
だ
そ
う
だ
。

　
ま
ず
は
初
め
て
づ
く
し
の
駅
舎
の

最
上
階
、
新
幹
線
ホ
ー
ム
を
見
学
し

た
。
大
屋
根
の
下
に
広
が
る
空
間
は

明
る
く
開
放
的
で
、
日
本
一
の
高
さ

を
誇
る
だ
け
に
眺
望
も
抜
群
。
ガ
ラ

ス
張
り
の
ホ
ー
ム
中
ほ
ど
か
ら
は
敦

賀
湾
も
望
め
る
。
床
は
船
の
甲
板
を

思
わ
せ
る
木
調
タ
イ
ル
張
り
で
、
船

の
キ
ャ
ビ
ン
に
見
立
て
た
待
合
室
を

配
す
る
な
ど
、
全
体
を
港
町
・
敦
賀

を
象
徴
す
る
船
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
ま
と
め
て
い
る
。

　
1
層
下
の
コ
ン
コ
ー
ス
も
、
北
前

船
の
帆
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
白
い
膜
天

井
の
下
に
広
が
る
大
空
間
。
19
通
路

あ
る
中
央
の
改
札
を
挟
ん
で
、
新
幹

線
と
在
来
線
の
コ
ン
コ
ー
ス
が
連
続

し
て
お
り
、
全
長
は
2
0
0
m
。
一

方
か
ら
も
う
一
方
を
見
通
し
た
全
景

は
壮
観
だ
。

　
長
い
コ
ン
コ
ー
ス
の
両
端
に
は
ア

イ
ス
ト
ッ
プ
と
な
る
レ
ン
ガ
の
間
仕

切
り
壁
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
そ
れ
ぞ

れ
ト
イ
レ
が
あ
る
。
敦
賀
港
に
は
明

治
時
代
に
外
国
人
技
師
が
設
計
し
た

赤
レ
ン
ガ
倉
庫
が
あ
り
、
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
レ
ン
ガ

を
採
用
し
た
と
い
う
。
透
か
し
積
み

に
し
た
理
由
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
す
る
一
方
、
ほ
ど
よ
く
気
配
を

感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
安
心
感
を
与
え

た
か
っ
た
」
と
大
江
さ
ん
。
阿
部
さ

ん
も
「
死
角
を
つ
く
ら
な
い
の
が
防

犯
上
の
基
本
で
す
」
と
話
す
。

　
今
回
撮
影
し
た
の
は
、
新
幹
線
コ

ン
コ
ー
ス
側
の
ト
イ
レ
。
レ
ン
ガ
壁

の
す
ぐ
裏
手
に
大
小
ふ
た
つ
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
が
あ
り
、
そ
の
左

奥
に
男
性
ト
イ
レ
、
右
奥
に
女
性
ト

イ
レ
が
あ
る
。
ト
イ
レ
の
内
装
も
白

と
ブ
ル
ー
が
基
調
で
、
濃
い
青
と
白

い
器
具
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
際
立
ち
、

各
ブ
ー
ス
の
扉
に
大
き
く
描
か
れ
た

ピ
ク
ト
サ
イ
ン
も
見
や
す
い
。

　
阿
部
さ
ん
に
よ
る
と
、
今
回
の
ト

イ
レ
の
お
も
な
特
徴
は「
機
能
分
散
」

と
「
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
」「
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
」
の
3
点
。
機
能

分
散
と
は
、
車
い
す
使
用
者
や
オ
ス

ト
メ
イ
ト
向
け
の
機
能
を
バ
リ
ア
フ

リ
ー
ト
イ
レ
だ
け
に
集
約
す
る
の
で

は
な
く
、
一
般
ト
イ
レ
内
に
も
手
す

り
や
汚
物
流
し
な
ど
を
備
え
た
広
め

の
ブ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
で
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の
混
雑
を
避
け
、

ど
ち
ら
で
も
自
由
に
選
ん
で
気
が
ね

な
く
使
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
。

　
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
こ
と
は
、

明
快
に
2
分
割
さ
れ
た
平
面
図
か
ら

も
読
み
取
れ
る
。
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ

ー
の
広
さ
も
男
女
平
等
な
ら
、
内
部

の
設
備
も
完
全
に
平
等
で
、
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア
や
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
、

擬
音
装
置
の
「
音
姫
」
ま
で
を
女
性

用
だ
け
で
な
く
男
性
用
に
も
完
備
。

こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
の
は
、
L
G
B

T
Q
対
応
で
も
あ
る
と
阿
部
さ
ん
は

ま
ま
着
替
え
さ
せ
た
り
、
床
に
じ
か

に
置
き
た
く
な
い
荷
物
を
置
い
た
り

と
、
幅
広
く
活
用
で
き
る
た
め
、
外

国
人
も
使
い
途
が
わ
か
る
と
、
こ
れ

は
便
利
だ
と
喜
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

　
ち
な
み
に
、
各
ブ
ー
ス
の
鍵
は
上

下
2
カ
所
に
付
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
に
座
ら
せ
た
子
ど

も
が
解
錠
し
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
た

め
で
、
過
去
の
ト
ラ
ブ
ル
例
を
参
考

に
し
た
対
策
。
ま
た
、
大
江
さ
ん
に

よ
る
と
、
当
初
は
新
幹
線
と
在
来
線

の
ト
イ
レ
は
男
女
の
ト
イ
レ
の
配
置

が
逆
だ
っ
た
が
、
事
前
に
現
場
で
モ

ッ
ク
ア
ッ
プ
を
組
ん
で
検
証
し
た
際
、

入
り
ま
ち
が
え
な
い
よ
う
、
同
じ
配

置
に
揃
え
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
意

見
が
出
て
、
変
更
し
た
と
い
う
。
駅

を
新
設
す
る
た
び
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
、
ト
イ
レ
空
間
も
着
実
に
進

化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
阿
部
さ
ん
は
「
女
性
の
方
か
ら
女

性
ト
イ
レ
を
男
性
ト
イ
レ
よ
り
広
く

す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
出
ま
し

た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
今
の
時

代
に
合
っ
た
最
新
の
ト
イ
レ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
」
と
自
負
を
語
る
。

　
ひ
と
昔
前
は
男
性
ト
イ
レ
に
比
べ

て
女
性
ト
イ
レ
の
ほ
う
が
広
く
、
充

実
し
た
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る

な
ど
、
男
女
に
格
差
の
あ
る
ト
イ
レ

が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
常
識
だ

と
思
う
人
は
ま
だ
多
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
ど
ん
な
人
も
使
い
や
す
い
真
の

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
突
き
詰

め
て
い
く
と
、
ぐ
る
っ
と
一
周
ま
わ

っ
て
、
性
差
が
な
い
ト
イ
レ
こ
そ
時

代
の
最
先
端
を
行
く
か
た
ち
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
次
な
る
駅
の
最
新
ト

イ
レ
が
ど
う
進
化
す
る
の
か
、
見
学

で
き
る
日
を
楽
し
み
に
待
ち
た
い
。

建築概要
所在地 福井県敦賀市津内
事業主 独立行政法人鉄道建設・
 運輸施設整備支援機構
 北陸新幹線建設局
主要用途 交通施設
設計 独立行政法人鉄道建設・
 運輸施設整備支援機構
 大阪支社、
 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社
施工 鹿島・竹中土木・前田産業北陸新幹線・
 敦賀駅新築特定建設工事共同企業体
敷地面積 17,688.03㎡
建築面積 13,397.10㎡（内建築基準法対象9,203.51㎡）
延床面積 28,664.93㎡（内建築基準法対象12,054.86㎡）
階数 地下１階、地上３階
高さ 約37m
構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
設計期間 2016年10月～2019年９月
施工期間 2020年１月～2023年12月

● 男性トイレ
壁掛フラッシュタンク便器　UAXC３CL１
ウォシュレットPS２　TCF5534AUY
コンパクトオストメイトパック　UAS81LDB１N
マイクロ波センサー壁掛小便器　XPU21A
壁掛ハイバック洗面器　LSE135CB　自動水栓
間接LED照明付鏡　EL80014
クリーンドライ高速両面タイプ　TYC420W
ベビーチェア　YKA15S
フィッティングボード　YKA41R

● 女性トイレ
壁掛フラッシュタンク便器　UAXC３CL１
ウォシュレットPS２　TCF5534AUY
コンパクトオストメイトパック　UAS81LDB１N
マイクロ波センサー壁掛小便器　XPU21A
壁掛ハイバック洗面器　LSE135CB　自動水栓
間接LED照明付鏡　EL80014
クリーンドライ高速両面タイプ　TYC420W
ベビーチェア　YKA15S
フィッティングボード　YKA41R

● バリアフリートイレ
フラットカウンターバリアフリートイレパック　XPDA５RS6111
多目的シート　EWC520ARS
クリーンドライ高速両面タイプ　TYC420W
フィッティングボード　YKA41R

おもなTOTO使用機器

言
う
。
確
か
に
す
べ
て
の
設
備
が
両

方
に
揃
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
人
に

も
使
い
や
す
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
駅
全
体
の
サ
イ
ン
と
同
じ
く
、
ト

イ
レ
内
の
機
能
説
明
も
5
言
語
対
応

（
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
繁
体
字
、

中
国
語
簡
体
字
、
韓
国
語
）
で
、
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
も
万
全
だ
。「
フ
ィ

ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
は
外
国
の
方
は

見
慣
れ
な
い
の
で
、
見
学
会
の
際
に
、

何
の
た
め
に
使
う
の
か
と
聞
か
れ
ま

し
た
ね
」
と
笑
う
大
江
さ
ん
。
着
替

え
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の

パ
ン
ツ
タ
イ
プ
の
お
む
つ
を
立
っ
た

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構
北陸新幹線建設局
敦賀鉄道建築建設所
担当副所長

Oe Hidenobu

大江英誠

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構
北陸新幹線建設局
建築部
建築第二課長

Abe Yusuke

阿部祐介

外観。在来線と通路でつながっている。

女性トイレ

全景

車いすでも通りやすい広
い幅の通路。男女同設備
を徹底しているが、女性
トイレには幼児用小便器
が設置されている。

広い個室。オストメイト
対応にもなっている。

すべての個室にベビーチ
ェアが設置されている。

バリアフリートイレ

個室

個室

入口

内部

男
女
ど
ち
ら
も

同
じ
設
備
に

5
言
語
対
応
で

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
向
け

敦賀駅
Tsuruga Station

7475



オストメイト対応。
フィッティングボ

ードやフラットシートな
どの豊富な設備が設けら
れている。

入口には、対応し
ている機能がわか

るようなサインが明示さ
れている。

　
天
然
の
良
港
で
あ
る
福
井
県
の
敦

賀
港
は
古
来
、
日
本
と
ア
ジ
ア
大
陸

を
結
ぶ
海
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
、

江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
寄
港
地
で

も
あ
っ
た
。
一
方
、
敦
賀
は
背
後
に

京
阪
神
と
名
古
屋
が
控
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
陸
の
交
通
の
要
衝
と
し
て

も
発
展
し
た
。
明
治
時
代
に
は
東
京

と
の
あ
い
だ
に
い
ち
早
く
鉄
道
が
敷

か
れ
、
敦
賀
港
か
ら
船
で
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ク
に
渡
り
、
東
京
と
欧
州
を
1

枚
の
切
符
で
結
ぶ
「
欧
亜
国
際
連
絡

列
車
」
な
る
路
線
ま
で
登
場
。
日
本

の
表
玄
関
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

　
そ
ん
な
敦
賀
が
今
ま
た
交
通
の
結

節
点
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

金
沢
・
敦
賀
間
が
延
伸
工
事
中
だ
っ

た
北
陸
新
幹
線
が
2
0
2
4
年
3
月
、

開
業
を
迎
え
、
真
新
し
い
巨
大
な
駅

が
姿
を
現
し
た
か
ら
だ
。
駅
舎
の
高

さ
は
12
階
建
て
の
ビ
ル
に
相
当
す
る

約
37
m
。
国
内
の
整
備
新
幹
線
中
、

最
大
規
模
だ
と
い
う
。
白
と
ブ
ル
ー

を
基
調
に
そ
び
え
立
つ
外
観
は
、
迫

力
の
ス
ケ
ー
ル
だ
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
巨
大

に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
駅
近
く
で

は
、
J
R
北
陸
線
の
上
を
国
道
8
号

の
バ
イ
パ
ス
が
交
差
し
、
新
幹
線
は

そ
の
上
を
通
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
線
路
は
高
架
と
な
っ
た
。
そ
の

高
さ
か
ら
新
幹
線
が
地
面
近
く
ま
で

急
こ
う
配
と
す
る
の
は
難
し
く
、
お

の
ず
と
高
架
駅
に
な
っ
た
の
だ
。
ま

た
、
北
陸
新
幹
線
は
将
来
、
新
大
阪

ま
で
延
伸
さ
れ
る
計
画
が
あ
る
。
敦

賀
は
当
面
、
終
着
駅
と
な
る
た
め
、

乗
務
員
や
列
車
清
掃
員
な
ど
の
宿
泊

エ
リ
ア
も
必
要
で
、
駅
舎
の
幅
も
長

大
に
な
っ
た
。

　
敦
賀
駅
が
日
本
一
な
の
は
高
さ
ば

か
り
で
は
な
い
。
駅
舎
内
の
エ
ス
カ

レ
ー
タ
26
基
と
、
乗
り
換
え
改
札
19

通
路
も
整
備
新
幹
線
駅
で
は
最
多
と

の
こ
と
。「
こ
こ
ま
で
完
備
し
た
の
は
、

在
来
線
へ
の
乗
り
換
え
の
ス
ム
ー
ズ

さ
を
追
求
し
た
結
果
で
す
」
と
語
る

の
は
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備

支
援
機
構
（
以
下
、
鉄
道
・
運
輸
機

構
）
の
阿
部
祐
介
さ
ん
。
も
と
も
と

新
幹
線
と
従
来
の
在
来
線
の
ホ
ー
ム

が
離
れ
て
い
た
た
め
、
少
し
で
も
移

動
時
間
を
短
縮
す
べ
く
、
乗
り
換
え

客
が
最
も
多
い
特
急
列
車
の
ホ
ー
ム

を
新
幹
線
ホ
ー
ム
の
真
下
に
新
設
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
縦

移
動
を
で
き
る
だ
け
迅
速
に
し
、
混

雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
十
分
な
数

の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
や
改
札
機
を
用
意

し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
駅
舎
は
1
階
が
特
急
ホ
ー
ム
、
2

階
が
乗
り
換
え
コ
ン
コ
ー
ス
、
3
階

が
新
幹
線
ホ
ー
ム
と
い
う
構
成
。
鉄

道
・
運
輸
機
構
の
大
江
英
誠
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
3
層
構
造
の
駅

と
い
う
の
も
全
国
初
だ
そ
う
だ
。

　
ま
ず
は
初
め
て
づ
く
し
の
駅
舎
の

最
上
階
、
新
幹
線
ホ
ー
ム
を
見
学
し

た
。
大
屋
根
の
下
に
広
が
る
空
間
は

明
る
く
開
放
的
で
、
日
本
一
の
高
さ

を
誇
る
だ
け
に
眺
望
も
抜
群
。
ガ
ラ

ス
張
り
の
ホ
ー
ム
中
ほ
ど
か
ら
は
敦

賀
湾
も
望
め
る
。
床
は
船
の
甲
板
を

思
わ
せ
る
木
調
タ
イ
ル
張
り
で
、
船

の
キ
ャ
ビ
ン
に
見
立
て
た
待
合
室
を

配
す
る
な
ど
、
全
体
を
港
町
・
敦
賀

を
象
徴
す
る
船
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
ま
と
め
て
い
る
。

　
1
層
下
の
コ
ン
コ
ー
ス
も
、
北
前

船
の
帆
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
白
い
膜
天

井
の
下
に
広
が
る
大
空
間
。
19
通
路

あ
る
中
央
の
改
札
を
挟
ん
で
、
新
幹

線
と
在
来
線
の
コ
ン
コ
ー
ス
が
連
続

し
て
お
り
、
全
長
は
2
0
0
m
。
一

方
か
ら
も
う
一
方
を
見
通
し
た
全
景

は
壮
観
だ
。

　
長
い
コ
ン
コ
ー
ス
の
両
端
に
は
ア

イ
ス
ト
ッ
プ
と
な
る
レ
ン
ガ
の
間
仕

切
り
壁
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
そ
れ
ぞ

れ
ト
イ
レ
が
あ
る
。
敦
賀
港
に
は
明

治
時
代
に
外
国
人
技
師
が
設
計
し
た

赤
レ
ン
ガ
倉
庫
が
あ
り
、
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
レ
ン
ガ

を
採
用
し
た
と
い
う
。
透
か
し
積
み

に
し
た
理
由
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
す
る
一
方
、
ほ
ど
よ
く
気
配
を

感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
安
心
感
を
与
え

た
か
っ
た
」
と
大
江
さ
ん
。
阿
部
さ

ん
も
「
死
角
を
つ
く
ら
な
い
の
が
防

犯
上
の
基
本
で
す
」
と
話
す
。

　
今
回
撮
影
し
た
の
は
、
新
幹
線
コ

ン
コ
ー
ス
側
の
ト
イ
レ
。
レ
ン
ガ
壁

の
す
ぐ
裏
手
に
大
小
ふ
た
つ
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
が
あ
り
、
そ
の
左

奥
に
男
性
ト
イ
レ
、
右
奥
に
女
性
ト

イ
レ
が
あ
る
。
ト
イ
レ
の
内
装
も
白

と
ブ
ル
ー
が
基
調
で
、
濃
い
青
と
白

い
器
具
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
際
立
ち
、

各
ブ
ー
ス
の
扉
に
大
き
く
描
か
れ
た

ピ
ク
ト
サ
イ
ン
も
見
や
す
い
。

　
阿
部
さ
ん
に
よ
る
と
、
今
回
の
ト

イ
レ
の
お
も
な
特
徴
は「
機
能
分
散
」

と
「
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
」「
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
」
の
3
点
。
機
能

分
散
と
は
、
車
い
す
使
用
者
や
オ
ス

ト
メ
イ
ト
向
け
の
機
能
を
バ
リ
ア
フ

リ
ー
ト
イ
レ
だ
け
に
集
約
す
る
の
で

は
な
く
、
一
般
ト
イ
レ
内
に
も
手
す

り
や
汚
物
流
し
な
ど
を
備
え
た
広
め

の
ブ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
で
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の
混
雑
を
避
け
、

