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過
去
に
建
築
家
が
設
計
し
た
数
々
の
名
作
が
再
生
さ
れ
、
あ
ら
た
め

て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
時
を
重
ね
た
味
わ
い
の
あ
る
住
宅

で
あ
り
、
名
作
な
ら
で
は
の
歴
史
が
実
証
し
て
き
た
質
を
も
っ
た
住

宅
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
」。ス
ト
ッ
ク
型
社
会

と
い
わ
れ
て
久
し
い
が
、
名
作
住
宅
が
取
り
壊
さ
れ
た
と
い
う
話
も

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
耳
に
す
る
。
取
り
壊
し
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が

あ
る
も
の
の
、
名
作
の
消
失
を
惜
し
む
気
持
ち
も
芽
生
え
る
。
自
然

な
淘
汰
だ
と
割
り
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の

未
来
が
明
る
い
こ
と
は
、
現
に
継
承
さ
れ
た
住
宅
建
築
の
新
し
い
息

吹
き
を
見
れ
ば
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
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聞き手・まとめ／伏見 唯　写真／藤塚光政（特記を除く）
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林昌二・林雅子夫妻の自邸「私たちの家」を改修し、

自ら住まわれている建築家・安田幸一さんに、
継承の実態と秘訣を聞いた。

過去の名作住宅の継承
とはいっても、

ある程度は
自由な創造も必要です。

Yasuda Koichi

古いものは
宿題を抱えています。

新陳代謝も
時には必要ですね。
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1
9
5
5
年
に
つ
く
ら
れ
た
ピ

ア
ニ
ス
ト
・
園
田
高
弘
の
住
宅
。

設
計
は
吉
村
順
三
。
建
築
面
積

18
坪
、
延
床
面
積
23
坪
ほ
ど
の

小
住
宅
で
あ
る
。
戦
後
の
規
模

や
材
料
に
制
限
が
あ
る
頃
の
作

品
で
、
小
さ
く
、
ま
た
簡
素
な

素
材
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、

ほ
か
の
50
年
代
の
小
住
宅
と
同

様
に
、
制
限
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

今
に
も
通
じ
る
合
理
性
と
潔
い

意
匠
が
実
現
し
て
い
る
。
担
当

は
、
当
時
吉
村
順
三
設
計
事
務

所
に
い
た
家
具
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

松
村
勝
男
。

加
地
邸

園
田
高
弘
邸

三
井
物
産
に
勤
め
た
加
地
利
夫

（
初
代
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
）の
葉

山
の
別
邸
。
竣
工
は
1
9
2
8

年
、
設
計
は
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ

ド
・
ラ
イ
ト
の
弟
子
に
あ
た
る

遠
藤
新
で
あ
る
。
遠
藤
は
、
建

築
か
ら
、
家
具
、
照
明
器
具
に

至
る
ま
で
、
総
合
的
に
設
計
す

る「
全
一
」と
い
う
建
築
哲
学
を

も
っ
て
い
た
が
、「
加
地
邸
」
は

ま
さ
に
そ
の
「
全
一
」
を
実
現

し
た
住
宅
だ
ろ
う
。
住
宅
遺
産

ト
ラ
ス
ト
に
て
、
新
た
な
引
き

取
り
手
を
募
集
し
て
い
る
。

―
―
今
号
は
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
」
と
題
し
た
、
名
作
住
宅
の
改
修
事
例
を
特
集
し
ま
す
。
改
修
を
経
て
次
代
に
引
き
継
が
れ
た
事
例

を
参
考
に
、
過
去
の
名
作
を
継
承
す
る
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
ま
さ
に
価
値
あ
る
住
宅
建
築
の
継
承
を
考
え
る
た
め

の
組
織
で
あ
る
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

野
沢
正
光
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
吉
村
順
三
が
設
計
し
た
「
園
田
高
弘
邸
」（
1
9
5
5
）
で
す
。
ま
だ

戦
後
の
建
築
面
積
の
規
制
が
あ
っ
た
頃
に
建
て
ら
れ
た
、
わ
ず
か
18
坪
（
建
築
面
積
）
ほ
ど
の
す
ご
く
小
さ
な
住
宅
な
の
で
す
が
、
今
日
で
は
ま

ね
で
き
な
い
ほ
ど
に
密
度
の
高
い
す
ぐ
れ
た
住
宅
で
す
。
こ
の
住
宅
の
施
主
だ
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
園
田
高
弘
さ
ん
が
2
0
0
4
年
に
亡
く
な
ら

れ
た
後
、
奥
さ
ま
が
「
吉
村
順
三
の
貴
重
な
仕
事
な
の
で
、
こ
の
住
宅
を
誰
か
が
引
き
継
い
で
く
れ
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
想

い
に
応
え
よ
う
と
集
ま
っ
た
の
が
「
園
田
高
弘
邸
の
継
承
と
活
用
を
考
え
る
会
」
で
あ
り
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
前
身
に
あ
た
り
ま
す
。

―
―
ひ
と
つ
の
住
宅
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
大
き
な
活
動
に
展
開
し
た
の
で
す
か
。

野
沢
「
園
田
高
弘
邸
」
は
自
由
が
丘
の
高
級
住
宅
地
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
土
地
代
だ
け
で
相
当
な
金
額
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
引
き
取

り
手
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
最
終
的
に
引
き
取
り
手
が
見
つ
か
る
ま
で
、
4
〜
5
年
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の

あ
い
だ
に
社
会
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
の
で
す
。
ひ
と
つ
は
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」（
08
〜
）。メ
ン
バ
ー

の
ひ
と
り
の
林
泰
義
さ
ん
（
都
市
計
画
家
）
が
、
住
宅
を
外
に
開
く
こ
と
で
地
域
社
会
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
熱
心
に
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
の

考
え
に
園
田
夫
人
も
共
感
さ
れ
、「
園
田
高
弘
邸
」
で
演
奏
会
と
建
築
レ
ク
チ
ャ
ー
を
催
し
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
昭
和
の
名
作
住
宅
に
暮
ら

す
―
―
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
で
き
る
こ
と
―
―
」（
12
）
と
い
う
展
覧
会
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
同
時
期
に
吉
田
五
十
八
の「
旧
倉
田
邸
」

（
1
9
5
5
）や
「
新
・
前
川
國
男
自
邸
」（
74
）
の
保
存
の
話
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
き
取
り
手
を
募
る
意
味
も
含
め
て
、

名
作
住
宅
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
に
催
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
日
本
経
済
新
聞
で
「
昭
和
の
名
作
住
宅
を
守
れ
」
と
い
う
記
事
に
な

り
ま
し
た
。
要
は
情
報
が
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
来
ほ
か
の
住
宅
の
相
談
も
ち
ら
ほ
ら
と
飛
び
込
ん
で
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅
の
継
承
の
時
期
が
来
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
個
別
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
2
0
1
3
年
に
一

般
社
団
法
人
と
し
て
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
設
立
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
家
の
名
作
の
継
承
が
各
所
で
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
安
田
さ

ん
も
、
林
昌
二
と
林
雅
子
の
自
邸
「
私
た
ち
の
家
」（
1
9
5
5
／
10
〜
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
改
修
し
て
継
承
し
、
自
ら
住
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。
当

事
者
で
も
あ
る
安
田
さ
ん
は
、
名
作
住
宅
の
継
承
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。

安
田
幸
一
　
住
宅
を
住
宅
と
し
て
引
き
継
ご
う
と
思
う
と
、
一
般
的
に
は
困
難
も
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
私
た
ち
の
家
」
や
「
園
田
高

弘
邸
」
も
そ
う
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
名
作
と
い
わ
れ
て
い
る
住
宅
の
多
く
が
50
年
代
に
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
、
構
造
や
設
備
な
ど

も
含
め
た
物
理
的
な
寿
命
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
名
作
住
宅
の
初
代
施
主
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
住
宅
に
対
し
て
非
常
に
思
い
入

れ
が
あ
っ
て
、
寿
命
が
せ
ま
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
な
ん
と
か
保
持
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
世
代
交
代
の
時
期
に
な
り
、
2
代
目

や
3
代
目
に
そ
こ
ま
で
の
強
い
思
い
入
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
生
活
面
や
金
銭
面
で
無
理
を
し
て
ま
で
、
寿
命
の
近
い
建
物
を
延
命
さ
せ
る
こ
と

に
意
味
は
あ
る
の
か
、
と
考
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
相
続
の
こ
と
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
お
金
の
話
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
住
宅
を
物
理
的

に
ど
こ
ま
で
生
き
延
び
さ
せ
る
か
、
そ
の
判
断
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
同
じ
で
、
寿
命
が
来
た
ら
き
れ
い
に
死
ん
で
い

く
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
姿
だ
し
、
た
ま
た
ま
健
康
で
あ
れ
ば
、
が
ん
ば
っ
て
も
う
ち
ょ
っ
と
生
き
て
ほ
し
い
と
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

い
い
。「
私
た
ち
の
家
」
は
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
な
の
で
、
少
し
だ
け
は
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
ぼ
く
ら
が
死
ん
だ

後
は
ど
う
す
る
の
か
、
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
永
久
住
宅
と
い
う
の
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

野
沢
　
確
か
に
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
活
動
に
お
い
て
も
、
2
代
目
や
3
代
目
な
ど
の
後
継
者
に
無
理
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
今
の
世
代
の

生
活
と
過
去
の
住
宅
を
ど
う
や
っ
て
整
合
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
田
さ

ん
の
い
う
戦
後
の
名
作
住
宅
は
、
規
模
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
な
り
小
さ
い
も
の
が
多
い
で
す
か
ら
、
今
の
生
活
に
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
逆
に
戦
前
の
「
加
地
邸
」（
28
／
遠
藤
新
設
計
）
な
ど
は
大
き
す
ぎ
て
、
個
人
住
宅
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
も
と
も
と
の
状
態
に
必
ず
し
も
縛
ら
れ
な
く
て
も
よ
く
て
、
既
存
の
古
い
建
物
の
価
値
を
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
見

す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
昔
の
状
態
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
か
に
も
レ
プ
リ
カ

と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
、
す
ご
く
気
持
ち
の
悪
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
意
匠
や
技
術
、
あ
る
い
は
手
間
を
か
け
る
部
分
へ

の
社
会
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
む
や
み
に
懐
古
主
義
的
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
の
は
ス
マ
ー
ト
で
は
な
い
。

安
田
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
ご
う
と
思
っ
た

ら
、
寒
い
ま
ま
で
い
い
の
か
、
お
湯
が
出
な
く
て
も
い
い
の
か
、
な

ど
と
い
っ
た
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
は
自
由
に
創
造
し

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
継
承
の
秘
訣
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
設

備
の
ま
ま
だ
と
電
気
代
が
す
ご
い
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
過
去
の
仕

様
を
職
人
に
頼
む
と
大
変
な
コ
ス
ト
に
な
る
、
な
ど
と
い
っ
た
リ
ア

ル
な
懐
具
合
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
る
は
ず
で
す
。

野
沢
　
古
い
も
の
は
古
い
も
の
と
し
て
、
や
は
り
宿
題
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
宿
題
に
対
す
る
答
え
を
出
す
よ
う
に
、
住
宅
設
計
は

改
修
で
あ
ろ
う
と
今
の
方
法
で
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
一
種
の
創
作
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
住
宅
を
住

宅
と
し
て
残
す
う
え
で
の
宿
命
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
「
私
た
ち
の
家
」
は
、
林
さ
ん
自
身
が
何
度
も
増
改
築
を
し
て
き
た
住
宅
な
の
で

す
か
ら
、
そ
う
し
た
新
陳
代
謝
は
む
し
ろ
「
私
た
ち
の
家
」
の
延
長
線
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
住
宅
以
外
の
用
途
へ
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

野
沢
　
先
ほ
ど
の
「
園
田
高
弘
邸
」
は
、
半
分
は
住
宅
、
半
分
は
別
用
途
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
園
田
高
弘
邸
」
の
引
き
取
り
手
は
大
阪

に
住
ん
で
い
る
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
の
方
で
、
自
宅
は
大
阪
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
京
に
出
て
き
た
と
き
の
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
、
仕
事
の
打
ち

合
わ
せ
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
継
続
し
て
も
い
い
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、

引
き
続
き
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」
の
開
催
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
住
宅
の
場
合
は
、
園
田
夫
人
も
新
し
い
住
ま
い
手
も
、
住
宅

を
開
く
活
動
を
と
て
も
楽
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
活
動
は
、
楽
し
ま
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
か
ら
。

安
田
　
そ
れ
は
よ
い
残
り
方
を
し
ま
し
た
ね
。
自
分
の
こ
と
を
棚
上
げ
し
て
い
い
ま
す
と
、
名
作
住
宅
と
は
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
住
宅
と
し
て

継
承
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
住
宅
に
は
人
が
住
ん
で
い
る
ほ
う
が
、
建
築
本
来
の
息
吹
き
が
生
き
る

こ
と
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
人
口
が
減
少
し
て
ま
す
ま
す
住
宅
が
余
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
住
宅
と
し
て
残
す
だ
け
で
な
く
、
余

裕
の
あ
る
組
織
や
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
転
用
さ
れ
る
の
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
設
計
し
た
「
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
・
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」（
50
）
を
見
に
行
っ
た
と
き
に
、
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
画
商
が
買
い
取

っ
て
、
竣
工
当
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
姿
に
戻
す
と
い
う
工
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
す
ご
く
き
れ
い
な
状
態
に
な
っ
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
復
原
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
質
の
向
上
と
い
う
印
象
で
し
た
。
そ
う
し
た
継
承
は
、
死
殻
を
残
す
行
為
で
は
決
し
て

な
く
、
新
し
い
生
き
方
を
与
え
る
行
為
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。

野
沢
　
移
築
さ
れ
た
例
で
す
が
、
坂
倉
準
三
が
設
計
し
た
「
旧
飯
箸
邸
」（
41
）
を
転
用
し
た
ド
メ
イ
ヌ
・
ド
ゥ
・
ミ
ク
ニ
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
も

あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
明
治
村
や
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
よ
う
に
、
博
物
館
の
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
建
築
史
の
説
明
と
し
て
、
過
去
の
建

築
を
時
間
を
と
め
て
保
存
す
る
、
と
い
う
考
え
も
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
住
宅
に
も
新
し
い
生
き
方
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま

し
た
が
、
今
と
は
か
な
り
異
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
た
名
作
住
宅
を
、
無
理
に
現
代
住
宅
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
住
宅
以
外
に
転
用
さ
れ
た
幸
せ
な
事
例
は
結
構
あ
り
ま
す
か
ら
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
う
ま
く
い
っ
た
事
例
は
よ
い
嫁
ぎ
先
が
見
つ

か
っ
た
も
の
ば
か
り
で
す
。

―
―
住
宅
は
誰
か
の
所
有
物
な
の
で
、
結
局
は
よ
い
所
有
者
と
の
出

会
い
が
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
で
す

ね
。

野
沢
　
ぼ
く
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受
け
て
は
い
ま
す
が
、
不
動

産
取
引
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
住
宅
を
買
っ
て
く
れ
る

嫁
ぎ
先
の
耳
に
情
報
が
入
る
よ
う
に
、
周
知
を
す
る
の
が
お
も
な
活

動
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
の
住
宅
の
掲
載
や
、
建
築
見
学
会

は
ま
る
で
文
化
活
動
の
よ
う
で
す
が
、
じ
つ
は
嫁
ぎ
先
を
探
す
た
め
の
催
し
で
も
あ
り
ま
す
。
坂
本
一
成
さ
ん
が
設
計
し
た「
代
田
の
町
家
」（
76
）

で
も
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
主
催
で
見
学
会
や
展
覧
会
を
行
っ
て
い
た
ら
、「
こ
の
住
宅
に
住
み
た
い
」
と
い
う
方
が
現
れ
た
の
で
す
。
外
国
の

方
で
し
た
が
、
坂
本
さ
ん
自
身
の
監
修
に
よ
っ
て
キ
ッ
チ
ン
な
ど
を
改
修
し
ま
し
た
。
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
住
宅
と
し
て
継
承
さ

れ
ま
し
た
よ
。

安
田
　
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
、
可
能
性
を
広
げ
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
遠
ま
わ
り
で
す
が
、
普
段
か
ら
一
般
の
人
に

建
築
を
理
解
し
て
も
ら
う
、
あ
る
種
の
普
及
活
動
が
結
局
は
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
建
築
や
住
宅
を
取
り
上
げ
る
一
般
誌
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
か
ら
、
少
し
前
と
は
全
然
状
況
が
違
い
ま
す
。

野
沢
　
私
も
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
一
般
の
人
と
建
築
の
話
を
す
る
機
会
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
が
と
て
も
多
い
と
い

う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
い
ま
す
。
弟
子
筋
の
私
が
い
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
吉
村
さ
ん
の
住
宅
は
割
と
普
通
に
見
え
る
の
に
、
一
般
の

人
か
ら
き
わ
め
て
評
価
が
高
い
。
東
京
藝
術
大
学
で
催
さ
れ
た
吉
村
順
三
展
に
は
、
す
ご
い
数
の
来
場
者
が
訪
れ
ま
し
た
か
ら
。
一
般
の
人
が
建

築
家
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
に
付
加
価
値
を
見
出
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
、
全
般
的
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
吉
村
さ
ん
に

関
し
て
は
不
動
の
評
価
が
あ
り
ま
す
よ
。
こ
れ
は
も
は
や
ブ
ラ
ン
ド
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
田
　
吉
村
さ
ん
の
フ
ァ
ン
が
多
い
と
い
う
の
は
、
建
築
業
界
全
体
に
と
っ
て
も
す
ご
く
よ
い
こ
と
で
す
ね
。
吉
村
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
ほ
か
の

建
築
家
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
市
場
に
も
変
化
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
変
に
ブ
ラ
ン
ド
志
向
だ
け
が
あ
る

と
偏
屈
な
感
じ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
質
の
高
い
家
を
大
事
に
す
る
志
向
に
つ
な
が
っ
て
く
れ
ば
、
よ
い
傾
向
に
な
り
そ
う
で
す
。
最
終

的
に
は
、
設
計
者
の
名
前
に
左
右
さ
れ
ず
に
、
冷
静
な
目
で
建
築
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
社
会
に
な
る
と
よ
い
で
す
ね
。

―
―
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
は
険
し
い
道
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
一
方
で
多
く
の
建
築
家
が
精
力
的
に
、
そ
し
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

野
沢
　
社
会
の
た
め
だ
け
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
設
計
者
の
都
合
を
い
う
と
、
古
い
建
物
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
し
ま
う
の

は
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
な
い
、
と
も
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
自
分
が
名
建
築
を
見
に
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら（
笑
）。
冗
談
の
よ
う
で

す
が
、
や
は
り
あ
る
時
代
の
す
ぐ
れ
た
建
築
を
見
に
行
く
の
は
、
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
す
ご
く
楽
し
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
の
「
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ホ
ー
フ
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
」（
27
／
ペ
ー
タ
ー
・
ベ
ー
レ
ン
ス
ほ
か
設
計
）
と
か
、
ブ
ル
ノ
の
「
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ハ
ッ
ト
邸
」（
30
／

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
設
計
）
と
か
、
ど
こ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
古
い
も
の
を
見
な
が
ら
、「
へ
ー
」
と
か
、「
ほ
う
」
と

か
、
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
か
ら
。
経
済
を
優
先
し
て
建
築
が
取
り
壊
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
建
築
が
ほ
と
ん
ど
無
価
値
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
自
分
た
ち
の
普
段
の
仕
事
も
無
価
値
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
す
ご
く
心
が
痛
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ

か
ら
、
設
計
者
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
楽
し
さ
を
、
も
っ
と
広
め
た
い
の
で
す
。「
私
た
ち
の
家
」
だ
っ
て
、
や
は
り
多
く
の
人
が
見
に
来
る
の
で

は
な
い
で
す
か（
笑
）。

安
田
　
そ
れ
は
覚
悟
は
し
て
い
て
、
す
で
に
見
学
会
の
依
頼
が
た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す（
笑
）。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
い
だ
わ
け
で
す
か
ら
、

社
会
貢
献
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
林
さ
ん
が
日
建
設
計
の
副
社
長
だ
っ
た
と
き
に
、

ぼ
く
も
含
め
た
新
入
社
員
10
名
ほ
ど
が
こ
の
家
に
招
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
み
な
で
「
す
ご
い
住
宅
だ
」
と
思
っ
た
感
動
を
、
今
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
住
宅
を
残
そ
う
と
い
う
発
想
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
自
然
な
こ
と
な
ん
で
す
。

