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こ
の
情
報
誌
に
は
植
林
木
・
森
林
認
証
材
な
ど
を
原
材
料
と

す
る
環
境
に
配
慮
し
た
用
紙
、な
ら
び
に
印
刷
イ
ン
キ
工
業

連
合
会
認
定
の
植
物
油
イ
ン
キ
を
主
に
使
用
し
て
い
ま
す
。



和
の
再
構
築

日
々
の
暮
ら
し
か
ら
和
の
香
り

が
希
薄
に
な
っ
て
久
し
い
よ
う

な
気
が
す
る
。
建
築
の
形
だ
け

の
問
題
で
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
日
常
的
な
も
の
だ
っ
た

客
を
迎
え
る
住
ま
い
の
形
が
消

え
、
軸
や
書
を
飾
る
習
慣
も
遠

い
も
の
に
な
っ
た
。
日
々
花
を

生
け
る
人
た
ち
も
そ
う
多
く
は

な
さ
そ
う
だ
。
ま
し
て
住
ま
い

に
自
然
を
写
し
た
庭
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
消
え

て
し
ま
っ
た
と
い
い
た
く
も
な

る
と
き
が
あ
る
。

暮
ら
し
が
椅
子
に
な
っ
た
か
ら

で
は
な
い
。
父
親
た
る
家
長
の

力
が
衰
え
た
か
ら
で
も
、
座
敷

や
茶
室
を
つ
く
れ
な
い
か
ら
和

で
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
数
寄
屋
ば
か

り
で
は
な
く
、
現
代
の
暮
ら
し

の
様
式
に
答
え
る
和
の
形
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
。
横
内
敏
人
さ

ん
の
仕
事
の
な
か
に
そ
れ
を
訪

ね
て
み
た
。
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庭を見る。横内さんが開
発したロールスクリーン
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ん
と
話
し
あ
わ
な
い
と
価
値
観
を
共
有
で
き
な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
3
〜
4
年
も
い
る

と
大
変
さ
も
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
の
平
和
を
痛
切
に
感
じ
、
自
分
は
や
は
り

日
本
人
だ
な
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
建
築
に
お
い
て
も
日
本
を
知
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
渡
米
し
た
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
事
務
所
を
構
え
て
ひ
と

旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
民
族
社
会
に
も
ま
れ
る
こ
と
で
、

逆
に
自
国
の
日
本
を
し
っ
か
り
と
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
は
つ
く

れ
な
い
、
と
い
う
想
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。
近
代
建
築
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
よ

り
圧
倒
的
に
い
い
ん
で
す
よ
。
日
本
に
は
地
震
も
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
は
か

な
わ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
で
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
こ
そ
、
世
界
に
出
し
て
も
負
け
な
い
も
の
を

つ
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
意
識
の
変
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
渡
米
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、
何

か
と
有
利
な
東
京
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

伏
見

　そ
し
て
京
都
で
は
、「
若
王
子
の
家
」（
12
ペ
ー
ジ
）
の
増
改
築
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本

的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　仕
事
が
な
か
っ
た
僕
に
、
義
父
の
梅
原
猛
が
自
宅
の
増
改
築
を
依
頼
し
て
く
れ
ま
し

た
。
梅
原
邸
は
明
治
中
期
の
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
う
え
、
施
工
は
中
村
外
二
工
務
店
。
き
わ

め
て
日
本
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
学
ぶ
し
か

な
い
。
既
存
家
屋
を
細
か
く
実
測
す
る
と
と
も
に
、
中
村
外
二
工
務
店
の
職
人
た
ち
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
最
初
に
、
こ
う
い
っ
た
最
高
峰
と
も
い
え
る
職
人
た

ち
と
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
後
の
設
計
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
い

つ
も
中
村
外
二
工
務
店
と
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
コ
ス
ト
を
抑
え
た

な
か
で
も
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
の
品
質
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
目

標
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。
外
二
さ
ん
に
「
材
料
の
高
い
安
い
で
良
し
悪
し
が
決
ま
る
の

で
は
な
い
。
安
い
材
料
で
も
正
し
い
扱
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
に
な
る
」
と
教
わ
り
ま
し

た
。
じ
つ
は
、
僕
が
設
計
し
た
住
宅
は
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、

坪
1
0
0
万
円
も
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
豪
邸
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
コ
ス
ト
の
住
宅
を
設
計
す
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
「
若
王
子
の

家
」
で
の
体
験
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
、
あ
の
品
質
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

伏
見

　数
寄
屋
の
仕
事
を
す
る
環
境
の
な
か
で
も
、
増
築
部
は
伝
統
的
な
造
り
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ま
た
、
そ
の
後
の
設
計
で
も
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
の
方
向
に
は
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
も
「
和
風
」
で
は
な
い
、
横
内
さ
ん
な
ら
で
は

の
「
和
」
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

横
内
「
若
王
子
の
家
」
の
増
改
築
が
で
き
た
後
、
東
京
の
友
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
和
風
を

つ
く
っ
て
い
た
ら
、
建
築
家
と
し
て
成
功
し
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

全
盛
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
に
至
り
、
日
本
の
文
化
的
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
一

方
で
、
京
都
の
数
寄
屋
に
習
熟
し
た
方
々
か
ら
も
、「
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
は
だ
め
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
数
寄
屋
建
築
で
は
最
高
の
材
料
を
使
う
べ
き
天
井
に
、
大
き
な
天
窓
を
あ

け
ま
し
た
か
ら（
笑
）。
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
地
域
主
義
の
た
め
に
は
日
本
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
地
に
足
の
つ
い
た
設
計
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
伝
統
工
芸
の
よ

う
な
「
和
風
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
想
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
い
い
と
こ
ろ
や
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、「
和
風
」
だ
け
で
は
対
応
で
き

な
い
。い
く
つ
か
の
概
念
を
足
し
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
が「
和
」

だ
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

伏
見

　日
本
的
な
も
の
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
建
築
家
は
、
過
去
に
も
た
く

さ
ん
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
吉
田
五
十
八
、
堀
口
捨
己
、
村
野
藤
吾
、
大
江
宏
…
…
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
日
本
的
な
も
の
や
数
寄
屋
の
世
界
が
近
く
に
あ
っ
た
建
築
家
も
い
れ
ば
、
精
緻

な
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
た
建
築
家
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
横
内
さ
ん
の
建

築
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
内

　レ
ー
モ
ン
ド
は
祖
父
み
た
い
な
存
在
に
感
じ
て
い
て
、
好
き
で
す
。
前
川
さ
ん
、
吉

村
さ
ん
の
師
に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
日
本
建
築
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ

た
功
績
が
大
き
い
で
す
ね
。
外
国
人
だ
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
外
部
化
し
て
く
れ
た
。
日

本
人
で
は
気
づ
か
な
い
日
本
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
、
杉
皮
張
り
、
葦
天
井
、
鉄
平
石
張
り
と
い
っ
た
日
本
的
な
材
料
を
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
が
天
井
全
面
、
外
壁
全
面
と
い
う
よ
う
に
と
て
も
大
胆
で

す
。
日
本
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
用
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
習
的
な
使
い
方
に
は
と
ら

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
大
胆
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
の
「
旧
イ
タ

リ
ア
大
使
館
日
光
山
荘
」（
28
）
を
連
想
し
ま
す
。

横
内

　も
と
も
と
日
本
的
な
も
の
に
関
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
意
識
し
た
の
だ
か
ら
、
僕
に
は
少
し
外
国
人
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
山
梨
出
身
だ
か
ら
京
都
人
で
も
な
い
し
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
離

れ
た
考
え
方
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
僕
ら
の
世
代
で
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
和
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
家
の
中
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な

家
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
和
」
は
非
日
常
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
和
」
が
日
常
だ
っ
た
戦
前
の
建
築
家
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

す
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
当
時
か
ら
「
和
」
を
非
日
常
と
し
て
と
ら
え
て

い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伏
見

　た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
周
囲
で
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家

の
な
か
で
は
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
共
感
す
る
と
い
う
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
横

内
さ
ん
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、「
和
」
に
対
す
る
外
か
ら
の
視
線
は
一
層
顕
著
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
和
」
の
日
常
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
後
の
世
代
で
す
か
ら
、
逆
に
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
想
い
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
日
本
人
の
総
外
国

人
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
職
人
を
目
指
す
な
ど
、
外
か
ら

の
視
線
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
和
」
の
文
化
に
対
す
る
純
粋
な
あ
こ
が
れ
や
敬
意
が
増
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
60
歳
に
な
ら
れ
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
ラ
イ
ト
が
「
落
水
荘
」（
35
）
を
設

計
し
、
前
川
國
男
が
打
ち
込
み
タ
イ
ル
を
使
い
出
し
た
年
齢
だ
そ
う
で
す
ね
。

横
内

　前
川
さ
ん
は
、
建
築
家
は
60
歳
か
ら
が
勝
負
だ
と
つ
ね
づ
ね
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
50
代
は
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ
こ
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
和
」
の
理
念
の
も
と
で
足
し
算
を
し

な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
っ
た
い
何
が
出
て
く
る
の
か
。
僕
自
身
も
楽
し
み
で
す
。
ラ
イ
ト
だ
っ
た
ら「
落
水
荘
」、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
だ
っ
た
ら
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」（
55
）
で
す
。
前
川
さ
ん
は
、
人

生
の
多
く
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
近
代
主
義
と
の
葛
藤
が
、
60
歳
に
な
っ
て
強
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
打
ち
込
み
タ
イ
ル
の
使
用
は
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
し
ょ
う
か
。

伏
見

　横
内
さ
ん
も
今
年
60
歳
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
手
応
え
は
あ
り
ま
す
か
。

横
内

　ま
だ
ま
だ
、
遠
く
お
よ
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
で
す
。
見
て
い
て
く
だ
さ
い
。

足
し
算
の
文
化

横
内
流
の「
和
」の
作
法

若王子のゲストハウス

若王子の家
自邸

森のアトリエ

横内敏人建築設計事務所がある
「森のアトリエ」は、

義父・梅原猛の自邸「若王子の家」（12～19ページ）や
「若王子のゲストハウス」、

横内さん自身の自邸と同じ敷地内にある。

伏
見 

唯

　今
回
は
「
和
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
を
特
集
し
ま
す
。

「
和
」と
い
う
と
、
障
子
や
畳
、
あ
る
い
は
数
寄
屋
風
の
意
匠
な
ど
を
連
想
す
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
的
な
意
匠
を
用
い
て
い
な
い
住
宅
か
ら
も

「
和
」を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
内
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
住
宅
で
も
、
日
本
的
な
デ
ィ

テ
ー
ル
ば
か
り
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
全
体
に
「
和
」
の

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
意
匠
に
だ
け
着
目
す
る
と
「
和
風
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
「
和
」
が
伝
統
的
な
具
象
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ

た
い
な
ん
な
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
か
ら
、
ま
ず
は
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

横
内
敏
人

　ま
ず
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
。「
風
」
と
つ
く

言
葉
は
、
中
身
は
本
物
で
は
な
い
け
れ
ど
外
側
だ
け
繕
っ
て
い
る
状
態
、
い
わ
ば
偽
物
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
和
風
」
で
は
な

い
。
で
は
、「
和
風
」
で
は
な
い
「
和
」
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
違
う

価
値
観
と
か
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
き
の
作
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
「
和
」
と
は
、
伝
統
的
に
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
新
し
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
が
「
和
」
の
文
化
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
日
本
」
だ
け
で
な
く
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」

「
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
」
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
足
し
算
の
結
果
も
「
和
」
と

い
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、「
和
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
足
し
算
の

文
化
」
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史
を
み
て
も
、
太
古
か
ら
の
日
本
文
化
が
純

血
を
保
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
古
く
は
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
奈

良
や
京
都
の
街
や
建
築
が
で
き
て
き
ま
し
た
し
、
近
代
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
戦
後
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
単
に
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
旧
来
の
も
の
を
守
る
こ
と
に
も
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
、
日
本
人
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見
「
足
し
算
の
文
化
」
は
、
建
築
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
外
来
文
化
の
「
和
様
化
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
確
か
に
古
代
か
ら
の
和
様
や
中
世
の
新
和
様
は
、
元
は
外
来
文
化

を
基
本
と
し
て
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
日
本
的
な
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
建
築
で
す
。
そ

こ
に
「
和
」
の
核
を
見
出
せ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
7
年
ほ
ど
前
の
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

平
良
敬
一
さ
ん
と
の
対
談（『
住
宅
建
築
』
2
0
0
7
年
8
月
号
）
で
は
、
宋
か
ら
輸
入
直
後

の
大
仏
様
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
重
源
へ
の
想
い
を
横
内
さ
ん
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
和
様
の
洗
練
と
は
異
な
る
、
あ

る
種
の
建
築
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
野
蛮
さ
へ

の
共
感
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
建
築
へ
の
想
い
と
、「
和
」
へ
の
志
向
と
を

ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
と
ら
え
て

い
ま
す
か
。

横
内
「
和
」
の
議
論
と
は
別
に
、
大
仏
様
に

は
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
出
身

の
東
京
藝
大
で
は
古
美
術
研
究
旅
行
と
い
う

授
業
が
あ
っ
て
、
僕
の
と
き
は
大
学
が
文
化

庁
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
て
、
な
ん
と
重
源

の
浄
土
寺
浄
土
堂
の
実
測
を
し
た
ん
で
す
。

断
面
図
を
描
い
た
の
で
す
が
、
寸
法
や
構
造

に
無
駄
が
な
く
て
、
と
に
か
く
き
れ
い
な
ん

で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
純
粋
に
す
ぐ
れ
た
建
築
へ
の
敬
意
で
あ

っ
て
、
自
分
が
重
源
の
よ
う
な
世
界
を
目
指

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
少
し
違
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
仏
様
の
よ
う
な
外
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
は
、
従
来
の
日
本
的
な
様
式

と
混
ざ
り
な
が
ら
最
終
的
に
渾
然
一
体
と
な

っ
て
安
定
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
安
定
よ
り
少
し
前
の

新
旧
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
状
態
の
建
築
が

好
き
で
す
ね
。

伏
見

　確
か
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
式
と
和
様

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
折
衷
様
で
も
、
中
世
に
は

鶴
林
寺
本
堂
な
ど
の
名
作
が
あ
り
ま
す
が
、

折
衷
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
近
世
の
建
築
に
同
じ
力
を
感

じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

横
内

　新
し
い
も
の
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、

当
初
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
違
和
感
を
つ
く
り
手
が
感
じ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
と
て
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
違
和

感
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
新
し
い
文
化
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で

守
り
た
い
従
来
の
文
化
も
大
切
に
し
て
、
両

方
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
感
覚

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見

　そ
う
し
た
日
本
人
の
「
い
い
と
こ
取

り
」
が
、「
足
し
算
の
文
化
」
つ
ま
り
「
和
」

に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　そ
う
、
ま
さ
に
「
い
い
と
こ
取
り
」
だ
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
若
い
と
き
は
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
）
し

て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
仲
の
よ
か
っ
た
韓
国
の
友
だ
ち
が
話
し
て
い
た
日
本
評
が
、
日
本

を
顧
み
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
日
本
は
と
て
も
怖
い
国
だ
。
外
か
ら
来
た
も

の
を
、
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
は

日
本
語
だ
と
。
日
本
で
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
書
き
言
葉

が
な
い
か
ら
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
人
は
話
し
言
葉
を
訓
読
み
と

し
て
残
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
点
で
、
単
に
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
よ
う
で
、
音
読
み
と
訓

読
み
と
で
足
し
合
わ
せ
た
独
自
の
文
化
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
平
安
時
代
に
平
仮
名

が
で
き
る
か
ら
、
本
当
は
表
音
文
字
の
平
仮
名
だ
け
で
用
が
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
足
し
算
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
今
の

漢
字
と
平
仮
名
が
交
じ
っ
た
日
本
語
で
す
か
ら
。
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
漢
字
を
捨
て
て
、
ハ

ン
グ
ル
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
捨
て
ず
に
、
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
く
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
文
化

を
つ
く
る
と
き
の
作
法
を
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

横
内

　ま
た
、「
和
」
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
加
わ
り
な
が
ら
も
捨
て
て
は

い
け
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
日
本
の
場
合
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
部
分
的
に
見
た
ら
「
和
」
の
要
素
は
な
い
け
れ
ど
、
全
体
的
に
見
て
「
和
」

を
感
じ
る
と
き
、
僕
ら
が
「
和
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
建
物
単
体
の
素
材
感
、
内
外
の
関
係
、
あ
る
い
は
景
色
の
切
り
取
り

方
な
ど
の
こ
と
。
そ
こ
に
な
ぜ
日
本
人
が
「
和
」
を
見
出
す
か
と
い
う
と
、
何
か
特
定
の
宗

教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
、
自
然
崇
拝
が
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
自
然
の
命
に
慈
し
み
と
美
し
さ
を
感
じ
る
し
、
苔
の
生
え
た
石
を
見
る
と
「
い
い

な
」
と
思
う
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
都
市
化
が
進
ん
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、日
本
人
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
働
き
か
け
る
の
が「
和
」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

伏
見

　建
築
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
媒
介
す
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
で
は
や
は
り
庭
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
庭
へ
意
識
が
向
き
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

横
内

　僕
は
大
学
へ
の
就
職
（
当
時
・
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講
師
）
を
機
に
京
都
に
来

ま
し
た
が
、
最
初
は
設
計
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
く
、
大
学
業
務
以
外
は
自
由
な
時
間
が
け
っ

こ
う
あ
り
ま
し
た
。
京
都
に
来
た
か
ら
に
は
伝
統
的
な
「
和
」
の
建
築
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
き
時
間
を
使
っ
て
、
地
図
に
の
っ
て
い
る
何
百
も
の
寺
院
を
、
ほ
と

ん
ど
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
京
都

に
は
、
い
い
建
築
が
な
い（
笑
）。
い
や
、
そ
う
言
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
庭
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
建
築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

す
ら
見
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
庭
を
見
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
し
た
。
と
に
か
く
庭
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
蓮
華
寺
な
ど
の
京
の
寺
院
は
美
し

い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
庭
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
日

本
建
築
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
庭
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

伏
見

　逆
に
考
え
る
と
奈
良
の
建
築
か
ら
は
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
「
和
」
の
印
象
は
あ
ま

り
受
け
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
長
谷
寺
な
ど
の
山
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
建
築
も
あ
り
ま

す
が
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
大
き
な
伽
藍
の
な
か
に
は
、
巨
大
な
建
築
が
堂
々
と
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
は
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
上
、

「
和
」の
由
来
は
「
大
和
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
言
葉
の
印
象
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。

横
内

　ち
な
み
に
庭
に
は
、
本
能
に
訴
え
か
け
る
非
日
常
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
も
動
物
で
す
か
ら
、
野
性
的
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
幼
い
頃
は
誰
も

が
野
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
代
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
原
初
的
な
本
能
を
隠
蔽
す

る
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
社
会
に
適
応
で
き
る
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
本
能
も
必
要
。
つ
ま
り
人
は
理
性

と
野
性
の
両
方
を
求
め
る
わ
け
で
す
が
、
住
宅
の
な
か
の
庭
を
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
野
性
の
本
能
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

伏
見

　な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
歴
史
を
大
局
的
に
み
た
と
き
に
、
建
築

が
理
性
の
産
物
と
し
て
和
様
化
し
て
洗
練
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
野
性
的
な
も
の
も

同
時
に
求
め
た
結
果
と
し
て
京
都
の
庭
が
す
ば
ら
し
く
発
展
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

横
内

　い
つ
の
時
代
も
、
人
間
は
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

伏
見

　こ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
「
和
」
へ
の
志
向
の
ル
ー
ツ
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
平
良
さ
ん
と
の
対
談
で
は
、
学
生
時
代
の
記
憶
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

と
吉
村
順
三
か
ら
の
影
響
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

横
内

　ラ
イ
ト
は
い
い
で
す
ね
。
大
学
の
と
き
に
作
品
集
を
見
て
以
来
、
初
恋
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
想
い
を
寄
せ
て
い
ま
す（
笑
）。
僕
が
東
京
藝
大
に
い
た
と
き
、
天
野
太
郎
と
い
う
タ

リ
ア
セ
ン
で
ラ
イ
ト
に
直
接
師
事
し
た
建
築
家
が
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ラ
イ
ト
を
中
心
に
近

代
建
築
を
学
ぶ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
天
野
さ
ん
も
す
て
き
な
方
で
し
た
。
風
貌
や
語
り
口

も
、
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
詩
人
で
す
。

伏
見

　天
野
太
郎
は
藝
大
教
授
で
す
が
、
出
身
は
早
稲
田
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
学
生
時
代

か
ら
會
津
八
一
を
敬
愛
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
雑
誌
で
建
築
を
解
説
し
て
い

る
文
章
も
、粋
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。吉
村
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
。

横
内

　吉
村
さ
ん
に
直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
の
存
在
で

す
。
建
築
だ
け
で
な
く
生
き
ざ
ま
も
含
め
て
好
き
で
す
。
藝
大
生
は
誰
も
が
意
識
す
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
「
吉
村
さ
ん
を
超
え
た
い
」
と
い
う
恐
れ
多
い
目
標
を
あ
え
て
掲
げ
る
こ

と
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
の
時
代
よ
り
、
今
は
設
備
機
器
な

ど
が
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
現
代
の
建
築
家
は
吉
村
さ
ん
よ
り
い
い
建
築
が
つ
く
れ
る
は
ず

で
す
。
た
だ
、
吉
村
山
荘（「
軽
井
沢
の
山
荘
」
62
）
な
ん
て
藝
大
の
授
業
で
ト
レ
ー
ス
す
る

か
ら
、
も
は
や
忘
れ
よ
う
も
な
い
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

伏
見
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」（
28
〜
37
ペ
ー
ジ
）
で
の
開
放
と
閉
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
吉

村
山
荘
と
の
距
離
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
建
築
体
験
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

横
内

　僕
の
学
生
時
代
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
で
、
日
本
だ
と
磯
崎
新
さ
ん
が
建
築
論

壇
の
中
心
に
い
ま
し
た
。
す
で
に
近
代
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、
近
代
の
考
え
方

に
は
い
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
欠
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
、
近

代
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
題
に
な
る
世
代
で
し
た
。
み

な
そ
う
で
し
た
が
、
近
代
主
義
は
そ
の
ま
ま
い
く
と
長
く
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
、
建
築
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
れ
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
少
し

懐
疑
的
な
想
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
渡
米
し
た
ら
、
案
の
定
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
建
築
に
は
幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

伏
見

　た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ー
リ
な
ど
の
建
築
家
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　え
え
。
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
建
築
も
見
ま
し
た
が
、
外
壁
が
全
部
ペ
ン
キ
塗

り
だ
っ
た
り
し
て
、
表
現
を
達
成
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
な
無
理
を
し
て
い
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
建
築
は
消
費
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ほ
か
に
も
、

東
海
岸
か
ら
西
海
岸
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
建
築
を
た
く
さ
ん
見
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
と
く

に
共
感
で
き
た
の
は
、
ま
ず
ラ
イ
ト
、
そ
れ
と
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
で
し
た
。
カ
ー
ン
が
設
計

し
た
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
ク
セ
タ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
」（
米
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、

65
〜
72
）
を
見
た
と
き
、
近
代
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
動
し
ま
し
た
。
カ

ー
ン
の
建
築
は
、
近
代
主
義
の
合
理
性
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

帰
国
後
に
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に
行
っ
た
の
も
、
な
ん
と
な
く
カ
ー
ン
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
気
が
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。

伏
見

　こ
こ
ま
で
の
経
歴
を
う
か
が
う
と
、
必
ず
し
も
「
和
」
に
傾
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
日
本
的
な
も
の
を
意
識
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
前
川
國
男
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
京
都
へ
来
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　い
や
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
が
日
本
を
意
識
す
る
強
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
て
日
本
の
よ
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
外
国
へ
は
い
い
と
こ
ろ
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
く
、
暮
ら
し
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
大

変
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
っ
た
人
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ゃ
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ん
と
話
し
あ
わ
な
い
と
価
値
観
を
共
有
で
き
な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
3
〜
4
年
も
い
る

と
大
変
さ
も
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
の
平
和
を
痛
切
に
感
じ
、
自
分
は
や
は
り

日
本
人
だ
な
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
建
築
に
お
い
て
も
日
本
を
知
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
渡
米
し
た
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
事
務
所
を
構
え
て
ひ
と

旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
民
族
社
会
に
も
ま
れ
る
こ
と
で
、

逆
に
自
国
の
日
本
を
し
っ
か
り
と
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
は
つ
く

れ
な
い
、
と
い
う
想
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。
近
代
建
築
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
よ

り
圧
倒
的
に
い
い
ん
で
す
よ
。
日
本
に
は
地
震
も
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
は
か

な
わ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
で
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
こ
そ
、
世
界
に
出
し
て
も
負
け
な
い
も
の
を

つ
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
意
識
の
変
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
渡
米
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、
何

か
と
有
利
な
東
京
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

伏
見

　そ
し
て
京
都
で
は
、「
若
王
子
の
家
」（
12
ペ
ー
ジ
）
の
増
改
築
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本

的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　仕
事
が
な
か
っ
た
僕
に
、
義
父
の
梅
原
猛
が
自
宅
の
増
改
築
を
依
頼
し
て
く
れ
ま
し

た
。
梅
原
邸
は
明
治
中
期
の
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
う
え
、
施
工
は
中
村
外
二
工
務
店
。
き
わ

め
て
日
本
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
学
ぶ
し
か

な
い
。
既
存
家
屋
を
細
か
く
実
測
す
る
と
と
も
に
、
中
村
外
二
工
務
店
の
職
人
た
ち
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
最
初
に
、
こ
う
い
っ
た
最
高
峰
と
も
い
え
る
職
人
た

ち
と
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
後
の
設
計
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
い

つ
も
中
村
外
二
工
務
店
と
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
コ
ス
ト
を
抑
え
た

な
か
で
も
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
の
品
質
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
目

標
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。
外
二
さ
ん
に
「
材
料
の
高
い
安
い
で
良
し
悪
し
が
決
ま
る
の

で
は
な
い
。
安
い
材
料
で
も
正
し
い
扱
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
に
な
る
」
と
教
わ
り
ま
し

た
。
じ
つ
は
、
僕
が
設
計
し
た
住
宅
は
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、

坪
1
0
0
万
円
も
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
豪
邸
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
コ
ス
ト
の
住
宅
を
設
計
す
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
「
若
王
子
の

家
」
で
の
体
験
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
、
あ
の
品
質
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

伏
見

　数
寄
屋
の
仕
事
を
す
る
環
境
の
な
か
で
も
、
増
築
部
は
伝
統
的
な
造
り
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ま
た
、
そ
の
後
の
設
計
で
も
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
の
方
向
に
は
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
も
「
和
風
」
で
は
な
い
、
横
内
さ
ん
な
ら
で
は

の
「
和
」
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

横
内
「
若
王
子
の
家
」
の
増
改
築
が
で
き
た
後
、
東
京
の
友
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
和
風
を

つ
く
っ
て
い
た
ら
、
建
築
家
と
し
て
成
功
し
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

全
盛
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
に
至
り
、
日
本
の
文
化
的
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
一

方
で
、
京
都
の
数
寄
屋
に
習
熟
し
た
方
々
か
ら
も
、「
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
は
だ
め
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
数
寄
屋
建
築
で
は
最
高
の
材
料
を
使
う
べ
き
天
井
に
、
大
き
な
天
窓
を
あ

け
ま
し
た
か
ら（
笑
）。
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
地
域
主
義
の
た
め
に
は
日
本
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
地
に
足
の
つ
い
た
設
計
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
伝
統
工
芸
の
よ

う
な
「
和
風
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
想
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
い
い
と
こ
ろ
や
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、「
和
風
」
だ
け
で
は
対
応
で
き

な
い
。い
く
つ
か
の
概
念
を
足
し
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
が「
和
」

だ
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

伏
見

　日
本
的
な
も
の
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
建
築
家
は
、
過
去
に
も
た
く

さ
ん
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
吉
田
五
十
八
、
堀
口
捨
己
、
村
野
藤
吾
、
大
江
宏
…
…
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
日
本
的
な
も
の
や
数
寄
屋
の
世
界
が
近
く
に
あ
っ
た
建
築
家
も
い
れ
ば
、
精
緻

な
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
た
建
築
家
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
横
内
さ
ん
の
建

築
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
内

　レ
ー
モ
ン
ド
は
祖
父
み
た
い
な
存
在
に
感
じ
て
い
て
、
好
き
で
す
。
前
川
さ
ん
、
吉

村
さ
ん
の
師
に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
日
本
建
築
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ

た
功
績
が
大
き
い
で
す
ね
。
外
国
人
だ
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
外
部
化
し
て
く
れ
た
。
日

本
人
で
は
気
づ
か
な
い
日
本
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
、
杉
皮
張
り
、
葦
天
井
、
鉄
平
石
張
り
と
い
っ
た
日
本
的
な
材
料
を
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
が
天
井
全
面
、
外
壁
全
面
と
い
う
よ
う
に
と
て
も
大
胆
で

す
。
日
本
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
用
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
習
的
な
使
い
方
に
は
と
ら

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
大
胆
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
の
「
旧
イ
タ

リ
ア
大
使
館
日
光
山
荘
」（
28
）
を
連
想
し
ま
す
。

横
内

　も
と
も
と
日
本
的
な
も
の
に
関
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
意
識
し
た
の
だ
か
ら
、
僕
に
は
少
し
外
国
人
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
山
梨
出
身
だ
か
ら
京
都
人
で
も
な
い
し
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
離

れ
た
考
え
方
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
僕
ら
の
世
代
で
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
和
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
家
の
中
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な

家
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
和
」
は
非
日
常
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
和
」
が
日
常
だ
っ
た
戦
前
の
建
築
家
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

す
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
当
時
か
ら
「
和
」
を
非
日
常
と
し
て
と
ら
え
て

い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伏
見

　た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
周
囲
で
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家

の
な
か
で
は
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
共
感
す
る
と
い
う
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
横

内
さ
ん
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、「
和
」
に
対
す
る
外
か
ら
の
視
線
は
一
層
顕
著
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
和
」
の
日
常
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
後
の
世
代
で
す
か
ら
、
逆
に
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
想
い
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
日
本
人
の
総
外
国

人
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
職
人
を
目
指
す
な
ど
、
外
か
ら

の
視
線
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
和
」
の
文
化
に
対
す
る
純
粋
な
あ
こ
が
れ
や
敬
意
が
増
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
60
歳
に
な
ら
れ
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
ラ
イ
ト
が
「
落
水
荘
」（
35
）
を
設

計
し
、
前
川
國
男
が
打
ち
込
み
タ
イ
ル
を
使
い
出
し
た
年
齢
だ
そ
う
で
す
ね
。

横
内

　前
川
さ
ん
は
、
建
築
家
は
60
歳
か
ら
が
勝
負
だ
と
つ
ね
づ
ね
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
50
代
は
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ
こ
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
和
」
の
理
念
の
も
と
で
足
し
算
を
し

な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
っ
た
い
何
が
出
て
く
る
の
か
。
僕
自
身
も
楽
し
み
で
す
。
ラ
イ
ト
だ
っ
た
ら「
落
水
荘
」、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
だ
っ
た
ら
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」（
55
）
で
す
。
前
川
さ
ん
は
、
人

生
の
多
く
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
近
代
主
義
と
の
葛
藤
が
、
60
歳
に
な
っ
て
強
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
打
ち
込
み
タ
イ
ル
の
使
用
は
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
し
ょ
う
か
。

伏
見

　横
内
さ
ん
も
今
年
60
歳
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
手
応
え
は
あ
り
ま
す
か
。

横
内

　ま
だ
ま
だ
、
遠
く
お
よ
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
で
す
。
見
て
い
て
く
だ
さ
い
。

足
し
算
の
文
化

横
内
流
の「
和
」の
作
法

若王子のゲストハウス

若王子の家
自邸

森のアトリエ

横内敏人建築設計事務所がある
「森のアトリエ」は、

義父・梅原猛の自邸「若王子の家」（12～19ページ）や
「若王子のゲストハウス」、

横内さん自身の自邸と同じ敷地内にある。

伏
見 

唯

　今
回
は
「
和
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
を
特
集
し
ま
す
。

「
和
」と
い
う
と
、
障
子
や
畳
、
あ
る
い
は
数
寄
屋
風
の
意
匠
な
ど
を
連
想
す
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
的
な
意
匠
を
用
い
て
い
な
い
住
宅
か
ら
も

「
和
」を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
内
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
住
宅
で
も
、
日
本
的
な
デ
ィ

テ
ー
ル
ば
か
り
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
全
体
に
「
和
」
の

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
意
匠
に
だ
け
着
目
す
る
と
「
和
風
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
「
和
」
が
伝
統
的
な
具
象
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ

た
い
な
ん
な
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
か
ら
、
ま
ず
は
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

横
内
敏
人

　ま
ず
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
。「
風
」
と
つ
く

言
葉
は
、
中
身
は
本
物
で
は
な
い
け
れ
ど
外
側
だ
け
繕
っ
て
い
る
状
態
、
い
わ
ば
偽
物
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
和
風
」
で
は
な

い
。
で
は
、「
和
風
」
で
は
な
い
「
和
」
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
違
う

価
値
観
と
か
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
き
の
作
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
「
和
」
と
は
、
伝
統
的
に
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
新
し
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
が
「
和
」
の
文
化
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
日
本
」
だ
け
で
な
く
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」

「
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
」
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
足
し
算
の
結
果
も
「
和
」
と

い
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、「
和
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
足
し
算
の

文
化
」
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史
を
み
て
も
、
太
古
か
ら
の
日
本
文
化
が
純

血
を
保
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
古
く
は
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
奈

良
や
京
都
の
街
や
建
築
が
で
き
て
き
ま
し
た
し
、
近
代
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
戦
後
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
単
に
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
旧
来
の
も
の
を
守
る
こ
と
に
も
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
、
日
本
人
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見
「
足
し
算
の
文
化
」
は
、
建
築
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
外
来
文
化
の
「
和
様
化
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
確
か
に
古
代
か
ら
の
和
様
や
中
世
の
新
和
様
は
、
元
は
外
来
文
化

を
基
本
と
し
て
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
日
本
的
な
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
建
築
で
す
。
そ

こ
に
「
和
」
の
核
を
見
出
せ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
7
年
ほ
ど
前
の
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

平
良
敬
一
さ
ん
と
の
対
談（『
住
宅
建
築
』
2
0
0
7
年
8
月
号
）
で
は
、
宋
か
ら
輸
入
直
後

の
大
仏
様
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
重
源
へ
の
想
い
を
横
内
さ
ん
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
和
様
の
洗
練
と
は
異
な
る
、
あ

る
種
の
建
築
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
野
蛮
さ
へ

の
共
感
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
建
築
へ
の
想
い
と
、「
和
」
へ
の
志
向
と
を

ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
と
ら
え
て

い
ま
す
か
。

横
内
「
和
」
の
議
論
と
は
別
に
、
大
仏
様
に

は
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
出
身

の
東
京
藝
大
で
は
古
美
術
研
究
旅
行
と
い
う

授
業
が
あ
っ
て
、
僕
の
と
き
は
大
学
が
文
化

庁
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
て
、
な
ん
と
重
源

の
浄
土
寺
浄
土
堂
の
実
測
を
し
た
ん
で
す
。

断
面
図
を
描
い
た
の
で
す
が
、
寸
法
や
構
造

に
無
駄
が
な
く
て
、
と
に
か
く
き
れ
い
な
ん

で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
純
粋
に
す
ぐ
れ
た
建
築
へ
の
敬
意
で
あ

っ
て
、
自
分
が
重
源
の
よ
う
な
世
界
を
目
指

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
少
し
違
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
仏
様
の
よ
う
な
外
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
は
、
従
来
の
日
本
的
な
様
式

と
混
ざ
り
な
が
ら
最
終
的
に
渾
然
一
体
と
な

っ
て
安
定
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
安
定
よ
り
少
し
前
の

新
旧
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
状
態
の
建
築
が

好
き
で
す
ね
。

伏
見

　確
か
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
式
と
和
様

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
折
衷
様
で
も
、
中
世
に
は

鶴
林
寺
本
堂
な
ど
の
名
作
が
あ
り
ま
す
が
、

折
衷
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
近
世
の
建
築
に
同
じ
力
を
感

じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

横
内

　新
し
い
も
の
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、

当
初
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
違
和
感
を
つ
く
り
手
が
感
じ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
と
て
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
違
和

感
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
新
し
い
文
化
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で

守
り
た
い
従
来
の
文
化
も
大
切
に
し
て
、
両

方
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
感
覚

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見

　そ
う
し
た
日
本
人
の
「
い
い
と
こ
取

り
」
が
、「
足
し
算
の
文
化
」
つ
ま
り
「
和
」

に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　そ
う
、
ま
さ
に
「
い
い
と
こ
取
り
」
だ
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
若
い
と
き
は
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
）
し

て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
仲
の
よ
か
っ
た
韓
国
の
友
だ
ち
が
話
し
て
い
た
日
本
評
が
、
日
本

を
顧
み
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
日
本
は
と
て
も
怖
い
国
だ
。
外
か
ら
来
た
も

の
を
、
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
は

日
本
語
だ
と
。
日
本
で
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
書
き
言
葉

が
な
い
か
ら
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
人
は
話
し
言
葉
を
訓
読
み
と

し
て
残
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
点
で
、
単
に
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
よ
う
で
、
音
読
み
と
訓

読
み
と
で
足
し
合
わ
せ
た
独
自
の
文
化
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
平
安
時
代
に
平
仮
名

が
で
き
る
か
ら
、
本
当
は
表
音
文
字
の
平
仮
名
だ
け
で
用
が
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
足
し
算
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
今
の

漢
字
と
平
仮
名
が
交
じ
っ
た
日
本
語
で
す
か
ら
。
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
漢
字
を
捨
て
て
、
ハ

ン
グ
ル
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
捨
て
ず
に
、
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
く
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
文
化

を
つ
く
る
と
き
の
作
法
を
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

横
内

　ま
た
、「
和
」
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
加
わ
り
な
が
ら
も
捨
て
て
は

い
け
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
日
本
の
場
合
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
部
分
的
に
見
た
ら
「
和
」
の
要
素
は
な
い
け
れ
ど
、
全
体
的
に
見
て
「
和
」

を
感
じ
る
と
き
、
僕
ら
が
「
和
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
建
物
単
体
の
素
材
感
、
内
外
の
関
係
、
あ
る
い
は
景
色
の
切
り
取
り

方
な
ど
の
こ
と
。
そ
こ
に
な
ぜ
日
本
人
が
「
和
」
を
見
出
す
か
と
い
う
と
、
何
か
特
定
の
宗

教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
、
自
然
崇
拝
が
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
自
然
の
命
に
慈
し
み
と
美
し
さ
を
感
じ
る
し
、
苔
の
生
え
た
石
を
見
る
と
「
い
い

な
」
と
思
う
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
都
市
化
が
進
ん
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、日
本
人
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
働
き
か
け
る
の
が「
和
」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

伏
見

　建
築
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
媒
介
す
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
で
は
や
は
り
庭
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
庭
へ
意
識
が
向
き
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

横
内

　僕
は
大
学
へ
の
就
職
（
当
時
・
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講
師
）
を
機
に
京
都
に
来

ま
し
た
が
、
最
初
は
設
計
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
く
、
大
学
業
務
以
外
は
自
由
な
時
間
が
け
っ

こ
う
あ
り
ま
し
た
。
京
都
に
来
た
か
ら
に
は
伝
統
的
な
「
和
」
の
建
築
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
き
時
間
を
使
っ
て
、
地
図
に
の
っ
て
い
る
何
百
も
の
寺
院
を
、
ほ
と

ん
ど
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
京
都

に
は
、
い
い
建
築
が
な
い（
笑
）。
い
や
、
そ
う
言
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
庭
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
建
築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

す
ら
見
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
庭
を
見
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
し
た
。
と
に
か
く
庭
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
蓮
華
寺
な
ど
の
京
の
寺
院
は
美
し

い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
庭
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
日

本
建
築
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
庭
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

伏
見

　逆
に
考
え
る
と
奈
良
の
建
築
か
ら
は
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
「
和
」
の
印
象
は
あ
ま

り
受
け
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
長
谷
寺
な
ど
の
山
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
建
築
も
あ
り
ま

す
が
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
大
き
な
伽
藍
の
な
か
に
は
、
巨
大
な
建
築
が
堂
々
と
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
は
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
上
、

「
和
」の
由
来
は
「
大
和
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
言
葉
の
印
象
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。

横
内

　ち
な
み
に
庭
に
は
、
本
能
に
訴
え
か
け
る
非
日
常
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
も
動
物
で
す
か
ら
、
野
性
的
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
幼
い
頃
は
誰
も

が
野
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
代
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
原
初
的
な
本
能
を
隠
蔽
す

る
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
社
会
に
適
応
で
き
る
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
本
能
も
必
要
。
つ
ま
り
人
は
理
性

と
野
性
の
両
方
を
求
め
る
わ
け
で
す
が
、
住
宅
の
な
か
の
庭
を
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
野
性
の
本
能
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

伏
見

　な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
歴
史
を
大
局
的
に
み
た
と
き
に
、
建
築

が
理
性
の
産
物
と
し
て
和
様
化
し
て
洗
練
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
野
性
的
な
も
の
も

同
時
に
求
め
た
結
果
と
し
て
京
都
の
庭
が
す
ば
ら
し
く
発
展
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

横
内

　い
つ
の
時
代
も
、
人
間
は
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

伏
見

　こ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
「
和
」
へ
の
志
向
の
ル
ー
ツ
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
平
良
さ
ん
と
の
対
談
で
は
、
学
生
時
代
の
記
憶
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

と
吉
村
順
三
か
ら
の
影
響
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

横
内

　ラ
イ
ト
は
い
い
で
す
ね
。
大
学
の
と
き
に
作
品
集
を
見
て
以
来
、
初
恋
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
想
い
を
寄
せ
て
い
ま
す（
笑
）。
僕
が
東
京
藝
大
に
い
た
と
き
、
天
野
太
郎
と
い
う
タ

リ
ア
セ
ン
で
ラ
イ
ト
に
直
接
師
事
し
た
建
築
家
が
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ラ
イ
ト
を
中
心
に
近

代
建
築
を
学
ぶ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
天
野
さ
ん
も
す
て
き
な
方
で
し
た
。
風
貌
や
語
り
口

も
、
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
詩
人
で
す
。

伏
見

　天
野
太
郎
は
藝
大
教
授
で
す
が
、
出
身
は
早
稲
田
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
学
生
時
代

か
ら
會
津
八
一
を
敬
愛
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
雑
誌
で
建
築
を
解
説
し
て
い

る
文
章
も
、粋
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。吉
村
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
。

横
内

　吉
村
さ
ん
に
直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
の
存
在
で

す
。
建
築
だ
け
で
な
く
生
き
ざ
ま
も
含
め
て
好
き
で
す
。
藝
大
生
は
誰
も
が
意
識
す
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
「
吉
村
さ
ん
を
超
え
た
い
」
と
い
う
恐
れ
多
い
目
標
を
あ
え
て
掲
げ
る
こ

と
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
の
時
代
よ
り
、
今
は
設
備
機
器
な

ど
が
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
現
代
の
建
築
家
は
吉
村
さ
ん
よ
り
い
い
建
築
が
つ
く
れ
る
は
ず

で
す
。
た
だ
、
吉
村
山
荘（「
軽
井
沢
の
山
荘
」
62
）
な
ん
て
藝
大
の
授
業
で
ト
レ
ー
ス
す
る

か
ら
、
も
は
や
忘
れ
よ
う
も
な
い
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

伏
見
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」（
28
〜
37
ペ
ー
ジ
）
で
の
開
放
と
閉
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
吉

村
山
荘
と
の
距
離
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
建
築
体
験
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

横
内

　僕
の
学
生
時
代
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
で
、
日
本
だ
と
磯
崎
新
さ
ん
が
建
築
論

壇
の
中
心
に
い
ま
し
た
。
す
で
に
近
代
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、
近
代
の
考
え
方

に
は
い
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
欠
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
、
近

代
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
題
に
な
る
世
代
で
し
た
。
み

な
そ
う
で
し
た
が
、
近
代
主
義
は
そ
の
ま
ま
い
く
と
長
く
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
、
建
築
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
れ
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
少
し

懐
疑
的
な
想
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
渡
米
し
た
ら
、
案
の
定
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
建
築
に
は
幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

伏
見

　た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ー
リ
な
ど
の
建
築
家
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　え
え
。
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
建
築
も
見
ま
し
た
が
、
外
壁
が
全
部
ペ
ン
キ
塗

り
だ
っ
た
り
し
て
、
表
現
を
達
成
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
な
無
理
を
し
て
い
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
建
築
は
消
費
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ほ
か
に
も
、

東
海
岸
か
ら
西
海
岸
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
建
築
を
た
く
さ
ん
見
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
と
く

に
共
感
で
き
た
の
は
、
ま
ず
ラ
イ
ト
、
そ
れ
と
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
で
し
た
。
カ
ー
ン
が
設
計

し
た
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
ク
セ
タ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
」（
米
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、

65
〜
72
）
を
見
た
と
き
、
近
代
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
動
し
ま
し
た
。
カ

ー
ン
の
建
築
は
、
近
代
主
義
の
合
理
性
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

帰
国
後
に
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に
行
っ
た
の
も
、
な
ん
と
な
く
カ
ー
ン
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
気
が
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。

伏
見

　こ
こ
ま
で
の
経
歴
を
う
か
が
う
と
、
必
ず
し
も
「
和
」
に
傾
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
日
本
的
な
も
の
を
意
識
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
前
川
國
男
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
京
都
へ
来
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　い
や
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
が
日
本
を
意
識
す
る
強
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
て
日
本
の
よ
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
外
国
へ
は
い
い
と
こ
ろ
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
く
、
暮
ら
し
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
大

変
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
っ
た
人
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ゃ
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ん
と
話
し
あ
わ
な
い
と
価
値
観
を
共
有
で
き
な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
3
〜
4
年
も
い
る

と
大
変
さ
も
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
の
平
和
を
痛
切
に
感
じ
、
自
分
は
や
は
り

日
本
人
だ
な
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
建
築
に
お
い
て
も
日
本
を
知
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
渡
米
し
た
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
事
務
所
を
構
え
て
ひ
と

旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
民
族
社
会
に
も
ま
れ
る
こ
と
で
、

逆
に
自
国
の
日
本
を
し
っ
か
り
と
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
は
つ
く

れ
な
い
、
と
い
う
想
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。
近
代
建
築
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
よ

り
圧
倒
的
に
い
い
ん
で
す
よ
。
日
本
に
は
地
震
も
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
は
か

な
わ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
で
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
こ
そ
、
世
界
に
出
し
て
も
負
け
な
い
も
の
を

つ
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
意
識
の
変
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
渡
米
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、
何

か
と
有
利
な
東
京
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

伏
見

　そ
し
て
京
都
で
は
、「
若
王
子
の
家
」（
12
ペ
ー
ジ
）
の
増
改
築
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本

的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　仕
事
が
な
か
っ
た
僕
に
、
義
父
の
梅
原
猛
が
自
宅
の
増
改
築
を
依
頼
し
て
く
れ
ま
し

た
。
梅
原
邸
は
明
治
中
期
の
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
う
え
、
施
工
は
中
村
外
二
工
務
店
。
き
わ

め
て
日
本
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
学
ぶ
し
か

な
い
。
既
存
家
屋
を
細
か
く
実
測
す
る
と
と
も
に
、
中
村
外
二
工
務
店
の
職
人
た
ち
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
最
初
に
、
こ
う
い
っ
た
最
高
峰
と
も
い
え
る
職
人
た

ち
と
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
後
の
設
計
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
い

つ
も
中
村
外
二
工
務
店
と
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
コ
ス
ト
を
抑
え
た

な
か
で
も
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
の
品
質
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
目

標
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。
外
二
さ
ん
に
「
材
料
の
高
い
安
い
で
良
し
悪
し
が
決
ま
る
の

で
は
な
い
。
安
い
材
料
で
も
正
し
い
扱
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
に
な
る
」
と
教
わ
り
ま
し

た
。
じ
つ
は
、
僕
が
設
計
し
た
住
宅
は
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、

坪
1
0
0
万
円
も
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
豪
邸
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
コ
ス
ト
の
住
宅
を
設
計
す
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
「
若
王
子
の

家
」
で
の
体
験
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
、
あ
の
品
質
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

伏
見

　数
寄
屋
の
仕
事
を
す
る
環
境
の
な
か
で
も
、
増
築
部
は
伝
統
的
な
造
り
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ま
た
、
そ
の
後
の
設
計
で
も
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
の
方
向
に
は
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
も
「
和
風
」
で
は
な
い
、
横
内
さ
ん
な
ら
で
は

の
「
和
」
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

横
内
「
若
王
子
の
家
」
の
増
改
築
が
で
き
た
後
、
東
京
の
友
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
和
風
を

つ
く
っ
て
い
た
ら
、
建
築
家
と
し
て
成
功
し
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

全
盛
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
に
至
り
、
日
本
の
文
化
的
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
一

方
で
、
京
都
の
数
寄
屋
に
習
熟
し
た
方
々
か
ら
も
、「
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
は
だ
め
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
数
寄
屋
建
築
で
は
最
高
の
材
料
を
使
う
べ
き
天
井
に
、
大
き
な
天
窓
を
あ

け
ま
し
た
か
ら（
笑
）。
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
地
域
主
義
の
た
め
に
は
日
本
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
地
に
足
の
つ
い
た
設
計
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
伝
統
工
芸
の
よ

う
な
「
和
風
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
想
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
い
い
と
こ
ろ
や
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、「
和
風
」
だ
け
で
は
対
応
で
き

な
い
。い
く
つ
か
の
概
念
を
足
し
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
が「
和
」

だ
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

伏
見

　日
本
的
な
も
の
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
建
築
家
は
、
過
去
に
も
た
く

さ
ん
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
吉
田
五
十
八
、
堀
口
捨
己
、
村
野
藤
吾
、
大
江
宏
…
…
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
日
本
的
な
も
の
や
数
寄
屋
の
世
界
が
近
く
に
あ
っ
た
建
築
家
も
い
れ
ば
、
精
緻

な
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
た
建
築
家
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
横
内
さ
ん
の
建

築
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
内

　レ
ー
モ
ン
ド
は
祖
父
み
た
い
な
存
在
に
感
じ
て
い
て
、
好
き
で
す
。
前
川
さ
ん
、
吉

村
さ
ん
の
師
に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
日
本
建
築
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ

た
功
績
が
大
き
い
で
す
ね
。
外
国
人
だ
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
外
部
化
し
て
く
れ
た
。
日

本
人
で
は
気
づ
か
な
い
日
本
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
、
杉
皮
張
り
、
葦
天
井
、
鉄
平
石
張
り
と
い
っ
た
日
本
的
な
材
料
を
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
が
天
井
全
面
、
外
壁
全
面
と
い
う
よ
う
に
と
て
も
大
胆
で

す
。
日
本
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
用
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
習
的
な
使
い
方
に
は
と
ら

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
大
胆
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
の
「
旧
イ
タ

リ
ア
大
使
館
日
光
山
荘
」（
28
）
を
連
想
し
ま
す
。

横
内

　も
と
も
と
日
本
的
な
も
の
に
関
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
意
識
し
た
の
だ
か
ら
、
僕
に
は
少
し
外
国
人
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
山
梨
出
身
だ
か
ら
京
都
人
で
も
な
い
し
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
離

れ
た
考
え
方
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
僕
ら
の
世
代
で
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
和
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
家
の
中
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な

家
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
和
」
は
非
日
常
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
和
」
が
日
常
だ
っ
た
戦
前
の
建
築
家
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

す
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
当
時
か
ら
「
和
」
を
非
日
常
と
し
て
と
ら
え
て

い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伏
見

　た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
周
囲
で
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家

の
な
か
で
は
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
共
感
す
る
と
い
う
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
横

内
さ
ん
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、「
和
」
に
対
す
る
外
か
ら
の
視
線
は
一
層
顕
著
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
和
」
の
日
常
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
後
の
世
代
で
す
か
ら
、
逆
に
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
想
い
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
日
本
人
の
総
外
国

人
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
職
人
を
目
指
す
な
ど
、
外
か
ら

の
視
線
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
和
」
の
文
化
に
対
す
る
純
粋
な
あ
こ
が
れ
や
敬
意
が
増
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
60
歳
に
な
ら
れ
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
ラ
イ
ト
が
「
落
水
荘
」（
35
）
を
設

計
し
、
前
川
國
男
が
打
ち
込
み
タ
イ
ル
を
使
い
出
し
た
年
齢
だ
そ
う
で
す
ね
。

横
内

　前
川
さ
ん
は
、
建
築
家
は
60
歳
か
ら
が
勝
負
だ
と
つ
ね
づ
ね
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
50
代
は
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ
こ
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
和
」
の
理
念
の
も
と
で
足
し
算
を
し

な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
っ
た
い
何
が
出
て
く
る
の
か
。
僕
自
身
も
楽
し
み
で
す
。
ラ
イ
ト
だ
っ
た
ら「
落
水
荘
」、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
だ
っ
た
ら
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」（
55
）
で
す
。
前
川
さ
ん
は
、
人

生
の
多
く
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
近
代
主
義
と
の
葛
藤
が
、
60
歳
に
な
っ
て
強
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
打
ち
込
み
タ
イ
ル
の
使
用
は
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
し
ょ
う
か
。

伏
見

　横
内
さ
ん
も
今
年
60
歳
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
手
応
え
は
あ
り
ま
す
か
。

横
内

　ま
だ
ま
だ
、
遠
く
お
よ
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
で
す
。
見
て
い
て
く
だ
さ
い
。

自
然
と
の
つ
な
が
り

庭
と
日
本
人
の
心

「
和
」の
ル
ー
ツ

ア
メ
リ
カ
の
頃

京都に来てから
寺院を見てまわりましたが、

京の古建築は
自然と一体化しているから、
すばらしいのだと思いました。

伏
見 

唯

　今
回
は
「
和
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
を
特
集
し
ま
す
。

「
和
」と
い
う
と
、
障
子
や
畳
、
あ
る
い
は
数
寄
屋
風
の
意
匠
な
ど
を
連
想
す
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
的
な
意
匠
を
用
い
て
い
な
い
住
宅
か
ら
も

「
和
」を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
内
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
住
宅
で
も
、
日
本
的
な
デ
ィ

テ
ー
ル
ば
か
り
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
全
体
に
「
和
」
の

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
意
匠
に
だ
け
着
目
す
る
と
「
和
風
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
「
和
」
が
伝
統
的
な
具
象
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ

た
い
な
ん
な
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
か
ら
、
ま
ず
は
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

横
内
敏
人

　ま
ず
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
。「
風
」
と
つ
く

言
葉
は
、
中
身
は
本
物
で
は
な
い
け
れ
ど
外
側
だ
け
繕
っ
て
い
る
状
態
、
い
わ
ば
偽
物
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
和
風
」
で
は
な

い
。
で
は
、「
和
風
」
で
は
な
い
「
和
」
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
違
う

価
値
観
と
か
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
き
の
作
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
「
和
」
と
は
、
伝
統
的
に
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
新
し
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
が
「
和
」
の
文
化
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
日
本
」
だ
け
で
な
く
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」

「
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
」
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
足
し
算
の
結
果
も
「
和
」
と

い
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、「
和
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
足
し
算
の

文
化
」
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史
を
み
て
も
、
太
古
か
ら
の
日
本
文
化
が
純

血
を
保
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
古
く
は
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
奈

良
や
京
都
の
街
や
建
築
が
で
き
て
き
ま
し
た
し
、
近
代
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
戦
後
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
単
に
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
旧
来
の
も
の
を
守
る
こ
と
に
も
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
、
日
本
人
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見
「
足
し
算
の
文
化
」
は
、
建
築
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
外
来
文
化
の
「
和
様
化
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
確
か
に
古
代
か
ら
の
和
様
や
中
世
の
新
和
様
は
、
元
は
外
来
文
化

を
基
本
と
し
て
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
日
本
的
な
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
建
築
で
す
。
そ

こ
に
「
和
」
の
核
を
見
出
せ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
7
年
ほ
ど
前
の
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

平
良
敬
一
さ
ん
と
の
対
談（『
住
宅
建
築
』
2
0
0
7
年
8
月
号
）
で
は
、
宋
か
ら
輸
入
直
後

の
大
仏
様
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
重
源
へ
の
想
い
を
横
内
さ
ん
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
和
様
の
洗
練
と
は
異
な
る
、
あ

る
種
の
建
築
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
野
蛮
さ
へ

の
共
感
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
建
築
へ
の
想
い
と
、「
和
」
へ
の
志
向
と
を

ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
と
ら
え
て

い
ま
す
か
。

横
内
「
和
」
の
議
論
と
は
別
に
、
大
仏
様
に

は
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
出
身

の
東
京
藝
大
で
は
古
美
術
研
究
旅
行
と
い
う

授
業
が
あ
っ
て
、
僕
の
と
き
は
大
学
が
文
化

庁
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
て
、
な
ん
と
重
源

の
浄
土
寺
浄
土
堂
の
実
測
を
し
た
ん
で
す
。

断
面
図
を
描
い
た
の
で
す
が
、
寸
法
や
構
造

に
無
駄
が
な
く
て
、
と
に
か
く
き
れ
い
な
ん

で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
純
粋
に
す
ぐ
れ
た
建
築
へ
の
敬
意
で
あ

っ
て
、
自
分
が
重
源
の
よ
う
な
世
界
を
目
指

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
少
し
違
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
仏
様
の
よ
う
な
外
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
は
、
従
来
の
日
本
的
な
様
式

と
混
ざ
り
な
が
ら
最
終
的
に
渾
然
一
体
と
な

っ
て
安
定
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
安
定
よ
り
少
し
前
の

新
旧
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
状
態
の
建
築
が

好
き
で
す
ね
。

伏
見

　確
か
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
式
と
和
様

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
折
衷
様
で
も
、
中
世
に
は

鶴
林
寺
本
堂
な
ど
の
名
作
が
あ
り
ま
す
が
、

折
衷
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
近
世
の
建
築
に
同
じ
力
を
感

じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

横
内

　新
し
い
も
の
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、

当
初
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
違
和
感
を
つ
く
り
手
が
感
じ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
と
て
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
違
和

感
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
新
し
い
文
化
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で

守
り
た
い
従
来
の
文
化
も
大
切
に
し
て
、
両

方
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
感
覚

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見

　そ
う
し
た
日
本
人
の
「
い
い
と
こ
取

り
」
が
、「
足
し
算
の
文
化
」
つ
ま
り
「
和
」

に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　そ
う
、
ま
さ
に
「
い
い
と
こ
取
り
」
だ
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
若
い
と
き
は
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
）
し

て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
仲
の
よ
か
っ
た
韓
国
の
友
だ
ち
が
話
し
て
い
た
日
本
評
が
、
日
本

を
顧
み
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
日
本
は
と
て
も
怖
い
国
だ
。
外
か
ら
来
た
も

の
を
、
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
は

日
本
語
だ
と
。
日
本
で
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
書
き
言
葉

が
な
い
か
ら
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
人
は
話
し
言
葉
を
訓
読
み
と

し
て
残
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
点
で
、
単
に
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
よ
う
で
、
音
読
み
と
訓

読
み
と
で
足
し
合
わ
せ
た
独
自
の
文
化
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
平
安
時
代
に
平
仮
名

が
で
き
る
か
ら
、
本
当
は
表
音
文
字
の
平
仮
名
だ
け
で
用
が
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
足
し
算
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
今
の

漢
字
と
平
仮
名
が
交
じ
っ
た
日
本
語
で
す
か
ら
。
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
漢
字
を
捨
て
て
、
ハ

ン
グ
ル
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
捨
て
ず
に
、
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
く
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
文
化

を
つ
く
る
と
き
の
作
法
を
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

横
内

　ま
た
、「
和
」
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
加
わ
り
な
が
ら
も
捨
て
て
は

い
け
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
日
本
の
場
合
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
部
分
的
に
見
た
ら
「
和
」
の
要
素
は
な
い
け
れ
ど
、
全
体
的
に
見
て
「
和
」

を
感
じ
る
と
き
、
僕
ら
が
「
和
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
建
物
単
体
の
素
材
感
、
内
外
の
関
係
、
あ
る
い
は
景
色
の
切
り
取
り

方
な
ど
の
こ
と
。
そ
こ
に
な
ぜ
日
本
人
が
「
和
」
を
見
出
す
か
と
い
う
と
、
何
か
特
定
の
宗

教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
、
自
然
崇
拝
が
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
自
然
の
命
に
慈
し
み
と
美
し
さ
を
感
じ
る
し
、
苔
の
生
え
た
石
を
見
る
と
「
い
い

な
」
と
思
う
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
都
市
化
が
進
ん
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、日
本
人
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
働
き
か
け
る
の
が「
和
」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

伏
見

　建
築
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
媒
介
す
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
で
は
や
は
り
庭
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
庭
へ
意
識
が
向
き
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

横
内

　僕
は
大
学
へ
の
就
職
（
当
時
・
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講
師
）
を
機
に
京
都
に
来

ま
し
た
が
、
最
初
は
設
計
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
く
、
大
学
業
務
以
外
は
自
由
な
時
間
が
け
っ

こ
う
あ
り
ま
し
た
。
京
都
に
来
た
か
ら
に
は
伝
統
的
な
「
和
」
の
建
築
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
き
時
間
を
使
っ
て
、
地
図
に
の
っ
て
い
る
何
百
も
の
寺
院
を
、
ほ
と

ん
ど
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
京
都

に
は
、
い
い
建
築
が
な
い（
笑
）。
い
や
、
そ
う
言
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
庭
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
建
築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

す
ら
見
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
庭
を
見
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
し
た
。
と
に
か
く
庭
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
蓮
華
寺
な
ど
の
京
の
寺
院
は
美
し

い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
庭
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
日

本
建
築
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
庭
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

伏
見

　逆
に
考
え
る
と
奈
良
の
建
築
か
ら
は
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
「
和
」
の
印
象
は
あ
ま

り
受
け
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
長
谷
寺
な
ど
の
山
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
建
築
も
あ
り
ま

す
が
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
大
き
な
伽
藍
の
な
か
に
は
、
巨
大
な
建
築
が
堂
々
と
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
は
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
上
、

「
和
」の
由
来
は
「
大
和
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
言
葉
の
印
象
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。

横
内

　ち
な
み
に
庭
に
は
、
本
能
に
訴
え
か
け
る
非
日
常
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
も
動
物
で
す
か
ら
、
野
性
的
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
幼
い
頃
は
誰
も

が
野
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
代
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
原
初
的
な
本
能
を
隠
蔽
す

る
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
社
会
に
適
応
で
き
る
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
本
能
も
必
要
。
つ
ま
り
人
は
理
性

と
野
性
の
両
方
を
求
め
る
わ
け
で
す
が
、
住
宅
の
な
か
の
庭
を
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
野
性
の
本
能
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

伏
見

　な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
歴
史
を
大
局
的
に
み
た
と
き
に
、
建
築

が
理
性
の
産
物
と
し
て
和
様
化
し
て
洗
練
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
野
性
的
な
も
の
も

同
時
に
求
め
た
結
果
と
し
て
京
都
の
庭
が
す
ば
ら
し
く
発
展
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

横
内

　い
つ
の
時
代
も
、
人
間
は
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

伏
見

　こ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
「
和
」
へ
の
志
向
の
ル
ー
ツ
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
平
良
さ
ん
と
の
対
談
で
は
、
学
生
時
代
の
記
憶
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

と
吉
村
順
三
か
ら
の
影
響
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

横
内

　ラ
イ
ト
は
い
い
で
す
ね
。
大
学
の
と
き
に
作
品
集
を
見
て
以
来
、
初
恋
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
想
い
を
寄
せ
て
い
ま
す（
笑
）。
僕
が
東
京
藝
大
に
い
た
と
き
、
天
野
太
郎
と
い
う
タ

リ
ア
セ
ン
で
ラ
イ
ト
に
直
接
師
事
し
た
建
築
家
が
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ラ
イ
ト
を
中
心
に
近

代
建
築
を
学
ぶ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
天
野
さ
ん
も
す
て
き
な
方
で
し
た
。
風
貌
や
語
り
口

も
、
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
詩
人
で
す
。

伏
見

　天
野
太
郎
は
藝
大
教
授
で
す
が
、
出
身
は
早
稲
田
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
学
生
時
代

か
ら
會
津
八
一
を
敬
愛
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
雑
誌
で
建
築
を
解
説
し
て
い

る
文
章
も
、粋
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。吉
村
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
。

横
内

　吉
村
さ
ん
に
直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
の
存
在
で

す
。
建
築
だ
け
で
な
く
生
き
ざ
ま
も
含
め
て
好
き
で
す
。
藝
大
生
は
誰
も
が
意
識
す
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
「
吉
村
さ
ん
を
超
え
た
い
」
と
い
う
恐
れ
多
い
目
標
を
あ
え
て
掲
げ
る
こ