ど
ち
ら
で
も
自
由
に
選
ん
で
気
が
ね

な
く
使
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
。

　
施
設
の
男
女
差
を
な
く
す
こ
と
は
、

明
快
に
2
分
割
さ
れ
た
平
面
図
か
ら

も
読
み
取
れ
る
。
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ

ー
の
広
さ
も
男
女
平
等
な
ら
、
内
部

の
設
備
も
完
全
に
平
等
で
、
ベ
ビ
ー

チ
ェ
ア
や
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
、

擬
音
装
置
の
「
音
姫
」
ま
で
を
女
性

用
だ
け
で
な
く
男
性
用
に
も
完
備
。

こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
の
は
、
L
G
B

T
Q
対
応
で
も
あ
る
と
阿
部
さ
ん
は

ま
ま
着
替
え
さ
せ
た
り
、
床
に
じ
か

に
置
き
た
く
な
い
荷
物
を
置
い
た
り

と
、
幅
広
く
活
用
で
き
る
た
め
、
外

国
人
も
使
い
途
が
わ
か
る
と
、
こ
れ

は
便
利
だ
と
喜
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

　
ち
な
み
に
、
各
ブ
ー
ス
の
鍵
は
上

下
2
カ
所
に
付
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
に
座
ら
せ
た
子
ど

も
が
解
錠
し
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
た

め
で
、
過
去
の
ト
ラ
ブ
ル
例
を
参
考

に
し
た
対
策
。
ま
た
、
大
江
さ
ん
に

よ
る
と
、
当
初
は
新
幹
線
と
在
来
線

の
ト
イ
レ
は
男
女
の
ト
イ
レ
の
配
置

が
逆
だ
っ
た
が
、
事
前
に
現
場
で
モ

ッ
ク
ア
ッ
プ
を
組
ん
で
検
証
し
た
際
、

入
り
ま
ち
が
え
な
い
よ
う
、
同
じ
配

置
に
揃
え
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
意

見
が
出
て
、
変
更
し
た
と
い
う
。
駅

を
新
設
す
る
た
び
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
、
ト
イ
レ
空
間
も
着
実
に
進

化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
阿
部
さ
ん
は
「
女
性
の
方
か
ら
女

性
ト
イ
レ
を
男
性
ト
イ
レ
よ
り
広
く

す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
出
ま
し

た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
今
の
時

代
に
合
っ
た
最
新
の
ト
イ
レ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
」
と
自
負
を
語
る
。

　
ひ
と
昔
前
は
男
性
ト
イ
レ
に
比
べ

て
女
性
ト
イ
レ
の
ほ
う
が
広
く
、
充

実
し
た
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る

な
ど
、
男
女
に
格
差
の
あ
る
ト
イ
レ

が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
常
識
だ

と
思
う
人
は
ま
だ
多
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
ど
ん
な
人
も
使
い
や
す
い
真
の

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
突
き
詰

め
て
い
く
と
、
ぐ
る
っ
と
一
周
ま
わ

っ
て
、
性
差
が
な
い
ト
イ
レ
こ
そ
時

代
の
最
先
端
を
行
く
か
た
ち
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
次
な
る
駅
の
最
新
ト

イ
レ
が
ど
う
進
化
す
る
の
か
、
見
学

で
き
る
日
を
楽
し
み
に
待
ち
た
い
。

建築概要
所在地 福井県敦賀市津内
事業主 独立行政法人鉄道建設・
 運輸施設整備支援機構
 北陸新幹線建設局
主要用途 交通施設
設計 独立行政法人鉄道建設・
 運輸施設整備支援機構
 大阪支社、
 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社
施工 鹿島・竹中土木・前田産業北陸新幹線・
 敦賀駅新築特定建設工事共同企業体
敷地面積 17,688.03㎡
建築面積 13,397.10㎡（内建築基準法対象9,203.51㎡）
延床面積 28,664.93㎡（内建築基準法対象12,054.86㎡）
階数 地下１階、地上３階
高さ 約37m
構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
設計期間 2016年10月～2019年９月
施工期間 2020年１月～2023年12月

● 男性トイレ
壁掛フラッシュタンク便器　UAXC３CL１
ウォシュレットPS２　TCF5534AUY
コンパクトオストメイトパック　UAS81LDB１N
マイクロ波センサー壁掛小便器　XPU21A
壁掛ハイバック洗面器　LSE135CB　自動水栓
間接LED照明付鏡　EL80014
クリーンドライ高速両面タイプ　TYC420W
ベビーチェア　YKA15S
フィッティングボード　YKA41R

● 女性トイレ
壁掛フラッシュタンク便器　UAXC３CL１
ウォシュレットPS２　TCF5534AUY
コンパクトオストメイトパック　UAS81LDB１N
マイクロ波センサー壁掛小便器　XPU21A
壁掛ハイバック洗面器　LSE135CB　自動水栓
間接LED照明付鏡　EL80014
クリーンドライ高速両面タイプ　TYC420W
ベビーチェア　YKA15S
フィッティングボード　YKA41R

● バリアフリートイレ
フラットカウンターバリアフリートイレパック　XPDA５RS6111
多目的シート　EWC520ARS
クリーンドライ高速両面タイプ　TYC420W
フィッティングボード　YKA41R

おもなTOTO使用機器

言
う
。
確
か
に
す
べ
て
の
設
備
が
両

方
に
揃
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
人
に

も
使
い
や
す
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
駅
全
体
の
サ
イ
ン
と
同
じ
く
、
ト

イ
レ
内
の
機
能
説
明
も
5
言
語
対
応

（
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
繁
体
字
、

中
国
語
簡
体
字
、
韓
国
語
）
で
、
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
も
万
全
だ
。「
フ
ィ

ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
は
外
国
の
方
は

見
慣
れ
な
い
の
で
、
見
学
会
の
際
に
、

何
の
た
め
に
使
う
の
か
と
聞
か
れ
ま

し
た
ね
」
と
笑
う
大
江
さ
ん
。
着
替

え
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の

パ
ン
ツ
タ
イ
プ
の
お
む
つ
を
立
っ
た

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構
北陸新幹線建設局
敦賀鉄道建築建設所
担当副所長

Oe Hidenobu

大江英誠

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構
北陸新幹線建設局
建築部
建築第二課長

Abe Yusuke

阿部祐介

外観。在来線と通路でつながっている。

女性トイレ

全景

車いすでも通りやすい広
い幅の通路。男女同設備
を徹底しているが、女性
トイレには幼児用小便器
が設置されている。

広い個室。オストメイト
対応にもなっている。

すべての個室にベビーチ
ェアが設置されている。

バリアフリートイレ

個室

個室

入口

内部

男
女
ど
ち
ら
も

同
じ
設
備
に

5
言
語
対
応
で

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
向
け

敦賀駅
Tsuruga Station

7475



な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

最
新
水
ま
わ
り
物
語

Number

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う
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光
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小
学
校
の
跡
地
に

新
し
い
複
合
施
設

高
層
ビ
ル
の
足
元
に

元
校
庭
の
広
場

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ

元
校
庭
の
ま
わ
り
を
囲
む
建
物
。
右
手
が
タ
ワ
ー
棟
。

ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

アクセシブルルームのト
イレ。引き戸を閉じると
壁と一体化したようにシ
ームレス。

平面図
1/2000 1 2m

バスルーム

全景（アクセシブル）

全景

トイレ（アクセシブル）

ホテル・スタンダード

バスルーム。ガラスで囲
われ、点検口が目立たな
いシームレスな天井など
が特徴的。

ほぼ同じ仕様のアクセシ
ブルルーム。バリアフリ
ー対応の浴槽になってい
る。

建具を閉めるとバスルー
ムを閉ざすこともできる。
織り竹の隙間から光が漏
れて行灯のよう。

１階のホテルエントランス。 貫通通路。奥に校庭。１～２階に商業エリアがある。
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な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

最
新
水
ま
わ
り
物
語

Number

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う
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光
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小
学
校
の
跡
地
に

新
し
い
複
合
施
設

高
層
ビ
ル
の
足
元
に

元
校
庭
の
広
場

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ

元
校
庭
の
ま
わ
り
を
囲
む
建
物
。
右
手
が
タ
ワ
ー
棟
。

ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

アクセシブルルームのト
イレ。引き戸を閉じると
壁と一体化したようにシ
ームレス。

平面図
1/2000 1 2m

バスルーム

全景（アクセシブル）

全景

トイレ（アクセシブル）

ホテル・スタンダード

バスルーム。ガラスで囲
われ、点検口が目立たな
いシームレスな天井など
が特徴的。

ほぼ同じ仕様のアクセシ
ブルルーム。バリアフリ
ー対応の浴槽になってい
る。

建具を閉めるとバスルー
ムを閉ざすこともできる。
織り竹の隙間から光が漏
れて行灯のよう。

１階のホテルエントランス。 貫通通路。奥に校庭。１～２階に商業エリアがある。
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な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

平面図
1/2000 1 2m

平面図
1/2000 1 2m

バスルーム

トイレシャワーとトイレ

リビング

バスルーム

トイレ

全景

洗面

ホテル・プレミアムスイートホテル・ジュニアスイート

個室内にも洗面台が設け
られている。

左手にシャワーブース。
右手にトイレ。

絶景に囲まれた角地の空
間。

浴槽は窓際に置かれ、景
色を望みながら入浴でき
る。部屋とのあいだには
引き戸。

バスルーム前の洗面台。
同様に大理石が用いられ
ている。

トイレの壁に福岡の上野
焼が飾られている。

バスルーム、寝室のいず
れの部屋からも景色を望
むことができる。

壁面は、モンテカルメロ
という希少な大理石。
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な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