野
沢
　
住
宅
の
継
承
に
は
難
し
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
で
も
活
動
で
き
て
い
る
の
は
、
単
純
に
ぼ
く
ら
の

原
点
や
楽
し
み
を
守
り
た
い
し
、
伝
え
た
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

今の世代の生活と
過去の住宅を
どうやって

整合させるのか。

N
ozaw

a M
asam

itsu
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モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅
の
継
承
の
時
が
来
た

住
宅
を
住
宅
と
し
て
継
承
す
る

住
宅
以
外
の
用
途
へ

67



1
9
5
5
年
に
つ
く
ら
れ
た
ピ

ア
ニ
ス
ト
・
園
田
高
弘
の
住
宅
。

設
計
は
吉
村
順
三
。
建
築
面
積

18
坪
、
延
床
面
積
23
坪
ほ
ど
の

小
住
宅
で
あ
る
。
戦
後
の
規
模

や
材
料
に
制
限
が
あ
る
頃
の
作

品
で
、
小
さ
く
、
ま
た
簡
素
な

素
材
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、

ほ
か
の
50
年
代
の
小
住
宅
と
同

様
に
、
制
限
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

今
に
も
通
じ
る
合
理
性
と
潔
い

意
匠
が
実
現
し
て
い
る
。
担
当

は
、
当
時
吉
村
順
三
設
計
事
務

所
に
い
た
家
具
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

松
村
勝
男
。

加
地
邸

園
田
高
弘
邸

三
井
物
産
に
勤
め
た
加
地
利
夫

（
初
代
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
）の
葉

山
の
別
邸
。
竣
工
は
1
9
2
8

年
、
設
計
は
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ

ド
・
ラ
イ
ト
の
弟
子
に
あ
た
る

遠
藤
新
で
あ
る
。
遠
藤
は
、
建

築
か
ら
、
家
具
、
照
明
器
具
に

至
る
ま
で
、
総
合
的
に
設
計
す

る「
全
一
」と
い
う
建
築
哲
学
を

も
っ
て
い
た
が
、「
加
地
邸
」
は

ま
さ
に
そ
の
「
全
一
」
を
実
現

し
た
住
宅
だ
ろ
う
。
住
宅
遺
産

ト
ラ
ス
ト
に
て
、
新
た
な
引
き

取
り
手
を
募
集
し
て
い
る
。

―
―
今
号
は
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
」
と
題
し
た
、
名
作
住
宅
の
改
修
事
例
を
特
集
し
ま
す
。
改
修
を
経
て
次
代
に
引
き
継
が
れ
た
事
例

を
参
考
に
、
過
去
の
名
作
を
継
承
す
る
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
ま
さ
に
価
値
あ
る
住
宅
建
築
の
継
承
を
考
え
る
た
め

の
組
織
で
あ
る
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

野
沢
正
光
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
吉
村
順
三
が
設
計
し
た
「
園
田
高
弘
邸
」（
1
9
5
5
）
で
す
。
ま
だ

戦
後
の
建
築
面
積
の
規
制
が
あ
っ
た
頃
に
建
て
ら
れ
た
、
わ
ず
か
18
坪
（
建
築
面
積
）
ほ
ど
の
す
ご
く
小
さ
な
住
宅
な
の
で
す
が
、
今
日
で
は
ま

ね
で
き
な
い
ほ
ど
に
密
度
の
高
い
す
ぐ
れ
た
住
宅
で
す
。
こ
の
住
宅
の
施
主
だ
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
園
田
高
弘
さ
ん
が
2
0
0
4
年
に
亡
く
な
ら

れ
た
後
、
奥
さ
ま
が
「
吉
村
順
三
の
貴
重
な
仕
事
な
の
で
、
こ
の
住
宅
を
誰
か
が
引
き
継
い
で
く
れ
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
想

い
に
応
え
よ
う
と
集
ま
っ
た
の
が
「
園
田
高
弘
邸
の
継
承
と
活
用
を
考
え
る
会
」
で
あ
り
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
前
身
に
あ
た
り
ま
す
。

―
―
ひ
と
つ
の
住
宅
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
大
き
な
活
動
に
展
開
し
た
の
で
す
か
。

野
沢
「
園
田
高
弘
邸
」
は
自
由
が
丘
の
高
級
住
宅
地
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
土
地
代
だ
け
で
相
当
な
金
額
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
引
き
取

り
手
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
最
終
的
に
引
き
取
り
手
が
見
つ
か
る
ま
で
、
4
〜
5
年
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の

あ
い
だ
に
社
会
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
の
で
す
。
ひ
と
つ
は
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」（
08
〜
）。メ
ン
バ
ー

の
ひ
と
り
の
林
泰
義
さ
ん
（
都
市
計
画
家
）
が
、
住
宅
を
外
に
開
く
こ
と
で
地
域
社
会
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
熱
心
に
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
の

考
え
に
園
田
夫
人
も
共
感
さ
れ
、「
園
田
高
弘
邸
」
で
演
奏
会
と
建
築
レ
ク
チ
ャ
ー
を
催
し
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
昭
和
の
名
作
住
宅
に
暮
ら

す
―
―
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
で
き
る
こ
と
―
―
」（
12
）
と
い
う
展
覧
会
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
同
時
期
に
吉
田
五
十
八
の「
旧
倉
田
邸
」

（
1
9
5
5
）や
「
新
・
前
川
國
男
自
邸
」（
74
）
の
保
存
の
話
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
き
取
り
手
を
募
る
意
味
も
含
め
て
、

名
作
住
宅
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
に
催
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
日
本
経
済
新
聞
で
「
昭
和
の
名
作
住
宅
を
守
れ
」
と
い
う
記
事
に
な

り
ま
し
た
。
要
は
情
報
が
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
来
ほ
か
の
住
宅
の
相
談
も
ち
ら
ほ
ら
と
飛
び
込
ん
で
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅
の
継
承
の
時
期
が
来
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
個
別
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
2
0
1
3
年
に
一

般
社
団
法
人
と
し
て
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
設
立
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
家
の
名
作
の
継
承
が
各
所
で
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
安
田
さ

ん
も
、
林
昌
二
と
林
雅
子
の
自
邸
「
私
た
ち
の
家
」（
1
9
5
5
／
10
〜
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
改
修
し
て
継
承
し
、
自
ら
住
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。
当

事
者
で
も
あ
る
安
田
さ
ん
は
、
名
作
住
宅
の
継
承
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。

安
田
幸
一
　
住
宅
を
住
宅
と
し
て
引
き
継
ご
う
と
思
う
と
、
一
般
的
に
は
困
難
も
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
私
た
ち
の
家
」
や
「
園
田
高

弘
邸
」
も
そ
う
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
名
作
と
い
わ
れ
て
い
る
住
宅
の
多
く
が
50
年
代
に
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
、
構
造
や
設
備
な
ど

も
含
め
た
物
理
的
な
寿
命
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
名
作
住
宅
の
初
代
施
主
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
住
宅
に
対
し
て
非
常
に
思
い
入

れ
が
あ
っ
て
、
寿
命
が
せ
ま
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
な
ん
と
か
保
持
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
世
代
交
代
の
時
期
に
な
り
、
2
代
目

や
3
代
目
に
そ
こ
ま
で
の
強
い
思
い
入
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
生
活
面
や
金
銭
面
で
無
理
を
し
て
ま
で
、
寿
命
の
近
い
建
物
を
延
命
さ
せ
る
こ
と

に
意
味
は
あ
る
の
か
、
と
考
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
相
続
の
こ
と
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
お
金
の
話
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
住
宅
を
物
理
的

に
ど
こ
ま
で
生
き
延
び
さ
せ
る
か
、
そ
の
判
断
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
同
じ
で
、
寿
命
が
来
た
ら
き
れ
い
に
死
ん
で
い

く
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
姿
だ
し
、
た
ま
た
ま
健
康
で
あ
れ
ば
、
が
ん
ば
っ
て
も
う
ち
ょ
っ
と
生
き
て
ほ
し
い
と
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

い
い
。「
私
た
ち
の
家
」
は
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
な
の
で
、
少
し
だ
け
は
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
ぼ
く
ら
が
死
ん
だ

後
は
ど
う
す
る
の
か
、
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
永
久
住
宅
と
い
う
の
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

野
沢
　
確
か
に
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
活
動
に
お
い
て
も
、
2
代
目
や
3
代
目
な
ど
の
後
継
者
に
無
理
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
今
の
世
代
の

生
活
と
過
去
の
住
宅
を
ど
う
や
っ
て
整
合
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
田
さ

ん
の
い
う
戦
後
の
名
作
住
宅
は
、
規
模
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
な
り
小
さ
い
も
の
が
多
い
で
す
か
ら
、
今
の
生
活
に
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
逆
に
戦
前
の
「
加
地
邸
」（
28
／
遠
藤
新
設
計
）
な
ど
は
大
き
す
ぎ
て
、
個
人
住
宅
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
も
と
も
と
の
状
態
に
必
ず
し
も
縛
ら
れ
な
く
て
も
よ
く
て
、
既
存
の
古
い
建
物
の
価
値
を
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
見

す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
昔
の
状
態
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
か
に
も
レ
プ
リ
カ

と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
、
す
ご
く
気
持
ち
の
悪
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
意
匠
や
技
術
、
あ
る
い
は
手
間
を
か
け
る
部
分
へ

の
社
会
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
む
や
み
に
懐
古
主
義
的
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
の
は
ス
マ
ー
ト
で
は
な
い
。

安
田
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
ご
う
と
思
っ
た

ら
、
寒
い
ま
ま
で
い
い
の
か
、
お
湯
が
出
な
く
て
も
い
い
の
か
、
な

ど
と
い
っ
た
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
は
自
由
に
創
造
し

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
継
承
の
秘
訣
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
設

備
の
ま
ま
だ
と
電
気
代
が
す
ご
い
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
過
去
の
仕

様
を
職
人
に
頼
む
と
大
変
な
コ
ス
ト
に
な
る
、
な
ど
と
い
っ
た
リ
ア

ル
な
懐
具
合
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
る
は
ず
で
す
。

野
沢
　
古
い
も
の
は
古
い
も
の
と
し
て
、
や
は
り
宿
題
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
宿
題
に
対
す
る
答
え
を
出
す
よ
う
に
、
住
宅
設
計
は

改
修
で
あ
ろ
う
と
今
の
方
法
で
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
一
種
の
創
作
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
住
宅
を
住

宅
と
し
て
残
す
う
え
で
の
宿
命
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
「
私
た
ち
の
家
」
は
、
林
さ
ん
自
身
が
何
度
も
増
改
築
を
し
て
き
た
住
宅
な
の
で

す
か
ら
、
そ
う
し
た
新
陳
代
謝
は
む
し
ろ
「
私
た
ち
の
家
」
の
延
長
線
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
住
宅
以
外
の
用
途
へ
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

野
沢
　
先
ほ
ど
の
「
園
田
高
弘
邸
」
は
、
半
分
は
住
宅
、
半
分
は
別
用
途
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
園
田
高
弘
邸
」
の
引
き
取
り
手
は
大
阪

に
住
ん
で
い
る
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
の
方
で
、
自
宅
は
大
阪
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
京
に
出
て
き
た
と
き
の
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
、
仕
事
の
打
ち

合
わ
せ
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
継
続
し
て
も
い
い
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、

引
き
続
き
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」
の
開
催
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
住
宅
の
場
合
は
、
園
田
夫
人
も
新
し
い
住
ま
い
手
も
、
住
宅

を
開
く
活
動
を
と
て
も
楽
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
活
動
は
、
楽
し
ま
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
か
ら
。

安
田
　
そ
れ
は
よ
い
残
り
方
を
し
ま
し
た
ね
。
自
分
の
こ
と
を
棚
上
げ
し
て
い
い
ま
す
と
、
名
作
住
宅
と
は
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
住
宅
と
し
て

継
承
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
住
宅
に
は
人
が
住
ん
で
い
る
ほ
う
が
、
建
築
本
来
の
息
吹
き
が
生
き
る

こ
と
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
人
口
が
減
少
し
て
ま
す
ま
す
住
宅
が
余
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
住
宅
と
し
て
残
す
だ
け
で
な
く
、
余

裕
の
あ
る
組
織
や
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
転
用
さ
れ
る
の
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
設
計
し
た
「
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
・
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」（
50
）
を
見
に
行
っ
た
と
き
に
、
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
画
商
が
買
い
取

っ
て
、
竣
工
当
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
姿
に
戻
す
と
い
う
工
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
す
ご
く
き
れ
い
な
状
態
に
な
っ
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
復
原
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
質
の
向
上
と
い
う
印
象
で
し
た
。
そ
う
し
た
継
承
は
、
死
殻
を
残
す
行
為
で
は
決
し
て

な
く
、
新
し
い
生
き
方
を
与
え
る
行
為
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。

野
沢
　
移
築
さ
れ
た
例
で
す
が
、
坂
倉
準
三
が
設
計
し
た
「
旧
飯
箸
邸
」（
41
）
を
転
用
し
た
ド
メ
イ
ヌ
・
ド
ゥ
・
ミ
ク
ニ
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
も

あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
明
治
村
や
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
よ
う
に
、
博
物
館
の
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
建
築
史
の
説
明
と
し
て
、
過
去
の
建

築
を
時
間
を
と
め
て
保
存
す
る
、
と
い
う
考
え
も
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
住
宅
に
も
新
し
い
生
き
方
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま

し
た
が
、
今
と
は
か
な
り
異
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
た
名
作
住
宅
を
、
無
理
に
現
代
住
宅
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
住
宅
以
外
に
転
用
さ
れ
た
幸
せ
な
事
例
は
結
構
あ
り
ま
す
か
ら
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
う
ま
く
い
っ
た
事
例
は
よ
い
嫁
ぎ
先
が
見
つ

か
っ
た
も
の
ば
か
り
で
す
。

―
―
住
宅
は
誰
か
の
所
有
物
な
の
で
、
結
局
は
よ
い
所
有
者
と
の
出

会
い
が
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
で
す

ね
。

野
沢
　
ぼ
く
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受
け
て
は
い
ま
す
が
、
不
動

産
取
引
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
住
宅
を
買
っ
て
く
れ
る

嫁
ぎ
先
の
耳
に
情
報
が
入
る
よ
う
に
、
周
知
を
す
る
の
が
お
も
な
活

動
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
の
住
宅
の
掲
載
や
、
建
築
見
学
会

は
ま
る
で
文
化
活
動
の
よ
う
で
す
が
、
じ
つ
は
嫁
ぎ
先
を
探
す
た
め
の
催
し
で
も
あ
り
ま
す
。
坂
本
一
成
さ
ん
が
設
計
し
た「
代
田
の
町
家
」（
76
）

で
も
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
主
催
で
見
学
会
や
展
覧
会
を
行
っ
て
い
た
ら
、「
こ
の
住
宅
に
住
み
た
い
」
と
い
う
方
が
現
れ
た
の
で
す
。
外
国
の

方
で
し
た
が
、
坂
本
さ
ん
自
身
の
監
修
に
よ
っ
て
キ
ッ
チ
ン
な
ど
を
改
修
し
ま
し
た
。
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
住
宅
と
し
て
継
承
さ

れ
ま
し
た
よ
。

安
田
　
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
、
可
能
性
を
広
げ
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
遠
ま
わ
り
で
す
が
、
普
段
か
ら
一
般
の
人
に

建
築
を
理
解
し
て
も
ら
う
、
あ
る
種
の
普
及
活
動
が
結
局
は
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
建
築
や
住
宅
を
取
り
上
げ
る
一
般
誌
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
か
ら
、
少
し
前
と
は
全
然
状
況
が
違
い
ま
す
。

野
沢
　
私
も
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
一
般
の
人
と
建
築
の
話
を
す
る
機
会
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
が
と
て
も
多
い
と
い

う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
い
ま
す
。
弟
子
筋
の
私
が
い
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
吉
村
さ
ん
の
住
宅
は
割
と
普
通
に
見
え
る
の
に
、
一
般
の

人
か
ら
き
わ
め
て
評
価
が
高
い
。
東
京
藝
術
大
学
で
催
さ
れ
た
吉
村
順
三
展
に
は
、
す
ご
い
数
の
来
場
者
が
訪
れ
ま
し
た
か
ら
。
一
般
の
人
が
建

築
家
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
に
付
加
価
値
を
見
出
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
、
全
般
的
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
吉
村
さ
ん
に

関
し
て
は
不
動
の
評
価
が
あ
り
ま
す
よ
。
こ
れ
は
も
は
や
ブ
ラ
ン
ド
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
田
　
吉
村
さ
ん
の
フ
ァ
ン
が
多
い
と
い
う
の
は
、
建
築
業
界
全
体
に
と
っ
て
も
す
ご
く
よ
い
こ
と
で
す
ね
。
吉
村
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
ほ
か
の

建
築
家
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
市
場
に
も
変
化
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
変
に
ブ
ラ
ン
ド
志
向
だ
け
が
あ
る

と
偏
屈
な
感
じ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
質
の
高
い
家
を
大
事
に
す
る
志
向
に
つ
な
が
っ
て
く
れ
ば
、
よ
い
傾
向
に
な
り
そ
う
で
す
。
最
終

的
に
は
、
設
計
者
の
名
前
に
左
右
さ
れ
ず
に
、
冷
静
な
目
で
建
築
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
社
会
に
な
る
と
よ
い
で
す
ね
。

―
―
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
は
険
し
い
道
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
一
方
で
多
く
の
建
築
家
が
精
力
的
に
、
そ
し
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

野
沢
　
社
会
の
た
め
だ
け
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
設
計
者
の
都
合
を
い
う
と
、
古
い
建
物
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
し
ま
う
の

は
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
な
い
、
と
も
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
自
分
が
名
建
築
を
見
に
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら（
笑
）。
冗
談
の
よ
う
で

す
が
、
や
は
り
あ
る
時
代
の
す
ぐ
れ
た
建
築
を
見
に
行
く
の
は
、
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
す
ご
く
楽
し
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
の
「
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ホ
ー
フ
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
」（
27
／
ペ
ー
タ
ー
・
ベ
ー
レ
ン
ス
ほ
か
設
計
）
と
か
、
ブ
ル
ノ
の
「
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ハ
ッ
ト
邸
」（
30
／

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
設
計
）
と
か
、
ど
こ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
古
い
も
の
を
見
な
が
ら
、「
へ
ー
」
と
か
、「
ほ
う
」
と

か
、
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
か
ら
。
経
済
を
優
先
し
て
建
築
が
取
り
壊
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
建
築
が
ほ
と
ん
ど
無
価
値
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
自
分
た
ち
の
普
段
の
仕
事
も
無
価
値
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
す
ご
く
心
が
痛
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ

か
ら
、
設
計
者
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
楽
し
さ
を
、
も
っ
と
広
め
た
い
の
で
す
。「
私
た
ち
の
家
」
だ
っ
て
、
や
は
り
多
く
の
人
が
見
に
来
る
の
で

は
な
い
で
す
か（
笑
）。

安
田
　
そ
れ
は
覚
悟
は
し
て
い
て
、
す
で
に
見
学
会
の
依
頼
が
た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す（
笑
）。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
い
だ
わ
け
で
す
か
ら
、

社
会
貢
献
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
林
さ
ん
が
日
建
設
計
の
副
社
長
だ
っ
た
と
き
に
、

ぼ
く
も
含
め
た
新
入
社
員
10
名
ほ
ど
が
こ
の
家
に
招
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
み
な
で
「
す
ご
い
住
宅
だ
」
と
思
っ
た
感
動
を
、
今
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
住
宅
を
残
そ
う
と
い
う
発
想
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
自
然
な
こ
と
な
ん
で
す
。

野
沢
　
住
宅
の
継
承
に
は
難
し
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
で
も
活
動
で
き
て
い
る
の
は
、
単
純
に
ぼ
く
ら
の

原
点
や
楽
し
み
を
守
り
た
い
し
、
伝
え
た
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