と
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
の
時
代
よ
り
、
今
は
設
備
機
器
な

ど
が
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
現
代
の
建
築
家
は
吉
村
さ
ん
よ
り
い
い
建
築
が
つ
く
れ
る
は
ず

で
す
。
た
だ
、
吉
村
山
荘（「
軽
井
沢
の
山
荘
」
62
）
な
ん
て
藝
大
の
授
業
で
ト
レ
ー
ス
す
る

か
ら
、
も
は
や
忘
れ
よ
う
も
な
い
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

伏
見
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」（
28
〜
37
ペ
ー
ジ
）
で
の
開
放
と
閉
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
吉

村
山
荘
と
の
距
離
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
建
築
体
験
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

横
内

　僕
の
学
生
時
代
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
で
、
日
本
だ
と
磯
崎
新
さ
ん
が
建
築
論

壇
の
中
心
に
い
ま
し
た
。
す
で
に
近
代
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、
近
代
の
考
え
方

に
は
い
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
欠
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
、
近

代
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
題
に
な
る
世
代
で
し
た
。
み

な
そ
う
で
し
た
が
、
近
代
主
義
は
そ
の
ま
ま
い
く
と
長
く
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
、
建
築
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
れ
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
少
し

懐
疑
的
な
想
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
渡
米
し
た
ら
、
案
の
定
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
建
築
に
は
幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

伏
見

　た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ー
リ
な
ど
の
建
築
家
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　え
え
。
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
建
築
も
見
ま
し
た
が
、
外
壁
が
全
部
ペ
ン
キ
塗

り
だ
っ
た
り
し
て
、
表
現
を
達
成
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
な
無
理
を
し
て
い
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
建
築
は
消
費
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ほ
か
に
も
、

東
海
岸
か
ら
西
海
岸
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
建
築
を
た
く
さ
ん
見
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
と
く

に
共
感
で
き
た
の
は
、
ま
ず
ラ
イ
ト
、
そ
れ
と
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
で
し
た
。
カ
ー
ン
が
設
計

し
た
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
ク
セ
タ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
」（
米
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、

65
〜
72
）
を
見
た
と
き
、
近
代
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
動
し
ま
し
た
。
カ

ー
ン
の
建
築
は
、
近
代
主
義
の
合
理
性
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

帰
国
後
に
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に
行
っ
た
の
も
、
な
ん
と
な
く
カ
ー
ン
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
気
が
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。

伏
見

　こ
こ
ま
で
の
経
歴
を
う
か
が
う
と
、
必
ず
し
も
「
和
」
に
傾
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
日
本
的
な
も
の
を
意
識
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
前
川
國
男
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
京
都
へ
来
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　い
や
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
が
日
本
を
意
識
す
る
強
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
て
日
本
の
よ
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
外
国
へ
は
い
い
と
こ
ろ
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
く
、
暮
ら
し
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
大

変
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
っ
た
人
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ゃ
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ん
と
話
し
あ
わ
な
い
と
価
値
観
を
共
有
で
き
な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
3
〜
4
年
も
い
る

と
大
変
さ
も
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
の
平
和
を
痛
切
に
感
じ
、
自
分
は
や
は
り

日
本
人
だ
な
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
建
築
に
お
い
て
も
日
本
を
知
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
渡
米
し
た
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
事
務
所
を
構
え
て
ひ
と

旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
民
族
社
会
に
も
ま
れ
る
こ
と
で
、

逆
に
自
国
の
日
本
を
し
っ
か
り
と
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
は
つ
く

れ
な
い
、
と
い
う
想
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。
近
代
建
築
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
よ

り
圧
倒
的
に
い
い
ん
で
す
よ
。
日
本
に
は
地
震
も
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
は
か

な
わ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
で
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
こ
そ
、
世
界
に
出
し
て
も
負
け
な
い
も
の
を

つ
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
意
識
の
変
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
渡
米
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、
何

か
と
有
利
な
東
京
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

伏
見

　そ
し
て
京
都
で
は
、「
若
王
子
の
家
」（
12
ペ
ー
ジ
）
の
増
改
築
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本

的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　仕
事
が
な
か
っ
た
僕
に
、
義
父
の
梅
原
猛
が
自
宅
の
増
改
築
を
依
頼
し
て
く
れ
ま
し

た
。
梅
原
邸
は
明
治
中
期
の
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
う
え
、
施
工
は
中
村
外
二
工
務
店
。
き
わ

め
て
日
本
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
学
ぶ
し
か

な
い
。
既
存
家
屋
を
細
か
く
実
測
す
る
と
と
も
に
、
中
村
外
二
工
務
店
の
職
人
た
ち
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
最
初
に
、
こ
う
い
っ
た
最
高
峰
と
も
い
え
る
職
人
た

ち
と
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
後
の
設
計
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
い

つ
も
中
村
外
二
工
務
店
と
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
コ
ス
ト
を
抑
え
た

な
か
で
も
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
の
品
質
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
目

標
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。
外
二
さ
ん
に
「
材
料
の
高
い
安
い
で
良
し
悪
し
が
決
ま
る
の

で
は
な
い
。
安
い
材
料
で
も
正
し
い
扱
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
に
な
る
」
と
教
わ
り
ま
し

た
。
じ
つ
は
、
僕
が
設
計
し
た
住
宅
は
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、

坪
1
0
0
万
円
も
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
豪
邸
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
コ
ス
ト
の
住
宅
を
設
計
す
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
「
若
王
子
の

家
」
で
の
体
験
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
、
あ
の
品
質
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

伏
見

　数
寄
屋
の
仕
事
を
す
る
環
境
の
な
か
で
も
、
増
築
部
は
伝
統
的
な
造
り
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ま
た
、
そ
の
後
の
設
計
で
も
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
の
方
向
に
は
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
も
「
和
風
」
で
は
な
い
、
横
内
さ
ん
な
ら
で
は

の
「
和
」
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

横
内
「
若
王
子
の
家
」
の
増
改
築
が
で
き
た
後
、
東
京
の
友
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
和
風
を

つ
く
っ
て
い
た
ら
、
建
築
家
と
し
て
成
功
し
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

全
盛
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
に
至
り
、
日
本
の
文
化
的
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
一

方
で
、
京
都
の
数
寄
屋
に
習
熟
し
た
方
々
か
ら
も
、「
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
は
だ
め
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
数
寄
屋
建
築
で
は
最
高
の
材
料
を
使
う
べ
き
天
井
に
、
大
き
な
天
窓
を
あ

け
ま
し
た
か
ら（
笑
）。
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
地
域
主
義
の
た
め
に
は
日
本
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
地
に
足
の
つ
い
た
設
計
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
伝
統
工
芸
の
よ

う
な
「
和
風
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
想
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
い
い
と
こ
ろ
や
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、「
和
風
」
だ
け
で
は
対
応
で
き

な
い
。い
く
つ
か
の
概
念
を
足
し
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
が「
和
」

だ
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

伏
見

　日
本
的
な
も
の
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
建
築
家
は
、
過
去
に
も
た
く

さ
ん
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
吉
田
五
十
八
、
堀
口
捨
己
、
村
野
藤
吾
、
大
江
宏
…
…
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
日
本
的
な
も
の
や
数
寄
屋
の
世
界
が
近
く
に
あ
っ
た
建
築
家
も
い
れ
ば
、
精
緻

な
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
た
建
築
家
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
横
内
さ
ん
の
建

築
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
内

　レ
ー
モ
ン
ド
は
祖
父
み
た
い
な
存
在
に
感
じ
て
い
て
、
好
き
で
す
。
前
川
さ
ん
、
吉

村
さ
ん
の
師
に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
日
本
建
築
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ

た
功
績
が
大
き
い
で
す
ね
。
外
国
人
だ
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
外
部
化
し
て
く
れ
た
。
日

本
人
で
は
気
づ
か
な
い
日
本
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
、
杉
皮
張
り
、
葦
天
井
、
鉄
平
石
張
り
と
い
っ
た
日
本
的
な
材
料
を
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
が
天
井
全
面
、
外
壁
全
面
と
い
う
よ
う
に
と
て
も
大
胆
で

す
。
日
本
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
用
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
習
的
な
使
い
方
に
は
と
ら

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
大
胆
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
の
「
旧
イ
タ

リ
ア
大
使
館
日
光
山
荘
」（
28
）
を
連
想
し
ま
す
。

横
内

　も
と
も
と
日
本
的
な
も
の
に
関
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
意
識
し
た
の
だ
か
ら
、
僕
に
は
少
し
外
国
人
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
山
梨
出
身
だ
か
ら
京
都
人
で
も
な
い
し
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
離

れ
た
考
え
方
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
僕
ら
の
世
代
で
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
和
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
家
の
中
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な

家
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
和
」
は
非
日
常
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
和
」
が
日
常
だ
っ
た
戦
前
の
建
築
家
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

す
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
当
時
か
ら
「
和
」
を
非
日
常
と
し
て
と
ら
え
て

い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伏
見

　た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
周
囲
で
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家

の
な
か
で
は
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
共
感
す
る
と
い
う
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
横

内
さ
ん
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、「
和
」
に
対
す
る
外
か
ら
の
視
線
は
一
層
顕
著
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
和
」
の
日
常
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
後
の
世
代
で
す
か
ら
、
逆
に
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
想
い
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
日
本
人
の
総
外
国

人
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
職
人
を
目
指
す
な
ど
、
外
か
ら

の
視
線
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
和
」
の
文
化
に
対
す
る
純
粋
な
あ
こ
が
れ
や
敬
意
が
増
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
60
歳
に
な
ら
れ
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
ラ
イ
ト
が
「
落
水
荘
」（
35
）
を
設

計
し
、
前
川
國
男
が
打
ち
込
み
タ
イ
ル
を
使
い
出
し
た
年
齢
だ
そ
う
で
す
ね
。

横
内

　前
川
さ
ん
は
、
建
築
家
は
60
歳
か
ら
が
勝
負
だ
と
つ
ね
づ
ね
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
50
代
は
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ
こ
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
和
」
の
理
念
の
も
と
で
足
し
算
を
し

な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
っ
た
い
何
が
出
て
く
る
の
か
。
僕
自
身
も
楽
し
み
で
す
。
ラ
イ
ト
だ
っ
た
ら「
落
水
荘
」、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
だ
っ
た
ら
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」（
55
）
で
す
。
前
川
さ
ん
は
、
人

生
の
多
く
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
近
代
主
義
と
の
葛
藤
が
、
60
歳
に
な
っ
て
強
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
打
ち
込
み
タ
イ
ル
の
使
用
は
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
し
ょ
う
か
。

伏
見

　横
内
さ
ん
も
今
年
60
歳
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
手
応
え
は
あ
り
ま
す
か
。

横
内

　ま
だ
ま
だ
、
遠
く
お
よ
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
で
す
。
見
て
い
て
く
だ
さ
い
。

自
然
と
の
つ
な
が
り

庭
と
日
本
人
の
心

「
和
」の
ル
ー
ツ

ア
メ
リ
カ
の
頃

京都に来てから
寺院を見てまわりましたが、

京の古建築は
自然と一体化しているから、
すばらしいのだと思いました。

伏
見 

唯

　今
回
は
「
和
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
を
特
集
し
ま
す
。

「
和
」と
い
う
と
、
障
子
や
畳
、
あ
る
い
は
数
寄
屋
風
の
意
匠
な
ど
を
連
想
す
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
的
な
意
匠
を
用
い
て
い
な
い
住
宅
か
ら
も

「
和
」を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
内
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
住
宅
で
も
、
日
本
的
な
デ
ィ

テ
ー
ル
ば
か
り
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
全
体
に
「
和
」
の

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
意
匠
に
だ
け
着
目
す
る
と
「
和
風
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
「
和
」
が
伝
統
的
な
具
象
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ

た
い
な
ん
な
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
か
ら
、
ま
ず
は
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

横
内
敏
人

　ま
ず
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
。「
風
」
と
つ
く

言
葉
は
、
中
身
は
本
物
で
は
な
い
け
れ
ど
外
側
だ
け
繕
っ
て
い
る
状
態
、
い
わ
ば
偽
物
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
和
風
」
で
は
な

い
。
で
は
、「
和
風
」
で
は
な
い
「
和
」
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
違
う

価
値
観
と
か
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
き
の
作
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
「
和
」
と
は
、
伝
統
的
に
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
新
し
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
が
「
和
」
の
文
化
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
日
本
」
だ
け
で
な
く
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」

「
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
」
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
足
し
算
の
結
果
も
「
和
」
と

い
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、「
和
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
足
し
算
の

文
化
」
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史
を
み
て
も
、
太
古
か
ら
の
日
本
文
化
が
純

血
を
保
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
古
く
は
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
奈

良
や
京
都
の
街
や
建
築
が
で
き
て
き
ま
し
た
し
、
近
代
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
戦
後
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
単
に
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
旧
来
の
も
の
を
守
る
こ
と
に
も
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
、
日
本
人
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見
「
足
し
算
の
文
化
」
は
、
建
築
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
外
来
文
化
の
「
和
様
化
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
確
か
に
古
代
か
ら
の
和
様
や
中
世
の
新
和
様
は
、
元
は
外
来
文
化

を
基
本
と
し
て
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
日
本
的
な
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
建
築
で
す
。
そ

こ
に
「
和
」
の
核
を
見
出
せ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
7
年
ほ
ど
前
の
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

平
良
敬
一
さ
ん
と
の
対
談（『
住
宅
建
築
』
2
0
0
7
年
8
月
号
）
で
は
、
宋
か
ら
輸
入
直
後

の
大
仏
様
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
重
源
へ
の
想
い
を
横
内
さ
ん
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
和
様
の
洗
練
と
は
異
な
る
、
あ

る
種
の
建
築
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
野
蛮
さ
へ

の
共
感
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
建
築
へ
の
想
い
と
、「
和
」
へ
の
志
向
と
を

ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
と
ら
え
て

い
ま
す
か
。

横
内
「
和
」
の
議
論
と
は
別
に
、
大
仏
様
に

は
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
出
身

の
東
京
藝
大
で
は
古
美
術
研
究
旅
行
と
い
う

授
業
が
あ
っ
て
、
僕
の
と
き
は
大
学
が
文
化

庁
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
て
、
な
ん
と
重
源

の
浄
土
寺
浄
土
堂
の
実
測
を
し
た
ん
で
す
。

断
面
図
を
描
い
た
の
で
す
が
、
寸
法
や
構
造

に
無
駄
が
な
く
て
、
と
に
か
く
き
れ
い
な
ん

で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
純
粋
に
す
ぐ
れ
た
建
築
へ
の
敬
意
で
あ

っ
て
、
自
分
が
重
源
の
よ
う
な
世
界
を
目
指

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
少
し
違
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
仏
様
の
よ
う
な
外
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
は
、
従
来
の
日
本
的
な
様
式

と
混
ざ
り
な
が
ら
最
終
的
に
渾
然
一
体
と
な

っ
て
安
定
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
安
定
よ
り
少
し
前
の

新
旧
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
状
態
の
建
築
が

好
き
で
す
ね
。

伏
見

　確
か
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
式
と
和
様

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
折
衷
様
で
も
、
中
世
に
は

鶴
林
寺
本
堂
な
ど
の
名
作
が
あ
り
ま
す
が
、

折
衷
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
近
世
の
建
築
に
同
じ
力
を
感

じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

横
内

　新
し
い
も
の
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、

当
初
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
違
和
感
を
つ
く
り
手
が
感
じ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
と
て
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
違
和

感
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
新
し
い
文
化
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で

守
り
た
い
従
来
の
文
化
も
大
切
に
し
て
、
両

方
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
感
覚

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見

　そ
う
し
た
日
本
人
の
「
い
い
と
こ
取

り
」
が
、「
足
し
算
の
文
化
」
つ
ま
り
「
和
」

に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　そ
う
、
ま
さ
に
「
い
い
と
こ
取
り
」
だ
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
若
い
と
き
は
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
）
し

て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
仲
の
よ
か
っ
た
韓
国
の
友
だ
ち
が
話
し
て
い
た
日
本
評
が
、
日
本

を
顧
み
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
日
本
は
と
て
も
怖
い
国
だ
。
外
か
ら
来
た
も

の
を
、
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
は

日
本
語
だ
と
。
日
本
で
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
書
き
言
葉

が
な
い
か
ら
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
人
は
話
し
言
葉
を
訓
読
み
と

し
て
残
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
点
で
、
単
に
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
よ
う
で
、
音
読
み
と
訓

読
み
と
で
足
し
合
わ
せ
た
独
自
の
文
化
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
平
安
時
代
に
平
仮
名

が
で
き
る
か
ら
、
本
当
は
表
音
文
字
の
平
仮
名
だ
け
で
用
が
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
足
し
算
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
今
の

漢
字
と
平
仮
名
が
交
じ
っ
た
日
本
語
で
す
か
ら
。
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
漢
字
を
捨
て
て
、
ハ

ン
グ
ル
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
捨
て
ず
に
、
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
く
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
文
化

を
つ
く
る
と
き
の
作
法
を
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

横
内

　ま
た
、「
和
」
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
加
わ
り
な
が
ら
も
捨
て
て
は

い
け
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
日
本
の
場
合
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
部
分
的
に
見
た
ら
「
和
」
の
要
素
は
な
い
け
れ
ど
、
全
体
的
に
見
て
「
和
」

を
感
じ
る
と
き
、
僕
ら
が
「
和
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
建
物
単
体
の
素
材
感
、
内
外
の
関
係
、
あ
る
い
は
景
色
の
切
り
取
り

方
な
ど
の
こ
と
。
そ
こ
に
な
ぜ
日
本
人
が
「
和
」
を
見
出
す
か
と
い
う
と
、
何
か
特
定
の
宗

教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
、
自
然
崇
拝
が
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
自
然
の
命
に
慈
し
み
と
美
し
さ
を
感
じ
る
し
、
苔
の
生
え
た
石
を
見
る
と
「
い
い

な
」
と
思
う
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
都
市
化
が
進
ん
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、日
本
人
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
働
き
か
け
る
の
が「
和
」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

伏
見

　建
築
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
媒
介
す
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
で
は
や
は
り
庭
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
庭
へ
意
識
が
向
き
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

横
内

　僕
は
大
学
へ
の
就
職
（
当
時
・
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講
師
）
を
機
に
京
都
に
来

ま
し
た
が
、
最
初
は
設
計
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
く
、
大
学
業
務
以
外
は
自
由
な
時
間
が
け
っ

こ
う
あ
り
ま
し
た
。
京
都
に
来
た
か
ら
に
は
伝
統
的
な
「
和
」
の
建
築
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
き
時
間
を
使
っ
て
、
地
図
に
の
っ
て
い
る
何
百
も
の
寺
院
を
、
ほ
と

ん
ど
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
京
都

に
は
、
い
い
建
築
が
な
い（
笑
）。
い
や
、
そ
う
言
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
庭
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
建
築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

す
ら
見
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
庭
を
見
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
し
た
。
と
に
か
く
庭
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
蓮
華
寺
な
ど
の
京
の
寺
院
は
美
し

い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
庭
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
日

本
建
築
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
庭
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

伏
見

　逆
に
考
え
る
と
奈
良
の
建
築
か
ら
は
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
「
和
」
の
印
象
は
あ
ま

り
受
け
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
長
谷
寺
な
ど
の
山
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
建
築
も
あ
り
ま

す
が
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
大
き
な
伽
藍
の
な
か
に
は
、
巨
大
な
建
築
が
堂
々
と
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
は
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
上
、

「
和
」の
由
来
は
「
大
和
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
言
葉
の
印
象
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。

横
内

　ち
な
み
に
庭
に
は
、
本
能
に
訴
え
か
け
る
非
日
常
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
も
動
物
で
す
か
ら
、
野
性
的
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
幼
い
頃
は
誰
も

が
野
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
代
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
原
初
的
な
本
能
を
隠
蔽
す

る
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
社
会
に
適
応
で
き
る
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
本
能
も
必
要
。
つ
ま
り
人
は
理
性

と
野
性
の
両
方
を
求
め
る
わ
け
で
す
が
、
住
宅
の
な
か
の
庭
を
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
野
性
の
本
能
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

伏
見

　な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
歴
史
を
大
局
的
に
み
た
と
き
に
、
建
築

が
理
性
の
産
物
と
し
て
和
様
化
し
て
洗
練
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
野
性
的
な
も
の
も

同
時
に
求
め
た
結
果
と
し
て
京
都
の
庭
が
す
ば
ら
し
く
発
展
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

横
内

　い
つ
の
時
代
も
、
人
間
は
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

伏
見

　こ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
「
和
」
へ
の
志
向
の
ル
ー
ツ
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
平
良
さ
ん
と
の
対
談
で
は
、
学
生
時
代
の
記
憶
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

と
吉
村
順
三
か
ら
の
影
響
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

横
内

　ラ
イ
ト
は
い
い
で
す
ね
。
大
学
の
と
き
に
作
品
集
を
見
て
以
来
、
初
恋
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
想
い
を
寄
せ
て
い
ま
す（
笑
）。
僕
が
東
京
藝
大
に
い
た
と
き
、
天
野
太
郎
と
い
う
タ

リ
ア
セ
ン
で
ラ
イ
ト
に
直
接
師
事
し
た
建
築
家
が
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ラ
イ
ト
を
中
心
に
近

代
建
築
を
学
ぶ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
天
野
さ
ん
も
す
て
き
な
方
で
し
た
。
風
貌
や
語
り
口

も
、
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
詩
人
で
す
。

伏
見

　天
野
太
郎
は
藝
大
教
授
で
す
が
、
出
身
は
早
稲
田
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
学
生
時
代

か
ら
會
津
八
一
を
敬
愛
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
雑
誌
で
建
築
を
解
説
し
て
い

る
文
章
も
、粋
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。吉
村
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
。

横
内

　吉
村
さ
ん
に
直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
の
存
在
で

す
。
建
築
だ
け
で
な
く
生
き
ざ
ま
も
含
め
て
好
き
で
す
。
藝
大
生
は
誰
も
が
意
識
す
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
「
吉
村
さ
ん
を
超
え
た
い
」
と
い
う
恐
れ
多
い
目
標
を
あ
え
て
掲
げ
る
こ

と
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
の
時
代
よ
り
、
今
は
設
備
機
器
な

ど
が
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
現
代
の
建
築
家
は
吉
村
さ
ん
よ
り
い
い
建
築
が
つ
く
れ
る
は
ず

で
す
。
た
だ
、
吉
村
山
荘（「
軽
井
沢
の
山
荘
」
62
）
な
ん
て
藝
大
の
授
業
で
ト
レ
ー
ス
す
る

か
ら
、
も
は
や
忘
れ
よ
う
も
な
い
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

伏
見
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」（
28
〜
37
ペ
ー
ジ
）
で
の
開
放
と
閉
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
吉

村
山
荘
と
の
距
離
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
建
築
体
験
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

横
内

　僕
の
学
生
時
代
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
で
、
日
本
だ
と
磯
崎
新
さ
ん
が
建
築
論

壇
の
中
心
に
い
ま
し
た
。
す
で
に
近
代
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、
近
代
の
考
え
方

に
は
い
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
欠
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
、
近

代
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
題
に
な
る
世
代
で
し
た
。
み

な
そ
う
で
し
た
が
、
近
代
主
義
は
そ
の
ま
ま
い
く
と
長
く
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
、
建
築
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
れ
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
少
し

懐
疑
的
な
想
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
渡
米
し
た
ら
、
案
の
定
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
建
築
に
は
幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

伏
見

　た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ー
リ
な
ど
の
建
築
家
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　え
え
。
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
建
築
も
見
ま
し
た
が
、
外
壁
が
全
部
ペ
ン
キ
塗

り
だ
っ
た
り
し
て
、
表
現
を
達
成
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
な
無
理
を
し
て
い
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
建
築
は
消
費
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ほ
か
に
も
、

東
海
岸
か
ら
西
海
岸
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
建
築
を
た
く
さ
ん
見
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
と
く

に
共
感
で
き
た
の
は
、
ま
ず
ラ
イ
ト
、
そ
れ
と
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
で
し
た
。
カ
ー
ン
が
設
計

し
た
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
ク
セ
タ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
」（
米
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、

65
〜
72
）
を
見
た
と
き
、
近
代
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
動
し
ま
し
た
。
カ

ー
ン
の
建
築
は
、
近
代
主
義
の
合
理
性
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

帰
国
後
に
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に
行
っ
た
の
も
、
な
ん
と
な
く
カ
ー
ン
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
気
が
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。

伏
見

　こ
こ
ま
で
の
経
歴
を
う
か
が
う
と
、
必
ず
し
も
「
和
」
に
傾
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
日
本
的
な
も
の
を
意
識
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
前
川
國
男
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
京
都
へ
来
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　い
や
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
が
日
本
を
意
識
す
る
強
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
て
日
本
の
よ
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
外
国
へ
は
い
い
と
こ
ろ
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
く
、
暮
ら
し
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
大

変
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
っ
た
人
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ゃ
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ん
と
話
し
あ
わ
な
い
と
価
値
観
を
共
有
で
き
な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
3
〜
4
年
も
い
る

と
大
変
さ
も
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
の
平
和
を
痛
切
に
感
じ
、
自
分
は
や
は
り

日
本
人
だ
な
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
建
築
に
お
い
て
も
日
本
を
知
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
渡
米
し
た
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
事
務
所
を
構
え
て
ひ
と

旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
民
族
社
会
に
も
ま
れ
る
こ
と
で
、

逆
に
自
国
の
日
本
を
し
っ
か
り
と
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
は
つ
く

れ
な
い
、
と
い
う
想
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。
近
代
建
築
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
よ

り
圧
倒
的
に
い
い
ん
で
す
よ
。
日
本
に
は
地
震
も
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
は
か

な
わ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
で
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
こ
そ
、
世
界
に
出
し
て
も
負
け
な
い
も
の
を

つ
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
意
識
の
変
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
渡
米
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、
何

か
と
有
利
な
東
京
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

伏
見

　そ
し
て
京
都
で
は
、「
若
王
子
の
家
」（
12
ペ
ー
ジ
）
の
増
改
築
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本

的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　仕
事
が
な
か
っ
た
僕
に
、
義
父
の
梅
原
猛
が
自
宅
の
増
改
築
を
依
頼
し
て
く
れ
ま
し

た
。
梅
原
邸
は
明
治
中
期
の
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
う
え
、
施
工
は
中
村
外
二
工
務
店
。
き
わ

め
て
日
本
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
学
ぶ
し
か

な
い
。
既
存
家
屋
を
細
か
く
実
測
す
る
と
と
も
に
、
中
村
外
二
工
務
店
の
職
人
た
ち
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
最
初
に
、
こ
う
い
っ
た
最
高
峰
と
も
い
え
る
職
人
た

ち
と
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
後
の
設
計
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
い

つ
も
中
村
外
二
工
務
店
と
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
コ
ス
ト
を
抑
え
た

な
か
で
も
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
の
品
質
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
目

標
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。
外
二
さ
ん
に
「
材
料
の
高
い
安
い
で
良
し
悪
し
が
決
ま
る
の

で
は
な
い
。
安
い
材
料
で
も
正
し
い
扱
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
に
な
る
」
と
教
わ
り
ま
し

た
。
じ
つ
は
、
僕
が
設
計
し
た
住
宅
は
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、

坪
1
0
0
万
円
も
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
豪
邸
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
コ
ス
ト
の
住
宅
を
設
計
す
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
「
若
王
子
の

家
」
で
の
体
験
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
、
あ
の
品
質
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

伏
見

　数
寄
屋
の
仕
事
を
す
る
環
境
の
な
か
で
も
、
増
築
部
は
伝
統
的
な
造
り
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ま
た
、
そ
の
後
の
設
計
で
も
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
の
方
向
に
は
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
も
「
和
風
」
で
は
な
い
、
横
内
さ
ん
な
ら
で
は

の
「
和
」
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

横
内
「
若
王
子
の
家
」
の
増
改
築
が
で
き
た
後
、
東
京
の
友
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
和
風
を

つ
く
っ
て
い
た
ら
、
建
築
家
と
し
て
成
功
し
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

全
盛
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
に
至
り
、
日
本
の
文
化
的
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
一

方
で
、
京
都
の
数
寄
屋
に
習
熟
し
た
方
々
か
ら
も
、「
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
は
だ
め
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
数
寄
屋
建
築
で
は
最
高
の
材
料
を
使
う
べ
き
天
井
に
、
大
き
な
天
窓
を
あ

け
ま
し
た
か
ら（
笑
）。
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
地
域
主
義
の
た
め
に
は
日
本
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
地
に
足
の
つ
い
た
設
計
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
伝
統
工
芸
の
よ

う
な
「
和
風
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
想
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
い
い
と
こ
ろ
や
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、「
和
風
」
だ
け
で
は
対
応
で
き

な
い
。い
く
つ
か
の
概
念
を
足
し
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
が「
和
」

だ
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

伏
見

　日
本
的
な
も
の
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
建
築
家
は
、
過
去
に
も
た
く

さ
ん
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
吉
田
五
十
八
、
堀
口
捨
己
、
村
野
藤
吾
、
大
江
宏
…
…
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
日
本
的
な
も
の
や
数
寄
屋
の
世
界
が
近
く
に
あ
っ
た
建
築
家
も
い
れ
ば
、
精
緻

な
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
た
建
築
家
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
横
内
さ
ん
の
建

築
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
内

　レ
ー
モ
ン
ド
は
祖
父
み
た
い
な
存
在
に
感
じ
て
い
て
、
好
き
で
す
。
前
川
さ
ん
、
吉

村
さ
ん
の
師
に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
日
本
建
築
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ

た
功
績
が
大
き
い
で
す
ね
。
外
国
人
だ
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
外
部
化
し
て
く
れ
た
。
日

本
人
で
は
気
づ
か
な
い
日
本
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
、
杉
皮
張
り
、
葦
天
井
、
鉄
平
石
張
り
と
い
っ
た
日
本
的
な
材
料
を
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
が
天
井
全
面
、
外
壁
全
面
と
い
う
よ
う
に
と
て
も
大
胆
で

す
。
日
本
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
用
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
習
的
な
使
い
方
に
は
と
ら

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
大
胆
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
の
「
旧
イ
タ

リ
ア
大
使
館
日
光
山
荘
」（
28
）
を
連
想
し
ま
す
。

横
内

　も
と
も
と
日
本
的
な
も
の
に
関
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
意
識
し
た
の
だ
か
ら
、
僕
に
は
少
し
外
国
人
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
山
梨
出
身
だ
か
ら
京
都
人
で
も
な
い
し
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
離

れ
た
考
え
方
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
僕
ら
の
世
代
で
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
和
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
家
の
中
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な

家
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
和
」
は
非
日
常
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
和
」
が
日
常
だ
っ
た
戦
前
の
建
築
家
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

す
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
当
時
か
ら
「
和
」
を
非
日
常
と
し
て
と
ら
え
て

い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伏
見

　た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
周
囲
で
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家

の
な
か
で
は
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
共
感
す
る
と
い
う
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
横

内
さ
ん
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、「
和
」
に
対
す
る
外
か
ら
の
視
線
は
一
層
顕
著
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
和
」
の
日
常
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
後
の
世
代
で
す
か
ら
、
逆
に
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
想
い
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
日
本
人
の
総
外
国

人
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
職
人
を
目
指
す
な
ど
、
外
か
ら

の
視
線
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
和
」
の
文
化
に
対
す
る
純
粋
な
あ
こ
が
れ
や
敬
意
が
増
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
60
歳
に
な
ら
れ
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
ラ
イ
ト
が
「
落
水
荘
」（
35
）
を
設

計
し
、
前
川
國
男
が
打
ち
込
み
タ
イ
ル
を
使
い
出
し
た
年
齢
だ
そ
う
で
す
ね
。

横
内

　前
川
さ
ん
は
、
建
築
家
は
60
歳
か
ら
が
勝
負
だ
と
つ
ね
づ
ね
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
50
代
は
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ
こ
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
和
」
の
理
念
の
も
と
で
足
し
算
を
し

な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
っ
た
い
何
が
出
て
く
る
の
か
。
僕
自
身
も
楽
し
み
で
す
。
ラ
イ
ト
だ
っ
た
ら「
落
水
荘
」、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
だ
っ
た
ら
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」（
55
）
で
す
。
前
川
さ
ん
は
、
人

生
の
多
く
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
近
代
主
義
と
の
葛
藤
が
、
60
歳
に
な
っ
て
強
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
打
ち
込
み
タ
イ
ル
の
使
用
は
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
し
ょ
う
か
。

伏
見

　横
内
さ
ん
も
今
年
60
歳
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
手
応
え
は
あ
り
ま
す
か
。

横
内

　ま
だ
ま
だ
、
遠
く
お
よ
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
で
す
。
見
て
い
て
く
だ
さ
い
。

伏
見
唯

ふ
し
み
・
ゆ
い
／
1
9
8
2
年
東
京
都
生
ま
れ
。
2
0
0
8
年
早
稲
田
大
学

大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
08
〜
11
年
新
建
築
社
。
11
〜
14
年
早
稲
田
大
学
大

学
院
博
士
後
期
課
程
。
現
在
、
同
大
学
理
工
学
研
究
所
嘱
託
。
専
門
は
日
本
建
築
史
。
お
も
な
著
書
＝『
木
砕
之
注

文
』（
共
編
著
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）、『
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
リ
ユ
ー
ス
―
廃
材
と
循
環
す
る
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
』

（
共
著
、m

illegraph

）
な
ど
。
お
も
な
監
訳
書
＝『
世
界
の
名
建
築
解
剖
図
鑑
』（
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ
）
な
ど
。

横
内
敏
人

よ
こ
う
ち
・
と
し
ひ
と
／
1
9
5
4
年

山
梨
県
生
ま
れ
。
78
年
東
京
藝
術
大
学

美
術
学
部
建
築
科
卒
業
。
80
年
マ
サ
チ

ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
建
築
学
科
大
学

院
修
士
課
程
修
了
。
81
〜
82
年
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
リ
ソ
ー
シ
ズ
・
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
。
83
〜
87
年
前
川
國
男
建
築

設
計
事
務
所
。
87
〜
90
年
同
嘱
託
勤
務
。

87
〜
91
年
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講

師
。
91
年
横
内
敏
人
建
築
設
計
事
務
所

設
立
。
同
年
京
都
造
形
芸
術
大
学
専
任

講
師
、
そ
の
後
に
助
教
授
を
経
て
、
教

授
。
学
部
長
、
副
学
長
も
務
め
る
。
お

も
な
作
品
＝「
若
王
子
の
家
」（
92
）、「
日

満
里
楼
」（
95
）、「
三
方
町
縄
文
博
物
館
」

（
00
）、「
若
王
子
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」（
02
）

な
ど
。

「
和
」の
ル
ー
ツ

京
都
に
来
て

足
し
算
の
果
て
に

「
和
」に
対
す
る
、外
か
ら
の
視
線

設計者として駆け出しの頃に、
中村外二工務店と

数寄屋建築の増改築をするという、
きわめて日本的な仕事をしたことが、

その後の指針になりました。

伏
見 

唯

　今
回
は
「
和
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
を
特
集
し
ま
す
。

「
和
」と
い
う
と
、
障
子
や
畳
、
あ
る
い
は
数
寄
屋
風
の
意
匠
な
ど
を
連
想
す
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
的
な
意
匠
を
用
い
て
い
な
い
住
宅
か
ら
も

「
和
」を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
内
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
住
宅
で
も
、
日
本
的
な
デ
ィ

テ
ー
ル
ば
か
り
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
全
体
に
「
和
」
の

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
意
匠
に
だ
け
着
目
す
る
と
「
和
風
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
「
和
」
が
伝
統
的
な
具
象
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ

た
い
な
ん
な
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
か
ら
、
ま
ず
は
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

横
内
敏
人

　ま
ず
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
。「
風
」
と
つ
く

言
葉
は
、
中
身
は
本
物
で
は
な
い
け
れ
ど
外
側
だ
け
繕
っ
て
い
る
状
態
、
い
わ
ば
偽
物
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
和
風
」
で
は
な

い
。
で
は
、「
和
風
」
で
は
な
い
「
和
」
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
違
う

価
値
観
と
か
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
き
の
作
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
「
和
」
と
は
、
伝
統
的
に
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
新
し
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
が
「
和
」
の
文
化
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
日
本
」
だ
け
で
な
く
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」

「
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
」
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
足
し
算
の
結
果
も
「
和
」
と

い
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、「
和
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
足
し
算
の

文
化
」
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史
を
み
て
も
、
太
古
か
ら
の
日
本
文
化
が
純

血
を
保
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
古
く
は
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
奈

良
や
京
都
の
街
や
建
築
が
で
き
て
き
ま
し
た
し
、
近
代
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
戦
後
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
単
に
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
旧
来
の
も
の
を
守
る
こ
と
に
も
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
、
日
本
人
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見
「
足
し
算
の
文
化
」
は
、
建
築
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
外
来
文
化
の
「
和
様
化
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
確
か
に
古
代
か
ら
の
和
様
や
中
世
の
新
和
様
は
、
元
は
外
来
文
化

を
基
本
と
し
て
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
日
本
的
な
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
建
築
で
す
。
そ

こ
に
「
和
」
の
核
を
見
出
せ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
7
年
ほ
ど
前
の
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

平
良
敬
一
さ
ん
と
の
対
談（『
住
宅
建
築
』
2
0
0
7
年
8
月
号
）
で
は
、
宋
か
ら
輸
入
直
後

の
大
仏
様
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
重
源
へ
の
想
い
を
横
内
さ
ん
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
和
様
の
洗
練
と
は
異
な
る
、
あ

る
種
の
建
築
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
野
蛮
さ
へ

の
共
感
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
建
築
へ
の
想
い
と
、「
和
」
へ
の
志
向
と
を

ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
と
ら
え
て

い
ま
す
か
。

横
内
「
和
」
の
議
論
と
は
別
に
、
大
仏
様
に

は
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
出
身

の
東
京
藝
大
で
は
古
美
術
研
究
旅
行
と
い
う

授
業
が
あ
っ
て
、
僕
の
と
き
は
大
学
が
文
化

庁
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
て
、
な
ん
と
重
源

の
浄
土
寺
浄
土
堂
の
実
測
を
し
た
ん
で
す
。

断
面
図
を
描
い
た
の
で
す
が
、
寸
法
や
構
造

に
無
駄
が
な
く
て
、
と
に
か
く
き
れ
い
な
ん

で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
純
粋
に
す
ぐ
れ
た
建
築
へ
の
敬
意
で
あ

っ
て
、
自
分
が
重
源
の
よ
う
な
世
界
を
目
指

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
少
し
違
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
仏
様
の
よ
う
な
外
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
は
、
従
来
の
日
本
的
な
様
式

と
混
ざ
り
な
が
ら
最
終
的
に
渾
然
一
体
と
な

っ
て
安
定
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
安
定
よ
り
少
し
前
の

新
旧
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
状
態
の
建
築
が

好
き
で
す
ね
。

伏
見

　確
か
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
式
と
和
様

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
折
衷
様
で
も
、
中
世
に
は

鶴
林
寺
本
堂
な
ど
の
名
作
が
あ
り
ま
す
が
、

折
衷
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
近
世
の
建
築
に
同
じ
力
を
感

じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

横
内

　新
し
い
も
の
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、

当
初
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
違
和
感
を
つ
く
り
手
が
感
じ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
と
て
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
違
和

感
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
新
し
い
文
化
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で

守
り
た
い
従
来
の
文
化
も
大
切
に
し
て
、
両

方
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
感
覚

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見

　そ
う
し
た
日
本
人
の
「
い
い
と
こ
取

り
」
が
、「
足
し
算
の
文
化
」
つ
ま
り
「
和
」

に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　そ
う
、
ま
さ
に
「
い
い
と
こ
取
り
」
だ
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
若
い
と
き
は
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
）
し

て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
仲
の
よ
か
っ
た
韓
国
の
友
だ
ち
が
話
し
て
い
た
日
本
評
が
、
日
本

を
顧
み
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
日
本
は
と
て
も
怖
い
国
だ
。
外
か
ら
来
た
も

の
を
、
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
は

日
本
語
だ
と
。
日
本
で
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
書
き
言
葉

が
な
い
か
ら
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
人
は
話
し
言
葉
を
訓
読
み
と

し
て
残
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
点
で
、
単
に
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
よ
う
で
、
音
読
み
と
訓

読
み
と
で
足
し
合
わ
せ
た
独
自
の
文
化
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
平
安
時
代
に
平
仮
名

が
で
き
る
か
ら
、
本
当
は
表
音
文
字
の
平
仮
名
だ
け
で
用
が
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
足
し
算
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
今
の

漢
字
と
平
仮
名
が
交
じ
っ
た
日
本
語
で
す
か
ら
。
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
漢
字
を
捨
て
て
、
ハ

ン
グ
ル
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
捨
て
ず
に
、
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
く
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
文
化

を
つ
く
る
と
き
の
作
法
を
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

横
内

　ま
た
、「
和
」
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
加
わ
り
な
が
ら
も
捨
て
て
は

い
け
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
日
本
の
場
合
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
部
分
的
に
見
た
ら
「
和
」
の
要
素
は
な
い
け
れ
ど
、
全
体
的
に
見
て
「
和
」

を
感
じ
る
と
き
、
僕
ら
が
「
和
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
建
物
単
体
の
素
材
感
、
内
外
の
関
係
、
あ
る
い
は
景
色
の
切
り
取
り

方
な
ど
の
こ
と
。
そ
こ
に
な
ぜ
日
本
人
が
「
和
」
を
見
出
す
か
と
い
う
と
、
何
か
特
定
の
宗

教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
、
自
然
崇
拝
が
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
自
然
の
命
に
慈
し
み
と
美
し
さ
を
感
じ
る
し
、
苔
の
生
え
た
石
を
見
る
と
「
い
い

な
」
と
思
う
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
都
市
化
が
進
ん
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、日
本
人
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
働
き
か
け
る
の
が「
和
」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

伏
見

　建
築
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
媒
介
す
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
で
は
や
は
り
庭
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
庭
へ
意
識
が
向
き
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

横
内

　僕
は
大
学
へ
の
就
職
（
当
時
・
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講
師
）
を
機
に
京
都
に
来

ま
し
た
が
、
最
初
は
設
計
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
く
、
大
学
業
務
以
外
は
自
由
な
時
間
が
け
っ

こ
う
あ
り
ま
し
た
。
京
都
に
来
た
か
ら
に
は
伝
統
的
な
「
和
」
の
建
築
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
き
時
間
を
使
っ
て
、
地
図
に
の
っ
て
い
る
何
百
も
の
寺
院
を
、
ほ
と

ん
ど
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
京
都

に
は
、
い
い
建
築
が
な
い（
笑
）。
い
や
、
そ
う
言
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
庭
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
建
築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

す
ら
見
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
庭
を
見
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
し
た
。
と
に
か
く
庭
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
蓮
華
寺
な
ど
の
京
の
寺
院
は
美
し

い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
庭
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
日

本
建
築
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
庭
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

伏
見

　逆
に
考
え
る
と
奈
良
の
建
築
か
ら
は
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
「
和
」
の
印
象
は
あ
ま

り
受
け
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
長
谷
寺
な
ど
の
山
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
建
築
も
あ
り
ま

す
が
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
大
き
な
伽
藍
の
な
か
に
は
、
巨
大
な
建
築
が
堂
々
と
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
は
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
上
、

「
和
」の
由
来
は
「
大
和
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
言
葉
の
印
象
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。

横
内

　ち
な
み
に
庭
に
は
、
本
能
に
訴
え
か
け
る
非
日
常
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
も
動
物
で
す
か
ら
、
野
性
的
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
幼
い
頃
は
誰
も

が
野
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
代
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
原
初
的
な
本
能
を
隠
蔽
す

る
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
社
会
に
適
応
で
き
る
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
本
能
も
必
要
。
つ
ま
り
人
は
理
性

と
野
性
の
両
方
を
求
め
る
わ
け
で
す
が
、
住
宅
の
な
か
の
庭
を
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
野
性
の
本
能
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

伏
見

　な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
歴
史
を
大
局
的
に
み
た
と
き
に
、
建
築

が
理
性
の
産
物
と
し
て
和
様
化
し
て
洗
練
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
野
性
的
な
も
の
も

同
時
に
求
め
た
結
果
と
し
て
京
都
の
庭
が
す
ば
ら
し
く
発
展
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

横
内

　い
つ
の
時
代
も
、
人
間
は
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

伏
見

　こ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
「
和
」
へ
の
志
向
の
ル
ー
ツ
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
平
良
さ
ん
と
の
対
談
で
は
、
学
生
時
代
の
記
憶
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

と
吉
村
順
三
か
ら
の
影
響
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

横
内

　ラ
イ
ト
は
い
い
で
す
ね
。
大
学
の
と
き
に
作
品
集
を
見
て
以
来
、
初
恋
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
想
い
を
寄
せ
て
い
ま
す（
笑
）。
僕
が
東
京
藝
大
に
い
た
と
き
、
天
野
太
郎
と
い
う
タ

リ
ア
セ
ン
で
ラ
イ
ト
に
直
接
師
事
し
た
建
築
家
が
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ラ
イ
ト
を
中
心
に
近

代
建
築
を
学
ぶ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
天
野
さ
ん
も
す
て
き
な
方
で
し
た
。
風
貌
や
語
り
口

も
、
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
詩
人
で
す
。

伏
見

　天
野
太
郎
は
藝
大
教
授
で
す
が
、
出
身
は
早
稲
田
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
学
生
時
代

か
ら
會
津
八
一
を
敬
愛
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
雑
誌
で
建
築
を
解
説
し
て
い

る
文
章
も
、粋
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。吉
村
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
。

横
内

　吉
村
さ
ん
に
直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
の
存
在
で

す
。
建
築
だ
け
で
な
く
生
き
ざ
ま
も
含
め
て
好
き
で
す
。
藝
大
生
は
誰
も
が
意
識
す
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
「
吉
村
さ
ん
を
超
え
た
い
」
と
い
う
恐
れ
多
い
目
標
を
あ
え
て
掲
げ
る
こ

と
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
の
時
代
よ
り
、
今
は
設
備
機
器
な

ど
が
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
現
代
の
建
築
家
は
吉
村
さ
ん
よ
り
い
い
建
築
が
つ
く
れ
る
は
ず

で
す
。
た
だ
、
吉
村
山
荘（「
軽
井
沢
の
山
荘
」
62
）
な
ん
て
藝
大
の
授
業
で
ト
レ
ー
ス
す
る

か
ら
、
も
は
や
忘
れ
よ
う
も
な
い
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

伏
見
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」（
28
〜
37
ペ
ー
ジ
）
で
の
開
放
と
閉
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
吉

村
山
荘
と
の
距
離
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
建
築
体
験
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

横
内

　僕
の
学
生
時
代
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
で
、
日
本
だ
と
磯
崎
新
さ
ん
が
建
築
論

壇
の
中
心
に
い
ま
し
た
。
す
で
に
近
代
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、
近
代
の
考
え
方

に
は
い
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
欠
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
、
近

代
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
題
に
な
る
世
代
で
し
た
。
み

な
そ
う
で
し
た
が
、
近
代
主
義
は
そ
の
ま
ま
い
く
と
長
く
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
、
建
築
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
れ
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
少
し

懐
疑
的
な
想
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
渡
米
し
た
ら
、
案
の
定
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
建
築
に
は
幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

伏
見

　た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ー
リ
な
ど
の
建
築
家
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　え
え
。
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
建
築
も
見
ま
し
た
が
、
外
壁
が
全
部
ペ
ン
キ
塗

り
だ
っ
た
り
し
て
、
表
現
を
達
成
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
な
無
理
を
し
て
い
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
建
築
は
消
費
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ほ
か
に
も
、

東
海
岸
か
ら
西
海
岸
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
建
築
を
た
く
さ
ん
見
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
と
く

に
共
感
で
き
た
の
は
、
ま
ず
ラ
イ
ト
、
そ
れ
と
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
で
し
た
。
カ
ー
ン
が
設
計

し
た
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
ク
セ
タ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
」（
米
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、

65
〜
72
）
を
見
た
と
き
、
近
代
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
動
し
ま
し
た
。
カ

ー
ン
の
建
築
は
、
近
代
主
義
の
合
理
性
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

帰
国
後
に
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に
行
っ
た
の
も
、
な
ん
と
な
く
カ
ー
ン
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
気
が
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。

伏
見

　こ
こ
ま
で
の
経
歴
を
う
か
が
う
と
、
必
ず
し
も
「
和
」
に
傾
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
日
本
的
な
も
の
を
意
識
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
前
川
國
男
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
京
都
へ
来
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　い
や
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
が
日
本
を
意
識
す
る
強
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
て
日
本
の
よ
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
外
国
へ
は
い
い
と
こ
ろ
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
く
、
暮
ら
し
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
大

変
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
っ
た
人
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ゃ
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ん
と
話
し
あ
わ
な
い
と
価
値
観
を
共
有
で
き
な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
3
〜
4
年
も
い
る

と
大
変
さ
も
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
の
平
和
を
痛
切
に
感
じ
、
自
分
は
や
は
り

日
本
人
だ
な
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
建
築
に
お
い
て
も
日
本
を
知
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
渡
米
し
た
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
事
務
所
を
構
え
て
ひ
と

旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
民
族
社
会
に
も
ま
れ
る
こ
と
で
、

逆
に
自
国
の
日
本
を
し
っ
か
り
と
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
は
つ
く

れ
な
い
、
と
い
う
想
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。
近
代
建
築
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
よ

り
圧
倒
的
に
い
い
ん
で
す
よ
。
日
本
に
は
地
震
も
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
て
は
か

な
わ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
で
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
こ
そ
、
世
界
に
出
し
て
も
負
け
な
い
も
の
を

つ
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
意
識
の
変
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
に
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
渡
米
経
験
が
な
か
っ
た
ら
、
何

か
と
有
利
な
東
京
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

伏
見

　そ
し
て
京
都
で
は
、「
若
王
子
の
家
」（
12
ペ
ー
ジ
）
の
増
改
築
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本

的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　仕
事
が
な
か
っ
た
僕
に
、
義
父
の
梅
原
猛
が
自
宅
の
増
改
築
を
依
頼
し
て
く
れ
ま
し

た
。
梅
原
邸
は
明
治
中
期
の
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
う
え
、
施
工
は
中
村
外
二
工
務
店
。
き
わ

め
て
日
本
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
学
ぶ
し
か

な
い
。
既
存
家
屋
を
細
か
く
実
測
す
る
と
と
も
に
、
中
村
外
二
工
務
店
の
職
人
た
ち
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
最
初
に
、
こ
う
い
っ
た
最
高
峰
と
も
い
え
る
職
人
た

ち
と
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
後
の
設
計
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
い

つ
も
中
村
外
二
工
務
店
と
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
コ
ス
ト
を
抑
え
た

な
か
で
も
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
の
品
質
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
目

標
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。
外
二
さ
ん
に
「
材
料
の
高
い
安
い
で
良
し
悪
し
が
決
ま
る
の

で
は
な
い
。
安
い
材
料
で
も
正
し
い
扱
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
に
な
る
」
と
教
わ
り
ま
し

た
。
じ
つ
は
、
僕
が
設
計
し
た
住
宅
は
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、

坪
1
0
0
万
円
も
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
豪
邸
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
コ
ス
ト
の
住
宅
を
設
計
す
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
「
若
王
子
の

家
」
で
の
体
験
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
、
あ
の
品
質
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

伏
見

　数
寄
屋
の
仕
事
を
す
る
環
境
の
な
か
で
も
、
増
築
部
は
伝
統
的
な
造
り
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ま
た
、
そ
の
後
の
設
計
で
も
い
わ
ゆ
る
数
寄
屋
の
方
向
に
は
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
も
「
和
風
」
で
は
な
い
、
横
内
さ
ん
な
ら
で
は

の
「
和
」
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

横
内
「
若
王
子
の
家
」
の
増
改
築
が
で
き
た
後
、
東
京
の
友
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
和
風
を

つ
く
っ
て
い
た
ら
、
建
築
家
と
し
て
成
功
し
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

全
盛
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
に
至
り
、
日
本
の
文
化
的
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
一

方
で
、
京
都
の
数
寄
屋
に
習
熟
し
た
方
々
か
ら
も
、「
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
は
だ
め
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
数
寄
屋
建
築
で
は
最
高
の
材
料
を
使
う
べ
き
天
井
に
、
大
き
な
天
窓
を
あ

け
ま
し
た
か
ら（
笑
）。
先
ほ
ど
も
話
し
た
よ
う
に
、
地
域
主
義
の
た
め
に
は
日
本
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
地
に
足
の
つ
い
た
設
計
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
た
し
て
伝
統
工
芸
の
よ

う
な
「
和
風
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
想
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
い
い
と
こ
ろ
や
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、「
和
風
」
だ
け
で
は
対
応
で
き

な
い
。い
く
つ
か
の
概
念
を
足
し
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
が「
和
」

だ
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

伏
見

　日
本
的
な
も
の
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
建
築
家
は
、
過
去
に
も
た
く

さ
ん
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
吉
田
五
十
八
、
堀
口
捨
己
、
村
野
藤
吾
、
大
江
宏
…
…
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
日
本
的
な
も
の
や
数
寄
屋
の
世
界
が
近
く
に
あ
っ
た
建
築
家
も
い
れ
ば
、
精
緻

な
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
た
建
築
家
も
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
横
内
さ
ん
の
建

築
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
内

　レ
ー
モ
ン
ド
は
祖
父
み
た
い
な
存
在
に
感
じ
て
い
て
、
好
き
で
す
。
前
川
さ
ん
、
吉

村
さ
ん
の
師
に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
日
本
建
築
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ

た
功
績
が
大
き
い
で
す
ね
。
外
国
人
だ
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
外
部
化
し
て
く
れ
た
。
日

本
人
で
は
気
づ
か
な
い
日
本
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
、
杉
皮
張
り
、
葦
天
井
、
鉄
平
石
張
り
と
い
っ
た
日
本
的
な
材
料
を
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
が
天
井
全
面
、
外
壁
全
面
と
い
う
よ
う
に
と
て
も
大
胆
で

す
。
日
本
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
用
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
習
的
な
使
い
方
に
は
と
ら

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
大
胆
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
の
「
旧
イ
タ

リ
ア
大
使
館
日
光
山
荘
」（
28
）
を
連
想
し
ま
す
。

横
内

　も
と
も
と
日
本
的
な
も
の
に
関
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本

を
意
識
し
た
の
だ
か
ら
、
僕
に
は
少
し
外
国
人
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
山
梨
出
身
だ
か
ら
京
都
人
で
も
な
い
し
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
離

れ
た
考
え
方
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
僕
ら
の
世
代
で
は
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
和
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
家
の
中
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な

家
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
和
」
は
非
日
常
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
和
」
が
日
常
だ
っ
た
戦
前
の
建
築
家
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

す
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
当
時
か
ら
「
和
」
を
非
日
常
と
し
て
と
ら
え
て

い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伏
見

　た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
周
囲
で
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家

の
な
か
で
は
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
共
感
す
る
と
い
う
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
横

内
さ
ん
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、「
和
」
に
対
す
る
外
か
ら
の
視
線
は
一
層
顕
著
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
和
」
の
日
常
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
後
の
世
代
で
す
か
ら
、
逆
に
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
想
い
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
日
本
人
の
総
外
国

人
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
職
人
を
目
指
す
な
ど
、
外
か
ら

の
視
線
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
和
」
の
文
化
に
対
す
る
純
粋
な
あ
こ
が
れ
や
敬
意
が
増
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

伏
見

　横
内
さ
ん
は
60
歳
に
な
ら
れ
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
ラ
イ
ト
が
「
落
水
荘
」（
35
）
を
設

計
し
、
前
川
國
男
が
打
ち
込
み
タ
イ
ル
を
使
い
出
し
た
年
齢
だ
そ
う
で
す
ね
。

横
内

　前
川
さ
ん
は
、
建
築
家
は
60
歳
か
ら
が
勝
負
だ
と
つ
ね
づ
ね
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
50
代
は
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ
こ
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
和
」
の
理
念
の
も
と
で
足
し
算
を
し

な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
っ
た
い
何
が
出
て
く
る
の
か
。
僕
自
身
も
楽
し
み
で
す
。
ラ
イ
ト
だ
っ
た
ら「
落
水
荘
」、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
だ
っ
た
ら
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」（
55
）
で
す
。
前
川
さ
ん
は
、
人

生
の
多
く
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
近
代
主
義
と
の
葛
藤
が
、
60
歳
に
な
っ
て
強
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
打
ち
込
み
タ
イ
ル
の
使
用
は
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
し
ょ
う
か
。

伏
見

　横
内
さ
ん
も
今
年
60
歳
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
手
応
え
は
あ
り
ま
す
か
。

横
内

　ま
だ
ま
だ
、
遠
く
お
よ
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
で
す
。
見
て
い
て
く
だ
さ
い
。

伏
見
唯

ふ
し
み
・
ゆ
い
／
1
9
8
2
年
東
京
都
生
ま
れ
。
2
0
0
8
年
早
稲
田
大
学

大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
08
〜
11
年
新
建
築
社
。
11
〜
14
年
早
稲
田
大
学
大

学
院
博
士
後
期
課
程
。
現
在
、
同
大
学
理
工
学
研
究
所
嘱
託
。
専
門
は
日
本
建
築
史
。
お
も
な
著
書
＝『
木
砕
之
注

文
』（
共
編
著
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）、『
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
リ
ユ
ー
ス
―
廃
材
と
循
環
す
る
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
』

（
共
著
、m

illegraph

）
な
ど
。
お
も
な
監
訳
書
＝『
世
界
の
名
建
築
解
剖
図
鑑
』（
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ
）
な
ど
。

横
内
敏
人

よ
こ
う
ち
・
と
し
ひ
と
／
1
9
5
4
年

山
梨
県
生
ま
れ
。
78
年
東
京
藝
術
大
学

美
術
学
部
建
築
科
卒
業
。
80
年
マ
サ
チ

ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
建
築
学
科
大
学

院
修
士
課
程
修
了
。
81
〜
82
年
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
リ
ソ
ー
シ
ズ
・
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
。
83
〜
87
年
前
川
國
男
建
築

設
計
事
務
所
。
87
〜
90
年
同
嘱
託
勤
務
。

87
〜
91
年
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講

師
。
91
年
横
内
敏
人
建
築
設
計
事
務
所

設
立
。
同
年
京
都
造
形
芸
術
大
学
専
任

講
師
、
そ
の
後
に
助
教
授
を
経
て
、
教

授
。
学
部
長
、
副
学
長
も
務
め
る
。
お

も
な
作
品
＝「
若
王
子
の
家
」（
92
）、「
日

満
里
楼
」（
95
）、「
三
方
町
縄
文
博
物
館
」

（
00
）、「
若
王
子
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」（
02
）

な
ど
。

「
和
」の
ル
ー
ツ

京
都
に
来
て

足
し
算
の
果
て
に

「
和
」に
対
す
る
、外
か
ら
の
視
線

設計者として駆け出しの頃に、
中村外二工務店と

数寄屋建築の増改築をするという、
きわめて日本的な仕事をしたことが、

その後の指針になりました。

伏
見 

唯

　今
回
は
「
和
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
を
特
集
し
ま
す
。

「
和
」と
い
う
と
、
障
子
や
畳
、
あ
る
い
は
数
寄
屋
風
の
意
匠
な
ど
を
連
想
す
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
日
本
の
伝
統
的
な
意
匠
を
用
い
て
い
な
い
住
宅
か
ら
も

「
和
」を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
横
内
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
住
宅
で
も
、
日
本
的
な
デ
ィ

テ
ー
ル
ば
か
り
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
と
な
く
全
体
に
「
和
」
の

雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
意
匠
に
だ
け
着
目
す
る
と
「
和
風
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
「
和
」
が
伝
統
的
な
具
象
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ

た
い
な
ん
な
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
か
ら
、
ま
ず
は
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

横
内
敏
人

　ま
ず
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
す
。「
風
」
と
つ
く

言
葉
は
、
中
身
は
本
物
で
は
な
い
け
れ
ど
外
側
だ
け
繕
っ
て
い
る
状
態
、
い
わ
ば
偽
物
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
和
風
」
で
は
な

い
。
で
は
、「
和
風
」
で
は
な
い
「
和
」
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
違
う

価
値
観
と
か
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
と
き
の
作
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
「
和
」
と
は
、
伝
統
的
に
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
新
し
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
が
「
和
」
の
文
化
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
日
本
」
だ
け
で
な
く
、「
や
わ
ら
ぐ
」「
な
ご
む
」

「
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
」
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
足
し
算
の
結
果
も
「
和
」
と

い
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、「
和
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
足
し
算
の

文
化
」
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史
を
み
て
も
、
太
古
か
ら
の
日
本
文
化
が
純

血
を
保
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
古
く
は
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
奈

良
や
京
都
の
街
や
建
築
が
で
き
て
き
ま
し
た
し
、
近
代
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
戦
後
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
単
に
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
旧
来
の
も
の
を
守
る
こ
と
に
も
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
、
日
本
人
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見
「
足
し
算
の
文
化
」
は
、
建
築
史
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
外
来
文
化
の
「
和
様
化
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
確
か
に
古
代
か
ら
の
和
様
や
中
世
の
新
和
様
は
、
元
は
外
来
文
化

を
基
本
と
し
て
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
日
本
的
な
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
建
築
で
す
。
そ

こ
に
「
和
」
の
核
を
見
出
せ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
7
年
ほ
ど
前
の
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

平
良
敬
一
さ
ん
と
の
対
談（『
住
宅
建
築
』
2
0
0
7
年
8
月
号
）
で
は
、
宋
か
ら
輸
入
直
後

の
大
仏
様
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
重
源
へ
の
想
い
を
横
内
さ
ん
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
和
様
の
洗
練
と
は
異
な
る
、
あ

る
種
の
建
築
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
野
蛮
さ
へ

の
共
感
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
建
築
へ
の
想
い
と
、「
和
」
へ
の
志
向
と
を

ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
と
ら
え
て

い
ま
す
か
。

横
内
「
和
」
の
議
論
と
は
別
に
、
大
仏
様
に

は
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
出
身

の
東
京
藝
大
で
は
古
美
術
研
究
旅
行
と
い
う

授
業
が
あ
っ
て
、
僕
の
と
き
は
大
学
が
文
化

庁
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
て
、
な
ん
と
重
源

の
浄
土
寺
浄
土
堂
の
実
測
を
し
た
ん
で
す
。

断
面
図
を
描
い
た
の
で
す
が
、
寸
法
や
構
造

に
無
駄
が
な
く
て
、
と
に
か
く
き
れ
い
な
ん

で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
純
粋
に
す
ぐ
れ
た
建
築
へ
の
敬
意
で
あ

っ
て
、
自
分
が
重
源
の
よ
う
な
世
界
を
目
指

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
少
し
違
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
仏
様
の
よ
う
な
外
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
は
、
従
来
の
日
本
的
な
様
式

と
混
ざ
り
な
が
ら
最
終
的
に
渾
然
一
体
と
な

っ
て
安
定
し
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
安
定
よ
り
少
し
前
の

新
旧
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
状
態
の
建
築
が

好
き
で
す
ね
。

伏
見

　確
か
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
式
と
和
様

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
折
衷
様
で
も
、
中
世
に
は

鶴
林
寺
本
堂
な
ど
の
名
作
が
あ
り
ま
す
が
、

折
衷
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
近
世
の
建
築
に
同
じ
力
を
感

じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

横
内

　新
し
い
も
の
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、

当
初
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
違
和
感
を
つ
く
り
手
が
感
じ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
と
て
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
違
和

感
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
新
し
い
文
化
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で

守
り
た
い
従
来
の
文
化
も
大
切
に
し
て
、
両

方
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
感
覚

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伏
見

　そ
う
し
た
日
本
人
の
「
い
い
と
こ
取

り
」
が
、「
足
し
算
の
文
化
」
つ
ま
り
「
和
」

に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

横
内

　そ
う
、
ま
さ
に
「
い
い
と
こ
取
り
」
だ
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
若
い
と
き
は
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
）
し

て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
仲
の
よ
か
っ
た
韓
国
の
友
だ
ち
が
話
し
て
い
た
日
本
評
が
、
日
本

を
顧
み
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
日
本
は
と
て
も
怖
い
国
だ
。
外
か
ら
来
た
も

の
を
、
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
は

日
本
語
だ
と
。
日
本
で
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
書
き
言
葉

が
な
い
か
ら
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
人
は
話
し
言
葉
を
訓
読
み
と

し
て
残
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
点
で
、
単
に
漢
字
を
輸
入
し
て
い
る
よ
う
で
、
音
読
み
と
訓

読
み
と
で
足
し
合
わ
せ
た
独
自
の
文
化
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
平
安
時
代
に
平
仮
名

が
で
き
る
か
ら
、
本
当
は
表
音
文
字
の
平
仮
名
だ
け
で
用
が
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
足
し
算
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
今
の

漢
字
と
平
仮
名
が
交
じ
っ
た
日
本
語
で
す
か
ら
。
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
漢
字
を
捨
て
て
、
ハ

ン
グ
ル
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
捨
て
ず
に
、
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
く
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
文
化