平面図
1/2000 1 2m

平面図
1/2000 1 2m

バスルーム

トイレシャワーとトイレ

リビング

バスルーム

トイレ

全景

洗面

ホテル・プレミアムスイートホテル・ジュニアスイート

個室内にも洗面台が設け
られている。

左手にシャワーブース。
右手にトイレ。

絶景に囲まれた角地の空
間。

浴槽は窓際に置かれ、景
色を望みながら入浴でき
る。部屋とのあいだには
引き戸。

バスルーム前の洗面台。
同様に大理石が用いられ
ている。

トイレの壁に福岡の上野
焼が飾られている。

バスルーム、寝室のいず
れの部屋からも景色を望
むことができる。

壁面は、モンテカルメロ
という希少な大理石。
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な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

ホ
テ
ル
や

水
ま
わ
り
に
は

職
人
泣
か
せ
の

デ
ィ
テ
ー
ル

平面図
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ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

男性トイレ

個室

通路

バリアフリートイレ

女性トイレ

男性トイレ

女性トイレ

ホテル・レセプションオフィス階

壁の目地が少なく、すっ
きりとまとめられたディ
テール。

間接照明にて、空間が演
出されている。

広い洗面台。右手に個室
群。

トイレ前の通路も間接照
明と端正な仕上げで空間
を演出。

便器が見えない造りにな
っているが、わずかに扉
が開いていることで空室
とわかる。

小便器のあいだには仕切
り板。小便器が露出しな
い空間に。

オフィスらしく、書類な
どが置けるような低いラ
イニング。ライン状にす
るなどして照明がきれい
に納められている。
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な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

ホ
テ
ル
や

水
ま
わ
り
に
は

職
人
泣
か
せ
の

デ
ィ
テ
ー
ル

平面図
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ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

男性トイレ

個室

通路

バリアフリートイレ

女性トイレ

男性トイレ

女性トイレ

ホテル・レセプションオフィス階

壁の目地が少なく、すっ
きりとまとめられたディ
テール。

間接照明にて、空間が演
出されている。

広い洗面台。右手に個室
群。

トイレ前の通路も間接照
明と端正な仕上げで空間
を演出。

便器が見えない造りにな
っているが、わずかに扉
が開いていることで空室
とわかる。

小便器のあいだには仕切
り板。小便器が露出しな
い空間に。

オフィスらしく、書類な
どが置けるような低いラ
イニング。ライン状にす
るなどして照明がきれい
に納められている。
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な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う
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い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

所在地 福岡県福岡市中央区大名2-6-50
事業主 大名プロジェクト特定目的会社（積水ハウス、
 西日本鉄道、西部ガス、西日本新聞社、福岡商事）
主要用途 事務所、ホテル、飲食物販店舗、共同住宅、
 公民館、認可外保育園、診療所
設計 久米設計、醇建築まちづくり研究所
施工 清水・鴻池・
 積和建設九州特定建設工事共同企業体
敷地面積 9,999.87㎡
建築面積 5,469.28㎡
延床面積 91,423.13㎡
階数 地下１階、地上25階
高さ 約111m
構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、
 一部鉄筋コンクリート造
設計期間 2018年５月～2019年11月
施工期間 2019年12月～2023年３月

● ホテル（ザ・リッツ・カールトン福岡）レセプショントイレ
ウォシュレット一体型便器（ネオレスト）　CES9898WS特
（中水仕様） #NW１　
壁掛小便器　US900JCS #NW１
ウォシュレット一体型便器（ネオレスト）　CES9898WS特
（中水仕様） #NW１　
コンパクトオストメイトパック　UAS82LDB２NW #NW１
壁掛洗面器　LSG722AP #NW１
台付自動水栓　TLE26SS１
オートソープディスペンサー　TLK07S01JA
ベビーチェア　YKA15S
ベビーシート　YKA25S

● ホテル客室
ユニットバス　EBE1821/1822/2023T
ウォシュレット一体型便器（ネオレスト）　CES9898WS特
（中水仕様） #NW１

● オフィス階トイレ
壁掛大便器ユニット　UTNCAA　
ウォシュレットPS　TCF5523YR #NW１
小便器ユニット　UTNUBN
カウンター洗面器ユニット　UTNLAC
クリーンドライ　TYC420W
コンパクトオストメイトパック　UTNDBA

● 商業階トイレ
大便器　UAXC２CS１B１ #NW１
ウォシュレット　TCF5523YR
小便器　UFS900JCS
ベッセル形洗面器　LS722CM #NW１
クリーンドライ　TYC420W
ベビーチェア　YKA15A

おもなTOTO使用機器 平面図
1/2000 1 2m N

男
性
ト
イ
レ

女
性
ト
イ
レ

バリアフリートイレ

SK

オ
フ
ィ
ス
や
商
業
の

デ
ィ
テ
ー
ル
も

み
ど
こ
ろ

ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ベビーチェアが設置され
ている。

個室

商業階は、校庭の土を利
用した土壁となっている。
トイレ内も土壁と調和し
た色のタイル。

女性トイレ

男性トイレ

バリアフリートイレ

商業階

おむつ交換台やベビーチ
ェアが設けられている。

男性トイレも土壁と調和
した色のタイル。

道路側から見た外観。

株式会社久米設計
九州支社

Tanaka Kei

田中 敬

株式会社久米設計
設計本部
九州支社

Yanagishita Motohiro

柳下元宏

積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部
企画開発課

Kondo Masahiro

近藤祐浩

8283



な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
も
の

で
す
」
と
抱
負
を
語
る
。

　
さ
て
、
最
新
施
設
の
水
ま
わ
り
は

ど
ん
な
も
の
か
、
ま
ず
九
州
初
進
出

の
五
つ
星
ホ
テ
ル
「
ザ
・
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
福
岡
」
を
取
材
し
た
。

　
ホ
テ
ル
は
眺
め
の
よ
い
タ
ワ
ー
棟

の
18
〜
24
階
を
占
め
、
客
室
は
全
室

50
㎡
以
上
の
1
6
7
室
で
、
う
ち
20

室
が
ス
イ
ー
ト
。
客
室
と
共
用
部
分

の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
拠
点
を

構
え
るLayan A

rchitects 

＋ Design-
ers

が
手
が
け
た
。
日
本
の
リ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ト
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
、

日
光
に
次
い
で
2
例
目
。

　
久
米
設
計
の
田
中
敬
さ
ん
に
よ
る

と
、
同
事
務
所
の
代
表
、
ヨ
ハ
ネ
ス

・
ハ
ー
ト
さ
ん
は
最
初
に
福
岡
県
内

の
伝
統
工
芸
の
工
房
を
見
て
ま
わ
り
、

博
多
織
を
は
じ
め
、
籃
胎
漆
器
や
久

留
米
絣
な
ど
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
得
て
、「
織
る
」
を
今
回
の
全

体
コ
ン
セ
プ
ト
に
定
め
た
そ
う
だ
。

客
室
や
共
用
部
の
内
装
に
は
金
属
や

竹
な
ど
、
多
種
多
様
な
素
材
を
織
り

込
ん
だ
仕
上
げ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
建
築
に
造
詣
が
深

　
福
岡
の
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と

し
て
話
題
の
複
合
施
設
「
福
岡
大
名

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
」
が
2
0
2
3
年

6
月
、
全
面
開
業
し
た
。
福
岡
市
で

は
天
神
地
区
に
お
い
て
民
間
ビ
ル
の

建
て
替
え
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
を
進
め
て

お
り
、
同
施
設
は
そ
の
中
核
と
な
る

再
開
発
事
業
。
航
空
法
の
高
さ
制
限

緩
和
の
特
例
承
認
を
受
け
た
メ
イ
ン

タ
ワ
ー
は
地
上
25
階
建
て
、
高
さ
約

1
1
1
m
。
周
辺
の
高
層
ビ
ル
群
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
敷
地
は
1
4
0
年
続
い
た
歴
史
あ

る
旧
大
名
小
学
校
の
跡
地
で
、
2
0

1
4
年
の
閉
校
後
、
市
は
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材

が
交
流
す
る
場
の
創
出
を
目
指
し
、

住
民
や
有
識
者
と
検
討
を
重
ね
た
う

え
で
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
。

積
水
ハ
ウ
ス
を
代
表
と
す
る
事
業
者

チ
ー
ム
の
案
が
選
定
さ
れ
た
。
土
地

は
市
が
所
有
し
、
70
年
の
定
期
借
地

契
約
を
設
定
。
積
水
ハ
ウ
ス
ほ
か
計

5
社
で
構
成
す
る
大
名
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
特
定
目
的
会
社
が
開
発
運
営
を
担

当
す
る
。
建
築
設
計
は
、
久
米
設
計

と
地
元
の
醇
建
築
ま
ち
づ
く
り
研
究

所
に
よ
る
J
V
。

　
敷
地
内
に
は
、
校
庭
を
再
生
し
た

広
場
を
囲
む
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
・
商
業
施
設
か
ら
成
る
福
岡

大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
棟

（
以
下
タ
ワ
ー
棟
）、
公
民
館
・
創
業

支
援
施
設
・
賃
貸
住
宅
な
ど
が
あ
る

福
岡
大
名
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
・
テ
ラ

ス
棟
（
以
下
テ
ラ
ス
棟
）、イ
ベ
ン
ト

ス
テ
ー
ジ
な
ど
を
配
置
。
さ
ら
に
、

本
事
業
敷
地
に
隣
接
す
る
南
側
の
旧

校
舎
の
一
部
は
保
存
・
再
生
さ
れ
、

2
0
1
7
年
か
ら
官
民
協
働
型
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
と
し
て
市
か