今の世代の生活と
過去の住宅を
どうやって

整合させるのか。

N
ozaw

a M
asam

itsu

写真：齊藤さだむ写真：小野吉彦

モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅
の
継
承
の
時
が
来
た

住
宅
を
住
宅
と
し
て
継
承
す
る

住
宅
以
外
の
用
途
へ
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代
田
の
町
家

1
9
7
6
年
に
坂
本
一
成
が
設

計
し
た
小
住
宅
。
日
本
の
建
築

家
が
住
宅
を
通
し
て
、
新
し
い

思
考
と
哲
学
を
展
開
さ
せ
た
、

70
年
代
の
著
名
な
都
市
住
宅
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
銀
色
の
外
壁

の
「
家
型
」
が
特
徴
的
。
坂
本

一
成
本
人
の
監
修
に
よ
っ
て
、

住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
が
協
力
設

計
者
と
と
も
に
、
耐
震
改
修
や

設
備
更
新
、
一
部
オ
リ
ジ
ナ
ル

へ
の
復
原
な
ど
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
工
事
を
行
っ
た
。
現
在
、
新

た
な
住
み
手
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
。

のざわ・まさみつ／1944年
東京都生まれ。69年東京藝
術大学美術学部建築科卒業。
70年大高建築設計事務所入
所。74年野沢正光建築工房
設立。現在、住宅遺産トラ
スト代表理事、武蔵野美術
大学客員教授、横浜国立大
学工学部非常勤講師ほか。
おもな作品＝「相模原の住
宅」（92）、「いわむらかずお
絵本の丘美術館」（98）、「木
造ドミノ住宅」（2007）、「立
川市庁舎新庁舎」（10）。

やすだ・こういち／1958年
神奈川県生まれ。81年東京
工業大学工学部建築学科卒
業。83年同大学大学院修士
課程修了。83～2002年日建
設計。現在、東京工業大学
大学院教授、安田アトリエ
主宰。博士（学術）。13年林
昌二・雅子夫妻の自邸「私
たちの家」を改修し、住ま
い手となる。おもな作品＝
「ポーラ美術館」（02）、「大分
マリーンパレス水族館『う
みたまご』」（04）、「東京工業
大学緑が丘１号館レトロフ
ィット」（06）、「[[[cell]]]」（12）。

野沢正光

N
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安田幸一

Y
asuda K

oich
i

嫁
ぎ
先
を
ど
う
見
つ
け
る
か

個
人
的
な
楽
し
み
で
も
あ
る

―
―
今
号
は
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
」
と
題
し
た
、
名
作
住
宅
の
改
修
事
例
を
特
集
し
ま
す
。
改
修
を
経
て
次
代
に
引
き
継
が
れ
た
事
例

を
参
考
に
、
過
去
の
名
作
を
継
承
す
る
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
ま
さ
に
価
値
あ
る
住
宅
建
築
の
継
承
を
考
え
る
た
め

の
組
織
で
あ
る
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

野
沢
正
光
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
吉
村
順
三
が
設
計
し
た
「
園
田
高
弘
邸
」（
1
9
5
5
）
で
す
。
ま
だ

戦
後
の
建
築
面
積
の
規
制
が
あ
っ
た
頃
に
建
て
ら
れ
た
、
わ
ず
か
18
坪
（
建
築
面
積
）
ほ
ど
の
す
ご
く
小
さ
な
住
宅
な
の
で
す
が
、
今
日
で
は
ま

ね
で
き
な
い
ほ
ど
に
密
度
の
高
い
す
ぐ
れ
た
住
宅
で
す
。
こ
の
住
宅
の
施
主
だ
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
園
田
高
弘
さ
ん
が
2
0
0
4
年
に
亡
く
な
ら

れ
た
後
、
奥
さ
ま
が
「
吉
村
順
三
の
貴
重
な
仕
事
な
の
で
、
こ
の
住
宅
を
誰
か
が
引
き
継
い
で
く
れ
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
想

い
に
応
え
よ
う
と
集
ま
っ
た
の
が
「
園
田
高
弘
邸
の
継
承
と
活
用
を
考
え
る
会
」
で
あ
り
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
前
身
に
あ
た
り
ま
す
。

―
―
ひ
と
つ
の
住
宅
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
大
き
な
活
動
に
展
開
し
た
の
で
す
か
。

野
沢
「
園
田
高
弘
邸
」
は
自
由
が
丘
の
高
級
住
宅
地
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
土
地
代
だ
け
で
相
当
な
金
額
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
引
き
取

り
手
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
最
終
的
に
引
き
取
り
手
が
見
つ
か
る
ま
で
、
4
〜
5
年
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の

あ
い
だ
に
社
会
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
の
で
す
。
ひ
と
つ
は
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」（
08
〜
）。メ
ン
バ
ー

の
ひ
と
り
の
林
泰
義
さ
ん
（
都
市
計
画
家
）
が
、
住
宅
を
外
に
開
く
こ
と
で
地
域
社
会
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
熱
心
に
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
の

考
え
に
園
田
夫
人
も
共
感
さ
れ
、「
園
田
高
弘
邸
」
で
演
奏
会
と
建
築
レ
ク
チ
ャ
ー
を
催
し
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
昭
和
の
名
作
住
宅
に
暮
ら

す
―
―
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
で
き
る
こ
と
―
―
」（
12
）
と
い
う
展
覧
会
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
同
時
期
に
吉
田
五
十
八
の「
旧
倉
田
邸
」

（
1
9
5
5
）や
「
新
・
前
川
國
男
自
邸
」（
74
）
の
保
存
の
話
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
き
取
り
手
を
募
る
意
味
も
含
め
て
、

名
作
住
宅
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
に
催
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
日
本
経
済
新
聞
で
「
昭
和
の
名
作
住
宅
を
守
れ
」
と
い
う
記
事
に
な

り
ま
し
た
。
要
は
情
報
が
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
来
ほ
か
の
住
宅
の
相
談
も
ち
ら
ほ
ら
と
飛
び
込
ん
で
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅
の
継
承
の
時
期
が
来
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
個
別
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
2
0
1
3
年
に
一

般
社
団
法
人
と
し
て
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
設
立
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
家
の
名
作
の
継
承
が
各
所
で
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
安
田
さ

ん
も
、
林
昌
二
と
林
雅
子
の
自
邸
「
私
た
ち
の
家
」（
1
9
5
5
／
10
〜
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
改
修
し
て
継
承
し
、
自
ら
住
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。
当

事
者
で
も
あ
る
安
田
さ
ん
は
、
名
作
住
宅
の
継
承
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。

安
田
幸
一
　
住
宅
を
住
宅
と
し
て
引
き
継
ご
う
と
思
う
と
、
一
般
的
に
は
困
難
も
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
私
た
ち
の
家
」
や
「
園
田
高

弘
邸
」
も
そ
う
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
名
作
と
い
わ
れ
て
い
る
住
宅
の
多
く
が
50
年
代
に
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
、
構
造
や
設
備
な
ど

も
含
め
た
物
理
的
な
寿
命
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
名
作
住
宅
の
初
代
施
主
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
住
宅
に
対
し
て
非
常
に
思
い
入

れ
が
あ
っ
て
、
寿
命
が
せ
ま
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
な
ん
と
か
保
持
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
世
代
交
代
の
時
期
に
な
り
、
2
代
目

や
3
代
目
に
そ
こ
ま
で
の
強
い
思
い
入
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
生
活
面
や
金
銭
面
で
無
理
を
し
て
ま
で
、
寿
命
の
近
い
建
物
を
延
命
さ
せ
る
こ
と

に
意
味
は
あ
る
の
か
、
と
考
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
相
続
の
こ
と
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
お
金
の
話
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
住
宅
を
物
理
的

に
ど
こ
ま
で
生
き
延
び
さ
せ
る
か
、
そ
の
判
断
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
同
じ
で
、
寿
命
が
来
た
ら
き
れ
い
に
死
ん
で
い

く
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
姿
だ
し
、
た
ま
た
ま
健
康
で
あ
れ
ば
、
が
ん
ば
っ
て
も
う
ち
ょ
っ
と
生
き
て
ほ
し
い
と
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

い
い
。「
私
た
ち
の
家
」
は
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
な
の
で
、
少
し
だ
け
は
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
ぼ
く
ら
が
死
ん
だ

後
は
ど
う
す
る
の
か
、
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
永
久
住
宅
と
い
う
の
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

野
沢
　
確
か
に
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
活
動
に
お
い
て
も
、
2
代
目
や
3
代
目
な
ど
の
後
継
者
に
無
理
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
今
の
世
代
の

生
活
と
過
去
の
住
宅
を
ど
う
や
っ
て
整
合
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
田
さ

ん
の
い
う
戦
後
の
名
作
住
宅
は
、
規
模
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
な
り
小
さ
い
も
の
が
多
い
で
す
か
ら
、
今
の
生
活
に
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
逆
に
戦
前
の
「
加
地
邸
」（
28
／
遠
藤
新
設
計
）
な
ど
は
大
き
す
ぎ
て
、
個
人
住
宅
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
も
と
も
と
の
状
態
に
必
ず
し
も
縛
ら
れ
な
く
て
も
よ
く
て
、
既
存
の
古
い
建
物
の
価
値
を
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
見

す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
昔
の
状
態
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
か
に
も
レ
プ
リ
カ

と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
、
す
ご
く
気
持
ち
の
悪
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
意
匠
や
技
術
、
あ
る
い
は
手
間
を
か
け
る
部
分
へ

の
社
会
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
む
や
み
に
懐
古
主
義
的
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
の
は
ス
マ
ー
ト
で
は
な
い
。

安
田
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
ご
う
と
思
っ
た

ら
、
寒
い
ま
ま
で
い
い
の
か
、
お
湯
が
出
な
く
て
も
い
い
の
か
、
な

ど
と
い
っ
た
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
は
自
由
に
創
造
し

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
継
承
の
秘
訣
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
設

備
の
ま
ま
だ
と
電
気
代
が
す
ご
い
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
過
去
の
仕

様
を
職
人
に
頼
む
と
大
変
な
コ
ス
ト
に
な
る
、
な
ど
と
い
っ
た
リ
ア

ル
な
懐
具
合
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
る
は
ず
で
す
。

野
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古
い
も
の
は
古
い
も
の
と
し
て
、
や
は
り
宿
題
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
宿
題
に
対
す
る
答
え
を
出
す
よ
う
に
、
住
宅
設
計
は

改
修
で
あ
ろ
う
と
今
の
方
法
で
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
一
種
の
創
作
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
住
宅
を
住

宅
と
し
て
残
す
う
え
で
の
宿
命
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
「
私
た
ち
の
家
」
は
、
林
さ
ん
自
身
が
何
度
も
増
改
築
を
し
て
き
た
住
宅
な
の
で

す
か
ら
、
そ
う
し
た
新
陳
代
謝
は
む
し
ろ
「
私
た
ち
の
家
」
の
延
長
線
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
住
宅
以
外
の
用
途
へ
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

野
沢
　
先
ほ
ど
の
「
園
田
高
弘
邸
」
は
、
半
分
は
住
宅
、
半
分
は
別
用
途
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
園
田
高
弘
邸
」
の
引
き
取
り
手
は
大
阪

に
住
ん
で
い
る
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
の
方
で
、
自
宅
は
大
阪
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
京
に
出
て
き
た
と
き
の
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
、
仕
事
の
打
ち

合
わ
せ
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
継
続
し
て
も
い
い
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、

引
き
続
き
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」
の
開
催
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
住
宅
の
場
合
は
、
園
田
夫
人
も
新
し
い
住
ま
い
手
も
、
住
宅

を
開
く
活
動
を
と
て
も
楽
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
活
動
は
、
楽
し
ま
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
か
ら
。

安
田
　
そ
れ
は
よ
い
残
り
方
を
し
ま
し
た
ね
。
自
分
の
こ
と
を
棚
上
げ
し
て
い
い
ま
す
と
、
名
作
住
宅
と
は
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
住
宅
と
し
て

継
承
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
住
宅
に
は
人
が
住
ん
で
い
る
ほ
う
が
、
建
築
本
来
の
息
吹
き
が
生
き
る

こ
と
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
人
口
が
減
少
し
て
ま
す
ま
す
住
宅
が
余
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
住
宅
と
し
て
残
す
だ
け
で
な
く
、
余

裕
の
あ
る
組
織
や
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
転
用
さ
れ
る
の
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
設
計
し
た
「
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
・
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」（
50
）
を
見
に
行
っ
た
と
き
に
、
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
画
商
が
買
い
取

っ
て
、
竣
工
当
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
姿
に
戻
す
と
い
う
工
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
す
ご
く
き
れ
い
な
状
態
に
な
っ
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
復
原
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
質
の
向
上
と
い
う
印
象
で
し
た
。
そ
う
し
た
継
承
は
、
死
殻
を
残
す
行
為
で
は
決
し
て

な
く
、
新
し
い
生
き
方
を
与
え
る
行
為
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。

野
沢
　
移
築
さ
れ
た
例
で
す
が
、
坂
倉
準
三
が
設
計
し
た
「
旧
飯
箸
邸
」（
41
）
を
転
用
し
た
ド
メ
イ
ヌ
・
ド
ゥ
・
ミ
ク
ニ
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
も

あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
明
治
村
や
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
よ
う
に
、
博
物
館
の
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
建
築
史
の
説
明
と
し
て
、
過
去
の
建

築
を
時
間
を
と
め
て
保
存
す
る
、
と
い
う
考
え
も
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
住
宅
に
も
新
し
い
生
き
方
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま

し
た
が
、
今
と
は
か
な
り
異
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
た
名
作
住
宅
を
、
無
理
に
現
代
住
宅
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
住
宅
以
外
に
転
用
さ
れ
た
幸
せ
な
事
例
は
結
構
あ
り
ま
す
か
ら
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
う
ま
く
い
っ
た
事
例
は
よ
い
嫁
ぎ
先
が
見
つ

か
っ
た
も
の
ば
か
り
で
す
。

―
―
住
宅
は
誰
か
の
所
有
物
な
の
で
、
結
局
は
よ
い
所
有
者
と
の
出

会
い
が
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
で
す

ね
。

野
沢
　
ぼ
く
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受
け
て
は
い
ま
す
が
、
不
動

産
取
引
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
住
宅
を
買
っ
て
く
れ
る

嫁
ぎ
先
の
耳
に
情
報
が
入
る
よ
う
に
、
周
知
を
す
る
の
が
お
も
な
活

動
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
の
住
宅
の
掲
載
や
、
建
築
見
学
会

は
ま
る
で
文
化
活
動
の
よ
う
で
す
が
、
じ
つ
は
嫁
ぎ
先
を
探
す
た
め
の
催
し
で
も
あ
り
ま
す
。
坂
本
一
成
さ
ん
が
設
計
し
た「
代
田
の
町
家
」（
76
）

で
も
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
主
催
で
見
学
会
や
展
覧
会
を
行
っ
て
い
た
ら
、「
こ
の
住
宅
に
住
み
た
い
」
と
い
う
方
が
現
れ
た
の
で
す
。
外
国
の

方
で
し
た
が
、
坂
本
さ
ん
自
身
の
監
修
に
よ
っ
て
キ
ッ
チ
ン
な
ど
を
改
修
し
ま
し
た
。
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
住
宅
と
し
て
継
承
さ

れ
ま
し
た
よ
。

安
田
　
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
、
可
能
性
を
広
げ
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
遠
ま
わ
り
で
す
が
、
普
段
か
ら
一
般
の
人
に

建
築
を
理
解
し
て
も
ら
う
、
あ
る
種
の
普
及
活
動
が
結
局
は
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
建
築
や
住
宅
を
取
り
上
げ
る
一
般
誌
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
か
ら
、
少
し
前
と
は
全
然
状
況
が
違
い
ま
す
。

野
沢
　
私
も
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
一
般
の
人
と
建
築
の
話
を
す
る
機
会
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
が
と
て
も
多
い
と
い

う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
い
ま
す
。
弟
子
筋
の
私
が
い
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
吉
村
さ
ん
の
住
宅
は
割
と
普
通
に
見
え
る
の
に
、
一
般
の

人
か
ら
き
わ
め
て
評
価
が
高
い
。
東
京
藝
術
大
学
で
催
さ
れ
た
吉
村
順
三
展
に
は
、
す
ご
い
数
の
来
場
者
が
訪
れ
ま
し
た
か
ら
。
一
般
の
人
が
建

築
家
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
に
付
加
価
値
を
見
出
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
、
全
般
的
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
吉
村
さ
ん
に

関
し
て
は
不
動
の
評
価
が
あ
り
ま
す
よ
。
こ
れ
は
も
は
や
ブ
ラ
ン
ド
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
田
　
吉
村
さ
ん
の
フ
ァ
ン
が
多
い
と
い
う
の
は
、
建
築
業
界
全
体
に
と
っ
て
も
す
ご
く
よ
い
こ
と
で
す
ね
。
吉
村
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
ほ
か
の

建
築
家
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
市
場
に
も
変
化
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
変
に
ブ
ラ
ン
ド
志
向
だ
け
が
あ
る

と
偏
屈
な
感
じ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
質
の
高
い
家
を
大
事
に
す
る
志
向
に
つ
な
が
っ
て
く
れ
ば
、
よ
い
傾
向
に
な
り
そ
う
で
す
。
最
終

的
に
は
、
設
計
者
の
名
前
に
左
右
さ
れ
ず
に
、
冷
静
な
目
で
建
築
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
社
会
に
な
る
と
よ
い
で
す
ね
。

―
―
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
は
険
し
い
道
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
一
方
で
多
く
の
建
築
家
が
精
力
的
に
、
そ
し
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

野
沢
　
社
会
の
た
め
だ
け
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
設
計
者
の
都
合
を
い
う
と
、
古
い
建
物
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
し
ま
う
の

は
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
な
い
、
と
も
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
自
分
が
名
建
築
を
見
に
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら（
笑
）。
冗
談
の
よ
う
で

す
が
、
や
は
り
あ
る
時
代
の
す
ぐ
れ
た
建
築
を
見
に
行
く
の
は
、
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
す
ご
く
楽
し
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
の
「
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ホ
ー
フ
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
」（
27
／
ペ
ー
タ
ー
・
ベ
ー
レ
ン
ス
ほ
か
設
計
）
と
か
、
ブ
ル
ノ
の
「
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ハ
ッ
ト
邸
」（
30
／

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
設
計
）
と
か
、
ど
こ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
古
い
も
の
を
見
な
が
ら
、「
へ
ー
」
と
か
、「
ほ
う
」
と

か
、
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
か
ら
。
経
済
を
優
先
し
て
建
築
が
取
り
壊
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
建
築
が
ほ
と
ん
ど
無
価
値
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
自
分
た
ち
の
普
段
の
仕
事
も
無
価
値
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
す
ご
く
心
が
痛
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ

か
ら
、
設
計
者
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
楽
し
さ
を
、
も
っ
と
広
め
た
い
の
で
す
。「
私
た
ち
の
家
」
だ
っ
て
、
や
は
り
多
く
の
人
が
見
に
来
る
の
で

は
な
い
で
す
か（
笑
）。

安
田
　
そ
れ
は
覚
悟
は
し
て
い
て
、
す
で
に
見
学
会
の
依
頼
が
た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す（
笑
）。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
い
だ
わ
け
で
す
か
ら
、

社
会
貢
献
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
林
さ
ん
が
日
建
設
計
の
副
社
長
だ
っ
た
と
き
に
、

ぼ
く
も
含
め
た
新
入
社
員
10
名
ほ
ど
が
こ
の
家
に
招
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
み
な
で
「
す
ご
い
住
宅
だ
」
と
思
っ
た
感
動
を
、
今
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
住
宅
を
残
そ
う
と
い
う
発
想
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
自
然
な
こ
と
な
ん
で
す
。

野
沢
　
住
宅
の
継
承
に
は
難
し
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
で
も
活
動
で
き
て
い
る
の
は
、
単
純
に
ぼ
く
ら
の

原
点
や
楽
し
み
を
守
り
た
い
し
、
伝
え
た
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

死殻を
残すのではなく
新しい生き方を
与えたい。

Y
asuda K

oich
i

写真：齊藤さだむ

し
に
が
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代
田
の
町
家

1
9
7
6
年
に
坂
本
一
成
が
設

計
し
た
小
住
宅
。
日
本
の
建
築

家
が
住
宅
を
通
し
て
、
新
し
い

思
考
と
哲
学
を
展
開
さ
せ
た
、

70
年
代
の
著
名
な
都
市
住
宅
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
銀
色
の
外
壁