を
つ
く
る
と
き
の
作
法
を
「
和
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

横
内

　ま
た
、「
和
」
を
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
加
わ
り
な
が
ら
も
捨
て
て
は

い
け
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
日
本
の
場
合
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
部
分
的
に
見
た
ら
「
和
」
の
要
素
は
な
い
け
れ
ど
、
全
体
的
に
見
て
「
和
」

を
感
じ
る
と
き
、
僕
ら
が
「
和
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
建
物
単
体
の
素
材
感
、
内
外
の
関
係
、
あ
る
い
は
景
色
の
切
り
取
り

方
な
ど
の
こ
と
。
そ
こ
に
な
ぜ
日
本
人
が
「
和
」
を
見
出
す
か
と
い
う
と
、
何
か
特
定
の
宗

教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
、
自
然
崇
拝
が
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
自
然
の
命
に
慈
し
み
と
美
し
さ
を
感
じ
る
し
、
苔
の
生
え
た
石
を
見
る
と
「
い
い

な
」
と
思
う
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
都
市
化
が
進
ん
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、日
本
人
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
働
き
か
け
る
の
が「
和
」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

伏
見

　建
築
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
媒
介
す
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
横
内
さ
ん
の
住
宅
で
は
や
は
り
庭
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
庭
へ
意
識
が
向
き
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

横
内

　僕
は
大
学
へ
の
就
職
（
当
時
・
京
都
芸
術
短
期
大
学
専
任
講
師
）
を
機
に
京
都
に
来

ま
し
た
が
、
最
初
は
設
計
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
く
、
大
学
業
務
以
外
は
自
由
な
時
間
が
け
っ

こ
う
あ
り
ま
し
た
。
京
都
に
来
た
か
ら
に
は
伝
統
的
な
「
和
」
の
建
築
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
き
時
間
を
使
っ
て
、
地
図
に
の
っ
て
い
る
何
百
も
の
寺
院
を
、
ほ
と

ん
ど
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
見
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
京
都

に
は
、
い
い
建
築
が
な
い（
笑
）。
い
や
、
そ
う
言
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
庭
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
建
築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

す
ら
見
え
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
庭
を
見
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
し
た
。
と
に
か
く
庭
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
蓮
華
寺
な
ど
の
京
の
寺
院
は
美
し

い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
庭
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
日

本
建
築
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
庭
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

伏
見

　逆
に
考
え
る
と
奈
良
の
建
築
か
ら
は
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
「
和
」
の
印
象
は
あ
ま

り
受
け
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
長
谷
寺
な
ど
の
山
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
建
築
も
あ
り
ま

す
が
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
大
き
な
伽
藍
の
な
か
に
は
、
巨
大
な
建
築
が
堂
々
と
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
は
顕
著
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
上
、

「
和
」の
由
来
は
「
大
和
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
言
葉
の
印
象
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。

横
内

　ち
な
み
に
庭
に
は
、
本
能
に
訴
え
か
け
る
非
日
常
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
も
動
物
で
す
か
ら
、
野
性
的
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
幼
い
頃
は
誰
も

が
野
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
代
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
原
初
的
な
本
能
を
隠
蔽
す

る
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
社
会
に
適
応
で
き
る
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
本
能
も
必
要
。
つ
ま
り
人
は
理
性

と
野
性
の
両
方
を
求
め
る
わ
け
で
す
が
、
住
宅
の
な
か
の
庭
を
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
野
性
の
本
能
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

伏
見

　な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
歴
史
を
大
局
的
に
み
た
と
き
に
、
建
築

が
理
性
の
産
物
と
し
て
和
様
化
し
て
洗
練
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
野
性
的
な
も
の
も

同
時
に
求
め
た
結
果
と
し
て
京
都
の
庭
が
す
ば
ら
し
く
発
展
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

横
内

　い
つ
の
時
代
も
、
人
間
は
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

伏
見

　こ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
「
和
」
へ
の
志
向
の
ル
ー
ツ
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
平
良
さ
ん
と
の
対
談
で
は
、
学
生
時
代
の
記
憶
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

と
吉
村
順
三
か
ら
の
影
響
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

横
内

　ラ
イ
ト
は
い
い
で
す
ね
。
大
学
の
と
き
に
作
品
集
を
見
て
以
来
、
初
恋
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
想
い
を
寄
せ
て
い
ま
す（
笑
）。
僕
が
東
京
藝
大
に
い
た
と
き
、
天
野
太
郎
と
い
う
タ

リ
ア
セ
ン
で
ラ
イ
ト
に
直
接
師
事
し
た
建
築
家
が
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ラ
イ
ト
を
中
心
に
近

代
建
築
を
学
ぶ
教
育
を
受
け
ま
し
た
。
天
野
さ
ん
も
す
て
き
な
方
で
し
た
。
風
貌
や
語
り
口

も
、
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
詩
人
で
す
。

伏
見

　天
野
太
郎
は
藝
大
教
授
で
す
が
、
出
身
は
早
稲
田
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
学
生
時
代

か
ら
會
津
八
一
を
敬
愛
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
雑
誌
で
建
築
を
解
説
し
て
い

る
文
章
も
、粋
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。吉
村
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
。

横
内

　吉
村
さ
ん
に
直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
か
ら
あ
こ
が
れ
の
存
在
で

す
。
建
築
だ
け
で
な
く
生
き
ざ
ま
も
含
め
て
好
き
で
す
。
藝
大
生
は
誰
も
が
意
識
す
る
と
思

い
ま
す
。
今
で
も
「
吉
村
さ
ん
を
超
え
た
い
」
と
い
う
恐
れ
多
い
目
標
を
あ
え
て
掲
げ
る
こ

と
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
の
時
代
よ
り
、
今
は
設
備
機
器
な

ど
が
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
現
代
の
建
築
家
は
吉
村
さ
ん
よ
り
い
い
建
築
が
つ
く
れ
る
は
ず

で
す
。
た
だ
、
吉
村
山
荘（「
軽
井
沢
の
山
荘
」
62
）
な
ん
て
藝
大
の
授
業
で
ト
レ
ー
ス
す
る

か
ら
、
も
は
や
忘
れ
よ
う
も
な
い
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

伏
見
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」（
28
〜
37
ペ
ー
ジ
）
で
の
開
放
と
閉
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
吉

村
山
荘
と
の
距
離
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
建
築
体
験
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

横
内

　僕
の
学
生
時
代
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
で
、
日
本
だ
と
磯
崎
新
さ
ん
が
建
築
論

壇
の
中
心
に
い
ま
し
た
。
す
で
に
近
代
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、
近
代
の
考
え
方

に
は
い
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
欠
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
、
近

代
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
題
に
な
る
世
代
で
し
た
。
み

な
そ
う
で
し
た
が
、
近
代
主
義
は
そ
の
ま
ま
い
く
と
長
く
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
れ
ど
、
建
築
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
れ
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
少
し

懐
疑
的
な
想
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
渡
米
し
た
ら
、
案
の
定
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
建
築
に
は
幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

伏
見

　た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ー
リ
な
ど
の
建
築
家
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　え
え
。
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ヴ
ス
の
建
築
も
見
ま
し
た
が
、
外
壁
が
全
部
ペ
ン
キ
塗

り
だ
っ
た
り
し
て
、
表
現
を
達
成
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
な
無
理
を
し
て
い
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
建
築
は
消
費
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ほ
か
に
も
、

東
海
岸
か
ら
西
海
岸
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
建
築
を
た
く
さ
ん
見
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
と
く

に
共
感
で
き
た
の
は
、
ま
ず
ラ
イ
ト
、
そ
れ
と
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
で
し
た
。
カ
ー
ン
が
設
計

し
た
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
ク
セ
タ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
」（
米
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、

65
〜
72
）
を
見
た
と
き
、
近
代
で
も
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
動
し
ま
し
た
。
カ

ー
ン
の
建
築
は
、
近
代
主
義
の
合
理
性
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

帰
国
後
に
前
川
國
男
さ
ん
の
事
務
所
に
行
っ
た
の
も
、
な
ん
と
な
く
カ
ー
ン
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
気
が
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。

伏
見

　こ
こ
ま
で
の
経
歴
を
う
か
が
う
と
、
必
ず
し
も
「
和
」
に
傾
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
日
本
的
な
も
の
を
意
識
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
前
川
國
男
建
築
設
計

事
務
所
の
後
に
京
都
へ
来
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

横
内

　い
や
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
が
日
本
を
意
識
す
る
強
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
初
め
て
日
本
の
よ
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
外
国
へ
は
い
い
と
こ
ろ
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
く
、
暮
ら
し
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
大

変
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
も
っ
た
人
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ゃ
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融
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／
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敏
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「
若
王
子
の
家
」
増
改
築

作
品

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

そ
の明治中期につくられた

数寄屋建築の増改築。
横内さんの最初の仕事は、
まさに日本的なものだった。
古いものから学びとりながらも、
現代の建築文化と
暮らしとの
両立を目指した
デビュー作になった。
取材・文／豊田正弘　写真／畑 亮

増
改
築
さ
れ
た
ダ
イ
ニ
ン

グ
キ
ッ
チ
ン
。
台
所
か
ら

食
堂
を
見
る
。
山
の
斜
面

に
植
え
ら
れ
た
這
寒
椿
が

開
口
部
い
っ
ぱ
い
に
広
が

っ
て
い
る
。
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　横
内
敏
人
さ
ん
の
事
務
所
「
森
の
ア
ト
リ

エ
」
は
、
京
都
市
内
か
ら
ほ
ど
近
い
東
山
の

山
裾
、
若
王
子
に
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り

る
と
い
き
な
り
の
急
坂
を
上
っ
て
山
の
な
か

へ
。
息
も
切
れ
か
か
っ
た
と
こ
ろ
に
姿
を
見

せ
る
切
妻
の
瓦
屋
根
が
そ
の
ア
ト
リ
エ
だ
。

ガ
ラ
ス
張
り
の
室
内
か
ら
は
、
起
伏
に
富
ん

だ
敷
地
の
先
に「
若
王
子
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」

が
見
え
、さ
ら
に
そ
こ
を
ま
わ
り
込
む
と「
若

王
子
の
家
」。近
畿
地
方
が
梅
雨
明
け
し
た
こ

の
日
、
灼
熱
の
市
内
と
は
対
照
的
に
、
窓
を

全
開
に
し
た
ア
ト
リ
エ
に
は
涼
風
が
流
れ
、

セ
ミ
と
鳥
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
た
。

「
若
王
子
の
家
」
の
主
屋
は
、
原
三
渓
の
大

番
頭
を
務
め
た
茶
人
・
古
郷
時
侍
が
、
2
軒

の
古
い
数
寄
屋
を
玄
関
で
つ
な
ぐ
形
で
明
治

中
期
に
再
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
、
画
家
の
岡
崎
桃
乞
と

住
み
継
が
れ
、
現
在
の
家
主
は
哲
学
者
の
梅

原
猛
氏
。
南
側
に
は
み
ご
と
な
池
を
も
つ
美

し
い
日
本
庭
園
が
広
が
っ
て
い
る
。

　横
内
さ
ん
は
東
京
藝
術
大
学
を
卒
業
後
、

ア
メ
リ
カ
に
4
年
間
留
学
。
前
川
國
男
建
築

設
計
事
務
所
に
勤
務
の
後
、
1
9
8
7
年
教

職
を
得
て
京
都
へ
移
住
し
独
立
す
る
。
そ
し

て
3
年
ほ
ど
後
、
義
理
の
父
に
あ
た
る
梅
原

氏
か
ら
こ
の
家
の
増
改
築
を
依
頼
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
要
望
は
、
北
西
の
隅
に
あ

る
暗
く
寒
い
旧
式
の
台
所
を
、
子
と
孫
を
合

わ
せ
て
10
人
の
家
族
、
ま
た
親
し
い
友
人
が

く
つ
ろ
げ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
つ
く

り
直
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　こ
の
小
さ
な
増
改
築
は
ま
さ
に
デ
ビ
ュ
ー

作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
京
都
の
地
に
移

っ
た
30
代
半
ば
の
建
築
家
が
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
で
吸
収
し
、
そ
れ
を
新
た
な
創
造
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
さ
ま
が
鮮
や
か
に
見
て
と

れ
る
か
ら
だ
。

　京
都
に
来
た
横
内
さ
ん
は
、
和
風
の
作
法

や
職
人
さ
ん
の
こ
と
な
ど
、
こ
こ
で
学
べ
る

も
の
は
10
年
間
か
け
て
全
部
身
に
つ
け
よ
う

と
考
え
た
。
設
計
の
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
週
に
4
日
く
ら
い
は
古

い
建
物
を
見
て
ま
わ
る
。
す
る
と
、
か
つ
て

ア
メ
リ
カ
で
悩
ま
さ
れ
た
気
候
風
土
や
文
化

に
つ
い
て
の
違
和
感
が
、
溶
け
て
な
く
な
っ

て
い
く
よ
う
に
思
え
た
と
い
う
。

　ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
を
経
て
、
90
年

代
に
は
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
景
気
が
落
ち
込
む
。

同
時
に
日
本
の
文
化
的
評
価
は
下
が
っ
て
い

っ
た
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
文
化
の
ル
ー
ツ

を
見
失
い
、
地
に
足
が
着
い
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
横
内
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
近
代
は

人
間
の
生
活
を
豊
か
に
し
た
が
、
そ
の
行
き

す
ぎ
は
よ
く
な
い
。
伝
統
的
な
美
意
識
や
価

値
観
が
街
中
に
残
る
京
都
に
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
視
点
が
定
ま
っ
て
い
く
。

　さ
て
そ
の
主
屋
を
細
か
に
実
測
す
る
と
、

茶
人
に
よ
る
家
は
多
く
の
こ
だ
わ
り
に
満
ち

て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
構
造
は
ご
く
華

奢
な
木
造
で
、
西
洋
建
築
の
よ
う
な
物
質
的

な
永
遠
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
空
間

に
込
め
ら
れ
た
愛
情
が
、
1
5
0
年
に
わ
た

っ
て
住
み
継
が
れ
る
建
築
を
生
ん
で
い
る
。

　そ
の
具
体
的
な
魅
力
に
、
ま
ず
ア
プ
ロ
ー

チ
を
挙
げ
て
く
れ
た
。
す
べ
て
が
微
妙
に
曲

が
っ
て
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

そ
し
て
通
路
か
ら
玄
関
、「
一
畳
の
間
」、
茶

室
へ
の
露
地
あ
た
り
を
、
5
m
角
ほ
ど
の
な

か
に
納
め
た
空
間
密
度
の
高
さ
。
ま
た
「
一

畳
の
間
」
に
は
四
分
の
三
の
台
目
畳
が
敷
か

れ
、
ひ
と
り
で
お
茶
を
点
て
て
そ
れ
を
飲
み
、

軸
と
向
き
合
い
瞑
想
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
決
ま
り
ご
と
の
多
い
現
在
の
茶
室
に
対

し
、
も
っ
と
自
由
に
も
の
が
つ
く
れ
た
時
代

だ
っ
た
と
い
う
。

　そ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
ス
ケ
ー
ル
感
は
、

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
も
生
か
さ
れ
た
。

既
存
の
瓦
屋
根
を
い
じ
ら
ず
、
下
屋
を
葺
き

下
ろ
し
て
増
築
し
、
天
井
を
低
く
押
さ
え
る
。

テ
ー
ブ
ル
の
天
板
な
ど
す
べ
て
を
小
ぶ
り
に

つ
く
る
こ
と
で
、
身
体
に
心
地
よ
い
空
間
を

得
て
い
る
。

　主
屋
の
修
繕
を
以
前
か
ら
手
が
け
て
い
た

の
は
、
著
名
な
数
寄
屋
大
工
の
中
村
外
二
氏
。

氏
と
中
村
外
二
工
務
店
の
い
ろ
い
ろ
な
職
人

さ
ん
た
ち
か
ら
木
造
を
学
ん
だ
と
横
内
さ
ん

　1
年
近
く
に
お
よ
ぶ
設
計
期
間
は
、
横
内

さ
ん
が
図
面
を
描
い
て
職
人
さ
ん
の
と
こ
ろ

へ
持
っ
て
い
き
、
だ
め
出
し
を
受
け
て
描
き

直
す
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
と
い
う
。
障

子
の
図
面
を
建
具
屋
さ
ん
に
見
せ
る
と
、「
こ

ん
な
も
ん
、
つ
く
れ
ま
へ
ん
わ
」
と
取
り
合

っ
て
く
れ
な
い
。
で
も
、「
東
京
か
ら
来
た
ば

か
り
で
何
も
わ
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
く
だ

さ
い
」
と
頭
を
下
げ
る
と
、「
じ
ゃ
あ
教
え
た

る
」
と
だ
め
な
理
由
を
全
部
指
摘
し
て
く
れ

た
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
京
都
の
上
等
な
障
子

は
、
手
漉
き
の
和
紙
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て

組
子
が
割
っ
て
あ
る
。
変
な
組
子
の
障
子
は

安
物
の
障
子
紙
し
か
張
れ
な
く
な
る
か
ら
よ

く
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
。

　職
人
さ
ん
は
ひ
と
た
び
信
頼
関
係
が
で
き

る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
彼
ら
も
地
方
か
ら
修
行
に
来
て
そ
の

ま
ま
居
つ
い
た
人
が
多
く
、
そ
の
苦
労
を
知

っ
て
い
る
た
め
、
よ
そ
者
に
対
し
て
親
切
な

の
だ
。
京
都
の
排
他
性
は
よ
く
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
だ
が
、
そ
ん
な
感
じ
は
全
然
し
な
か
っ

た
と
振
り
返
る
。

　古
い
建
物
を
見
歩
く
う
ち
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
印
象
が
弱
い
と
横
内
さ

ん
は
感
じ
は
じ
め
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
京

都
の
庭
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
。
日
本
建

築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
両
者
は

一
体
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
は
も
と
も

と
自
然
を
恵
み
と
し
て
受
け
取
る
価
値
観
が

あ
り
、
京
都
は
そ
う
し
た
庭
の
文
化
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
風
土
だ
と
知
る
。

　こ
こ
で
も
ま
た
出
会
い
が
あ
っ
た
。
庭
師

の
明
貫
厚
氏
。
そ
の
自
由
な
発
想
や
、「
庭
は

哲
学
的
で
あ
り
、
建
築
よ
り
も
語
り
か
け
て

く
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
若
王
子
の
家
」

の
斬
新
な
庭
づ
く
り
を
後
押
し
し
て
い
く
。

　椅
子
と
机
の
空
間
か
ら
見
え
る
北
庭
は
、

日
本
庭
園
と
は
違
う
は
ず
だ
と
横
内
さ
ん
は

考
え
た
。
も
と
も
と
藪
で
真
っ
暗
だ
っ
た
と

こ
ろ
を
、
山
の
斜
面
の
雑
木
を
す
べ
て
切
り
、

裏
の
楓
の
林
だ
け
を
残
す
。
そ
し
て
、
日
本

固
有
種
で
あ
る
這
寒
椿
の
大
刈
込
み
。
可
憐

な
花
の
赤
、
深
み
の
あ
る
葉
の
緑
が
、
室
内

と
一
体
化
し
た
み
ご
と
な
庭
と
な
っ
た
。

　こ
の
住
宅
に
快
適
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る

新
た
な
要
素
と
し
て
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
と
オ

ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
キ
ッ
チ
ン
の
ふ
た
つ

を
取
り
上
げ
よ
う
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
面
積
か
ら
す
る

と
、
一
畳
大
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
は
相
当
に
大

き
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
北
向
き
の
部

屋
の
暗
さ
や
天
井
の
圧
迫
感
が
解
消
さ
れ
、

ガ
ラ
ス
越
し
に
裏
の
楓
を
望
む
視
線
を
得
て

い
る
。
ま
た
庭
を
背
に
主
人
が
座
る
と
一
般

に
は
顔
が
影
と
な
る
が
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
の

光
は
そ
の
見
栄
え
を
よ
く
し
て
く
れ
る
。
夜

間
に
は
障
子
が
引
き
出
さ
れ
、
落
ち
着
い
た

室
内
を
つ
く
る
。

　キ
ッ
チ
ン
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
完
全

な
オ
ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
で
、
フ
ラ
ッ
ト

な
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大

勢
の
と
き
に
は
み
ん
な
で
台
所
を
使
い
た
い

と
い
う
建
主
の
希
望
に
こ
た
え
た
も
の
。
そ

こ
で
困
っ
た
の
は
、
洗
っ
た
も
の
を
ど
こ
に

置
く
か
と
い
う
水
切
り
の
問
題
だ
っ
た
。
こ

こ
で
は
44
㎜
厚
の
黒
御
影
石
の
天
板
を
削
り

込
ん
で
ス
ノ
コ
を
置
き
、
下
に
落
ち
た
水
を

勾
配
に
よ
り
シ
ン
ク
に
流
し
て
い
る
。
ま
た

左
右
に
配
し
た
水
切
り
と
ま
な
板
は
ふ
た
つ

ず
つ
を
同
じ
サ
イ
ズ
に
す
る
こ
と
で
、
ひ
と

組
を
入
れ
替
え
れ
ば
ふ
た
り
で
包
丁
が
使
え

る
。
水
栓
も
同
じ
も
の
を
ふ
た
つ
並
べ
た
。

　さ
ら
に
表
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
秘
め

た
技
術
が
、
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る

の
も
見
逃
せ
な
い
。

　ま
ず
掃
き
出
し
窓
は
、
既
存
部
と
同
様
の

繊
細
な
木
製
建
具
だ
が
、
ガ
ラ
ス
戸
と
障
子

の
あ
い
だ
に
内
雨
戸
を
入
れ
た
。
断
熱
と
防

犯
の
役
割
を
は
た
す
と
と
も
に
、
高
齢
の
夫

妻
が
毎
日
の
開
け
閉
て
に
際
し
ガ
ラ
ス
戸
を

動
か
さ
ず
に
す
む
。

　そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
下
屋
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
床
レ
ベ

ル
は
既
存
部
よ
り
下
が
り
、
床
下
は
地
面
か

ら
15
㎝
く
ら
い
し
か
と
れ
な
い
。
そ
こ
で
床

下
全
体
を
掘
り
下
げ
、
新
た
な
柱
を
立
て
た

う
え
で
通
気
性
を
確
保
し
て
い
る
。

　ま
た
こ
こ
で
は
掃
き
出
し
窓
の
下
枠
や
桁

の
裏
側
に
、
9
㎜
厚
の
鉄
板
を
ネ
ジ
留
め
し

て
構
造
的
な
強
度
を
補
っ
て
い
る
。
伝
統
的

な
工
法
だ
け
で
は
、
と
く
に
茶
室
な
ど
は
華

奢
な
た
め
台
風
が
来
れ
ば
傷
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
補
強
は
多
く
の
建
築
家
と
仕
事
を
し
て

き
た
中
村
外
二
氏
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
と

い
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ネ
ジ
留
め
は
茶
室

な
ど
を
移
築
す
る
と
き
に
解
体
し
や
す
い
と

い
う
利
点
も
あ
る
そ
う
だ
。
き
わ
め
て
今
日

的
で
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
発
想
で
は
な
い
か
。

　こ
う
し
た
増
改
築
に
は
、
古
い
も
の
に
ま

っ
た
く
新
し
い
も
の
を
対
比
的
に
加
え
る
方

法
と
、
ま
た
一
方
で
保
存
再
生
の
よ
う
に
完

全
な
数
寄
屋
建
築
を
つ
く
る
方
法
と
が
あ
る
。

矛
盾
す
る
対
比
的
な
価
値
観
や
美
意
識
に
つ

い
て
、
ど
ち
ら
か
に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
え
ば
、

設
計
の
立
ち
位
置
は
明
快
に
な
り
、
表
現
も

先
鋭
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
両
方

を
飲
み
込
ん
で
、
自
分
の
な
か
で
消
化
す
る

し
か
な
か
っ
た
と
横
内
さ
ん
は
言
う
。

　そ
の
好
例
と
し
て
前
川
國
男
の
「
自
邸
」

（
42
）を
挙
げ
る
。
伝
統
的
な
日
本
建
築
の
大

屋
根
の
形
と
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
か
ら
学

ん
だ
西
洋
的
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
が
、
一
軒

の
家
で
両
立
し
て
い
る
。
単
純
明
快
な
も
の

だ
け
が
美
し
い
と
は
限
ら
な
い
。

　伝
統
と
現
代
、
西
洋
と
日
本
、
数
寄
屋
の

世
界
と
日
常
の
生
活
、
畳
座
と
い
す
座
…
…
。

こ
の
住
宅
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
極
的
な
価
値

観
が
凝
縮
さ
れ
、
深
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

横
内
さ
ん
が
つ
く
っ
て
い
く
数
々
の
作
品
の

萌
芽
が
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
だ
。

創
作
活
動
の
原
点

北側の増築部南側の既存部

京
都
の

伝
統
か
ら

学
ぶ
こ
と

若
王
子
の

主
屋
か
ら

学
ぶ
こ
と

中
村
外
二
氏
か
ら

学
ぶ
こ
と

は
言
う
。

　外
二
氏
と
初
め
て
会
っ
た
と
き
に
言
わ
れ

た
の
は
、「
今
の
建
築
家
は
観
念
的
で
、
自
分

の
頭
の
な
か
で
考
え
た
こ
と
が
全
部
形
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
ん
な
簡
単
に
は

い
か
な
い
。
ま
し
て
木
造
は
、
ま
ず
材
料
を

見
て
も
ら
わ
な
い
と
だ
め
だ
」。

　そ
し
て
そ
の
ま
ま
、
大
き
な
材
料
倉
庫
に

連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
考

え
て
い
た
建
築
の
世
界
と
ま
っ
た
く
別
の
世

界
が
あ
る
こ
と
に
、「
も
の
」
で
気
づ
か
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

　丸
太
の
原
木
を
買
い
つ
け
、
自
ら
の
考
え

る
サ
イ
ズ
に
丁
寧
に
挽
き
、
乾
燥
さ
せ
て
保

管
す
る
。
外
二
氏
は
、「
材
木
の
優
劣
は
人
間

が
勝
手
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
木
そ
の
も

の
は
す
べ
て
命
な
の
だ
か
ら
価
値
は
一
緒
」

と
考
え
、
日
本
の
数
寄
屋
大
工
が
使
わ
な
い

洋
材
も
自
由
に
扱
っ
て
い
く
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
天
井
に
張
ら
れ

た
の
は
米
杉
。
多
く
は
下
地
材
に
使
わ
れ
る

樹
種
だ
が
、
90
㎝
幅
を
超
え
る
一
枚
板
は
美

し
く
空
間
を
包
み
込
ん
で
い
る
。「
伝
統
を
保

つ
。
し
か
し
そ
れ
は
つ
ね
に
更
新
さ
れ
る
か

ら
、
そ
の
時
代
の
伝
統
を
目
指
す
」
と
い
う

外
二
氏
の
姿
勢
は
、
横
内
さ
ん
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
外
二
氏
か
ら
は
法

隆
寺
の
古
材
の
柱
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
申
し

出
が
あ
っ
た
。
昭
和
の
大
修
理
の
際
に
入
手

し
た
も
の
で
、『
隠
さ
れ
た
十
字
架
』
と
い
う

法
隆
寺
論
を
著
し
た
梅
原
氏
の
家
に
ぜ
ひ
と
。

大
い
に
悩
ん
だ
後
、
直
径
25
㎝
の
存
在
感
あ

ふ
れ
る
柱
は
、
屋
根
を
支
え
る
構
造
材
と
し

て
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
テ
ー
ブ
ル
の
一
角

を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
私
た
ち
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く
変

わ
り
、
古
い
日
本
家
屋
で
そ
の
ま
ま
暮
ら

す
の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
生
活

面
で
ど
の
よ
う
に
現
代
化
し
て
い
く
か
。

そ
れ
を
自
分
の
な
か
で
消
化
し
再
構
築
さ

せ
る
こ
と
が
最
大
の
テ
ー
マ
で
し
た
」

入母屋の既存建物の軒か
ら下屋を延長することで
増改築をしている。増築
部の屋根は銅板瓦棒葺き。

玄関（既存部）

２軒の古い数寄屋をつな
ぐ既存部の玄関。門扉か
ら飛石や延段を踏みしめ
ながら玄関に至る。

法隆寺の
柱と
天井の納まり

中村外二工務店が保有し
ていた法隆寺の柱（昭和
の大修理の際に市場に出
たもの）を、増改築部分
の構造的にも機能する柱
として転用している。

木々の生い茂ったなかに
たたずんでいる。既存建
物は明治中期に２軒の古
い数寄屋を移築・再生し
たもので、元の家屋の建
造は元禄時代までさかの
ぼるという。
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　横
内
敏
人
さ
ん
の
事
務
所
「
森
の
ア
ト
リ

エ
」
は
、
京
都
市
内
か
ら
ほ
ど
近
い
東
山
の

山
裾
、
若
王
子
に
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り

る
と
い
き
な
り
の
急
坂
を
上
っ
て
山
の
な
か

へ
。
息
も
切
れ
か
か
っ
た
と
こ
ろ
に
姿
を
見

せ
る
切
妻
の
瓦
屋
根
が
そ
の
ア
ト
リ
エ
だ
。

ガ
ラ
ス
張
り
の
室
内
か
ら
は
、
起
伏
に
富
ん

だ
敷
地
の
先
に「
若
王
子
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」

が
見
え
、さ
ら
に
そ
こ
を
ま
わ
り
込
む
と「
若

王
子
の
家
」。近
畿
地
方
が
梅
雨
明
け
し
た
こ

の
日
、
灼
熱
の
市
内
と
は
対
照
的
に
、
窓
を

全
開
に
し
た
ア
ト
リ
エ
に
は
涼
風
が
流
れ
、

セ
ミ
と
鳥
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
た
。

「
若
王
子
の
家
」
の
主
屋
は
、
原
三
渓
の
大

番
頭
を
務
め
た
茶
人
・
古
郷
時
侍
が
、
2
軒

の
古
い
数
寄
屋
を
玄
関
で
つ
な
ぐ
形
で
明
治

中
期
に
再
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
、
画
家
の
岡
崎
桃
乞
と

住
み
継
が
れ
、
現
在
の
家
主
は
哲
学
者
の
梅

原
猛
氏
。
南
側
に
は
み
ご
と
な
池
を
も
つ
美

し
い
日
本
庭
園
が
広
が
っ
て
い
る
。

　横
内
さ
ん
は
東
京
藝
術
大
学
を
卒
業
後
、

ア
メ
リ
カ
に
4
年
間
留
学
。
前
川
國
男
建
築

設
計
事
務
所
に
勤
務
の
後
、
1
9
8
7
年
教

職
を
得
て
京
都
へ
移
住
し
独
立
す
る
。
そ
し

て
3
年
ほ
ど
後
、
義
理
の
父
に
あ
た
る
梅
原

氏
か
ら
こ
の
家
の
増
改
築
を
依
頼
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
要
望
は
、
北
西
の
隅
に
あ

る
暗
く
寒
い
旧
式
の
台
所
を
、
子
と
孫
を
合

わ
せ
て
10
人
の
家
族
、
ま
た
親
し
い
友
人
が

く
つ
ろ
げ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
つ
く

り
直
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　こ
の
小
さ
な
増
改
築
は
ま
さ
に
デ
ビ
ュ
ー

作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
京
都
の
地
に
移

っ
た
30
代
半
ば
の
建
築
家
が
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
で
吸
収
し
、
そ
れ
を
新
た
な
創
造
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
さ
ま
が
鮮
や
か
に
見
て
と

れ
る
か
ら
だ
。

　京
都
に
来
た
横
内
さ
ん
は
、
和
風
の
作
法

や
職
人
さ
ん
の
こ
と
な
ど
、
こ
こ
で
学
べ
る

も
の
は
10
年
間
か
け
て
全
部
身
に
つ
け
よ
う

と
考
え
た
。
設
計
の
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
週
に
4
日
く
ら
い
は
古

い
建
物
を
見
て
ま
わ
る
。
す
る
と
、
か
つ
て

ア
メ
リ
カ
で
悩
ま
さ
れ
た
気
候
風
土
や
文
化

に
つ
い
て
の
違
和
感
が
、
溶
け
て
な
く
な
っ

て
い
く
よ
う
に
思
え
た
と
い
う
。

　ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
を
経
て
、
90
年

代
に
は
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
景
気
が
落
ち
込
む
。

同
時
に
日
本
の
文
化
的
評
価
は
下
が
っ
て
い

っ
た
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
文
化
の
ル
ー
ツ

を
見
失
い
、
地
に
足
が
着
い
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
横
内
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
近
代
は

人
間
の
生
活
を
豊
か
に
し
た
が
、
そ
の
行
き

す
ぎ
は
よ
く
な
い
。
伝
統
的
な
美
意
識
や
価

値
観
が
街
中
に
残
る
京
都
に
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
視
点
が
定
ま
っ
て
い
く
。

　さ
て
そ
の
主
屋
を
細
か
に
実
測
す
る
と
、

茶
人
に
よ
る
家
は
多
く
の
こ
だ
わ
り
に
満
ち

て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
構
造
は
ご
く
華

奢
な
木
造
で
、
西
洋
建
築
の
よ
う
な
物
質
的

な
永
遠
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
空
間

に
込
め
ら
れ
た
愛
情
が
、
1
5
0
年
に
わ
た

っ
て
住
み
継
が
れ
る
建
築
を
生
ん
で
い
る
。

　そ
の
具
体
的
な
魅
力
に
、
ま
ず
ア
プ
ロ
ー

チ
を
挙
げ
て
く
れ
た
。
す
べ
て
が
微
妙
に
曲

が
っ
て
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

そ
し
て
通
路
か
ら
玄
関
、「
一
畳
の
間
」、
茶

室
へ
の
露
地
あ
た
り
を
、
5
m
角
ほ
ど
の
な

か
に
納
め
た
空
間
密
度
の
高
さ
。
ま
た
「
一

畳
の
間
」
に
は
四
分
の
三
の
台
目
畳
が
敷
か

れ
、
ひ
と
り
で
お
茶
を
点
て
て
そ
れ
を
飲
み
、

軸
と
向
き
合
い
瞑
想
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
決
ま
り
ご
と
の
多
い
現
在
の
茶
室
に
対

し
、
も
っ
と
自
由
に
も
の
が
つ
く
れ
た
時
代

だ
っ
た
と
い
う
。

　そ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
ス
ケ
ー
ル
感
は
、

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
も
生
か
さ
れ
た
。

既
存
の
瓦
屋
根
を
い
じ
ら
ず
、
下
屋
を
葺
き

下
ろ
し
て
増
築
し
、
天
井
を
低
く
押
さ
え
る
。

テ
ー
ブ
ル
の
天
板
な
ど
す
べ
て
を
小
ぶ
り
に

つ
く
る
こ
と
で
、
身
体
に
心
地
よ
い
空
間
を

得
て
い
る
。

　主
屋
の
修
繕
を
以
前
か
ら
手
が
け
て
い
た

の
は
、
著
名
な
数
寄
屋
大
工
の
中
村
外
二
氏
。

氏
と
中
村
外
二
工
務
店
の
い
ろ
い
ろ
な
職
人

さ
ん
た
ち
か
ら
木
造
を
学
ん
だ
と
横
内
さ
ん

　1
年
近
く
に
お
よ
ぶ
設
計
期
間
は
、
横
内

さ
ん
が
図
面
を
描
い
て
職
人
さ
ん
の
と
こ
ろ

へ
持
っ
て
い
き
、
だ
め
出
し
を
受
け
て
描
き

直
す
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
と
い
う
。
障

子
の
図
面
を
建
具
屋
さ
ん
に
見
せ
る
と
、「
こ

ん
な
も
ん
、
つ
く
れ
ま
へ
ん
わ
」
と
取
り
合

っ
て
く
れ
な
い
。
で
も
、「
東
京
か
ら
来
た
ば

か
り
で
何
も
わ
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
く
だ

さ
い
」
と
頭
を
下
げ
る
と
、「
じ
ゃ
あ
教
え
た

る
」
と
だ
め
な
理
由
を
全
部
指
摘
し
て
く
れ

た
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
京
都
の
上
等
な
障
子

は
、
手
漉
き
の
和
紙
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て

組
子
が
割
っ
て
あ
る
。
変
な
組
子
の
障
子
は

安
物
の
障
子
紙
し
か
張
れ
な
く
な
る
か
ら
よ

く
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
。

　職
人
さ
ん
は
ひ
と
た
び
信
頼
関
係
が
で
き

る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
彼
ら
も
地
方
か
ら
修
行
に
来
て
そ
の

ま
ま
居
つ
い
た
人
が
多
く
、
そ
の
苦
労
を
知

っ
て
い
る
た
め
、
よ
そ
者
に
対
し
て
親
切
な

の
だ
。
京
都
の
排
他
性
は
よ
く
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
だ
が
、
そ
ん
な
感
じ
は
全
然
し
な
か
っ

た
と
振
り
返
る
。

　古
い
建
物
を
見
歩
く
う
ち
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
印
象
が
弱
い
と
横
内
さ

ん
は
感
じ
は
じ
め
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
京

都
の
庭
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
。
日
本
建

築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
両
者
は

一
体
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
は
も
と
も

と
自
然
を
恵
み
と
し
て
受
け
取
る
価
値
観
が

あ
り
、
京
都
は
そ
う
し
た
庭
の
文
化
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
風
土
だ
と
知
る
。

　こ
こ
で
も
ま
た
出
会
い
が
あ
っ
た
。
庭
師

の
明
貫
厚
氏
。
そ
の
自
由
な
発
想
や
、「
庭
は

哲
学
的
で
あ
り
、
建
築
よ
り
も
語
り
か
け
て

く
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
若
王
子
の
家
」

の
斬
新
な
庭
づ
く
り
を
後
押
し
し
て
い
く
。

　椅
子
と
机
の
空
間
か
ら
見
え
る
北
庭
は
、

日
本
庭
園
と
は
違
う
は
ず
だ
と
横
内
さ
ん
は

考
え
た
。
も
と
も
と
藪
で
真
っ
暗
だ
っ
た
と

こ
ろ
を
、
山
の
斜
面
の
雑
木
を
す
べ
て
切
り
、

裏
の
楓
の
林
だ
け
を
残
す
。
そ
し
て
、
日
本

固
有
種
で
あ
る
這
寒
椿
の
大
刈
込
み
。
可
憐

な
花
の
赤
、
深
み
の
あ
る
葉
の
緑
が
、
室
内

と
一
体
化
し
た
み
ご
と
な
庭
と
な
っ
た
。

　こ
の
住
宅
に
快
適
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る

新
た
な
要
素
と
し
て
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
と
オ

ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
キ
ッ
チ
ン
の
ふ
た
つ

を
取
り
上
げ
よ
う
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
面
積
か
ら
す
る

と
、
一
畳
大
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
は
相
当
に
大

き
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
北
向
き
の
部

屋
の
暗
さ
や
天
井
の
圧
迫
感
が
解
消
さ
れ
、

ガ
ラ
ス
越
し
に
裏
の
楓
を
望
む
視
線
を
得
て

い
る
。
ま
た
庭
を
背
に
主
人
が
座
る
と
一
般

に
は
顔
が
影
と
な
る
が
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
の

光
は
そ
の
見
栄
え
を
よ
く
し
て
く
れ
る
。
夜

間
に
は
障
子
が
引
き
出
さ
れ
、
落
ち
着
い
た

室
内
を
つ
く
る
。

　キ
ッ
チ
ン
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
完
全

な
オ
ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
で
、
フ
ラ
ッ
ト

な
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大

勢
の
と
き
に
は
み
ん
な
で
台
所
を
使
い
た
い

と
い
う
建
主
の
希
望
に
こ
た
え
た
も
の
。
そ

こ
で
困
っ
た
の
は
、
洗
っ
た
も
の
を
ど
こ
に

置
く
か
と
い
う
水
切
り
の
問
題
だ
っ
た
。
こ

こ
で
は
44
㎜
厚
の
黒
御
影
石
の
天
板
を
削
り

込
ん
で
ス
ノ
コ
を
置
き
、
下
に
落
ち
た
水
を

勾
配
に
よ
り
シ
ン
ク
に
流
し
て
い
る
。
ま
た

左
右
に
配
し
た
水
切
り
と
ま
な
板
は
ふ
た
つ

ず
つ
を
同
じ
サ
イ
ズ
に
す
る
こ
と
で
、
ひ
と

組
を
入
れ
替
え
れ
ば
ふ
た
り
で
包
丁
が
使
え

る
。
水
栓
も
同
じ
も
の
を
ふ
た
つ
並
べ
た
。

　さ
ら
に
表
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
秘
め

た
技
術
が
、
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る

の
も
見
逃
せ
な
い
。

　ま
ず
掃
き
出
し
窓
は
、
既
存
部
と
同
様
の

繊
細
な
木
製
建
具
だ
が
、
ガ
ラ
ス
戸
と
障
子

の
あ
い
だ
に
内
雨
戸
を
入
れ
た
。
断
熱
と
防

犯
の
役
割
を
は
た
す
と
と
も
に
、
高
齢
の
夫

妻
が
毎
日
の
開
け
閉
て
に
際
し
ガ
ラ
ス
戸
を

動
か
さ
ず
に
す
む
。

　そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
下
屋
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
床
レ
ベ

ル
は
既
存
部
よ
り
下
が
り
、
床
下
は
地
面
か

ら
15
㎝
く
ら
い
し
か
と
れ
な
い
。
そ
こ
で
床

下
全
体
を
掘
り
下
げ
、
新
た
な
柱
を
立
て
た

う
え
で
通
気
性
を
確
保
し
て
い
る
。

　ま
た
こ
こ
で
は
掃
き
出
し
窓
の
下
枠
や
桁

の
裏
側
に
、
9
㎜
厚
の
鉄
板
を
ネ
ジ
留
め
し

て
構
造
的
な
強
度
を
補
っ
て
い
る
。
伝
統
的

な
工
法
だ
け
で
は
、
と
く
に
茶
室
な
ど
は
華

奢
な
た
め
台
風
が
来
れ
ば
傷
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
補
強
は
多
く
の
建
築
家
と
仕
事
を
し
て

き
た
中
村
外
二
氏
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
と

い
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ネ
ジ
留
め
は
茶
室

な
ど
を
移
築
す
る
と
き
に
解
体
し
や
す
い
と

い
う
利
点
も
あ
る
そ
う
だ
。
き
わ
め
て
今
日

的
で
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
発
想
で
は
な
い
か
。

　こ
う
し
た
増
改
築
に
は
、
古
い
も
の
に
ま

っ
た
く
新
し
い
も
の
を
対
比
的
に
加
え
る
方

法
と
、
ま
た
一
方
で
保
存
再
生
の
よ
う
に
完

全
な
数
寄
屋
建
築
を
つ
く
る
方
法
と
が
あ
る
。

矛
盾
す
る
対
比
的
な
価
値
観
や
美
意
識
に
つ

い
て
、
ど
ち
ら
か
に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
え
ば
、

設
計
の
立
ち
位
置
は
明
快
に
な
り
、
表
現
も

先
鋭
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
両
方

を
飲
み
込
ん
で
、
自
分
の
な
か
で
消
化
す
る

し
か
な
か
っ
た
と
横
内
さ
ん
は
言
う
。

　そ
の
好
例
と
し
て
前
川
國
男
の
「
自
邸
」

（
42
）を
挙
げ
る
。
伝
統
的
な
日
本
建
築
の
大

屋
根
の
形
と
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
か
ら
学

ん
だ
西
洋
的
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
が
、
一
軒

の
家
で
両
立
し
て
い
る
。
単
純
明
快
な
も
の

だ
け
が
美
し
い
と
は
限
ら
な
い
。

　伝
統
と
現
代
、
西
洋
と
日
本
、
数
寄
屋
の

世
界
と
日
常
の
生
活
、
畳
座
と
い
す
座
…
…
。

こ
の
住
宅
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
極
的
な
価
値

観
が
凝
縮
さ
れ
、
深
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

横
内
さ
ん
が
つ
く
っ
て
い
く
数
々
の
作
品
の

萌
芽
が
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
だ
。

創
作
活
動
の
原
点

北側の増築部南側の既存部

京
都
の

伝
統
か
ら

学
ぶ
こ
と

若
王
子
の

主
屋
か
ら

学
ぶ
こ
と

中
村
外
二
氏
か
ら

学
ぶ
こ
と

は
言
う
。

　外
二
氏
と
初
め
て
会
っ
た
と
き
に
言
わ
れ

た
の
は
、「
今
の
建
築
家
は
観
念
的
で
、
自
分

の
頭
の
な
か
で
考
え
た
こ
と
が
全
部
形
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
ん
な
簡
単
に
は

い
か
な
い
。
ま
し
て
木
造
は
、
ま
ず
材
料
を

見
て
も
ら
わ
な
い
と
だ
め
だ
」。

　そ
し
て
そ
の
ま
ま
、
大
き
な
材
料
倉
庫
に

連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
考

え
て
い
た
建
築
の
世
界
と
ま
っ
た
く
別
の
世

界
が
あ
る
こ
と
に
、「
も
の
」
で
気
づ
か
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

　丸
太
の
原
木
を
買
い
つ
け
、
自
ら
の
考
え

る
サ
イ
ズ
に
丁
寧
に
挽
き
、
乾
燥
さ
せ
て
保

管
す
る
。
外
二
氏
は
、「
材
木
の
優
劣
は
人
間

が
勝
手
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
木
そ
の
も

の
は
す
べ
て
命
な
の
だ
か
ら
価
値
は
一
緒
」

と
考
え
、
日
本
の
数
寄
屋
大
工
が
使
わ
な
い

洋
材
も
自
由
に
扱
っ
て
い
く
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
天
井
に
張
ら
れ

た
の
は
米
杉
。
多
く
は
下
地
材
に
使
わ
れ
る

樹
種
だ
が
、
90
㎝
幅
を
超
え
る
一
枚
板
は
美

し
く
空
間
を
包
み
込
ん
で
い
る
。「
伝
統
を
保

つ
。
し
か
し
そ
れ
は
つ
ね
に
更
新
さ
れ
る
か

ら
、
そ
の
時
代
の
伝
統
を
目
指
す
」
と
い
う

外
二
氏
の
姿
勢
は
、
横
内
さ
ん
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
外
二
氏
か
ら
は
法

隆
寺
の
古
材
の
柱
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
申
し

出
が
あ
っ
た
。
昭
和
の
大
修
理
の
際
に
入
手

し
た
も
の
で
、『
隠
さ
れ
た
十
字
架
』
と
い
う

法
隆
寺
論
を
著
し
た
梅
原
氏
の
家
に
ぜ
ひ
と
。

大
い
に
悩
ん
だ
後
、
直
径
25
㎝
の
存
在
感
あ

ふ
れ
る
柱
は
、
屋
根
を
支
え
る
構
造
材
と
し

て
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
テ
ー
ブ
ル
の
一
角

を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
私
た
ち
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く
変

わ
り
、
古
い
日
本
家
屋
で
そ
の
ま
ま
暮
ら

す
の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
生
活

面
で
ど
の
よ
う
に
現
代
化
し
て
い
く
か
。

そ
れ
を
自
分
の
な
か
で
消
化
し
再
構
築
さ

せ
る
こ
と
が
最
大
の
テ
ー
マ
で
し
た
」

入母屋の既存建物の軒か
ら下屋を延長することで
増改築をしている。増築
部の屋根は銅板瓦棒葺き。

玄関（既存部）

２軒の古い数寄屋をつな
ぐ既存部の玄関。門扉か
ら飛石や延段を踏みしめ
ながら玄関に至る。

法隆寺の
柱と
天井の納まり

中村外二工務店が保有し
ていた法隆寺の柱（昭和
の大修理の際に市場に出
たもの）を、増改築部分
の構造的にも機能する柱
として転用している。

木々の生い茂ったなかに
たたずんでいる。既存建
物は明治中期に２軒の古
い数寄屋を移築・再生し
たもので、元の家屋の建
造は元禄時代までさかの
ぼるという。
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　横
内
敏
人
さ
ん
の
事
務
所
「
森
の
ア
ト
リ

エ
」
は
、
京
都
市
内
か
ら
ほ
ど
近
い
東
山
の

山
裾
、
若
王
子
に
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り

る
と
い
き
な
り
の
急
坂
を
上
っ
て
山
の
な
か

へ
。
息
も
切
れ
か
か
っ
た
と
こ
ろ
に
姿
を
見

せ
る
切
妻
の
瓦
屋
根
が
そ
の
ア
ト
リ
エ
だ
。

ガ
ラ
ス
張
り
の
室
内
か
ら
は
、
起
伏
に
富
ん

だ
敷
地
の
先
に「
若
王
子
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」

が
見
え
、さ
ら
に
そ
こ
を
ま
わ
り
込
む
と「
若

王
子
の
家
」。近
畿
地
方
が
梅
雨
明
け
し
た
こ

の
日
、
灼
熱
の
市
内
と
は
対
照
的
に
、
窓
を

全
開
に
し
た
ア
ト
リ
エ
に
は
涼
風
が
流
れ
、

セ
ミ
と
鳥
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
た
。

「
若
王
子
の
家
」
の
主
屋
は
、
原
三
渓
の
大

番
頭
を
務
め
た
茶
人
・
古
郷
時
侍
が
、
2
軒

の
古
い
数
寄
屋
を
玄
関
で
つ
な
ぐ
形
で
明
治

中
期
に
再
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
、
画
家
の
岡
崎
桃
乞
と

住
み
継
が
れ
、
現
在
の
家
主
は
哲
学
者
の
梅

原
猛
氏
。
南
側
に
は
み
ご
と
な
池
を
も
つ
美

し
い
日
本
庭
園
が
広
が
っ
て
い
る
。

　横
内
さ
ん
は
東
京
藝
術
大
学
を
卒
業
後
、

ア
メ
リ
カ
に
4
年
間
留
学
。
前
川
國
男
建
築

設
計
事
務
所
に
勤
務
の
後
、
1
9
8
7
年
教

職
を
得
て
京
都
へ
移
住
し
独
立
す
る
。
そ
し

て
3
年
ほ
ど
後
、
義
理
の
父
に
あ
た
る
梅
原

氏
か
ら
こ
の
家
の
増
改
築
を
依
頼
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
要
望
は
、
北
西
の
隅
に
あ

る
暗
く
寒
い
旧
式
の
台
所
を
、
子
と
孫
を
合

わ
せ
て
10
人
の
家
族
、
ま
た
親
し
い
友
人
が

く
つ
ろ
げ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
つ
く

り
直
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　こ
の
小
さ
な
増
改
築
は
ま
さ
に
デ
ビ
ュ
ー

作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
京
都
の
地
に
移

っ
た
30
代
半
ば
の
建
築
家
が
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
で
吸
収
し
、
そ
れ
を
新
た
な
創
造
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
さ
ま
が
鮮
や
か
に
見
て
と

れ
る
か
ら
だ
。

　京
都
に
来
た
横
内
さ
ん
は
、
和
風
の
作
法

や
職
人
さ
ん
の
こ
と
な
ど
、
こ
こ
で
学
べ
る

も
の
は
10
年
間
か
け
て
全
部
身
に
つ
け
よ
う

と
考
え
た
。
設
計
の
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
週
に
4
日
く
ら
い
は
古

い
建
物
を
見
て
ま
わ
る
。
す
る
と
、
か
つ
て

ア
メ
リ
カ
で
悩
ま
さ
れ
た
気
候
風
土
や
文
化

に
つ
い
て
の
違
和
感
が
、
溶
け
て
な
く
な
っ

て
い
く
よ
う
に
思
え
た
と
い
う
。

　ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
を
経
て
、
90
年

代
に
は
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
景
気
が
落
ち
込
む
。

同
時
に
日
本
の
文
化
的
評
価
は
下
が
っ
て
い

っ
た
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
文
化
の
ル
ー
ツ

を
見
失
い
、
地
に
足
が
着
い
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
横
内
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
近
代
は

人
間
の
生
活
を
豊
か
に
し
た
が
、
そ
の
行
き

す
ぎ
は
よ
く
な
い
。
伝
統
的
な
美
意
識
や
価

値
観
が
街
中
に
残
る
京
都
に
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
視
点
が
定
ま
っ
て
い
く
。

　さ
て
そ
の
主
屋
を
細
か
に
実
測
す
る
と
、

茶
人
に
よ
る
家
は
多
く
の
こ
だ
わ
り
に
満
ち

て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
構
造
は
ご
く
華

奢
な
木
造
で
、
西
洋
建
築
の
よ
う
な
物
質
的

な
永
遠
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
空
間

に
込
め
ら
れ
た
愛
情
が
、
1
5
0
年
に
わ
た

っ
て
住
み
継
が
れ
る
建
築
を
生
ん
で
い
る
。

　そ
の
具
体
的
な
魅
力
に
、
ま
ず
ア
プ
ロ
ー

チ
を
挙
げ
て
く
れ
た
。
す
べ
て
が
微
妙
に
曲

が
っ
て
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

そ
し
て
通
路
か
ら
玄
関
、「
一
畳
の
間
」、
茶

室
へ
の
露
地
あ
た
り
を
、
5
m
角
ほ
ど
の
な

か
に
納
め
た
空
間
密
度
の
高
さ
。
ま
た
「
一

畳
の
間
」
に
は
四
分
の
三
の
台
目
畳
が
敷
か

れ
、
ひ
と
り
で
お
茶
を
点
て
て
そ
れ
を
飲
み
、

軸
と
向
き
合
い
瞑
想
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
決
ま
り
ご
と
の
多
い
現
在
の
茶
室
に
対

し
、
も
っ
と
自
由
に
も
の
が
つ
く
れ
た
時
代

だ
っ
た
と
い
う
。

　そ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
ス
ケ
ー
ル
感
は
、

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
も
生
か
さ
れ
た
。

既
存
の
瓦
屋
根
を
い
じ
ら
ず
、
下
屋
を
葺
き

下
ろ
し
て
増
築
し
、
天
井
を
低
く
押
さ
え
る
。

テ
ー
ブ
ル
の
天
板
な
ど
す
べ
て
を
小
ぶ
り
に

つ
く
る
こ
と
で
、
身
体
に
心
地
よ
い
空
間
を

得
て
い
る
。

　主
屋
の
修
繕
を
以
前
か
ら
手
が
け
て
い
た

の
は
、
著
名
な
数
寄
屋
大
工
の
中
村
外
二
氏
。

氏
と
中
村
外
二
工
務
店
の
い
ろ
い
ろ
な
職
人

さ
ん
た
ち
か
ら
木
造
を
学
ん
だ
と
横
内
さ
ん

　1
年
近
く
に
お
よ
ぶ
設
計
期
間
は
、
横
内

さ
ん
が
図
面
を
描
い
て
職
人
さ
ん
の
と
こ
ろ

へ
持
っ
て
い
き
、
だ
め
出
し
を
受
け
て
描
き

直
す
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
と
い
う
。
障

子
の
図
面
を
建
具
屋
さ
ん
に
見
せ
る
と
、「
こ

ん
な
も
ん
、
つ
く
れ
ま
へ
ん
わ
」
と
取
り
合

っ
て
く
れ
な
い
。
で
も
、「
東
京
か
ら
来
た
ば

か
り
で
何
も
わ
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
く
だ

さ
い
」
と
頭
を
下
げ
る
と
、「
じ
ゃ
あ
教
え
た

る
」
と
だ
め
な
理
由
を
全
部
指
摘
し
て
く
れ

た
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
京
都
の
上
等
な
障
子

は
、
手
漉
き
の
和
紙
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て

組
子
が
割
っ
て
あ
る
。
変
な
組
子
の
障
子
は

安
物
の
障
子
紙
し
か
張
れ
な
く
な
る
か
ら
よ

く
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
。

　職
人
さ
ん
は
ひ
と
た
び
信
頼
関
係
が
で
き

る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
彼
ら
も
地
方
か
ら
修
行
に
来
て
そ
の

ま
ま
居
つ
い
た
人
が
多
く
、
そ
の
苦
労
を
知

っ
て
い
る
た
め
、
よ
そ
者
に
対
し
て
親
切
な

の
だ
。
京
都
の
排
他
性
は
よ
く
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
だ
が
、
そ
ん
な
感
じ
は
全
然
し
な
か
っ

た
と
振
り
返
る
。

　古
い
建
物
を
見
歩
く
う
ち
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
印
象
が
弱
い
と
横
内
さ

ん
は
感
じ
は
じ
め
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
京

都
の
庭
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
。
日
本
建

築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
両
者
は

一
体
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
は
も
と
も

と
自
然
を
恵
み
と
し
て
受
け
取
る
価
値
観
が

あ
り
、
京
都
は
そ
う
し
た
庭
の
文
化
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
風
土
だ
と
知
る
。

　こ
こ
で
も
ま
た
出
会
い
が
あ
っ
た
。
庭
師

の
明
貫
厚
氏
。
そ
の
自
由
な
発
想
や
、「
庭
は

哲
学
的
で
あ
り
、
建
築
よ
り
も
語
り
か
け
て

く
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
若
王
子
の
家
」

の
斬
新
な
庭
づ
く
り
を
後
押
し
し
て
い
く
。

　椅
子
と
机
の
空
間
か
ら
見
え
る
北
庭
は
、

日
本
庭
園
と
は
違
う
は
ず
だ
と
横
内
さ
ん
は

考
え
た
。
も
と
も
と
藪
で
真
っ
暗
だ
っ
た
と

こ
ろ
を
、
山
の
斜
面
の
雑
木
を
す
べ
て
切
り
、

裏
の
楓
の
林
だ
け
を
残
す
。
そ
し
て
、
日
本

固
有
種
で
あ
る
這
寒
椿
の
大
刈
込
み
。
可
憐

な
花
の
赤
、
深
み
の
あ
る
葉
の
緑
が
、
室
内

と
一
体
化
し
た
み
ご
と
な
庭
と
な
っ
た
。

　こ
の
住
宅
に
快
適
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る

新
た
な
要
素
と
し
て
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
と
オ

ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
キ
ッ
チ
ン
の
ふ
た
つ

を
取
り
上
げ
よ
う
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
面
積
か
ら
す
る

と
、
一
畳
大
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
は
相
当
に
大

き
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
北
向
き
の
部

屋
の
暗
さ
や
天
井
の
圧
迫
感
が
解
消
さ
れ
、

ガ
ラ
ス
越
し
に
裏
の
楓
を
望
む
視
線
を
得
て

い
る
。
ま
た
庭
を
背
に
主
人
が
座
る
と
一
般

に
は
顔
が
影
と
な
る
が
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
の

光
は
そ
の
見
栄
え
を
よ
く
し
て
く
れ
る
。
夜

間
に
は
障
子
が
引
き
出
さ
れ
、
落
ち
着
い
た

室
内
を
つ
く
る
。

　キ
ッ
チ
ン
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
完
全

な
オ
ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
で
、
フ
ラ
ッ
ト

な
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大

勢
の
と
き
に
は
み
ん
な
で
台
所
を
使
い
た
い

と
い
う
建
主
の
希
望
に
こ
た
え
た
も
の
。
そ

こ
で
困
っ
た
の
は
、
洗
っ
た
も
の
を
ど
こ
に

置
く
か
と
い
う
水
切
り
の
問
題
だ
っ
た
。
こ

こ
で
は
44
㎜
厚
の
黒
御
影
石
の
天
板
を
削
り

込
ん
で
ス
ノ
コ
を
置
き
、
下
に
落
ち
た
水
を

勾
配
に
よ
り
シ
ン
ク
に
流
し
て
い
る
。
ま
た

左
右
に
配
し
た
水
切
り
と
ま
な
板
は
ふ
た
つ

ず
つ
を
同
じ
サ
イ
ズ
に
す
る
こ
と
で
、
ひ
と

組
を
入
れ
替
え
れ
ば
ふ
た
り
で
包
丁
が
使
え

る
。
水
栓
も
同
じ
も
の
を
ふ
た
つ
並
べ
た
。

　さ
ら
に
表
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
秘
め

た
技
術
が
、
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る

の
も
見
逃
せ
な
い
。

　ま
ず
掃
き
出
し
窓
は
、
既
存
部
と
同
様
の

繊
細
な
木
製
建
具
だ
が
、
ガ
ラ
ス
戸
と
障
子

の
あ
い
だ
に
内
雨
戸
を
入
れ
た
。
断
熱
と
防

犯
の
役
割
を
は
た
す
と
と
も
に
、
高
齢
の
夫

妻
が
毎
日
の
開
け
閉
て
に
際
し
ガ
ラ
ス
戸
を

動
か
さ
ず
に
す
む
。

　そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
下
屋
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
床
レ
ベ

ル
は
既
存
部
よ
り
下
が
り
、
床
下
は
地
面
か

ら
15
㎝
く
ら
い
し
か
と
れ
な
い
。
そ
こ
で
床

下
全
体
を
掘
り
下
げ
、
新
た
な
柱
を
立
て
た

う
え
で
通
気
性
を
確
保
し
て
い
る
。

　ま
た
こ
こ
で
は
掃
き
出
し
窓
の
下
枠
や
桁

の
裏
側
に
、
9
㎜
厚
の
鉄
板
を
ネ
ジ
留
め
し

て
構
造
的
な
強
度
を
補
っ
て
い
る
。
伝
統
的

な
工
法
だ
け
で
は
、
と
く
に
茶
室
な
ど
は
華

奢
な
た
め
台
風
が
来
れ
ば
傷
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
補
強
は
多
く
の
建
築
家
と
仕
事
を
し
て

き
た
中
村
外
二
氏
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
と

い
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ネ
ジ
留
め
は
茶
室

な
ど
を
移
築
す
る
と
き
に
解
体
し
や
す
い
と

い
う
利
点
も
あ
る
そ
う
だ
。
き
わ
め
て
今
日

的
で
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
発
想
で
は
な
い
か
。

　こ
う
し
た
増
改
築
に
は
、
古
い
も
の
に
ま

っ
た
く
新
し
い
も
の
を
対
比
的
に
加
え
る
方

法
と
、
ま
た
一
方
で
保
存
再
生
の
よ
う
に
完

全
な
数
寄
屋
建
築
を
つ
く
る
方
法
と
が
あ
る
。

矛
盾
す
る
対
比
的
な
価
値
観
や
美
意
識
に
つ

い
て
、
ど
ち
ら
か
に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
え
ば
、

設
計
の
立
ち
位
置
は
明
快
に
な
り
、
表
現
も

先
鋭
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
両
方

を
飲
み
込
ん
で
、
自
分
の
な
か
で
消
化
す
る

し
か
な
か
っ
た
と
横
内
さ
ん
は
言
う
。

　そ
の
好
例
と
し
て
前
川
國
男
の
「
自
邸
」

（
42
）を
挙
げ
る
。
伝
統
的
な
日
本
建
築
の
大

屋
根
の
形
と
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
か
ら
学

ん
だ
西
洋
的
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
が
、
一
軒

の
家
で
両
立
し
て
い
る
。
単
純
明
快
な
も
の

だ
け
が
美
し
い
と
は
限
ら
な
い
。

　伝
統
と
現
代
、
西
洋
と
日
本
、
数
寄
屋
の

世
界
と
日
常
の
生
活
、
畳
座
と
い
す
座
…
…
。

こ
の
住
宅
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
極
的
な
価
値

観
が
凝
縮
さ
れ
、
深
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

横
内
さ
ん
が
つ
く
っ
て
い
く
数
々
の
作
品
の

萌
芽
が
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
だ
。

断面図

京
都
の
庭
か
ら

学
ぶ
こ
と

陰
で
支
え
る
技
術

ふ
た
つ
の
大
胆
な
試
み

対
立
と
矛
盾
か
ら

新
し
い
秩
序
へ

京
都
の
職
人
か
ら

学
ぶ
こ
と

は
言
う
。

　外
二
氏
と
初
め
て
会
っ
た
と
き
に
言
わ
れ

た
の
は
、「
今
の
建
築
家
は
観
念
的
で
、
自
分

の
頭
の
な
か
で
考
え
た
こ
と
が
全
部
形
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
ん
な
簡
単
に
は

い
か
な
い
。
ま
し
て
木
造
は
、
ま
ず
材
料
を

見
て
も
ら
わ
な
い
と
だ
め
だ
」。

　そ
し
て
そ
の
ま
ま
、
大
き
な
材
料
倉
庫
に

連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
考

え
て
い
た
建
築
の
世
界
と
ま
っ
た
く
別
の
世

界
が
あ
る
こ
と
に
、「
も
の
」
で
気
づ
か
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

　丸
太
の
原
木
を
買
い
つ
け
、
自
ら
の
考
え

る
サ
イ
ズ
に
丁
寧
に
挽
き
、
乾
燥
さ
せ
て
保

管
す
る
。
外
二
氏
は
、「
材
木
の
優
劣
は
人
間

が
勝
手
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
木
そ
の
も

の
は
す
べ
て
命
な
の
だ
か
ら
価
値
は
一
緒
」

と
考
え
、
日
本
の
数
寄
屋
大
工
が
使
わ
な
い

洋
材
も
自
由
に
扱
っ
て
い
く
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
天
井
に
張
ら
れ