ら
委
託
さ
れ
た
福
岡
グ
ロ
ー
ス
ネ
ク

ス
ト
が
運
営
し
て
い
る
。

　
北
側
の
表
通
り
に
面
し
た
タ
ワ
ー

棟
は
ふ
た
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
分
割

し
た
う
え
で
前
後
に
雁
行
さ
せ
、
あ

い
だ
に
裏
通
り
へ
と
抜
け
る
貫
通
通

路
を
設
け
た
。
表
通
り
の
手
前
か
ら

見
る
と
、
分
節
に
よ
り
圧
迫
感
が
軽

減
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
雁
行
に
よ

っ
て
通
路
の
入
口
と
な
る
ス
リ
ッ
ト

が
見
え
や
す
く
な
り
、
か
つ
人
を
誘

引
す
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る
デ
ザ
イ

ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
名
地
区
は
江
戸
時
代
に
は
「
大

名
」
と
呼
ば
れ
た
藩
政
の
重
臣
が
構

え
る
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
が
、

「
町
割
に
は
今
も
そ
の
名
残
で
、敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
か
ぎ
型
の
路
地
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
立
体
的
に
雁
行

さ
せ
た
外
観
は
、
そ
の
か
ぎ
型
に
由

来
し
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
久

米
設
計
の
柳
下
元
宏
さ
ん
。
こ
の
か

ぎ
型
の
モ
チ
ー
フ
は
天
井
材
や
床
材

の
割
り
付
け
な
ど
、
施
設
内
の
随
所

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ン
ネ
ル
状
の
貫
通
通
路
を
抜
け
、

南
側
の
広
場
に
出
る
と
、
北
側
の
都

会
的
で
ク
ー
ル
な
風
景
と
は
一
転
し

た
、
温
か
み
の
あ
る
憩
い
の
場
が
広

が
る
。
か
つ
て
校
庭
だ
っ
た
広
場
の

ま
わ
り
を
旧
校
舎
や
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
が
取
り
巻
く
さ
ま
は
、
ど
こ

と
な
く
小
学
校
を
彷
彿
と
さ
せ
、
親

し
み
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ
。
ま
た
、

広
場
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
建
物
の

中
低
層
部
に
も
壁
面
緑
化
や
植
栽
な

ど
、
立
体
的
な
緑
化
が
施
さ
れ
、
い

っ
そ
う
表
情
を
和
ら
げ
て
い
る
。

　
積
水
ハ
ウ
ス
の
近
藤
祐
浩
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
地
域
行
事
に
開
放
し
て
い

た
校
庭
と
同
様
に
、
今
後
も
年
5
回

は
広
場
を
夏
祭
り
や
運
動
会
な
ど
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
無
償
で

貸
し
出
す
と
い
う
。

　
タ
ワ
ー
棟
、
テ
ラ
ス
棟
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
支
援
施
設
の
あ
る
旧
校
舎

（
別
事
業
）の
3
棟
は
2
階
レ
ベ
ル
で

つ
な
が
っ
て
お
り
、近
藤
さ
ん
は「
南

側
の
旧
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
た
企
業

が
、
テ
ラ
ス
棟
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

で
さ
ら
な
る
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
を
経
て
、

最
終
的
に
は
タ
ワ
ー
棟
の
最
先
端
オ

フ
ィ
ス
に
入
居
し
て
い
た
だ
く
よ
う

建築概要

福岡大名
ガーデンシティ

FUKUOKA DAIMYO GARDEN CITY

い
同
氏
が
今
回
、
客
室
の
デ
ザ
イ
ン

に
お
い
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
、

日
本
建
築
が
古
来
基
本
と
し
て
き
た

尺
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
厳
密
に
守
っ
た
設

計
手
法
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い

る
の
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
車
い
す

対
応
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
客
室
だ
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
違
い
は
、
浴
槽
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
楕
円
形
で
は
な
く
、
四
角
い
既
製

品
で
あ
る
点
と
、
ト
イ
レ
の
扉
が
開

き
戸
で
は
な
く
引
き
戸
で
あ
る
2
点
。

浴
槽
を
既
製
品
に
し
た
の
は
、
楕
円

形
の
浴
槽
に
は
移
乗
台
が
設
置
で
き

な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　
撮
影
し
た
部
屋
で
は
、
室
内
に
入

る
と
通
路
の
右
手
に
ガ
ラ
ス
張
り
の

浴
室
が
あ
り
、
正
面
奥
の
全
面
開
口

か
ら
博
多
湾
が
一
望
で
き
る
。
つ
い

景
色
に
見
と
れ
て
し
ま
う
が
、
振
り

返
る
と
水
ま
わ
り
に
は
驚
き
の
仕
掛

け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
壁
同
然
に
見
え
た
通
路
に
は

引
き
戸
が
仕
込
ま
れ
、
開
け
る
と
内

部
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
壁
に
ア
ー

ト
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
、
福

岡
の
上
野
焼
の
皿
だ
。

　
一
方
、
浴
室
は
2
面
を
各
2
枚
の

織
り
竹
の
引
き
戸
で
囲
う
こ
と
が
で

き
る
。
閉
じ
る
と
浴
室
全
体
が
行
灯

の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
美
し
い
。

寝
室
と
の
境
に
建
て
込
む
扉
は
ト
イ

レ
の
手
前
の
壁
に
納
ま
っ
て
お
り
、

通
路
を
ま
た
い
で
引
く
仕
組
み
。
つ

ま
り
、
ど
の
部
屋
も
幅
を
正
確
に
4

分
割
し
、
ト
イ
レ
と
通
路
と
浴
室
の

幅
を
1
対
1
対
2
に
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
た
建
具
を
つ
く
る
こ
と
で
初
め

て
、
開
け
て
も
閉
じ
て
も
ぴ
た
り
と

納
ま
る
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
は
、
通
常
の
点
検
口
を
設

け
た
く
な
い
と
、
照
明
や
オ
ー
バ
ー

ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ワ
ー
を
避
け
つ
つ
、
天

井
全
体
を
3
分
割
し
、
中
ほ
ど
の
1

枚
を
は
ず
す
こ
と
で
点
検
口
代
わ
り

に
し
た
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。「
ど
こ
も

逃
げ
が
な
い
、
非
常
に
職
人
さ
ん
泣

か
せ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
、
モ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
つ
く
っ
て
何
度
も
検
証
し
、

な
ん
と
か
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」
と
田
中
さ
ん
は
苦
笑
い
。

　
印
象
的
な
壁
面
の
石
は
モ
ン
テ
カ

ル
メ
ロ
と
い
う
ブ
ラ
ジ
ル
産
の
希
少

な
大
理
石
。
今
回
ス
イ
ー
ト
も
2
室

見
学
し
た
が
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ー
ト

の
浴
室
は
2
面
の
壁
が
こ
の
石
張
り

で
、
し
か
も
ス
ラ
イ
ス
し
た
石
を
左

右
対
称
に
張
り
合
わ
せ
た
ブ
ッ
ク
マ

ッ
チ
の
仕
上
げ
。
窓
か
ら
の
景
色
と

い
い
、
な
ん
と
も
贅
沢
な
バ
ス
タ
イ

ム
が
楽
し
め
そ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

　
タ
ワ
ー
棟
の
5
〜
16
階
に
あ
る
オ

フ
ィ
ス
の
執
務
室
は
セ
ン
タ
ー
コ
ア

の
共
用
部
を
取
り
囲
む
無
柱
空
間
で
、

複
数
階
に
入
居
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
内

部
階
段
や
吹
抜
け
を
設
け
る
こ
と
も

可
能
。
奇
数
階
の
南
に
は
、
広
場
の

緑
と
連
続
す
る
植
栽
を
設
け
た
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
テ
ラ
ス
を
備
え
て
い
る
。

　
ト
イ
レ
は
南
北
の
両
方
向
に
抜
け

所在地 福岡県福岡市中央区大名2-6-50
事業主 大名プロジェクト特定目的会社（積水ハウス、
 西日本鉄道、西部ガス、西日本新聞社、福岡商事）
主要用途 事務所、ホテル、飲食物販店舗、共同住宅、
 公民館、認可外保育園、診療所
設計 久米設計、醇建築まちづくり研究所
施工 清水・鴻池・
 積和建設九州特定建設工事共同企業体
敷地面積 9,999.87㎡
建築面積 5,469.28㎡
延床面積 91,423.13㎡
階数 地下１階、地上25階
高さ 約111m
構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、
 一部鉄筋コンクリート造
設計期間 2018年５月～2019年11月
施工期間 2019年12月～2023年３月

● ホテル（ザ・リッツ・カールトン福岡）レセプショントイレ
ウォシュレット一体型便器（ネオレスト）　CES9898WS特
（中水仕様） #NW１　
壁掛小便器　US900JCS #NW１
ウォシュレット一体型便器（ネオレスト）　CES9898WS特
（中水仕様） #NW１　
コンパクトオストメイトパック　UAS82LDB２NW #NW１
壁掛洗面器　LSG722AP #NW１
台付自動水栓　TLE26SS１
オートソープディスペンサー　TLK07S01JA
ベビーチェア　YKA15S
ベビーシート　YKA25S