の
「
家
型
」
が
特
徴
的
。
坂
本

一
成
本
人
の
監
修
に
よ
っ
て
、

住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
が
協
力
設

計
者
と
と
も
に
、
耐
震
改
修
や

設
備
更
新
、
一
部
オ
リ
ジ
ナ
ル

へ
の
復
原
な
ど
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
工
事
を
行
っ
た
。
現
在
、
新

た
な
住
み
手
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
。

のざわ・まさみつ／1944年
東京都生まれ。69年東京藝
術大学美術学部建築科卒業。
70年大高建築設計事務所入
所。74年野沢正光建築工房
設立。現在、住宅遺産トラ
スト代表理事、武蔵野美術
大学客員教授、横浜国立大
学工学部非常勤講師ほか。
おもな作品＝「相模原の住
宅」（92）、「いわむらかずお
絵本の丘美術館」（98）、「木
造ドミノ住宅」（2007）、「立
川市庁舎新庁舎」（10）。

やすだ・こういち／1958年
神奈川県生まれ。81年東京
工業大学工学部建築学科卒
業。83年同大学大学院修士
課程修了。83～2002年日建
設計。現在、東京工業大学
大学院教授、安田アトリエ
主宰。博士（学術）。13年林
昌二・雅子夫妻の自邸「私
たちの家」を改修し、住ま
い手となる。おもな作品＝
「ポーラ美術館」（02）、「大分
マリーンパレス水族館『う
みたまご』」（04）、「東京工業
大学緑が丘１号館レトロフ
ィット」（06）、「[[[cell]]]」（12）。
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嫁
ぎ
先
を
ど
う
見
つ
け
る
か

個
人
的
な
楽
し
み
で
も
あ
る

―
―
今
号
は
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
」
と
題
し
た
、
名
作
住
宅
の
改
修
事
例
を
特
集
し
ま
す
。
改
修
を
経
て
次
代
に
引
き
継
が
れ
た
事
例

を
参
考
に
、
過
去
の
名
作
を
継
承
す
る
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
ま
さ
に
価
値
あ
る
住
宅
建
築
の
継
承
を
考
え
る
た
め

の
組
織
で
あ
る
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

野
沢
正
光
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
吉
村
順
三
が
設
計
し
た
「
園
田
高
弘
邸
」（
1
9
5
5
）
で
す
。
ま
だ

戦
後
の
建
築
面
積
の
規
制
が
あ
っ
た
頃
に
建
て
ら
れ
た
、
わ
ず
か
18
坪
（
建
築
面
積
）
ほ
ど
の
す
ご
く
小
さ
な
住
宅
な
の
で
す
が
、
今
日
で
は
ま

ね
で
き
な
い
ほ
ど
に
密
度
の
高
い
す
ぐ
れ
た
住
宅
で
す
。
こ
の
住
宅
の
施
主
だ
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
園
田
高
弘
さ
ん
が
2
0
0
4
年
に
亡
く
な
ら

れ
た
後
、
奥
さ
ま
が
「
吉
村
順
三
の
貴
重
な
仕
事
な
の
で
、
こ
の
住
宅
を
誰
か
が
引
き
継
い
で
く
れ
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
想

い
に
応
え
よ
う
と
集
ま
っ
た
の
が
「
園
田
高
弘
邸
の
継
承
と
活
用
を
考
え
る
会
」
で
あ
り
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
前
身
に
あ
た
り
ま
す
。

―
―
ひ
と
つ
の
住
宅
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
大
き
な
活
動
に
展
開
し
た
の
で
す
か
。

野
沢
「
園
田
高
弘
邸
」
は
自
由
が
丘
の
高
級
住
宅
地
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
土
地
代
だ
け
で
相
当
な
金
額
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
引
き
取

り
手
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
最
終
的
に
引
き
取
り
手
が
見
つ
か
る
ま
で
、
4
〜
5
年
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の

あ
い
だ
に
社
会
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
の
で
す
。
ひ
と
つ
は
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」（
08
〜
）。メ
ン
バ
ー

の
ひ
と
り
の
林
泰
義
さ
ん
（
都
市
計
画
家
）
が
、
住
宅
を
外
に
開
く
こ
と
で
地
域
社
会
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
熱
心
に
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
の

考
え
に
園
田
夫
人
も
共
感
さ
れ
、「
園
田
高
弘
邸
」
で
演
奏
会
と
建
築
レ
ク
チ
ャ
ー
を
催
し
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
昭
和
の
名
作
住
宅
に
暮
ら

す
―
―
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
で
き
る
こ
と
―
―
」（
12
）
と
い
う
展
覧
会
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
同
時
期
に
吉
田
五
十
八
の「
旧
倉
田
邸
」

（
1
9
5
5
）や
「
新
・
前
川
國
男
自
邸
」（
74
）
の
保
存
の
話
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
き
取
り
手
を
募
る
意
味
も
含
め
て
、

名
作
住
宅
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
に
催
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
日
本
経
済
新
聞
で
「
昭
和
の
名
作
住
宅
を
守
れ
」
と
い
う
記
事
に
な

り
ま
し
た
。
要
は
情
報
が
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
来
ほ
か
の
住
宅
の
相
談
も
ち
ら
ほ
ら
と
飛
び
込
ん
で
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅
の
継
承
の
時
期
が
来
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
個
別
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
2
0
1
3
年
に
一

般
社
団
法
人
と
し
て
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
設
立
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
家
の
名
作
の
継
承
が
各
所
で
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
安
田
さ

ん
も
、
林
昌
二
と
林
雅
子
の
自
邸
「
私
た
ち
の
家
」（
1
9
5
5
／
10
〜
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
改
修
し
て
継
承
し
、
自
ら
住
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。
当

事
者
で
も
あ
る
安
田
さ
ん
は
、
名
作
住
宅
の
継
承
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。

安
田
幸
一
　
住
宅
を
住
宅
と
し
て
引
き
継
ご
う
と
思
う
と
、
一
般
的
に
は
困
難
も
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
私
た
ち
の
家
」
や
「
園
田
高

弘
邸
」
も
そ
う
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
名
作
と
い
わ
れ
て
い
る
住
宅
の
多
く
が
50
年
代
に
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
、
構
造
や
設
備
な
ど

も
含
め
た
物
理
的
な
寿
命
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
名
作
住
宅
の
初
代
施
主
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
住
宅
に
対
し
て
非
常
に
思
い
入

れ
が
あ
っ
て
、
寿
命
が
せ
ま
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
な
ん
と
か
保
持
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
世
代
交
代
の
時
期
に
な
り
、
2
代
目

や
3
代
目
に
そ
こ
ま
で
の
強
い
思
い
入
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
生
活
面
や
金
銭
面
で
無
理
を
し
て
ま
で
、
寿
命
の
近
い
建
物
を
延
命
さ
せ
る
こ
と

に
意
味
は
あ
る
の
か
、
と
考
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
相
続
の
こ
と
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
お
金
の
話
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
住
宅
を
物
理
的

に
ど
こ
ま
で
生
き
延
び
さ
せ
る
か
、
そ
の
判
断
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
同
じ
で
、
寿
命
が
来
た
ら
き
れ
い
に
死
ん
で
い

く
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
姿
だ
し
、
た
ま
た
ま
健
康
で
あ
れ
ば
、
が
ん
ば
っ
て
も
う
ち
ょ
っ
と
生
き
て
ほ
し
い
と
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

い
い
。「
私
た
ち
の
家
」
は
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
な
の
で
、
少
し
だ
け
は
延
命
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
ぼ
く
ら
が
死
ん
だ

後
は
ど
う
す
る
の
か
、
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
永
久
住
宅
と
い
う
の
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

野
沢
　
確
か
に
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
の
活
動
に
お
い
て
も
、
2
代
目
や
3
代
目
な
ど
の
後
継
者
に
無
理
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
今
の
世
代
の

生
活
と
過
去
の
住
宅
を
ど
う
や
っ
て
整
合
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
田
さ

ん
の
い
う
戦
後
の
名
作
住
宅
は
、
規
模
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
な
り
小
さ
い
も
の
が
多
い
で
す
か
ら
、
今
の
生
活
に
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
逆
に
戦
前
の
「
加
地
邸
」（
28
／
遠
藤
新
設
計
）
な
ど
は
大
き
す
ぎ
て
、
個
人
住
宅
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
も
と
も
と
の
状
態
に
必
ず
し
も
縛
ら
れ
な
く
て
も
よ
く
て
、
既
存
の
古
い
建
物
の
価
値
を
「
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
見

す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
昔
の
状
態
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
か
に
も
レ
プ
リ
カ

と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
、
す
ご
く
気
持
ち
の
悪
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
意
匠
や
技
術
、
あ
る
い
は
手
間
を
か
け
る
部
分
へ

の
社
会
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
む
や
み
に
懐
古
主
義
的
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
の
は
ス
マ
ー
ト
で
は
な
い
。

安
田
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
ご
う
と
思
っ
た

ら
、
寒
い
ま
ま
で
い
い
の
か
、
お
湯
が
出
な
く
て
も
い
い
の
か
、
な

ど
と
い
っ
た
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
は
自
由
に
創
造
し

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
継
承
の
秘
訣
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
設

備
の
ま
ま
だ
と
電
気
代
が
す
ご
い
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
過
去
の
仕

様
を
職
人
に
頼
む
と
大
変
な
コ
ス
ト
に
な
る
、
な
ど
と
い
っ
た
リ
ア

ル
な
懐
具
合
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
る
は
ず
で
す
。

野
沢
　
古
い
も
の
は
古
い
も
の
と
し
て
、
や
は
り
宿
題
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
宿
題
に
対
す
る
答
え
を
出
す
よ
う
に
、
住
宅
設
計
は

改
修
で
あ
ろ
う
と
今
の
方
法
で
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
一
種
の
創
作
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
住
宅
を
住

宅
と
し
て
残
す
う
え
で
の
宿
命
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
「
私
た
ち
の
家
」
は
、
林
さ
ん
自
身
が
何
度
も
増
改
築
を
し
て
き
た
住
宅
な
の
で

す
か
ら
、
そ
う
し
た
新
陳
代
謝
は
む
し
ろ
「
私
た
ち
の
家
」
の
延
長
線
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
住
宅
以
外
の
用
途
へ
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

野
沢
　
先
ほ
ど
の
「
園
田
高
弘
邸
」
は
、
半
分
は
住
宅
、
半
分
は
別
用
途
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
園
田
高
弘
邸
」
の
引
き
取
り
手
は
大
阪

に
住
ん
で
い
る
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
の
方
で
、
自
宅
は
大
阪
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
京
に
出
て
き
た
と
き
の
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
、
仕
事
の
打
ち

合
わ
せ
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
継
続
し
て
も
い
い
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、

引
き
続
き
「
音
楽
と
建
築
の
響
き
合
う
集
い
」
の
開
催
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
住
宅
の
場
合
は
、
園
田
夫
人
も
新
し
い
住
ま
い
手
も
、
住
宅

を
開
く
活
動
を
と
て
も
楽
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
活
動
は
、
楽
し
ま
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
か
ら
。

安
田
　
そ
れ
は
よ
い
残
り
方
を
し
ま
し
た
ね
。
自
分
の
こ
と
を
棚
上
げ
し
て
い
い
ま
す
と
、
名
作
住
宅
と
は
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
住
宅
と
し
て

継
承
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
住
宅
に
は
人
が
住
ん
で
い
る
ほ
う
が
、
建
築
本
来
の
息
吹
き
が
生
き
る

こ
と
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
人
口
が
減
少
し
て
ま
す
ま
す
住
宅
が
余
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
住
宅
と
し
て
残
す
だ
け
で
な
く
、
余

裕
の
あ
る
組
織
や
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
転
用
さ
れ
る
の
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
設
計
し
た
「
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
・
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」（
50
）
を
見
に
行
っ
た
と
き
に
、
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
画
商
が
買
い
取

っ
て
、
竣
工
当
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
姿
に
戻
す
と
い
う
工
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
す
ご
く
き
れ
い
な
状
態
に
な
っ
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
復
原
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
質
の
向
上
と
い
う
印
象
で
し
た
。
そ
う
し
た
継
承
は
、
死
殻
を
残
す
行
為
で
は
決
し
て

な
く
、
新
し
い
生
き
方
を
与
え
る
行
為
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。

野
沢
　
移
築
さ
れ
た
例
で
す
が
、
坂
倉
準
三
が
設
計
し
た
「
旧
飯
箸
邸
」（
41
）
を
転
用
し
た
ド
メ
イ
ヌ
・
ド
ゥ
・
ミ
ク
ニ
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
も

あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
明
治
村
や
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
よ
う
に
、
博
物
館
の
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
建
築
史
の
説
明
と
し
て
、
過
去
の
建

築
を
時
間
を
と
め
て
保
存
す
る
、
と
い
う
考
え
も
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
住
宅
に
も
新
し
い
生
き
方
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま

し
た
が
、
今
と
は
か
な
り
異
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
た
名
作
住
宅
を
、
無
理
に
現
代
住
宅
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
住
宅
以
外
に
転
用
さ
れ
た
幸
せ
な
事
例
は
結
構
あ
り
ま
す
か
ら
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
う
ま
く
い
っ
た
事
例
は
よ
い
嫁
ぎ
先
が
見
つ

か
っ
た
も
の
ば
か
り
で
す
。

―
―
住
宅
は
誰
か
の
所
有
物
な
の
で
、
結
局
は
よ
い
所
有
者
と
の
出

会
い
が
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
で
す

ね
。

野
沢
　
ぼ
く
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受
け
て
は
い
ま
す
が
、
不
動

産
取
引
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
住
宅
を
買
っ
て
く
れ
る

嫁
ぎ
先
の
耳
に
情
報
が
入
る
よ
う
に
、
周
知
を
す
る
の
が
お
も
な
活

動
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
の
住
宅
の
掲
載
や
、
建
築
見
学
会

は
ま
る
で
文
化
活
動
の
よ
う
で
す
が
、
じ
つ
は
嫁
ぎ
先
を
探
す
た
め
の
催
し
で
も
あ
り
ま
す
。
坂
本
一
成
さ
ん
が
設
計
し
た「
代
田
の
町
家
」（
76
）

で
も
、「
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
」
主
催
で
見
学
会
や
展
覧
会
を
行
っ
て
い
た
ら
、「
こ
の
住
宅
に
住
み
た
い
」
と
い
う
方
が
現
れ
た
の
で
す
。
外
国
の

方
で
し
た
が
、
坂
本
さ
ん
自
身
の
監
修
に
よ
っ
て
キ
ッ
チ
ン
な
ど
を
改
修
し
ま
し
た
。
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
住
宅
と
し
て
継
承
さ

れ
ま
し
た
よ
。

安
田
　
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
、
可
能
性
を
広
げ
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
遠
ま
わ
り
で
す
が
、
普
段
か
ら
一
般
の
人
に

建
築
を
理
解
し
て
も
ら
う
、
あ
る
種
の
普
及
活
動
が
結
局
は
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
建
築
や
住
宅
を
取
り
上
げ
る
一
般
誌
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
か
ら
、
少
し
前
と
は
全
然
状
況
が
違
い
ま
す
。

野
沢
　
私
も
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
一
般
の
人
と
建
築
の
話
を
す
る
機
会
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
吉
村
順
三
の
フ
ァ
ン
が
と
て
も
多
い
と
い

う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
い
ま
す
。
弟
子
筋
の
私
が
い
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
吉
村
さ
ん
の
住
宅
は
割
と
普
通
に
見
え
る
の
に
、
一
般
の

人
か
ら
き
わ
め
て
評
価
が
高
い
。
東
京
藝
術
大
学
で
催
さ
れ
た
吉
村
順
三
展
に
は
、
す
ご
い
数
の
来
場
者
が
訪
れ
ま
し
た
か
ら
。
一
般
の
人
が
建

築
家
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
に
付
加
価
値
を
見
出
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
、
全
般
的
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
吉
村
さ
ん
に

関
し
て
は
不
動
の
評
価
が
あ
り
ま
す
よ
。
こ
れ
は
も
は
や
ブ
ラ
ン
ド
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
田
　
吉
村
さ
ん
の
フ
ァ
ン
が
多
い
と
い
う
の
は
、
建
築
業
界
全
体
に
と
っ
て
も
す
ご
く
よ
い
こ
と
で
す
ね
。
吉
村
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
ほ
か
の

建
築
家
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
市
場
に
も
変
化
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
変
に
ブ
ラ
ン
ド
志
向
だ
け
が
あ
る

と
偏
屈
な
感
じ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
質
の
高
い
家
を
大
事
に
す
る
志
向
に
つ
な
が
っ
て
く
れ
ば
、
よ
い
傾
向
に
な
り
そ
う
で
す
。
最
終

的
に
は
、
設
計
者
の
名
前
に
左
右
さ
れ
ず
に
、
冷
静
な
目
で
建
築
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
社
会
に
な
る
と
よ
い
で
す
ね
。

―
―
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
の
未
来
に
は
険
し
い
道
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
一
方
で
多
く
の
建
築
家
が
精
力
的
に
、
そ
し
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

野
沢
　
社
会
の
た
め
だ
け
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
設
計
者
の
都
合
を
い
う
と
、
古
い
建
物
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
し
ま
う
の

は
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
な
い
、
と
も
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
自
分
が
名
建
築
を
見
に
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら（
笑
）。
冗
談
の
よ
う
で

す
が
、
や
は
り
あ
る
時
代
の
す
ぐ
れ
た
建
築
を
見
に
行
く
の
は
、
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
す
ご
く
楽
し
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
の
「
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ホ
ー
フ
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
」（
27
／
ペ
ー
タ
ー
・
ベ
ー
レ
ン
ス
ほ
か
設
計
）
と
か
、
ブ
ル
ノ
の
「
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ハ
ッ
ト
邸
」（
30
／

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
設
計
）
と
か
、
ど
こ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
古
い
も
の
を
見
な
が
ら
、「
へ
ー
」
と
か
、「
ほ
う
」
と

か
、
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
か
ら
。
経
済
を
優
先
し
て
建
築
が
取
り
壊
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
建
築
が
ほ
と
ん
ど
無
価
値
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
自
分
た
ち
の
普
段
の
仕
事
も
無
価
値
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
す
ご
く
心
が
痛
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ

か
ら
、
設
計
者
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
楽
し
さ
を
、
も
っ
と
広
め
た
い
の
で
す
。「
私
た
ち
の
家
」
だ
っ
て
、
や
は
り
多
く
の
人
が
見
に
来
る
の
で

は
な
い
で
す
か（
笑
）。

安
田
　
そ
れ
は
覚
悟
は
し
て
い
て
、
す
で
に
見
学
会
の
依
頼
が
た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す（
笑
）。
こ
う
い
う
住
宅
を
引
き
継
い
だ
わ
け
で
す
か
ら
、

社
会
貢
献
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
林
さ
ん
が
日
建
設
計
の
副
社
長
だ
っ
た
と
き
に
、

ぼ
く
も
含
め
た
新
入
社
員
10
名
ほ
ど
が
こ
の
家
に
招
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
み
な
で
「
す
ご
い
住
宅
だ
」
と
思
っ
た
感
動
を
、
今
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
住
宅
を
残
そ
う
と
い
う
発
想
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
自
然
な
こ
と
な
ん
で
す
。

野
沢
　
住
宅
の
継
承
に
は
難
し
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
で
も
活
動
で
き
て
い
る
の
は
、
単
純
に
ぼ
く
ら
の

原
点
や
楽
し
み
を
守
り
た
い
し
、
伝
え
た
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

死殻を
残すのではなく
新しい生き方を
与えたい。

Y
asuda K

oich
i

写真：齊藤さだむ
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安
田
幸
一

「
私
た
ち
の
家
」改
修

増
改
築
の
た
す
き
を
つ
な
ぐ

林
昌
二
・
林
雅
子
夫
妻
の
自
邸
「
私
た
ち
の
家
」
は
、

１
９
５
５
年
に
竣
工
し
て
以
来
、
増
改
築
を
重
ね
育
って
き
た
。

そ
の
住
宅
を
建
築
家
・
安
田
幸
一さ
ん
が
、
新
た
な
住
ま
い
手
と
し
て
引
き
継
ぎ
、

増
改
築
の
た
す
き
を
つ
な
い
だ
。

原
設
計

改
修
設
計

居間からデッキ越しに南
側の庭を見る。デッキと
室内の境は、長辺方向に
３本引きの木製引き戸、
短辺方向に折れ戸が納ま
り、Ｌ字型に間仕切られ
る。建具は既存の再利用。