た
の
は
米
杉
。
多
く
は
下
地
材
に
使
わ
れ
る

樹
種
だ
が
、
90
㎝
幅
を
超
え
る
一
枚
板
は
美

し
く
空
間
を
包
み
込
ん
で
い
る
。「
伝
統
を
保

つ
。
し
か
し
そ
れ
は
つ
ね
に
更
新
さ
れ
る
か

ら
、
そ
の
時
代
の
伝
統
を
目
指
す
」
と
い
う

外
二
氏
の
姿
勢
は
、
横
内
さ
ん
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
外
二
氏
か
ら
は
法

隆
寺
の
古
材
の
柱
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
申
し

出
が
あ
っ
た
。
昭
和
の
大
修
理
の
際
に
入
手

し
た
も
の
で
、『
隠
さ
れ
た
十
字
架
』
と
い
う

法
隆
寺
論
を
著
し
た
梅
原
氏
の
家
に
ぜ
ひ
と
。

大
い
に
悩
ん
だ
後
、
直
径
25
㎝
の
存
在
感
あ

ふ
れ
る
柱
は
、
屋
根
を
支
え
る
構
造
材
と
し

て
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
テ
ー
ブ
ル
の
一
角

を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

低い軒先からさらに緩勾
配の下屋を延ばす。室内
の天井高さを確保するた
めに床下全体を掘り下げ
ている。転用された法隆

寺の柱が化粧材ではなく、
屋根裏の梁や母屋桁を支
える構造材になっている
ことがわかる。

「
対
立
し
た
概
念
や
矛
盾
し
た
概
念
を
足

し
合
わ
せ
て
、
新
し
い
秩
序
を
つ
く
る
。

そ
れ
が
日
本
文
化
で
あ
り
、
本
来
の
和
の

建
築
の
姿
勢
で
す
」

写真右／台所のキッチン
カウンター。三方に勾配
のついた水切りを配し、
左右のスノコを取りはず
してまな板に入れ替える
こともできる。写真左／
ダイニングテーブルまわ
り。天窓も含め、建具を
全開すると緑に包まれる。
椅子は、北欧から苦労し
て輸入したウェグナーの
チャイナチェア。

Case Study

Special Feature
The WA Style by

Yokouchi Toshihito
Part 2WA“ ”

食堂と台所

あ
け
ぬ
き 

あ
つ
し

1617



　横
内
敏
人
さ
ん
の
事
務
所
「
森
の
ア
ト
リ

エ
」
は
、
京
都
市
内
か
ら
ほ
ど
近
い
東
山
の

山
裾
、
若
王
子
に
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り

る
と
い
き
な
り
の
急
坂
を
上
っ
て
山
の
な
か

へ
。
息
も
切
れ
か
か
っ
た
と
こ
ろ
に
姿
を
見

せ
る
切
妻
の
瓦
屋
根
が
そ
の
ア
ト
リ
エ
だ
。

ガ
ラ
ス
張
り
の
室
内
か
ら
は
、
起
伏
に
富
ん

だ
敷
地
の
先
に「
若
王
子
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」

が
見
え
、さ
ら
に
そ
こ
を
ま
わ
り
込
む
と「
若

王
子
の
家
」。近
畿
地
方
が
梅
雨
明
け
し
た
こ

の
日
、
灼
熱
の
市
内
と
は
対
照
的
に
、
窓
を

全
開
に
し
た
ア
ト
リ
エ
に
は
涼
風
が
流
れ
、

セ
ミ
と
鳥
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
た
。

「
若
王
子
の
家
」
の
主
屋
は
、
原
三
渓
の
大

番
頭
を
務
め
た
茶
人
・
古
郷
時
侍
が
、
2
軒

の
古
い
数
寄
屋
を
玄
関
で
つ
な
ぐ
形
で
明
治

中
期
に
再
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
、
画
家
の
岡
崎
桃
乞
と

住
み
継
が
れ
、
現
在
の
家
主
は
哲
学
者
の
梅

原
猛
氏
。
南
側
に
は
み
ご
と
な
池
を
も
つ
美

し
い
日
本
庭
園
が
広
が
っ
て
い
る
。

　横
内
さ
ん
は
東
京
藝
術
大
学
を
卒
業
後
、

ア
メ
リ
カ
に
4
年
間
留
学
。
前
川
國
男
建
築

設
計
事
務
所
に
勤
務
の
後
、
1
9
8
7
年
教

職
を
得
て
京
都
へ
移
住
し
独
立
す
る
。
そ
し

て
3
年
ほ
ど
後
、
義
理
の
父
に
あ
た
る
梅
原

氏
か
ら
こ
の
家
の
増
改
築
を
依
頼
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
要
望
は
、
北
西
の
隅
に
あ

る
暗
く
寒
い
旧
式
の
台
所
を
、
子
と
孫
を
合

わ
せ
て
10
人
の
家
族
、
ま
た
親
し
い
友
人
が

く
つ
ろ
げ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
つ
く

り
直
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　こ
の
小
さ
な
増
改
築
は
ま
さ
に
デ
ビ
ュ
ー

作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
京
都
の
地
に
移

っ
た
30
代
半
ば
の
建
築
家
が
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
で
吸
収
し
、
そ
れ
を
新
た
な
創
造
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
さ
ま
が
鮮
や
か
に
見
て
と

れ
る
か
ら
だ
。

　京
都
に
来
た
横
内
さ
ん
は
、
和
風
の
作
法

や
職
人
さ
ん
の
こ
と
な
ど
、
こ
こ
で
学
べ
る

も
の
は
10
年
間
か
け
て
全
部
身
に
つ
け
よ
う

と
考
え
た
。
設
計
の
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
週
に
4
日
く
ら
い
は
古

い
建
物
を
見
て
ま
わ
る
。
す
る
と
、
か
つ
て

ア
メ
リ
カ
で
悩
ま
さ
れ
た
気
候
風
土
や
文
化

に
つ
い
て
の
違
和
感
が
、
溶
け
て
な
く
な
っ

て
い
く
よ
う
に
思
え
た
と
い
う
。

　ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
全
盛
期
を
経
て
、
90
年

代
に
は
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
景
気
が
落
ち
込
む
。

同
時
に
日
本
の
文
化
的
評
価
は
下
が
っ
て
い

っ
た
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
文
化
の
ル
ー
ツ

を
見
失
い
、
地
に
足
が
着
い
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
横
内
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
近
代
は

人
間
の
生
活
を
豊
か
に
し
た
が
、
そ
の
行
き

す
ぎ
は
よ
く
な
い
。
伝
統
的
な
美
意
識
や
価

値
観
が
街
中
に
残
る
京
都
に
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
視
点
が
定
ま
っ
て
い
く
。

　さ
て
そ
の
主
屋
を
細
か
に
実
測
す
る
と
、

茶
人
に
よ
る
家
は
多
く
の
こ
だ
わ
り
に
満
ち

て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
構
造
は
ご
く
華

奢
な
木
造
で
、
西
洋
建
築
の
よ
う
な
物
質
的

な
永
遠
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
空
間

に
込
め
ら
れ
た
愛
情
が
、
1
5
0
年
に
わ
た

っ
て
住
み
継
が
れ
る
建
築
を
生
ん
で
い
る
。

　そ
の
具
体
的
な
魅
力
に
、
ま
ず
ア
プ
ロ
ー

チ
を
挙
げ
て
く
れ
た
。
す
べ
て
が
微
妙
に
曲

が
っ
て
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

そ
し
て
通
路
か
ら
玄
関
、「
一
畳
の
間
」、
茶

室
へ
の
露
地
あ
た
り
を
、
5
m
角
ほ
ど
の
な

か
に
納
め
た
空
間
密
度
の
高
さ
。
ま
た
「
一

畳
の
間
」
に
は
四
分
の
三
の
台
目
畳
が
敷
か

れ
、
ひ
と
り
で
お
茶
を
点
て
て
そ
れ
を
飲
み
、

軸
と
向
き
合
い
瞑
想
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
決
ま
り
ご
と
の
多
い
現
在
の
茶
室
に
対

し
、
も
っ
と
自
由
に
も
の
が
つ
く
れ
た
時
代

だ
っ
た
と
い
う
。

　そ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
ス
ケ
ー
ル
感
は
、

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
も
生
か
さ
れ
た
。

既
存
の
瓦
屋
根
を
い
じ
ら
ず
、
下
屋
を
葺
き

下
ろ
し
て
増
築
し
、
天
井
を
低
く
押
さ
え
る
。

テ
ー
ブ
ル
の
天
板
な
ど
す
べ
て
を
小
ぶ
り
に

つ
く
る
こ
と
で
、
身
体
に
心
地
よ
い
空
間
を

得
て
い
る
。

　主
屋
の
修
繕
を
以
前
か
ら
手
が
け
て
い
た

の
は
、
著
名
な
数
寄
屋
大
工
の
中
村
外
二
氏
。

氏
と
中
村
外
二
工
務
店
の
い
ろ
い
ろ
な
職
人

さ
ん
た
ち
か
ら
木
造
を
学
ん
だ
と
横
内
さ
ん

　1
年
近
く
に
お
よ
ぶ
設
計
期
間
は
、
横
内

さ
ん
が
図
面
を
描
い
て
職
人
さ
ん
の
と
こ
ろ

へ
持
っ
て
い
き
、
だ
め
出
し
を
受
け
て
描
き

直
す
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
と
い
う
。
障

子
の
図
面
を
建
具
屋
さ
ん
に
見
せ
る
と
、「
こ

ん
な
も
ん
、
つ
く
れ
ま
へ
ん
わ
」
と
取
り
合

っ
て
く
れ
な
い
。
で
も
、「
東
京
か
ら
来
た
ば

か
り
で
何
も
わ
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
く
だ

さ
い
」
と
頭
を
下
げ
る
と
、「
じ
ゃ
あ
教
え
た

る
」
と
だ
め
な
理
由
を
全
部
指
摘
し
て
く
れ

た
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
京
都
の
上
等
な
障
子

は
、
手
漉
き
の
和
紙
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て

組
子
が
割
っ
て
あ
る
。
変
な
組
子
の
障
子
は

安
物
の
障
子
紙
し
か
張
れ
な
く
な
る
か
ら
よ

く
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
。

　職
人
さ
ん
は
ひ
と
た
び
信
頼
関
係
が
で
き

る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
彼
ら
も
地
方
か
ら
修
行
に
来
て
そ
の

ま
ま
居
つ
い
た
人
が
多
く
、
そ
の
苦
労
を
知

っ
て
い
る
た
め
、
よ
そ
者
に
対
し
て
親
切
な

の
だ
。
京
都
の
排
他
性
は
よ
く
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
だ
が
、
そ
ん
な
感
じ
は
全
然
し
な
か
っ

た
と
振
り
返
る
。

　古
い
建
物
を
見
歩
く
う
ち
、
奈
良
に
比
べ

る
と
京
都
の
建
築
は
印
象
が
弱
い
と
横
内
さ

ん
は
感
じ
は
じ
め
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
京

都
の
庭
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
。
日
本
建

築
は
庭
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
両
者
は

一
体
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
は
も
と
も

と
自
然
を
恵
み
と
し
て
受
け
取
る
価
値
観
が

あ
り
、
京
都
は
そ
う
し
た
庭
の
文
化
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
風
土
だ
と
知
る
。

　こ
こ
で
も
ま
た
出
会
い
が
あ
っ
た
。
庭
師

の
明
貫
厚
氏
。
そ
の
自
由
な
発
想
や
、「
庭
は

哲
学
的
で
あ
り
、
建
築
よ
り
も
語
り
か
け
て

く
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
若
王
子
の
家
」

の
斬
新
な
庭
づ
く
り
を
後
押
し
し
て
い
く
。

　椅
子
と
机
の
空
間
か
ら
見
え
る
北
庭
は
、

日
本
庭
園
と
は
違
う
は
ず
だ
と
横
内
さ
ん
は

考
え
た
。
も
と
も
と
藪
で
真
っ
暗
だ
っ
た
と

こ
ろ
を
、
山
の
斜
面
の
雑
木
を
す
べ
て
切
り
、

裏
の
楓
の
林
だ
け
を
残
す
。
そ
し
て
、
日
本

固
有
種
で
あ
る
這
寒
椿
の
大
刈
込
み
。
可
憐

な
花
の
赤
、
深
み
の
あ
る
葉
の
緑
が
、
室
内

と
一
体
化
し
た
み
ご
と
な
庭
と
な
っ
た
。

　こ
の
住
宅
に
快
適
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る

新
た
な
要
素
と
し
て
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
と
オ

ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
キ
ッ
チ
ン
の
ふ
た
つ

を
取
り
上
げ
よ
う
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
面
積
か
ら
す
る

と
、
一
畳
大
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
は
相
当
に
大

き
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
北
向
き
の
部

屋
の
暗
さ
や
天
井
の
圧
迫
感
が
解
消
さ
れ
、

ガ
ラ
ス
越
し
に
裏
の
楓
を
望
む
視
線
を
得
て

い
る
。
ま
た
庭
を
背
に
主
人
が
座
る
と
一
般

に
は
顔
が
影
と
な
る
が
、
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
の

光
は
そ
の
見
栄
え
を
よ
く
し
て
く
れ
る
。
夜

間
に
は
障
子
が
引
き
出
さ
れ
、
落
ち
着
い
た

室
内
を
つ
く
る
。

　キ
ッ
チ
ン
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
完
全

な
オ
ー
プ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
型
で
、
フ
ラ
ッ
ト

な
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大

勢
の
と
き
に
は
み
ん
な
で
台
所
を
使
い
た
い

と
い
う
建
主
の
希
望
に
こ
た
え
た
も
の
。
そ

こ
で
困
っ
た
の
は
、
洗
っ
た
も
の
を
ど
こ
に

置
く
か
と
い
う
水
切
り
の
問
題
だ
っ
た
。
こ

こ
で
は
44
㎜
厚
の
黒
御
影
石
の
天
板
を
削
り

込
ん
で
ス
ノ
コ
を
置
き
、
下
に
落
ち
た
水
を

勾
配
に
よ
り
シ
ン
ク
に
流
し
て
い
る
。
ま
た

左
右
に
配
し
た
水
切
り
と
ま
な
板
は
ふ
た
つ

ず
つ
を
同
じ
サ
イ
ズ
に
す
る
こ
と
で
、
ひ
と

組
を
入
れ
替
え
れ
ば
ふ
た
り
で
包
丁
が
使
え

る
。
水
栓
も
同
じ
も
の
を
ふ
た
つ
並
べ
た
。

　さ
ら
に
表
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
秘
め

た
技
術
が
、
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る

の
も
見
逃
せ
な
い
。

　ま
ず
掃
き
出
し
窓
は
、
既
存
部
と
同
様
の

繊
細
な
木
製
建
具
だ
が
、
ガ
ラ
ス
戸
と
障
子

の
あ
い
だ
に
内
雨
戸
を
入
れ
た
。
断
熱
と
防

犯
の
役
割
を
は
た
す
と
と
も
に
、
高
齢
の
夫

妻
が
毎
日
の
開
け
閉
て
に
際
し
ガ
ラ
ス
戸
を

動
か
さ
ず
に
す
む
。

　そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
下
屋
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
床
レ
ベ

ル
は
既
存
部
よ
り
下
が
り
、
床
下
は
地
面
か

ら
15
㎝
く
ら
い
し
か
と
れ
な
い
。
そ
こ
で
床

下
全
体
を
掘
り
下
げ
、
新
た
な
柱
を
立
て
た

う
え
で
通
気
性
を
確
保
し
て
い
る
。

　ま
た
こ
こ
で
は
掃
き
出
し
窓
の
下
枠
や
桁

の
裏
側
に
、
9
㎜
厚
の
鉄
板
を
ネ
ジ
留
め
し

て
構
造
的
な
強
度
を
補
っ
て
い
る
。
伝
統
的

な
工
法
だ
け
で
は
、
と
く
に
茶
室
な
ど
は
華

奢
な
た
め
台
風
が
来
れ
ば
傷
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
補
強
は
多
く
の
建
築
家
と
仕
事
を
し
て

き
た
中
村
外
二
氏
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
と

い
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ネ
ジ
留
め
は
茶
室

な
ど
を
移
築
す
る
と
き
に
解
体
し
や
す
い
と

い
う
利
点
も
あ
る
そ
う
だ
。
き
わ
め
て
今
日

的
で
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
発
想
で
は
な
い
か
。

　こ
う
し
た
増
改
築
に
は
、
古
い
も
の
に
ま

っ
た
く
新
し
い
も
の
を
対
比
的
に
加
え
る
方

法
と
、
ま
た
一
方
で
保
存
再
生
の
よ
う
に
完

全
な
数
寄
屋
建
築
を
つ
く
る
方
法
と
が
あ
る
。

矛
盾
す
る
対
比
的
な
価
値
観
や
美
意
識
に
つ

い
て
、
ど
ち
ら
か
に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
え
ば
、

設
計
の
立
ち
位
置
は
明
快
に
な
り
、
表
現
も

先
鋭
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
両
方

を
飲
み
込
ん
で
、
自
分
の
な
か
で
消
化
す
る

し
か
な
か
っ
た
と
横
内
さ
ん
は
言
う
。

　そ
の
好
例
と
し
て
前
川
國
男
の
「
自
邸
」

（
42
）を
挙
げ
る
。
伝
統
的
な
日
本
建
築
の
大

屋
根
の
形
と
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
か
ら
学

ん
だ
西
洋
的
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
が
、
一
軒

の
家
で
両
立
し
て
い
る
。
単
純
明
快
な
も
の

だ
け
が
美
し
い
と
は
限
ら
な
い
。

　伝
統
と
現
代
、
西
洋
と
日
本
、
数
寄
屋
の

世
界
と
日
常
の
生
活
、
畳
座
と
い
す
座
…
…
。

こ
の
住
宅
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
極
的
な
価
値

観
が
凝
縮
さ
れ
、
深
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

横
内
さ
ん
が
つ
く
っ
て
い
く
数
々
の
作
品
の

萌
芽
が
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
だ
。

断面図

京
都
の
庭
か
ら

学
ぶ
こ
と

陰
で
支
え
る
技
術

ふ
た
つ
の
大
胆
な
試
み

対
立
と
矛
盾
か
ら

新
し
い
秩
序
へ

京
都
の
職
人
か
ら

学
ぶ
こ
と

は
言
う
。

　外
二
氏
と
初
め
て
会
っ
た
と
き
に
言
わ
れ

た
の
は
、「
今
の
建
築
家
は
観
念
的
で
、
自
分

の
頭
の
な
か
で
考
え
た
こ
と
が
全
部
形
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
ん
な
簡
単
に
は

い
か
な
い
。
ま
し
て
木
造
は
、
ま
ず
材
料
を

見
て
も
ら
わ
な
い
と
だ
め
だ
」。

　そ
し
て
そ
の
ま
ま
、
大
き
な
材
料
倉
庫
に

連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
考

え
て
い
た
建
築
の
世
界
と
ま
っ
た
く
別
の
世

界
が
あ
る
こ
と
に
、「
も
の
」
で
気
づ
か
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

　丸
太
の
原
木
を
買
い
つ
け
、
自
ら
の
考
え

る
サ
イ
ズ
に
丁
寧
に
挽
き
、
乾
燥
さ
せ
て
保

管
す
る
。
外
二
氏
は
、「
材
木
の
優
劣
は
人
間

が
勝
手
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
木
そ
の
も

の
は
す
べ
て
命
な
の
だ
か
ら
価
値
は
一
緒
」

と
考
え
、
日
本
の
数
寄
屋
大
工
が
使
わ
な
い

洋
材
も
自
由
に
扱
っ
て
い
く
。

　ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
天
井
に
張
ら
れ

た
の
は
米
杉
。
多
く
は
下
地
材
に
使
わ
れ
る

樹
種
だ
が
、
90
㎝
幅
を
超
え
る
一
枚
板
は
美

し
く
空
間
を
包
み
込
ん
で
い
る
。「
伝
統
を
保

つ
。
し
か
し
そ
れ
は
つ
ね
に
更
新
さ
れ
る
か

ら
、
そ
の
時
代
の
伝
統
を
目
指
す
」
と
い
う

外
二
氏
の
姿
勢
は
、
横
内
さ
ん
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
外
二
氏
か
ら
は
法

隆
寺
の
古
材
の
柱
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
申
し

出
が
あ
っ
た
。
昭
和
の
大
修
理
の
際
に
入
手

し
た
も
の
で
、『
隠
さ
れ
た
十
字
架
』
と
い
う

法
隆
寺
論
を
著
し
た
梅
原
氏
の
家
に
ぜ
ひ
と
。

大
い
に
悩
ん
だ
後
、
直
径
25
㎝
の
存
在
感
あ

ふ
れ
る
柱
は
、
屋
根
を
支
え
る
構
造
材
と
し

て
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
テ
ー
ブ
ル
の
一
角

を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

低い軒先からさらに緩勾
配の下屋を延ばす。室内
の天井高さを確保するた
めに床下全体を掘り下げ
ている。転用された法隆

寺の柱が化粧材ではなく、
屋根裏の梁や母屋桁を支
える構造材になっている
ことがわかる。

「
対
立
し
た
概
念
や
矛
盾
し
た
概
念
を
足

し
合
わ
せ
て
、
新
し
い
秩
序
を
つ
く
る
。

そ
れ
が
日
本
文
化
で
あ
り
、
本
来
の
和
の

建
築
の
姿
勢
で
す
」

写真右／台所のキッチン
カウンター。三方に勾配
のついた水切りを配し、
左右のスノコを取りはず
してまな板に入れ替える
こともできる。写真左／
ダイニングテーブルまわ
り。天窓も含め、建具を
全開すると緑に包まれる。
椅子は、北欧から苦労し
て輸入したウェグナーの
チャイナチェア。
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建築概要
所在地　　京都府京都市左京区
主要用途　専用住宅 
家族構成　夫婦
設計　　　横内敏人／
 横内敏人建築設計事務所
構造　　　木造
施工　　　中村外二工務店
階数　　　地上1階
敷地面積　約1,600㎡
建築面積　180.5㎡
延床面積　205.8㎡
設計期間　1990年10月～1991年10月
工事期間　1991年10月～1992年1月

おもな外部仕上げ
屋根　　　銅板 t=0.4㎜ 瓦棒葺き
外壁　　　モルタルリシン搔き落とし
開口部　　木製建具
外構　　　錆御影砂利敷き 這寒椿植込み

おもな内部仕上げ
食堂・台所
床　　　　栗挽き板 t=6㎜ 
 練り付けランバーコア合板 t=21㎜
壁　　　　土壁中塗り
天井　　　米杉杢目 t=15㎜ 敷目板張り
寝室
床　　　　栗挽き板 t=6㎜ 
 練り付けランバーコア合板 t=21㎜
壁　　　　土壁中塗り
天井　　　京唐紙張り
便所・衣装室
床　　　　マホガニーフローリング t=18㎜ 
 オイルフィニッシュ拭き
壁　　　　土壁中塗り
天井　　　米杉柾 t=6㎜ 敷目板張り

若王子の家
増改築

Case Study

Special Feature
The WA Style by

Yokouchi Toshihito
Part 2WA“ ”平面図

食堂、台所、家事室、食
品庫、便所、衣装室、寝
室が増改築された。法隆
寺の柱が、既存建物の降
棟から増築部の隅に延長
する構造の要所に使われ
ている。 1819
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三

特
集
／

和
の
再
構
築

横
内
敏
人
の

融
合
に
み
る

設
計
／
横
内
敏
人

「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」

作
品

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

そ
の大阪有数の高級住宅街に

建てられた住宅。
都市のなかにあっても
完全に閉じるのではなく、
少し開いたセミコートハウスという
形式を用いている。
家の中に入ると都心部とは
思えないほどに豊かな庭、
そしてその庭と
一体化したような建築に驚く。
取材・文／伏見 唯　写真／藤塚光政

居
間
か
ら
庭
を
見
る
。
正

面
の
開
口
部
は
ガ
ラ
ス
は

め
殺
し
で
、
左
側
が
引
き

戸
に
な
っ
て
い
る
。
天
井

裏
に
収
納
さ
れ
て
い
る
ロ

ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
（
2
〜

3
ペ
ー
ジ
、
46
〜
47
ペ
ー

ジ
）
を
下
ろ
せ
ば
断
熱
を

兼
ね
た
遮
光
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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庭
と
建
築
、一
体
化
の
先
に
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　息
を
の
む
、
と
い
う
表
現
は
お
お
ぎ
ょ
う

な
だ
け
に
使
い
す
ぎ
る
と
逆
に
軽
く
聞
こ
え

て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
勘
ぐ
り
を
恐
れ
ず
に

い
え
ば
、
小
さ
な
ポ
ー
チ
を
経
て
2
畳
ほ
ど

の
玄
関
か
ら
格
子
戸
を
開
け
る
と
視
界
が
突

然
広
が
り
、
大
き
な
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
フ

ェ
の
絵
画
を
背
に
し
た
暗
く
重
厚
な
室
内
と
、

奥
深
く
ま
で
続
い
て
い
そ
う
な
明
緑
の
庭
が

隔
て
な
く
つ
な
が
っ
て
い
そ
う
な
風
景
に
、

思
わ
ず
息
を
の
む
。
横
内
敏
人
さ
ん
が
都
市

の
住
宅
で
た
び
た
び
用
い
る
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ

ウ
ス
の
力
を
出
鼻
か
ら
痛
感
し
て
し
ま
っ
た
。

「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」で
あ
る
。

　帝
塚
山
は
、
関
西
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
大

阪
有
数
の
高
級
住
宅
街
で
あ
る
。
古
く
か
ら

の
邸
宅
と
と
も
に
村
野
藤
吾
、
竹
原
義
二
、

竹
山
聖
な
ど
の
著
名
な
建
築
家
に
よ
る
住
宅

が
並
び
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅

の
風
情
が
庭
や
垣
の
緑
を
緩
衝
剤
と
し
て
折

り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
街
全
体
の
豊
か
な

緑
も
あ
い
ま
っ
て
、
心
地
よ
い
住
宅
街
を
織

り
な
し
て
い
る
。
村
野
藤
吾
が
設
計
し
た
住

宅
の
銀
閣
寺
垣
の
よ
う
な
高
生
垣
と
向
か
い

あ
う
よ
う
に
、
不
思
議
と
緑
と
相
性
の
よ
い

黄
土
色
の
炻
器
質
タ
イ
ル
が
外
壁
全
面
に
張

ら
れ
た
住
宅
が
た
た
ず
む
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
と
は
、
そ
の
名
の
と

お
り
四
面
を
閉
じ
た
ロ
の
字
の
コ
ー
ト
ハ
ウ

ス
で
は
な
く
、
一
面
を
開
い
て
コ
の
字
型
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
横
内
さ
ん
が
過
去
に
何

度
か
用
い
て
き
た
平
面
だ
が
、
そ
の
ル
ー
ツ

は
大
学
の
住
宅
設
計
課
題
か
ら
ら
し
い
。
こ

の
住
宅
の
場
合
は
、
高
生
垣
を
借
景
と
す
る

た
め
に
西
側
を
開
い
て
い
る
。
高
生
垣
が
他

者
を
排
斥
し
て
い
る
よ
う
で
、
じ
つ
は
内
を

守
り
な
が
ら
も
外
に
豊
か
さ
を
奉
仕
す
る
仕

様
で
あ
る
こ
と
は
銀
閣
寺
で
よ
く
知
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
の
住
宅
で
あ
ら
た
め
て
得

心
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
住
宅
の
庭
に

広
が
り
を
与
え
て
い
る
の
は
、
借
景
ば
か
り

で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
明
ら
か
に
色
を
熟
慮

し
た
で
あ
ろ
う
明
緑
と
室
内
の
ほ
の
暗
さ
で

あ
り
、
実
際
の
暗
さ
だ
け
で
な
く
斑
の
あ
る

鉄
平
石
、
葦
、
炻
器
質
タ
イ
ル
と
い
っ
た
ゴ

ツ
ゴ
ツ
し
た
素
材
が
、
明
る
い
外
光
と
と
も

に
明
朗
な
軒
裏
や
そ
の
先
の
明
緑
の
庭
と
の

対
比
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
視
覚
的
な
奥

行
き
を
生
み
出
し
て
い
る
。
洞
穴
か
ら
外
を

見
る
気
分
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は

か
つ
て
電
灯
の
な
か
っ
た
座
敷
か
ら
縁
側
を

挟
ん
で
日
本
庭
園
を
見
て
い
た
和
の
感
性
に

通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
室
の
配
置

も
重
要
で
、
庭
の
な
か
に
建
物
が
突
き
出
て

く
る
こ
と
で
庭
に
距
離
感
が
生
ま
れ
る
と
と

も
に
、
木
々
と
は
別
種
の
陰
影
が
貫
入
す
る

こ
と
が
庭
の
多
様
性
を
高
め
て
い
る
。
数
寄

屋
の
露
地
に
と
っ
て
、
腰
掛
待
合
や
中
門
と

い
っ
た
建
物
が
、
灯
籠
や
飛
石
そ
し
て
樹
木

な
ど
と
一
緒
に
重
要
な
庭
の
要
素
だ
っ
た
り
、

書
院
が
雁
行
し
な
が
ら
庭
に
食
い
込
ん
で
い

く
の
と
同
じ
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
な
ど
を
担
保
し
な
が
ら
も
外
界
と

の
接
点
を
も
つ
都
市
住
宅
の
形
式
と
し
て
も

説
明
で
き
る
が
、
横
内
さ
ん
に
と
っ
て
は
庭

と
建
築
を
一
体
的
に
考
え
る
う
え
で
、
外
部

環
境
す
ら
も
庭
と
し
て
取
り
込
ん
だ
り
、
庭

と
建
築
の
領
域
の
調
整
を
す
る
際
に
融
通
性

の
あ
る
間
取
り
で
あ
る
点
で
も
重
宝
し
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。

　明
緑
の
庭
に
対
し
て
は
黒
子
で
も
あ
る
室

内
意
匠
は
、
一
度
室
内
に
入
る
と
些
細
な
光

で
も
陰
影
に
か
え
、
無
地
や
無
色
よ
り
も
不

思
議
と
違
和
感
の
な
い
表
情
を
も
つ
。
当
然

住
ま
い
手
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
現
代
的
な
も

の
だ
。
和
が
際
立
ち
す
ぎ
る
と
違
和
感
の
あ

る
落
ち
着
か
な
い
空
間
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
室
内
意

匠
に
は
、
横
内
さ
ん
と
和
と
の
距
離
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
床
の
鉄
平
石
。
目
地
を
詰
め
て

敷
く
の
で
は
な
く
、
少
し
大
き
い
目
地
を
と

っ
て
、
そ
の
部
分
を
洗
い
出
し
に
し
て
い
る
。

左
官
に
と
っ
て
は
さ
ぞ
大
変
な
仕
事
だ
ろ
う
。

鉄
平
石
は
露
地
の
延
段
に
も
用
い
ら
れ
る
日

本
の
伝
統
的
な
材
料
だ
が
、
一
方
で
現
在
の

旅
館
や
日
本
料
理
店
に
も
使
わ
れ
、
い
わ
ゆ

る
「
和
風
」
の
典
型
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ

う
い
っ
た
場
合
、
多
く
は
目
地
を
詰
め
て
不

定
形
な
石
を
並
べ
る
乱
張
り
で
あ
る
が
、
横

内
さ
ん
は
こ
の
乱
張
り
を
避
け
た
。「
コ
テ
コ

テ
の
和
風
に
な
ら
な
い
よ
う
に
」
と
の
想
い

だ
。
で
は
本
歌
は
何
か
。
倉
敷
の
浦
辺
鎮
太

郎
だ
と
い
う
。
確
か
に
破
格
な
方
法
で
伝
統

材
料
を
用
い
る
建
築
家
で
あ
る
。

　次
に
葦
の
天
井
。
こ
の
葦
も
数
寄
屋
で
用

い
ら
れ
る
伝
統
的
な
材
料
で
は
あ
る
が
、
同

様
に
数
寄
屋
風
、
茶
室
風
の
建
物
に
も
使
わ

れ
る
。「
和
風
」
を
避
け
る
横
内
さ
ん
と
し
て

は
使
わ
な
そ
う
だ
が
、
む
し
ろ
天
井
全
面
に

使
っ
て
い
る
。
本
来
、
小
間
の
天
井
や
床
天

井
な
ど
の
小
さ
な
部
分
に
用
い
ら
れ
る
葦
天

井
を
、
全
面
に
。
こ
れ
は
ヨ
シ
ベ
ニ
ヤ
と
い

う
三
六
合
板
に
も
と
も
と
葦
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
材
料
で
、
白
井
晟
一
が
部
分
的
に

使
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
坪
単
価
が
安
く
、

施
工
性
が
容
易
な
こ
と
も
あ
り
、
自
身
の
ス

タ
イ
ル
と
し
て
意
識
的
に
採
用
し
た
ら
し
い
。

む
ろ
ん
、
白
井
は
和
に
対
し
て
独
自
の
立
ち

位
置
に
い
た
人
物
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
横
内
さ
ん
は
生
粋
の
和
、
あ

る
い
は
「
和
風
」
か
ら
は
距
離
を
置
い
て
い

る
。
和
と
い
う
よ
り
は
洋
だ
が
、
タ
イ
ル
の

張
り
方
も
前
川
國
男
の
も
と
で
の
経
験
を
踏

ま
え
、
通
常
の
通
し
目
地
や
破
れ
目
地
で
は

な
い
縦
横
を
組
み
合
わ
せ
た
張
り
方
（
本
歌

は
韓
国
の
お
墓
）
に
し
て
い
る
。
和
に
し
ろ

洋
に
し
ろ
、
慣
習
と
し
て
染
み
つ
い
た
印
象

は
重
い
。
横
内
さ
ん
は
、
そ
の
本
来
は
重
い

伝
統
材
料
を
フ
ラ
ッ
ト
な
や
わ
ら
か
さ
に
仕

立
て
あ
げ
て
い
る
。

　今
回
の
特
集
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
横
内
さ

ん
の
住
宅
3
軒
の
う
ち
、
こ
の
「
帝
塚
山
の

セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
が
最
も
和
か
ら
遠
い

建
物
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
体
構
造

は
防
火
な
ど
の
理
由
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ

し
、
外
壁
は
ぐ
る
っ
と
タ
イ
ル
張
り
で
あ
る
。

文
化
の
核
は
具
象
で
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま

う
と
な
ん
で
も
あ
り
だ
が
、
京
都
に
い
た
か

ら
こ
そ
熟
し
た
庭
と
建
築
へ
の
哲
学
と
、
そ

れ
を
現
代
建
築
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
葛
藤

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
具
象
化
さ

れ
て
現
前
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
横
内

さ
ん
は
、
違
和
感
を
感
じ
て
葛
藤
し
な
が
ら

新
旧
の
様
式
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
く
過
程
の

日
本
建
築
が
好
き
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
外

来
文
化
の
和
様
化
の
過
程
で
も
あ
り
、
そ
れ

を
「
和
」
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、「
帝

塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
で
の
葛
藤
も
、

ま
さ
し
く
「
和
」
の
思
潮
に
属
し
て
い
る
と

い
え
る
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
自
身
は
目
に
見
え
る

わ
か
り
や
す
い
「
和
風
」
を
避
け
る
人
だ
。

「
和
」は
そ
っ
と
忍
ば
せ
て
あ
る
。
そ
れ
で
も

横
内
さ
ん
の
建
築
を
見
た
と
き
に
、
伝
統
な

ら
で
は
の
た
け
だ
け
し
さ
や
、
あ
る
い
は
洗

練
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ

力
強
い
文
化
の
身
体
へ
の
浸
食
と
し
て
誇
る

べ
き
こ
と
だ
。

セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
と
庭

ほの暗く重厚な室内と
明朗な軒先やその先の明緑の庭の風景が

まるでガラスがないかのように
隔てなくつながっている印象を受ける。

軒まわりの納まり（和室）

天井板と面一で軒天井と
連続している。そこに鴨
居が取り付いているが、
軒の平方向には面戸、妻
方向にはガラスをはめ込
んでいる。

階段

居間の脇にある階段。手
すりを兼ねた格子の壁が
足下まで連続し、下部の
格子の一部は開き戸であ
り、箱階段のような収納
スペースになっている。

居間 玄関を入ってすぐのとこ
ろにある居間。天井にヨ
シベニヤ、床に鉄平石（目
地部分は洗い出し）、壁に
炻器質タイルが用いられ
ている。
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　息
を
の
む
、
と
い
う
表
現
は
お
お
ぎ
ょ
う

な
だ
け
に
使
い
す
ぎ
る
と
逆
に
軽
く
聞
こ
え

て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
勘
ぐ
り
を
恐
れ
ず
に

い
え
ば
、
小
さ
な
ポ
ー
チ
を
経
て
2
畳
ほ
ど

の
玄
関
か
ら
格
子
戸
を
開
け
る
と
視
界
が
突

然
広
が
り
、
大
き
な
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
フ

ェ
の
絵
画
を
背
に
し
た
暗
く
重
厚
な
室
内
と
、

奥
深
く
ま
で
続
い
て
い
そ
う
な
明
緑
の
庭
が

隔
て
な
く
つ
な
が
っ
て
い
そ
う
な
風
景
に
、

思
わ
ず
息
を
の
む
。
横
内
敏
人
さ
ん
が
都
市

の
住
宅
で
た
び
た
び
用
い
る
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ

ウ
ス
の
力
を
出
鼻
か
ら
痛
感
し
て
し
ま
っ
た
。

「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」で
あ
る
。

　帝
塚
山
は
、
関
西
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
大

阪
有
数
の
高
級
住
宅
街
で
あ
る
。
古
く
か
ら

の
邸
宅
と
と
も
に
村
野
藤
吾
、
竹
原
義
二
、

竹
山
聖
な
ど
の
著
名
な
建
築
家
に
よ
る
住
宅

が
並
び
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅

の
風
情
が
庭
や
垣
の
緑
を
緩
衝
剤
と
し
て
折

り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
街
全
体
の
豊
か
な

緑
も
あ
い
ま
っ
て
、
心
地
よ
い
住
宅
街
を
織

り
な
し
て
い
る
。
村
野
藤
吾
が
設
計
し
た
住

宅
の
銀
閣
寺
垣
の
よ
う
な
高
生
垣
と
向
か
い

あ
う
よ
う
に
、
不
思
議
と
緑
と
相
性
の
よ
い

黄
土
色
の
炻
器
質
タ
イ
ル
が
外
壁
全
面
に
張

ら
れ
た
住
宅
が
た
た
ず
む
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
と
は
、
そ
の
名
の
と

お
り
四
面
を
閉
じ
た
ロ
の
字
の
コ
ー
ト
ハ
ウ

ス
で
は
な
く
、
一
面
を
開
い
て
コ
の
字
型
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
横
内
さ
ん
が
過
去
に
何

度
か
用
い
て
き
た
平
面
だ
が
、
そ
の
ル
ー
ツ

は
大
学
の
住
宅
設
計
課
題
か
ら
ら
し
い
。
こ

の
住
宅
の
場
合
は
、
高
生
垣
を
借
景
と
す
る

た
め
に
西
側
を
開
い
て
い
る
。
高
生
垣
が
他

者
を
排
斥
し
て
い
る
よ
う
で
、
じ
つ
は
内
を

守
り
な
が
ら
も
外
に
豊
か
さ
を
奉
仕
す
る
仕

様
で
あ
る
こ
と
は
銀
閣
寺
で
よ
く
知
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
の
住
宅
で
あ
ら
た
め
て
得

心
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
住
宅
の
庭
に

広
が
り
を
与
え
て
い
る
の
は
、
借
景
ば
か
り

で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
明
ら
か
に
色
を
熟
慮

し
た
で
あ
ろ
う
明
緑
と
室
内
の
ほ
の
暗
さ
で

あ
り
、
実
際
の
暗
さ
だ
け
で
な
く
斑
の
あ
る

鉄
平
石
、
葦
、
炻
器
質
タ
イ
ル
と
い
っ
た
ゴ

ツ
ゴ
ツ
し
た
素
材
が
、
明
る
い
外
光
と
と
も

に
明
朗
な
軒
裏
や
そ
の
先
の
明
緑
の
庭
と
の

対
比
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
視
覚
的
な
奥

行
き
を
生
み
出
し
て
い
る
。
洞
穴
か
ら
外
を

見
る
気
分
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は

か
つ
て
電
灯
の
な
か
っ
た
座
敷
か
ら
縁
側
を

挟
ん
で
日
本
庭
園
を
見
て
い
た
和
の
感
性
に

通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
室
の
配
置

も
重
要
で
、
庭
の
な
か
に
建
物
が
突
き
出
て

く
る
こ
と
で
庭
に
距
離
感
が
生
ま
れ
る
と
と

も
に
、
木
々
と
は
別
種
の
陰
影
が
貫
入
す
る

こ
と
が
庭
の
多
様
性
を
高
め
て
い
る
。
数
寄

屋
の
露
地
に
と
っ
て
、
腰
掛
待
合
や
中
門
と

い
っ
た
建
物
が
、
灯
籠
や
飛
石
そ
し
て
樹
木

な
ど
と
一
緒
に
重
要
な
庭
の
要
素
だ
っ
た
り
、

書
院
が
雁
行
し
な
が
ら
庭
に
食
い
込
ん
で
い

く
の
と
同
じ
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
な
ど
を
担
保
し
な
が
ら
も
外
界
と

の
接
点
を
も
つ
都
市
住
宅
の
形
式
と
し
て
も

説
明
で
き
る
が
、
横
内
さ
ん
に
と
っ
て
は
庭

と
建
築
を
一
体
的
に
考
え
る
う
え
で
、
外
部

環
境
す
ら
も
庭
と
し
て
取
り
込
ん
だ
り
、
庭

と
建
築
の
領
域
の
調
整
を
す
る
際
に
融
通
性

の
あ
る
間
取
り
で
あ
る
点
で
も
重
宝
し
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。

　明
緑
の
庭
に
対
し
て
は
黒
子
で
も
あ
る
室

内
意
匠
は
、
一
度
室
内
に
入
る
と
些
細
な
光

で
も
陰
影
に
か
え
、
無
地
や
無
色
よ
り
も
不

思
議
と
違
和
感
の
な
い
表
情
を
も
つ
。
当
然

住
ま
い
手
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
現
代
的
な
も

の
だ
。
和
が
際
立
ち
す
ぎ
る
と
違
和
感
の
あ

る
落
ち
着
か
な
い
空
間
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
室
内
意

匠
に
は
、
横
内
さ
ん
と
和
と
の
距
離
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
床
の
鉄
平
石
。
目
地
を
詰
め
て

敷
く
の
で
は
な
く
、
少
し
大
き
い
目
地
を
と

っ
て
、
そ
の
部
分
を
洗
い
出
し
に
し
て
い
る
。

左
官
に
と
っ
て
は
さ
ぞ
大
変
な
仕
事
だ
ろ
う
。

鉄
平
石
は
露
地
の
延
段
に
も
用
い
ら
れ
る
日

本
の
伝
統
的
な
材
料
だ
が
、
一
方
で
現
在
の

旅
館
や
日
本
料
理
店
に
も
使
わ
れ
、
い
わ
ゆ

る
「
和
風
」
の
典
型
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ

う
い
っ
た
場
合
、
多
く
は
目
地
を
詰
め
て
不

定
形
な
石
を
並
べ
る
乱
張
り
で
あ
る
が
、
横

内
さ
ん
は
こ
の
乱
張
り
を
避
け
た
。「
コ
テ
コ

テ
の
和
風
に
な
ら
な
い
よ
う
に
」
と
の
想
い

だ
。
で
は
本
歌
は
何
か
。
倉
敷
の
浦
辺
鎮
太

郎
だ
と
い
う
。
確
か
に
破
格
な
方
法
で
伝
統

材
料
を
用
い
る
建
築
家
で
あ
る
。

　次
に
葦
の
天
井
。
こ
の
葦
も
数
寄
屋
で
用

い
ら
れ
る
伝
統
的
な
材
料
で
は
あ
る
が
、
同

様
に
数
寄
屋
風
、
茶
室
風
の
建
物
に
も
使
わ

れ
る
。「
和
風
」
を
避
け
る
横
内
さ
ん
と
し
て

は
使
わ
な
そ
う
だ
が
、
む
し
ろ
天
井
全
面
に

使
っ
て
い
る
。
本
来
、
小
間
の
天
井
や
床
天

井
な
ど
の
小
さ
な
部
分
に
用
い
ら
れ
る
葦
天

井
を
、
全
面
に
。
こ
れ
は
ヨ
シ
ベ
ニ
ヤ
と
い

う
三
六
合
板
に
も
と
も
と
葦
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
材
料
で
、
白
井
晟
一
が
部
分
的
に

使
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
坪
単
価
が
安
く
、

施
工
性
が
容
易
な
こ
と
も
あ
り
、
自
身
の
ス

タ
イ
ル
と
し
て
意
識
的
に
採
用
し
た
ら
し
い
。

む
ろ
ん
、
白
井
は
和
に
対
し
て
独
自
の
立
ち

位
置
に
い
た
人
物
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
横
内
さ
ん
は
生
粋
の
和
、
あ

る
い
は
「
和
風
」
か
ら
は
距
離
を
置
い
て
い

る
。
和
と
い
う
よ
り
は
洋
だ
が
、
タ
イ
ル
の

張
り
方
も
前
川
國
男
の
も
と
で
の
経
験
を
踏

ま
え
、
通
常
の
通
し
目
地
や
破
れ
目
地
で
は

な
い
縦
横
を
組
み
合
わ
せ
た
張
り
方
（
本
歌

は
韓
国
の
お
墓
）
に
し
て
い
る
。
和
に
し
ろ

洋
に
し
ろ
、
慣
習
と
し
て
染
み
つ
い
た
印
象

は
重
い
。
横
内
さ
ん
は
、
そ
の
本
来
は
重
い

伝
統
材
料
を
フ
ラ
ッ
ト
な
や
わ
ら
か
さ
に
仕

立
て
あ
げ
て
い
る
。

　今
回
の
特
集
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
横
内
さ

ん
の
住
宅
3
軒
の
う
ち
、
こ
の
「
帝
塚
山
の

セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
が
最
も
和
か
ら
遠
い

建
物
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
体
構
造

は
防
火
な
ど
の
理
由
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ

し
、
外
壁
は
ぐ
る
っ
と
タ
イ
ル
張
り
で
あ
る
。

文
化
の
核
は
具
象
で
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま

う
と
な
ん
で
も
あ
り
だ
が
、
京
都
に
い
た
か

ら
こ
そ
熟
し
た
庭
と
建
築
へ
の
哲
学
と
、
そ

れ
を
現
代
建
築
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
葛
藤

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
具
象
化
さ

れ
て
現
前
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
横
内

さ
ん
は
、
違
和
感
を
感
じ
て
葛
藤
し
な
が
ら

新
旧
の
様
式
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
く
過
程
の

日
本
建
築
が
好
き
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
外

来
文
化
の
和
様
化
の
過
程
で
も
あ
り
、
そ
れ

を
「
和
」
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、「
帝

塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
で
の
葛
藤
も
、

ま
さ
し
く
「
和
」
の
思
潮
に
属
し
て
い
る
と

い
え
る
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
自
身
は
目
に
見
え
る

わ
か
り
や
す
い
「
和
風
」
を
避
け
る
人
だ
。

「
和
」は
そ
っ
と
忍
ば
せ
て
あ
る
。
そ
れ
で
も

横
内
さ
ん
の
建
築
を
見
た
と
き
に
、
伝
統
な

ら
で
は
の
た
け
だ
け
し
さ
や
、
あ
る
い
は
洗

練
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ

力
強
い
文
化
の
身
体
へ
の
浸
食
と
し
て
誇
る

べ
き
こ
と
だ
。

セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
と
庭

ほの暗く重厚な室内と
明朗な軒先やその先の明緑の庭の風景が

まるでガラスがないかのように
隔てなくつながっている印象を受ける。

軒まわりの納まり（和室）

天井板と面一で軒天井と
連続している。そこに鴨
居が取り付いているが、
軒の平方向には面戸、妻
方向にはガラスをはめ込
んでいる。

階段

居間の脇にある階段。手
すりを兼ねた格子の壁が
足下まで連続し、下部の
格子の一部は開き戸であ
り、箱階段のような収納
スペースになっている。

居間 玄関を入ってすぐのとこ
ろにある居間。天井にヨ
シベニヤ、床に鉄平石（目
地部分は洗い出し）、壁に
炻器質タイルが用いられ
ている。
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　息
を
の
む
、
と
い
う
表
現
は
お
お
ぎ
ょ
う

な
だ
け
に
使
い
す
ぎ
る
と
逆
に
軽
く
聞
こ
え

て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
勘
ぐ
り
を
恐
れ
ず
に

い
え
ば
、
小
さ
な
ポ
ー
チ
を
経
て
2
畳
ほ
ど

の
玄
関
か
ら
格
子
戸
を
開
け
る
と
視
界
が
突

然
広
が
り
、
大
き
な
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
フ

ェ
の
絵
画
を
背
に
し
た
暗
く
重
厚
な
室
内
と
、

奥
深
く
ま
で
続
い
て
い
そ
う
な
明
緑
の
庭
が

隔
て
な
く
つ
な
が
っ
て
い
そ
う
な
風
景
に
、

思
わ
ず
息
を
の
む
。
横
内
敏
人
さ
ん
が
都
市

の
住
宅
で
た
び
た
び
用
い
る
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ

ウ
ス
の
力
を
出
鼻
か
ら
痛
感
し
て
し
ま
っ
た
。

「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」で
あ
る
。

　帝
塚
山
は
、
関
西
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
大

阪
有
数
の
高
級
住
宅
街
で
あ
る
。
古
く
か
ら

の
邸
宅
と
と
も
に
村
野
藤
吾
、
竹
原
義
二
、

竹
山
聖
な
ど
の
著
名
な
建
築
家
に
よ
る
住
宅

が
並
び
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅

の
風
情
が
庭
や
垣
の
緑
を
緩
衝
剤
と
し
て
折

り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
街
全
体
の
豊
か
な

緑
も
あ
い
ま
っ
て
、
心
地
よ
い
住
宅
街
を
織

り
な
し
て
い
る
。
村
野
藤
吾
が
設
計
し
た
住

宅
の
銀
閣
寺
垣
の
よ
う
な
高
生
垣
と
向
か
い

あ
う
よ
う
に
、
不
思
議
と
緑
と
相
性
の
よ
い

黄
土
色
の
炻
器
質
タ
イ
ル
が
外
壁
全
面
に
張

ら
れ
た
住
宅
が
た
た
ず
む
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
と
は
、
そ
の
名
の
と

お
り
四
面
を
閉
じ
た
ロ
の
字
の
コ
ー
ト
ハ
ウ

ス
で
は
な
く
、
一
面
を
開
い
て
コ
の
字
型
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
横
内
さ
ん
が
過
去
に
何

度
か
用
い
て
き
た
平
面
だ
が
、
そ
の
ル
ー
ツ

は
大
学
の
住
宅
設
計
課
題
か
ら
ら
し
い
。
こ

の
住
宅
の
場
合
は
、
高
生
垣
を
借
景
と
す
る

た
め
に
西
側
を
開
い
て
い
る
。
高
生
垣
が
他

者
を
排
斥
し
て
い
る
よ
う
で
、
じ
つ
は
内
を

守
り
な
が
ら
も
外
に
豊
か
さ
を
奉
仕
す
る
仕

様
で
あ
る
こ
と
は
銀
閣
寺
で
よ
く
知
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
の
住
宅
で
あ
ら
た
め
て
得

心
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
住
宅
の
庭
に

広
が
り
を
与
え
て
い
る
の
は
、
借
景
ば
か
り

で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
明
ら
か
に
色
を
熟
慮

し
た
で
あ
ろ
う
明
緑
と
室
内
の
ほ
の
暗
さ
で

あ
り
、
実
際
の
暗
さ
だ
け
で
な
く
斑
の
あ
る

鉄
平
石
、
葦
、
炻
器
質
タ
イ
ル
と
い
っ
た
ゴ

ツ
ゴ
ツ
し
た
素
材
が
、
明
る
い
外
光
と
と
も

に
明
朗
な
軒
裏
や
そ
の
先
の
明
緑
の
庭
と
の

対
比
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
視
覚
的
な
奥

行
き
を
生
み
出
し
て
い
る
。
洞
穴
か
ら
外
を

見
る
気
分
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は

か
つ
て
電
灯
の
な
か
っ
た
座
敷
か
ら
縁
側
を

挟
ん
で
日
本
庭
園
を
見
て
い
た
和
の
感
性
に

通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
室
の
配
置

も
重
要
で
、
庭
の
な
か
に
建
物
が
突
き
出
て

く
る
こ
と
で
庭
に
距
離
感
が
生
ま
れ
る
と
と

も
に
、
木
々
と
は
別
種
の
陰
影
が
貫
入
す
る

こ
と
が
庭
の
多
様
性
を
高
め
て
い
る
。
数
寄

屋
の
露
地
に
と
っ
て
、
腰
掛
待
合
や
中
門
と

い
っ
た
建
物
が
、
灯
籠
や
飛
石
そ
し
て
樹
木

な
ど
と
一
緒
に
重
要
な
庭
の
要
素
だ
っ
た
り
、

書
院
が
雁
行
し
な
が
ら
庭
に
食
い
込
ん
で
い

く
の
と
同
じ
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
な
ど
を
担
保
し
な
が
ら
も
外
界
と

の
接
点
を
も
つ
都
市
住
宅
の
形
式
と
し
て
も

説
明
で
き
る
が
、
横
内
さ
ん
に
と
っ
て
は
庭

と
建
築
を
一
体
的
に
考
え
る
う
え
で
、
外
部

環
境
す
ら
も
庭
と
し
て
取
り
込
ん
だ
り
、
庭

と
建
築
の
領
域
の
調
整
を
す
る
際
に
融
通
性

の
あ
る
間
取
り
で
あ
る
点
で
も
重
宝
し
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。

　明
緑
の
庭
に
対
し
て
は
黒
子
で
も
あ
る
室

内
意
匠
は
、
一
度
室
内
に
入
る
と
些
細
な
光

で
も
陰
影
に
か
え
、
無
地
や
無
色
よ
り
も
不

思
議
と
違
和
感
の
な
い
表
情
を
も
つ
。
当
然

住
ま
い
手
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
現
代
的
な
も

の
だ
。
和
が
際
立
ち
す
ぎ
る
と
違
和
感
の
あ

る
落
ち
着
か
な
い
空
間
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
室
内
意

匠
に
は
、
横
内
さ
ん
と
和
と
の
距
離
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
床
の
鉄
平
石
。
目
地
を
詰
め
て

敷
く
の
で
は
な
く
、
少
し
大
き
い
目
地
を
と

っ
て
、
そ
の
部
分
を
洗
い
出
し
に
し
て
い
る
。

左
官
に
と
っ
て
は
さ
ぞ
大
変
な
仕
事
だ
ろ
う
。

鉄
平
石
は
露
地
の
延
段
に
も
用
い
ら
れ
る
日

本
の
伝
統
的
な
材
料
だ
が
、
一
方
で
現
在
の

旅
館
や
日
本
料
理
店
に
も
使
わ
れ
、
い
わ
ゆ

る
「
和
風
」
の
典
型
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ

う
い
っ
た
場
合
、
多
く
は
目
地
を
詰
め
て
不

定
形
な
石
を
並
べ
る
乱
張
り
で
あ
る
が
、
横

内
さ
ん
は
こ
の
乱
張
り
を
避
け
た
。「
コ
テ
コ

テ
の
和
風
に
な
ら
な
い
よ
う
に
」
と
の
想
い

だ
。
で
は
本
歌
は
何
か
。
倉
敷
の
浦
辺
鎮
太

郎
だ
と
い
う
。
確
か
に
破
格
な
方
法
で
伝
統

材
料
を
用
い
る
建
築
家
で
あ
る
。

　次
に
葦
の
天
井
。
こ
の
葦
も
数
寄
屋
で
用

い
ら
れ
る
伝
統
的
な
材
料
で
は
あ
る
が
、
同

様
に
数
寄
屋
風
、
茶
室
風
の
建
物
に
も
使
わ

れ
る
。「
和
風
」
を
避
け
る
横
内
さ
ん
と
し
て

は
使
わ
な
そ
う
だ
が
、
む
し
ろ
天
井
全
面
に

使
っ
て
い
る
。
本
来
、
小
間
の
天
井
や
床
天

井
な
ど
の
小
さ
な
部
分
に
用
い
ら
れ
る
葦
天

井
を
、
全
面
に
。
こ
れ
は
ヨ
シ
ベ
ニ
ヤ
と
い

う
三
六
合
板
に
も
と
も
と
葦
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
材
料
で
、
白
井
晟
一
が
部
分
的
に

使
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
坪
単
価
が
安
く
、

施
工
性
が
容
易
な
こ
と
も
あ
り
、
自
身
の
ス

タ
イ
ル
と
し
て
意
識
的
に
採
用
し
た
ら
し
い
。

む
ろ
ん
、
白
井
は
和
に
対
し
て
独
自
の
立
ち

位
置
に
い
た
人
物
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
横
内
さ
ん
は
生
粋
の
和
、
あ

る
い
は
「
和
風
」
か
ら
は
距
離
を
置
い
て
い

る
。
和
と
い
う
よ
り
は
洋
だ
が
、
タ
イ
ル
の

張
り
方
も
前
川
國
男
の
も
と
で
の
経
験
を
踏

ま
え
、
通
常
の
通
し
目
地
や
破
れ
目
地
で
は

な
い
縦
横
を
組
み
合
わ
せ
た
張
り
方
（
本
歌

は
韓
国
の
お
墓
）
に
し
て
い
る
。
和
に
し
ろ

洋
に
し
ろ
、
慣
習
と
し
て
染
み
つ
い
た
印
象

は
重
い
。
横
内
さ
ん
は
、
そ
の
本
来
は
重
い

伝
統
材
料
を
フ
ラ
ッ
ト
な
や
わ
ら
か
さ
に
仕

立
て
あ
げ
て
い
る
。

　今
回
の
特
集
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
横
内
さ

ん
の
住
宅
3
軒
の
う
ち
、
こ
の
「
帝
塚
山
の

セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
が
最
も
和
か
ら
遠
い

建
物
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
体
構
造

は
防
火
な
ど
の
理
由
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ

し
、
外
壁
は
ぐ
る
っ
と
タ
イ
ル
張
り
で
あ
る
。

文
化
の
核
は
具
象
で
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま

う
と
な
ん
で
も
あ
り
だ
が
、
京
都
に
い
た
か

ら
こ
そ
熟
し
た
庭
と
建
築
へ
の
哲
学
と
、
そ

れ
を
現
代
建
築
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
葛
藤

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
具
象
化
さ

れ
て
現
前
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
横
内

さ
ん
は
、
違
和
感
を
感
じ
て
葛
藤
し
な
が
ら

新
旧
の
様
式
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
く
過
程
の

日
本
建
築
が
好
き
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
外

来
文
化
の
和
様
化
の
過
程
で
も
あ
り
、
そ
れ

を
「
和
」
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、「
帝

塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
で
の
葛
藤
も
、

ま
さ
し
く
「
和
」
の
思
潮
に
属
し
て
い
る
と

い
え
る
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
自
身
は
目
に
見
え
る

わ
か
り
や
す
い
「
和
風
」
を
避
け
る
人
だ
。

「
和
」は
そ
っ
と
忍
ば
せ
て
あ
る
。
そ
れ
で
も

横
内
さ
ん
の
建
築
を
見
た
と
き
に
、
伝
統
な

ら
で
は
の
た
け
だ
け
し
さ
や
、
あ
る
い
は
洗

練
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ

力
強
い
文
化
の
身
体
へ
の
浸
食
と
し
て
誇
る

べ
き
こ
と
だ
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

タ
イ
ル
張
り

そ
れ
で
も
和

室
内
意
匠
の
本
歌
見
聞

写真右／食堂から庭を見
る。軀体は箱形のコンク
リート造だが、ボリュー
ムの調整と日射制御のた
めに庇を取り付けている。
写真左ページ／敷地の南
側にある和室。主屋から
少し庭に突き出て配され
ていて、開口部がL字型
に２面ある。

写真右／１階の格子壁が
２階、３階（納戸など）
まで続いている。踏み板
が格子の壁に取り付き、
蹴込み板のないすっきり
とした納まりである。写
真左ページ／南側の庭に
面している２階の寝室。
奥の北側の小窓も通風を
よくしている。
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　息
を
の
む
、
と
い
う
表
現
は
お
お
ぎ
ょ
う

な
だ
け
に
使
い
す
ぎ
る
と
逆
に
軽
く
聞
こ
え

て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
勘
ぐ
り
を
恐
れ
ず
に

い
え
ば
、
小
さ
な
ポ
ー
チ
を
経
て
2
畳
ほ
ど

の
玄
関
か
ら
格
子
戸
を
開
け
る
と
視
界
が
突

然
広
が
り
、
大
き
な
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
フ

ェ
の
絵
画
を
背
に
し
た
暗
く
重
厚
な
室
内
と
、

奥
深
く
ま
で
続
い
て
い
そ
う
な
明
緑
の
庭
が

隔
て
な
く
つ
な
が
っ
て
い
そ
う
な
風
景
に
、

思
わ
ず
息
を
の
む
。
横
内
敏
人
さ
ん
が
都
市

の
住
宅
で
た
び
た
び
用
い
る
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ

ウ
ス
の
力
を
出
鼻
か
ら
痛
感
し
て
し
ま
っ
た
。

「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」で
あ
る
。

　帝
塚
山
は
、
関
西
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
大

阪
有
数
の
高
級
住
宅
街
で
あ
る
。
古
く
か
ら

の
邸
宅
と
と
も
に
村
野
藤
吾
、
竹
原
義
二
、

竹
山
聖
な
ど
の
著
名
な
建
築
家
に
よ
る
住
宅

が
並
び
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅

の
風
情
が
庭
や
垣
の
緑
を
緩
衝
剤
と
し
て
折

り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
街
全
体
の
豊
か
な

緑
も
あ
い
ま
っ
て
、
心
地
よ
い
住
宅
街
を
織

り
な
し
て
い
る
。
村
野
藤
吾
が
設
計
し
た
住

宅
の
銀
閣
寺
垣
の
よ
う
な
高
生
垣
と
向
か
い

あ
う
よ
う
に
、
不
思
議
と
緑
と
相
性
の
よ
い

黄
土
色
の
炻
器
質
タ
イ
ル
が
外
壁
全
面
に
張

ら
れ
た
住
宅
が
た
た
ず
む
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
と
は
、
そ
の
名
の
と

お
り
四
面
を
閉
じ
た
ロ
の
字
の
コ
ー
ト
ハ
ウ

ス
で
は
な
く
、
一
面
を
開
い
て
コ
の
字
型
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
横
内
さ
ん
が
過
去
に
何

度
か
用
い
て
き
た
平
面
だ
が
、
そ
の
ル
ー
ツ

は
大
学
の
住
宅
設
計
課
題
か
ら
ら
し
い
。
こ

の
住
宅
の
場
合
は
、
高
生
垣
を
借
景
と
す
る

た
め
に
西
側
を
開
い
て
い
る
。
高
生
垣
が
他

者
を
排
斥
し
て
い
る
よ
う
で
、
じ
つ
は
内
を

守
り
な
が
ら
も
外
に
豊
か
さ
を
奉
仕
す
る
仕

様
で
あ
る
こ
と
は
銀
閣
寺
で
よ
く
知
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
の
住
宅
で
あ
ら
た
め
て
得

心
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
住
宅
の
庭
に

広
が
り
を
与
え
て
い
る
の
は
、
借
景
ば
か
り

で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
明
ら
か
に
色
を
熟
慮

し
た
で
あ
ろ
う
明
緑
と
室
内
の
ほ
の
暗
さ
で

あ
り
、
実
際
の
暗
さ
だ
け
で
な
く
斑
の
あ
る

鉄
平
石
、
葦
、
炻
器
質
タ
イ
ル
と
い
っ
た
ゴ

ツ
ゴ
ツ
し
た
素
材
が
、
明
る
い
外
光
と
と
も

に
明
朗
な
軒
裏
や
そ
の
先
の
明
緑
の
庭
と
の

対
比
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
視
覚
的
な
奥

行
き
を
生
み
出
し
て
い
る
。
洞
穴
か
ら
外
を

見
る
気
分
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は

か
つ
て
電
灯
の
な
か
っ
た
座
敷
か
ら
縁
側
を

挟
ん
で
日
本
庭
園
を
見
て
い
た
和
の
感
性
に

通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
室
の
配
置

も
重
要
で
、
庭
の
な
か
に
建
物
が
突
き
出
て

く
る
こ
と
で
庭
に
距
離
感
が
生
ま
れ
る
と
と

も
に
、
木
々
と
は
別
種
の
陰
影
が
貫
入
す
る

こ
と
が
庭
の
多
様
性
を
高
め
て
い
る
。
数
寄

屋
の
露
地
に
と
っ
て
、
腰
掛
待
合
や
中
門
と

い
っ
た
建
物
が
、
灯
籠
や
飛
石
そ
し
て
樹
木

な
ど
と
一
緒
に
重
要
な
庭
の
要
素
だ
っ
た
り
、

書
院
が
雁
行
し
な
が
ら
庭
に
食
い
込
ん
で
い

く
の
と
同
じ
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

　セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
な
ど
を
担
保
し
な
が
ら
も
外
界
と

の
接
点
を
も
つ
都
市
住
宅
の
形
式
と
し
て
も

説
明
で
き
る
が
、
横
内
さ
ん
に
と
っ
て
は
庭

と
建
築
を
一
体
的
に
考
え
る
う
え
で
、
外
部

環
境
す
ら
も
庭
と
し
て
取
り
込
ん
だ
り
、
庭

と
建
築
の
領
域
の
調
整
を
す
る
際
に
融
通
性

の
あ
る
間
取
り
で
あ
る
点
で
も
重
宝
し
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。