● ホテル客室
ユニットバス　EBE1821/1822/2023T
ウォシュレット一体型便器（ネオレスト）　CES9898WS特
（中水仕様） #NW１

● オフィス階トイレ
壁掛大便器ユニット　UTNCAA　
ウォシュレットPS　TCF5523YR #NW１
小便器ユニット　UTNUBN
カウンター洗面器ユニット　UTNLAC
クリーンドライ　TYC420W
コンパクトオストメイトパック　UTNDBA

● 商業階トイレ
大便器　UAXC２CS１B１ #NW１
ウォシュレット　TCF5523YR
小便器　UFS900JCS
ベッセル形洗面器　LS722CM #NW１
クリーンドライ　TYC420W
ベビーチェア　YKA15A

おもなTOTO使用機器 平面図
1/2000 1 2m N

男
性
ト
イ
レ

女
性
ト
イ
レ

バリアフリートイレ

SK

オ
フ
ィ
ス
や
商
業
の

デ
ィ
テ
ー
ル
も

み
ど
こ
ろ

ら
れ
る
細
長
い
空
間
で
、
内
装
は
シ

ン
プ
ル
な
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
。
ブ

ー
ス
の
中
と
外
に
同
じ
壁
面
材
を
使

う
な
ど
、「
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
し

て
す
っ
き
り
見
せ
た
か
っ
た
」
と
柳

下
さ
ん
。
見
逃
せ
な
い
の
は
施
錠
し

て
い
な
い
ブ
ー
ス
の
扉
の
開
き
方
で
、

空
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
、
か
つ

内
部
が
丸
見
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
絶

妙
な
角
度
に
調
整
。
ブ
ー
ス
内
に
は

間
接
照
明
が
美
し
い
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
を

採
用
す
る
な
ど
、
こ
ま
や
か
な
配
慮

が
上
質
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

　
最
後
に
見
学
し
た
の
は
、
タ
ワ
ー

棟
2
階
の
商
業
施
設
の
ト
イ
レ
。
イ

ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、
商
業
施
設

の
設
計
を
得
意
と
す
る
株
式
会
社
ス

ペ
ー
ス
。
近
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
商

業
エ
リ
ア
の
土
壁
風
の
左
官
壁
に
は

大
名
小
学
校
の
校
庭
の
土
が
混
ぜ
て

あ
る
と
の
こ
と
。
ト
イ
レ
内
の
壁
面

に
は
赤
茶
色
の
タ
イ
ル
、
洗
面
カ
ウ

ン
タ
ー
に
も
赤
茶
系
の
大
理
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
土

壁
風
の
雰
囲
気
を
踏
襲
し
つ
つ
、
空

間
全
体
が
暗
く
な
ら
な
い
よ
う
明
る

め
の
色
を
選
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
。

　
全
体
の
取
材
を
通
じ
て
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
の
完
成

度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
緑
豊
か
な

広
場
と
貫
通
通
路
と
い
う
、
街
に
開

か
れ
た
外
部
空
間
の
魅
力
だ
。
今
後
、

天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
高
層
化
が

進
む
な
か
、
各
再
開
発
計
画
が
こ
う

し
た
新
た
な
公
共
空
間
を
い
か
に
盛

り
込
む
か
は
、
街
の
価
値
を
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
使

え
る
憩
い
の
場
と
と
も
に
、
快
適
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
ト
イ
レ
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ベビーチェアが設置され
ている。

個室

商業階は、校庭の土を利
用した土壁となっている。
トイレ内も土壁と調和し
た色のタイル。

女性トイレ

男性トイレ

バリアフリートイレ

商業階

おむつ交換台やベビーチ
ェアが設けられている。

男性トイレも土壁と調和
した色のタイル。

道路側から見た外観。

株式会社久米設計
九州支社

Tanaka Kei

田中 敬

株式会社久米設計
設計本部
九州支社

Yanagishita Motohiro

柳下元宏

積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部
企画開発課

Kondo Masahiro

近藤祐浩

8283



魚谷繁礼展

　魚谷繁礼氏は、リサーチをベースに京町家の改修を120件以上手がけるなど、
京都をはじめ各都市の文脈の継承について問題意識をもちながら建築の実践に取り組んでいます。

本展のタイトル「都市を編む」には、「都市の時間を重ねること」と「都市構造を読み解き再編集すること」という、
魚谷氏の都市と建築に向けた視座が表現されています。

展覧会を通して、歴史と未来をつなぐ現代建築の可能性を感じ取っていただければ幸いです。

魚谷繁礼
Uoya Shigenori

会期：2024年5月23日（木）～8月4日（日）

所在地
東京都港区南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル3F
電話／03（3402）1010
ファクス／03（3423）4085
開館時間／11：00～18：00
休館日／月曜日・祝日、
夏期休暇、年末年始、展示替え期間
入場料／無料
アクセス
●東京メトロ千代田線
｢乃木坂｣駅下車 3番出口徒歩1分
●都営地下鉄大江戸線
「六本木」駅下車 8番出口徒歩6分
●東京メトロ日比谷線
「六本木」駅下車 4a番出口徒歩7分
●東京メトロ銀座線・
半蔵門線、都営地下鉄大江戸線
「青山一丁目」駅下車
4番出口徒歩7分

TOTOギャラリー・間

https://jp.toto.com/gallerma

次回
予告

2023年度の日本建築学会賞を受賞
した児童遊戯施設「コパル」など、
かかわる人びとの声に耳を澄まし、
理論と感覚の往復運動から多様な
存在を包摂する建築を生み出す建
築家、大西麻貴と百田有希の展覧
会。人文学的視点を交えながら、o＋
hの建築がもつ豊かな世界観を紹
介します。

Next Exhibition
at

TOTO
GALLERY · MA

大西麻貴＋百田有希 ／ o＋h展

会期
2024年9月4日（水）～11月24日（日）

T
O

T
O

  G
A

L
L

E
R

Y・
M

A

ＴＯＴＯギャラリー・間で展覧会をします

うおや・しげのり／1977年生まれ。兵庫県出身。2001年京都大学工学部卒業、03年同大学大学院工学研究科修了。現
在、魚谷繁礼建築研究所代表。京都大学などで非常勤講師。20年より京都工芸繊維大学特任教授。京都をはじめとする
国内外の歴史都市において街路街区の構造の変容と現況に関する調査研究を行う。おもな建築に「京都型住宅モデル」
（京都府、07年、池井健建築設計事務所と共同設計）、「西都教会」（京都府、11年）、「ガムハウス」（京都府、19年）、
「SOWAKA（旧美濃幸）」（京都府、19年）、「コンテナ町家」（京都府、19年）、「郭巨山会所」（京都府、22年）。おもな著書
に『住宅リノベーション図集』（オーム社、16年）。JIA新人賞（21年）、北陸建築文化賞（21年）、関西建築家大賞（22年）、日
本建築学会賞（作品）（23年）など受賞。

TOTO
ギャラリー・間

六本木通り

赤坂通り

至赤坂▶◀至渋谷

六本木駅4a番出口

東京ミッドタウン

六本木駅8番出口

乃木神社

赤坂郵便局青山ツインタワー

外苑東通り

青山一丁目駅
4番出口

乃木坂駅3番出口

都
市
を
編
む

魚
谷
繁
礼

　
歴
史
あ
る
都
市
で
建
築
す
る
際
、
ど
の
よ

う
な
態
度
で
臨
め
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。
古

い
も
の
は
遺
し
た
い
。
同
時
に
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
も
つ
く
っ
て
い
く

べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
町
家
の
よ
う
な
建

築
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。
復
元

?
保
存
?
或
い
は
大
胆
に
改
修
し
て
も
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。
流
石
に
町
家
は
遺
し
た
ほ

う
が
い
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
れ
で
も
何

故
、
遺
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
?

　
僕
ら
は
こ
れ
ま
で
た
ま
た
ま
京
都
を
拠
点

に
し
て
仕
事
し
て
き

ま
し
た
。
京
都
は
7

9
4
年
に
建
造
さ
れ

た
グ
リ
ッ
ド
都
市
で

す
。
お
よ
そ
千
二
百

年
の
あ
い
だ
、
人
び

と
が
棲
み
つ
く
こ
と

で
、
都
市
は
グ
リ
ッ

ド
と
い
う
形
式
を
変

え
る
こ
と
な
く
、
し

か
し
そ
の
構
造
を
変

容
さ
せ
な
が
ら
も
現

在
に
至
る
ま
で
生
き

つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
幾
重
に
も
重
な
り
な
が

ら
、
現
在
が
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在

も
都
市
は
変
わ
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
都
市

は
こ
れ
か
ら
も
生
き
つ
づ
け
る
で
し
ょ
う
。

僕
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
都
市
の
時
間
の
な
か

で
建
築
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
ま

す
。

　
僕
ら
は
地
域
性
や
歴
史
性
と
い
っ
た
都
市

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
設
計
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
利
用
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
で
き
れ
ば
空
間

と
し
て
享
受
で
き
る
よ
う
な
建
築
を
つ
く
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
千
二
百
年

と
い
う
時
間
の
積
層
し
た
う
え
に
、
ま
た
新

た
な
意
味
を
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の

よ
り
豊
か
な
都
市
居
住
の
実
現
に
つ
な
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。
僕
は
グ
リ
ッ
ド
パ
タ
ー
ン