1階 居間

The Future
of 

Vintage
Residences

Special
Feature

Part

Case Study
“House

in Koishikawa”

1011



林 

昌
二 

＋ 

林 

雅
子

小
石
川
の
住
宅

特
集
／
そ
の
2

取
材
・
文
／
伏
見 

唯
　
写
真
／
藤
塚
光
政

安
田
幸
一

「
私
た
ち
の
家
」改
修

増
改
築
の
た
す
き
を
つ
な
ぐ

林
昌
二
・
林
雅
子
夫
妻
の
自
邸
「
私
た
ち
の
家
」
は
、

１
９
５
５
年
に
竣
工
し
て
以
来
、
増
改
築
を
重
ね
育
って
き
た
。

そ
の
住
宅
を
建
築
家
・
安
田
幸
一さ
ん
が
、
新
た
な
住
ま
い
手
と
し
て
引
き
継
ぎ
、

増
改
築
の
た
す
き
を
つ
な
い
だ
。

原
設
計

改
修
設
計

居間からデッキ越しに南
側の庭を見る。デッキと
室内の境は、長辺方向に
３本引きの木製引き戸、
短辺方向に折れ戸が納ま
り、Ｌ字型に間仕切られ
る。建具は既存の再利用。

1階 居間
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日
本
の
古
建
築
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
古
び

た
風
情
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
感
じ
て
き

た
建
築
が
、
じ
つ
は
長
い
時
間
を
か
け
て
少

し
ず
つ
つ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
含
蓄
に
気

が
つ
く
と
、
そ
の
建
築
の
魅
力
が
い
っ
そ
う

際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
江
戸

時
代
ら
し
い
豪
奢
な
龍
の
彫
刻
付
き
の
小
柱

が
、
建
立
し
て
か
ら
1
0
0
0
年
近
く
後
に

付
加
さ
れ
た
法
隆
寺
金
堂
。
質
素
な
古
代
建

築
を
修
理
す
る
際
に
、
江
戸
時
代
ら
し
い
意

匠
を
施
す
こ
と
で
、
そ
の
と
き
の
修
理
箇
所

を
は
っ
き
り
さ
せ
、
む
し
ろ
法
隆
寺
の
古
代

性
を
じ
ゃ
ま
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の

だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
桂
離
宮

で
も
ま
た
、
八
条
宮
家
の
親
子
二
代
に
わ
た

っ
て
、
古
書
院
、
中
書
院
、
楽
器
の
間
、
新

御
殿
が
漸
次
増
築
さ
れ
る
こ
と
で
、
庭
を
包

む
よ
う
に
雁
行
す
る
有
機
的
な
平
面
が
出
来

上
が
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
魅
力
は
、
時
を
重
ね
た
古
建
築

な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
建
築
に

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
な
ど
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
林
昌
二
・
雅
子
夫
妻

玄関扉は、客を迎え入れ
る内開きのメインドアと、
搬出入用に外開きにして
ある子扉とが対になって
いる。手前のガラス戸が
子扉で、外へ視線が抜け
る。一方で大きな姿見が、
居間への視線をゆるやか
にさえぎっている。

旗竿敷地のため、煉瓦敷
きの長いアプローチがあ
る。直進するとカーポー
ト、その奥に庭。右斜め
前に進むと玄関に至る。
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の
「
私
た
ち
の
家
」
が
あ
っ
た
。
1
9
5
5

年
、ふ
た
り
の
結
婚
を
機
に
つ
く
ら
れ
た「
私

た
ち
の
家
」
は
、
2
回
の
増
改
築
を
経
る
こ

と
で
、
お
よ
そ
増
改
築
で
し
か
生
じ
え
な
い

時
間
を
内
包
し
た
構
成
に
な
っ
た
。

　
55
年
に
つ
く
ら
れ
た
最
初
の
「
私
た
ち
の

家
」
は
、
17
・
5
坪
ほ
ど
の
小
さ
な
長
方
形

の
住
宅
。
造
り
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
ん
だ
壁
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
ラ
ブ
の

屋
根
を
か
け
た
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
っ
た

（
16
ペ
ー
ジ
）。50
年
代
は
、清
家
清
の
「
森
博

士
の
家
」（
51
）
や
増
沢
洵
の
「
コ
ア
の
あ
る

H
氏
の
住
ま
い
」（
53
）
な
ど
の
よ
う
に
、
戦

後
体
制
下
に
お
け
る
資
材
や
建
坪
の
規
制
が

あ
る
な
か
で
も
、
数
々
の
名
作
が
生
ま
れ
た

時
代
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
も
ま
た
、
そ

う
し
た
50
年
代
の
小
住
宅
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
造
壁
と
大
き

な
建
具
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
き
び
し
い
制

約
の
も
と
で
生
ま
れ
た
秩
序
と
緊
張
感
が
、

現
代
に
も
通
じ
る
合
理
性
と
な
り
、
名
作
た

ら
し
め
て
い
る
。こ
の
頃
の「
私
た
ち
の
家
」

は
、
後
に
第
1
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
1
期
を
、
林
昌
二
は
「
手
持
ち
の

お
金
と
ぎ
り
ぎ
り
の
借
金
で
や
っ
と
建
て
た

家
で
し
た
か
ら
、
無
駄
は
も
ち
ろ
ん
余
裕
も

全
く
な
い
家
で
し
た
」（『
私
の
住
居
・
論
』、

丸
善
）
と
述
懐
し
て
お
り
、
林
に
と
っ
て
改

修
や
増
築
の
余
地
の
あ
る
住
宅
で
あ
っ
た
。

実
際
、
竣
工
か
ら
9
年
ほ
ど
後
に
屋
根
ス
ラ

ブ
の
下
に
断
熱
材
を
貼
り
、
北
側
に
収
納
部

を
増
築
す
る
な
ど
、「
少
し
ず
つ
住
ま
い
ら
し

い
体
裁
」
が
調
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
竣
工
か
ら
20
年
以
上
経
っ
た
78

年
、
第
2
期
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
増
改
築
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
増
改
築
で
は
、
お
も
に
南

西
の
三
角
形
部
分
と
2
階
全
体
が
増
築
さ
れ

た
。
第
1
期
の
58
㎡
（
延
床
面
積
）
が
、
第

2
期
で
は
2
3
8
㎡
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
ま
さ
に
大
増
築
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来

る
と
、
い
っ
そ
新
築
で
つ
く
っ
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
考
え
も
生
ま
れ
て
く
る
。

林
昌
二
は
「
家
と
い
う
も
の
は
、
気
軽
に
建

て
直
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、

心
の
安
ま
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
安

ま
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
環
境
の
変
化
そ
の

も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
第
2
期
で
は
増
築
の
方
法
も
特
徴

的
で
あ
っ
た
。
ふ
つ
う
に
既
存
部
（
第
1
期

部
分
）
に
2
階
を
の
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
不

可
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
既
存

部
に
加
重
を
か
け
な
い
よ
う
に
木
造
で
キ
ャ

ン
テ
ィ
レ
バ
ー
の
屋
根
を
差
し
か
け
て
、
2

階
を
つ
く
っ
て
い
る
（
17
ペ
ー
ジ
）。林
昌
二

自
身
は
、
こ
の
構
造
を
「
お
か
げ
で
私
の
好

み
で
は
な
い
構
造
的
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
が
必
要

と
な
り
、
家
の
形
も
ま
こ
と
に
珍
妙
な
も
の

と
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
林
の
大
学
の
後
輩
で
あ
り
、
日

建
設
計
の
部
下
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
の

後
継
者
に
な
っ
た
安
田
幸
一
さ
ん
は
、「
林
さ

ん
は
制
約
の
な
か
で
新
し
い
創
造
を
見
つ
け

る
の
が
好
き
な
人
で
し
た
か
ら
、
こ
の
構
造

の
制
約
も
、
お
そ
ら
く
発
想
の
源
と
と
ら
え

て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

要
素
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、

本
当
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
だ
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
」
と
語
る
。
第
1
期
、
第
2
期
と

も
に
制
約
が
、
林
の
真
価
を
引
き
出
し
た
に

ち
が
い
な
い
。

　
そ
し
て
、「
私
た
ち
の
家
」
を
継
承
し
た
安

田
幸
一
さ
ん
は
、
い
わ
ば
第
3
期
へ
た
す
き

を
つ
な
い
だ
。

　　　
林
夫
妻
の
亡
き
後
、「
私
た
ち
の
家
」
は
住

み
手
も
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
忍

び
な
く
思
っ
て
い
た
遺
族
が
買
い
手
を
探
し

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
安
田
さ
ん
が
引
き
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
う
や
ら
、「
何
か
あ

れ
ば
東
工
大
の
先
生
（
安
田
さ
ん
）
を
頼
る

よ
う
に
」
と
い
う
林
の
遺
言
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
安
田
さ
ん
が
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
私
た
ち
の
家
」は
建
築
家
・
安
田
幸
一
の
自

邸
に
な
る
。
建
築
家
に
と
っ
て
自
邸
と
い
う

も
の
は
、
施
主
の
こ
と
を
気
に
せ
ず
に
自
分

の
建
築
哲
学
を
実
現
す
る
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス

だ
が
、
安
田
さ
ん
は
そ
れ
を
改
修
で
よ
し
と

し
た
。「
ぼ
く
は
卒
業
設
計
も
改
修
作
品
で
提

出
し
ま
し
た
し
、
昔
か
ら
新
築
と
改
修
の
あ

い
だ
に
境
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
諸
条
件
を

読
み
取
り
、
解
を
導
く
の
が
設
計
で
あ
っ
て
、

改
修
の
と
き
に
は
た
ま
た
ま
既
存
建
物
が
あ

る
だ
け
で
す
」
と
安
田
さ
ん
。

　
さ
ら
に
安
田
さ
ん
に
は
、「
私
た
ち
の
家
」

を
引
き
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
決
意
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
敬
愛
す
る
林
昌
二
と
林
雅
子

の
建
築
を
、
時
に
は
改
変
す
る
、
と
い
う
決

意
で
あ
る
。
住
宅
の
設
備
や
構
造
な
ど
は
、

必
要
と
あ
れ
ば
更
新
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

し
、
住
む
人
が
違
え
ば
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

違
い
も
露
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。
住
宅
を
住
宅

と
し
て
引
き
継
ぐ
以
上
、
文
化
財
や
博
物
館

展
示
の
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
保
存
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
宿
命
も
あ
る
。
保

存
に
義
務
を
感
じ
た
ら
住
め
な
い
と
感
じ
た

安
田
さ
ん
は
、「
林
さ
ん
に
は
本
当
に
申
し
わ

け
な
い
け
れ
ど
、
も
し
自
分
が
こ
う
し
た
い

と
い
う
希
望
が
生
ま
れ
た
ら
改
修
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
し
、
自
由
に
増
築
も
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
」
と
語
る
。
そ
う
し
た
決
意
と
と

も
に
安
田
さ
ん
は
、「
私
た
ち
の
家
」
は
す
で

に
自
分
た
ち
の
家
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
住

宅
の
名
称
を
「
小
石
川
の
住
宅
」
に
あ
ら
た

め
た
。

　　　
し
か
し
、「
小
石
川
の
住
宅
」
で
は
水
ま
わ

り
や
空
調
の
設
備
の
更
新
は
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
劇
的
に
変
化
し
た

部
分
が
際
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
尊
重
し
、
維
持
し
よ

う
と
の
意
志
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

食
堂
の
床
材
は
元
の
チ
ー
ク
材
を
再
利
用
し
、

一
度
床
材
を
は
が
す
と
き
に
は
、
元
の
状
態

に
戻
せ
る
よ
う
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
材
料
に

番
号
を
付
す
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
安
田
さ
ん
は
、「『
残
す
』と
い

う
行
為
も
選
択
肢
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
床
の
チ
ー
ク
材
に
つ
い
て
は
、

な
に
も
徹
底
的
に
保
存
を
し
た
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
て
、
薄
皮
一
枚
は
ぐ
だ
け
で
新
品

同
様
に
な
る
貴
重
な
無
垢
材
な
の
で
再
利
用

し
た
の
で
す
。
林
さ
ん
が
も
と
も
と
そ
う
し

た
更
新
の
可
能
性
を
仕
込
ん
で
い
た
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
変
え
る
必
要
は

な
か
っ
た
」。ま
た
デ
ッ
キ
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
は
、「
材
料
が
根
こ
そ
ぎ
腐
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
す
べ
て
新
品
に
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
を
機
に
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
よ
う
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
元
の
デ
ザ
イ
ン
が
非
常
に

庭
に
合
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
迷
い
な
く
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
『
残
す
』
と
い
う
選
択
を
し
ま

し
た
」
と
話
す
。

　
つ
ま
り
安
田
さ
ん
は
、
林
夫
妻
や
既
存
の

建
物
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
保
存
と

い
う
選
択
肢
も
創
造
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
保
存
も
改
変
も
選
択
次
第
、
確

か
に
そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
自
由
な
創
造
と

い
え
よ
う
。

　
古
建
築
に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
建
築
に

私
性
が
垣
間
見
え
る
の
は
、
長
い
時
間
の
積

み
重
ね
を
感
じ
な
い
と
き
だ
。
逆
に
時
間
を

か
け
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
は
、
そ
の
時
々

の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
実
際
に
長
い
時
間
を
積
み
重
ね
て

い
る
古
建
築
の
特
権
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。「
私
た
ち
の
家
」
あ
ら

た
め
「
小
石
川
の
住
宅
」
は
、
今
後
も
多
く

の
考
え
を
吸
収
し
、
変
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

そ
の
変
化
の
総
体
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
、

時
間
を
引
き
連
れ
た
建
築
が
、
現
前
す
る
に

ち
が
い
な
い
。

50
年
代
の
小
住
宅

第
1
期

林
夫
妻
の
大
増
築

第
2
期

外観

南庭から見た外観。庭を
囲むような平面構成。鉄
筋コンクリート造、木造、
コンクリートブロック造
の混構造である。竣工時
は、コンクリートブロッ
ク造の矩形平面だったが、
増改築を経て複雑な構造
と構成になった。
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日
本
の
古
建
築
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
古
び

た
風
情
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
感
じ
て
き

た
建
築
が
、
じ
つ
は
長
い
時
間
を
か
け
て
少

し
ず
つ
つ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
含
蓄
に
気

が
つ
く
と
、
そ
の
建
築
の
魅
力
が
い
っ
そ
う

際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
江
戸

時
代
ら
し
い
豪
奢
な
龍
の
彫
刻
付
き
の
小
柱

が
、
建
立
し
て
か
ら
1
0
0
0
年
近
く
後
に

付
加
さ
れ
た
法
隆
寺
金
堂
。
質
素
な
古
代
建

築
を
修
理
す
る
際
に
、
江
戸
時
代
ら
し
い
意

匠
を
施
す
こ
と
で
、
そ
の
と
き
の
修
理
箇
所

を
は
っ
き
り
さ
せ
、
む
し
ろ
法
隆
寺
の
古
代

性
を
じ
ゃ
ま
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の

だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
桂
離
宮

で
も
ま
た
、
八
条
宮
家
の
親
子
二
代
に
わ
た

っ
て
、
古
書
院
、
中
書
院
、
楽
器
の
間
、
新

御
殿
が
漸
次
増
築
さ
れ
る
こ
と
で
、
庭
を
包

む
よ
う
に
雁
行
す
る
有
機
的
な
平
面
が
出
来

上
が
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
魅
力
は
、
時
を
重
ね
た
古
建
築

な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
建
築
に

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
な
ど
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
林
昌
二
・
雅
子
夫
妻

玄関扉は、客を迎え入れ
る内開きのメインドアと、
搬出入用に外開きにして
ある子扉とが対になって
いる。手前のガラス戸が
子扉で、外へ視線が抜け
る。一方で大きな姿見が、
居間への視線をゆるやか
にさえぎっている。

旗竿敷地のため、煉瓦敷
きの長いアプローチがあ
る。直進するとカーポー
ト、その奥に庭。右斜め
前に進むと玄関に至る。
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の
「
私
た
ち
の
家
」
が
あ
っ
た
。
1
9
5
5

年
、ふ
た
り
の
結
婚
を
機
に
つ
く
ら
れ
た「
私

た
ち
の
家
」
は
、
2
回
の
増
改
築
を
経
る
こ

と
で
、
お
よ
そ
増
改
築
で
し
か
生
じ
え
な
い

時
間
を
内
包
し
た
構
成
に
な
っ
た
。

　
55
年
に
つ
く
ら
れ
た
最
初
の
「
私
た
ち
の

家
」
は
、
17
・
5
坪
ほ
ど
の
小
さ
な
長
方
形

の
住
宅
。
造
り
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
ん
だ
壁
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
ラ
ブ
の

屋
根
を
か
け
た
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
っ
た

（
16
ペ
ー
ジ
）。50
年
代
は
、清
家
清
の
「
森
博

士
の
家
」（
51
）
や
増
沢
洵
の
「
コ
ア
の
あ
る

H
氏
の
住
ま
い
」（
53
）
な
ど
の
よ
う
に
、
戦

後
体
制
下
に
お
け
る
資
材
や
建
坪
の
規
制
が

あ
る
な
か
で
も
、
数
々
の
名
作
が
生
ま
れ
た

時
代
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
も
ま
た
、
そ

う
し
た
50
年
代
の
小
住
宅
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
造
壁
と
大
き

な
建
具
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
き
び
し
い
制

約
の
も
と
で
生
ま
れ
た
秩
序
と
緊
張
感
が
、

現
代
に
も
通
じ
る
合
理
性
と
な
り
、
名
作
た

ら
し
め
て
い
る
。こ
の
頃
の「
私
た
ち
の
家
」

は
、
後
に
第
1
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
1
期
を
、
林
昌
二
は
「
手
持
ち
の

お
金
と
ぎ
り
ぎ
り
の
借
金
で
や
っ
と
建
て
た

家
で
し
た
か
ら
、
無
駄
は
も
ち
ろ
ん
余
裕
も

全
く
な
い
家
で
し
た
」（『
私
の
住
居
・
論
』、

丸
善
）
と
述
懐
し
て
お
り
、
林
に
と
っ
て
改

修
や
増
築
の
余
地
の
あ
る
住
宅
で
あ
っ
た
。

実
際
、
竣
工
か
ら
9
年
ほ
ど
後
に
屋
根
ス
ラ

ブ
の
下
に
断
熱
材
を
貼
り
、
北
側
に
収
納
部

を
増
築
す
る
な
ど
、「
少
し
ず
つ
住
ま
い
ら
し

い
体
裁
」
が
調
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
竣
工
か
ら
20
年
以
上
経
っ
た
78

年
、
第
2
期
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
増
改
築
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
増
改
築
で
は
、
お
も
に
南

西
の
三
角
形
部
分
と
2
階
全
体
が
増
築
さ
れ

た
。
第
1
期
の
58
㎡
（
延
床
面
積
）
が
、
第

2
期
で
は
2
3
8
㎡
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
ま
さ
に
大
増
築
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来

る
と
、
い
っ
そ
新
築
で
つ
く
っ
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
考
え
も
生
ま
れ
て
く
る
。

林
昌
二
は
「
家
と
い
う
も
の
は
、
気
軽
に
建

て
直
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、

心
の
安
ま
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
安

ま
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
環
境
の
変
化
そ
の

も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
第
2
期
で
は
増
築
の
方
法
も
特
徴

的
で
あ
っ
た
。
ふ
つ
う
に
既
存
部
（
第
1
期

部
分
）
に
2
階
を
の
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
不

可
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
既
存

部
に
加
重
を
か
け
な
い
よ
う
に
木
造
で
キ
ャ

ン
テ
ィ
レ
バ
ー
の
屋
根
を
差
し
か
け
て
、
2

階
を
つ
く
っ
て
い
る
（
17
ペ
ー
ジ
）。林
昌
二

自
身
は
、
こ
の
構
造
を
「
お
か
げ
で
私
の
好

み
で
は
な
い
構
造
的
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
が
必
要

と
な
り
、
家
の
形
も
ま
こ
と
に
珍
妙
な
も
の

と
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
林
の
大
学
の
後
輩
で
あ
り
、
日

建
設
計
の
部
下
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
の

後
継
者
に
な
っ
た
安
田
幸
一
さ
ん
は
、「
林
さ

ん
は
制
約
の
な
か
で
新
し
い
創
造
を
見
つ
け

る
の
が
好
き
な
人
で
し
た
か
ら
、
こ
の
構
造

の
制
約
も
、
お
そ
ら
く
発
想
の
源
と
と
ら
え

て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

要
素
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、

本
当
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
だ
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
」
と
語
る
。
第
1
期
、
第
2
期
と