　明
緑
の
庭
に
対
し
て
は
黒
子
で
も
あ
る
室

内
意
匠
は
、
一
度
室
内
に
入
る
と
些
細
な
光

で
も
陰
影
に
か
え
、
無
地
や
無
色
よ
り
も
不

思
議
と
違
和
感
の
な
い
表
情
を
も
つ
。
当
然

住
ま
い
手
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
現
代
的
な
も

の
だ
。
和
が
際
立
ち
す
ぎ
る
と
違
和
感
の
あ

る
落
ち
着
か
な
い
空
間
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
室
内
意

匠
に
は
、
横
内
さ
ん
と
和
と
の
距
離
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
。

　た
と
え
ば
床
の
鉄
平
石
。
目
地
を
詰
め
て

敷
く
の
で
は
な
く
、
少
し
大
き
い
目
地
を
と

っ
て
、
そ
の
部
分
を
洗
い
出
し
に
し
て
い
る
。

左
官
に
と
っ
て
は
さ
ぞ
大
変
な
仕
事
だ
ろ
う
。

鉄
平
石
は
露
地
の
延
段
に
も
用
い
ら
れ
る
日

本
の
伝
統
的
な
材
料
だ
が
、
一
方
で
現
在
の

旅
館
や
日
本
料
理
店
に
も
使
わ
れ
、
い
わ
ゆ

る
「
和
風
」
の
典
型
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ

う
い
っ
た
場
合
、
多
く
は
目
地
を
詰
め
て
不

定
形
な
石
を
並
べ
る
乱
張
り
で
あ
る
が
、
横

内
さ
ん
は
こ
の
乱
張
り
を
避
け
た
。「
コ
テ
コ

テ
の
和
風
に
な
ら
な
い
よ
う
に
」
と
の
想
い

だ
。
で
は
本
歌
は
何
か
。
倉
敷
の
浦
辺
鎮
太

郎
だ
と
い
う
。
確
か
に
破
格
な
方
法
で
伝
統

材
料
を
用
い
る
建
築
家
で
あ
る
。

　次
に
葦
の
天
井
。
こ
の
葦
も
数
寄
屋
で
用

い
ら
れ
る
伝
統
的
な
材
料
で
は
あ
る
が
、
同

様
に
数
寄
屋
風
、
茶
室
風
の
建
物
に
も
使
わ

れ
る
。「
和
風
」
を
避
け
る
横
内
さ
ん
と
し
て

は
使
わ
な
そ
う
だ
が
、
む
し
ろ
天
井
全
面
に

使
っ
て
い
る
。
本
来
、
小
間
の
天
井
や
床
天

井
な
ど
の
小
さ
な
部
分
に
用
い
ら
れ
る
葦
天

井
を
、
全
面
に
。
こ
れ
は
ヨ
シ
ベ
ニ
ヤ
と
い

う
三
六
合
板
に
も
と
も
と
葦
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
材
料
で
、
白
井
晟
一
が
部
分
的
に

使
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
坪
単
価
が
安
く
、

施
工
性
が
容
易
な
こ
と
も
あ
り
、
自
身
の
ス

タ
イ
ル
と
し
て
意
識
的
に
採
用
し
た
ら
し
い
。

む
ろ
ん
、
白
井
は
和
に
対
し
て
独
自
の
立
ち

位
置
に
い
た
人
物
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
横
内
さ
ん
は
生
粋
の
和
、
あ

る
い
は
「
和
風
」
か
ら
は
距
離
を
置
い
て
い

る
。
和
と
い
う
よ
り
は
洋
だ
が
、
タ
イ
ル
の

張
り
方
も
前
川
國
男
の
も
と
で
の
経
験
を
踏

ま
え
、
通
常
の
通
し
目
地
や
破
れ
目
地
で
は

な
い
縦
横
を
組
み
合
わ
せ
た
張
り
方
（
本
歌

は
韓
国
の
お
墓
）
に
し
て
い
る
。
和
に
し
ろ

洋
に
し
ろ
、
慣
習
と
し
て
染
み
つ
い
た
印
象

は
重
い
。
横
内
さ
ん
は
、
そ
の
本
来
は
重
い

伝
統
材
料
を
フ
ラ
ッ
ト
な
や
わ
ら
か
さ
に
仕

立
て
あ
げ
て
い
る
。

　今
回
の
特
集
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
横
内
さ

ん
の
住
宅
3
軒
の
う
ち
、
こ
の
「
帝
塚
山
の

セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
が
最
も
和
か
ら
遠
い

建
物
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
体
構
造

は
防
火
な
ど
の
理
由
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ

し
、
外
壁
は
ぐ
る
っ
と
タ
イ
ル
張
り
で
あ
る
。

文
化
の
核
は
具
象
で
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま

う
と
な
ん
で
も
あ
り
だ
が
、
京
都
に
い
た
か

ら
こ
そ
熟
し
た
庭
と
建
築
へ
の
哲
学
と
、
そ

れ
を
現
代
建
築
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
葛
藤

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
具
象
化
さ

れ
て
現
前
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
横
内

さ
ん
は
、
違
和
感
を
感
じ
て
葛
藤
し
な
が
ら

新
旧
の
様
式
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
く
過
程
の

日
本
建
築
が
好
き
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
外

来
文
化
の
和
様
化
の
過
程
で
も
あ
り
、
そ
れ

を
「
和
」
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、「
帝

塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」
で
の
葛
藤
も
、

ま
さ
し
く
「
和
」
の
思
潮
に
属
し
て
い
る
と

い
え
る
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
自
身
は
目
に
見
え
る

わ
か
り
や
す
い
「
和
風
」
を
避
け
る
人
だ
。

「
和
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そ
っ
と
忍
ば
せ
て
あ
る
。
そ
れ
で
も

横
内
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の
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築
を
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と
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に
、
伝
統
な

ら
で
は
の
た
け
だ
け
し
さ
や
、
あ
る
い
は
洗

練
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ

力
強
い
文
化
の
身
体
へ
の
浸
食
と
し
て
誇
る

べ
き
こ
と
だ
。

コ
ン
ク
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ト
に

タ
イ
ル
張
り

そ
れ
で
も
和

室
内
意
匠
の
本
歌
見
聞

写真右／食堂から庭を見
る。軀体は箱形のコンク
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ムの調整と日射制御のた
めに庇を取り付けている。
写真左ページ／敷地の南
側にある和室。主屋から
少し庭に突き出て配され
ていて、開口部がL字型
に２面ある。
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森
に
た
た
ず
む
木
造
の
別
荘

四

特
集
／

和
の
再
構
築

横
内
敏
人
の

融
合
に
み
る

設
計
／
横
内
敏
人

「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」

作
品

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

そ
の

山中の斜面地に立っている別荘。
二間四方の室を矢車状に配置しながら、
各室や内外の関係を調整している。
安らぎとともに恐ろしさもある
自然のなかでの立ち方には、
縄文的な野性も見え隠れしている。

取材・文／伊藤公文　写真／傍島利浩

Special Feature
The WA Style by

Yokouchi ToshihitoWA“ ” Case Study
4Part

北
東
側
外
観
。
斜
面
に
沿

っ
て
レ
ベ
ル
差
が
あ
る
。

中
央
の
9
1
0
㎜
四
方
の

煙
突
や
風
突
を
中
心
に
、

二
間
四
方
の
各
室
が
矢
車

状
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
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皮
張
り
と
し
、
ま
る
で
蓑
虫
の
よ
う
な
表
情

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
こ
が

れ
の
表
れ
だ
ろ
う
。

　独
立
後
の
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ
ー
ト
地
点
が

現
代
数
寄
屋
の
最
高
峰
と
い
う
べ
き
フ
ィ
ー

ル
ド
だ
っ
た
。
そ
こ
は
あ
た
か
も
底
な
し
沼

の
よ
う
に
、
長
い
歴
史
に
裏
づ
け
さ
れ
た
技

法
が
山
の
よ
う
に
堆
積
し
、
明
文
化
さ
れ
て

い
な
い
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
伝
承
が
重
な

っ
て
い
る
。
そ
の
良
質
な
部
分
に
触
れ
、
身

に
つ
け
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
沼
地
に
足

を
と
ら
れ
た
く
は
な
い
と
彼
は
言
う
。
そ
こ

に
と
ど
ま
っ
て
は
現
代
の
建
築
家
と
し
て
世

の
一
般
の
要
求
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
し
、

慣
習
的
な
技
法
を
い
く
ら
洗
練
さ
せ
た
と
し

て
も
一
定
の
枠
は
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
想

い
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
独
自
の
境
地
に

至
っ
た
横
内
さ
ん
は
、
近
年
、
さ
ら
に
進
ん

で
、
理
性
的
な
判
断
で
と
ら
え
ら
れ
る
状
況

を
超
え
た
地
点
に
向
か
い
た
い
と
い
う
欲
求

を
強
く
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
り
ど

こ
ろ
は
縄
文
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
衝
動
の
ス

ト
レ
ー
ト
な
表
現
、
得
体
の
知
れ
な
い
野
放

図
な
生
命
力
、
圧
倒
的
な
包
容
力
と
や
さ
し

さ
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
強
烈
に
ひ
き
つ
け

ら
れ
る
と
い
う
。

　繊
細
に
し
て
高
度
な
技
を
知
り
つ
く
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
小
手
先
の
技
は
通

用
し
な
い
、
原
始
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
く

縄
文
へ
の
傾
倒
を
隠
さ
な
い
建
築
家
。
そ
の

行
く
末
に
興
趣
は
つ
き
な
い
が
、「
言
う
こ
と

は
簡
単
で
も
、や
る
の
は
難
し
い
ん
だ
よ
ね
」

と
当
の
本
人
は
笑
っ
て
い
な
す
の
だ
っ
た
。

　　森
と
い
う
と
、
現
代
の
文
明
社
会
に
暮
ら

す
私
た
ち
は
、
移
ろ
う
樹
陰
を
求
め
、
四
季

折
々
に
表
情
を
変
え
る
木
の
葉
を
愛
で
、
梢

を
吹
き
渡
る
風
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
る
、
つ

ま
り
日
々
の
せ
わ
し
な
い
生
活
の
ス
ト
レ
ス

を
解
消
し
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
場
で

あ
る
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
が
ち
だ
。

　し
か
し
、
本
来
、
森
は
そ
の
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
奥
深
く
濃
密
で
、
野
生
の
放
逸

な
生
命
力
が
み
な
ぎ
り
、
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に

精
霊
が
宿
っ
て
恐
ろ
し
い
触
手
を
伸
ば
し
て

い
た
り
、
た
く
さ
ん
の
神
々
が
生
物
や
人
間

と
未
分
化
の
混
沌
と
し
た
状
態
を
形
成
し
て

い
る
場
所
で
あ
る
。
近
代
的
な
理
性
で
明
快

に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
怖
あ
る
い
は
畏
怖

を
伴
わ
ず
に
分
け
入
っ
て
い
け
な
い
が
、
一

方
で
、
人
間
の
生
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
恵

み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
尽
き
せ
ぬ
豊
饒
の

場
で
も
あ
る
。

　別
荘
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
深
い

森
の
な
か
に
あ
る
。
数
千
坪
の
敷
地
に
平
坦

な
場
所
は
な
く
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
、
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
、
カ
エ
デ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
大
樹
が
そ

び
え
、
一
面
の
高
い
藪
で
覆
わ
れ
、
30
m
近

く
の
断
崖
が
あ
り
、
幾
重
も
の
山
容
が
視
界

の
届
く
限
り
あ
る
。
設
計
者
の
横
内
敏
人
さ

ん
が
こ
の
地
に
初
め
て
立
っ
た
と
き
、
一
方

で
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
な
が
ら
、
一
方
で
は
必

ず
や
畏
怖
を
覚
え
た
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
、

現
代
の
住
ま
い
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」

と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み
合
わ

せ
が
よ
い
と
い
う
横
内
さ
ん
の
従
来
か
ら
の

考
え
を
、
こ
こ
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
み
よ

う
と
い
う
考
え
に
達
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　　2
階
建
て
、
延
床
面
積
45
坪
。
別
荘
と
し

て
は
規
模
が
大
き

い
が
、
全
体
の
構

成
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。

　2
階
の
平
面
図

を
見
る
と
一
目
瞭

然
、
3
・
6
4
m

角
、
す
な
わ
ち
二

間
四
方
、
8
畳
間

の
空
間
単
位
を
91

㎝
ず
つ
ず
ら
し
な

が
ら
4
つ
、
矢
車

状
に
配
置
し
て
い

る
。
中
心
に
91
㎝
角
の
ス
ペ
ー
ス
（
ボ
イ
ド

A
）
が
残
る
。
こ
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
に
、

も
う
ひ
と
つ
東
南
方
向
に
増
設
し
た
格
好
に

な
っ
て
い
る
の
が
1
階
の
平
面
で
、
91
㎝
角

の
ス
ペ
ー
ス
が
中
心
に
ひ
と
つ（
ボ
イ
ド
B
）、

周
辺
に
ふ
た
つ（
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
）

生
ま
れ
て
い
る
。

　直
前
に
完
成
し
た
別
荘
「
ア
ン
モ
ナ
イ
ト

の
家
」（
09
）
で
も
、
空
間
単
位
の
大
き
さ
は

異
な
る
が
、
同
じ
よ
う
な
矢
車
状
の
配
置
の

平
面
と
し
て
い
る
の
で
、
横
内
さ
ん
と
し
て

は
経
験
ず
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
精
緻

に
突
き
詰
め
、
原
型
を
求
め
て
探
究
し
た
の

だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　そ
れ
に
し
て
も
図
面
を
見
る
限
り
で
は
、

シ
ス
テ
ム
を
強
引
に
適
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
明
快
な
構
成
だ
。
こ

れ
以
上
は
突
き
詰
め
よ
う
の
な
い
原
型
に
た

ど
り
着
い
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か

し
実
際
に
内
部
を
体
験
す
る
と
、
シ
ス
テ
ム

の
弊
害
は
何
ひ
と
つ
見
当
た
ら
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
存
在
は
遠
く
消
え
去
っ
て
、
驚
く

ほ
ど
多
様
で
豊
か
な
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。

　そ
の
第
1
の
因
は
出
隅
入
隅
に
あ
る
。
た

と
え
ば
2
階
平
面
の
場
合
、
二
間
四
方
の
単

位
を
単
純
に
4
つ
合
わ
せ
る
と
、
入
隅
は
な

く
4
つ
の
出
隅
が
あ
る
だ
け
。
そ
れ
を
矢
車

状
に
配
置
す
る
と
、
出
隅
8
つ
、
入
隅
4
つ
、

計
12
の
コ
ー
ナ
ー
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
も

た
ら
す
効
果
は
め
ざ
ま
し
い
。
空
間
に
抑
揚

が
つ
き
、
躍
動
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
方
向
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
開
口
か
ら

光
が
射
し
込
む
。
コ
ー
ナ
ー
を
通
し
て
外
部

の
景
観
が
内
部
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
1
階

の
広
間
、
食
堂
、
台
所
の
流
れ
る
よ
う
な
空

間
に
そ
の
効
果
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る

が
、
杉
皮
張
り
の
外
部
で
も
効
果
が
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
細
分

化
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
塊
で
あ
っ
た
ら
も
た
ら

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
圧
迫
感
が
す
っ
か
り
軽
減

さ
れ
て
い
る
。

　第
2
の
因
は
高
低
差
で
あ
る
。
敷
地
北
西

か
ら
南
東
へ
下
る
傾
斜
を
利
し
て
、
1
階
で

は
玄
関
・
階
段
ホ
ー
ル
、
客
間
、
洗
面
所
の

3
つ
の
空
間
単
位
か
ら
30
㎝
下
が
っ
て
中
央

の
居
間
、
さ
ら
に
75
㎝
下
が
っ
て
広
間
、
食

堂
、
台
所
の
空
間
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
場
所
か
ら
も
外
へ
の
眺

望
が
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
通
り
、
開
放

感
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
空
間
単
位
の
適
度
な
独
立
性
、
ほ
か
の

単
位
と
の
適
度
な
つ
な
が
り
の
両
立
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

　第
3
の
因
は
、
こ
れ
ら
の
総
合
と
し
て
の

回
遊
性
、
迷
路
性
で
あ
る
。
暖
炉
の
煙
道
と

な
っ
て
い
る
「
ボ
イ
ド
B
」
を
ぐ
る
り
と
巡

っ
て
展
開
す
る
動
か
ら
静
へ
の
心
が
浮
き
立

つ
よ
う
な
回
遊
、
い
ず
れ
も
階
段
と
な
っ
て

い
る
「
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
」
を
伝
っ

て
雰
囲
気
を
異
に
す
る
空
間
を
次
々
に
巡
る

不
思
議
な
回
遊
。
2
階
で
は
風
の
道
と
な
っ

て
い
る
「
ボ
イ
ド
A
」
を
巡
る
仕
掛
け
に
満

ち
た
回
遊
。
ひ
と
つ
の
住
宅
の
な
か
に
こ
れ

ほ
ど
の
多
彩
な
回
遊
性
が
仕
込
ま
れ
、
別
荘

と
い
う
非
日
常
の
生
活
を
楽
し
む
場
に
ふ
さ

わ
し
い
迷
路
性
が
生
ま
れ
、
か
つ
そ
れ
が
た

ん
な
る
遊
び
と
し
て
で
は
な
く
使
い
勝
手
に

直
結
し
て
い
る
の
は
驚
き
と
い
う
し
か
な
い
。

　こ
の
計
画
の
眼
目
は
、「
開
放
的
な
明
る
い

場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み

合
わ
せ
だ
っ
た
。
1
階
で
い
え
ば
、
南
東
の

3
つ
の
空
間
単
位
が
前
者
に
あ
た
り
、
北
西

側
の
3
つ
の
空
間
単
位
が
後
者
に
あ
た
る
。

そ
の
区
分
は
開
口
部
の
大
き
さ
、
天
井
の
高

さ
、
仕
上
げ
、
建
具
な
ど
、
各
所
に
表
れ
て

い
て
明
瞭
、
紛
れ
が
な
い
。

　残
る
ひ
と
つ
の
空
間
単
位
が
中
央
の
「
居

間
」
で
あ
る
。
こ
の
空
間
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る

意
味
で
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
核
心

で
あ
る
。

　そ
れ
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉

鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
結
節
点
に
あ
っ
て
、

両
者
の
対
比
的
な
特
質
を
と
も
に
備
え
な
が

ら
、
し
か
し
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、
固
有
の

空
間
の
質
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
空
間
単

位
の
な
か
で
唯
一
、
外
気
に
直
接
面
し
て
お

ら
ず
、
機
能
、
レ
ベ
ル
、
天
井
高
、
仕
上
げ
、

す
べ
て
が
異
な
る
空
間
に
四
方
を
囲
ま
れ
て

い
な
が
ら
、
四
方
の
い
ず
れ
と
も
通
じ
て
い

る
。　隣

り
合
う
広
間
か
ら
1
m
以
上
も
低
い

2
・
3
1
m
の
天
井
高
、
コ
ー
ナ
ー
を
ま
わ

る
座
の
低
い
ソ
フ
ァ
、
そ
し
て
四
方
と
通
じ

る
開
き
戸
、
折
り
戸
、
引
き
戸
と
勝
手
も
大

き
さ
も
異
な
る
5
種
類
の
建
具
。
そ
の
ど
れ

か
ひ
と
つ
が
わ
ず
か
に
狂
っ
て
も
破
調
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
危
う
さ
を
は
ら
ん
で
い
る

と
こ
ろ
を
、
設
計
者
は
み
ご
と
に
調
停
し
、

こ
の
う
え
な
く
居
心
地
の
よ
い
場
所
に
仕
立

て
あ
げ
て
い
る
。

　私
た
ち
が
訪
れ
た
の
は
真
夏
の
昼
下
が
り
。

こ
の
居
間
は
、
き
ら
き
ら
と
陽
光
を
跳
ね
返

す
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
緑
の
眺
望
が
あ
り
な
が

ら
、
一
方
で
は
深
く
静
か
に
沈
潜
す
る
闇
で

あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
不
思
議
な
空
間
と
な

っ
て
い
た
。
冬
は
冬
で
、
凍
え
る
外
景
を
遠

望
す
る
究
極
の
ぬ
く
も
り
の
場
に
変
貌
す
る

の
だ
ろ
う
。

「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守

ら
れ
た
場
」
を
単
純
に
分
け
、
単
純
に
足
し

合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
ほ
う

が
主
題
が
表
現
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
き
、

い
わ
ば
一
発
芸
の
よ
う
な
明
快
さ
を
も
た
ら

し
、
他
者
か
ら
の
理
解
を
容
易
に
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。

　あ
る
い
は
、
二
間
四
方
の
空
間
単
位
を
矢

車
状
に
配
置
す
る
シ
ス
テ
ム
に
し
て
も
、
そ

れ
を
よ
り
直
接
的
に
外
部
や
内
部
に
表
す
方

法
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が

常
道
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
主
題
が

一
見
し
て
明
ら
か
で
、
設
計
者
の
意
図
が
あ

ら
わ
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　け
れ
ど
も
、
横
内
さ
ん
は
そ
う
し
た
道
を

選
ば
な
い
。

　す
べ
て
の
物
事
や
現
象
に
は
多
面
性
が
あ

り
、
多
義
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
近
代
の
理

性
に
よ
れ
ば
一
面
を
捨
象
し
て
ほ
か
の
一
面

に
焦
点
を
絞
る
こ
と
も
、
多
義
性
の
な
か
に

鮮
明
な
強
弱
を
つ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う

し
、
そ
れ
が
合
理
化
の
道
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
は
あ
え
て
そ
う
し
な

い
。　多

面
性
を
す
べ
て
包
み
込
み
、
多
義
性
を

そ
の
ま
ま
に
受
容
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

建
築
を
立
ち
上
げ
、
場
を
築
い
て
い
く
。
そ

れ
に
よ
っ
て
表
現
の
鋭
角
性
が
和
ら
ぐ
こ
と

が
あ
っ
て
も
い
と
わ
な
い
し
、
形
態
の
あ
い

ま
い
性
が
強
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ

な
い
。
そ
れ
が
自
然
の
摂
理
に
沿
う
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
、

横
内
さ
ん
の
そ
う
し
た
姿
勢
を
よ
く
示
し
て

い
る
。

「
縄
文
人
に
な
り
た
い
」
と
横
内
さ
ん
は
言

う
。「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
外
装
を
杉

野
生
の
森
の

安
ら
ぎ
と

畏
怖

矢
車
状
の

配
置
と

平
面

矢
車
に

組
み
込
ま
れ
た

仕
掛
け

南側外観

露天風呂

アプローチ側外観

巨大な飛石を経て玄関に
至る。外壁は全面杉皮張
り。経年変化とともに山
中で自然となじむ風合い
を醸し出している。

写真左ページ下／山中の絶
景に臨む露天風呂。内風呂
にはられた温泉があふれる
と、配管を通して露天風呂
に至る（37ページに詳細図）。

写真左ページ上／南側外観。
南側に面した食堂、台所、
内風呂（37ページ）などか
らは山中の絶景を見ること
ができる。手前のデッキを
進み露天風呂に至る。

Case Study

Special Feature
The WA Style by

Yokouchi Toshihito
Part 4WA“ ”

3031



皮
張
り
と
し
、
ま
る
で
蓑
虫
の
よ
う
な
表
情

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
こ
が

れ
の
表
れ
だ
ろ
う
。

　独
立
後
の
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ
ー
ト
地
点
が

現
代
数
寄
屋
の
最
高
峰
と
い
う
べ
き
フ
ィ
ー

ル
ド
だ
っ
た
。
そ
こ
は
あ
た
か
も
底
な
し
沼

の
よ
う
に
、
長
い
歴
史
に
裏
づ
け
さ
れ
た
技

法
が
山
の
よ
う
に
堆
積
し
、
明
文
化
さ
れ
て

い
な
い
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
伝
承
が
重
な

っ
て
い
る
。
そ
の
良
質
な
部
分
に
触
れ
、
身

に
つ
け
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
沼
地
に
足

を
と
ら
れ
た
く
は
な
い
と
彼
は
言
う
。
そ
こ

に
と
ど
ま
っ
て
は
現
代
の
建
築
家
と
し
て
世

の
一
般
の
要
求
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
し
、

慣
習
的
な
技
法
を
い
く
ら
洗
練
さ
せ
た
と
し

て
も
一
定
の
枠
は
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
想

い
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
独
自
の
境
地
に

至
っ
た
横
内
さ
ん
は
、
近
年
、
さ
ら
に
進
ん

で
、
理
性
的
な
判
断
で
と
ら
え
ら
れ
る
状
況

を
超
え
た
地
点
に
向
か
い
た
い
と
い
う
欲
求

を
強
く
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
り
ど

こ
ろ
は
縄
文
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
衝
動
の
ス

ト
レ
ー
ト
な
表
現
、
得
体
の
知
れ
な
い
野
放

図
な
生
命
力
、
圧
倒
的
な
包
容
力
と
や
さ
し

さ
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
強
烈
に
ひ
き
つ
け

ら
れ
る
と
い
う
。

　繊
細
に
し
て
高
度
な
技
を
知
り
つ
く
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
小
手
先
の
技
は
通

用
し
な
い
、
原
始
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
く

縄
文
へ
の
傾
倒
を
隠
さ
な
い
建
築
家
。
そ
の

行
く
末
に
興
趣
は
つ
き
な
い
が
、「
言
う
こ
と

は
簡
単
で
も
、や
る
の
は
難
し
い
ん
だ
よ
ね
」

と
当
の
本
人
は
笑
っ
て
い
な
す
の
だ
っ
た
。

　　森
と
い
う
と
、
現
代
の
文
明
社
会
に
暮
ら

す
私
た
ち
は
、
移
ろ
う
樹
陰
を
求
め
、
四
季

折
々
に
表
情
を
変
え
る
木
の
葉
を
愛
で
、
梢

を
吹
き
渡
る
風
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
る
、
つ

ま
り
日
々
の
せ
わ
し
な
い
生
活
の
ス
ト
レ
ス

を
解
消
し
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
場
で

あ
る
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
が
ち
だ
。

　し
か
し
、
本
来
、
森
は
そ
の
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
奥
深
く
濃
密
で
、
野
生
の
放
逸

な
生
命
力
が
み
な
ぎ
り
、
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に

精
霊
が
宿
っ
て
恐
ろ
し
い
触
手
を
伸
ば
し
て

い
た
り
、
た
く
さ
ん
の
神
々
が
生
物
や
人
間

と
未
分
化
の
混
沌
と
し
た
状
態
を
形
成
し
て

い
る
場
所
で
あ
る
。
近
代
的
な
理
性
で
明
快

に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
怖
あ
る
い
は
畏
怖

を
伴
わ
ず
に
分
け
入
っ
て
い
け
な
い
が
、
一

方
で
、
人
間
の
生
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
恵

み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
尽
き
せ
ぬ
豊
饒
の

場
で
も
あ
る
。

　別
荘
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
深
い

森
の
な
か
に
あ
る
。
数
千
坪
の
敷
地
に
平
坦

な
場
所
は
な
く
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
、
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
、
カ
エ
デ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
大
樹
が
そ

び
え
、
一
面
の
高
い
藪
で
覆
わ
れ
、
30
m
近

く
の
断
崖
が
あ
り
、
幾
重
も
の
山
容
が
視
界

の
届
く
限
り
あ
る
。
設
計
者
の
横
内
敏
人
さ

ん
が
こ
の
地
に
初
め
て
立
っ
た
と
き
、
一
方

で
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
な
が
ら
、
一
方
で
は
必

ず
や
畏
怖
を
覚
え
た
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
、

現
代
の
住
ま
い
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」

と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み
合
わ

せ
が
よ
い
と
い
う
横
内
さ
ん
の
従
来
か
ら
の

考
え
を
、
こ
こ
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
み
よ

う
と
い
う
考
え
に
達
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　　2
階
建
て
、
延
床
面
積
45
坪
。
別
荘
と
し

て
は
規
模
が
大
き

い
が
、
全
体
の
構

成
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。

　2
階
の
平
面
図

を
見
る
と
一
目
瞭

然
、
3
・
6
4
m

角
、
す
な
わ
ち
二

間
四
方
、
8
畳
間

の
空
間
単
位
を
91

㎝
ず
つ
ず
ら
し
な

が
ら
4
つ
、
矢
車

状
に
配
置
し
て
い

る
。
中
心
に
91
㎝
角
の
ス
ペ
ー
ス
（
ボ
イ
ド

A
）
が
残
る
。
こ
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
に
、

も
う
ひ
と
つ
東
南
方
向
に
増
設
し
た
格
好
に

な
っ
て
い
る
の
が
1
階
の
平
面
で
、
91
㎝
角

の
ス
ペ
ー
ス
が
中
心
に
ひ
と
つ（
ボ
イ
ド
B
）、

周
辺
に
ふ
た
つ（
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
）

生
ま
れ
て
い
る
。

　直
前
に
完
成
し
た
別
荘
「
ア
ン
モ
ナ
イ
ト

の
家
」（
09
）
で
も
、
空
間
単
位
の
大
き
さ
は

異
な
る
が
、
同
じ
よ
う
な
矢
車
状
の
配
置
の

平
面
と
し
て
い
る
の
で
、
横
内
さ
ん
と
し
て

は
経
験
ず
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
精
緻

に
突
き
詰
め
、
原
型
を
求
め
て
探
究
し
た
の

だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　そ
れ
に
し
て
も
図
面
を
見
る
限
り
で
は
、

シ
ス
テ
ム
を
強
引
に
適
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
明
快
な
構
成
だ
。
こ

れ
以
上
は
突
き
詰
め
よ
う
の
な
い
原
型
に
た

ど
り
着
い
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か

し
実
際
に
内
部
を
体
験
す
る
と
、
シ
ス
テ
ム

の
弊
害
は
何
ひ
と
つ
見
当
た
ら
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
存
在
は
遠
く
消
え
去
っ
て
、
驚
く

ほ
ど
多
様
で
豊
か
な
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。

　そ
の
第
1
の
因
は
出
隅
入
隅
に
あ
る
。
た

と
え
ば
2
階
平
面
の
場
合
、
二
間
四
方
の
単

位
を
単
純
に
4
つ
合
わ
せ
る
と
、
入
隅
は
な

く
4
つ
の
出
隅
が
あ
る
だ
け
。
そ
れ
を
矢
車

状
に
配
置
す
る
と
、
出
隅
8
つ
、
入
隅
4
つ
、

計
12
の
コ
ー
ナ
ー
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
も

た
ら
す
効
果
は
め
ざ
ま
し
い
。
空
間
に
抑
揚

が
つ
き
、
躍
動
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
方
向
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
開
口
か
ら

光
が
射
し
込
む
。
コ
ー
ナ
ー
を
通
し
て
外
部

の
景
観
が
内
部
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
1
階

の
広
間
、
食
堂
、
台
所
の
流
れ
る
よ
う
な
空

間
に
そ
の
効
果
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る

が
、
杉
皮
張
り
の
外
部
で
も
効
果
が
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
細
分

化
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
塊
で
あ
っ
た
ら
も
た
ら

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
圧
迫
感
が
す
っ
か
り
軽
減

さ
れ
て
い
る
。

　第
2
の
因
は
高
低
差
で
あ
る
。
敷
地
北
西

か
ら
南
東
へ
下
る
傾
斜
を
利
し
て
、
1
階
で

は
玄
関
・
階
段
ホ
ー
ル
、
客
間
、
洗
面
所
の

3
つ
の
空
間
単
位
か
ら
30
㎝
下
が
っ
て
中
央

の
居
間
、
さ
ら
に
75
㎝
下
が
っ
て
広
間
、
食

堂
、
台
所
の
空
間
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
場
所
か
ら
も
外
へ
の
眺

望
が
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
通
り
、
開
放

感
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
空
間
単
位
の
適
度
な
独
立
性
、
ほ
か
の

単
位
と
の
適
度
な
つ
な
が
り
の
両
立
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

　第
3
の
因
は
、
こ
れ
ら
の
総
合
と
し
て
の

回
遊
性
、
迷
路
性
で
あ
る
。
暖
炉
の
煙
道
と

な
っ
て
い
る
「
ボ
イ
ド
B
」
を
ぐ
る
り
と
巡

っ
て
展
開
す
る
動
か
ら
静
へ
の
心
が
浮
き
立

つ
よ
う
な
回
遊
、
い
ず
れ
も
階
段
と
な
っ
て

い
る
「
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
」
を
伝
っ

て
雰
囲
気
を
異
に
す
る
空
間
を
次
々
に
巡
る

不
思
議
な
回
遊
。
2
階
で
は
風
の
道
と
な
っ

て
い
る
「
ボ
イ
ド
A
」
を
巡
る
仕
掛
け
に
満

ち
た
回
遊
。
ひ
と
つ
の
住
宅
の
な
か
に
こ
れ

ほ
ど
の
多
彩
な
回
遊
性
が
仕
込
ま
れ
、
別
荘

と
い
う
非
日
常
の
生
活
を
楽
し
む
場
に
ふ
さ

わ
し
い
迷
路
性
が
生
ま
れ
、
か
つ
そ
れ
が
た

ん
な
る
遊
び
と
し
て
で
は
な
く
使
い
勝
手
に

直
結
し
て
い
る
の
は
驚
き
と
い
う
し
か
な
い
。

　こ
の
計
画
の
眼
目
は
、「
開
放
的
な
明
る
い

場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み

合
わ
せ
だ
っ
た
。
1
階
で
い
え
ば
、
南
東
の

3
つ
の
空
間
単
位
が
前
者
に
あ
た
り
、
北
西

側
の
3
つ
の
空
間
単
位
が
後
者
に
あ
た
る
。

そ
の
区
分
は
開
口
部
の
大
き
さ
、
天
井
の
高

さ
、
仕
上
げ
、
建
具
な
ど
、
各
所
に
表
れ
て

い
て
明
瞭
、
紛
れ
が
な
い
。

　残
る
ひ
と
つ
の
空
間
単
位
が
中
央
の
「
居

間
」
で
あ
る
。
こ
の
空
間
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る

意
味
で
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
核
心

で
あ
る
。

　そ
れ
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉

鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
結
節
点
に
あ
っ
て
、

両
者
の
対
比
的
な
特
質
を
と
も
に
備
え
な
が

ら
、
し
か
し
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、
固
有
の

空
間
の
質
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
空
間
単

位
の
な
か
で
唯
一
、
外
気
に
直
接
面
し
て
お

ら
ず
、
機
能
、
レ
ベ
ル
、
天
井
高
、
仕
上
げ
、

す
べ
て
が
異
な
る
空
間
に
四
方
を
囲
ま
れ
て

い
な
が
ら
、
四
方
の
い
ず
れ
と
も
通
じ
て
い

る
。　隣

り
合
う
広
間
か
ら
1
m
以
上
も
低
い

2
・
3
1
m
の
天
井
高
、
コ
ー
ナ
ー
を
ま
わ

る
座
の
低
い
ソ
フ
ァ
、
そ
し
て
四
方
と
通
じ

る
開
き
戸
、
折
り
戸
、
引
き
戸
と
勝
手
も
大

き
さ
も
異
な
る
5
種
類
の
建
具
。
そ
の
ど
れ

か
ひ
と
つ
が
わ
ず
か
に
狂
っ
て
も
破
調
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
危
う
さ
を
は
ら
ん
で
い
る

と
こ
ろ
を
、
設
計
者
は
み
ご
と
に
調
停
し
、

こ
の
う
え
な
く
居
心
地
の
よ
い
場
所
に
仕
立

て
あ
げ
て
い
る
。

　私
た
ち
が
訪
れ
た
の
は
真
夏
の
昼
下
が
り
。

こ
の
居
間
は
、
き
ら
き
ら
と
陽
光
を
跳
ね
返

す
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
緑
の
眺
望
が
あ
り
な
が

ら
、
一
方
で
は
深
く
静
か
に
沈
潜
す
る
闇
で

あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
不
思
議
な
空
間
と
な

っ
て
い
た
。
冬
は
冬
で
、
凍
え
る
外
景
を
遠

望
す
る
究
極
の
ぬ
く
も
り
の
場
に
変
貌
す
る

の
だ
ろ
う
。

「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守

ら
れ
た
場
」
を
単
純
に
分
け
、
単
純
に
足
し

合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
ほ
う

が
主
題
が
表
現
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
き
、

い
わ
ば
一
発
芸
の
よ
う
な
明
快
さ
を
も
た
ら

し
、
他
者
か
ら
の
理
解
を
容
易
に
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。

　あ
る
い
は
、
二
間
四
方
の
空
間
単
位
を
矢

車
状
に
配
置
す
る
シ
ス
テ
ム
に
し
て
も
、
そ

れ
を
よ
り
直
接
的
に
外
部
や
内
部
に
表
す
方

法
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が

常
道
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
主
題
が

一
見
し
て
明
ら
か
で
、
設
計
者
の
意
図
が
あ

ら
わ
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　け
れ
ど
も
、
横
内
さ
ん
は
そ
う
し
た
道
を

選
ば
な
い
。

　す
べ
て
の
物
事
や
現
象
に
は
多
面
性
が
あ

り
、
多
義
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
近
代
の
理

性
に
よ
れ
ば
一
面
を
捨
象
し
て
ほ
か
の
一
面

に
焦
点
を
絞
る
こ
と
も
、
多
義
性
の
な
か
に

鮮
明
な
強
弱
を
つ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う

し
、
そ
れ
が
合
理
化
の
道
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
は
あ
え
て
そ
う
し
な

い
。　多

面
性
を
す
べ
て
包
み
込
み
、
多
義
性
を

そ
の
ま
ま
に
受
容
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

建
築
を
立
ち
上
げ
、
場
を
築
い
て
い
く
。
そ

れ
に
よ
っ
て
表
現
の
鋭
角
性
が
和
ら
ぐ
こ
と

が
あ
っ
て
も
い
と
わ
な
い
し
、
形
態
の
あ
い

ま
い
性
が
強
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ

な
い
。
そ
れ
が
自
然
の
摂
理
に
沿
う
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
、

横
内
さ
ん
の
そ
う
し
た
姿
勢
を
よ
く
示
し
て

い
る
。

「
縄
文
人
に
な
り
た
い
」
と
横
内
さ
ん
は
言

う
。「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
外
装
を
杉

野
生
の
森
の

安
ら
ぎ
と

畏
怖

矢
車
状
の

配
置
と

平
面

矢
車
に

組
み
込
ま
れ
た

仕
掛
け

南側外観

露天風呂

アプローチ側外観

巨大な飛石を経て玄関に
至る。外壁は全面杉皮張
り。経年変化とともに山
中で自然となじむ風合い
を醸し出している。

写真左ページ下／山中の絶
景に臨む露天風呂。内風呂
にはられた温泉があふれる
と、配管を通して露天風呂
に至る（37ページに詳細図）。

写真左ページ上／南側外観。
南側に面した食堂、台所、
内風呂（37ページ）などか
らは山中の絶景を見ること
ができる。手前のデッキを
進み露天風呂に至る。

Case Study

Special Feature
The WA Style by

Yokouchi Toshihito
Part 4WA“ ”

3031



皮
張
り
と
し
、
ま
る
で
蓑
虫
の
よ
う
な
表
情

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
こ
が

れ
の
表
れ
だ
ろ
う
。

　独
立
後
の
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ
ー
ト
地
点
が

現
代
数
寄
屋
の
最
高
峰
と
い
う
べ
き
フ
ィ
ー

ル
ド
だ
っ
た
。
そ
こ
は
あ
た
か
も
底
な
し
沼

の
よ
う
に
、
長
い
歴
史
に
裏
づ
け
さ
れ
た
技

法
が
山
の
よ
う
に
堆
積
し
、
明
文
化
さ
れ
て

い
な
い
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
伝
承
が
重
な

っ
て
い
る
。
そ
の
良
質
な
部
分
に
触
れ
、
身

に
つ
け
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
沼
地
に
足

を
と
ら
れ
た
く
は
な
い
と
彼
は
言
う
。
そ
こ

に
と
ど
ま
っ
て
は
現
代
の
建
築
家
と
し
て
世

の
一
般
の
要
求
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
し
、

慣
習
的
な
技
法
を
い
く
ら
洗
練
さ
せ
た
と
し

て
も
一
定
の
枠
は
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
想

い
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
独
自
の
境
地
に

至
っ
た
横
内
さ
ん
は
、
近
年
、
さ
ら
に
進
ん

で
、
理
性
的
な
判
断
で
と
ら
え
ら
れ
る
状
況

を
超
え
た
地
点
に
向
か
い
た
い
と
い
う
欲
求

を
強
く
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
り
ど

こ
ろ
は
縄
文
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
衝
動
の
ス

ト
レ
ー
ト
な
表
現
、
得
体
の
知
れ
な
い
野
放

図
な
生
命
力
、
圧
倒
的
な
包
容
力
と
や
さ
し

さ
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
強
烈
に
ひ
き
つ
け

ら
れ
る
と
い
う
。

　繊
細
に
し
て
高
度
な
技
を
知
り
つ
く
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
小
手
先
の
技
は
通

用
し
な
い
、
原
始
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
く

縄
文
へ
の
傾
倒
を
隠
さ
な
い
建
築
家
。
そ
の

行
く
末
に
興
趣
は
つ
き
な
い
が
、「
言
う
こ
と

は
簡
単
で
も
、や
る
の
は
難
し
い
ん
だ
よ
ね
」

と
当
の
本
人
は
笑
っ
て
い
な
す
の
だ
っ
た
。

　　森
と
い
う
と
、
現
代
の
文
明
社
会
に
暮
ら

す
私
た
ち
は
、
移
ろ
う
樹
陰
を
求
め
、
四
季

折
々
に
表
情
を
変
え
る
木
の
葉
を
愛
で
、
梢

を
吹
き
渡
る
風
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
る
、
つ

ま
り
日
々
の
せ
わ
し
な
い
生
活
の
ス
ト
レ
ス

を
解
消
し
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
場
で

あ
る
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
が
ち
だ
。

　し
か
し
、
本
来
、
森
は
そ
の
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
奥
深
く
濃
密
で
、
野
生
の
放
逸

な
生
命
力
が
み
な
ぎ
り
、
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に

精
霊
が
宿
っ
て
恐
ろ
し
い
触
手
を
伸
ば
し
て

い
た
り
、
た
く
さ
ん
の
神
々
が
生
物
や
人
間

と
未
分
化
の
混
沌
と
し
た
状
態
を
形
成
し
て

い
る
場
所
で
あ
る
。
近
代
的
な
理
性
で
明
快

に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
怖
あ
る
い
は
畏
怖

を
伴
わ
ず
に
分
け
入
っ
て
い
け
な
い
が
、
一

方
で
、
人
間
の
生
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
恵

み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
尽
き
せ
ぬ
豊
饒
の

場
で
も
あ
る
。

　別
荘
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
深
い

森
の
な
か
に
あ
る
。
数
千
坪
の
敷
地
に
平
坦

な
場
所
は
な
く
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
、
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
、
カ
エ
デ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
大
樹
が
そ

び
え
、
一
面
の
高
い
藪
で
覆
わ
れ
、
30
m
近

く
の
断
崖
が
あ
り
、
幾
重
も
の
山
容
が
視
界

の
届
く
限
り
あ
る
。
設
計
者
の
横
内
敏
人
さ

ん
が
こ
の
地
に
初
め
て
立
っ
た
と
き
、
一
方

で
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
な
が
ら
、
一
方
で
は
必

ず
や
畏
怖
を
覚
え
た
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
、

現
代
の
住
ま
い
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」

と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み
合
わ

せ
が
よ
い
と
い
う
横
内
さ
ん
の
従
来
か
ら
の

考
え
を
、
こ
こ
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
み
よ

う
と
い
う
考
え
に
達
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　　2
階
建
て
、
延
床
面
積
45
坪
。
別
荘
と
し

て
は
規
模
が
大
き

い
が
、
全
体
の
構

成
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。

　2
階
の
平
面
図

を
見
る
と
一
目
瞭

然
、
3
・
6
4
m

角
、
す
な
わ
ち
二

間
四
方
、
8
畳
間

の
空
間
単
位
を
91

㎝
ず
つ
ず
ら
し
な

が
ら
4
つ
、
矢
車

状
に
配
置
し
て
い

る
。
中
心
に
91
㎝
角
の
ス
ペ
ー
ス
（
ボ
イ
ド

A
）
が
残
る
。
こ
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
に
、

も
う
ひ
と
つ
東
南
方
向
に
増
設
し
た
格
好
に

な
っ
て
い
る
の
が
1
階
の
平
面
で
、
91
㎝
角

の
ス
ペ
ー
ス
が
中
心
に
ひ
と
つ（
ボ
イ
ド
B
）、

周
辺
に
ふ
た
つ（
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
）

生
ま
れ
て
い
る
。

　直
前
に
完
成
し
た
別
荘
「
ア
ン
モ
ナ
イ
ト

の
家
」（
09
）
で
も
、
空
間
単
位
の
大
き
さ
は

異
な
る
が
、
同
じ
よ
う
な
矢
車
状
の
配
置
の

平
面
と
し
て
い
る
の
で
、
横
内
さ
ん
と
し
て

は
経
験
ず
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
精
緻

に
突
き
詰
め
、
原
型
を
求
め
て
探
究
し
た
の

だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　そ
れ
に
し
て
も
図
面
を
見
る
限
り
で
は
、

シ
ス
テ
ム
を
強
引
に
適
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
明
快
な
構
成
だ
。
こ

れ
以
上
は
突
き
詰
め
よ
う
の
な
い
原
型
に
た

ど
り
着
い
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か

し
実
際
に
内
部
を
体
験
す
る
と
、
シ
ス
テ
ム

の
弊
害
は
何
ひ
と
つ
見
当
た
ら
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
存
在
は
遠
く
消
え
去
っ
て
、
驚
く

ほ
ど
多
様
で
豊
か
な
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。

　そ
の
第
1
の
因
は
出
隅
入
隅
に
あ
る
。
た

と
え
ば
2
階
平
面
の
場
合
、
二
間
四
方
の
単

位
を
単
純
に
4
つ
合
わ
せ
る
と
、
入
隅
は
な

く
4
つ
の
出
隅
が
あ
る
だ
け
。
そ
れ
を
矢
車

状
に
配
置
す
る
と
、
出
隅
8
つ
、
入
隅
4
つ
、

計
12
の
コ
ー
ナ
ー
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
も

た
ら
す
効
果
は
め
ざ
ま
し
い
。
空
間
に
抑
揚

が
つ
き
、
躍
動
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
方
向
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
開
口
か
ら

光
が
射
し
込
む
。
コ
ー
ナ
ー
を
通
し
て
外
部

の
景
観
が
内
部
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
1
階

の
広
間
、
食
堂
、
台
所
の
流
れ
る
よ
う
な
空

間
に
そ
の
効
果
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る

が
、
杉
皮
張
り
の
外
部
で
も
効
果
が
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
細
分

化
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
塊
で
あ
っ
た
ら
も
た
ら

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
圧
迫
感
が
す
っ
か
り
軽
減

さ
れ
て
い
る
。

　第
2
の
因
は
高
低
差
で
あ
る
。
敷
地
北
西

か
ら
南
東
へ
下
る
傾
斜
を
利
し
て
、
1
階
で

は
玄
関
・
階
段
ホ
ー
ル
、
客
間
、
洗
面
所
の

3
つ
の
空
間
単
位
か
ら
30
㎝
下
が
っ
て
中
央

の
居
間
、
さ
ら
に
75
㎝
下
が
っ
て
広
間
、
食

堂
、
台
所
の
空
間
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
場
所
か
ら
も
外
へ
の
眺

望
が
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
通
り
、
開
放

感
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
空
間
単
位
の
適
度
な
独
立
性
、
ほ
か
の

単
位
と
の
適
度
な
つ
な
が
り
の
両
立
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

　第
3
の
因
は
、
こ
れ
ら
の
総
合
と
し
て
の

回
遊
性
、
迷
路
性
で
あ
る
。
暖
炉
の
煙
道
と

な
っ
て
い
る
「
ボ
イ
ド
B
」
を
ぐ
る
り
と
巡

っ
て
展
開
す
る
動
か
ら
静
へ
の
心
が
浮
き
立

つ
よ
う
な
回
遊
、
い
ず
れ
も
階
段
と
な
っ
て

い
る
「
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
」
を
伝
っ

て
雰
囲
気
を
異
に
す
る
空
間
を
次
々
に
巡
る

不
思
議
な
回
遊
。
2
階
で
は
風
の
道
と
な
っ

て
い
る
「
ボ
イ
ド
A
」
を
巡
る
仕
掛
け
に
満

ち
た
回
遊
。
ひ
と
つ
の
住
宅
の
な
か
に
こ
れ

ほ
ど
の
多
彩
な
回
遊
性
が
仕
込
ま
れ
、
別
荘

と
い
う
非
日
常
の
生
活
を
楽
し
む
場
に
ふ
さ

わ
し
い
迷
路
性
が
生
ま
れ
、
か
つ
そ
れ
が
た

ん
な
る
遊
び
と
し
て
で
は
な
く
使
い
勝
手
に

直
結
し
て
い
る
の
は
驚
き
と
い
う
し
か
な
い
。

　こ
の
計
画
の
眼
目
は
、「
開
放
的
な
明
る
い

場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み

合
わ
せ
だ
っ
た
。
1
階
で
い
え
ば
、
南
東
の

3
つ
の
空
間
単
位
が
前
者
に
あ
た
り
、
北
西

側
の
3
つ
の
空
間
単
位
が
後
者
に
あ
た
る
。

そ
の
区
分
は
開
口
部
の
大
き
さ
、
天
井
の
高

さ
、
仕
上
げ
、
建
具
な
ど
、
各
所
に
表
れ
て

い
て
明
瞭
、
紛
れ
が
な
い
。

　残
る
ひ
と
つ
の
空
間
単
位
が
中
央
の
「
居

間
」
で
あ
る
。
こ
の
空
間
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る

意
味
で
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
核
心

で
あ
る
。

　そ
れ
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉

鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
結
節
点
に
あ
っ
て
、

両
者
の
対
比
的
な
特
質
を
と
も
に
備
え
な
が

ら
、
し
か
し
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、
固
有
の

空
間
の
質
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
空
間
単

位
の
な
か
で
唯
一
、
外
気
に
直
接
面
し
て
お

ら
ず
、
機
能
、
レ
ベ
ル
、
天
井
高
、
仕
上
げ
、

す
べ
て
が
異
な
る
空
間
に
四
方
を
囲
ま
れ
て

い
な
が
ら
、
四
方
の
い
ず
れ
と
も
通
じ
て
い

る
。　隣

り
合
う
広
間
か
ら
1
m
以
上
も
低
い

2
・
3
1
m
の
天
井
高
、
コ
ー
ナ
ー
を
ま
わ

る
座
の
低
い
ソ
フ
ァ
、
そ
し
て
四
方
と
通
じ

る
開
き
戸
、
折
り
戸
、
引
き
戸
と
勝
手
も
大

き
さ
も
異
な
る
5
種
類
の
建
具
。
そ
の
ど
れ

か
ひ
と
つ
が
わ
ず
か
に
狂
っ
て
も
破
調
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
危
う
さ
を
は
ら
ん
で
い
る

と
こ
ろ
を
、
設
計
者
は
み
ご
と
に
調
停
し
、

こ
の
う
え
な
く
居
心
地
の
よ
い
場
所
に
仕
立

て
あ
げ
て
い
る
。

　私
た
ち
が
訪
れ
た
の
は
真
夏
の
昼
下
が
り
。

こ
の
居
間
は
、
き
ら
き
ら
と
陽
光
を
跳
ね
返

す
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
緑
の
眺
望
が
あ
り
な
が

ら
、
一
方
で
は
深
く
静
か
に
沈
潜
す
る
闇
で

あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
不
思
議
な
空
間
と
な

っ
て
い
た
。
冬
は
冬
で
、
凍
え
る
外
景
を
遠

望
す
る
究
極
の
ぬ
く
も
り
の
場
に
変
貌
す
る

の
だ
ろ
う
。

「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守

ら
れ
た
場
」
を
単
純
に
分
け
、
単
純
に
足
し

合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
ほ
う

が
主
題
が
表
現
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
き
、

い
わ
ば
一
発
芸
の
よ
う
な
明
快
さ
を
も
た
ら

し
、
他
者
か
ら
の
理
解
を
容
易
に
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。

　あ
る
い
は
、
二
間
四
方
の
空
間
単
位
を
矢

車
状
に
配
置
す
る
シ
ス
テ
ム
に
し
て
も
、
そ

れ
を
よ
り
直
接
的
に
外
部
や
内
部
に
表
す
方

法
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が

常
道
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
主
題
が

一
見
し
て
明
ら
か
で
、
設
計
者
の
意
図
が
あ

ら
わ
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　け
れ
ど
も
、
横
内
さ
ん
は
そ
う
し
た
道
を

選
ば
な
い
。

　す
べ
て
の
物
事
や
現
象
に
は
多
面
性
が
あ

り
、
多
義
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
近
代
の
理

性
に
よ
れ
ば
一
面
を
捨
象
し
て
ほ
か
の
一
面

に
焦
点
を
絞
る
こ
と
も
、
多
義
性
の
な
か
に

鮮
明
な
強
弱
を
つ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う

し
、
そ
れ
が
合
理
化
の
道
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
。

　し
か
し
、
横
内
さ
ん
は
あ
え
て
そ
う
し
な

い
。　多

面
性
を
す
べ
て
包
み
込
み
、
多
義
性
を

そ
の
ま
ま
に
受
容
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

建
築
を
立
ち
上
げ
、
場
を
築
い
て
い
く
。
そ

れ
に
よ
っ
て
表
現
の
鋭
角
性
が
和
ら
ぐ
こ
と

が
あ
っ
て
も
い
と
わ
な
い
し
、
形
態
の
あ
い

ま
い
性
が
強
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ

な
い
。
そ
れ
が
自
然
の
摂
理
に
沿
う
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
、

横
内
さ
ん
の
そ
う
し
た
姿
勢
を
よ
く
示
し
て

い
る
。

「
縄
文
人
に
な
り
た
い
」
と
横
内
さ
ん
は
言

う
。「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
外
装
を
杉

開
放
と
閉
鎖
の

組
み
合
わ
せ

「
縄
文
人
に
な
り
た
い
」

多
面
性
と
多
義
性
の

包
容
と
受
容

各室が矢車状に配されて
いるため、各室の隅木も
矢車状になっている。

矢車状の隅木

食堂

二間四方の各室は矢車状
に配されているだけでな
く、各室間にはレベル差
があり、一見すると複雑
ながらも豊かな室内風景
を生み出している。開口
部まわりの柱にはロール
スクリーンのガイドレー
ルになる幕板が取り付け
られている（47ページに
詳細図）。
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皮
張
り
と
し
、
ま
る
で
蓑
虫
の
よ
う
な
表
情

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
こ
が

れ
の
表
れ
だ
ろ
う
。

　独
立
後
の
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ
ー
ト
地
点
が

現
代
数
寄
屋
の
最
高
峰
と
い
う
べ
き
フ
ィ
ー

ル
ド
だ
っ
た
。
そ
こ
は
あ
た
か
も
底
な
し
沼

の
よ
う
に
、
長
い
歴
史
に
裏
づ
け
さ
れ
た
技

法
が
山
の
よ
う
に
堆
積
し
、
明
文
化
さ
れ
て

い
な
い
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
伝
承
が
重
な

っ
て
い
る
。
そ
の
良
質
な
部
分
に
触
れ
、
身

に
つ
け
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
沼
地
に
足

を
と
ら
れ
た
く
は
な
い
と
彼
は
言
う
。
そ
こ

に
と
ど
ま
っ
て
は
現
代
の
建
築
家
と
し
て
世

の
一
般
の
要
求
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
し
、

慣
習
的
な
技
法
を
い
く
ら
洗
練
さ
せ
た
と
し

て
も
一
定
の
枠
は
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
想

い
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
独
自
の
境
地
に

至
っ
た
横
内
さ
ん
は
、
近
年
、
さ
ら
に
進
ん

で
、
理
性
的
な
判
断
で
と
ら
え
ら
れ
る
状
況

を
超
え
た
地
点
に
向
か
い
た
い
と
い
う
欲
求

を
強
く
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
り
ど

こ
ろ
は
縄
文
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
衝
動
の
ス

ト
レ
ー
ト
な
表
現
、
得
体
の
知
れ
な
い
野
放

図
な
生
命
力
、
圧
倒
的
な
包
容
力
と
や
さ
し

さ
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
強
烈
に
ひ
き
つ
け

ら
れ
る
と
い
う
。

　繊
細
に
し
て
高
度
な
技
を
知
り
つ
く
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
小
手
先
の
技
は
通

用
し
な
い
、
原
始
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
く

縄
文
へ
の
傾
倒
を
隠
さ
な
い
建
築
家
。
そ
の

行
く
末
に
興
趣
は
つ
き
な
い
が
、「
言
う
こ
と

は
簡
単
で
も
、や
る
の
は
難
し
い
ん
だ
よ
ね
」

と
当
の
本
人
は
笑
っ
て
い
な
す
の
だ
っ
た
。

　　森
と
い
う
と
、
現
代
の
文
明
社
会
に
暮
ら

す
私
た
ち
は
、
移
ろ
う
樹
陰
を
求
め
、
四
季

折
々
に
表
情
を
変
え
る
木
の
葉
を
愛
で
、
梢

を
吹
き
渡
る
風
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
る
、
つ

ま
り
日
々
の
せ
わ
し
な
い
生
活
の
ス
ト
レ
ス

を
解
消
し
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
場
で

あ
る
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
が
ち
だ
。

　し
か
し
、
本
来
、
森
は
そ
の
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
奥
深
く
濃
密
で
、
野
生
の
放
逸

な
生
命
力
が
み
な
ぎ
り
、
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に

精
霊
が
宿
っ
て
恐
ろ
し
い
触
手
を
伸
ば
し
て

い
た
り
、
た
く
さ
ん
の
神
々
が
生
物
や
人
間

と
未
分
化
の
混
沌
と
し
た
状
態
を
形
成
し
て

い
る
場
所
で
あ
る
。
近
代
的
な
理
性
で
明
快

に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
所

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
怖
あ
る
い
は
畏
怖

を
伴
わ
ず
に
分
け
入
っ
て
い
け
な
い
が
、
一

方
で
、
人
間
の
生
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
恵

み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
尽
き
せ
ぬ
豊
饒
の

場
で
も
あ
る
。

　別
荘
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
は
深
い

森
の
な
か
に
あ
る
。
数
千
坪
の
敷
地
に
平
坦

な
場
所
は
な
く
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
、
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
、
カ
エ
デ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
大
樹
が
そ

び
え
、
一
面
の
高
い
藪
で
覆
わ
れ
、
30
m
近

く
の
断
崖
が
あ
り
、
幾
重
も
の
山
容
が
視
界

の
届
く
限
り
あ
る
。
設
計
者
の
横
内
敏
人
さ

ん
が
こ
の
地
に
初
め
て
立
っ
た
と
き
、
一
方

で
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
な
が
ら
、
一
方
で
は
必

ず
や
畏
怖
を
覚
え
た
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
、

現
代
の
住
ま
い
は
「
開
放
的
な
明
る
い
場
」

と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み
合
わ

せ
が
よ
い
と
い
う
横
内
さ
ん
の
従
来
か
ら
の

考
え
を
、
こ
こ
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
み
よ

う
と
い
う
考
え
に
達
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　　2
階
建
て
、
延
床
面
積
45
坪
。
別
荘
と
し

て
は
規
模
が
大
き

い
が
、
全
体
の
構

成
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。

　2
階
の
平
面
図

を
見
る
と
一
目
瞭

然
、
3
・
6
4
m

角
、
す
な
わ
ち
二

間
四
方
、
8
畳
間

の
空
間
単
位
を
91

㎝
ず
つ
ず
ら
し
な

が
ら
4
つ
、
矢
車

状
に
配
置
し
て
い

る
。
中
心
に
91
㎝
角
の
ス
ペ
ー
ス
（
ボ
イ
ド

A
）
が
残
る
。
こ
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
に
、

も
う
ひ
と
つ
東
南
方
向
に
増
設
し
た
格
好
に

な
っ
て
い
る
の
が
1
階
の
平
面
で
、
91
㎝
角

の
ス
ペ
ー
ス
が
中
心
に
ひ
と
つ（
ボ
イ
ド
B
）、

周
辺
に
ふ
た
つ（
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
）

生
ま
れ
て
い
る
。

　直
前
に
完
成
し
た
別
荘
「
ア
ン
モ
ナ
イ
ト

の
家
」（
09
）
で
も
、
空
間
単
位
の
大
き
さ
は

異
な
る
が
、
同
じ
よ
う
な
矢
車
状
の
配
置
の

平
面
と
し
て
い
る
の
で
、
横
内
さ
ん
と
し
て

は
経
験
ず
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
精
緻

に
突
き
詰
め
、
原
型
を
求
め
て
探
究
し
た
の

だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　そ
れ
に
し
て
も
図
面
を
見
る
限
り
で
は
、

シ
ス
テ
ム
を
強
引
に
適
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
明
快
な
構
成
だ
。
こ

れ
以
上
は
突
き
詰
め
よ
う
の
な
い
原
型
に
た

ど
り
着
い
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か

し
実
際
に
内
部
を
体
験
す
る
と
、
シ
ス
テ
ム

の
弊
害
は
何
ひ
と
つ
見
当
た
ら
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
存
在
は
遠
く
消
え
去
っ
て
、
驚
く

ほ
ど
多
様
で
豊
か
な
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。

　そ
の
第
1
の
因
は
出
隅
入
隅
に
あ
る
。
た

と
え
ば
2
階
平
面
の
場
合
、
二
間
四
方
の
単

位
を
単
純
に
4
つ
合
わ
せ
る
と
、
入
隅
は
な

く
4
つ
の
出
隅
が
あ
る
だ
け
。
そ
れ
を
矢
車

状
に
配
置
す
る
と
、
出
隅
8
つ
、
入
隅
4
つ
、

計
12
の
コ
ー
ナ
ー
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
も

た
ら
す
効
果
は
め
ざ
ま
し
い
。
空
間
に
抑
揚

が
つ
き
、
躍
動
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
方
向
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
開
口
か
ら

光
が
射
し
込
む
。
コ
ー
ナ
ー
を
通
し
て
外
部

の
景
観
が
内
部
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
1
階

の
広
間
、
食
堂
、
台
所
の
流
れ
る
よ
う
な
空

間
に
そ
の
効
果
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る

が
、
杉
皮
張
り
の
外
部
で
も
効
果
が
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
細
分

化
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
塊
で
あ
っ
た
ら
も
た
ら

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
圧
迫
感
が
す
っ
か
り
軽
減

さ
れ
て
い
る
。

　第
2
の
因
は
高
低
差
で
あ
る
。
敷
地
北
西

か
ら
南
東
へ
下
る
傾
斜
を
利
し
て
、
1
階
で

は
玄
関
・
階
段
ホ
ー
ル
、
客
間
、
洗
面
所
の

3
つ
の
空
間
単
位
か
ら
30
㎝
下
が
っ
て
中
央

の
居
間
、
さ
ら
に
75
㎝
下
が
っ
て
広
間
、
食

堂
、
台
所
の
空
間
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
場
所
か
ら
も
外
へ
の
眺

望
が
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
通
り
、
開
放

感
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
空
間
単
位
の
適
度
な
独
立
性
、
ほ
か
の

単
位
と
の
適
度
な
つ
な
が
り
の
両
立
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