こ
そ
が
京
都
の
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

だ
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
整
然
と
し
た
街

路
と
は
対
照
的
に
雑
多
な
街
区
中
央
に
可
能

性
を
見
出
し
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
な
ん
と
な
く
考
え

な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
、
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
今
回
の
展
示
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
京
都
で
仕
事
を
し
て
い
る
な
か
で
、
少
な

く
な
い
数
の
町
家
や
長
屋
を
改
修
し
て
き
ま

し
た
。
町
家
や
長
屋
は
、
グ
リ
ッ
ド
パ
タ
ー

ン
で
形
成
さ
れ
た
都
市
に
人
び
と
が
棲
み
つ

く
な
か
で
、
中
世
に
生
み
出
さ
れ
、
近
世
に

か
け
て
洗
練
さ
れ
、
近
代
に
お
い
て
も
更
新

さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
都
市
型
住
居
タ
イ
プ
で

す
。
そ
の
町
家
が
近
年
、
急
速
に
失
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
今
回
、
事
務
所
の
近
く
で
解
体
さ
れ
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
町
家
に
つ
い
て
、

所
有
者
の
ご
理
解
に
よ
り
そ
の
軸
組
み
を
展

覧
会
場
に
移
設
し
ま
す
。
軸
組
み
は
伝
統
木

造
建
築
の
ス
ケ
ル
ト
ン
で
あ
り
、
都
市
と
建

築
を
つ
な
ぐ
も
の
で
す
。
先
日
、
軸
組
み
だ

け
の
状
態
に
な
っ
た
様
子
を
確
認
し
に
現
場

に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
か
細

く
、
部
分
的
に
腐
朽
し
、
そ
し

て
継
ぎ
接
ぎ
だ
ら
け
の
木
材
が

な
ん
と
か
家
型
の
形
態
を
保
っ

て
い
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。

僕
ら
が
こ
れ
ま
で
継
承
し
よ
う

と
必
死
に
尽
力
し
て
い
た
も
の

は
、
じ
つ
は
こ
ん
な
に
ど
う
し

よ
う
も
な
い
も
の
だ
っ
た
の
か
、

と
愕
然
と
し
ま
し
た
。
建
築
は

そ
の
場
所
に
在
り
つ
づ
け
る
こ

と
で
形
を
変
え
つ
つ
も
都
市
と

さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
重
ね
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
り
、
移
設
し
て

し
ま
っ
た
ら
都
市
と
の
関
係
は

断
ち
切
ら
れ
た
だ
の
モ
ノ
に
な
っ
て
し
ま
う

と
考
え
る
と
、
貧
弱
な
木
材
の
集
積
に
見
え

た
の
は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
も
今
回
の
移
設
を
通
し
、
そ
の
有

意
性
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
路
地
奥
の
バ
ラ
ッ
ク
の
よ
う
な
長

屋
の
軸
組
み
を
構
成
す
る
部
材
は
、
火
災
現

場
跡
な
ど
、
そ
こ
ら
か
ら
寄
せ
集
め
ら
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
思
い
返
し
な
が

ら
。

ガムハウス
京都府、2019年

©笹の倉舎／笹倉洋平

都市を編む
Re-Weaving Urban Fabrics

©吉田祥平

もやし町家
京都府、2015年

京都型住宅モデル
京都府、2007年、

池井健建築設計事務所と共同設計

©杉野圭 ©池井健

志積プロジェクト
福井県、2020年、

川上聡建築設計事務所と共同設計

©笹の倉舎／笹倉洋平

郭巨山会所
京都府、2022年

©笹の倉舎／笹倉洋平

コンテナ町家
京都府、2019年

©笹の倉舎／笹倉洋平
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魚谷繁礼展

　魚谷繁礼氏は、リサーチをベースに京町家の改修を120件以上手がけるなど、
京都をはじめ各都市の文脈の継承について問題意識をもちながら建築の実践に取り組んでいます。

本展のタイトル「都市を編む」には、「都市の時間を重ねること」と「都市構造を読み解き再編集すること」という、
魚谷氏の都市と建築に向けた視座が表現されています。

展覧会を通して、歴史と未来をつなぐ現代建築の可能性を感じ取っていただければ幸いです。

魚谷繁礼
Uoya Shigenori

会期：2024年5月23日（木）～8月4日（日）

所在地
東京都港区南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル3F
電話／03（3402）1010
ファクス／03（3423）4085
開館時間／11：00～18：00
休館日／月曜日・祝日、
夏期休暇、年末年始、展示替え期間
入場料／無料
アクセス
●東京メトロ千代田線
｢乃木坂｣駅下車 3番出口徒歩1分
●都営地下鉄大江戸線
「六本木」駅下車 8番出口徒歩6分
●東京メトロ日比谷線
「六本木」駅下車 4a番出口徒歩7分
●東京メトロ銀座線・
半蔵門線、都営地下鉄大江戸線
「青山一丁目」駅下車
4番出口徒歩7分

TOTOギャラリー・間

https://jp.toto.com/gallerma

次回
予告

2023年度の日本建築学会賞を受賞
した児童遊戯施設「コパル」など、
かかわる人びとの声に耳を澄まし、
理論と感覚の往復運動から多様な
存在を包摂する建築を生み出す建
築家、大西麻貴と百田有希の展覧
会。人文学的視点を交えながら、o＋
hの建築がもつ豊かな世界観を紹
介します。

Next Exhibition
at

TOTO
GALLERY · MA

大西麻貴＋百田有希 ／ o＋h展

会期
2024年9月4日（水）～11月24日（日）

T
O

T
O

  G
A

L
L

E
R

Y・
M

A

ＴＯＴＯギャラリー・間で展覧会をします

うおや・しげのり／1977年生まれ。兵庫県出身。2001年京都大学工学部卒業、03年同大学大学院工学研究科修了。現
在、魚谷繁礼建築研究所代表。京都大学などで非常勤講師。20年より京都工芸繊維大学特任教授。京都をはじめとする
国内外の歴史都市において街路街区の構造の変容と現況に関する調査研究を行う。おもな建築に「京都型住宅モデル」
（京都府、07年、池井健建築設計事務所と共同設計）、「西都教会」（京都府、11年）、「ガムハウス」（京都府、19年）、
「SOWAKA（旧美濃幸）」（京都府、19年）、「コンテナ町家」（京都府、19年）、「郭巨山会所」（京都府、22年）。おもな著書
に『住宅リノベーション図集』（オーム社、16年）。JIA新人賞（21年）、北陸建築文化賞（21年）、関西建築家大賞（22年）、日
本建築学会賞（作品）（23年）など受賞。

TOTO
ギャラリー・間

六本木通り

赤坂通り

至赤坂▶◀至渋谷

六本木駅4a番出口

東京ミッドタウン

六本木駅8番出口

乃木神社

赤坂郵便局青山ツインタワー

外苑東通り

青山一丁目駅
4番出口

乃木坂駅3番出口

都
市
を
編
む

魚
谷
繁
礼

　
歴
史
あ
る
都
市
で
建
築
す
る
際
、
ど
の
よ

う
な
態
度
で
臨
め
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。
古

い
も
の
は
遺
し
た
い
。
同
時
に
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
も
つ
く
っ
て
い
く

べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
町
家
の
よ
う
な
建

築
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。
復
元

?
保
存
?
或
い
は
大
胆
に
改
修
し
て
も
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。
流
石
に
町
家
は
遺
し
た
ほ

う
が
い
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
れ
で
も
何

故
、
遺
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
?

　
僕
ら
は
こ
れ
ま
で
た
ま
た
ま
京
都
を
拠
点

に
し
て
仕
事
し
て
き

ま
し
た
。
京
都
は
7

9
4
年
に
建
造
さ
れ

た
グ
リ
ッ
ド
都
市
で

す
。
お
よ
そ
千
二
百

年
の
あ
い
だ
、
人
び

と
が
棲
み
つ
く
こ
と

で
、
都
市
は
グ
リ
ッ

ド
と
い
う
形
式
を
変

え
る
こ
と
な
く
、
し

か
し
そ
の
構
造
を
変

容
さ
せ
な
が
ら
も
現

在
に
至
る
ま
で
生
き

つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
幾
重
に
も
重
な
り
な
が

ら
、
現
在
が
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在

も
都
市
は
変
わ
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
都
市

は
こ
れ
か
ら
も
生
き
つ
づ
け
る
で
し
ょ
う
。

僕
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
都
市
の
時
間
の
な
か

で
建
築
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
ま

す
。

　
僕
ら
は
地
域
性
や
歴
史
性
と
い
っ
た
都
市

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
設
計
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
利
用
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
で
き
れ
ば
空
間

と
し
て
享
受
で
き
る
よ
う
な
建
築
を
つ
く
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
千
二
百
年

と
い
う
時
間
の
積
層
し
た
う
え
に
、
ま
た
新

た
な
意
味
を
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の

よ
り
豊
か
な
都
市
居
住
の
実
現
に
つ
な
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。
僕
は
グ
リ
ッ
ド
パ
タ
ー
ン

こ
そ
が
京
都
の
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

だ
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
整
然
と
し
た
街

路
と
は
対
照
的
に
雑
多
な
街
区
中
央
に
可
能

性
を
見
出
し
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
な
ん
と
な
く
考
え

な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
、
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
今
回
の
展
示
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
京
都
で
仕
事
を
し
て
い
る
な
か
で
、
少
な