も
に
制
約
が
、
林
の
真
価
を
引
き
出
し
た
に

ち
が
い
な
い
。

　
そ
し
て
、「
私
た
ち
の
家
」
を
継
承
し
た
安

田
幸
一
さ
ん
は
、
い
わ
ば
第
3
期
へ
た
す
き

を
つ
な
い
だ
。

　　　
林
夫
妻
の
亡
き
後
、「
私
た
ち
の
家
」
は
住

み
手
も
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
忍

び
な
く
思
っ
て
い
た
遺
族
が
買
い
手
を
探
し

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
安
田
さ
ん
が
引
き
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
う
や
ら
、「
何
か
あ

れ
ば
東
工
大
の
先
生
（
安
田
さ
ん
）
を
頼
る

よ
う
に
」
と
い
う
林
の
遺
言
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
安
田
さ
ん
が
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
私
た
ち
の
家
」は
建
築
家
・
安
田
幸
一
の
自

邸
に
な
る
。
建
築
家
に
と
っ
て
自
邸
と
い
う

も
の
は
、
施
主
の
こ
と
を
気
に
せ
ず
に
自
分

の
建
築
哲
学
を
実
現
す
る
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス

だ
が
、
安
田
さ
ん
は
そ
れ
を
改
修
で
よ
し
と

し
た
。「
ぼ
く
は
卒
業
設
計
も
改
修
作
品
で
提

出
し
ま
し
た
し
、
昔
か
ら
新
築
と
改
修
の
あ

い
だ
に
境
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
諸
条
件
を

読
み
取
り
、
解
を
導
く
の
が
設
計
で
あ
っ
て
、

改
修
の
と
き
に
は
た
ま
た
ま
既
存
建
物
が
あ

る
だ
け
で
す
」
と
安
田
さ
ん
。

　
さ
ら
に
安
田
さ
ん
に
は
、「
私
た
ち
の
家
」

を
引
き
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
決
意
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
敬
愛
す
る
林
昌
二
と
林
雅
子

の
建
築
を
、
時
に
は
改
変
す
る
、
と
い
う
決

意
で
あ
る
。
住
宅
の
設
備
や
構
造
な
ど
は
、

必
要
と
あ
れ
ば
更
新
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

し
、
住
む
人
が
違
え
ば
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

違
い
も
露
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。
住
宅
を
住
宅

と
し
て
引
き
継
ぐ
以
上
、
文
化
財
や
博
物
館

展
示
の
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
保
存
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
宿
命
も
あ
る
。
保

存
に
義
務
を
感
じ
た
ら
住
め
な
い
と
感
じ
た

安
田
さ
ん
は
、「
林
さ
ん
に
は
本
当
に
申
し
わ

け
な
い
け
れ
ど
、
も
し
自
分
が
こ
う
し
た
い

と
い
う
希
望
が
生
ま
れ
た
ら
改
修
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
し
、
自
由
に
増
築
も
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
」
と
語
る
。
そ
う
し
た
決
意
と
と

も
に
安
田
さ
ん
は
、「
私
た
ち
の
家
」
は
す
で

に
自
分
た
ち
の
家
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
住

宅
の
名
称
を
「
小
石
川
の
住
宅
」
に
あ
ら
た

め
た
。

　　　
し
か
し
、「
小
石
川
の
住
宅
」
で
は
水
ま
わ

り
や
空
調
の
設
備
の
更
新
は
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
劇
的
に
変
化
し
た

部
分
が
際
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
尊
重
し
、
維
持
し
よ

う
と
の
意
志
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

食
堂
の
床
材
は
元
の
チ
ー
ク
材
を
再
利
用
し
、

一
度
床
材
を
は
が
す
と
き
に
は
、
元
の
状
態

に
戻
せ
る
よ
う
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
材
料
に

番
号
を
付
す
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
安
田
さ
ん
は
、「『
残
す
』と
い

う
行
為
も
選
択
肢
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
床
の
チ
ー
ク
材
に
つ
い
て
は
、

な
に
も
徹
底
的
に
保
存
を
し
た
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
て
、
薄
皮
一
枚
は
ぐ
だ
け
で
新
品

同
様
に
な
る
貴
重
な
無
垢
材
な
の
で
再
利
用

し
た
の
で
す
。
林
さ
ん
が
も
と
も
と
そ
う
し

た
更
新
の
可
能
性
を
仕
込
ん
で
い
た
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
変
え
る
必
要
は

な
か
っ
た
」。ま
た
デ
ッ
キ
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
は
、「
材
料
が
根
こ
そ
ぎ
腐
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
す
べ
て
新
品
に
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
を
機
に
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
よ
う
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
元
の
デ
ザ
イ
ン
が
非
常
に

庭
に
合
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
迷
い
な
く
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
『
残
す
』
と
い
う
選
択
を
し
ま

し
た
」
と
話
す
。

　
つ
ま
り
安
田
さ
ん
は
、
林
夫
妻
や
既
存
の

建
物
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
保
存
と

い
う
選
択
肢
も
創
造
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
保
存
も
改
変
も
選
択
次
第
、
確

か
に
そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
自
由
な
創
造
と

い
え
よ
う
。

　
古
建
築
に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
建
築
に

私
性
が
垣
間
見
え
る
の
は
、
長
い
時
間
の
積

み
重
ね
を
感
じ
な
い
と
き
だ
。
逆
に
時
間
を

か
け
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
は
、
そ
の
時
々

の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
実
際
に
長
い
時
間
を
積
み
重
ね
て

い
る
古
建
築
の
特
権
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。「
私
た
ち
の
家
」
あ
ら

た
め
「
小
石
川
の
住
宅
」
は
、
今
後
も
多
く

の
考
え
を
吸
収
し
、
変
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

そ
の
変
化
の
総
体
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
、

時
間
を
引
き
連
れ
た
建
築
が
、
現
前
す
る
に

ち
が
い
な
い
。

50
年
代
の
小
住
宅

第
1
期

林
夫
妻
の
大
増
築

第
2
期

外観

南庭から見た外観。庭を
囲むような平面構成。鉄
筋コンクリート造、木造、
コンクリートブロック造
の混構造である。竣工時
は、コンクリートブロッ
ク造の矩形平面だったが、
増改築を経て複雑な構造
と構成になった。
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日
本
の
古
建
築
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
古
び

た
風
情
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
感
じ
て
き

た
建
築
が
、
じ
つ
は
長
い
時
間
を
か
け
て
少

し
ず
つ
つ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
含
蓄
に
気

が
つ
く
と
、
そ
の
建
築
の
魅
力
が
い
っ
そ
う

際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
江
戸

時
代
ら
し
い
豪
奢
な
龍
の
彫
刻
付
き
の
小
柱

が
、
建
立
し
て
か
ら
1
0
0
0
年
近
く
後
に

付
加
さ
れ
た
法
隆
寺
金
堂
。
質
素
な
古
代
建

築
を
修
理
す
る
際
に
、
江
戸
時
代
ら
し
い
意

匠
を
施
す
こ
と
で
、
そ
の
と
き
の
修
理
箇
所

を
は
っ
き
り
さ
せ
、
む
し
ろ
法
隆
寺
の
古
代

性
を
じ
ゃ
ま
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の

だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
桂
離
宮

で
も
ま
た
、
八
条
宮
家
の
親
子
二
代
に
わ
た

っ
て
、
古
書
院
、
中
書
院
、
楽
器
の
間
、
新

御
殿
が
漸
次
増
築
さ
れ
る
こ
と
で
、
庭
を
包

む
よ
う
に
雁
行
す
る
有
機
的
な
平
面
が
出
来

上
が
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
魅
力
は
、
時
を
重
ね
た
古
建
築

な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
建
築
に

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
な
ど
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
林
昌
二
・
雅
子
夫
妻

「
私
た
ち
の
家
」か
ら

「
小
石
川
の
住
宅
」へ

保
存
も
改
変
も

選
択
次
第

の
「
私
た
ち
の
家
」
が
あ
っ
た
。
1
9
5
5

年
、ふ
た
り
の
結
婚
を
機
に
つ
く
ら
れ
た「
私

た
ち
の
家
」
は
、
2
回
の
増
改
築
を
経
る
こ

と
で
、
お
よ
そ
増
改
築
で
し
か
生
じ
え
な
い

時
間
を
内
包
し
た
構
成
に
な
っ
た
。

　
55
年
に
つ
く
ら
れ
た
最
初
の
「
私
た
ち
の

家
」
は
、
17
・
5
坪
ほ
ど
の
小
さ
な
長
方
形

の
住
宅
。
造
り
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
ん
だ
壁
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
ラ
ブ
の

屋
根
を
か
け
た
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
っ
た

（
16
ペ
ー
ジ
）。50
年
代
は
、清
家
清
の
「
森
博

士
の
家
」（
51
）
や
増
沢
洵
の
「
コ
ア
の
あ
る

H
氏
の
住
ま
い
」（
53
）
な
ど
の
よ
う
に
、
戦

後
体
制
下
に
お
け
る
資
材
や
建
坪
の
規
制
が

あ
る
な
か
で
も
、
数
々
の
名
作
が
生
ま
れ
た

時
代
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
も
ま
た
、
そ

う
し
た
50
年
代
の
小
住
宅
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
造
壁
と
大
き

な
建
具
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
き
び
し
い
制

約
の
も
と
で
生
ま
れ
た
秩
序
と
緊
張
感
が
、

現
代
に
も
通
じ
る
合
理
性
と
な
り
、
名
作
た

ら
し
め
て
い
る
。こ
の
頃
の「
私
た
ち
の
家
」

は
、
後
に
第
1
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
1
期
を
、
林
昌
二
は
「
手
持
ち
の

お
金
と
ぎ
り
ぎ
り
の
借
金
で
や
っ
と
建
て
た

家
で
し
た
か
ら
、
無
駄
は
も
ち
ろ
ん
余
裕
も

全
く
な
い
家
で
し
た
」（『
私
の
住
居
・
論
』、

丸
善
）
と
述
懐
し
て
お
り
、
林
に
と
っ
て
改

修
や
増
築
の
余
地
の
あ
る
住
宅
で
あ
っ
た
。

実
際
、
竣
工
か
ら
9
年
ほ
ど
後
に
屋
根
ス
ラ

ブ
の
下
に
断
熱
材
を
貼
り
、
北
側
に
収
納
部

を
増
築
す
る
な
ど
、「
少
し
ず
つ
住
ま
い
ら
し

い
体
裁
」
が
調
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
竣
工
か
ら
20
年
以
上
経
っ
た
78

年
、
第
2
期
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
増
改
築
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
増
改
築
で
は
、
お
も
に
南

西
の
三
角
形
部
分
と
2
階
全
体
が
増
築
さ
れ

た
。
第
1
期
の
58
㎡
（
延
床
面
積
）
が
、
第

2
期
で
は
2
3
8
㎡
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
ま
さ
に
大
増
築
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来

る
と
、
い
っ
そ
新
築
で
つ
く
っ
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
考
え
も
生
ま
れ
て
く
る
。

林
昌
二
は
「
家
と
い
う
も
の
は
、
気
軽
に
建

て
直
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、

心
の
安
ま
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
安

ま
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
環
境
の
変
化
そ
の

も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
第
2
期
で
は
増
築
の
方
法
も
特
徴

的
で
あ
っ
た
。
ふ
つ
う
に
既
存
部
（
第
1
期

部
分
）
に
2
階
を
の
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
不

可
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
既
存

部
に
加
重
を
か
け
な
い
よ
う
に
木
造
で
キ
ャ

ン
テ
ィ
レ
バ
ー
の
屋
根
を
差
し
か
け
て
、
2

階
を
つ
く
っ
て
い
る
（
17
ペ
ー
ジ
）。林
昌
二

自
身
は
、
こ
の
構
造
を
「
お
か
げ
で
私
の
好

み
で
は
な
い
構
造
的
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
が
必
要

と
な
り
、
家
の
形
も
ま
こ
と
に
珍
妙
な
も
の

と
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
林
の
大
学
の
後
輩
で
あ
り
、
日

建
設
計
の
部
下
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
の

後
継
者
に
な
っ
た
安
田
幸
一
さ
ん
は
、「
林
さ

ん
は
制
約
の
な
か
で
新
し
い
創
造
を
見
つ
け

る
の
が
好
き
な
人
で
し
た
か
ら
、
こ
の
構
造

の
制
約
も
、
お
そ
ら
く
発
想
の
源
と
と
ら
え

て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

要
素
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、

本
当
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
だ
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
」
と
語
る
。
第
1
期
、
第
2
期
と

も
に
制
約
が
、
林
の
真
価
を
引
き
出
し
た
に

ち
が
い
な
い
。

　
そ
し
て
、「
私
た
ち
の
家
」
を
継
承
し
た
安

田
幸
一
さ
ん
は
、
い
わ
ば
第
3
期
へ
た
す
き

を
つ
な
い
だ
。

　　　
林
夫
妻
の
亡
き
後
、「
私
た
ち
の
家
」
は
住

み
手
も
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
忍

び
な
く
思
っ
て
い
た
遺
族
が
買
い
手
を
探
し

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
安
田
さ
ん
が
引
き
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
う
や
ら
、「
何
か
あ

れ
ば
東
工
大
の
先
生
（
安
田
さ
ん
）
を
頼
る

よ
う
に
」
と
い
う
林
の
遺
言
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
安
田
さ
ん
が
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
私
た
ち
の
家
」は
建
築
家
・
安
田
幸
一
の
自

邸
に
な
る
。
建
築
家
に
と
っ
て
自
邸
と
い
う

も
の
は
、
施
主
の
こ
と
を
気
に
せ
ず
に
自
分

の
建
築
哲
学
を
実
現
す
る
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス

だ
が
、
安
田
さ
ん
は
そ
れ
を
改
修
で
よ
し
と

し
た
。「
ぼ
く
は
卒
業
設
計
も
改
修
作
品
で
提

出
し
ま
し
た
し
、
昔
か
ら
新
築
と
改
修
の
あ

い
だ
に
境
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
諸
条
件
を

読
み
取
り
、
解
を
導
く
の
が
設
計
で
あ
っ
て
、

改
修
の
と
き
に
は
た
ま
た
ま
既
存
建
物
が
あ

る
だ
け
で
す
」
と
安
田
さ
ん
。

　
さ
ら
に
安
田
さ
ん
に
は
、「
私
た
ち
の
家
」

を
引
き
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
決
意
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
敬
愛
す
る
林
昌
二
と
林
雅
子

の
建
築
を
、
時
に
は
改
変
す
る
、
と
い
う
決

意
で
あ
る
。
住
宅
の
設
備
や
構
造
な
ど
は
、

必
要
と
あ
れ
ば
更
新
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

し
、
住
む
人
が
違
え
ば
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

違
い
も
露
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。
住
宅
を
住
宅

と
し
て
引
き
継
ぐ
以
上
、
文
化
財
や
博
物
館

展
示
の
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
保
存
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
宿
命
も
あ
る
。
保

存
に
義
務
を
感
じ
た
ら
住
め
な
い
と
感
じ
た

安
田
さ
ん
は
、「
林
さ
ん
に
は
本
当
に
申
し
わ

け
な
い
け
れ
ど
、
も
し
自
分
が
こ
う
し
た
い

と
い
う
希
望
が
生
ま
れ
た
ら
改
修
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
し
、
自
由
に
増
築
も
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
」
と
語
る
。
そ
う
し
た
決
意
と
と

も
に
安
田
さ
ん
は
、「
私
た
ち
の
家
」
は
す
で

に
自
分
た
ち
の
家
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
住

宅
の
名
称
を
「
小
石
川
の
住
宅
」
に
あ
ら
た

め
た
。

　　　
し
か
し
、「
小
石
川
の
住
宅
」
で
は
水
ま
わ

り
や
空
調
の
設
備
の
更
新
は
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
劇
的
に
変
化
し
た

部
分
が
際
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
尊
重
し
、
維
持
し
よ

う
と
の
意
志
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

食
堂
の
床
材
は
元
の
チ
ー
ク
材
を
再
利
用
し
、

一
度
床
材
を
は
が
す
と
き
に
は
、
元
の
状
態

に
戻
せ
る
よ
う
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
材
料
に

番
号
を
付
す
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
安
田
さ
ん
は
、「『
残
す
』と
い

う
行
為
も
選
択
肢
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
床
の
チ
ー
ク
材
に
つ
い
て
は
、

な
に
も
徹
底
的
に
保
存
を
し
た
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
て
、
薄
皮
一
枚
は
ぐ
だ
け
で
新
品

同
様
に
な
る
貴
重
な
無
垢
材
な
の
で
再
利
用

し
た
の
で
す
。
林
さ
ん
が
も
と
も
と
そ
う
し

た
更
新
の
可
能
性
を
仕
込
ん
で
い
た
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
変
え
る
必
要
は

な
か
っ
た
」。ま
た
デ
ッ
キ
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
は
、「
材
料
が
根
こ
そ
ぎ
腐
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
す
べ
て
新
品
に
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
を
機
に
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
よ
う
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
元
の
デ
ザ
イ
ン
が
非
常
に

庭
に
合
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
迷
い
な
く
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
『
残
す
』
と
い
う
選
択
を
し
ま

し
た
」
と
話
す
。

　
つ
ま
り
安
田
さ
ん
は
、
林
夫
妻
や
既
存
の

建
物
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
保
存
と

い
う
選
択
肢
も
創
造
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
保
存
も
改
変
も
選
択
次
第
、
確

か
に
そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
自
由
な
創
造
と

い
え
よ
う
。

　
古
建
築
に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
建
築
に

私
性
が
垣
間
見
え
る
の
は
、
長
い
時
間
の
積

み
重
ね
を
感
じ
な
い
と
き
だ
。
逆
に
時
間
を

か
け
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
は
、
そ
の
時
々

の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
実
際
に
長
い
時
間
を
積
み
重
ね
て

い
る
古
建
築
の
特
権
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。「
私
た
ち
の
家
」
あ
ら

た
め
「
小
石
川
の
住
宅
」
は
、
今
後
も
多
く

の
考
え
を
吸
収
し
、
変
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

そ
の
変
化
の
総
体
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
、

時
間
を
引
き
連
れ
た
建
築
が
、
現
前
す
る
に

ち
が
い
な
い
。

1階 台所
キッチンカウンターは、
安田さんの改修により、
天板をダークブラウンに
塗装し、戸棚をシナベニ
ヤにすることで色調が明
るい印象に変わった。

2階 書斎
座卓が造り付けられた書
斎。床はカーペット敷き。
正面のスチールサッシは、
日建設計の飯田橋本社に
も使われていた大型のも
の。横すべり出し窓。

1階 台所・食堂

台所にある円形の食卓と
カウチ。奥に既存テーブ
ルのある食堂。林雅子が
好んだ赤色に合わせて、
カウチはターコイズの布
地に張り替えられた。

2階 屋根裏部屋

赤い天井と壁の屋根裏部
屋。1978年当時、１階の
既存軀体に負荷をかけな
いように、木造の屋根が
片持ちで差しかけられた。
空調は更新ずみ。
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日
本
の
古
建
築
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
古
び

た
風
情
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
感
じ
て
き

た
建
築
が
、
じ
つ
は
長
い
時
間
を
か
け
て
少

し
ず
つ
つ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
含
蓄
に
気

が
つ
く
と
、
そ
の
建
築
の
魅
力
が
い
っ
そ
う

際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
江
戸

時
代
ら
し
い
豪
奢
な
龍
の
彫
刻
付
き
の
小
柱

が
、
建
立
し
て
か
ら
1
0
0
0
年
近
く
後
に

付
加
さ
れ
た
法
隆
寺
金
堂
。
質
素
な
古
代
建

築
を
修
理
す
る
際
に
、
江
戸
時
代
ら
し
い
意

匠
を
施
す
こ
と
で
、
そ
の
と
き
の
修
理
箇
所

を
は
っ
き
り
さ
せ
、
む
し
ろ
法
隆
寺
の
古
代

性
を
じ
ゃ
ま
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の

だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
桂
離
宮

で
も
ま
た
、
八
条
宮
家
の
親
子
二
代
に
わ
た

っ
て
、
古
書
院
、
中
書
院
、
楽
器
の
間
、
新

御
殿
が
漸
次
増
築
さ
れ
る
こ
と
で
、
庭
を
包

む
よ
う
に
雁
行
す
る
有
機
的
な
平
面
が
出
来

上
が
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
魅
力
は
、
時
を
重
ね
た
古
建
築