　第
3
の
因
は
、
こ
れ
ら
の
総
合
と
し
て
の

回
遊
性
、
迷
路
性
で
あ
る
。
暖
炉
の
煙
道
と

な
っ
て
い
る
「
ボ
イ
ド
B
」
を
ぐ
る
り
と
巡

っ
て
展
開
す
る
動
か
ら
静
へ
の
心
が
浮
き
立

つ
よ
う
な
回
遊
、
い
ず
れ
も
階
段
と
な
っ
て

い
る
「
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
C
と
D
」
を
伝
っ

て
雰
囲
気
を
異
に
す
る
空
間
を
次
々
に
巡
る

不
思
議
な
回
遊
。
2
階
で
は
風
の
道
と
な
っ

て
い
る
「
ボ
イ
ド
A
」
を
巡
る
仕
掛
け
に
満

ち
た
回
遊
。
ひ
と
つ
の
住
宅
の
な
か
に
こ
れ

ほ
ど
の
多
彩
な
回
遊
性
が
仕
込
ま
れ
、
別
荘

と
い
う
非
日
常
の
生
活
を
楽
し
む
場
に
ふ
さ

わ
し
い
迷
路
性
が
生
ま
れ
、
か
つ
そ
れ
が
た

ん
な
る
遊
び
と
し
て
で
は
な
く
使
い
勝
手
に

直
結
し
て
い
る
の
は
驚
き
と
い
う
し
か
な
い
。

　こ
の
計
画
の
眼
目
は
、「
開
放
的
な
明
る
い

場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
」
の
組
み

合
わ
せ
だ
っ
た
。
1
階
で
い
え
ば
、
南
東
の

3
つ
の
空
間
単
位
が
前
者
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あ
た
り
、
北
西

側
の
3
つ
の
空
間
単
位
が
後
者
に
あ
た
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。
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分
は
開
口
部
の
大
き
さ
、
天
井
の
高

さ
、
仕
上
げ
、
建
具
な
ど
、
各
所
に
表
れ
て

い
て
明
瞭
、
紛
れ
が
な
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。

　残
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ひ
と
つ
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空
間
単
位
が
中
央
の
「
居

間
」
で
あ
る
。
こ
の
空
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あ
ら
ゆ
る

意
味
で
「
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
」
の
核
心

で
あ
る
。
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れ
は
「
開
放
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明
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場
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「
閉

鎖
的
な
守
ら
れ
た
場
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節
点
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て
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比
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特
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が
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の

空
間
の
質
を
保
っ
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る
。
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れ
は
空
間
単

位
の
な
か
で
唯
一
、
外
気
に
直
接
面
し
て
お

ら
ず
、
機
能
、
レ
ベ
ル
、
天
井
高
、
仕
上
げ
、
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て
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異
な
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間
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四
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囲
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て

い
な
が
ら
、
四
方
の
い
ず
れ
と
も
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て
い

る
。　隣

り
合
う
広
間
か
ら
1
m
以
上
も
低
い

2
・
3
1
m
の
天
井
高
、
コ
ー
ナ
ー
を
ま
わ

る
座
の
低
い
ソ
フ
ァ
、
そ
し
て
四
方
と
通
じ

る
開
き
戸
、
折
り
戸
、
引
き
戸
と
勝
手
も
大

き
さ
も
異
な
る
5
種
類
の
建
具
。
そ
の
ど
れ

か
ひ
と
つ
が
わ
ず
か
に
狂
っ
て
も
破
調
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
危
う
さ
を
は
ら
ん
で
い
る

と
こ
ろ
を
、
設
計
者
は
み
ご
と
に
調
停
し
、

こ
の
う
え
な
く
居
心
地
の
よ
い
場
所
に
仕
立

て
あ
げ
て
い
る
。
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た
ち
が
訪
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は
真
夏
の
昼
下
が
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は
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光
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跳
ね
返
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緑
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が

ら
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一
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で
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深
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潜
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で
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め
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不
思
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な

っ
て
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た
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の
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ろ
う
。

「
開
放
的
な
明
る
い
場
」
と
「
閉
鎖
的
な
守
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し
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と
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。
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矢

車
状
に
配
置
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シ
ス
テ
ム
に
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て
も
、
そ

れ
を
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り
直
接
的
に
外
部
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内
部
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表
す
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法
は
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し
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む
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ろ
そ
の
ほ
う
が

常
道
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
主
題
が

一
見
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て
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で
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図
が
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ら
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に
ち
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い
。

　け
れ
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そ
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た
道
を

選
ば
な
い
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　す
べ
て
の
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現
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に
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面
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わ
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近
代
の
理

性
に
よ
れ
ば
一
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を
捨
象
し
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の
一
面
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鮮
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強
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と
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に
ち
が
い

な
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。
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面
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す
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そ
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築
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築
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。
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縄
文
人
に
な
り
た
い
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は
言

う
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ヒ
メ
シ
ャ
ラ
の
森
の
家
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外
装
を
杉

開
放
と
閉
鎖
の

組
み
合
わ
せ

「
縄
文
人
に
な
り
た
い
」

多
面
性
と
多
義
性
の

包
容
と
受
容

各室が矢車状に配されて
いるため、各室の隅木も
矢車状になっている。

矢車状の隅木

食堂

二間四方の各室は矢車状
に配されているだけでな
く、各室間にはレベル差
があり、一見すると複雑
ながらも豊かな室内風景
を生み出している。開口
部まわりの柱にはロール
スクリーンのガイドレー
ルになる幕板が取り付け
られている（47ページに
詳細図）。
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910㎜四方の風突のまわ
りに各室が配置され、回
遊性のある平面になって
いる。

写真右／食堂よりフロア
レベルが高い居間。家具
が壁際に造り付けられ、
二間四方でも狭くは感じ
ない。写真左／２階と同
様に暖炉（煙突）のまわ
りに各室が配置されてい
る。右手に居間、左手に
台所がある。

回遊性のある各室の配置

断
面
図

2F

1F 食堂の暖炉と居間
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名取さんの自宅にある庭。
庭に植えられたおもな樹
種は、ヤマモミジ、ハウ
チワカエデ、オオサカヅ
キモミジ、ソヨゴ、ツガ、
ボタン、ハラン。
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い
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に
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て
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横
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の
建
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を
よ
く
知
っ
た
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人
が
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を

振
る
い
、
そ
の
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に
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内
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ん
も
応
え
る
、
と
い
う
相
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効

果
が
み
ら
れ
ま
す
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こ
こ
で
は
、
そ
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Natori Mitsuru

「帝塚山のセミコートハウス」の中庭

最
初
は
茶
庭

阿
吽
の
呼
吸
の
庭
づ
く
り

　　東
香
園
は
明
治
6
年
創
業
で
、
私
で
4
代

目
で
す
。
小
さ
い
頃
か
ら
家
業
を
手
伝
い
、

大
学
は
そ
の
ま
ま
造
園
学
科
を
目
指
し
ま
し

た
。
当
時
は
ま
だ
造
園
学
科
の
あ
る
大
学
は

少
な
く
、
私
は
南
九
州
大
学
に
行
っ
た
ん
で

す
が
、
山
梨
と
宮
崎
を
電
車
で
往
復
す
る
と

ち
ょ
う
ど
京
都
で
乗
り
換
え
る
た
め
、
よ
く

京
都
の
庭
を
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
今
思
う

と
、
関
西
、
九
州
と
、
植
生
の
異
な
る
各
地

の
木
が
覚
え
ら
れ
、
東
京
の
大
学
に
行
く
よ

り
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　卒
業
後
、
父
の
も
と
で
修
業
を
始
め
ま
し

た
が
、
と
も
か
く
「
見
て
覚
え
ろ
」
と
、
木

の
名
前
も
3
回
ま
で
し
か
教
え
て
く
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
一
人
前
に
な
っ
た
と
思
っ
た
の

は
、
現
場
で
め
っ
た
に
ほ
め
な
い
親
父
に
ほ

め
ら
れ
た
と
き
か
な
。「
ま
あ
ま
あ
だ
な
」
の

ひ
と
言
で
し
た
が（
笑
）。
38
歳
の
頃
で
す
。

　横
内
さ
ん
が
設
計
し
た
家
の
庭
を
初
め
て

担
当
し
た
の
は
19
年
前
で
、
山
梨
県
内
に
立

つ
「
竜
王
の
家
」（
95
）
で
す
。
お
施
主
さ
ん

の
前
の
家
に
親
父
が
出
入
り
し
て
い
た
縁
で
、

別
の
広
い
敷
地
に
新
築
す
る
家
の
庭
を
一
か

ら
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　私
が
手
が
け
た
庭
を
い
く
つ
か
見
て
も
ら

い
、
京
都
で
も
横
内
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

う
庭
を
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
先
生
が
影
響

を
受
け
た
と
い
う
明
貫
厚
さ
ん（「
若
王
子
の

家
」
の
庭
を
担
当
）
の
庭
も
見
ま
し
た
が
、

控
え
め
な
な
か
に
も
独
特
の
美
し
さ
が
あ
り

ま
し
た
。
い
い
庭
と
い
う
の
は
、
ま
わ
り
を

あ
る
程
度
、
木
の
線
で
遮
断
し
つ
つ
も
、
足

元
は
隅
か
ら
隅
ま
で
ス
ー
ッ
と
見
え
る
。
そ

う
す
る
と
、
庭
の
広
が
り
が
出
る
ん
で
す
よ
。

　横
内
さ
ん
と
私
の
庭
の
つ
く
り
方
は
、
雑

木
を
用
い
、
自
然
で
や
さ
し
い
感
じ
の
線
を

出
す
な
ど
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り

ま
す
。
手
本
は
や
は
り
京
都
で
す
。
先
生
の

場
合
は
庭
だ
け
で
な
く
、
建
築
も
さ
ら
っ
と

や
さ
し
い
で
す
ね
。

「
竜
王
の
家
」
に
は
メ
イ
ン
の
庭
と
は
別
に

茶
庭
が
あ
り
、
ま
ず
そ
ち
ら
か
ら
始
め
ま
し

た
。
こ
こ
で
教
わ
っ
た
の
は
、
飛
石
の
打
ち

方
で
す
。
家
に
ど
こ
ま
で
近
づ
け
、
ど
う
配

置
す
る
か
。
そ
れ
と
、
和
室
か
ら
茶
庭
を
見

た
と
き
の
ア
セ
ビ
の
高
さ
に
も
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
し
た
。
軒
の
ラ
イ
ン
が
見
え
隠
れ
す
る

よ
う
に
し
た
い
と
。
そ
の
茶
庭
が
仕
上
が
っ

た
ら
、「
名
取
さ
ん
、
あ
と
は
お
任
せ
ね
」
と

お
墨
つ
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　そ
れ
か
ら
3
軒
目
の
家
が
、「
奥
庭
の
家
」

（
04
）で
す
。
横
内
さ
ん
が
つ
く
る
家
は
い
つ

も
そ
う
で
す
が
、
建
築
と
庭
が
一
体
な
の
で
、

室
内
に
入
っ
て
も
建
物
の
な
か
に
い
る
と
い

う
感
じ
が
し
な
い
、
庭
の
一
部
に
い
る
よ
う

で
す
。
最
後
の
仕
上
げ
の
と
き
に
、
先
生
が

室
内
か
ら
庭
を
眺
め
て
、「
あ
そ
こ
に
1
本
、

木
を
植
え
よ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
見

通
し
た
と
き
、
少
し
間
が
抜
け
て
見
え
た
か

ら
で
し
ょ
う
。

　最
近
で
は
、
現
場
に
横
内
さ
ん
が
来
ら
れ

る
と
わ
か
っ
て
い
る
日
は
、
木
を
3
本
ほ
ど

余
分
に
持
っ
て
い
き
、
最
後
の
仕
上
げ
に
、

先
生
に
仕
事
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す（
笑
）。

ご
自
身
も
そ
れ
を
ご
存
じ
で
、「
名
取
さ
ん
、

あ
る
？
」
と
聞
く
の
で
、「
支
度
し
て
あ
り
ま

す
よ
」
と
答
え
る
と
、
3
本
の
な
か
か
ら
ど

の
木
に
す
る
か
を
選
び
、
配
置
を
決
め
て
く

れ
ま
す
。
造
園
屋
よ
り
す
ご
い
セ
ン
ス
と
バ

ラ
ン
ス
感
覚
で
、
い
つ
も
感
心
し
ま
す
。

　庭
は
家
が
で
き
て
か
ら
頼
ま
れ
る
こ
と
も

多
い
で
す
が
、
横
内
さ
ん
は
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
設
計
が
始
ま
る
と
き
か
ら
呼
ん
で
く

れ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
図
面
と
と
も
に
自

分
の
イ
メ
ー
ジ
を
話
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
を

聞
い
て
、
こ
ち
ら
も
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま

せ
て
、
材
料
探
し
に
入
る
わ
け
で
す
。

　図
面
に
は
樹
種
や
大
き
さ
ま
で
全
部
、
書

き
込
ん
で
あ
り
ま
す
。
植
生
を
よ
く
ご
存
じ

で
、
日
陰
に
は
日
陰
に
向
く
木
を
選
ん
で
く

れ
ま
す
。
た
だ
、
現
場
に
行
く
と
隣
家
の
窓

の
そ
ば
は
指
定
よ
り
大
き
め
の
木
に
し
た
り
、

見
つ
か
ら
な
い
樹
種

が
あ
る
と
変
更
し
た

り
、
そ
の
へ
ん
は
ほ

と
ん
ど
お
任
せ
で
す
。

　庭
は
時
間
が
た
つ

と
よ
く
な
る
と
い
い

ま
す
が
、
木
の
生
長

に
任
せ
て
は
だ
め
な

ん
で
す
。
出
来
上
が

っ
た
と
き
に
ほ
ぼ
9

割
ぐ
ら
い
の
完
成
度

に
も
っ
て
い
か
な
い

と
。
な
お
か
つ
、
成

長
の
遅
い
木
の
ほ
う

が
、
後
々
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
が
楽
で
す
。
先

生
も
私
も
、
い
か
に

も
つ
く
っ
た
庭
は
嫌

い
で
す
か
ら
、
自
然

に
茂
っ
て
、
何
年
か

に
一
度
、
軽
く
剪
定

す
れ
ば
す
む
よ
う
な

庭
を
考
え
て
い
ま
す
。

　横
内
さ
ん
は
お
施
主
さ
ん
の
要
望
が
な
い

限
り
、
カ
エ
デ
、
ソ
ヨ
ゴ
な
ど
、
ほ
と
ん
ど

国
産
の
樹
種
を
使
い
ま
す
。
し
か
も
、
畑
で

つ
く
っ
た
木
よ
り
、
自
然
に
山
か
ら
と
っ
た

木
を
好
ま
れ
ま
す
。
山
取
り
の
木
の
ほ
う
が

生
長
が
遅
い
し
、
ま
わ
り
の
じ
ゃ
ま
な
も
の

を
避
け
な
が
ら
育
つ
の
で
、
樹
形
も
自
然
で
、

や
わ
ら
か
な
枝
が
出
る
ん
で
す
よ
。

　も
う
22
軒
も
一
緒
に
つ
く
っ
て
き
た
の
で
、

近
頃
は
自
分
が
つ
く
る
庭
が
、
だ
ん
だ
ん

横
内
流
の
庭
み
た
い
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す

（
笑
）。

自然に茂って、何年かに一度、
軽く剪定すればすむような庭を

考えています。

維持管理に手間がかから
ないように、剪定が不要
な楓を主木にしている。
地被も刈り込みが不要な
常緑のタマリュウを敷き
詰めている。

横内さんとの最初の協働
となった「竜王の家」が
掲載された雑誌を前に、
庭への思いを語る名取さ
ん。

庭
師
・
名
取 

満

な
と
り
・
み
つ
る
／
1
9
5
2
年
山
梨
県
生
ま
れ
。
75

年
南
九
州
大
学
園
芸
学
部
造
園
学
科
卒
業
。
東
香
園
・

代
表
取
締
役
。
横
内
敏
人
建
築
設
計
事
務
所
が
設
計
し

た
「
竜
王
の
家
」（
95
）、「
奥
庭
の
家
」（
04
）、「
楓
林
の

家
」（
07
）、「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」（
08
）
な

ど
の
数
々
の
庭
を
手
が
け
る
。
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Natori Mitsuru

「帝塚山のセミコートハウス」の中庭

最
初
は
茶
庭

阿
吽
の
呼
吸
の
庭
づ
く
り

　　東
香
園
は
明
治
6
年
創
業
で
、
私
で
4
代

目
で
す
。
小
さ
い
頃
か
ら
家
業
を
手
伝
い
、

大
学
は
そ
の
ま
ま
造
園
学
科
を
目
指
し
ま
し

た
。
当
時
は
ま
だ
造
園
学
科
の
あ
る
大
学
は

少
な
く
、
私
は
南
九
州
大
学
に
行
っ
た
ん
で

す
が
、
山
梨
と
宮
崎
を
電
車
で
往
復
す
る
と

ち
ょ
う
ど
京
都
で
乗
り
換
え
る
た
め
、
よ
く

京
都
の
庭
を
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
今
思
う

と
、
関
西
、
九
州
と
、
植
生
の
異
な
る
各
地

の
木
が
覚
え
ら
れ
、
東
京
の
大
学
に
行
く
よ

り
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　卒
業
後
、
父
の
も
と
で
修
業
を
始
め
ま
し

た
が
、
と
も
か
く
「
見
て
覚
え
ろ
」
と
、
木

の
名
前
も
3
回
ま
で
し
か
教
え
て
く
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
一
人
前
に
な
っ
た
と
思
っ
た
の

は
、
現
場
で
め
っ
た
に
ほ
め
な
い
親
父
に
ほ

め
ら
れ
た
と
き
か
な
。「
ま
あ
ま
あ
だ
な
」
の

ひ
と
言
で
し
た
が（
笑
）。
38
歳
の
頃
で
す
。

　横
内
さ
ん
が
設
計
し
た
家
の
庭
を
初
め
て

担
当
し
た
の
は
19
年
前
で
、
山
梨
県
内
に
立

つ
「
竜
王
の
家
」（
95
）
で
す
。
お
施
主
さ
ん

の
前
の
家
に
親
父
が
出
入
り
し
て
い
た
縁
で
、

別
の
広
い
敷
地
に
新
築
す
る
家
の
庭
を
一
か

ら
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　私
が
手
が
け
た
庭
を
い
く
つ
か
見
て
も
ら

い
、
京
都
で
も
横
内
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

う
庭
を
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
先
生
が
影
響

を
受
け
た
と
い
う
明
貫
厚
さ
ん（「
若
王
子
の

家
」
の
庭
を
担
当
）
の
庭
も
見
ま
し
た
が
、

控
え
め
な
な
か
に
も
独
特
の
美
し
さ
が
あ
り

ま
し
た
。
い
い
庭
と
い
う
の
は
、
ま
わ
り
を

あ
る
程
度
、
木
の
線
で
遮
断
し
つ
つ
も
、
足

元
は
隅
か
ら
隅
ま
で
ス
ー
ッ
と
見
え
る
。
そ

う
す
る
と
、
庭
の
広
が
り
が
出
る
ん
で
す
よ
。

　横
内
さ
ん
と
私
の
庭
の
つ
く
り
方
は
、
雑

木
を
用
い
、
自
然
で
や
さ
し
い
感
じ
の
線
を

出
す
な
ど
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り

ま
す
。
手
本
は
や
は
り
京
都
で
す
。
先
生
の

場
合
は
庭
だ
け
で
な
く
、
建
築
も
さ
ら
っ
と

や
さ
し
い
で
す
ね
。

「
竜
王
の
家
」
に
は
メ
イ
ン
の
庭
と
は
別
に

茶
庭
が
あ
り
、
ま
ず
そ
ち
ら
か
ら
始
め
ま
し

た
。
こ
こ
で
教
わ
っ
た
の
は
、
飛
石
の
打
ち

方
で
す
。
家
に
ど
こ
ま
で
近
づ
け
、
ど
う
配

置
す
る
か
。
そ
れ
と
、
和
室
か
ら
茶
庭
を
見

た
と
き
の
ア
セ
ビ
の
高
さ
に
も
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
し
た
。
軒
の
ラ
イ
ン
が
見
え
隠
れ
す
る

よ
う
に
し
た
い
と
。
そ
の
茶
庭
が
仕
上
が
っ

た
ら
、「
名
取
さ
ん
、
あ
と
は
お
任
せ
ね
」
と

お
墨
つ
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　そ
れ
か
ら
3
軒
目
の
家
が
、「
奥
庭
の
家
」

（
04
）で
す
。
横
内
さ
ん
が
つ
く
る
家
は
い
つ

も
そ
う
で
す
が
、
建
築
と
庭
が
一
体
な
の
で
、

室
内
に
入
っ
て
も
建
物
の
な
か
に
い
る
と
い

う
感
じ
が
し
な
い
、
庭
の
一
部
に
い
る
よ
う

で
す
。
最
後
の
仕
上
げ
の
と
き
に
、
先
生
が

室
内
か
ら
庭
を
眺
め
て
、「
あ
そ
こ
に
1
本
、

木
を
植
え
よ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
見

通
し
た
と
き
、
少
し
間
が
抜
け
て
見
え
た
か

ら
で
し
ょ
う
。

　最
近
で
は
、
現
場
に
横
内
さ
ん
が
来
ら
れ

る
と
わ
か
っ
て
い
る
日
は
、
木
を
3
本
ほ
ど

余
分
に
持
っ
て
い
き
、
最
後
の
仕
上
げ
に
、

先
生
に
仕
事
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す（
笑
）。

ご
自
身
も
そ
れ
を
ご
存
じ
で
、「
名
取
さ
ん
、

あ
る
？
」
と
聞
く
の
で
、「
支
度
し
て
あ
り
ま

す
よ
」
と
答
え
る
と
、
3
本
の
な
か
か
ら
ど

の
木
に
す
る
か
を
選
び
、
配
置
を
決
め
て
く

れ
ま
す
。
造
園
屋
よ
り
す
ご
い
セ
ン
ス
と
バ

ラ
ン
ス
感
覚
で
、
い
つ
も
感
心
し
ま
す
。

　庭
は
家
が
で
き
て
か
ら
頼
ま
れ
る
こ
と
も

多
い
で
す
が
、
横
内
さ
ん
は
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
設
計
が
始
ま
る
と
き
か
ら
呼
ん
で
く

れ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
図
面
と
と
も
に
自

分
の
イ
メ
ー
ジ
を
話
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
を

聞
い
て
、
こ
ち
ら
も
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま

せ
て
、
材
料
探
し
に
入
る
わ
け
で
す
。

　図
面
に
は
樹
種
や
大
き
さ
ま
で
全
部
、
書

き
込
ん
で
あ
り
ま
す
。
植
生
を
よ
く
ご
存
じ

で
、
日
陰
に
は
日
陰
に
向
く
木
を
選
ん
で
く

れ
ま
す
。
た
だ
、
現
場
に
行
く
と
隣
家
の
窓

の
そ
ば
は
指
定
よ
り
大
き
め
の
木
に
し
た
り
、

見
つ
か
ら
な
い
樹
種

が
あ
る
と
変
更
し
た

り
、
そ
の
へ
ん
は
ほ

と
ん
ど
お
任
せ
で
す
。

　庭
は
時
間
が
た
つ

と
よ
く
な
る
と
い
い

ま
す
が
、
木
の
生
長

に
任
せ
て
は
だ
め
な

ん
で
す
。
出
来
上
が

っ
た
と
き
に
ほ
ぼ
9

割
ぐ
ら
い
の
完
成
度

に
も
っ
て
い
か
な
い

と
。
な
お
か
つ
、
成

長
の
遅
い
木
の
ほ
う

が
、
後
々
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
が
楽
で
す
。
先

生
も
私
も
、
い
か
に

も
つ
く
っ
た
庭
は
嫌

い
で
す
か
ら
、
自
然

に
茂
っ
て
、
何
年
か

に
一
度
、
軽
く
剪
定

す
れ
ば
す
む
よ
う
な

庭
を
考
え
て
い
ま
す
。

　横
内
さ
ん
は
お
施
主
さ
ん
の
要
望
が
な
い

限
り
、
カ
エ
デ
、
ソ
ヨ
ゴ
な
ど
、
ほ
と
ん
ど

国
産
の
樹
種
を
使
い
ま
す
。
し
か
も
、
畑
で

つ
く
っ
た
木
よ
り
、
自
然
に
山
か
ら
と
っ
た

木
を
好
ま
れ
ま
す
。
山
取
り
の
木
の
ほ
う
が

生
長
が
遅
い
し
、
ま
わ
り
の
じ
ゃ
ま
な
も
の

を
避
け
な
が
ら
育
つ
の
で
、
樹
形
も
自
然
で
、

や
わ
ら
か
な
枝
が
出
る
ん
で
す
よ
。

　も
う
22
軒
も
一
緒
に
つ
く
っ
て
き
た
の
で
、

近
頃
は
自
分
が
つ
く
る
庭
が
、
だ
ん
だ
ん

横
内
流
の
庭
み
た
い
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す

（
笑
）。

自然に茂って、何年かに一度、
軽く剪定すればすむような庭を

考えています。

維持管理に手間がかから
ないように、剪定が不要
な楓を主木にしている。
地被も刈り込みが不要な
常緑のタマリュウを敷き
詰めている。

横内さんとの最初の協働
となった「竜王の家」が
掲載された雑誌を前に、
庭への思いを語る名取さ
ん。

庭
師
・
名
取 

満

な
と
り
・
み
つ
る
／
1
9
5
2
年
山
梨
県
生
ま
れ
。
75

年
南
九
州
大
学
園
芸
学
部
造
園
学
科
卒
業
。
東
香
園
・

代
表
取
締
役
。
横
内
敏
人
建
築
設
計
事
務
所
が
設
計
し

た
「
竜
王
の
家
」（
95
）、「
奥
庭
の
家
」（
04
）、「
楓
林
の

家
」（
07
）、「
帝
塚
山
の
セ
ミ
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」（
08
）
な

ど
の
数
々
の
庭
を
手
が
け
る
。
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よ
こ
た
・
せ
い
い
ち
／
1
9
5
1
年
岡
山
県
生
ま
れ
。

大
工
修
業
の
た
め
建
設
会
社
勤
務
を
経
て
、
89
年
コ
ア

ー
建
築
工
房
創
業
以
来
、
専
属
大
工
に
な
る
。
横
内
敏

人
建
築
設
計
事
務
所
が
設
計
し
た
「
風
庭
の
家
」（
09
）、

「
内
庭
・
外
庭
の
家
」（
13
）、「
茨
木
の
家
」（
13
）
な
ど
で

棟
梁
を
務
め
る
。

入
念
に

考
え
ら
れ
た

図
面
と

ス
ケ
ッ
チ
に

驚
く

プ
レ
カ
ッ
ト
の
時
代
だ
が

墨
つ
け
も

横
内
さ
ん
と
の
仕
事

の
大
工
が
25
人
い
ま
す
が
、
今
は
プ
レ
カ
ッ

ト
が
増
え
て
き
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
墨
つ

け
が
で
き
る
大
工
は
少
な
い
で
す
。
家
の
組

み
立
て
と
造
作
だ
け
で
は
一
人
前
と
は
い
え

な
い
し
、
墨
つ
け
が
で
き
れ
ば
ど
ん
な
仕
事

も
ま
か
な
え
る
の
で
、
学
ん
で
お
い
て
損
は

な
い
で
す
。
一
度
覚
え
と
っ
た
ら
、
一
生
忘

れ
ま
せ
ん
か
ら
。

　横
内
さ
ん
が
設
計
し
た
家
を
初
め
て
担
当

し
た
の
は
8
年
前
で
す
。
木
を
塗
装
せ
ず
、

白
木
の
ま
ま
使
う
な
ど
、
自
然
素
材
を
だ
い

じ
に
す
る
設
計
事
務
所
だ
な
と
い
う
の
が
第

一
印
象
で
し
た
。

　デ
ィ
テ
ー
ル
が
難
し
い
と
は
あ
ま
り
感
じ

ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
そ
れ
は
、
と
も
か
く
図

面
ど
お
り
に
し
と
っ
た
ら
い
い
か
ら
で
、
担

当
者
が
そ
れ
だ
け
図
面
を
ち
ゃ
ん
と
描
い
て

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
横
内
敏
人
建
築
設

計
事
務
所
の
特
徴
は
、
図
面
が
全
部
ス
タ
ッ

フ
の
手
描
き
な
ん
で
す
よ
。
あ
れ
だ
け
の
図

面
を
何
カ
月
も
か
か
っ
て
自
分
で
描
い
た
ら
、

　生
ま
れ
は
岡
山
で
、
中
学
卒
業
後
す
ぐ
大

阪
に
出
て
、
知
り
合
い
が
弟
子
入
り
し
て
い

た
親
方
の
も
と
で
修
業
し
ま
し
た
。
1
年
目

は
ご
っ
つ
う
大
き
な
造
成
地
に
あ
る
飯
場
で
、

昼
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
ご
飯
炊
き
で
し
た
。
初

め
て
八
百
屋
に
行
か
さ
れ
た
と
き
は
何
買
う

て
い
い
か
わ
か
ら
ん
で
困
っ
と
っ
た
ら
、
親

方
が
心
配
し
て
様
子
を
見
に
来
て
「
お
ま
え
、

何
し
よ
ん
か
。
こ
れ
と
こ
れ
買
う
て
炊
い
た

ら
え
え
ん
じ
ゃ
」
と
怒
ら
れ
た（
笑
）。
で
も
、

お
か
げ
で
今
で
も
料
理
は
好
き
で
、
休
日
は

朝
昼
晩
、
腕
を
振
る
い
ま
す
。

　20
歳
の
と
き
、
親
方
の
指
導
の
も
と
、
初

め
て
自
分
で
墨
つ
け
し
て
刻
ん
で
、
建
売
住

宅
を
一
軒
建
て
ま
し
た
。
こ
の
あ
い
だ
近
く

を
通
り
か
か
っ
た
ら
、
も
う
そ
の
家
は
な
か

っ
た
け
ど
、
あ
れ
が
一
人
前
に
な
る
ひ
と
つ

の
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　今
の
会
社
の
専
属
大
工
に
な
っ
た
の
は
25

年
前
の
創
業
当
時
か
ら
で
、
一
番
の
古
株
で

す
。
こ
こ
に
は
20
代
か
ら
60
代
ま
で
各
年
代

C
A
D
で
描
く
よ
り
も
絶
対
頭
に
入
り
や
す

い
で
す
よ
ね
。
寸
法
も
ほ
ん
ま
に
ま
ち
が
い

な
く
描
い
て
あ
っ
て
、
感
心
し
ま
す
。

　横
内
さ
ん
設
計
の
家
で
も
プ
レ
カ
ッ
ト
を

用
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
構
造
材
を
現
し
に

す
る
家
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
普
通
の
プ

レ
カ
ッ
ト
屋
で
は
無
理
や
か
ら
、
会
社
が
精

度
の
い
い
プ
レ
カ
ッ
ト
工
場
を
選
ん
で
い
ま

す
。　去

年
担
当
し
た
「
茨
木
の
家
」（
13
）
も
方

形
屋
根
の
納
ま
り
が
難
儀
や
っ
た
。
隅
木
が

入
っ
て
、
全
部
登
り
梁
が
か
か
っ
て
、
下
へ

行
く
ほ
ど
梁
が
短
く
な
っ
て
入
れ
に
く
く
な

る
ん
で
す
。
自
分
で
墨
つ
け
し
て
刻
む
な
ら
、

僕
ら
は
入
れ
や
す
い
よ
う
に
考
え
る
け
ど
、

そ
れ
は
プ
レ
カ
ッ
ト
で
は
難
し
い
か
ら
ね
。

　横
内
さ
ん
は
現
場
に
来
る
と
、
部
屋
か
ら

庭
を
見
た
と
き
の
目
線
を
気
に
し
ま
す
ね
。

「
こ
こ
は
天
井
の
高
さ
を
も
っ
と
低
く
し
た

ほ
う
が
い
い
ん
や
な
い
の
か
。
ち
ょ
っ
と
そ

こ
へ
ラ
イ
ン
を
打
っ
て
み
て
く
れ
る
か
」
と

言
わ
れ
て
、
大
工
が
実
際
に
木
を
打
っ
て
、

見
え
方
を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　そ
れ
か
ら
、
業
者
に
指
示
す
る
の
で
は
な

く
、
自
分
で
手
を
動
か
す
こ
と
も
よ
く
あ
り

ま
す
。
造
園
工
事
の
と
き
に
土
の
ラ
イ
ン
を

納
得
す
る
ま
で
直
し
た
り
、
ヨ
シ
ベ
ニ
ヤ
の

天
井
も
自
然
素
材
や
か
ら
、
突
き
付
け
て
も

表
面
が
ち
ょ
っ
と
が
た
つ
く
ん
で
す
が
、
自

分
の
手
で
押
し
て
揃
え
た
り
…
…
。
そ
こ
ま

で
や
る
先
生
は
な
か
な
か
い
な
い
で
す
。

　一
番
驚
く
の
は
、
横
内
さ
ん
が
い
つ
も
描

く
あ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
す
。
図
面
だ
け
を
元
に

描
く
そ
う
な
ん
で
す
が
、
2
年
後
に
実
物
が

出
来
上
が
る
と
そ
っ
く
り
な
ん
で
す
よ
。
あ

れ
は
ほ
ん
ま
に
び
っ
く
り
し
ま
す
わ
。

横
田
清
一

棟
梁

横
内
敏
人
の
建
築
を
つ
く
る
人
々

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
そ
の
2

横内敏人さんによる
「内庭・外庭の家」のスケッチ。
工事前に描かれたにもかかわらず
ほとんど完成形と変わらない。
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よ
こ
た
・
せ
い
い
ち
／
1
9
5
1
年
岡
山
県
生
ま
れ
。

大
工
修
業
の
た
め
建
設
会
社
勤
務
を
経
て
、
89
年
コ
ア

ー
建
築
工
房
創
業
以
来
、
専
属
大
工
に
な
る
。
横
内
敏

人
建
築
設
計
事
務
所
が
設
計
し
た
「
風
庭
の
家
」（
09
）、

「
内
庭
・
外
庭
の
家
」（
13
）、「
茨
木
の
家
」（
13
）
な
ど
で

棟
梁
を
務
め
る
。

入
念
に

考
え
ら
れ
た

図
面
と

ス
ケ
ッ
チ
に

驚
く

プ
レ
カ
ッ
ト
の
時
代
だ
が

墨
つ
け
も

横
内
さ
ん
と
の
仕
事

の
大
工
が
25
人
い
ま
す
が
、
今
は
プ
レ
カ
ッ

ト
が
増
え
て
き
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
墨
つ

け
が
で
き
る
大
工
は
少
な
い
で
す
。
家
の
組

み
立
て
と
造
作
だ
け
で
は
一
人
前
と
は
い
え

な
い
し
、
墨
つ
け
が
で
き
れ
ば
ど
ん
な
仕
事

も
ま
か
な
え
る
の
で
、
学
ん
で
お
い
て
損
は

な
い
で
す
。
一
度
覚
え
と
っ
た
ら
、
一
生
忘

れ
ま
せ
ん
か
ら
。

　横
内
さ
ん
が
設
計
し
た
家
を
初
め
て
担
当

し
た
の
は
8
年
前
で
す
。
木
を
塗
装
せ
ず
、

白
木
の
ま
ま
使
う
な
ど
、
自
然
素
材
を
だ
い

じ
に
す
る
設
計
事
務
所
だ
な
と
い
う
の
が
第

一
印
象
で
し
た
。

　デ
ィ
テ
ー
ル
が
難
し
い
と
は
あ
ま
り
感
じ

ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
そ
れ
は
、
と
も
か
く
図

面
ど
お
り
に
し
と
っ
た
ら
い
い
か
ら
で
、
担

当
者
が
そ
れ
だ
け
図
面
を
ち
ゃ
ん
と
描
い
て

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
横
内
敏
人
建
築
設

計
事
務
所
の
特
徴
は
、
図
面
が
全
部
ス
タ
ッ

フ
の
手
描
き
な
ん
で
す
よ
。
あ
れ
だ
け
の
図

面
を
何
カ
月
も
か
か
っ
て
自
分
で
描
い
た
ら
、

　生
ま
れ
は
岡
山
で
、
中
学
卒
業
後
す
ぐ
大

阪
に
出
て
、
知
り
合
い
が
弟
子
入
り
し
て
い

た
親
方
の
も
と
で
修
業
し
ま
し
た
。
1
年
目

は
ご
っ
つ
う
大
き
な
造
成
地
に
あ
る
飯
場
で
、

昼
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
ご
飯
炊
き
で
し
た
。
初

め
て
八
百
屋
に
行
か
さ
れ
た
と
き
は
何
買
う

て
い
い
か
わ
か
ら
ん
で
困
っ
と
っ
た
ら
、
親

方
が
心
配
し
て
様
子
を
見
に
来
て
「
お
ま
え
、

何
し
よ
ん
か
。
こ
れ
と
こ
れ
買
う
て
炊
い
た

ら
え
え
ん
じ
ゃ
」
と
怒
ら
れ
た（
笑
）。
で
も
、

お
か
げ
で
今
で
も
料
理
は
好
き
で
、
休
日
は

朝
昼
晩
、
腕
を
振
る
い
ま
す
。

　20
歳
の
と
き
、
親
方
の
指
導
の
も
と
、
初

め
て
自
分
で
墨
つ
け
し
て
刻
ん
で
、
建
売
住

宅
を
一
軒
建
て
ま
し
た
。
こ
の
あ
い
だ
近
く

を
通
り
か
か
っ
た
ら
、
も
う
そ
の
家
は
な
か

っ
た
け
ど
、
あ
れ
が
一
人
前
に
な
る
ひ
と
つ

の
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　今
の
会
社
の
専
属
大
工
に
な
っ
た
の
は
25

年
前
の
創
業
当
時
か
ら
で
、
一
番
の
古
株
で

す
。
こ
こ
に
は
20
代
か
ら
60
代
ま
で
各
年
代

C
A
D
で
描
く
よ
り
も
絶
対
頭
に
入
り
や
す

い
で
す
よ
ね
。
寸
法
も
ほ
ん
ま
に
ま
ち
が
い

な
く
描
い
て
あ
っ
て
、
感
心
し
ま
す
。

　横
内
さ
ん
設
計
の
家
で
も
プ
レ
カ
ッ
ト
を

用
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
構
造
材
を
現
し
に

す
る
家
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
普
通
の
プ

レ
カ
ッ
ト
屋
で
は
無
理
や
か
ら
、
会
社
が
精

度
の
い
い
プ
レ
カ
ッ
ト
工
場
を
選
ん
で
い
ま

す
。　去

年
担
当
し
た
「
茨
木
の
家
」（
13
）
も
方

形
屋
根
の
納
ま
り
が
難
儀
や
っ
た
。
隅
木
が

入
っ
て
、
全
部
登
り
梁
が
か
か
っ
て
、
下
へ

行
く
ほ
ど
梁
が
短
く
な
っ
て
入
れ
に
く
く
な

る
ん
で
す
。
自
分
で
墨
つ
け
し
て
刻
む
な
ら
、

僕
ら
は
入
れ
や
す
い
よ
う
に
考
え
る
け
ど
、

そ
れ
は
プ
レ
カ
ッ
ト
で
は
難
し
い
か
ら
ね
。

　横
内
さ
ん
は
現
場
に
来
る
と
、
部
屋
か
ら

庭
を
見
た
と
き
の
目
線
を
気
に
し
ま
す
ね
。

「
こ
こ
は
天
井
の
高
さ
を
も
っ
と
低
く
し
た

ほ
う
が
い
い
ん
や
な
い
の
か
。
ち
ょ
っ
と
そ

こ
へ
ラ
イ
ン
を
打
っ
て
み
て
く
れ
る
か
」
と

言
わ
れ
て
、
大
工
が
実
際
に
木
を
打
っ
て
、

見
え
方
を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　そ
れ
か
ら
、
業
者
に
指
示
す
る
の
で
は
な

く
、
自
分
で
手
を
動
か
す
こ
と
も
よ
く
あ
り

ま
す
。
造
園
工
事
の
と
き
に
土
の
ラ
イ
ン
を

納
得
す
る
ま
で
直
し
た
り
、
ヨ
シ
ベ
ニ
ヤ
の

天
井
も
自
然
素
材
や
か
ら
、
突
き
付
け
て
も

表
面
が
ち
ょ
っ
と
が
た
つ
く
ん
で
す
が
、
自

分
の
手
で
押
し
て
揃
え
た
り
…
…
。
そ
こ
ま

で
や
る
先
生
は
な
か
な
か
い
な
い
で
す
。

　一
番
驚
く
の
は
、
横
内
さ
ん
が
い
つ
も
描

く
あ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
す
。
図
面
だ
け
を
元
に

描
く
そ
う
な
ん
で
す
が
、
2
年
後
に
実
物
が

出
来
上
が
る
と
そ
っ
く
り
な
ん
で
す
よ
。
あ

れ
は
ほ
ん
ま
に
び
っ
く
り
し
ま
す
わ
。

横
田
清
一

棟
梁

横
内
敏
人
の
建
築
を
つ
く
る
人
々

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
そ
の
2

横内敏人さんによる
「内庭・外庭の家」のスケッチ。
工事前に描かれたにもかかわらず
ほとんど完成形と変わらない。
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　岩
井
左
官
工
業
所
は
一
族
を
中
心
に
し
た

左
官
職
人
集
団
で
す
。
僕
は
い
ろ
い
ろ
な
仕

事
を
経
験
し
た
後
、
34
歳
の
と
き
か
ら
父
の

も
と
で
働
き
は
じ
め
て
、
今
年
で
11
年
目
に

な
り
ま
す
。
一
応
4
代
目
で
す
が
、
一
番
下

っ
端
で
、
ま
だ
ま
だ
修
業
中
で
す
。

　横
内
さ
ん
が
設
計
し
た
家
は
今
ま
で
何
軒

も
担
当
し
ま
し
た
が
、
初
め
は
正
直
難
し
い

と
感
じ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
こ
だ
わ
っ
て
は

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
。
で
も
、
ず
っ
と
見

て
い
く
と
、
一
貫
性
、
統
一
性
が
あ
っ
て
す

ば
ら
し
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。

　外
壁
に
つ
い
て
は
仕
上
げ
は
別
の
材
料
が

多
い
の
で
お
も
に
下
地
塗
り
で
す
が
、
内
装

は
壁
も
天
井
も
同
じ
珪
藻
土
入
り
の
仕
上
げ

塗
材
を
使
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
左
官
の
出

番
は
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。
と
く
に
天
井
は

長
時
間
ず
っ
と
「
イ
ナ
バ
ウ
ワ
ー
」
の
体
勢

で
す
か
ら（
笑
）、
つ
ら
い
で
す
ね
。
で
も
、

や
は
り
上
塗
り
は
ち
ょ
っ
と
熱
も
入
り
ま
す
。

　後
は
三
和
土
や
玉
砂
利
の
洗
い
出
し
な
ど
、

土
間
の
仕
上
げ
も
左
官
の
仕
事
で
す
。
横
内

さ
ん
設
計
の
家
に
よ
く
み
ら
れ
る
、
鉄
平
石

の
目
地
を
広
め
に
と
っ
て
洗
い
出
し
に
す
る

土
間
の
場
合
、
今
は
細
分
化
が
進
ん
で
い
る

の
で
、
鉄
平
石
は
タ
イ
ル
工
事
業
者
が
張
り
、

洗
い
出
し
は
う
ち
が
や
り
ま
す
。
手
間
は
か

か
り
ま
す
が
、
洗
い
出
し
や
三
和
土
と
い
っ

た
昔
な
が
ら
の
材
料
と
仕
上
げ
の
土
間
は
、

見
た
目
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
水
は
け
の

よ
さ
や
耐
久
性
が
あ
り
、
時
間
と
と
も
に
味

わ
い
が
出
て
く
る
の
で
、
喜
ん
で
い
た
だ
け

れ
ば
苦
労
し
た
甲
斐
が
あ
り
ま
す
。

　現
在
、
う
ち
に
は
親
父
や
僕
を
含
め
、
全

部
で
7
人
の
左
官
が
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
左

官
は
9
割
が
た
、
せ
っ
か
ち
で
す（
笑
）。
材

料
が
な
ま
も
の
で
す
か
ら
、
キ
リ
が
い
い
と

こ
ろ
ま
で
一
気
に
仕
上
げ
な
い
と
乾
い
て
塗

り
継
ぎ
の
線
が
出
て
し
ま
う
ん
で
、
ど
う
し

て
も
せ
っ
か
ち
に
な
る
ん
で
す
よ
。

　横
内
先
生
の
現
場
は
大
き
な
壁
が
多
い
の

で
、
丁
寧
さ
と
速
さ
が
同
時
に
求
め
ら
れ
ま

す
。
ひ
と
り
で
塗
り
き
れ
な
い
と
き
は
、
上

・
中
・
下
段
を
3
人
で
い
っ
せ
い
に
塗
っ
て

い
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
職
人
は
一
人
ひ
と

り
個
性
派
揃
い
な
の
で
、
ど
う
し
て
も
塗
り

方
の
パ
タ
ー
ン
な
ど
に
よ
っ
て
少
々
の
違
い

は
出
て
し
ま
い
ま
す
が
、
塗
り
継
ぎ
が
出
な

い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。

わ
た
な
べ
・
よ
う
す
け
／
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年
大
阪
府
生
ま

れ
。
も
と
も
と
は
設
計
志

望
だ
っ
た
が
、
現
場
を
勉

強
す
る
た
め
コ
ア
ー
建
築

工
房
へ
入
社
。
技
術
管
理

部
所
属
。
現
場
の
魅
力
に

ひ
か
れ
、
現
場
監
督
一
筋

に
。
横
内
敏
人
建
築
設
計

事
務
所
が
設
計
し
た
「
浜

寺
公
園
の
家
」（
12
）、「
内

庭
・
外
庭
の
家
」（
13
）
、

「
茨
木
の
家
」（
13
）な
ど
で

現
場
監
督
を
務
め
る
。

職
人
の

声
を
反
映

で
き
る

現
場

を
勉
強
す
る
つ
も
り
で
今
の
会
社
に
入
っ
た

ん
で
す
が
、
や
っ
て
み
た
ら
お
も
し
ろ
く
て
、

結
局
ず
っ
と
現
場
監
督
を
し
て
い
ま
す
。
大

工
や
左
官
と
違
っ
て
、
更
地
の
状
態
か
ら
完

成
ま
で
家
一
軒
が
建
つ
プ
ロ
セ
ス
を
ず
う
っ

と
見
ら
れ
る
の
は
監
督
だ
け
な
ん
で
す
よ
。

　そ
れ
と
、
職
人
と
設
計
者
の
調
整
役
み
た

い
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
ね
。
若
い
現
場
監

　昔
は
現
場
に
は
大
工
さ
ん
し
か
お
れ
へ
ん

か
っ
た
け
ど
、
今
は
だ
い
た
い
の
工
務
店
に

現
場
監
督
が
い
て
、
各
現
場
を
担
当
す
る
こ

と
が
多
く
、
う
ち
に
は
現
在
、
女
性
2
名
を

含
め
て
8
名
の
現
場
監
督
が
い
ま
す
。

　僕
は
最
初
は
設
計
が
や
り
た
く
て
、
現
場

督
が
熟
練
の
職
人
を
束
ね
る
の
は
大
変
で
は

な
い
か
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
う
ち
は
棟

梁
の
横
田
さ
ん
を
は
じ
め
、
専
属
大
工
や
諸

職
の
み
な
さ
ん
が
若
い
子
を「
育
て
た
ろ
う
」

「
教
え
た
ろ
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
の
で
、

な
ん
で
も
聞
け
ば
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　横
内
さ
ん
は
け
っ
こ
う
職
人
さ
ん
の
話
を

よ
く
聞
い
て
、
意
見
を
反
映
し
て
く
れ
は
る

ん
で
、
や
り
や
す
い
で
す
。
本
来
は
監
督
で

あ
る
僕
が
あ
い
だ
に
入
る
べ
き
な
ん
で
し
ょ

う
け
ど
、
図
面
の
細
か
い
デ
ィ
テ
ー
ル
な
ど

は
直
接
話
し
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
し
、

横
内
先
生
は
こ
ち
ら
を
緊
張
さ
せ
ず
に
一
緒

に
話
が
で
き
る
人
な
ん
で
、
職
人
も
同
席
し

て
打
ち
合
わ
せ
で
き
る
場
を
積
極
的
に
設
け

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　初
現
場
は
、
ま
だ
23
〜
24
歳
の
頃
に
担
当

し
た
「
た
て
庭
の
家
」（
06
）
で
す
。
設
計
事

務
所
の
仕
事
が
初
め
て
で
、
か
つ
横
内
敏
人

建
築
設
計
事
務
所
の
1
軒
目
だ
っ
た
ん
で
す

が
、
あ
ん
な
手
描
き
の
詳
細
図
を
何
枚
も
描

い
た
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
で
、

最
初
は
そ
れ
だ
け
で
気
負
け
し
た
感
じ
で
し

た（
笑
）。
で
も
、
工
事
中
は
読
み
取
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
完
成
し
た
家
を
見
る
と
「
あ
、

な
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
ん
な
る
ん
や
な
あ
」
と

僕
も
職
人
さ
ん
も
わ
か
り
、
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
今
で
も
毎
回
同
じ
で
、
だ
か

ら
横
内
さ
ん
の
仕
事
は
楽
し
い
で
す
。

　横
内
先
生
は
現
場
に
庭
木
が
入
り
出
す
と

落
ち
着
か
な
く
な
り
、
打
ち
合
わ
せ
を
し
て

い
て
も
ほ
と
ん
ど
庭
の
ほ
う
を
見
て
は
り
ま

す
。
日
に
よ
っ
て
は
、
ち
ょ
っ
と
ご
め
ん
と

席
を
は
ず
し
て
、
庭
師
さ
ん
と
一
緒
に
土
を

耕
し
た
り
し
て
ま
す
ね（
笑
）。

手
間
が

か
か
って
も

高
い

質
を

岩
井
宏
治

全
体
を
見
ら
れ
る
仕
事

丁
寧
さ
と
速
さ
が
必
要

左
官

横
内
敏
人
の
建
築
を
つ
く
る
人
々

　イ
ン
タ
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ー
／
そ
の
4
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部
要
介

現
場
監
督
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敏
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の
建
築
を
つ
く
る
人
々

　イ
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タ
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／
そ
の
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い
わ
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・
こ
う
じ
／
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大
阪
府
生
ま
れ
。
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ザ
イ
ン
会
社
な
ど
を
経

て
、
岩
井
左
官
工
業
所
に

入
社
。
コ
ア
ー
建
築
工
房

と
と
も
に
、
横
内
敏
人
建

築
設
計
事
務
所
が
設
計
し

た
建
築
の
施
工
を
担
っ
て

き
た
。
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。
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に
す
る

土
間
の
場
合
、
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細
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が
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は
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が
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、
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が
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と
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に
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の
で
、
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で
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し
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、
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に
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の
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し
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も
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に
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が
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で
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に
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改
良
を

重
ね
た

横
内
流

ロ
ー
ル

ス
ク
リ
ー
ン

最
初
は
標
準
の
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
を
事
務

所
用
に
購
入
さ
れ
た
の
が
縁
の
始
ま
り
で
す
。

そ
の
後
、
今
の
よ
う
な
断
熱
性
を
兼
ね
備
え

た
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
を
つ
く
れ
な
い
か
と

い
う
相
談
を
受
け
、
一
緒
に
開
発
を
始
め
ま

し
た
。
今
で
は
横
内
さ
ん
が
設
計
し
た
住
宅

に
は
1
0
0
％
、
う
ち
の
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー

　う
ち
の
会
社
は
設
計
事
務
所
向
け
に
特
注

で
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
や
網
戸
を
開
発
、
製

造
販
売
し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
で
す
。
横
内
さ

ん
と
の
付
き
合
い
は
も
う
10
数
年
前
か
ら
で
、

ン
が
装
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　普
通
の
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
だ
と
ど
う
し

て
も
左
右
に
隙
間
が
あ
い
て
熱
が
逃
げ
る
の

で
、
両
サ
イ
ド
の
柱
と
幕
板
の
あ
い
だ
の
溝

に
生
地
を
飲
み
込
ま
せ
、
さ
ら
に
溝
か
ら
生

地
が
抜
け
な
い
よ
う
に
、
横
方
向
に
等
間
隔

で
ス
テ
ン
レ
ス
の
フ
ラ
ッ
ト
バ
ー
を
芯
材
と

し
て
生
地
に
袋
縫
い
し
て
入
れ
た
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
横
内
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
は
和

に
傾
き
す
ぎ
な
い
障
子
な
ん
で
す
ね
。
フ
ラ

ッ
ト
バ
ー
は
当
初
幅
20
㎜
厚
で
し
た
が
、
巻

き
付
け
る
う
ち
に
バ
ー
が
重
な
っ
た
り
し
て
、

だ
ん
だ
ん
断
面
が
き
れ
い
な
円
に
な
ら
な
く

な
る
た
め
、
今
は
幅
10
㎜
厚
に
し
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
気
密
性
を
考
え
、
一
番
下
に
は
木

製
の
ボ
ト
ム
バ
ー
を
付
け
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
現
場
の
材
料
に
合
わ
せ
る
た
め
、
あ
ら
か

じ
め
大
工
さ
ん
に
つ
く
っ
て
も
ら
い
、
う
ち

が
取
り
付
け
ま
す
。
左
右
幅
は
あ
ま
り
ぎ
り

ぎ
り
だ
と
巻
き
ず
れ
が
起
こ
っ
て
擦
っ
た
り
、

突
っ
張
っ
て
上
が
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
の

で
、
開
口
寸
法
よ
り
15
㎜
狭
く
し
て
い
ま
す
。

以
前
は
10
㎜
で
し
た
が
、
こ
れ
も
改
良
し
ま

し
た
。

　ボ
ト
ム
バ
ー
は
こ
れ
で
も
万
全
で
は
な
く
、

木
製
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
反
り
が
出
る
ん
で

す
。
極
端
な
場
合
、
下
ま
で
下
ろ
し
た
と
き
、

両
脇
は
床
に
着
い
て
い
る
の
に
真
ん
中
が
浮

い
て
ア
ー
チ
状
に
な
っ
た
り
す
る
。
そ
う
な

る
と
取
り
替
え
る
し
か
な
い
の
で
す
。

　取
り
付
け
方
に
は
、
上
の
巻
き
し
ろ
が
見

え
る
正
面
付
け
と
、
天
井
裏
の
ボ
ッ
ク
ス
に

隠
し
、
操
作
チ
ェ
ー
ン
し
か
見
え
な
く
す
る

特
注
な
ら
で
は
の

改
良
の
末
に

ど
の
よ
う
に
取
り
付
け
る
か

岡
本
幸
夫

ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン

メ
ー
カ
ー

横
内
敏
人
の
建
築
を
つ
く
る
人
々

　イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
そ
の
5

天
井
付
け
が
あ
り
ま
す
。
天
井
付
け
の
ほ
う

は
巻
き
上
げ
た
と
き
に
木
製
バ
ー
と
天
井
の

ボ
ッ
ク
ス
の
下
面
が
ピ
タ
ッ
と
フ
ラ
ッ
ト
に

な
る
。
す
べ
て
横
内
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン

で
す
。

　取
り
付
け
で
難
し
い
の
は
、
コ
ー
ナ
ー
の

開
口
部
の
入
隅
に
設
置
す
る
場
合
で
す
。
正

面
付
け
で
は
2
面
と
も
飲
み
込
み
し
ろ
が
同

じ
だ
と
、
巻
き
上
げ
た
際
に
本
体
ど
う
し
が

ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
、
片
方
の
柱
と
幕

板
の
幅
を
広
く
と
っ
て
調
節
し
ま
す
。
一
方
、

天
井
付
け
で
は
ボ
ッ
ク
ス
内
で
高
さ
を
ず
ら

し
、
高
低
差
を
つ
け
て
設
置
す
る
ん
で
す
よ
。

　こ
の
仕
様
は
わ
れ
わ
れ
と
設
計
者
、
施
工

業
者
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
初
め
て
実
現
で
き

る
も
の
で
す
。
と
く
に
大
工
さ
ん
が
一
番
手

間
で
す
ね
。
何
軒
も
経
験
し
て
慣
れ
た
工
務

店
な
ら
と
も
か
く
、
初
め
て
の
工
務
店
は
詳

細
が
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
必
ず
事
前
に
写

真
を
見
せ
な
が
ら
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

　あ
ら
た
め
て
考
え
た
ら
、
1
軒
に
数
本
は

取
り
付
け
る
の
で
、
す
で
に
延
べ
5
0
0
〜

6
0
0
本
は
納
め
て
い
ま
す
。
先
日
、
横
内

さ
ん
の
事
務
所
の
所
員
の
方
と
話
し
て
い
た

ら
、
若
い
所
員
が
知
ら
な
い
現
場
も
僕
が
知

っ
て
る
の
で
、「
岡
本
さ
ん
、
全
物
件
知
っ
て

る
ん
ち
ゃ
う
？

　横
内
事
務
所
の
生
き
字
引

や
ね
」
と
言
わ
れ
、
自
分
で
も
す
ご
い
な
と

思
い
ま
し
た（
笑
）。

お
か
も
と
・
ゆ
き
お
／
1
9
6
1
年
生
ま
れ
。
カ
ー
テ

ン
メ
ー
カ
ー
を
経
て
、
91
年
メ
タ
コ
入
社
。
営
業
部
大

阪
営
業
所
所
属
。
横
内
敏
人
さ
ん
の
自
邸
以
来
、
横
内

敏
人
建
築
設
計
事
務
所
が
設
計
し
た
数
々
の
建
築
に
自

社
の
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
を
納
め
、
取
り
付
け
に
立
ち

合
っ
て
き
た
。
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ま
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た

Okamoto Yukio

「帝塚山のセミコートハウス」のロールスクリーン枠まわり。

天井裏に取り付けられた
ロールスクリーンが木枠
の溝をガイドレールとし
て降りてくる。端部の固
定により、障子のような
断熱性能も期待できる。

「ヒメシャラの森の家」で
の事例。木造の柱の場合、
柱に切り込みを入れた幕
板を取り付けることでロ
ールスクリーンのガイド
レールをつくっている。

幕板詳細図

ロールスクリーン枠まわり詳細図（「帝塚山のセミコートハウス」の居間）
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　8
2
8
m
と
い
う
今
の
と
こ
ろ
世
界
一
高
い
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
、
あ
の

「
ブ
ル
ジ
ュ
・
ハ
リ
フ
ァ
」（
＊
1
）の
低
層
に
あ
る
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
。

　ア
ル
マ
ー
ニ
（
＊
2
）
ら
し
く
白
黒
グ
レ
ー
を
中
心
の
徹
底
し
た
コ

ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
モ
ダ
ン
。
天
井
の
高
い
ロ
ビ
ー
は
、
ロ
ゴ
に
も
使

わ
れ
て
い
る
「
A
」
を
4
つ
重
ね
た
よ
う
な
8
本
の
パ
イ
プ
の
造
形
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。

　ゲ
ス
ト
ル
ー
ム
は
意
表
を
突
く
カ
ー
ブ
し
た
壁
と
大
き
な
ス
ラ
イ
デ

ィ
ン
グ
・
ド
ア
と
い
う
か
可
動
ス
ク
リ
ー
ン
が
、
ベ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
と
パ

ー
ラ
ー
を
分
け
る
ス
イ
ー
ト
。

　材
質
や
色
彩
を
抑
え
、
き
わ
め
て
強
く
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ

た
上
質
感
が
漂
う
。

　ア
メ
ニ
テ
ィ
に
い
た
る
ま
で

貫
か
れ
た
ア
ル
マ
ー
ニ
の
世
界
。

ク
ー
ル
で
美
し
い
が
ち
ょ
っ
と

暗
い
。

　バ
ス
ル
ー
ム
な
ど
水
ま
わ
り

の
床
と
壁
や
カ
ウ
ン
タ
ー
の
仕

上
げ
は
明
る
い
グ
レ
ー
の
大
理

石
の
水
磨
き
か
。
ほ
か
の
部
屋

を
見
る
と
茶
系
の
「
斑
」
を
揃

え
て
使
っ
て
い
て
、
ず
い
ぶ
ん

高
価
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

い
う
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
ほ
ど
リ
ッ
チ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
。　室

内
の
壁
が
カ
ー
ブ
し
て
い
る
か
ら
、
造
り
付
け
の
家
具
類
の
納
ま

り
も
一
般
的
と
は
言
い
が
た
い
。
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
が
普
通
で
は
な
い

か
ら
、
製
作
が
ど
ん
な
に
大
変
で
あ
っ
た
か
想
像
を
超
え
る
。
デ
ッ
ド

ス
ペ
ー
ス
も
た
く
さ
ん
。

　部
屋
に
案
内
さ
れ
る
と
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
の
端
末
を
手
渡
さ
れ
て
、
そ

の
説
明
を
受
け
る
。
各
所
の
照
明
の
点
滅
、
調
光
、
空
調
の
温
度
設
定
、

テ
レ
ビ
の
オ
ン
オ
フ
、
映
画
の
選
択
、
電
動
カ
ー
テ
ン
の
動
き
ま
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
ホ
テ
ル
内
の
施
設
の
状
況
チ
ェ

ッ
ク
も
で
き
る
。
さ
す
が
に
バ
ス
ル
ー
ム
の
湯
水
の
調
整
は
で
き
な
い

よ
う
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
数
年
と
か
か
ら
な

い
だ
ろ
う
。
で
も
や
は
り
人
間
の
「
バ
ト
ラ
ー
（
執
事
）」の
ほ
う
が
い

い
な
あ
。

　数
万
円
支
払
う
と
、
当
日
で
も
ビ
ル
の
最
高
部
に
行
け
る
ら
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が
、

そ
こ
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で
は
し
な
か
っ
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巨
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す
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も
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、
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中
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が
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40
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に
は
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漠
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小
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ど
で
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に
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膨
れ
あ
が
っ
た
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ル
ブ
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ク
の
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に
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の
形
の
超
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は
パ
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ツ
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ー
や
世
界
地
図
平
面
の
人
工
島
と
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巨
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な
埋
め
立
て
地
が
あ
り
、
高
層
の

住
宅
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
だ
が
こ
こ
に
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む
の
は
外
国
人
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り
で
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は
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体
の
1
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と
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。
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時
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バ
イ
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ク
（
＊
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が
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ま
れ
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も
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。
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と
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こ
と
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も
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史
や
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感
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。
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来
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に
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蜃
気
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の
よ
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世
界
一
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を
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上
げ
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、
虚
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と
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は
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で
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。
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ョ
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系
持
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会
社
の
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返
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り
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を
要
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と
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こ
と
に
端
を
発
し
、

世
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式
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場
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落
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に
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画
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の

作
品
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は
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現
代

住
宅

併
走 Ikuta Tsutomu × Fujimori Terunobu

建か
築
家
の
な
か
に
は
住
宅
作
家

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い
て
、

系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
藤
井
厚

二
（
1
8
8
8
〜
1
9
3
8
）
と
山
本

拙
郎
（
1
8
9
1
〜
1
9
4
4
）
を
始

点
に
、
土
浦
亀
城
（
1
8
9
7
〜
1
9

9
6
）、吉
村
順
三（
1
9
0
8
〜
97
）、

清
家
清（
1
9
1
8
〜
2
0
0
5
）、
池

辺
陽（
1
9
2
0
〜
79
）、篠
原
一
男（
1

9
2
5
〜
2
0
0
6
）
と
途
切
れ
な
く

続
く
。

　戦
後
活
躍
し
た
最
初
の
世
代
と
し
て

は
吉
村
、
清
家
、
池
辺
の
3
人
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
生
田
勉
（
1
9
1

2
〜
80
）
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。　2

0
1
4
年
新
春
号
で
生
田
の
自
邸

「
牟
礼
の
家
」を
取
り
上
げ
た
と
き
、
娘

婿
で
建
築
家
の
山
下
泉
さ
ん
に
「
か
ね

お
り
の
家
」
の
現
状
に
つ
い
て
た
ず
ね

た
。
生
田
の
代
表
作
と
い
え
ば
デ
ビ
ュ

ー
作
の
「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
1
9
5

6
）
と
「
か
ね
お
り
の
家
」
の
ふ
た
つ

で
、
前
者
は
見
て
い
る
が
、
後
者
は
未

見
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、『
足
利
の

家
』
な
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　名
作
「
か
ね
お
り
の
家
」
完
成
に
先

立
ち
、
生
田
自
身
が
「
か
ね
お
り
の
家

を
習
志
野
の
須
藤
教
授
の
書
斎
や
足
利

の
家
の
居
間
で
試
み
て
お
い
た
」
と
書

い
て
い
る
そ
の
居
間
は
「
足
利
の
家
」

の
名
で
発
表
さ
れ
、
現
存
し
、
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　生
田
勉
の
娘
の
翠
子
さ
ん
に
案
内
さ

れ
、
ま
ず
内
外
を
ざ
っ
と
見
た
が
、
外

観
は
肝
心
の
か
ね
お
り
屋
根
が
ス
ト
レ

ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
残
念
。

　見
所
は
か
ね
お
り
の
中
。
か
ね
お
り

と
い
う
独
特
の
室
内
空
間
は
、
中
に
入

っ
た
人
の
視
線
を
自
ず
と
か
ね
お
り
の

浮
い
た
ほ
う
へ
と
導
く
。
室
内
か
ら
室

外
へ
と
斜
め
に
差
し
出
す
軒
の
先
に
は

庭
が
広
が
る
。

　室
内
空
間
を
軒
で
グ
ッ
と
抑
え
て
か

ら
庭
へ
と
開
放
す
る
や
り
方
は
「
栗
の

木
の
あ
る
家
」
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、

ラ
イ
ト
と
共
通
す
る
。
生
田
は
、
戦
後

に
お
け
る
ラ
イ
ト
の
再
発
見
者
で
も
あ

っ
た
。

　ラ
イ
ト
と
の
違
い
も
あ
り
、
か
ね
お

り
屋
根
の
妻
壁
に
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
を

開
け
る
。
そ
れ
も
上
部
を
三
角
窓
に
し

の
間
、
年
に
一
度
か
二
度
、
多
く
て
三

度
く
ら
い
会
っ
た
り
話
し
た
り
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
年
齢
の
差
や
私
の
性
格