く
な
い
数
の
町
家
や
長
屋
を
改
修
し
て
き
ま

し
た
。
町
家
や
長
屋
は
、
グ
リ
ッ
ド
パ
タ
ー

ン
で
形
成
さ
れ
た
都
市
に
人
び
と
が
棲
み
つ

く
な
か
で
、
中
世
に
生
み
出
さ
れ
、
近
世
に

か
け
て
洗
練
さ
れ
、
近
代
に
お
い
て
も
更
新

さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
都
市
型
住
居
タ
イ
プ
で

す
。
そ
の
町
家
が
近
年
、
急
速
に
失
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
今
回
、
事
務
所
の
近
く
で
解
体
さ
れ
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
町
家
に
つ
い
て
、

所
有
者
の
ご
理
解
に
よ
り
そ
の
軸
組
み
を
展

覧
会
場
に
移
設
し
ま
す
。
軸
組
み
は
伝
統
木

造
建
築
の
ス
ケ
ル
ト
ン
で
あ
り
、
都
市
と
建

築
を
つ
な
ぐ
も
の
で
す
。
先
日
、
軸
組
み
だ

け
の
状
態
に
な
っ
た
様
子
を
確
認
し
に
現
場

に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
か
細

く
、
部
分
的
に
腐
朽
し
、
そ
し

て
継
ぎ
接
ぎ
だ
ら
け
の
木
材
が

な
ん
と
か
家
型
の
形
態
を
保
っ

て
い
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。

僕
ら
が
こ
れ
ま
で
継
承
し
よ
う

と
必
死
に
尽
力
し
て
い
た
も
の

は
、
じ
つ
は
こ
ん
な
に
ど
う
し

よ
う
も
な
い
も
の
だ
っ
た
の
か
、

と
愕
然
と
し
ま
し
た
。
建
築
は

そ
の
場
所
に
在
り
つ
づ
け
る
こ

と
で
形
を
変
え
つ
つ
も
都
市
と

さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
重
ね
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
り
、
移
設
し
て

し
ま
っ
た
ら
都
市
と
の
関
係
は

断
ち
切
ら
れ
た
だ
の
モ
ノ
に
な
っ
て
し
ま
う

と
考
え
る
と
、
貧
弱
な
木
材
の
集
積
に
見
え

た
の
は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
も
今
回
の
移
設
を
通
し
、
そ
の
有

意
性
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
路
地
奥
の
バ
ラ
ッ
ク
の
よ
う
な
長

屋
の
軸
組
み
を
構
成
す
る
部
材
は
、
火
災
現

場
跡
な
ど
、
そ
こ
ら
か
ら
寄
せ
集
め
ら
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
思
い
返
し
な
が

ら
。
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TOTOの最新情報

N News

Tel 093-563-2055
お問い合わせは
TOTO通信
データ管理室まで

『TOTO通信』送付先の変更などはこちらへご連絡ください。次号『TOTO通信』は2024年7月発行の予定です。

TOTO
TSUSHIN

Spring
2024News File N C B I

InformationCera

BookNews

TOTO出版のお知らせ

B Book

建築家・魚谷繁礼の作品
集。魚谷氏は京都を中心
に国内外の歴史都市にお
いて、町家改修や都市の
再構築など、過去から未
来に続く時間軸で建築に
向き合っています。2023
年日本建築学会賞（作品）
を受賞した「郭巨山会所」
ほか、国内外の数多くの
作品を写真・図面・論考・
ダイアグラムなどで紹介し
た、魚谷建築の真髄がわ
かる魅力満載の１冊です。

TOTOからのお知らせページです。
イベント、新商品、最新情報など知っておいていただくと、

お役に立つ情報を心がけています。
あわせてご注目ください。

Bookshop TOTOへ
お気軽にお立ち寄りください

3News

Bookshop TOTOは、
TOTO乃木坂ビル2Fに
ある建築・デザインを中心
に扱う書店です。TOTO
出版直営である強みを生
かし、TOTO出版の僅少
本や直筆サイン本も扱って
います。また他社の自費出
版書籍なども扱っているの
で、お客さまから「何時間
でもいられる」という感想も。
またスタッフのお勧め・売

TOTO初代ユニットバスルーム

テクニカルセンター東京
リニューアルオープン

TOTOは東京都渋谷区に
ある建築専門家向けショー
ルーム「テクニカルセンター
東京」を、2024年7月よりリ
ニューアルオープンします。
節水や防汚技術などを紹
介する「技術展示コーナ
ー」は新たにスペースを拡
張し、DX推進による訴求
力の強化と提案の均質化
を実現します。また、エントラ
ンスにはデジタル化したブ

2News

ランドウォールを新設し、最
新の現場事例やTOTOの
歴史、企業活動を大画面
モニターで投影。来館時よ
り期待感の高まる施設に刷
新します。

TOTOミュージアム企画展
「快適な暮らしを追求するユニットバスルーム展～誕生60年の軌跡～」

1News

TOTOミュージアムにて、
2024年3月19日（火）より
「快適な暮らしを追求する
ユニットバスルーム展 ～誕
生60年の軌跡～」を開催
しています。1964年東京オ
リンピック開催の年、TOTO
は過去の常識では考えら
れない短納期でのホテル
浴室工事完成へ挑戦しま
した。この挑戦がきっかけ
で日本初（＊）のユニットバ
スルームが誕生し、今やホ
テルやマンションだけでなく

戸建住宅へも広く普及して
います。誕生から60年、「快
適な暮らしの追求」のため
進化を続けているユニット
バスルームの軌跡をご紹介
しています。

上ランキングも好評です。
TOTOギャラリー・間の休
館中もBookshop TOTO
は営業しております。お気
軽にお立ち寄りください。

2024年3月19日（火）～11月上旬予定
10：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日・夏期休暇
TOTOミュージアム 特別展示室内
福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

会期
開館時間
休館日
会場
所在地

＊JIS規格に適合したユニットバス
ルームとして

詳細は
TOTOミュージアムウェブサイトを
ご覧ください。

ウェブ→
https：//jp.toto.com/
knowledge/visit/
museum/
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N

月曜日・祝日・「TOTOギャラリー・間」
休館中の土曜日・日曜日・夏季休暇・
年末年始は休業です。
GWなどの不定期休業日は
ウェブにてご確認願います。

ウェブ→
https：//jp.toto.com/
bookshoptoto/
index.htm

present!

魚谷繁礼
4,730円（本体4,300＋税10%）
B5判変型（250×190mm）、
ソフトカバー、224ページ、
和英併記
2024年5月

著者
定価
体裁

発行

同封の
「TOTO通信アンケート」に
お答えいただいた方のなかから、

抽選で10名の方に
プレゼントいたします。

ウェブ→
https：//jp.toto.com/
publishing/detail/
A0409.htm

魚谷繁礼建築集
都市の時間を重ねる

TOTO乃木坂ビル 東京都港区南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル

I Information

電話／03（3402）1525
定休日／月曜日・祝日・「TOTOギャラリー・間」休館中の
土曜日・日曜日・夏期休暇・年末年始
※詳細はBookshop TOTOウェブサイト
（https://jp.toto.com/bookshoptoto）をご参照ください。

電話／03（3402）1010
定休日／月曜日・祝日・夏期休暇・年末年始
入場料／無料
※最新情報は、TOTOギャラリー・間ウェブサイト
（https://jp.toto.com/gallerma）をご参照ください。

電話／03（3402）7138
全国の書店でお求めください。
直営店Bookshop TOTOでもお求めになれます。
※最新情報は、TOTO出版ウェブサイト
（https://jp.toto.com/publishing）をご参照ください。

電話／03（3402）7134（東京ショールーム）
定休日／月曜日・祝日・夏期休暇・年末年始
※事前予約制。ご予約・展示品のご案内はウェブサイト
（https://www.cera.co.jp/showroom）をご参照ください。

アクセス
●東京メトロ千代田線「乃木坂」駅下車３番出口徒歩１分
●都営地下鉄大江戸線「六本木」駅下車８番出口徒歩６分
●東京メトロ日比谷線「六本木」駅下車４a番出口徒歩７分
●東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営地下鉄大江戸線
  「青山一丁目」駅下車４番出口徒歩７分

セラトレーディング
B1・1F

TOTO出版
2F

TOTOギャラリー･
間

3F

Bookshop
TOTO

2F

C Cera

「セラ総合カタログ 2024」
2024年2月1日発行

「セラ総合カタログ 2024」を
発行しました

セラトレーディングのお知らせ

ウェブサイトよりご請求ください。

ウェブ→
https：//www.
cera.co.jp/catalogue

セラトレーディングでは、2月
に「セラ総 合カタログ 
2024」を発行しました。現
代デザイン界の巨匠マル
セル・ワンダースが手がけ、
クラシックデザインを再定義
した洗面器「THE NEW 
CLASSIC」シリーズや、モ
デルチェンジでよりニュート
ラルな印象となった水栓
「AVA 2.0」シリーズなど、
空間デザインの可能性を
広げるアイテムを多数ご紹
介しています。ワンランク上
の水まわり空間の計画に、
ぜひご活用ください。

＊表紙は変更の可能性あり。
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『TOTO通信』のお届け先などの変更はお客さまNo.（封筒の宛て名ラベル右上に記載）も併せて下記までご連絡ください。
TOTOカタログセンター内　TOTO通信データ管理室　TEL.093（563）2055　FAX.093（571）0999
＊当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客さまからお預かりした個人情報は、
関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOウェブサイト（https://jp .toto .com）をご覧ください。