な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
建
築
に

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
な
ど
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
林
昌
二
・
雅
子
夫
妻

「
私
た
ち
の
家
」か
ら

「
小
石
川
の
住
宅
」へ

保
存
も
改
変
も

選
択
次
第

の
「
私
た
ち
の
家
」
が
あ
っ
た
。
1
9
5
5

年
、ふ
た
り
の
結
婚
を
機
に
つ
く
ら
れ
た「
私

た
ち
の
家
」
は
、
2
回
の
増
改
築
を
経
る
こ

と
で
、
お
よ
そ
増
改
築
で
し
か
生
じ
え
な
い

時
間
を
内
包
し
た
構
成
に
な
っ
た
。

　
55
年
に
つ
く
ら
れ
た
最
初
の
「
私
た
ち
の

家
」
は
、
17
・
5
坪
ほ
ど
の
小
さ
な
長
方
形

の
住
宅
。
造
り
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
ん
だ
壁
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
ラ
ブ
の

屋
根
を
か
け
た
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
っ
た

（
16
ペ
ー
ジ
）。50
年
代
は
、清
家
清
の
「
森
博

士
の
家
」（
51
）
や
増
沢
洵
の
「
コ
ア
の
あ
る

H
氏
の
住
ま
い
」（
53
）
な
ど
の
よ
う
に
、
戦

後
体
制
下
に
お
け
る
資
材
や
建
坪
の
規
制
が

あ
る
な
か
で
も
、
数
々
の
名
作
が
生
ま
れ
た

時
代
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
も
ま
た
、
そ

う
し
た
50
年
代
の
小
住
宅
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
造
壁
と
大
き

な
建
具
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
き
び
し
い
制

約
の
も
と
で
生
ま
れ
た
秩
序
と
緊
張
感
が
、

現
代
に
も
通
じ
る
合
理
性
と
な
り
、
名
作
た

ら
し
め
て
い
る
。こ
の
頃
の「
私
た
ち
の
家
」

は
、
後
に
第
1
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
1
期
を
、
林
昌
二
は
「
手
持
ち
の

お
金
と
ぎ
り
ぎ
り
の
借
金
で
や
っ
と
建
て
た

家
で
し
た
か
ら
、
無
駄
は
も
ち
ろ
ん
余
裕
も

全
く
な
い
家
で
し
た
」（『
私
の
住
居
・
論
』、

丸
善
）
と
述
懐
し
て
お
り
、
林
に
と
っ
て
改

修
や
増
築
の
余
地
の
あ
る
住
宅
で
あ
っ
た
。

実
際
、
竣
工
か
ら
9
年
ほ
ど
後
に
屋
根
ス
ラ

ブ
の
下
に
断
熱
材
を
貼
り
、
北
側
に
収
納
部

を
増
築
す
る
な
ど
、「
少
し
ず
つ
住
ま
い
ら
し

い
体
裁
」
が
調
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
竣
工
か
ら
20
年
以
上
経
っ
た
78

年
、
第
2
期
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
増
改
築
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
増
改
築
で
は
、
お
も
に
南

西
の
三
角
形
部
分
と
2
階
全
体
が
増
築
さ
れ

た
。
第
1
期
の
58
㎡
（
延
床
面
積
）
が
、
第

2
期
で
は
2
3
8
㎡
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
ま
さ
に
大
増
築
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来

る
と
、
い
っ
そ
新
築
で
つ
く
っ
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
考
え
も
生
ま
れ
て
く
る
。

林
昌
二
は
「
家
と
い
う
も
の
は
、
気
軽
に
建

て
直
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、

心
の
安
ま
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
安

ま
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
環
境
の
変
化
そ
の

も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
第
2
期
で
は
増
築
の
方
法
も
特
徴

的
で
あ
っ
た
。
ふ
つ
う
に
既
存
部
（
第
1
期

部
分
）
に
2
階
を
の
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
不

可
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
既
存

部
に
加
重
を
か
け
な
い
よ
う
に
木
造
で
キ
ャ

ン
テ
ィ
レ
バ
ー
の
屋
根
を
差
し
か
け
て
、
2

階
を
つ
く
っ
て
い
る
（
17
ペ
ー
ジ
）。林
昌
二

自
身
は
、
こ
の
構
造
を
「
お
か
げ
で
私
の
好

み
で
は
な
い
構
造
的
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
が
必
要

と
な
り
、
家
の
形
も
ま
こ
と
に
珍
妙
な
も
の

と
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
林
の
大
学
の
後
輩
で
あ
り
、
日

建
設
計
の
部
下
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
家
」
の

後
継
者
に
な
っ
た
安
田
幸
一
さ
ん
は
、「
林
さ

ん
は
制
約
の
な
か
で
新
し
い
創
造
を
見
つ
け

る
の
が
好
き
な
人
で
し
た
か
ら
、
こ
の
構
造

の
制
約
も
、
お
そ
ら
く
発
想
の
源
と
と
ら
え

て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

要
素
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、

本
当
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
だ
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
」
と
語
る
。
第
1
期
、
第
2
期
と

も
に
制
約
が
、
林
の
真
価
を
引
き
出
し
た
に

ち
が
い
な
い
。

　
そ
し
て
、「
私
た
ち
の
家
」
を
継
承
し
た
安

田
幸
一
さ
ん
は
、
い
わ
ば
第
3
期
へ
た
す
き

を
つ
な
い
だ
。

　　　
林
夫
妻
の
亡
き
後
、「
私
た
ち
の
家
」
は
住

み
手
も
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
忍

び
な
く
思
っ
て
い
た
遺
族
が
買
い
手
を
探
し

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
安
田
さ
ん
が
引
き
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
う
や
ら
、「
何
か
あ

れ
ば
東
工
大
の
先
生
（
安
田
さ
ん
）
を
頼
る

よ
う
に
」
と
い
う
林
の
遺
言
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
安
田
さ
ん
が
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
私
た
ち
の
家
」は
建
築
家
・
安
田
幸
一
の
自

邸
に
な
る
。
建
築
家
に
と
っ
て
自
邸
と
い
う

も
の
は
、
施
主
の
こ
と
を
気
に
せ
ず
に
自
分

の
建
築
哲
学
を
実
現
す
る
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス

だ
が
、
安
田
さ
ん
は
そ
れ
を
改
修
で
よ
し
と

し
た
。「
ぼ
く
は
卒
業
設
計
も
改
修
作
品
で
提

出
し
ま
し
た
し
、
昔
か
ら
新
築
と
改
修
の
あ

い
だ
に
境
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
諸
条
件
を

読
み
取
り
、
解
を
導
く
の
が
設
計
で
あ
っ
て
、

改
修
の
と
き
に
は
た
ま
た
ま
既
存
建
物
が
あ

る
だ
け
で
す
」
と
安
田
さ
ん
。

　
さ
ら
に
安
田
さ
ん
に
は
、「
私
た
ち
の
家
」

を
引
き
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
決
意
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
敬
愛
す
る
林
昌
二
と
林
雅
子

の
建
築
を
、
時
に
は
改
変
す
る
、
と
い
う
決

意
で
あ
る
。
住
宅
の
設
備
や
構
造
な
ど
は
、

必
要
と
あ
れ
ば
更
新
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

し
、
住
む
人
が
違
え
ば
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

違
い
も
露
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。
住
宅
を
住
宅

と
し
て
引
き
継
ぐ
以
上
、
文
化
財
や
博
物
館

展
示
の
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
保
存
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
宿
命
も
あ
る
。
保

存
に
義
務
を
感
じ
た
ら
住
め
な
い
と
感
じ
た

安
田
さ
ん
は
、「
林
さ
ん
に
は
本
当
に
申
し
わ

け
な
い
け
れ
ど
、
も
し
自
分
が
こ
う
し
た
い

と
い
う
希
望
が
生
ま
れ
た
ら
改
修
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
し
、
自
由
に
増
築
も
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
」
と
語
る
。
そ
う
し
た
決
意
と
と

も
に
安
田
さ
ん
は
、「
私
た
ち
の
家
」
は
す
で

に
自
分
た
ち
の
家
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
住

宅
の
名
称
を
「
小
石
川
の
住
宅
」
に
あ
ら
た

め
た
。

　　　
し
か
し
、「
小
石
川
の
住
宅
」
で
は
水
ま
わ

り
や
空
調
の
設
備
の
更
新
は
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
劇
的
に
変
化
し
た

部
分
が
際
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
尊
重
し
、
維
持
し
よ

う
と
の
意
志
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

食
堂
の
床
材
は
元
の
チ
ー
ク
材
を
再
利
用
し
、

一
度
床
材
を
は
が
す
と
き
に
は
、
元
の
状
態

に
戻
せ
る
よ
う
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
材
料
に

番
号
を
付
す
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
安
田
さ
ん
は
、「『
残
す
』と
い

う
行
為
も
選
択
肢
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
床
の
チ
ー
ク
材
に
つ
い
て
は
、

な
に
も
徹
底
的
に
保
存
を
し
た
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
て
、
薄
皮
一
枚
は
ぐ
だ
け
で
新
品

同
様
に
な
る
貴
重
な
無
垢
材
な
の
で
再
利
用

し
た
の
で
す
。
林
さ
ん
が
も
と
も
と
そ
う
し

た
更
新
の
可
能
性
を
仕
込
ん
で
い
た
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
変
え
る
必
要
は

な
か
っ
た
」。ま
た
デ
ッ
キ
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
は
、「
材
料
が
根
こ
そ
ぎ
腐
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
す
べ
て
新
品
に
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
を
機
に
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
よ
う
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
元
の
デ
ザ
イ
ン
が
非
常
に

庭
に
合
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
迷
い
な
く
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
『
残
す
』
と
い
う
選
択
を
し
ま

し
た
」
と
話
す
。

　
つ
ま
り
安
田
さ
ん
は
、
林
夫
妻
や
既
存
の

建
物
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
保
存
と

い
う
選
択
肢
も
創
造
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
保
存
も
改
変
も
選
択
次
第
、
確

か
に
そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
自
由
な
創
造
と

い
え
よ
う
。

　
古
建
築
に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
建
築
に

私
性
が
垣
間
見
え
る
の
は
、
長
い
時
間
の
積

み
重
ね
を
感
じ
な
い
と
き
だ
。
逆
に
時
間
を

か
け
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
は
、
そ
の
時
々

の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
実
際
に
長
い
時
間
を
積
み
重
ね
て

い
る
古
建
築
の
特
権
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。「
私
た
ち
の
家
」
あ
ら

た
め
「
小
石
川
の
住
宅
」
は
、
今
後
も
多
く

の
考
え
を
吸
収
し
、
変
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

そ
の
変
化
の
総
体
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
、

時
間
を
引
き
連
れ
た
建
築
が
、
現
前
す
る
に

ち
が
い
な
い
。

1階 台所
キッチンカウンターは、
安田さんの改修により、
天板をダークブラウンに
塗装し、戸棚をシナベニ
ヤにすることで色調が明
るい印象に変わった。

2階 書斎
座卓が造り付けられた書
斎。床はカーペット敷き。
正面のスチールサッシは、
日建設計の飯田橋本社に
も使われていた大型のも
の。横すべり出し窓。

1階 台所・食堂

台所にある円形の食卓と
カウチ。奥に既存テーブ
ルのある食堂。林雅子が
好んだ赤色に合わせて、
カウチはターコイズの布
地に張り替えられた。

2階 屋根裏部屋

赤い天井と壁の屋根裏部
屋。1978年当時、１階の
既存軀体に負荷をかけな
いように、木造の屋根が
片持ちで差しかけられた。
空調は更新ずみ。
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古
建
築
に
通
じ
る
美
学

1415



N

はやし・しょうじ／1928年東京都
生まれ。53年東京工業大学工学部
建築学科卒業後、日建設計工務（現
・日建設計）。55年林雅子と結婚。
80年日建設計副社長就任、後に名
誉顧問。2011年逝去。おもな作品
＝「パレスサイドビルディング」

（1966）、「ポーラ五反田ビル」（71）、
「新宿NSビル」（82）など。

はやし・まさこ／1928年北海道生
まれ。51年日本女子大学家政学部
芸術科住居専攻卒業、研究生とし
て東京工業大学清家清研究室所属。
55年林昌二と結婚。58年林・山田
・中原設計同人設立。2001年逝去。
おもな作品＝「Oさんのすまい」（52）、

「崖の家」（75）、「ギャラリーをもつ
家」（83）など。

林 昌二
Hayashi Shoji

林 雅子
Hayashi Masako

 「私たちの家」の図面は、林昌二・
雅子夫妻が所有しており、住宅とと
もに安田幸一さんに継承された。竣
工時（1955年）の図面を見ると、最
初のオリジナルは、4,210㎜×13,120
㎜の矩形平面であったことがわかる。
軀体はコンクリートブロック。軀体
以外の部分は引き違い戸（「紙ショウ
ジ」＋「ガラス戸」）であり、開放的な
造りになっている。
　竣工から９年後に第1.5期ともいわ
れる増改築が行われるが、その増改
築の設計図は、55年の図面に加筆さ
れている。第1.5期には、北側への収
納（「洋服入」＋「物置」）の増築など
が行われた。
　78年には、大規模な増改築を経て
第２期が竣工する。南側に大きなテ
ラスや三角形平面の食堂と台所が増
築されるとともに、２階がつくられ
ている。また第1.5期に増築された収
納部分は、水まわりスペースになり、
反対にもともとの浴室・トイレのス
ペースが納戸になった。第１期の図
面のように、通常平面図は北を上に
するが、第２期の図面では玄関を重
視して南を上にしている。

竣工時（1955年）の原図
※9年後の第1.5期の増改築も加筆されている

増改築時（1978年）の原図
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計画時につくられた石膏
の模型。コンクリートブ
ロックの軀体と水平なコ
ンクリートスラブが明瞭
に伝わる。植野石膏模型
製作所によるものか。

第 1 期のコンクリートブ
ロック造に負荷をかけな
いようにした、片持ちの
木造屋根。構造家・温品
鳳治とともに、構造が何
案も検討された。

第1期の模型 南側の庭から老人室と居
間を見る。水平のコンク
リートスラブが印象的。
平屋の第１期の写真だが、
撮影者は不明（写真提供
／安田幸一）。

第1期の写真

林夫妻による
竣工時の図面と
増改築時の図面

第1期の平面図

構造を検討したスケッチ

第2期の平面図 1/1500 1 2m

N
1/1500 1 2m

N

※左ぺージの図面に合わせて、
原図の天地を180度回転している。

ぬくしな

ほう　じ
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築の設計図は、55年の図面に加筆さ
れている。第1.5期には、北側への収
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が行われた。
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第２期が竣工する。南側に大きなテ
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竣工時（1955年）の原図
※9年後の第1.5期の増改築も加筆されている

増改築時（1978年）の原図
Special Feature / The Future of Vintage Residences Part 2  “House in Koishikawa”

計画時につくられた石膏
の模型。コンクリートブ
ロックの軀体と水平なコ
ンクリートスラブが明瞭
に伝わる。植野石膏模型
製作所によるものか。

第 1 期のコンクリートブ
ロック造に負荷をかけな
いようにした、片持ちの
木造屋根。構造家・温品
鳳治とともに、構造が何
案も検討された。

第1期の模型 南側の庭から老人室と居
間を見る。水平のコンク
リートスラブが印象的。
平屋の第１期の写真だが、
撮影者は不明（写真提供
／安田幸一）。

第1期の写真

林夫妻による
竣工時の図面と
増改築時の図面

第1期の平面図

構造を検討したスケッチ

第2期の平面図 1/1500 1 2m

N
1/1500 1 2m

N

※左ぺージの図面に合わせて、
原図の天地を180度回転している。

ぬくしな

ほう　じ
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断面図

写真右／２階の水浴室。
左上／１階の水まわりが
一直線に連なる。左下／
１階の浴室。TOTOの
Half Bath 08（特別改造
品）。
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         線部は、
第1期（1955）の
コンクリート
ブロック壁

床／ハーフ
バスユニットのうえ
磁器タイル貼り
壁／ヒノキ本実板
天井／ハーフバスユニット
扉を取替え（ヒノキ框扉）
ブラインド新設

床／カーペット
床暖房設置
壁／漆喰塗り
天井／EP
クロゼット／
セン合板染色塗装（朱赤）
パネル扉／布（ネル下地
のうえ、麻しわ加工）張り
ソファ／生地張替え
書庫・納戸上部に
空調機を新設
既存の空調機を
撤去後に収納を新設
トップライトの
アクリル板を取り替え
建具（障子）の歪みを調整

浴室の
内装仕上げを
改修

床／ガラス製モザイクタイル貼り
色目地
壁・天井／
ヒノキ板張り
衛生器具、
水栓を更新

水浴室の
内装仕上げを
改修

床／カーペット
床暖房設置
壁・天井／EP
机の既存集成材
天板を保存

（研磨のうえ、
ワックス塗布）

書斎の
内装仕上げを
改修

床／既存ヒノキ
フローリング保存

（研磨のうえ、ワックス塗布）
壁／EP
天井／
セン合板染色塗装（朱赤）
空調および吹出し口を新設
建具調整

屋根裏部屋の
内装仕上げを
改修

オリジナルを
参考に新設
ベイスギ防腐含浸処理

居間の内装・家具・
造作仕上げを
改修

床／既存ヒノキ
フローリング保存

（研磨のうえ、ワックス塗布）
壁／EP
天井／セン合板染色塗装

（朱赤）

寝室2、納戸の
内装仕上げを
改修

床／コルクボード
壁／化粧打放し
コンクリート清掃
天井／EP
キッチンカウンター／
ベイヒバ無垢板 OP
戸棚／シナベニヤ張り
カウチ／生地張替え

台所の内装・家具
造作仕上げを
改修

床／ビニルシート
壁・天井／EP
集密書架を更新

書庫の
内装仕上げを
改修

床／既存チーク
フローリング保存

（研磨のうえ、
ワックス塗布）
床暖房設置
壁／化粧打放し
コンクリート清掃
天井／EP

食堂の
内装仕上げを
改修

床／カーペット
壁・天井／EP
トップライトの
アクリル板を
取替え建具（襖）を
布張りへ

寝室の
内装仕上げを
改修

床／カーペット
天井／EP
収納のポール、
ラワンフラッシュボードを
取替え、修繕

納戸の
内装仕上げを
改修

滑り台ポスト／
SUS t=2㎜
曲げ加工
玄関扉取手／
特注レバーハンドル
玄関扉パネル／
セン合板染色塗装張替え

玄関扉や
ポストを
改修

芝生新規張り
土壌改良
配水パイプ設置

床／コルクボード
壁／セン合板染色塗装

（朱赤）
天井／EP
洗面カウンター／
ヒノキ集成材衛生器具、
水栓を新設
ブラインドを新設

洗面・トイレの
内装・造作
仕上げを改修

「小石川の住宅」
（「私たちの家」改修）

建築概要
所在地 東京都文京区
主要用途 専用住宅
家族構成 夫婦＋子ども1人
原設計 林昌二＋林雅子
改修設計 安田幸一
構造 鉄筋コンクリート造、木造、コンクリートブロック造
施工 栄建社
階数 地上2階、塔屋1階
敷地面積 369㎡
建築面積 143㎡
延床面積 238㎡
設計期間 2013年3月～5月
工事期間 2013年6月～8月
おもな外部仕上げ
屋根 ウレタン塗布防水（RC部分）、
 ロールアルミニウム板竪はぜ葺き（木造部分）
外壁 化粧打放しコンクリート、一部押出成型セメント板
開口部 スチール鉄具、木製建具補修、
 ブラインド内蔵断熱アルミサッシ
外構 チーク縁甲板張り補修（テラス）
おもな内部仕上げ
1階居間・玄関
床 カーペット
壁 センロールベニヤ染色補修（北面収納扉）、
 漆喰左官仕上げ（西面）、
 ネル下地麻布張り（東面収納）
天窓 乳白アクリル板 t=5㎜ 蛍光灯内蔵
建築金物 SUSレバーハンドル（特注品）