は
、
二
人
の
間
の
話
を
談
論
風
発
と
い

っ
た
形
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
折

々
短
く
途
切
れ
た
り
、
沈
黙
の
休
止
の

あ
と
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
話
さ
れ
る
言
葉

は
、
却
っ
て
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
」

　こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
三
木
清
の

回
想
の
な
か
で
、
生
田
は
、
三
木
邸
に

つ
い
て
書
斎
だ
け
に
着
目
し
て
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、

「
家
の
前
を
通
る
と
、
決
ま
っ
て
二
階

の
書
斎
か
ら
灯
が
漏
れ
」、「
暑
い
時
で

も
寒
い
時
で
も
自
分
の
書
斎
が
一
番
い

い
と
も
言
っ
て
い
た
」、「（
死
を
知
っ
て
）

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
お
宅
に
と
ん

で
行
っ
た
。
一
階
の
客
間
に
東
畑
精
一

さ
ん
や
谷
川
徹
三
さ
ん
が
集
ま
っ
て
お

ら
れ
た
。
私
は
一
人
で
、
ま
だ
登
っ
た

こ
と
が
な
い（
書
斎
の
あ
る
）二
階
へ
の

階
段
を
登
り
か
け
た
。二
階
に
は
…
…
」

木
だ
け
で
な
く
、
立
原
が
相

手
で
も
回
想
は
書
斎
を
軸
に

ま
わ
る
。
立
原
の
幻
の
自
邸

「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
ハ
ウ
ス
」
に
つ
い
て
は

「
書
斎
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
」
と

し
、
ま
た
立
原
の
実
家
の
（
納
屋
と
呼

ば
れ
た
）
立
原
の
個
室
を
ひ
と
つ
の
書

斎
と
し
て
共
感
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
く

わ
し
く
描
写
し
て
い
る
。

「
牟
礼
の
家
」
の
取
材
を
機
に
、
生
田

の
建
築
家
と
し
て
の
生
き
方
と
資
質
を

な
ん
と
か
言
語
化
し
よ
う
と
思
い
、
あ

れ
こ
れ
生
田
の
遺
文
を
読
ん
だ
り
経
歴

を
振
り
返
る
な
か
で
、
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
の
が
、

〝
文
人
建
築
家
〞

　と
い
う
や
や
古
風
な
言
い
方
だ
っ
た
。

そ
れ
を
な
ん
と
か
客
観
化
し
よ
う
と
、

以
上
の
よ
う
に
生
田
の
〝
書
斎
へ
の
傾

斜
〞
を
綴
っ
た
。

　文
人
と
は
、
江
戸
中
期
以
後
、
明
の

影
響
で
成
立
し
た
概
念
で
、
実
例
と
し

て
は
、
与
謝
蕪
村
、
頼
山
陽
、
田
能
村

竹
田
の
よ
う
に
、
組
織
に
は
属
さ
ず
、

国
と
社
会
の
大
勢
か
ら
は
身
を
引
き
、

し
か
し
そ
の
動
向
を
見
つ
め
な
が
ら
、

文
や
絵
の
領
分
に
、
そ
れ
も
職
業
と
い

う
よ
り
趣
味
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
人

士
を
指
す
。

　も
し
立
原
が
戦
後
ま
で
長
生
き
し
た

と
し
て
も
、
文
人
的
建
築
家
の
道
し
か

な
か
っ
た
と
思
う
し
、
生
田
は
、
東
大

教
授
で
は
あ
っ
た
が
、
文
人
的
な
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
し
て
身
を
処
し
て
い
る
。

　書
斎
に
座
し
、
図
面
を
引
き
、
倦
め

ば
窓
の
外
の
光
景
に
目
を
や
り
…
…
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
家
の
ひ
と
つ

の
理
想
形
。

て
。　そ

の
結
果
、
か
ね
お
り
屋
根
の
下
に

包
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
空
間
は
、〝
軒
先
側

か
ら
庭
へ
〞
と
〝
妻
側
か
ら
庭
へ
〞
の

二
方
向
に
流
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。

「
牟
礼
の
家
」
で
も
見
せ
た
生
田
空
間

の
二
方
向
流
動
性
で
、
日
本
で
は
誰
が

最
初
に
？

　レ
ー
モ
ン
ド
か
。
世
界
で

は
誰
が
？

　ミ
ー
ス
か
。
で
も
、
日
本

の
伝
統
的
座
敷
の
定
番
で
も
あ
り
、
あ

る
い
は〝
日
本
の
座
敷
〞↓〝
ラ
イ
ト
〞

↓
〝
ミ
ー
ス
〞
と
伝
わ
っ
た
も
の
か
、

今
後
の
課
題
。

ね
お
り
の
屋
根
の
下
に
座
る

と
、
ま
ず
空
間
の
形
状
に
誘

わ
れ
て
外
を
眺
め
、
し
ば
ら

く
し
て
、
か
ね
お
り
の
背
中
側
と
い
う

か
斜
め
の
面
に
目
を
や
る
。

　垂
木
の
並
び
が
見
せ
場
に
な
っ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
と
の
予
想
を
裏
切
り
、

斜
め
の
面
に
は
花
の
絵
が
は
ま
っ
て
い

る
。
設
計
当
初
か
ら
の
生
田
の
依
頼
だ

と
い
う
。

　そ
う
、
若
き
日
の
生
田
は
、
堀
辰
雄
、

立
原
道
造
、
女
性
画
家
な
ど
か
ら
な
る

戦
前
の
〝
軽
井
沢
グ
ル
ー
プ
〞
と
深
い

縁
が
あ
っ
た
。

　東
大
出
の
建
築
家
に
し
て
昭
和
10
年

代
を
代
表
す
る
青
春
抒
情
派
詩
人
で
も

あ
っ
た
立
原
道
造
と
生
田
は
、
加
え
る

な
ら
丹
下
健
三
も
、
学
生
時
代
か
ら
親

し
く
、
建
築
と
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い

て
議
論
し
手
紙
を
交
わ
し
、
昭
和
10
年

代
と
い
う
き
び
し
い
時
代
の
な
か
を
通

過
し
て
い
く
。

　そ
し
て
丹
下
は
、
時
代
と
国
と
社
会

の
動
向
に
敏
感
に
反
応
す
る
建
築
家
と

し
て
戦
中
戦
後
を
生
き
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
は
誰
も
が
知
る
と
お
り
だ
が
、

立
原
と
生
田
は
ど
う
し
た
か
。

　立
原
は
、
敗
戦
の
6
年
前
に
病
没
し

た
。　生

田
が
戦
時
下
、
丹
下
と
は
対
照
的

に
時
流
と
距
離
を
置
い
た
の
は
、
旧
制

高
校
時
代
か
ら
知
己
を
得
て
い
た
哲
学

者
の
三
木
清
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

「
昭
和
六
年
の
初
冬
。
そ
の
時
私
は
高

等
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
…
…
彼
は
前

年
の
二
月
ま
で
、
共
産
党
シ
ン
パ
事
件

で
豊
多
摩
刑
務
所
に
拘
置
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
疲
れ
も
な
く
、
若
々
し
く
元

気
で
あ
っ
た
。
以
後
死
ぬ
ま
で
約
15
年

5

2

3

4

6

3
／
主
室
の
室
内
。
左
手

は
庭
に
続
き
、
突
き
当
た

り
の
上
方
に
は
〝
か
ね
お

り
〞
ゆ
え
に
生
じ
た
三
角

形
の
明
か
り
取
り
の
窓
。

右
手
斜
め
の
天
井
に
絵
が

は
ま
っ
て
い
る
。

2
／
名
作
「
か
ね
お
り
の

家
」
に
至
る
途
上
の
実
験

作
で
あ
る
こ
と
が
、
屋
根

の
形
状
か
ら
よ
く
わ
か
る
。

左
手
の
屋
根
の
軒
を
素
直

に
下
げ
て
し
ま
え
ば
〝
か

ね
お
り
〞
が
完
成
す
る
。

居
間

4
／
左
手
が
〝
か
ね
お
り
〞

の
本
体
で
、
住
宅
棟
。
右

手
が
医
院
棟
。
住
宅
棟
は

小
規
模
で
、
生
田
が
追
求

し
た
戦
後
の
小
住
宅
で
あ

る
。

東
側
外
観

南
側
外
観

5
／
左
手
の
縦
格
子
状
の

ス
ク
リ
ー
ン
が
、
戦
後
を

感
じ
さ
せ
る
。
生
田
の
デ

ザ
イ
ン
は
、
住
宅
雑
誌
を

通
し
て
世
間
に
広
が
っ
て

い
っ
た
。

玄
関

6
／
医
院
の
2
階
は
寝
室

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
廊
下
。
障
子
を
モ
ダ

ン
な
デ
ザ
イ
ン
要
素
と
し

て
見
せ
る
と
い
う
の
も
、

こ
の
時
期
の
特
徴
。

2
階
廊
下
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建か
築
家
の
な
か
に
は
住
宅
作
家

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い
て
、

系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
藤
井
厚

二
（
1
8
8
8
〜
1
9
3
8
）
と
山
本

拙
郎
（
1
8
9
1
〜
1
9
4
4
）
を
始

点
に
、
土
浦
亀
城
（
1
8
9
7
〜
1
9

9
6
）、吉
村
順
三（
1
9
0
8
〜
97
）、

清
家
清（
1
9
1
8
〜
2
0
0
5
）、
池

辺
陽（
1
9
2
0
〜
79
）、篠
原
一
男（
1

9
2
5
〜
2
0
0
6
）
と
途
切
れ
な
く

続
く
。

　戦
後
活
躍
し
た
最
初
の
世
代
と
し
て

は
吉
村
、
清
家
、
池
辺
の
3
人
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
生
田
勉
（
1
9
1

2
〜
80
）
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。　2

0
1
4
年
新
春
号
で
生
田
の
自
邸

「
牟
礼
の
家
」を
取
り
上
げ
た
と
き
、
娘

婿
で
建
築
家
の
山
下
泉
さ
ん
に
「
か
ね

お
り
の
家
」
の
現
状
に
つ
い
て
た
ず
ね

た
。
生
田
の
代
表
作
と
い
え
ば
デ
ビ
ュ

ー
作
の
「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
1
9
5

6
）
と
「
か
ね
お
り
の
家
」
の
ふ
た
つ

で
、
前
者
は
見
て
い
る
が
、
後
者
は
未

見
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、『
足
利
の

家
』
な
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　名
作
「
か
ね
お
り
の
家
」
完
成
に
先

立
ち
、
生
田
自
身
が
「
か
ね
お
り
の
家

を
習
志
野
の
須
藤
教
授
の
書
斎
や
足
利

の
家
の
居
間
で
試
み
て
お
い
た
」
と
書

い
て
い
る
そ
の
居
間
は
「
足
利
の
家
」

の
名
で
発
表
さ
れ
、
現
存
し
、
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　生
田
勉
の
娘
の
翠
子
さ
ん
に
案
内
さ

れ
、
ま
ず
内
外
を
ざ
っ
と
見
た
が
、
外

観
は
肝
心
の
か
ね
お
り
屋
根
が
ス
ト
レ

ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
残
念
。

　見
所
は
か
ね
お
り
の
中
。
か
ね
お
り

と
い
う
独
特
の
室
内
空
間
は
、
中
に
入

っ
た
人
の
視
線
を
自
ず
と
か
ね
お
り
の

浮
い
た
ほ
う
へ
と
導
く
。
室
内
か
ら
室

外
へ
と
斜
め
に
差
し
出
す
軒
の
先
に
は

庭
が
広
が
る
。

　室
内
空
間
を
軒
で
グ
ッ
と
抑
え
て
か

ら
庭
へ
と
開
放
す
る
や
り
方
は
「
栗
の

木
の
あ
る
家
」
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、

ラ
イ
ト
と
共
通
す
る
。
生
田
は
、
戦
後

に
お
け
る
ラ
イ
ト
の
再
発
見
者
で
も
あ

っ
た
。

　ラ
イ
ト
と
の
違
い
も
あ
り
、
か
ね
お

り
屋
根
の
妻
壁
に
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
を

開
け
る
。
そ
れ
も
上
部
を
三
角
窓
に
し

の
間
、
年
に
一
度
か
二
度
、
多
く
て
三

度
く
ら
い
会
っ
た
り
話
し
た
り
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
年
齢
の
差
や
私
の
性
格

は
、
二
人
の
間
の
話
を
談
論
風
発
と
い

っ
た
形
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
折

々
短
く
途
切
れ
た
り
、
沈
黙
の
休
止
の

あ
と
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
話
さ
れ
る
言
葉

は
、
却
っ
て
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
」

　こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
三
木
清
の

回
想
の
な
か
で
、
生
田
は
、
三
木
邸
に

つ
い
て
書
斎
だ
け
に
着
目
し
て
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、

「
家
の
前
を
通
る
と
、
決
ま
っ
て
二
階

の
書
斎
か
ら
灯
が
漏
れ
」、「
暑
い
時
で

も
寒
い
時
で
も
自
分
の
書
斎
が
一
番
い

い
と
も
言
っ
て
い
た
」、「（
死
を
知
っ
て
）

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
お
宅
に
と
ん

で
行
っ
た
。
一
階
の
客
間
に
東
畑
精
一

さ
ん
や
谷
川
徹
三
さ
ん
が
集
ま
っ
て
お

ら
れ
た
。
私
は
一
人
で
、
ま
だ
登
っ
た

こ
と
が
な
い（
書
斎
の
あ
る
）二
階
へ
の

階
段
を
登
り
か
け
た
。二
階
に
は
…
…
」

木
だ
け
で
な
く
、
立
原
が
相

手
で
も
回
想
は
書
斎
を
軸
に

ま
わ
る
。
立
原
の
幻
の
自
邸

「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
ハ
ウ
ス
」
に
つ
い
て
は

「
書
斎
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
」
と

し
、
ま
た
立
原
の
実
家
の
（
納
屋
と
呼

ば
れ
た
）
立
原
の
個
室
を
ひ
と
つ
の
書

斎
と
し
て
共
感
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
く

わ
し
く
描
写
し
て
い
る
。

「
牟
礼
の
家
」
の
取
材
を
機
に
、
生
田

の
建
築
家
と
し
て
の
生
き
方
と
資
質
を

な
ん
と
か
言
語
化
し
よ
う
と
思
い
、
あ

れ
こ
れ
生
田
の
遺
文
を
読
ん
だ
り
経
歴

を
振
り
返
る
な
か
で
、
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
の
が
、

〝
文
人
建
築
家
〞

　と
い
う
や
や
古
風
な
言
い
方
だ
っ
た
。

そ
れ
を
な
ん
と
か
客
観
化
し
よ
う
と
、

以
上
の
よ
う
に
生
田
の
〝
書
斎
へ
の
傾

斜
〞
を
綴
っ
た
。

　文
人
と
は
、
江
戸
中
期
以
後
、
明
の

影
響
で
成
立
し
た
概
念
で
、
実
例
と
し

て
は
、
与
謝
蕪
村
、
頼
山
陽
、
田
能
村

竹
田
の
よ
う
に
、
組
織
に
は
属
さ
ず
、

国
と
社
会
の
大
勢
か
ら
は
身
を
引
き
、

し
か
し
そ
の
動
向
を
見
つ
め
な
が
ら
、

文
や
絵
の
領
分
に
、
そ
れ
も
職
業
と
い

う
よ
り
趣
味
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
人

士
を
指
す
。

　も
し
立
原
が
戦
後
ま
で
長
生
き
し
た

と
し
て
も
、
文
人
的
建
築
家
の
道
し
か

な
か
っ
た
と
思
う
し
、
生
田
は
、
東
大

教
授
で
は
あ
っ
た
が
、
文
人
的
な
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
し
て
身
を
処
し
て
い
る
。

　書
斎
に
座
し
、
図
面
を
引
き
、
倦
め

ば
窓
の
外
の
光
景
に
目
を
や
り
…
…
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
家
の
ひ
と
つ

の
理
想
形
。

て
。　そ

の
結
果
、
か
ね
お
り
屋
根
の
下
に

包
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
空
間
は
、〝
軒
先
側

か
ら
庭
へ
〞
と
〝
妻
側
か
ら
庭
へ
〞
の

二
方
向
に
流
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。

「
牟
礼
の
家
」
で
も
見
せ
た
生
田
空
間

の
二
方
向
流
動
性
で
、
日
本
で
は
誰
が

最
初
に
？

　レ
ー
モ
ン
ド
か
。
世
界
で

は
誰
が
？

　ミ
ー
ス
か
。
で
も
、
日
本

の
伝
統
的
座
敷
の
定
番
で
も
あ
り
、
あ

る
い
は〝
日
本
の
座
敷
〞↓〝
ラ
イ
ト
〞

↓
〝
ミ
ー
ス
〞
と
伝
わ
っ
た
も
の
か
、

今
後
の
課
題
。

ね
お
り
の
屋
根
の
下
に
座
る

と
、
ま
ず
空
間
の
形
状
に
誘

わ
れ
て
外
を
眺
め
、
し
ば
ら

く
し
て
、
か
ね
お
り
の
背
中
側
と
い
う

か
斜
め
の
面
に
目
を
や
る
。

　垂
木
の
並
び
が
見
せ
場
に
な
っ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
と
の
予
想
を
裏
切
り
、

斜
め
の
面
に
は
花
の
絵
が
は
ま
っ
て
い

る
。
設
計
当
初
か
ら
の
生
田
の
依
頼
だ

と
い
う
。

　そ
う
、
若
き
日
の
生
田
は
、
堀
辰
雄
、

立
原
道
造
、
女
性
画
家
な
ど
か
ら
な
る

戦
前
の
〝
軽
井
沢
グ
ル
ー
プ
〞
と
深
い

縁
が
あ
っ
た
。

　東
大
出
の
建
築
家
に
し
て
昭
和
10
年

代
を
代
表
す
る
青
春
抒
情
派
詩
人
で
も

あ
っ
た
立
原
道
造
と
生
田
は
、
加
え
る

な
ら
丹
下
健
三
も
、
学
生
時
代
か
ら
親

し
く
、
建
築
と
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い

て
議
論
し
手
紙
を
交
わ
し
、
昭
和
10
年

代
と
い
う
き
び
し
い
時
代
の
な
か
を
通

過
し
て
い
く
。

　そ
し
て
丹
下
は
、
時
代
と
国
と
社
会

の
動
向
に
敏
感
に
反
応
す
る
建
築
家
と

し
て
戦
中
戦
後
を
生
き
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
は
誰
も
が
知
る
と
お
り
だ
が
、

立
原
と
生
田
は
ど
う
し
た
か
。

　立
原
は
、
敗
戦
の
6
年
前
に
病
没
し

た
。　生

田
が
戦
時
下
、
丹
下
と
は
対
照
的

に
時
流
と
距
離
を
置
い
た
の
は
、
旧
制

高
校
時
代
か
ら
知
己
を
得
て
い
た
哲
学

者
の
三
木
清
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

「
昭
和
六
年
の
初
冬
。
そ
の
時
私
は
高

等
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
…
…
彼
は
前

年
の
二
月
ま
で
、
共
産
党
シ
ン
パ
事
件

で
豊
多
摩
刑
務
所
に
拘
置
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
疲
れ
も
な
く
、
若
々
し
く
元

気
で
あ
っ
た
。
以
後
死
ぬ
ま
で
約
15
年

5

2

3

4

6

3
／
主
室
の
室
内
。
左
手

は
庭
に
続
き
、
突
き
当
た

り
の
上
方
に
は
〝
か
ね
お

り
〞
ゆ
え
に
生
じ
た
三
角

形
の
明
か
り
取
り
の
窓
。

右
手
斜
め
の
天
井
に
絵
が

は
ま
っ
て
い
る
。

2
／
名
作
「
か
ね
お
り
の

家
」
に
至
る
途
上
の
実
験

作
で
あ
る
こ
と
が
、
屋
根

の
形
状
か
ら
よ
く
わ
か
る
。

左
手
の
屋
根
の
軒
を
素
直

に
下
げ
て
し
ま
え
ば
〝
か

ね
お
り
〞
が
完
成
す
る
。

居
間

4
／
左
手
が
〝
か
ね
お
り
〞

の
本
体
で
、
住
宅
棟
。
右

手
が
医
院
棟
。
住
宅
棟
は

小
規
模
で
、
生
田
が
追
求

し
た
戦
後
の
小
住
宅
で
あ

る
。

東
側
外
観

南
側
外
観

5
／
左
手
の
縦
格
子
状
の

ス
ク
リ
ー
ン
が
、
戦
後
を

感
じ
さ
せ
る
。
生
田
の
デ

ザ
イ
ン
は
、
住
宅
雑
誌
を

通
し
て
世
間
に
広
が
っ
て

い
っ
た
。

玄
関

6
／
医
院
の
2
階
は
寝
室

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
廊
下
。
障
子
を
モ
ダ

ン
な
デ
ザ
イ
ン
要
素
と
し

て
見
せ
る
と
い
う
の
も
、

こ
の
時
期
の
特
徴
。

2
階
廊
下
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足利の家

Fujimori Terunobu
藤森照信

Ikuta Tsutomu
生田 勉

建築概要
所在地
主要用途
設計
施工
敷地面積
建築面積
延床面積
階数
構造
竣工
図面提供

栃木県足利市
専用住宅
生田 勉
上野精次
419.287㎡
116.37㎡
169.02㎡
2階
木造
1959年
山下 泉

The
House

of
Ashikaga

建築史家。建築家。東京大学名誉
教授。専門は日本近現代建築史、
自然建築デザイン。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
学会作品賞など。

築
家
の
な
か
に
は
住
宅
作
家

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い
て
、

系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
藤
井
厚

二
（
1
8
8
8
〜
1
9
3
8
）
と
山
本

拙
郎
（
1
8
9
1
〜
1
9
4
4
）
を
始

点
に
、
土
浦
亀
城
（
1
8
9
7
〜
1
9

9
6
）、吉
村
順
三（
1
9
0
8
〜
97
）、

清
家
清（
1
9
1
8
〜
2
0
0
5
）、
池

辺
陽（
1
9
2
0
〜
79
）、篠
原
一
男（
1

9
2
5
〜
2
0
0
6
）
と
途
切
れ
な
く

続
く
。

　戦
後
活
躍
し
た
最
初
の
世
代
と
し
て

は
吉
村
、
清
家
、
池
辺
の
3
人
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
生
田
勉
（
1
9
1

2
〜
80
）
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。　2

0
1
4
年
新
春
号
で
生
田
の
自
邸

「
牟
礼
の
家
」を
取
り
上
げ
た
と
き
、
娘

婿
で
建
築
家
の
山
下
泉
さ
ん
に
「
か
ね

お
り
の
家
」
の
現
状
に
つ
い
て
た
ず
ね

た
。
生
田
の
代
表
作
と
い
え
ば
デ
ビ
ュ

ー
作
の
「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
1
9
5

6
）
と
「
か
ね
お
り
の
家
」
の
ふ
た
つ

で
、
前
者
は
見
て
い
る
が
、
後
者
は
未

見
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、『
足
利
の

家
』
な
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　名
作
「
か
ね
お
り
の
家
」
完
成
に
先

立
ち
、
生
田
自
身
が
「
か
ね
お
り
の
家

を
習
志
野
の
須
藤
教
授
の
書
斎
や
足
利

の
家
の
居
間
で
試
み
て
お
い
た
」
と
書

い
て
い
る
そ
の
居
間
は
「
足
利
の
家
」

の
名
で
発
表
さ
れ
、
現
存
し
、
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　生
田
勉
の
娘
の
翠
子
さ
ん
に
案
内
さ

れ
、
ま
ず
内
外
を
ざ
っ
と
見
た
が
、
外

観
は
肝
心
の
か
ね
お
り
屋
根
が
ス
ト
レ

ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
残
念
。

　見
所
は
か
ね
お
り
の
中
。
か
ね
お
り

と
い
う
独
特
の
室
内
空
間
は
、
中
に
入

っ
た
人
の
視
線
を
自
ず
と
か
ね
お
り
の

浮
い
た
ほ
う
へ
と
導
く
。
室
内
か
ら
室

外
へ
と
斜
め
に
差
し
出
す
軒
の
先
に
は

庭
が
広
が
る
。

　室
内
空
間
を
軒
で
グ
ッ
と
抑
え
て
か

ら
庭
へ
と
開
放
す
る
や
り
方
は
「
栗
の

木
の
あ
る
家
」
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、

ラ
イ
ト
と
共
通
す
る
。
生
田
は
、
戦
後

に
お
け
る
ラ
イ
ト
の
再
発
見
者
で
も
あ

っ
た
。

　ラ
イ
ト
と
の
違
い
も
あ
り
、
か
ね
お

り
屋
根
の
妻
壁
に
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
を

開
け
る
。
そ
れ
も
上
部
を
三
角
窓
に
し

の
間
、
年
に
一
度
か
二
度
、
多
く
て
三

度
く
ら
い
会
っ
た
り
話
し
た
り
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
年
齢
の
差
や
私
の
性
格

は
、
二
人
の
間
の
話
を
談
論
風
発
と
い

っ
た
形
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
折

々
短
く
途
切
れ
た
り
、
沈
黙
の
休
止
の

あ
と
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
話
さ
れ
る
言
葉

は
、
却
っ
て
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
」

　こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
三
木
清
の

回
想
の
な
か
で
、
生
田
は
、
三
木
邸
に

つ
い
て
書
斎
だ
け
に
着
目
し
て
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、

「
家
の
前
を
通
る
と
、
決
ま
っ
て
二
階

の
書
斎
か
ら
灯
が
漏
れ
」、「
暑
い
時
で

も
寒
い
時
で
も
自
分
の
書
斎
が
一
番
い

い
と
も
言
っ
て
い
た
」、「（
死
を
知
っ
て
）

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
お
宅
に
と
ん

で
行
っ
た
。
一
階
の
客
間
に
東
畑
精
一

さ
ん
や
谷
川
徹
三
さ
ん
が
集
ま
っ
て
お

ら
れ
た
。
私
は
一
人
で
、
ま
だ
登
っ
た

こ
と
が
な
い（
書
斎
の
あ
る
）二
階
へ
の

階
段
を
登
り
か
け
た
。二
階
に
は
…
…
」

木
だ
け
で
な
く
、
立
原
が
相

手
で
も
回
想
は
書
斎
を
軸
に

ま
わ
る
。
立
原
の
幻
の
自
邸

「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
ハ
ウ
ス
」
に
つ
い
て
は

「
書
斎
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
」
と

し
、
ま
た
立
原
の
実
家
の
（
納
屋
と
呼

ば
れ
た
）
立
原
の
個
室
を
ひ
と
つ
の
書

斎
と
し
て
共
感
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
く

わ
し
く
描
写
し
て
い
る
。

「
牟
礼
の
家
」
の
取
材
を
機
に
、
生
田

の
建
築
家
と
し
て
の
生
き
方
と
資
質
を

な
ん
と
か
言
語
化
し
よ
う
と
思
い
、
あ

れ
こ
れ
生
田
の
遺
文
を
読
ん
だ
り
経
歴

を
振
り
返
る
な
か
で
、
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
の
が
、

〝
文
人
建
築
家
〞

　と
い
う
や
や
古
風
な
言
い
方
だ
っ
た
。

そ
れ
を
な
ん
と
か
客
観
化
し
よ
う
と
、

以
上
の
よ
う
に
生
田
の
〝
書
斎
へ
の
傾

斜
〞
を
綴
っ
た
。

　文
人
と
は
、
江
戸
中
期
以
後
、
明
の

影
響
で
成
立
し
た
概
念
で
、
実
例
と
し

て
は
、
与
謝
蕪
村
、
頼
山
陽
、
田
能
村

竹
田
の
よ
う
に
、
組
織
に
は
属
さ
ず
、

国
と
社
会
の
大
勢
か
ら
は
身
を
引
き
、

し
か
し
そ
の
動
向
を
見
つ
め
な
が
ら
、

文
や
絵
の
領
分
に
、
そ
れ
も
職
業
と
い

う
よ
り
趣
味
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
人

士
を
指
す
。

　も
し
立
原
が
戦
後
ま
で
長
生
き
し
た

と
し
て
も
、
文
人
的
建
築
家
の
道
し
か

な
か
っ
た
と
思
う
し
、
生
田
は
、
東
大

教
授
で
は
あ
っ
た
が
、
文
人
的
な
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
し
て
身
を
処
し
て
い
る
。

　書
斎
に
座
し
、
図
面
を
引
き
、
倦
め

ば
窓
の
外
の
光
景
に
目
を
や
り
…
…
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
家
の
ひ
と
つ

の
理
想
形
。

て
。　そ

の
結
果
、
か
ね
お
り
屋
根
の
下
に

包
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
空
間
は
、〝
軒
先
側

か
ら
庭
へ
〞
と
〝
妻
側
か
ら
庭
へ
〞
の

二
方
向
に
流
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。

「
牟
礼
の
家
」
で
も
見
せ
た
生
田
空
間

の
二
方
向
流
動
性
で
、
日
本
で
は
誰
が

最
初
に
？

　レ
ー
モ
ン
ド
か
。
世
界
で

は
誰
が
？

　ミ
ー
ス
か
。
で
も
、
日
本

の
伝
統
的
座
敷
の
定
番
で
も
あ
り
、
あ

る
い
は〝
日
本
の
座
敷
〞↓〝
ラ
イ
ト
〞

↓
〝
ミ
ー
ス
〞
と
伝
わ
っ
た
も
の
か
、

今
後
の
課
題
。

ね
お
り
の
屋
根
の
下
に
座
る

と
、
ま
ず
空
間
の
形
状
に
誘

わ
れ
て
外
を
眺
め
、
し
ば
ら

く
し
て
、
か
ね
お
り
の
背
中
側
と
い
う

か
斜
め
の
面
に
目
を
や
る
。

　垂
木
の
並
び
が
見
せ
場
に
な
っ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
と
の
予
想
を
裏
切
り
、

斜
め
の
面
に
は
花
の
絵
が
は
ま
っ
て
い

る
。
設
計
当
初
か
ら
の
生
田
の
依
頼
だ

と
い
う
。

　そ
う
、
若
き
日
の
生
田
は
、
堀
辰
雄
、

立
原
道
造
、
女
性
画
家
な
ど
か
ら
な
る

戦
前
の
〝
軽
井
沢
グ
ル
ー
プ
〞
と
深
い

縁
が
あ
っ
た
。

　東
大
出
の
建
築
家
に
し
て
昭
和
10
年

代
を
代
表
す
る
青
春
抒
情
派
詩
人
で
も

あ
っ
た
立
原
道
造
と
生
田
は
、
加
え
る

な
ら
丹
下
健
三
も
、
学
生
時
代
か
ら
親

し
く
、
建
築
と
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い

て
議
論
し
手
紙
を
交
わ
し
、
昭
和
10
年

代
と
い
う
き
び
し
い
時
代
の
な
か
を
通

過
し
て
い
く
。

　そ
し
て
丹
下
は
、
時
代
と
国
と
社
会

の
動
向
に
敏
感
に
反
応
す
る
建
築
家
と

し
て
戦
中
戦
後
を
生
き
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
は
誰
も
が
知
る
と
お
り
だ
が
、

立
原
と
生
田
は
ど
う
し
た
か
。

　立
原
は
、
敗
戦
の
6
年
前
に
病
没
し

た
。　生

田
が
戦
時
下
、
丹
下
と
は
対
照
的

に
時
流
と
距
離
を
置
い
た
の
は
、
旧
制

高
校
時
代
か
ら
知
己
を
得
て
い
た
哲
学

者
の
三
木
清
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

「
昭
和
六
年
の
初
冬
。
そ
の
時
私
は
高

等
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
…
…
彼
は
前

年
の
二
月
ま
で
、
共
産
党
シ
ン
パ
事
件

で
豊
多
摩
刑
務
所
に
拘
置
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
疲
れ
も
な
く
、
若
々
し
く
元

気
で
あ
っ
た
。
以
後
死
ぬ
ま
で
約
15
年

かねおりの家３

断
面
図
を
見
て
い
る
と
、

〝
か
ね
お
り
〞
が
ど
の
よ
う

に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

切
妻
屋
根
の
一
部
を
持
ち

上
げ
て
、
小
さ
な
空
間
を

大
き
く
し
よ
う
と
し
た
の

だ
。

5455

1912年北海道生まれ、東京育ち。
家は羽黒山の神官の家系だった。
39年、東京大学を出て建築の道に
入り、ル・コルビュジエやルイス
・マンフォードの翻訳と紹介に力
をつくし、また第一高等学校で図
学を教える。建築設計においては、

住宅にすぐれ、戦
後を代表する住宅
作家となった。作
品としては、「栗の
木のある家」（56）
や、「かねおりの
家」（59）が名高い。
80年没。若き日の
立原道造や丹下健
三との交友でも知
られる。
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三

足利の家

Fujimori Terunobu
藤森照信

Ikuta Tsutomu
生田 勉

建築概要
所在地
主要用途
設計
施工
敷地面積
建築面積
延床面積
階数
構造
竣工
図面提供

栃木県足利市
専用住宅
生田 勉
上野精次
419.287㎡
116.37㎡
169.02㎡
2階
木造
1959年
山下 泉

The
House

of
Ashikaga

建築史家。建築家。東京大学名誉
教授。専門は日本近現代建築史、
自然建築デザイン。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
学会作品賞など。

築
家
の
な
か
に
は
住
宅
作
家

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い
て
、

系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
藤
井
厚

二
（
1
8
8
8
〜
1
9
3
8
）
と
山
本

拙
郎
（
1
8
9
1
〜
1
9
4
4
）
を
始

点
に
、
土
浦
亀
城
（
1
8
9
7
〜
1
9

9
6
）、吉
村
順
三（
1
9
0
8
〜
97
）、

清
家
清（
1
9
1
8
〜
2
0
0
5
）、
池

辺
陽（
1
9
2
0
〜
79
）、篠
原
一
男（
1

9
2
5
〜
2
0
0
6
）
と
途
切
れ
な
く

続
く
。

　戦
後
活
躍
し
た
最
初
の
世
代
と
し
て

は
吉
村
、
清
家
、
池
辺
の
3
人
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
生
田
勉
（
1
9
1

2
〜
80
）
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。　2

0
1
4
年
新
春
号
で
生
田
の
自
邸

「
牟
礼
の
家
」を
取
り
上
げ
た
と
き
、
娘

婿
で
建
築
家
の
山
下
泉
さ
ん
に
「
か
ね

お
り
の
家
」
の
現
状
に
つ
い
て
た
ず
ね

た
。
生
田
の
代
表
作
と
い
え
ば
デ
ビ
ュ

ー
作
の
「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
1
9
5

6
）
と
「
か
ね
お
り
の
家
」
の
ふ
た
つ

で
、
前
者
は
見
て
い
る
が
、
後
者
は
未

見
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、『
足
利
の

家
』
な
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　名
作
「
か
ね
お
り
の
家
」
完
成
に
先

立
ち
、
生
田
自
身
が
「
か
ね
お
り
の
家

を
習
志
野
の
須
藤
教
授
の
書
斎
や
足
利

の
家
の
居
間
で
試
み
て
お
い
た
」
と
書

い
て
い
る
そ
の
居
間
は
「
足
利
の
家
」

の
名
で
発
表
さ
れ
、
現
存
し
、
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　生
田
勉
の
娘
の
翠
子
さ
ん
に
案
内
さ

れ
、
ま
ず
内
外
を
ざ
っ
と
見
た
が
、
外

観
は
肝
心
の
か
ね
お
り
屋
根
が
ス
ト
レ

ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
残
念
。

　見
所
は
か
ね
お
り
の
中
。
か
ね
お
り

と
い
う
独
特
の
室
内
空
間
は
、
中
に
入

っ
た
人
の
視
線
を
自
ず
と
か
ね
お
り
の

浮
い
た
ほ
う
へ
と
導
く
。
室
内
か
ら
室

外
へ
と
斜
め
に
差
し
出
す
軒
の
先
に
は

庭
が
広
が
る
。

　室
内
空
間
を
軒
で
グ
ッ
と
抑
え
て
か

ら
庭
へ
と
開
放
す
る
や
り
方
は
「
栗
の

木
の
あ
る
家
」
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、

ラ
イ
ト
と
共
通
す
る
。
生
田
は
、
戦
後

に
お
け
る
ラ
イ
ト
の
再
発
見
者
で
も
あ

っ
た
。

　ラ
イ
ト
と
の
違
い
も
あ
り
、
か
ね
お

り
屋
根
の
妻
壁
に
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
を

開
け
る
。
そ
れ
も
上
部
を
三
角
窓
に
し

の
間
、
年
に
一
度
か
二
度
、
多
く
て
三

度
く
ら
い
会
っ
た
り
話
し
た
り
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
年
齢
の
差
や
私
の
性
格

は
、
二
人
の
間
の
話
を
談
論
風
発
と
い

っ
た
形
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
折

々
短
く
途
切
れ
た
り
、
沈
黙
の
休
止
の

あ
と
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
話
さ
れ
る
言
葉

は
、
却
っ
て
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
」

　こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
三
木
清
の

回
想
の
な
か
で
、
生
田
は
、
三
木
邸
に

つ
い
て
書
斎
だ
け
に
着
目
し
て
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、

「
家
の
前
を
通
る
と
、
決
ま
っ
て
二
階

の
書
斎
か
ら
灯
が
漏
れ
」、「
暑
い
時
で

も
寒
い
時
で
も
自
分
の
書
斎
が
一
番
い

い
と
も
言
っ
て
い
た
」、「（
死
を
知
っ
て
）

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
お
宅
に
と
ん

で
行
っ
た
。
一
階
の
客
間
に
東
畑
精
一

さ
ん
や
谷
川
徹
三
さ
ん
が
集
ま
っ
て
お

ら
れ
た
。
私
は
一
人
で
、
ま
だ
登
っ
た

こ
と
が
な
い（
書
斎
の
あ
る
）二
階
へ
の

階
段
を
登
り
か
け
た
。二
階
に
は
…
…
」

木
だ
け
で
な
く
、
立
原
が
相

手
で
も
回
想
は
書
斎
を
軸
に

ま
わ
る
。
立
原
の
幻
の
自
邸

「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
ハ
ウ
ス
」
に
つ
い
て
は

「
書
斎
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
」
と

し
、
ま
た
立
原
の
実
家
の
（
納
屋
と
呼

ば
れ
た
）
立
原
の
個
室
を
ひ
と
つ
の
書

斎
と
し
て
共
感
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
く

わ
し
く
描
写
し
て
い
る
。

「
牟
礼
の
家
」
の
取
材
を
機
に
、
生
田

の
建
築
家
と
し
て
の
生
き
方
と
資
質
を

な
ん
と
か
言
語
化
し
よ
う
と
思
い
、
あ

れ
こ
れ
生
田
の
遺
文
を
読
ん
だ
り
経
歴

を
振
り
返
る
な
か
で
、
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
の
が
、

〝
文
人
建
築
家
〞

　と
い
う
や
や
古
風
な
言
い
方
だ
っ
た
。

そ
れ
を
な
ん
と
か
客
観
化
し
よ
う
と
、

以
上
の
よ
う
に
生
田
の
〝
書
斎
へ
の
傾

斜
〞
を
綴
っ
た
。

　文
人
と
は
、
江
戸
中
期
以
後
、
明
の

影
響
で
成
立
し
た
概
念
で
、
実
例
と
し

て
は
、
与
謝
蕪
村
、
頼
山
陽
、
田
能
村

竹
田
の
よ
う
に
、
組
織
に
は
属
さ
ず
、

国
と
社
会
の
大
勢
か
ら
は
身
を
引
き
、

し
か
し
そ
の
動
向
を
見
つ
め
な
が
ら
、

文
や
絵
の
領
分
に
、
そ
れ
も
職
業
と
い

う
よ
り
趣
味
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
人

士
を
指
す
。

　も
し
立
原
が
戦
後
ま
で
長
生
き
し
た

と
し
て
も
、
文
人
的
建
築
家
の
道
し
か

な
か
っ
た
と
思
う
し
、
生
田
は
、
東
大

教
授
で
は
あ
っ
た
が
、
文
人
的
な
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
し
て
身
を
処
し
て
い
る
。

　書
斎
に
座
し
、
図
面
を
引
き
、
倦
め

ば
窓
の
外
の
光
景
に
目
を
や
り
…
…
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
家
の
ひ
と
つ

の
理
想
形
。

て
。　そ

の
結
果
、
か
ね
お
り
屋
根
の
下
に

包
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
空
間
は
、〝
軒
先
側

か
ら
庭
へ
〞
と
〝
妻
側
か
ら
庭
へ
〞
の

二
方
向
に
流
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。

「
牟
礼
の
家
」
で
も
見
せ
た
生
田
空
間

の
二
方
向
流
動
性
で
、
日
本
で
は
誰
が

最
初
に
？

　レ
ー
モ
ン
ド
か
。
世
界
で

は
誰
が
？

　ミ
ー
ス
か
。
で
も
、
日
本

の
伝
統
的
座
敷
の
定
番
で
も
あ
り
、
あ

る
い
は〝
日
本
の
座
敷
〞↓〝
ラ
イ
ト
〞

↓
〝
ミ
ー
ス
〞
と
伝
わ
っ
た
も
の
か
、

今
後
の
課
題
。

ね
お
り
の
屋
根
の
下
に
座
る

と
、
ま
ず
空
間
の
形
状
に
誘

わ
れ
て
外
を
眺
め
、
し
ば
ら

く
し
て
、
か
ね
お
り
の
背
中
側
と
い
う

か
斜
め
の
面
に
目
を
や
る
。

　垂
木
の
並
び
が
見
せ
場
に
な
っ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
と
の
予
想
を
裏
切
り
、

斜
め
の
面
に
は
花
の
絵
が
は
ま
っ
て
い

る
。
設
計
当
初
か
ら
の
生
田
の
依
頼
だ

と
い
う
。

　そ
う
、
若
き
日
の
生
田
は
、
堀
辰
雄
、

立
原
道
造
、
女
性
画
家
な
ど
か
ら
な
る

戦
前
の
〝
軽
井
沢
グ
ル
ー
プ
〞
と
深
い

縁
が
あ
っ
た
。

　東
大
出
の
建
築
家
に
し
て
昭
和
10
年

代
を
代
表
す
る
青
春
抒
情
派
詩
人
で
も

あ
っ
た
立
原
道
造
と
生
田
は
、
加
え
る

な
ら
丹
下
健
三
も
、
学
生
時
代
か
ら
親

し
く
、
建
築
と
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い

て
議
論
し
手
紙
を
交
わ
し
、
昭
和
10
年

代
と
い
う
き
び
し
い
時
代
の
な
か
を
通

過
し
て
い
く
。

　そ
し
て
丹
下
は
、
時
代
と
国
と
社
会

の
動
向
に
敏
感
に
反
応
す
る
建
築
家
と

し
て
戦
中
戦
後
を
生
き
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
は
誰
も
が
知
る
と
お
り
だ
が
、

立
原
と
生
田
は
ど
う
し
た
か
。

　立
原
は
、
敗
戦
の
6
年
前
に
病
没
し

た
。　生

田
が
戦
時
下
、
丹
下
と
は
対
照
的

に
時
流
と
距
離
を
置
い
た
の
は
、
旧
制

高
校
時
代
か
ら
知
己
を
得
て
い
た
哲
学

者
の
三
木
清
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

「
昭
和
六
年
の
初
冬
。
そ
の
時
私
は
高

等
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
…
…
彼
は
前

年
の
二
月
ま
で
、
共
産
党
シ
ン
パ
事
件

で
豊
多
摩
刑
務
所
に
拘
置
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
疲
れ
も
な
く
、
若
々
し
く
元

気
で
あ
っ
た
。
以
後
死
ぬ
ま
で
約
15
年

かねおりの家３

断
面
図
を
見
て
い
る
と
、

〝
か
ね
お
り
〞
が
ど
の
よ
う

に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

切
妻
屋
根
の
一
部
を
持
ち

上
げ
て
、
小
さ
な
空
間
を

大
き
く
し
よ
う
と
し
た
の

だ
。
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1912年北海道生まれ、東京育ち。
家は羽黒山の神官の家系だった。
39年、東京大学を出て建築の道に
入り、ル・コルビュジエやルイス
・マンフォードの翻訳と紹介に力
をつくし、また第一高等学校で図
学を教える。建築設計においては、

住宅にすぐれ、戦
後を代表する住宅
作家となった。作
品としては、「栗の
木のある家」（56）
や、「かねおりの
家」（59）が名高い。
80年没。若き日の
立原道造や丹下健
三との交友でも知
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　今
年
5
月
7
日
、
北
里
大
学
病
院
（
神

奈
川
・
相
模
原
市
）
の
新
病
院
が
開
院
し

た
。
建
物
は
地
上
14
階
、
地
下
1
階
建
て

で
延
べ
約
10
万
2
0
0
0
㎡
、
病
床
数
は

7
5
7
（
1
号
館
を
ふ
く
め
1
0
3
3
）

床
。
屋
上
に
は
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
備
え
、
救

急
医
療
や
高
度
医
療
な
ど
の
機
能
を
よ
り

充
実
。
建
築
・
設
備
配
管
な
ど
も
B
I
M

（
＊
1
）で
設
計
さ
れ
た
は
じ
め
て
の
病
院

設
計
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　今
後
、
隣
接
す
る
既
存
病
院
棟
は
一
部

を
残
し
て
取
り
壊
さ
れ
、
新
病
院
が
地
域

の
急
性
期
医
療
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
オ
ー
プ
ン
目
前
の
4
月
、
院

内
を
見
学
し
た
う
え
で
、
副
院
長
の
渋
谷

明
隆
さ
ん
、
同
病
院
環
境
整
備
課
課
長
の

座
間
弘
和
さ
ん
、
設
計
を
手
が
け
た
日
建

設
計
主
管
の
塚
見
史
郎
さ
ん
の
お
三
方
に

話
を
う
か
が
っ
た
。

　既
存
の
病
院
棟
が
誕
生
し
た
の
は
1
9

7
1
年
。
そ
の
老
朽
化
が
き
っ
か
け
で
ス

タ
ー
ト
し
た
新
病
院
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
こ
の
先
、
長
く
使
え
る
病
院
を
つ
く

る
こ
と
が
命
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
は

じ
め
は
40
〜
50
年
先
の
医
療
を
見
き
わ
め

よ
う
と
し
た
が
、「
今
か
ら
20
年
前
に
は
個

人
が
電
話
を
持
っ
て
歩
く
、
ま
し
て
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
つ
ま
り
個
人
が
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
持
っ
て
歩
く
こ
と
な
ど
想
像
も

し
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
変
化
が
加
速
度

的
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
病
院
の
あ
る
べ
き
姿
な

ど
、わ
か
る
わ
け
が
な
い
と
思
い
ま
し
た
」

と
語
る
渋
谷
さ
ん
。
そ
こ
で
、
病
院
の
運

用
と
い
う
ソ
フ
ト
面
は
5
〜
10
年
先
を
予

想
し
つ
つ
、
ハ
ー
ド
と
し
て
の
建
物
は
増

改
築
や
改
修
な
ど
に
耐
え
ら
れ
る
フ
レ
キ

シ
ビ
リ
テ
ィ
を
備
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
、
設
計
側
へ
の
要
望
だ
っ
た
と
振
り
返

る
。　4

社
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
の

結
果
、
選
定
さ
れ
た
の
が
日
建
設
計
だ
が
、

渋
谷
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
事
前
に
4
社
が
設

計
し
た
自
慢
の
病
院
を
関
係
者
一
同
で
見

学
し
て
ま
わ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
印
象
も

審
査
に
際
し
、
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。

「
日
建
さ
ん
が
設
計
し
た
病
院
は
確
か
に

よ
く
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
し
、

先
方
の
病
院
の
担
当
者
の
対
応
が
よ
か
っ

た
の
も
大
き
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
見
学

者
が
来
る
と
い
う
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ

と
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
対
応
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
う
の
は
、
設
計
者
と
の
関
係
が

う
ま
く
行
き
、
現
在
の
建
物
に
満
足
し
て

い
る
証
拠
で
す
か
ら
」

　設
計
に
は
災
害
配
慮
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
生
か
し
た
省
エ
ネ
対
策
な
ど
、
随
所

に
日
建
設
計
な
ら
で
は
の
強
み
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
が
、
高
層
階
の
病
棟
の
プ
ラ
ン

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
。

平
面
図
を
見
れ
ば
お
わ
か
り
の
と
お
り
、

南
北
の
外
壁
に
面
し
た
病
室
エ
リ
ア
が
三

角
形
を
連
続
さ
せ
た
よ
う
な
雁
行
型
を
し

て
い
る
。
設
計
の
塚
見
さ
ん
い
わ
く
、
こ

れ
は
「
細
長
い
廊
下
が
通
っ
た
通
常
の
病

院
を
横
か
ら
ぎ
ゅ
ー
っ
と
圧
縮
し
た
よ
う

な
形
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
中
に
必
要
面
積

を
効
率
的
に
確
保
し
よ
う
と
考
え
た
結
果

で
す
」。こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
通
路
と

病
室
の
あ
い
だ
に
三
角
形
の
余
白
が
生
ま

れ
る
た
め
、
こ
こ
を
「
ナ
ー
ス
ピ
ッ
ト
」

と
呼
ぶ
、
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ブ

的
な
役
割
を
果
た
す
コ
ー
ナ
ー
に
充
て
て

お
り
、
病
室
全
体
を
見
渡
し
や
す
く
、
き

め
細
か
な
目
配
り
が
で
き
る
と
い
う
。

　ま
た
、
4
床
室
の
プ
ラ
ン
も
要
注
目
。

通
常
は
4
床
を
田
の
字
型
に
配
す
る
た
め
、

窓
ぎ
わ
と
廊
下
寄
り
の
優
劣
が
生
じ
が
ち

だ
が
、
こ
こ
で
は
4
台
の
ベ
ッ
ド
を
開
口

部
に
平
行
に
一
直
線
に
並
べ
た
「
ス
ト
レ

ー
ト
4
床
室
」
プ
ラ
ン
を
採
用
。
全
床
が

窓
に
面
し
、
明
る
く
開
放
的
な
う
え
、
ス

タ
ッ
フ
の
動
線
も
ス
ム
ー
ズ
で
、
廊
下
か

ら
の
視
線
も
届
き
や
す
い
。
中
央
に
間
仕

切
り
が
設
け
ら
れ
、
2
床
ず
つ
に
ゆ
る
く

仕
切
ら
れ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ほ

ど
よ
く
保
た
れ
て
い
る
の
も
好
印
象
だ
。

「
こ
れ
か
ら
子
ど
も
の
頃
か
ら
個
室
を
与

え
ら
れ
て
育
っ
て
き
た
患
者
が
増
え
て
く

る
と
、
将
来
的
に
は
個
室
需
要
が
増
え
る

で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
な
ら
、
さ
ら
に
区

切
れ
ば
個
室
化
も
可
能
で
す
し
、
災
害
時

な
ど
に
は
6
床
に
増
床
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
」
と
渋
谷
さ
ん
。

　さ
て
、
最
先
端
の
病
院
は
水
ま
わ
り
に

も
工
夫
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
環
境

整
備
課
の
座
間
さ
ん
は
長
年
、
病
院
内
の

ト
イ
レ
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
と
そ
の
改
善

に
取
り
組
ん
で
き
た
、
い
わ
ば
そ
の
道
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。
じ
つ
は
「
癒
し
の
ト

イ
レ
研
究
会
（
＊
2
）」に
も
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
座
間
さ
ん
は
当
初
、

各
メ
ー
カ
ー
に
対
し
、
病
院
の
こ
と
を
本

当
に
考
え
て
つ
く
っ
た
商
品
が
な
い
、
看

護
す
る
側
に
も
患
者
さ
ん
に
も
使
い
に
く

い
も
の
が
多
す
ぎ
る
と
い
っ
た
意
見
を
熱

心
に
投
げ
か
け
て
い
る
う
ち
に
、「
い
つ
の

ま
に
か
『
癒
し
の
ト
イ
レ
研
究
会
』
に
引

き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　こ
の
新
病
院
に
は
、
座
間
さ
ん
を
中
心

と
し
た
病
院
ス
タ
ッ
フ
と
癒
し
の
ト
イ
レ

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共
同
研
究
の

成
果
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
反
映
さ
れ
て
い

る
。
座
間
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
水
ま

わ
り
の
感
染
症
対
策
、
転
倒
リ
ス
ク
の
低

減
（
一
番
多
い
の
は
ト
イ
レ
）
の
2
点
を

中
心
に
考
え
た
と
い
う
。

　ま
た
、
個
室
内
の
ト
イ
レ
を
あ
え
て
窓

ぎ
わ
に
配
置
し
た
の
は
、
配
管
ス
ペ
ー
ス

を
外
壁
側
に
配
す
る
こ
と
で
、
バ
ル
コ
ニ

ー
か
ら
の
点
検
や
改
修
を
し
や
す
く
す
る

た
め
だ
。
ト
イ
レ
内
に
さ
り
げ
な
く
配
し

た
扉
付
き
の
収
納
は
、
じ
つ
は
蓄
尿
架
台
。

「
面
会
の
方
が
来
ら
れ
た
際
、
蓄
尿
カ
ッ

プ
が
置
い
て
あ
る
と
見
た
目
に
も
よ
く
な

い
し
、
臭
い
も
気
に
な
る
の
で
、
あ
そ
こ

に
し
ま
っ
て
、
臭
い
も
室
内
に
も
れ
な
い

よ
う
、
外
か
ら
空
気
を
引
っ
ぱ
っ
て
陰
圧

に
す
る
仕
掛
け
も
備
え
て
い
ま
す
」
と
座

間
さ
ん
。

　一
方
、
病
棟
の
多
機
能
ト
イ
レ
に
は
引

き
戸
の
内
側
に
カ
ー
テ
ン
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
使
用
中
の
患
者
が

非
常
ボ
タ
ン
を
押
し
て
外
か
ら
扉
を
あ
け

た
際
、
廊
下
を
歩
く
人
か
ら
丸
見
え
に
な

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
。
さ
ら
に
、

低
層
階
の
外
来
用
ト
イ
レ
の
ブ
ー
ス
に
は
、

円
弧
の
ド
ア
（
ウ
ェ
イ
ブ
レ
ッ
ト
）
を
採

用
。
円
弧
に
沿
っ
て
楽
に
開
閉
で
き
る
の

で
、
出
入
り
し
や
す
い
。

　

　シ
ー
ス
ル
ー
の
エ
レ
ベ
ー
タ
や
病
棟
の

開
口
部
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
な
ん
と
も

明
る
く
開
放
的
で
、
一
瞬
こ
こ
が
病
院
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
る
。
す
み
ず

み
に
ま
で
こ
ま
や
か
な
配
慮
が
行
き
届
い

た
水
ま
わ
り
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
快
適

性
は
い
っ
そ
う
増
し
て
い
る
。
そ
の
空
間

が
患
者
の
心
に
お
よ
ぼ
す
作
用
は
決
し
て

小
さ
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　た
と
え
ば
、
各
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
出
入
り
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ッ

フ
用
手
洗
器
も
そ
の
一
例
。
現
場
の
看
護

師
の
声
を
反
映
さ
せ
、
商
品
化
に
こ
ぎ
つ

け
た
も
の
で
、
感
染
症
を
な
る
べ
く
起
こ

さ
な
い
よ
う
ひ
ん
ぱ
ん
に
手
を
洗
え
る
環

境
を
つ
く
り
、
手
洗
い
を
習
慣
づ
け
る
た

め
、
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
上
に
も
多
数
設
置

さ
れ
た
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
が
ら
ボ
ウ
ル
面

が
深
く
て
大
き
い
た
め
、
手
首
ま
で
し
っ

か
り
洗
い
や
す
く
、
か
つ
水
は
ね
も
減
り
、

さ
ら
に
高
さ
も
高
め
な
の
で
腰
へ
の
負
担

が
軽
減
。
そ
の
上
部
に
設
置
さ
れ
た
ペ
ー

パ
ー
ホ
ル
ダ
ー
も
、
下
か
ら
取
り
出
せ
る

感
染
症
配
慮
の
秀
逸
な
デ
ザ
イ
ン
。
座
間

さ
ん
の
要
望
を
も
と
に
、
日
建
設
計
が
手

が
け
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
。

将
来
を
見
据
え
た

病
室
レ
イ
ア
ウ
ト

病棟階

1/1,500

病室内の通路に設置
したオリジナルの洗
面台。水洗金具が壁
付けなので、台座が
濡れる心配がない。

開口部に面し、横一
列に４床が並ぶ。開
放感とプライバシー
の確保を両立させ、
観察もしやすい。

12F E病棟平面図

12F全体図
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最
新
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わ
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物
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自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

省
エ
ネ
技
術
を
融
合
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最
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端
病
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の

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
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ストレート4床室

写真上／廊下から見
たところ。扉の内側
にカーテンを設置。
使用中の患者が非常
ボタンを押して、外
から看護師が扉をあ
けた際、廊下から内
部が丸見えにならな
いように配慮したも
の。どこの病院でも
要望の声は多いとい
う。下／内部。オス
トメイト用汚物流し
と収納式多目的シー
トを完備。

多機能トイレ

0 2 4m

写真右／共用トイレ
の一角にさりげなく
設置した汚物流し。
フチなし形状とトル
ネード洗浄で汚れに
くく、掃除もしやす
い。掃除口付き。左
／ナースステーショ
ン。出入り口に手洗
器を設置。下から取
り出せるペーパーホ
ルダーもオリジナル。

共用水まわり

東
側
外
観
。

ストレート
4床室

4床室

1床室

1床室

廊下 多機能トイレ
ナースピット ナーシングホール

ラウンジ

＊
1
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）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
作
成
し

た
3
次
元
の
建
物
の
デ
ジ
タ

ル
モ
デ
ル
に
、
コ
ス
ト
や
仕

上
げ
、
管
理
情
報
な
ど
の
属

性
デ
ー
タ
を
追
加
し
た
建
築

物
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
、
建

築
の
設
計
、
施
工
か
ら
維
持

管
理
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
工
程

で
情
報
活
用
を
行
う
た
め
の

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
。
ま
た
、

そ
れ
に
よ
り
変
化
す
る
建
築

の
新
し
い
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
。
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　今
年
5
月
7
日
、
北
里
大
学
病
院
（
神

奈
川
・
相
模
原
市
）
の
新
病
院
が
開
院
し

た
。
建
物
は
地
上
14
階
、
地
下
1
階
建
て

で
延
べ
約
10
万
2
0
0
0
㎡
、
病
床
数
は

7
5
7
（
1
号
館
を
ふ
く
め
1
0
3
3
）

床
。
屋
上
に
は
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
備
え
、
救

急
医
療
や
高
度
医
療
な
ど
の
機
能
を
よ
り

充
実
。
建
築
・
設
備
配
管
な
ど
も
B
I
M

（
＊
1
）で
設
計
さ
れ
た
は
じ
め
て
の
病
院

設
計
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　今
後
、
隣
接
す
る
既
存
病
院
棟
は
一
部

を
残
し
て
取
り
壊
さ
れ
、
新
病
院
が
地
域

の
急
性
期
医
療
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
オ
ー
プ
ン
目
前
の
4
月
、
院

内
を
見
学
し
た
う
え
で
、
副
院
長
の
渋
谷

明
隆
さ
ん
、
同
病
院
環
境
整
備
課
課
長
の

座
間
弘
和
さ
ん
、
設
計
を
手
が
け
た
日
建

設
計
主
管
の
塚
見
史
郎
さ
ん
の
お
三
方
に

話
を
う
か
が
っ
た
。

　既
存
の
病
院
棟
が
誕
生
し
た
の
は
1
9

7
1
年
。
そ
の
老
朽
化
が
き
っ
か
け
で
ス

タ
ー
ト
し
た
新
病
院
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
こ
の
先
、
長
く
使
え
る
病
院
を
つ
く

る
こ
と
が
命
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
は

じ
め
は
40
〜
50
年
先
の
医
療
を
見
き
わ
め

よ
う
と
し
た
が
、「
今
か
ら
20
年
前
に
は
個

人
が
電
話
を
持
っ
て
歩
く
、
ま
し
て
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
つ
ま
り
個
人
が
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
持
っ
て
歩
く
こ
と
な
ど
想
像
も

し
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
変
化
が
加
速
度

的
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
病
院
の
あ
る
べ
き
姿
な

ど
、わ
か
る
わ
け
が
な
い
と
思
い
ま
し
た
」

と
語
る
渋
谷
さ
ん
。
そ
こ
で
、
病
院
の
運

用
と
い
う
ソ
フ
ト
面
は
5
〜
10
年
先
を
予

想
し
つ
つ
、
ハ
ー
ド
と
し
て
の
建
物
は
増

改
築
や
改
修
な
ど
に
耐
え
ら
れ
る
フ
レ
キ

シ
ビ
リ
テ
ィ
を
備
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
、
設
計
側
へ
の
要
望
だ
っ
た
と
振
り
返

る
。　4

社
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
の

結
果
、
選
定
さ
れ
た
の
が
日
建
設
計
だ
が
、

渋
谷
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
事
前
に
4
社
が
設

計
し
た
自
慢
の
病
院
を
関
係
者
一
同
で
見

学
し
て
ま
わ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
印
象
も

審
査
に
際
し
、
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。

「
日
建
さ
ん
が
設
計
し
た
病
院
は
確
か
に

よ
く
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
し
、

先
方
の
病
院
の
担
当
者
の
対
応
が
よ
か
っ

た
の
も
大
き
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
見
学

者
が
来
る
と
い
う
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ

と
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
対
応
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
う
の
は
、
設
計
者
と
の
関
係
が

う
ま
く
行
き
、
現
在
の
建
物
に
満
足
し
て

い
る
証
拠
で
す
か
ら
」

　設
計
に
は
災
害
配
慮
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
生
か
し
た
省
エ
ネ
対
策
な
ど
、
随
所

に
日
建
設
計
な
ら
で
は
の
強
み
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
が
、
高
層
階
の
病
棟
の
プ
ラ
ン

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
。

平
面
図
を
見
れ
ば
お
わ
か
り
の
と
お
り
、

南
北
の
外
壁
に
面
し
た
病
室
エ
リ
ア
が
三

角
形
を
連
続
さ
せ
た
よ
う
な
雁
行
型
を
し

て
い
る
。
設
計
の
塚
見
さ
ん
い
わ
く
、
こ

れ
は
「
細
長
い
廊
下
が
通
っ
た
通
常
の
病

院
を
横
か
ら
ぎ
ゅ
ー
っ
と
圧
縮
し
た
よ
う

な
形
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
中
に
必
要
面
積

を
効
率
的
に
確
保
し
よ
う
と
考
え
た
結
果

で
す
」。こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
通
路
と

病
室
の
あ
い
だ
に
三
角
形
の
余
白
が
生
ま

れ
る
た
め
、
こ
こ
を
「
ナ
ー
ス
ピ
ッ
ト
」

と
呼
ぶ
、
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ブ

的
な
役
割
を
果
た
す
コ
ー
ナ
ー
に
充
て
て

お
り
、
病
室
全
体
を
見
渡
し
や
す
く
、
き

め
細
か
な
目
配
り
が
で
き
る
と
い
う
。

　ま
た
、
4
床
室
の
プ
ラ
ン
も
要
注
目
。

通
常
は
4
床
を
田
の
字
型
に
配
す
る
た
め
、

窓
ぎ
わ
と
廊
下
寄
り
の
優
劣
が
生
じ
が
ち

だ
が
、
こ
こ
で
は
4
台
の
ベ
ッ
ド
を
開
口

部
に
平
行
に
一
直
線
に
並
べ
た
「
ス
ト
レ

ー
ト
4
床
室
」
プ
ラ
ン
を
採
用
。
全
床
が

窓
に
面
し
、
明
る
く
開
放
的
な
う
え
、
ス

タ
ッ
フ
の
動
線
も
ス
ム
ー
ズ
で
、
廊
下
か

ら
の
視
線
も
届
き
や
す
い
。
中
央
に
間
仕

切
り
が
設
け
ら
れ
、
2
床
ず
つ
に
ゆ
る
く

仕
切
ら
れ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ほ

ど
よ
く
保
た
れ
て
い
る
の
も
好
印
象
だ
。

「
こ
れ
か
ら
子
ど
も
の
頃
か
ら
個
室
を
与

え
ら
れ
て
育
っ
て
き
た
患
者
が
増
え
て
く

る
と
、
将
来
的
に
は
個
室
需
要
が
増
え
る

で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
な
ら
、
さ
ら
に
区

切
れ
ば
個
室
化
も
可
能
で
す
し
、
災
害
時

な
ど
に
は
6
床
に
増
床
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
」
と
渋
谷
さ
ん
。

　さ
て
、
最
先
端
の
病
院
は
水
ま
わ
り
に

も
工
夫
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
環
境

整
備
課
の
座
間
さ
ん
は
長
年
、
病
院
内
の

ト
イ
レ
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
と
そ
の
改
善

に
取
り
組
ん
で
き
た
、
い
わ
ば
そ
の
道
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。
じ
つ
は
「
癒
し
の
ト

イ
レ
研
究
会
（
＊
2
）」に
も
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
座
間
さ
ん
は
当
初
、

各
メ
ー
カ
ー
に
対
し
、
病
院
の
こ
と
を
本

当
に
考
え
て
つ
く
っ
た
商
品
が
な
い
、
看

護
す
る
側
に
も
患
者
さ
ん
に
も
使
い
に
く

い
も
の
が
多
す
ぎ
る
と
い
っ
た
意
見
を
熱

心
に
投
げ
か
け
て
い
る
う
ち
に
、「
い
つ
の

ま
に
か
『
癒
し
の
ト
イ
レ
研
究
会
』
に
引

き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　こ
の
新
病
院
に
は
、
座
間
さ
ん
を
中
心

と
し
た
病
院
ス
タ
ッ
フ
と
癒
し
の
ト
イ
レ

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共
同
研
究
の

成
果
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
反
映
さ
れ
て
い

る
。
座
間
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
水
ま

わ
り
の
感
染
症
対
策
、
転
倒
リ
ス
ク
の
低

減
（
一
番
多
い
の
は
ト
イ
レ
）
の
2
点
を

中
心
に
考
え
た
と
い
う
。

　ま
た
、
個
室
内
の
ト
イ
レ
を
あ
え
て
窓

ぎ
わ
に
配
置
し
た
の
は
、
配
管
ス
ペ
ー
ス

を
外
壁
側
に
配
す
る
こ
と
で
、
バ
ル
コ
ニ

ー
か
ら
の
点
検
や
改
修
を
し
や
す
く
す
る

た
め
だ
。
ト
イ
レ
内
に
さ
り
げ
な
く
配
し

た
扉
付
き
の
収
納
は
、
じ
つ
は
蓄
尿
架
台
。

「
面
会
の
方
が
来
ら
れ
た
際
、
蓄
尿
カ
ッ

プ
が
置
い
て
あ
る
と
見
た
目
に
も
よ
く
な

い
し
、
臭
い
も
気
に
な
る
の
で
、
あ
そ
こ

に
し
ま
っ
て
、
臭
い
も
室
内
に
も
れ
な
い

よ
う
、
外
か
ら
空
気
を
引
っ
ぱ
っ
て
陰
圧

に
す
る
仕
掛
け
も
備
え
て
い
ま
す
」
と
座

間
さ
ん
。

　一
方
、
病
棟
の
多
機
能
ト
イ
レ
に
は
引

き
戸
の
内
側
に
カ
ー
テ
ン
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
使
用
中
の
患
者
が

非
常
ボ
タ
ン
を
押
し
て
外
か
ら
扉
を
あ
け

た
際
、
廊
下
を
歩
く
人
か
ら
丸
見
え
に
な

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
。
さ
ら
に
、

低
層
階
の
外
来
用
ト
イ
レ
の
ブ
ー
ス
に
は
、

円
弧
の
ド
ア
（
ウ
ェ
イ
ブ
レ
ッ
ト
）
を
採

用
。
円
弧
に
沿
っ
て
楽
に
開
閉
で
き
る
の

で
、
出
入
り
し
や
す
い
。

　

　シ
ー
ス
ル
ー
の
エ
レ
ベ
ー
タ
や
病
棟
の

開
口
部
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
な
ん
と
も

明
る
く
開
放
的
で
、
一
瞬
こ
こ
が
病
院
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
る
。
す
み
ず

み
に
ま
で
こ
ま
や
か
な
配
慮
が
行
き
届
い

た
水
ま
わ
り
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
快
適

性
は
い
っ
そ
う
増
し
て
い
る
。
そ
の
空
間

が
患
者
の
心
に
お
よ
ぼ
す
作
用
は
決
し
て

小
さ
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　た
と
え
ば
、
各
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
出
入
り
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ッ

フ
用
手
洗
器
も
そ
の
一
例
。
現
場
の
看
護

師
の
声
を
反
映
さ
せ
、
商
品
化
に
こ
ぎ
つ

け
た
も
の
で
、
感
染
症
を
な
る
べ
く
起
こ

さ
な
い
よ
う
ひ
ん
ぱ
ん
に
手
を
洗
え
る
環

境
を
つ
く
り
、
手
洗
い
を
習
慣
づ
け
る
た

め
、
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
上
に
も
多
数
設
置

さ
れ
た
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
が
ら
ボ
ウ
ル
面

が
深
く
て
大
き
い
た
め
、
手
首
ま
で
し
っ

か
り
洗
い
や
す
く
、
か
つ
水
は
ね
も
減
り
、

さ
ら
に
高
さ
も
高
め
な
の
で
腰
へ
の
負
担

が
軽
減
。
そ
の
上
部
に
設
置
さ
れ
た
ペ
ー

パ
ー
ホ
ル
ダ
ー
も
、
下
か
ら
取
り
出
せ
る

感
染
症
配
慮
の
秀
逸
な
デ
ザ
イ
ン
。
座
間

さ
ん
の
要
望
を
も
と
に
、
日
建
設
計
が
手

が
け
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
。

将
来
を
見
据
え
た

病
室
レ
イ
ア
ウ
ト

病棟階

1/1,500

病室内の通路に設置
したオリジナルの洗
面台。水洗金具が壁
付けなので、台座が
濡れる心配がない。

開口部に面し、横一
列に４床が並ぶ。開
放感とプライバシー
の確保を両立させ、
観察もしやすい。

12F E病棟平面図

12F全体図

N

0 10 20m

N

1/500

最
新
水
ま
わ
り
物
語

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

省
エ
ネ
技
術
を
融
合
し
た

最
先
端
病
院
の

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

取
材
・
文
／
大
山
直
美
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／
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学
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」
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ストレート4床室

写真上／廊下から見
たところ。扉の内側
にカーテンを設置。
使用中の患者が非常
ボタンを押して、外
から看護師が扉をあ
けた際、廊下から内
部が丸見えにならな
いように配慮したも
の。どこの病院でも
要望の声は多いとい
う。下／内部。オス
トメイト用汚物流し
と収納式多目的シー
トを完備。

多機能トイレ

0 2 4m

写真右／共用トイレ
の一角にさりげなく
設置した汚物流し。
フチなし形状とトル
ネード洗浄で汚れに
くく、掃除もしやす
い。掃除口付き。左
／ナースステーショ
ン。出入り口に手洗
器を設置。下から取
り出せるペーパーホ
ルダーもオリジナル。

共用水まわり

東
側
外
観
。

ストレート
4床室

4床室

1床室

1床室

廊下 多機能トイレ
ナースピット ナーシングホール

ラウンジ

＊
1
／B

IM
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）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
作
成
し

た
3
次
元
の
建
物
の
デ
ジ
タ

ル
モ
デ
ル
に
、
コ
ス
ト
や
仕

上
げ
、
管
理
情
報
な
ど
の
属

性
デ
ー
タ
を
追
加
し
た
建
築

物
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
、
建

築
の
設
計
、
施
工
か
ら
維
持

管
理
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
工
程

で
情
報
活
用
を
行
う
た
め
の

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
。
ま
た
、

そ
れ
に
よ
り
変
化
す
る
建
築

の
新
し
い
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
。
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病室外来男女トイレ

写真上／奥の外壁側
に洗面・トイレを配
置。明るい洗面スペ
ースと、バルコニー
からの設備用配管の
点検を可能にした。
看護の視線も通りや
すい。左／個室内の
トイレ。奥の扉付き
収納は蓄尿カップを
しまうスペース。

　今
年
5
月
7
日
、
北
里
大
学
病
院
（
神

奈
川
・
相
模
原
市
）
の
新
病
院
が
開
院
し

た
。
建
物
は
地
上
14
階
、
地
下
1
階
建
て

で
延
べ
約
10
万
2
0
0
0
㎡
、
病
床
数
は

7
5
7
（
1
号
館
を
ふ
く
め
1
0
3
3
）

床
。
屋
上
に
は
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
備
え
、
救

急
医
療
や
高
度
医
療
な
ど
の
機
能
を
よ
り

充
実
。
建
築
・
設
備
配
管
な
ど
も
B
I
M

（
＊
1
）で
設
計
さ
れ
た
は
じ
め
て
の
病
院

設
計
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　今
後
、
隣
接
す
る
既
存
病
院
棟
は
一
部

を
残
し
て
取
り
壊
さ
れ
、
新
病
院
が
地
域

の
急
性
期
医
療
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
オ
ー
プ
ン
目
前
の
4
月
、
院

内
を
見
学
し
た
う
え
で
、
副
院
長
の
渋
谷

明
隆
さ
ん
、
同
病
院
環
境
整
備
課
課
長
の

座
間
弘
和
さ
ん
、
設
計
を
手
が
け
た
日
建

設
計
主
管
の
塚
見
史
郎
さ
ん
の
お
三
方
に

話
を
う
か
が
っ
た
。

　既
存
の
病
院
棟
が
誕
生
し
た
の
は
1
9

7
1
年
。
そ
の
老
朽
化
が
き
っ
か
け
で
ス

タ
ー
ト
し
た
新
病
院
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
こ
の
先
、
長
く
使
え
る
病
院
を
つ
く

る
こ
と
が
命
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
は

じ
め
は
40
〜
50
年
先
の
医
療
を
見
き
わ
め

よ
う
と
し
た
が
、「
今
か
ら
20
年
前
に
は
個

人
が
電
話
を
持
っ
て
歩
く
、
ま
し
て
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
つ
ま
り
個
人
が
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
持
っ
て
歩
く
こ
と
な
ど
想
像
も

し
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
変
化
が
加
速
度

的
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
病
院
の
あ
る
べ
き
姿
な

ど
、わ
か
る
わ
け
が
な
い
と
思
い
ま
し
た
」

と
語
る
渋
谷
さ
ん
。
そ
こ
で
、
病
院
の
運

用
と
い
う
ソ
フ
ト
面
は
5
〜
10
年
先
を
予

想
し
つ
つ
、
ハ
ー
ド
と
し
て
の
建
物
は
増

改
築
や
改
修
な
ど
に
耐
え
ら
れ
る
フ
レ
キ

シ
ビ
リ
テ
ィ
を
備
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
、
設
計
側
へ
の
要
望
だ
っ
た
と
振
り
返

る
。　4

社
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
の

結
果
、
選
定
さ
れ
た
の
が
日
建
設
計
だ
が
、

渋
谷
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
事
前
に
4
社
が
設

計
し
た
自
慢
の
病
院
を
関
係
者
一
同
で
見

学
し
て
ま
わ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
印
象
も

審
査
に
際
し
、
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。

「
日
建
さ
ん
が
設
計
し
た
病
院
は
確
か
に

よ
く
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
し
、

先
方
の
病
院
の
担
当
者
の
対
応
が
よ
か
っ

た
の
も
大
き
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
見
学

者
が
来
る
と
い
う
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ

と
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
対
応
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
う
の
は
、
設
計
者
と
の
関
係
が

う
ま
く
行
き
、
現
在
の
建
物
に
満
足
し
て

い
る
証
拠
で
す
か
ら
」

　設
計
に
は
災
害
配
慮
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
生
か
し
た
省
エ
ネ
対
策
な
ど
、
随
所

に
日
建
設
計
な
ら
で
は
の
強
み
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
が
、
高
層
階
の
病
棟
の
プ
ラ
ン

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
。

平
面
図
を
見
れ
ば
お
わ
か
り
の
と
お
り
、

南
北
の
外
壁
に
面
し
た
病
室
エ
リ
ア
が
三

角
形
を
連
続
さ
せ
た
よ
う
な
雁
行
型
を
し

て
い
る
。
設
計
の
塚
見
さ
ん
い
わ
く
、
こ

れ
は
「
細
長
い
廊
下
が
通
っ
た
通
常
の
病

院
を
横
か
ら
ぎ
ゅ
ー
っ
と
圧
縮
し
た
よ
う

な
形
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
中
に
必
要
面
積

を
効
率
的
に
確
保
し
よ
う
と
考
え
た
結
果

で
す
」。こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
通
路
と

病
室
の
あ
い
だ
に
三
角
形
の
余
白
が
生
ま

れ
る
た
め
、
こ
こ
を
「
ナ
ー
ス
ピ
ッ
ト
」

と
呼
ぶ
、
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ブ

的
な
役
割
を
果
た
す
コ
ー
ナ
ー
に
充
て
て

お
り
、
病
室
全
体
を
見
渡
し
や
す
く
、
き

め
細
か
な
目
配
り
が
で
き
る
と
い
う
。

　ま
た
、
4
床
室
の
プ
ラ
ン
も
要
注
目
。

通
常
は
4
床
を
田
の
字
型
に
配
す
る
た
め
、

窓
ぎ
わ
と
廊
下
寄
り
の
優
劣
が
生
じ
が
ち

だ
が
、
こ
こ
で
は
4
台
の
ベ
ッ
ド
を
開
口

部
に
平
行
に
一
直
線
に
並
べ
た
「
ス
ト
レ

ー
ト
4
床
室
」
プ
ラ
ン
を
採
用
。
全
床
が

窓
に
面
し
、
明
る
く
開
放
的
な
う
え
、
ス

タ
ッ
フ
の
動
線
も
ス
ム
ー
ズ
で
、
廊
下
か

ら
の
視
線
も
届
き
や
す
い
。
中
央
に
間
仕

切
り
が
設
け
ら
れ
、
2
床
ず
つ
に
ゆ
る
く

仕
切
ら
れ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ほ

ど
よ
く
保
た
れ
て
い
る
の
も
好
印
象
だ
。

「
こ
れ
か
ら
子
ど
も
の
頃
か
ら
個
室
を
与

え
ら
れ
て
育
っ
て
き
た
患
者
が
増
え
て
く

る
と
、
将
来
的
に
は
個
室
需
要
が
増
え
る

で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
な
ら
、
さ
ら
に
区

切
れ
ば
個
室
化
も
可
能
で
す
し
、
災
害
時

な
ど
に
は
6
床
に
増
床
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
」
と
渋
谷
さ
ん
。

　さ
て
、
最
先
端
の
病
院
は
水
ま
わ
り
に

も
工
夫
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
環
境

整
備
課
の
座
間
さ
ん
は
長
年
、
病
院
内
の

ト
イ
レ
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
と
そ
の
改
善

に
取
り
組
ん
で
き
た
、
い
わ
ば
そ
の
道
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。
じ
つ
は
「
癒
し
の
ト

イ
レ
研
究
会
（
＊
2
）」に
も
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
座
間
さ
ん
は
当
初
、

各
メ
ー
カ
ー
に
対
し
、
病
院
の
こ
と
を
本

当
に
考
え
て
つ
く
っ
た
商
品
が
な
い
、
看

護
す
る
側
に
も
患
者
さ
ん
に
も
使
い
に
く

い
も
の
が
多
す
ぎ
る
と
い
っ
た
意
見
を
熱

心
に
投
げ
か
け
て
い
る
う
ち
に
、「
い
つ
の

ま
に
か
『
癒
し
の
ト
イ
レ
研
究
会
』
に
引

き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　こ
の
新
病
院
に
は
、
座
間
さ
ん
を
中
心

と
し
た
病
院
ス
タ
ッ
フ
と
癒
し
の
ト
イ
レ

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共
同
研
究
の

成
果
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
反
映
さ
れ
て
い

る
。
座
間
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
水
ま

わ
り
の
感
染
症
対
策
、
転
倒
リ
ス
ク
の
低

減
（
一
番
多
い
の
は
ト
イ
レ
）
の
2
点
を

中
心
に
考
え
た
と
い
う
。

　ま
た
、
個
室
内
の
ト
イ
レ
を
あ
え
て
窓

ぎ
わ
に
配
置
し
た
の
は
、
配
管
ス
ペ
ー
ス

を
外
壁
側
に
配
す
る
こ
と
で
、
バ
ル
コ
ニ

ー
か
ら
の
点
検
や
改
修
を
し
や
す
く
す
る

た
め
だ
。
ト
イ
レ
内
に
さ
り
げ
な
く
配
し

た
扉
付
き
の
収
納
は
、
じ
つ
は
蓄
尿
架
台
。

「
面
会
の
方
が
来
ら
れ
た
際
、
蓄
尿
カ
ッ

プ
が
置
い
て
あ
る
と
見
た
目
に
も
よ
く
な

い
し
、
臭
い
も
気
に
な
る
の
で
、
あ
そ
こ

に
し
ま
っ
て
、
臭
い
も
室
内
に
も
れ
な
い

よ
う
、
外
か
ら
空
気
を
引
っ
ぱ
っ
て
陰
圧

に
す
る
仕
掛
け
も
備
え
て
い
ま
す
」
と
座

間
さ
ん
。

　一
方
、
病
棟
の
多
機
能
ト
イ
レ
に
は
引

き
戸
の
内
側
に
カ
ー
テ
ン
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
使
用
中
の
患
者
が

非
常
ボ
タ
ン
を
押
し
て
外
か
ら
扉
を
あ
け

た
際
、
廊
下
を
歩
く
人
か
ら
丸
見
え
に
な

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
。
さ
ら
に
、

低
層
階
の
外
来
用
ト
イ
レ
の
ブ
ー
ス
に
は
、

円
弧
の
ド
ア
（
ウ
ェ
イ
ブ
レ
ッ
ト
）
を
採

用
。
円
弧
に
沿
っ
て
楽
に
開
閉
で
き
る
の

で
、
出
入
り
し
や
す
い
。

　

　シ
ー
ス
ル
ー
の
エ
レ
ベ
ー
タ
や
病
棟
の

開
口
部
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
な
ん
と
も

明
る
く
開
放
的
で
、
一
瞬
こ
こ
が
病
院
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
る
。
す
み
ず

み
に
ま
で
こ
ま
や
か
な
配
慮
が
行
き
届
い

た
水
ま
わ
り
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
快
適

性
は
い
っ
そ
う
増
し
て
い
る
。
そ
の
空
間

が
患
者
の
心
に
お
よ
ぼ
す
作
用
は
決
し
て

小
さ
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　た
と
え
ば
、
各
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
出
入
り
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ッ

フ
用
手
洗
器
も
そ
の
一
例
。
現
場
の
看
護

師
の
声
を
反
映
さ
せ
、
商
品
化
に
こ
ぎ
つ

け
た
も
の
で
、
感
染
症
を
な
る
べ
く
起
こ

さ
な
い
よ
う
ひ
ん
ぱ
ん
に
手
を
洗
え
る
環

境
を
つ
く
り
、
手
洗
い
を
習
慣
づ
け
る
た

め
、
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
上
に
も
多
数
設
置

さ
れ
た
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
が
ら
ボ
ウ
ル
面

が
深
く
て
大
き
い
た
め
、
手
首
ま
で
し
っ

か
り
洗
い
や
す
く
、
か
つ
水
は
ね
も
減
り
、

さ
ら
に
高
さ
も
高
め
な
の
で
腰
へ
の
負
担

が
軽
減
。
そ
の
上
部
に
設
置
さ
れ
た
ペ
ー

パ
ー
ホ
ル
ダ
ー
も
、
下
か
ら
取
り
出
せ
る

感
染
症
配
慮
の
秀
逸
な
デ
ザ
イ
ン
。
座
間

さ
ん
の
要
望
を
も
と
に
、
日
建
設
計
が
手

が
け
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
。

現
場
の
声
を
商
品
化

1床室

写真上／右手はリビ
ング（写真左上参照）、
左手は寝室。ホテル
並みの空間だ。右／
ビューバス付きの広
い水まわり。左／洗
面と一体になった、
オープンなトイレ。

14F特別個室

写真上／ブースの扉
には、円弧に沿って
開閉する曲面状のド
ア（ウェイブレット）
を採用。開閉の際に
身体をよける必要が
なく、わずかな力で
操作できる。荷物の
多い女性、力の弱い
子どもやお年寄りな
ど、どんな人にも使
いやすいユニバーサ
ルデザインだ。使用
中かどうかも一目瞭
然。写真下／トイレ
の奥から入り口方向
の見返し。

女子トイレブース

ベビーベッド付きの
多機能トイレ。ゆと
りの広さを確保して
いる。

多機能トイレ

洗面カウンターは足
元をオープンに。一
番奥のブースは開き
戸でベビーチェア付
き。手前のブースの
扉は女子トイレと同
様、円弧状に開閉す
る。

男子トイレ

＊
2
／
「
癒
し
の
ト
イ
レ
研

究
会
」
は
T
O
T
O
を
は
じ

め
、
ト
イ
レ
関
連
企
業
5
社

が
主
体
と
な
り
、
病
院
・
福

祉
施
設
の
ト
イ
レ
空
間
の
向

上
を
目
指
し
て
2
0
0
0
年

に
発
足
、
こ
れ
ま
で
調
査
研

究
や
学
会
発
表
、
講
演
会
な

ど
を
行
っ
て
き
た
。
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病室外来男女トイレ

写真上／奥の外壁側
に洗面・トイレを配
置。明るい洗面スペ
ースと、バルコニー
からの設備用配管の
点検を可能にした。
看護の視線も通りや
すい。左／個室内の
トイレ。奥の扉付き
収納は蓄尿カップを
しまうスペース。

　今
年
5
月
7
日
、
北
里
大
学
病
院
（
神

奈
川
・
相
模
原
市
）
の
新
病
院
が
開
院
し

た
。
建
物
は
地
上
14
階
、
地
下
1
階
建
て

で
延
べ
約
10
万
2
0
0
0
㎡
、
病
床
数
は

7
5
7
（
1
号
館
を
ふ
く
め
1
0
3
3
）

床
。
屋
上
に
は
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
備
え
、
救

急
医
療
や
高
度
医
療
な
ど
の
機
能
を
よ
り

充
実
。
建
築
・
設
備
配
管
な
ど
も
B
I
M

（
＊
1
）で
設
計
さ
れ
た
は
じ
め
て
の
病
院

設
計
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　今
後
、
隣
接
す
る
既
存
病
院
棟
は
一
部

を
残
し
て
取
り
壊
さ
れ
、
新
病
院
が
地
域

の
急
性
期
医
療
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
オ
ー
プ
ン
目
前
の
4
月
、
院

内
を
見
学
し
た
う
え
で
、
副
院
長
の
渋
谷

明
隆
さ
ん
、
同
病
院
環
境
整
備
課
課
長
の

座
間
弘
和
さ
ん
、
設
計
を
手
が
け
た
日
建

設
計
主
管
の
塚
見
史
郎
さ
ん
の
お
三
方
に

話
を
う
か
が
っ
た
。

　既
存
の
病
院
棟
が
誕
生
し
た
の
は
1
9

7
1
年
。
そ
の
老
朽
化
が
き
っ
か
け
で
ス

タ
ー
ト
し
た
新
病
院
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
こ
の
先
、
長
く
使
え
る
病
院
を
つ
く

る
こ
と
が
命
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
は

じ
め
は
40
〜
50
年
先
の
医
療
を
見
き
わ
め

よ
う
と
し
た
が
、「
今
か
ら
20
年
前
に
は
個

人
が
電
話
を
持
っ
て
歩
く
、
ま
し
て
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
つ
ま
り
個
人
が
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
持
っ
て
歩
く
こ
と
な
ど
想
像
も

し
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
変
化
が
加
速
度

的
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
病
院
の
あ
る
べ
き
姿
な

ど
、わ
か
る
わ
け
が
な
い
と
思
い
ま
し
た
」

と
語
る
渋
谷
さ
ん
。
そ
こ
で
、
病
院
の
運

用
と
い
う
ソ
フ
ト
面
は
5
〜
10
年
先
を
予

想
し
つ
つ
、
ハ
ー
ド
と
し
て
の
建
物
は
増

改
築
や
改
修
な
ど
に
耐
え
ら
れ
る
フ
レ
キ

シ
ビ
リ
テ
ィ
を
備
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
、
設
計
側
へ
の
要
望
だ
っ
た
と
振
り
返

る
。　4

社
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
の

結
果
、
選
定
さ
れ
た
の
が
日
建
設
計
だ
が
、

渋
谷
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
事
前
に
4
社
が
設

計
し
た
自
慢
の
病
院
を
関
係
者
一
同
で
見

学
し
て
ま
わ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
印
象
も

審
査
に
際
し
、
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。

「
日
建
さ
ん
が
設
計
し
た
病
院
は
確
か
に

よ
く
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
し
、

先
方
の
病
院
の
担
当
者
の
対
応
が
よ
か
っ

た
の
も
大
き
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
見
学

者
が
来
る
と
い
う
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ

と
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
対
応
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
う
の
は
、
設
計
者
と
の
関
係
が

う
ま
く
行
き
、
現
在
の
建
物
に
満
足
し
て

い
る
証
拠
で
す
か
ら
」

　設
計
に
は
災
害
配
慮
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
生
か
し
た
省
エ
ネ
対
策
な
ど
、
随
所

に
日
建
設
計
な
ら
で
は
の
強
み
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
が
、
高
層
階
の
病
棟
の
プ
ラ
ン

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
。

平
面
図
を
見
れ
ば
お
わ
か
り
の
と
お
り
、

南
北
の
外
壁
に
面
し
た
病
室
エ
リ
ア
が
三

角
形
を
連
続
さ
せ
た
よ
う
な
雁
行
型
を
し

て
い
る
。
設
計
の
塚
見
さ
ん
い
わ
く
、
こ

れ
は
「
細
長
い
廊
下
が
通
っ
た
通
常
の
病

院
を
横
か
ら
ぎ
ゅ
ー
っ
と
圧
縮
し
た
よ
う

な
形
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
中
に
必
要
面
積

を
効
率
的
に
確
保
し
よ
う
と
考
え
た
結
果

で
す
」。こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
通
路
と

病
室
の
あ
い
だ
に
三
角
形
の
余
白
が
生
ま

れ
る
た
め
、
こ
こ
を
「
ナ
ー
ス
ピ
ッ
ト
」

と
呼
ぶ
、
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ブ

的
な
役
割
を
果
た
す
コ
ー
ナ
ー
に
充
て
て

お
り
、
病
室
全
体
を
見
渡
し
や
す
く
、
き

め
細
か
な
目
配
り
が
で
き
る
と
い
う
。

　ま
た
、
4
床
室
の
プ
ラ
ン
も
要
注
目
。

通
常
は
4
床
を
田
の
字
型
に
配
す
る
た
め
、

窓
ぎ
わ
と
廊
下
寄
り
の
優
劣
が
生
じ
が
ち

だ
が
、
こ
こ
で
は
4
台
の
ベ
ッ
ド
を
開
口

部
に
平
行
に
一
直
線
に
並
べ
た
「
ス
ト
レ

ー
ト
4
床
室
」
プ
ラ
ン
を
採
用
。
全
床
が

窓
に
面
し
、
明
る
く
開
放
的
な
う
え
、
ス

タ
ッ
フ
の
動
線
も
ス
ム
ー
ズ
で
、
廊
下
か

ら
の
視
線
も
届
き
や
す
い
。
中
央
に
間
仕

切
り
が
設
け
ら
れ
、
2
床
ず
つ
に
ゆ
る
く

仕
切
ら
れ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ほ

ど
よ
く
保
た
れ
て
い
る
の
も
好
印
象
だ
。

「
こ
れ
か
ら
子
ど
も
の
頃
か
ら
個
室
を
与

え
ら
れ
て
育
っ
て
き
た
患
者
が
増
え
て
く

る
と
、
将
来
的
に
は
個
室
需
要
が
増
え
る

で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
な
ら
、
さ
ら
に
区

切
れ
ば
個
室
化
も
可
能
で
す
し
、
災
害
時

な
ど
に
は
6
床
に
増
床
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
」
と
渋
谷
さ
ん
。

　さ
て
、
最
先
端
の
病
院
は
水
ま
わ
り
に

も
工
夫
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
環
境

整
備
課
の
座
間
さ
ん
は
長
年
、
病
院
内
の

ト
イ
レ
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
と
そ
の
改
善

に
取
り
組
ん
で
き
た
、
い
わ
ば
そ
の
道
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。
じ
つ
は
「
癒
し
の
ト

イ
レ
研
究
会
（
＊
2
）」に
も
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
座
間
さ
ん
は
当
初
、

各
メ
ー
カ
ー
に
対
し
、
病
院
の
こ
と
を
本

当
に
考
え
て
つ
く
っ
た
商
品
が
な
い
、
看

護
す
る
側
に
も
患
者
さ
ん
に
も
使
い
に
く

い
も
の
が
多
す
ぎ
る
と
い
っ
た
意
見
を
熱

心
に
投
げ
か
け
て
い
る
う
ち
に
、「
い
つ
の

ま
に
か
『
癒
し
の
ト
イ
レ
研
究
会
』
に
引

き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　こ
の
新
病
院
に
は
、
座
間
さ
ん
を
中
心

と
し
た
病
院
ス
タ
ッ
フ
と
癒
し
の
ト
イ
レ

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共
同
研
究
の

成
果
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
反
映
さ
れ
て
い

る
。
座
間
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
水
ま

わ
り
の
感
染
症
対
策
、
転
倒
リ
ス
ク
の
低

減
（
一
番
多
い
の
は
ト
イ
レ
）
の
2
点
を

中
心
に
考
え
た
と
い
う
。

　ま
た
、
個
室
内
の
ト
イ
レ
を
あ
え
て
窓

ぎ
わ
に
配
置
し
た
の
は
、
配
管
ス
ペ
ー
ス

を
外
壁
側
に
配
す
る
こ
と
で
、
バ
ル
コ
ニ

ー
か
ら
の
点
検
や
改
修
を
し
や
す
く
す
る

た
め
だ
。
ト
イ
レ
内
に
さ
り
げ
な
く
配
し

た
扉
付
き
の
収
納
は
、
じ
つ
は
蓄
尿
架
台
。

「
面
会
の
方
が
来
ら
れ
た
際
、
蓄
尿
カ
ッ

プ
が
置
い
て
あ
る
と
見
た
目
に
も
よ
く
な

い
し
、
臭
い
も
気
に
な
る
の
で
、
あ
そ
こ

に
し
ま
っ
て
、
臭
い
も
室
内
に
も
れ
な
い

よ
う
、
外
か
ら
空
気
を
引
っ
ぱ
っ
て
陰
圧

に
す
る
仕
掛
け
も
備
え
て
い
ま
す
」
と
座

間
さ
ん
。

　一
方
、
病
棟
の
多
機
能
ト
イ
レ
に
は
引

き
戸
の
内
側
に
カ
ー
テ
ン
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
使
用
中
の
患
者
が

非
常
ボ
タ
ン
を
押
し
て
外
か
ら
扉
を
あ
け

た
際
、
廊
下
を
歩
く
人
か
ら
丸
見
え
に
な

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
。
さ
ら
に
、

低
層
階
の
外
来
用
ト
イ
レ
の
ブ
ー
ス
に
は
、

円
弧
の
ド
ア
（
ウ
ェ
イ
ブ
レ
ッ
ト
）
を
採

用
。
円
弧
に
沿
っ
て
楽
に
開
閉
で
き
る
の

で
、
出
入
り
し
や
す
い
。

　

　シ
ー
ス
ル
ー
の
エ
レ
ベ
ー
タ
や
病
棟
の

開
口
部
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
な
ん
と
も

明
る
く
開
放
的
で
、
一
瞬
こ
こ
が
病
院
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
る
。
す
み
ず

み
に
ま
で
こ
ま
や
か
な
配
慮
が
行
き
届
い

た
水
ま
わ
り
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
快
適

性
は
い
っ
そ
う
増
し
て
い
る
。
そ
の
空
間

が
患
者
の
心
に
お
よ
ぼ
す
作
用
は
決
し
て

小
さ
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　た
と
え
ば
、
各
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
出
入
り
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ッ

フ
用
手
洗
器
も
そ
の
一
例
。
現
場
の
看
護

師
の
声
を
反
映
さ
せ
、
商
品
化
に
こ
ぎ
つ

け
た
も
の
で
、
感
染
症
を
な
る
べ
く
起
こ

さ
な
い
よ
う
ひ
ん
ぱ
ん
に
手
を
洗
え
る
環

境
を
つ
く
り
、
手
洗
い
を
習
慣
づ
け
る
た

め
、
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
上
に
も
多
数
設
置

さ
れ
た
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
が
ら
ボ
ウ
ル
面

が
深
く
て
大
き
い
た
め
、
手
首
ま
で
し
っ

か
り
洗
い
や
す
く
、
か
つ
水
は
ね
も
減
り
、

さ
ら
に
高
さ
も
高
め
な
の
で
腰
へ
の
負
担

が
軽
減
。
そ
の
上
部
に
設
置
さ
れ
た
ペ
ー

パ
ー
ホ
ル
ダ
ー
も
、
下
か
ら
取
り
出
せ
る

感
染
症
配
慮
の
秀
逸
な
デ
ザ
イ
ン
。
座
間

さ
ん
の
要
望
を
も
と
に
、
日
建
設
計
が
手

が
け
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
。

現
場
の
声
を
商
品
化

1床室

写真上／右手はリビ
ング（写真左上参照）、
左手は寝室。ホテル
並みの空間だ。右／
ビューバス付きの広
い水まわり。左／洗
面と一体になった、
オープンなトイレ。

14F特別個室

写真上／ブースの扉
には、円弧に沿って
開閉する曲面状のド
ア（ウェイブレット）
を採用。開閉の際に
身体をよける必要が
なく、わずかな力で
操作できる。荷物の
多い女性、力の弱い
子どもやお年寄りな
ど、どんな人にも使
いやすいユニバーサ
ルデザインだ。使用
中かどうかも一目瞭
然。写真下／トイレ
の奥から入り口方向
の見返し。

女子トイレブース

ベビーベッド付きの
多機能トイレ。ゆと
りの広さを確保して
いる。

多機能トイレ

洗面カウンターは足
元をオープンに。一
番奥のブースは開き
戸でベビーチェア付
き。手前のブースの
扉は女子トイレと同
様、円弧状に開閉す
る。

男子トイレ

＊
2
／
「
癒
し
の
ト
イ
レ
研

究
会
」
は
T
O
T
O
を
は
じ

め
、
ト
イ
レ
関
連
企
業
5
社

が
主
体
と
な
り
、
病
院
・
福

祉
施
設
の
ト
イ
レ
空
間
の
向

上
を
目
指
し
て
2
0
0
0
年

に
発
足
、
こ
れ
ま
で
調
査
研

究
や
学
会
発
表
、
講
演
会
な

ど
を
行
っ
て
き
た
。
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6061

所在地 神奈川県相模原市南区北里1－15－1
主要用途 大学病院
事業主 学校法人 北里研究所
設計・監理 日建設計
設計協力 建設・構造 竹中工務店
 機械 東洋熱工業
 電気 きんでん
施工（建築） 竹中工務店
施工（設備） 東洋熱工業
敷地面積 199,807.96㎡
建築面積 18,421.98㎡
延床面積 102,402.91㎡（病院本館）
構造 鉄筋コンクリート造 免震構造
階数 地下1階、地上14階、塔屋3階
設計期間 2009年5月～2011年9月
施工期間 2011年9月～2013年12月（病院本館）
開業 2014年5月
病床数 1,033床（1号館含む）
駐車台数 1,300台

建築概要

一般病棟 壁掛大便器セットAXC1NPNR／
 ウォシュレットPS TCF5502ERV82／
 棚付二連紙巻器YHB61NC／
 手すりT112HK7特ほか／
 前方アームレストEWC720
1床室 壁掛大便器セットUAXC1NPNR／
 ウォシュレットPS TCF5502ERV82／
 棚付二連紙巻器YHB61NC／
 自動水栓TEN84G特
ストレート4床室 自動水栓TEN84G特
特別病棟A オーバーヘッドシャワーKW6000212／
 水栓金具HG31572R、HG31634／
 洗面器KE124075／
 湯水混合栓KW2151042R
 （水栓金具・洗面器CERA）／
 ウォシュレット一体型便器
 ネオレストCES9766T6／
 パウチ尿瓶洗浄水栓付背もたれEWC812
特別病棟B ユニットバスERV1620T
多機能トイレ ①01フラットカウンター多目的
 トイレパックXPDA8RS3112WWGほか
 ②壁掛大便器セットUAXC1NPNR／
 ウォシュレットPS TCF5502ERV82／
 背もたれEWC282／
 棚付二連紙巻器YH60N／
 カウンター一体形洗面器L270D／
 自動水栓TEN86G
ナースステーション スタッフ用手洗器MR850APAほか
汚物流しコーナー 掃除口付フチなしトルネード汚物流し
 SKL330ANFP／
 自動水栓TEN482X特、TEK34UPAS
外来男子トイレ 壁掛大便器セットUAXC1NPNR／
 ウォシュレットPS TCF5502ERV82／
 背もたれEWC282／
 棚付二連紙巻器YH60N／
 自動洗浄小便器US800C／
 マーブライトカウンターMLHC／
 高速クリーンドライTYC420W
外来女子トイレ 壁掛大便器セットUAXC1NPNR／
 ウォシュレットPS TCF5502ERV82／
 背もたれEWC282／
 棚付二連紙巻器YH60N／
 マーブライトカウンターMLHC／
 高速クリーンドライTYC420W

北里大学病院
Kitasato University Hospital

北里大学病院
副院長・経営企画室室長・
消化器内科
新病院
プロジェクト本部副本部長

Shibuya Akitaka Zama Hirokazu Tsukami Shiro

渋谷明隆

日建設計
設備設計部門設備設計部
主管

塚見史郎

北里大学病院
事務部・
環境整備課課長

座間弘和
※①②ともにベビーチェアYKA13／ベビーシートYKA25／
収納式多目的シートEWC520ASとの組み合わせ

0 20 40m

男子トイレ

多機能
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多機能
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おもなTOTO使用機器
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人
が
つ
く
り

人
が
つ
な
ぐ

住
ま
い
づ
く
り

右ページ右／広い三和土が
印象的な玄関ホール。正面
の縦格子の奥にLDKが続
く。右ページ左／掘り炬燵
のある和室。木の質感とモ
ダンなテイストを併せもつ。
左上／セトラ宇多津展示場
のモデル棟外観。下右／モ
ザイクタイル張りの壁がシ
ャープな印象のトイレ。扉
は出入りしやすい引き戸を
採用。左／明るく広々した
主寝室。手前にも吹抜けに
通じる開口部があり、階下
の気配が伝わってくる。

（株）三協

香川県観音寺市植田町
1713－1

0875（23）2388

𠮷田孝一

1983年

50名

注文住宅設計施工、
建売住宅販売、建築関係全般、
テナントマンション経営

265,000万円（2014年8月期）

（株）三協ハウジング

http://www.k3kyo.co.jp/

・ バスルーム
 システムバスルーム
 サザナPタイプ1717サイズ
・ 2階トイレ
 ウォシュレット一体型便器

今、住宅会社の動きから目が離せない。
活動領域はさまざまだが、

それぞれの土地柄、会社の性格、
そして会社をリードする人物の性格、

マーケティング戦略……。
これは、その個性的な活動で
地域に生きる会社のドキュメント。

sankyo(株)三協63Volume地 域 に 生 き る 会 社
Housing Campany

sankyo

ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
で

築
い
た
現
在
の
地
位

休
日
で
も

当
日
中
に
駆
け
つ
け
る

万
全
の

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
体
制

取
材
・
文
＝
大
山
直
美

　
写
真
＝
藤
塚
光
政

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
不
可
欠
だ
か

ら
だ
と
語
る
。
ま
さ
に
「
地
域
に
生

き
る
会
社
」
の
鑑
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　ち
な
み
に
、
三
協
と
い
う
社
名
は
、

家
づ
く
り
に
は
地
域
ビ
ル
ダ
ー
で
あ

る
自
社
と
、
諸
職
や
設
備
機
器
メ
ー

カ
ー
な
ど
の
協
力
会
社
、
建
主
の
三

者
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
思

い
か
ら
名
づ
け
た
そ
う
だ
。

「
打
ち
合
わ
せ
に
は
必
ず
営
業
担
当

だ
け
で
な
く
、
設
計
士
も
同
行
し
、

お
客
さ
ま
と
3
人
で
納
得
行
く
ま
で

話
し
合
い
ま
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、

『
三
協
』
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
」

　今
後
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
従
来

同
様
、「
進
歩
」
だ
と
明
言
す
る
。

「
次
に
お
客
さ
ま
が
何
を
求
め
て
い

る
の
か
を
つ
ね
に
考
え
る
。
展
示
会

を
す
る
た
び
に
、
必
ず
次
に
改
善
す

べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
で
す
。
毎

回
、
進
歩
す
る
工
夫
を
し
て
い
け
な

け
れ
ば
、
何
回
や
っ
て
も
意
味
が
な

い
」　𠮷

田
社
長
率
い
る
三
協
の
進
歩
は

こ
れ
か
ら
も
速
度
を
ゆ
る
め
る
こ
と

な
く
続
い
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

　香
川
県
の
西
端
、
観
音
寺
市
に
本

社
を
構
え
る
三
協
は
今
年
、
設
立
30

周
年
を
迎
え
た
。
こ
れ
ま
で
右
肩
上

が
り
で
発
展
を
続
け
、
今
や
県
下
で

も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
ハ
ウ
ス
ビ
ル
ダ

ー
に
成
長
。
創
業
以
来
の
延
べ
新
築

棟
数
は
現
在
、
約
2
5
0
0
棟
、
年

間
着
工
棟
数
は
1
4
0
棟
に
お
よ
び
、

県
内
3
カ
所
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

隣
接
す
る
愛
媛
県
に
も
1
カ
所
、
住

宅
展
示
場
を
構
え
て
い
る
。

　そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
セ
ト
ラ
宇

多
津
展
示
場
で
出
迎
え
て
く
れ
た
𠮷

田
孝
一
社
長
は
、
見
る
か
ら
に
若
い

御
年
57
歳
。
て
っ
き
り
2
代
目
か
と

思
い
き
や
、
な
ん
と
27
歳
で
会
社
を

興
し
た
、
れ
っ
き
と
し
た
創
業
者
だ

と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。
父
上
が
建
設

関
係
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
地
元
の
住
宅
メ
ー
カ
ー
や
設

計
事
務
所
、
工
務
店
で
修
業
を
積
ん

だ
後
、
生
ま
れ
故
郷
の
観
音
寺
で
創

業
。
元
う
ど
ん
店
だ
っ
た
6
畳
間
ほ

ど
の
ス
ペ
ー
ス
を
借
り
、
大
工
と
ふ

た
り
で
小
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な
工
務
店
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
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と
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う
。

「
最
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は
、
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は
単
価
が
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の
で

儲
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と
思
っ
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始
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で
す
。

ち
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バ
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の
時
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で
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が
、
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っ
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の

は
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、
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、
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。
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込
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営
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も
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払
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で
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、
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の
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が
ボ
ロ
や
け
ん
、
来
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ん
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が
」
と
ど
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れ
る
こ
と
も
あ

っ
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そ
う
だ
。

　そ
れ
で
も
「
負
け
ず
、
く
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ず
、
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を
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、
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を
勝
ち
取
っ
て
き

た
と
𠮷
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は
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築
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。
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、
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を
標
準
装
備
す
る
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、
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の
住
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は
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手
ハ
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ス
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を
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な
い
性
能
を
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え
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が
、
𠮷
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長
に
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て
み
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ば
、
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は
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の
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で
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は
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と
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と
。
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の
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。
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。
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こ
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、
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が
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右ページ右／広い三和土が
印象的な玄関ホール。正面
の縦格子の奥にLDKが続
く。右ページ左／掘り炬燵
のある和室。木の質感とモ
ダンなテイストを併せもつ。
左上／セトラ宇多津展示場
のモデル棟外観。下右／モ
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写真／伊東豊雄建築設計事務所

エントランスホール

2014年5月

写真／中村 絵

ホワイエ

2014年1月

写真／中村 絵

ルーフガーデン

2013年12月

写真／坂口裕康 A to Z

中劇場

2014年1月

写真／中村 絵

トラスウォール配筋

2013年3月

国立新美術館

赤坂郵便局

草月会館

東京
ミッドタウン

乃木神社

外苑前駅 青山通り

六本木通り

外苑前駅
永田町駅

表参
道駅

赤坂通り

赤坂見附駅

赤坂駅

外苑東通り

3番出口

外
堀
通
り

六本木駅

青山一丁目駅

乃木坂駅

伊東豊雄展台中メトロポリタン
オペラハウスの軌跡

2005-2014
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2014

Saturday
10/17～12/20

2015年3月22日（日）
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詳細は11月初旬、
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ウェブサイトにアップします。
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丹下健三が見た丹下健三

講演会

会期

デビュー作「広島平和記念公園」
からの10年間にスポットをあて、
丹下氏自ら撮影した自身の作品1
00余点のコンタクトシートにより、
建築家・丹下健三の初期像を紹介
します。本展ではコンタクトシー
トに自身で描きこんだ、トリミン
グ指示の赤線を通して、丹下氏が
どのように自身の建築を見ていた
か、そして建築とどう対峙してい
たのかを探ります。
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at

TOTO
GALLERY・MA

伊東豊雄（いとう・とよお）1941年生まれ。65年東京大学工学部建築
学科卒業。65～69年菊竹清訓建築設計事務所勤務。71年アーバンロボ
ット設立。79年伊東豊雄建築設計事務所に改称。おもな作品に「せん
だいメディアテーク」「多摩美術大学図書館（八王子キャンパス）」「台湾
大学社会科学部棟」など。現在、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」
などが進行中。日本建築学会賞作品賞、ヴェネチア・ビエンナーレ金
獅子賞、王立英国建築家協会（RIBA）ロイヤルゴールドメダル、プリ
ツカー建築賞など受賞多数。東日本大震災の復興活動に精力的に取り
組んでおり、住民の憩いの場、「みんなの家」の建設を推進（2014年7月
までに11軒完成）。11年に私塾「伊東建築塾」を設立。これからのまち
や建築のあり方を考える場としてさまざまな活動を行っている。

TOTO GALLERY･MA
150th Exhibition

Toyo Ito:
The Making of the Taichung
Metropolitan Opera House

2005-2014

Ito Toyo

写真／伊東豊雄建築設計事務所

構造コンセプト 模型
写真／伊東豊雄建築設計事務所

TOTOギャラリー・間150回展となる本展では、
世界を代表する建築家・伊東豊雄氏を迎えます。
氏が挑みつづける「台中メトロポリタンオペラハウス」。
建設工事が今まさに最終局面を迎えている
このプロジェクトの、2005年のコンペティションでの
最優秀案から今に至るまでの模型や図面、
ドキュメント映像、壁面モックアップを通して、
その軌跡をたどります。

湾
台
中
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設
中
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ラ
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部
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場
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ず
れ
、
全
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が
浮
か
び
出
た
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。
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0
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迎
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。
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、
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ー
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ゲ
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た
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ー
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の
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に
思
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つ
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た
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イ
デ
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が

台
湾
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実
現
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で
、
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め
れ
ば
優
に
10
年
越
し

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
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、
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年
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に
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成
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の
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で
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っ
た
。
大
幅
な
遅
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あ
る
。
な

ぜ
こ
ん
な
に
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期
が
延
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の
か
。
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、
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積
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築
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。
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ど
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れ
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次
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し
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ニ

ケ
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段
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の
で
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。
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照
明
デ
ザ
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、
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す
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が
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知
の
体
験
ば
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り
。
そ
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ら
を
ひ
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ず
つ
検
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し
な
が
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前
に
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だ
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ら
、
い
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が
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も
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。
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に
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ど
り
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が

「
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ス
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ル
」と
呼
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る
工
法
で
あ
る
。
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を
折
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、
ま
ず
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の
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を
つ
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り
、
そ
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を
組
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て
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次
元
の
曲
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を
構
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し
、

メ
ッ
シ
ュ
型
枠
で
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を
打
つ
。
原
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の
部
分

模
型
（
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
）
を
何
度
も
つ
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っ
て
実
現
の
可
能

性
を
探
る
。
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
は
み
え
て
も
工
期

は
ま
っ
た
く
み
え
な
い
。

　入
札
図
面
を
用
意
し
て
も
応
札
の
な
い
空
白
の
1
年
間
も

あ
っ
た
。
絶
望
的
に
な
り
か
け
た
頃
、
地
元
の
建
設
会
社
が

見
る
に
見
か
ね
て
手
を
挙
げ
て
く
れ
た
。
以
来
5
年
、
よ
う

や
く
完
成
の
姿
が
見
え
る
地
点
に
到
達
し
た
。
こ
の
間
、
設

計
者
、
施
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者
、
自
治
体
の
あ
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だ
で
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し
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が

繰
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返
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と
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者
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建築家・丹下健三の初期像を紹介
します。本展ではコンタクトシー
トに自身で描きこんだ、トリミン
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どのように自身の建築を見ていた
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世界を代表する建築家・伊東豊雄氏を迎えます。
氏が挑みつづける「台中メトロポリタンオペラハウス」。
建設工事が今まさに最終局面を迎えている
このプロジェクトの、2005年のコンペティションでの
最優秀案から今に至るまでの模型や図面、
ドキュメント映像、壁面モックアップを通して、
その軌跡をたどります。
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く
れ
た
。
以
来
5
年
、
よ
う

や
く
完
成
の
姿
が
見
え
る
地
点
に
到
達
し
た
。
こ
の
間
、
設

計
者
、
施
工
者
、
自
治
体
の
あ
い
だ
で
は
て
し
な
い
闘
い
が

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
苦
闘
と
い
う
べ
き
か
、
死
闘
と
い
う

べ
き
か
。

　し
か
し
今
年
の
初
め
、
上
棟
式
が
行
わ
れ
た
と
き
、
ク
レ

ー
ン
に
吊
り
上
げ
ら
れ
た
黄
金
の
鉄
骨
を
見
上
げ
な
が
ら
、

三
者
は
涙
を
流
さ
ん
ば
か
り
に
喜
び
抱
き
あ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
は
、
そ
の
日
に
や
る
べ
き
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
精
い
っ

ぱ
い
だ
っ
た
が
、
9
年
間
の
軌
跡
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き

る
に
至
っ
た
。

　人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
立
場
こ
そ
違
え
ど
、
み
な
、
不
思
議
な

存
在
だ
。
困
難
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
何
か
を
つ
く
る
こ
と

に
無
上
の
喜
び
を
見
出
す
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
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台
中
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス

9
年
間
の
軌
跡

「台中メトロポリタンオペラハウスの軌跡 2005-2014」現場報告会 会期中、展覧会場内で開催予定。 詳細は決まり次第、
ウェブサイトで
ご案内いたします。

青山霊園

会期

Friday
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「
台
中
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ト
ロ
ポ
リ
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ン
オ
ペ
ラ
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ウ
ス
」
の

正
式
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称
は「
台
中
国
立
歌
劇
院
」に
な
り
ま
し
た
。



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。
合わせてご注目ください。

TOTO tsushin 2014 Autumn
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TOTOの最新情報

TOTO News

LIVELLO「KW0231103-700」→
105,840円（税込み）
スパウト引き出しタイプ

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。

プレゼント

●著者 ： 伊東豊雄
●定価 ： 4,200円+税
●体裁 ： B5判変型（190×250㎜）、
並製、392ページ、和英併記
●発行日 ： 2014年10月29日

Cera Trading NewsBook

素材感が引き立つキッチン水栓
「LIVELLO」シリーズ

ステンレス仕上げタイプ発売

セラのお知らせ

『伊東豊雄の建築2 2002-2014』

TOTO出版のお知らせ

セラトレーディングでは、スイ
ス・KWC社のキッチン水栓

「LIVELLO」シリーズ、ステン
レス仕上げタイプを発売しまし
た。輝きを抑えたヘアライン加
工の質感とシンプルなフォルム
が空間になじみやすく、キッチ
ンをいっそう引き立てます。

空気を含んだ泡沫吐水が水はね
を軽減し、やわらかな肌触りを
実現させています。
当商品を掲載したカタログ「C
ERA総合カタログ 2014」のご
請求は、セラトレーディングホ
ームページ、またはファクスに
てお申し込みください。

２巻目となる本書では、「せんだ
いメディアテーク」後の2002年
から最新作「台中国立歌劇院」
までの20作品と「みんなの家」
７件を紹介。
作品写真をはじめ、図面や解析
図、スケッチなどとともに、作
品への思いやコンセプト、さら
には施工秘話など、さまざまな
テーマで展開する所員と「伊東
豊雄との対話」を収録していま
す。氏の思考の過程を読み解く
資料満載の内容で、成熟期を迎
えた伊東豊雄作品の魅力に迫り

ます。昨年発行した『伊東豊雄
の建築1 1971-2001』とあわせて、
日本の伊東豊雄から世界のTO
YO ITOへの軌跡をたどります。

TOTO歴史資料館が所蔵する各
種湯水混合栓の一部が、（社）建
築設備技術者協会による「2014
年度建築設備技術遺産（＊2）」に
認定されました。
今回認定されたTOTO歴史資料
館所蔵の各種湯水混合水栓は、
現在日本で普及している使用勝
手のすぐれた商品のもとになっ
たものであり、今回の認定は、
日本における湯水混合水栓の歩
みを物語る歴史的価値が認めら
れたことによるものです。
なお、TOTOは12年にもTOTO
歴史資料館所蔵の衛生陶器の一
部と初代ウォシュレット®が認
定されています。
TOTO歴史資料館は07年3月16

ウォシュレット®
「戦後日本のイノベーション

100選」に選定 

TOTO News 3

今年「TOTOリモデルクラブ
（＊3 ）」は発足から20周年を迎
えました。TOTOがリモデル事
業を重要事業のひとつとして大
きく舵を切って20年、TOTOは
地域に根ざした安心・安全のリ
フォーム工事をお届けするリモ
デルクラブ店とともに歩んでき
ました。
これからも日本全国のリモデル
クラブ店（約5,000社＊４）とと
もに、お客さまの期待以上の満
足と、暮らしに寄り添う安心と
信頼のご提案をお届けいたしま
す。

TOTO
リモデルクラブ

20周年

TOTOの湯水混合栓が
「建築設備技術遺産」に

認定されました

↑ハイドロセラ・フロアキッズ（ホワイト・あひる） キッズトイレスペース幼児用小便器との組み合わせイメージ
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所在地 福岡県北九州市
 小倉北区貴船町2－2
電話 093（951）2534
開館時間 9：00～17：00
 （入館は30分前まで）
入館料 無料 
休館日 土曜日・日曜日・祝日・
 夏季休暇・年末年始

＊2　建築設備技術遺産：一般社団法人 建築設備技術者協会（www.jabmee.or.jp/）が2012年度
より、建築設備分野にかかわる「技術」を「建築設備技術遺産」として認定する制度で、建築
設備技術者がかかわってきた、建築設備分野の技術、および設備関連情報とそれを建物に収め
てきた技術を次世代に伝える必要のある大切な遺産として認定するものです。

TOTO News 1

第８回キッズデザイン賞（＊1）
「子ども視点の安全安心デザイ
ン子ども部門」にエントリーし
た「ハイドロセラ・フロアキッ
ズ」が同賞を受賞しました。幼
児施設でのお困りごとに小便器
まわりの尿汚れがあり、当商品
は、それを解決する小便器下の
陶板です。動物の足形が正しい
立ち位置を示し、子どもが楽し
くトイレトレーニングを行える
だけでなく、光触媒を利用した
ハイドロテクト加工により、お
掃除しやすく臭いの発生を抑制
する機能を併せもちます。トイ
レを使用する子ども、サポート
する大人、双方にうれしい商品
です。

キッズデザイン賞受賞

＊3　地域に密着した活動で確かな実績をもつ
住まいのプロフェッショナル
＊4　2014年9月22日時点のTOTOリモデルクラ
ブ店会員数

TOTO
歴史
資料館

↑LIVELLO「KW0231013-700」
85,320円（税込み）

日の開館から今年で７周年を迎
え、来館者総数７万人を突破し
ました。15年秋には、本社・小
倉第一工場敷地内に新たな施設
として計画中の「新複合施設棟

（仮称）」にリニューアルオープン
を予定しています。

戦後日本で成長を遂げ、わが国
産業経済の発展に大きく寄与し
たイノベーションを顕彰する「戦
後日本のイノベーション100選」

（＊5）のひとつに、TOTOの温
水洗浄便座「ウォシュレット®」
が選ばれました。
一般および有識者アンケートの
上位10件のイノベーションとし
て選定されたもので、1980年に
発売開始して以来、衛生面での
格段の清潔性向上に加え、トイ
レに関するマイナスのイメージ

を、さらなる快
適感を与える空
間へと変化させ
たことが評価さ
れました。

●所在地／東京都港区
南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル2階
●電話／03（3402）1525
●定休日／日曜日・月曜日・
祝日・「TOTOギャラリー・間」
休館中の土曜日・
夏期休暇・年末年始

Bookshop ＴＯＴＯ

Bookshop TOTO

●所在地／東京都港区
南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル2階
●電話／03（3402）7138
●ファクス／03（3402）7187
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。書店遠隔
の方はお問い合わせください。

ＴＯＴＯ出版

TOTO publishing

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」駅下車徒歩6分 ●東京メトロ日比谷線「六本木」駅下車徒歩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」駅下車徒歩7分次号『TOTO通信』は2015年1月上旬発行の予定です。

●所在地／東京都港区
南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル
1階・地下1階
●電話／03（3796）6151
●ファクス／03（3402）7185
●営業時間／10:00～18:00
●定休日／日曜日・祝日・
夏期休暇・年末年始

セラトレーディング

cera trading

お申し込みはTOTO通信データ管理室まで Tel／093(513)6234

Information

e-mail／toto_tsushin@jlink-net.com

『TOTO通信』定期購読をご希望の建築家をご紹介ください。

＊法人あての送付となります。

初代ウォシュレット®
＊5　主催：公益社団
法人発明協会

TOTOリモデル.jp→re-model.jp

＊1　主催：キッズデザイン協議会
www.kidsdesignaward.jp/2014/
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TOTO乃木坂ビル

国立
新美術館

赤坂郵便局

草月会館

東京ミッドタウン

根津美術館

乃木神社

赤坂警察署

青山通り

六本木通り

外苑前駅

◀至渋谷

赤坂通り

赤坂見附駅

赤坂駅

外苑東通り
青山霊園

3番出口

外
堀
通
り

六本木駅

青山一丁目駅

乃木坂駅

表参道駅
永田町駅

www.toto.co.jp/publishing www.cera.co.jp

Present



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。
合わせてご注目ください。
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TOTOの最新情報

TOTO News

LIVELLO「KW0231103-700」→
105,840円（税込み）
スパウト引き出しタイプ

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。

プレゼント

●著者 ： 伊東豊雄
●定価 ： 4,200円+税
●体裁 ： B5判変型（190×250㎜）、
並製、392ページ、和英併記
●発行日 ： 2014年10月29日

Cera Trading NewsBook

素材感が引き立つキッチン水栓
「LIVELLO」シリーズ

ステンレス仕上げタイプ発売

セラのお知らせ

『伊東豊雄の建築2 2002-2014』

TOTO出版のお知らせ

セラトレーディングでは、スイ
ス・KWC社のキッチン水栓

「LIVELLO」シリーズ、ステン
レス仕上げタイプを発売しまし
た。輝きを抑えたヘアライン加
工の質感とシンプルなフォルム
が空間になじみやすく、キッチ
ンをいっそう引き立てます。

空気を含んだ泡沫吐水が水はね
を軽減し、やわらかな肌触りを
実現させています。
当商品を掲載したカタログ「C
ERA総合カタログ 2014」のご
請求は、セラトレーディングホ
ームページ、またはファクスに
てお申し込みください。

２巻目となる本書では、「せんだ
いメディアテーク」後の2002年
から最新作「台中国立歌劇院」
までの20作品と「みんなの家」
７件を紹介。
作品写真をはじめ、図面や解析
図、スケッチなどとともに、作
品への思いやコンセプト、さら
には施工秘話など、さまざまな
テーマで展開する所員と「伊東
豊雄との対話」を収録していま
す。氏の思考の過程を読み解く
資料満載の内容で、成熟期を迎
えた伊東豊雄作品の魅力に迫り

ます。昨年発行した『伊東豊雄
の建築1 1971-2001』とあわせて、
日本の伊東豊雄から世界のTO
YO ITOへの軌跡をたどります。

TOTO歴史資料館が所蔵する各
種湯水混合栓の一部が、（社）建
築設備技術者協会による「2014
年度建築設備技術遺産（＊2）」に
認定されました。
今回認定されたTOTO歴史資料
館所蔵の各種湯水混合水栓は、
現在日本で普及している使用勝
手のすぐれた商品のもとになっ
たものであり、今回の認定は、
日本における湯水混合水栓の歩
みを物語る歴史的価値が認めら
れたことによるものです。
なお、TOTOは12年にもTOTO
歴史資料館所蔵の衛生陶器の一
部と初代ウォシュレット®が認
定されています。
TOTO歴史資料館は07年3月16

ウォシュレット®
「戦後日本のイノベーション

100選」に選定 

TOTO News 3

今年「TOTOリモデルクラブ
（＊3 ）」は発足から20周年を迎
えました。TOTOがリモデル事
業を重要事業のひとつとして大
きく舵を切って20年、TOTOは
地域に根ざした安心・安全のリ
フォーム工事をお届けするリモ
デルクラブ店とともに歩んでき
ました。
これからも日本全国のリモデル
クラブ店（約5,000社＊４）とと
もに、お客さまの期待以上の満
足と、暮らしに寄り添う安心と
信頼のご提案をお届けいたしま
す。

TOTO
リモデルクラブ

20周年

TOTOの湯水混合栓が
「建築設備技術遺産」に

認定されました

↑ハイドロセラ・フロアキッズ（ホワイト・あひる） キッズトイレスペース幼児用小便器との組み合わせイメージ
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.toto.co.jp/social/m
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/

所在地 福岡県北九州市
 小倉北区貴船町2－2
電話 093（951）2534
開館時間 9：00～17：00
 （入館は30分前まで）
入館料 無料 
休館日 土曜日・日曜日・祝日・
 夏季休暇・年末年始

＊2　建築設備技術遺産：一般社団法人 建築設備技術者協会（www.jabmee.or.jp/）が2012年度
より、建築設備分野にかかわる「技術」を「建築設備技術遺産」として認定する制度で、建築
設備技術者がかかわってきた、建築設備分野の技術、および設備関連情報とそれを建物に収め
てきた技術を次世代に伝える必要のある大切な遺産として認定するものです。

TOTO News 1

第８回キッズデザイン賞（＊1）
「子ども視点の安全安心デザイ
ン子ども部門」にエントリーし
た「ハイドロセラ・フロアキッ
ズ」が同賞を受賞しました。幼
児施設でのお困りごとに小便器
まわりの尿汚れがあり、当商品
は、それを解決する小便器下の
陶板です。動物の足形が正しい
立ち位置を示し、子どもが楽し
くトイレトレーニングを行える
だけでなく、光触媒を利用した
ハイドロテクト加工により、お
掃除しやすく臭いの発生を抑制
する機能を併せもちます。トイ
レを使用する子ども、サポート
する大人、双方にうれしい商品
です。

キッズデザイン賞受賞

＊3　地域に密着した活動で確かな実績をもつ
住まいのプロフェッショナル
＊4　2014年9月22日時点のTOTOリモデルクラ
ブ店会員数

TOTO
歴史
資料館

↑LIVELLO「KW0231013-700」
85,320円（税込み）

日の開館から今年で７周年を迎
え、来館者総数７万人を突破し
ました。15年秋には、本社・小
倉第一工場敷地内に新たな施設
として計画中の「新複合施設棟

（仮称）」にリニューアルオープン
を予定しています。

戦後日本で成長を遂げ、わが国
産業経済の発展に大きく寄与し
たイノベーションを顕彰する「戦
後日本のイノベーション100選」

（＊5）のひとつに、TOTOの温
水洗浄便座「ウォシュレット®」
が選ばれました。
一般および有識者アンケートの
上位10件のイノベーションとし
て選定されたもので、1980年に
発売開始して以来、衛生面での
格段の清潔性向上に加え、トイ
レに関するマイナスのイメージ

を、さらなる快
適感を与える空
間へと変化させ
たことが評価さ
れました。

●所在地／東京都港区
南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル2階
●電話／03（3402）1525
●定休日／日曜日・月曜日・
祝日・「TOTOギャラリー・間」
休館中の土曜日・
夏期休暇・年末年始

Bookshop ＴＯＴＯ

Bookshop TOTO

●所在地／東京都港区
南青山1-24-3
TOTO乃木坂ビル2階
●電話／03（3402）7138
●ファクス／03（3402）7187
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。書店遠隔
の方はお問い合わせください。

ＴＯＴＯ出版

TOTO publishing

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
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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（513）6234　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（www.toto .co . jp/）をご覧ください。
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