1階台所・食堂
床 コルク スーパーセラミック仕上げ（台所）、
 チーク縁甲板張り研磨のうえ、ワックス（食堂）
壁 化粧打放しコンクリート
台所天板 ベイヒバ無垢板 t=40㎜ OP拭取り後CL塗装、
 一部SUS PL 3.0㎜HL、
 SUS PL 2.0㎜曲げ加工 R=25㎜（シンク部）

1階寝室1
床 カーペット
壁 PB EP、麻混クロス（収納扉）
天窓 乳白アクリル板 t=5㎜ 蛍光灯内蔵

1階浴室
床 モザイクタイル貼り
壁・天井 ヒノキ縁甲板張り

1階トイレ・洗面所
床 コルク スーパーセラミック仕上げ
壁・天井 PB EP、センロールベニヤ染色補修

2階屋根裏部屋・
寝室2・納戸
床 ヒノキフローリング研磨のうえ、ワックス
壁 PB EP
天井 センロールベニヤ染色補修

2階書斎
床 カーペット
壁 PB EP、化粧打放しコンクリート、
 耐熱モルタルEP（煙突）

2階水浴室
床 10㎜角ガラス製モザイクタイル貼り
壁・天井 ヒノキ縁甲板

1階全室・2階書斎
天井 PB EP
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原設計

改修設計

取材・文／伊藤公文　写真／傍島利浩

湘南茅ヶ崎の家
樋口善信

吉村順三

１９６７年に建てられた吉村順三設計の住宅が、
改修され、新たな住まい手が暮らしている。
その住まい手と改修設計者には、吉村を理解し、
引き継ぐ、強い意志があった。

特集／その３

Case Study
“House

in Shonan
Chigasaki”

Part
The Future

of 
Vintage

Residences

Special
Feature

「吉村障子」が印象的な空
間。「吉村障子」は縦横の
框と組子の見付け寸法を
統一し、障子を閉めたと
きに、まるで一枚の障子
のように見えるデザイン
になっている。

2階 食堂・居間

2021
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ジ
ナ
ル
の
と
お
り
に

改
修
設
計

　
古
典
『
韓
非
子
』
に
引
か
れ
た
故
事
。
皇

帝
に
何
が
描
き
や
す
く
、
何
が
描
き
に
く
い

か
を
た
ず
ね
ら
れ
た
画
家
は
「
犬
難
（
い
ぬ

は
か
た
し
）、鬼
易
（
お
に
は
や
す
し
）」と
答

え
た
。
犬
は
誰
も
が
見
慣
れ
た
動
物
な
の
で
、

凡
庸
を
超
え
た
描
写
を
な
し
て
評
価
を
得
る

の
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
鬼
を
見
た
人
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
勝
手
に
描
く
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
な
り
の
独
創
と
し
て
評
価
さ

れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
伝
で
い
う
と
、
吉
村
順
三
は
ひ
た
す

ら
に
犬
を
つ
く
り
続
け
た
建
築
家
の
ひ
と
り

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
小
さ
な

住
宅
か
ら
高
級
旅
館
、
高
層
ビ
ル
、
さ
ら
に

は
宮
殿
に
至
る
ま
で
、
一
度
た
り
と
も
道
を

は
ず
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
1
9
7
0
年

代
の
日
本
で
は
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
小

住
宅
に
お
い
て
さ
え
、
鬼
を
つ
く
っ
て
は
も

て
は
や
す
風
潮
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

な
お
吉
村
は
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
な
と
こ

ろ
に
身
を
置
き
、
迷
い
な
く
創
作
活
動
を
続

け
た
の
だ
っ
た
。

　
67
年
竣
工
の
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」。ゴ
ル

フ
場
に
直
に
接
す
る
南
斜
面
。
今
で
こ
そ
前

面
の
建
物
に
や
や
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
湘
南
の
海
を
望
む
絶
好
の
立
地
。
1
階

が
R
C
造
、
2
階
が
木
造
、
4
7
0
㎡
の
豪

壮
な
邸
宅
だ
が
、
地
形
を
生
か
し
た
配
置
、

抑
制
し
た
階
高
・
軒
高
、
ラ
イ
ズ
の
低
い
屋

根
に
よ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
込
む
よ
う
な

た
た
ず
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
主
に
よ

っ
て
92
年
に
な
さ
れ
た
設
備
関
係
の
大
改
修

を
含
め
、
た
び
た
び
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
原
形
は
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
住
み
手
が
い
な
く
な
り
、
取
り
壊

し
の
危
機
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
幸
運
に
も

熊
澤
茂
吉
さ
ん
と
い
う
引
き
受
け
手
が
現
れ
、

2
0
0
8
年
に
改
修
が
終
わ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、「
犬
と
鬼
」
の
故
事
は
つ
く
り

手
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
、
使
用
し
、
維

持
す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
住
宅
を
評
価
し
、
購
入
し
、
改
修
を
差

配
し
、
庭
を
含
め
た
諸
々
の
果
て
の
な
い
手

入
れ
を
し
て
い
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

瞬
発
的
な
山
っ
気
か
ら
遠
く
離
れ
、
対
象
の

美
点
を
見
抜
き
、
長
く
大
切
に
扱
っ
て
い
こ

う
と
す
る
持
続
的
で
強
固
な
意
志
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
、
感
性
の
共
振
が
あ
っ
た
。
熊
澤

さ
ん
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京

で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
建
築
に
魅
か
れ
て
調

べ
て
み
る
と
、
吉
村
順
三
の
設
計
だ
っ
た
こ

と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
鬼
で
あ
る
建

築
の
特
質
を
見
抜
く
の
は
容
易
と
し
て
も
、

吉
村
順
三
の
建
築
を
初
見
で
察
す
る
と
は
、

よ
ほ
ど
吉
村
と
近
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
に
し
て
か
ら
、
吉
村

の
建
築
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
り
、
探
究
し

て
い
く
う
ち
に
、
建
築
の
空
間
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
吉
村
の
設
計
者
と
し
て
の
生
き
様

に
も
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
第
二
に
、
執
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
住
宅
の

購
入
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
決

断
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
古
い
家
を
と
い
う
家
族
の
反
対
も
あ
っ
た
。

し
か
し
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
際

に
何
度
か
足
を
運
ぶ
う
ち
に
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
家
族
を

説
得
し
て
購
入
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
う
し
て

想
い
が
結
実
す
る
の
に
4
年
、
さ
ら
に
改
修

し
て
住
む
ま
で
に
は
2
年
あ
ま
り
が
経
過
し

て
い
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
の
が
通

例
の
世
の
中
で
は
稀
有
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
公
共
性
へ

の
理
解
が
あ
っ
た
。
住

宅
は
個
人
の
所
有
物
で

あ
り
、
日
常
の
生
活
の

場
な
の
だ
か
ら
、
原
則

と
し
て
社
会
に
開
く
必

要
は
な
い
。
け
れ
ど
も

生
涯
で
2
3
7
も
の
住

宅
を
設
計
し
た
稀
有
な

建
築
家
で
あ
る
吉
村
順

三
の
、
な
か
で
も
名
作

と
定
評
が
あ
る
住
宅
を

保
有
し
、
改
修
し
、
住

み
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
る
範
囲
の
人
び
と
に

対
し
て
、
経
過
を
明
示

し
、
公
開
す
る
社
会
的

義
務
を
負
う
と
熊
澤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
行

は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
。
実
際
、
改
修

前
に
吉
村
順
三
設
計
事
務
所
の
O
B
や
日
本

建
築
家
協
会
（
J
I
A
）
の
有
志
、
お
よ
そ

2
0
0
人
ほ
ど
が
見
学
会
に
参
加
し
、
改
修

後
は
さ
ら
に
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
と
い

う
。

　
第
四
に
、
実
務
的
な
経
験
と
知
識
が
あ
っ

た
。
熊
澤
さ
ん
は
日
本
酒
の
蔵
元
で
あ
り
、

湘
南
唯
一
の
蔵
元
熊
澤
酒
造
の
代
表
で
、「
湘

南
茅
ヶ
崎
の
家
」
の
近
く
の
蔵
元
敷
地
内
に

酒
蔵
の
ほ
か
、
点
在
す
る
既
存
の
古
建
物
を

利
活
用
し
た
り
、
新
た
に
地
域
の
歴
史
的
建

造
物
を
移
築
し
て
、
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
古
い
空
間
や
素
材

を
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
し
、
利
用
し
、
価

値
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
の

だ
。
そ
の
経
験
と
知
識
が
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の

家
」
の
再
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
。

　
改
修
の
設
計
は
、
原
設
計
者
に
つ
な
が
り

を
も
た
な
い
人
で
、
す
で
に
熊
澤
さ
ん
と
一

緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
基

準
で
樋
口
善
信
さ
ん
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
樋
口
さ
ん
に
と
っ
て
は
口
で
は
言
い

表
せ
な
い
よ
う
な
重
圧
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

原
案
に
忠
実
に
最
小
限
の
改
修
を
行
う
と
い

う
明
確
な
指
針
と
新
世
帯
か
ら
の
信
頼
が
重

圧
を
軽
減
し
た
と
い
う
。

　
改
修
前
は
夫
婦
ふ
た
り
住
ま
い
、
2
階
が

玄
関
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
、
寝
室
、
1
階

が
ゲ
ス
ト
用
の
ホ
ー
ル
、
宿
泊
室
、
そ
れ
に

使
用
人
室
と
い
う
構
成
だ
っ
た
が
、
改
修
後

は
2
階
に
夫
婦
と
子
ど
も
ふ
た
り
の
世
帯
が
、

1
階
に
親
夫
婦
が
住
む
2
世
帯
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
2
階
は
茶
の
間
、
化
粧
室
を
子
ど

も
室
に
用
途
変
更
し
た
の
み
だ
が
、
1
階
は

客
間
和
室
に
仏
壇
を
新
設
し
た
ほ
か
、
ホ
ー

ル
を
居
間
に
、
使
用
人
室
ま
わ
り
を
食
堂
・

台
所
に
変
更
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
は
仕
上
げ
、
設
備
と
も
傷
み
を

修
繕
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
。
外
壁
と
軒
裏

の
補
修
、
煙
突
の
再
塗
装
、
1
階
の
一
部
の

床
の
張
り
替
え
や
壁
仕
上
げ
の
塗
り
替
え
、

2
階
浴
室
の
機
器
更
新
・
改
修
、
2
階
台
所

の
カ
ウ
ン
タ
ー
改
造
と
洗
面
台
増
設
な
ど
。

　
最
大
の
改
修
と
い
え
ば
、
2
階
部
分
の
耐

震
性
能
向
上
の
た
め
に
、
南
北
方
向
の
壁
面

の
筋
か
い
数
カ
所
を
置
き
換
え
て
補
強
し
、

さ
ら
に
東
西
方
向
の
壁
面
2
カ
所
に
新
た
に

筋
か
い
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
改
修
前
と
寸
分
た
が

わ
ぬ
と
断
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
態
に

仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は

面
積
の
十
分
な
ゆ
と
り
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
と
く
に
台
所
が
そ
う
だ
。
も
と
も
と

プ
ロ
の
料
理
人
が
複
数
で
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
2
階
の
広
大
な
台
所
は
、
夫
人

の
要
望
で
改
修
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
と

り
あ
え
ず
カ
ウ
ン
タ
ー
を
高
く
す
る
程
度
の

改
造
で
す
ま
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
親
子
4

人
が
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
と

れ
、
洗
濯
コ
ー
ナ
ー
、
勝
手
口
、
納
戸
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
家
事
の
す
べ
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
居
間
、
食

堂
を
い
つ
も
き
れ
い
に
保
っ
て
お
け
、
と
て

も
使
い
勝
手
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
新
設
し
た
1
階
の
台
所
も
同
様

で
、
食
堂
と
一
体
と
な
り
、
夫
婦
ふ
た
り
の

生
活
の
場
と
し
て
十
分
な
広
さ
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
居
間
や
和
室
が
雑
然
と
な
る
こ
と
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
全
周

に
深
く
ま
わ
し
た
庇
、
回
遊
性
に
富
ん
だ
使

い
や
す
い
平
面
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
設
備

計
画
と
設
備
機
器
、
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
素

材
の
選
定
と
丁
寧
な
施
工
、
原
設
計
者
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
丹
念
な
修
繕
な
ど
の

総
合
的
な
賜
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」
は
蘇
り
、

住
み
継
が
れ
て
い
る
。
2
階
の
ホ
ー
ル
か
ら

食
堂
、
居
間
へ
と
展
開
す
る
天
井
高
2
2
6

0
㎜
か
ら
2
5
2
0
㎜
の
流
麗
な
空
間
、
例

の
暗
色
に
塗
ら
れ
た
ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
の
天
井

の
不
可
思
議
な
効
果
、
あ
る
べ
き
細
部
が
あ

る
べ
き
形
に
納
ま
っ
て
い
る
快
適
さ
、
機
能

上
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
仕
掛
け
な
ど
に
つ

い
て
言
葉
を
費
や
す
こ
と
は
や
め
よ
う
。
吉

村
順
三
の
住
宅
の
内
部
空
間
が
言
葉
を
寄
せ

つ
け
な
い
事
実
は
あ
ま
ね
く
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
に
実
体
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
虚
し
さ
が
募
り
、
逆
に
言
葉
を
選

ぶ
ほ
ど
に
「
居
心
地
の
よ
さ
」
と
い
っ
た
凡

庸
な
表
現
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
1
階
の
改
修
さ
れ
た
居
間
が
、

築
山
に
半
ば
隠
さ
れ
、
前
面
の
池
の
揺
ら
ぐ

反
射
光
と
あ
い
ま
っ
て
、
深
い
洞
窟
に
潜
む

よ
う
な
安
寧
を
も
た
ら
す
空
間
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
2
階
の
明
朗
で
透
明
な
空
間
と

の
対
比
に
お
い
て
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け

は
記
し
て
お
き
た
い
。

左奥の玄関から入ると、
中庭が見えるホールへ。
そこから各室に至る。奥
にある扉からは台所への
裏動線、手前右手には食
堂。居間の床面はホール
より240㎜ほど下がる。

2階 食堂
食堂と居間は低いカウン
ターでゆるく区切られて
いる。障子や建具を閉め
ると２室の空間になる。

2階 居間
障子は壁の中に引き込む
ことができる。フルハイ
トのガラス戸が庭への開
放性を高めている。

2階 ホール
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持
続
す
る
強
固
な
意
志

引
き
継
ぎ
の
四
カ
条

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
と
お
り
に

改
修
設
計

　
古
典
『
韓
非
子
』
に
引
か
れ
た
故
事
。
皇

帝
に
何
が
描
き
や
す
く
、
何
が
描
き
に
く
い

か
を
た
ず
ね
ら
れ
た
画
家
は
「
犬
難
（
い
ぬ

は
か
た
し
）、鬼
易
（
お
に
は
や
す
し
）」と
答

え
た
。
犬
は
誰
も
が
見
慣
れ
た
動
物
な
の
で
、

凡
庸
を
超
え
た
描
写
を
な
し
て
評
価
を
得
る

の
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
鬼
を
見
た
人
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
勝
手
に
描
く
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
な
り
の
独
創
と
し
て
評
価
さ

れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
伝
で
い
う
と
、
吉
村
順
三
は
ひ
た
す

ら
に
犬
を
つ
く
り
続
け
た
建
築
家
の
ひ
と
り

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
小
さ
な

住
宅
か
ら
高
級
旅
館
、
高
層
ビ
ル
、
さ
ら
に

は
宮
殿
に
至
る
ま
で
、
一
度
た
り
と
も
道
を

は
ず
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
1
9
7
0
年

代
の
日
本
で
は
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
小

住
宅
に
お
い
て
さ
え
、
鬼
を
つ
く
っ
て
は
も

て
は
や
す
風
潮
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

な
お
吉
村
は
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
な
と
こ

ろ
に
身
を
置
き
、
迷
い
な
く
創
作
活
動
を
続

け
た
の
だ
っ
た
。

　
67
年
竣
工
の
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」。ゴ
ル

フ
場
に
直
に
接
す
る
南
斜
面
。
今
で
こ
そ
前

面
の
建
物
に
や
や
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
湘
南
の
海
を
望
む
絶
好
の
立
地
。
1
階

が
R
C
造
、
2
階
が
木
造
、
4
7
0
㎡
の
豪

壮
な
邸
宅
だ
が
、
地
形
を
生
か
し
た
配
置
、

抑
制
し
た
階
高
・
軒
高
、
ラ
イ
ズ
の
低
い
屋

根
に
よ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
込
む
よ
う
な

た
た
ず
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
主
に
よ

っ
て
92
年
に
な
さ
れ
た
設
備
関
係
の
大
改
修

を
含
め
、
た
び
た
び
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
原
形
は
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
住
み
手
が
い
な
く
な
り
、
取
り
壊

し
の
危
機
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
幸
運
に
も

熊
澤
茂
吉
さ
ん
と
い
う
引
き
受
け
手
が
現
れ
、

2
0
0
8
年
に
改
修
が
終
わ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、「
犬
と
鬼
」
の
故
事
は
つ
く
り

手
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
、
使
用
し
、
維

持
す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
住
宅
を
評
価
し
、
購
入
し
、
改
修
を
差

配
し
、
庭
を
含
め
た
諸
々
の
果
て
の
な
い
手

入
れ
を
し
て
い
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

瞬
発
的
な
山
っ
気
か
ら
遠
く
離
れ
、
対
象
の

美
点
を
見
抜
き
、
長
く
大
切
に
扱
っ
て
い
こ

う
と
す
る
持
続
的
で
強
固
な
意
志
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
、
感
性
の
共
振
が
あ
っ
た
。
熊
澤

さ
ん
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京

で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
建
築
に
魅
か
れ
て
調

べ
て
み
る
と
、
吉
村
順
三
の
設
計
だ
っ
た
こ

と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
鬼
で
あ
る
建

築
の
特
質
を
見
抜
く
の
は
容
易
と
し
て
も
、

吉
村
順
三
の
建
築
を
初
見
で
察
す
る
と
は
、

よ
ほ
ど
吉
村
と
近
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
に
し
て
か
ら
、
吉
村

の
建
築
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
り
、
探
究
し

て
い
く
う
ち
に
、
建
築
の
空
間
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
吉
村
の
設
計
者
と
し
て
の
生
き
様

に
も
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
第
二
に
、
執
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
住
宅
の

購
入
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
決

断
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
古
い
家
を
と
い
う
家
族
の
反
対
も
あ
っ
た
。

し
か
し
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
際

に
何
度
か
足
を
運
ぶ
う
ち
に
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
家
族
を

説
得
し
て
購
入
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
う
し
て

想
い
が
結
実
す
る
の
に
4
年
、
さ
ら
に
改
修

し
て
住
む
ま
で
に
は
2
年
あ
ま
り
が
経
過
し

て
い
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
の
が
通

例
の
世
の
中
で
は
稀
有
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
公
共
性
へ

の
理
解
が
あ
っ
た
。
住

宅
は
個
人
の
所
有
物
で

あ
り
、
日
常
の
生
活
の

場
な
の
だ
か
ら
、
原
則

と
し
て
社
会
に
開
く
必

要
は
な
い
。
け
れ
ど
も

生
涯
で
2
3
7
も
の
住

宅
を
設
計
し
た
稀
有
な

建
築
家
で
あ
る
吉
村
順

三
の
、
な
か
で
も
名
作

と
定
評
が
あ
る
住
宅
を

保
有
し
、
改
修
し
、
住

み
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
る
範
囲
の
人
び
と
に

対
し
て
、
経
過
を
明
示

し
、
公
開
す
る
社
会
的

義
務
を
負
う
と
熊
澤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
行

は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
。
実
際
、
改
修

前
に
吉
村
順
三
設
計
事
務
所
の
O
B
や
日
本

建
築
家
協
会
（
J
I
A
）
の
有
志
、
お
よ
そ

2
0
0
人
ほ
ど
が
見
学
会
に
参
加
し
、
改
修

後
は
さ
ら
に
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
と
い

う
。

　
第
四
に
、
実
務
的
な
経
験
と
知
識
が
あ
っ

た
。
熊
澤
さ
ん
は
日
本
酒
の
蔵
元
で
あ
り
、

湘
南
唯
一
の
蔵
元
熊
澤
酒
造
の
代
表
で
、「
湘

南
茅
ヶ
崎
の
家
」
の
近
く
の
蔵
元
敷
地
内
に

酒
蔵
の
ほ
か
、
点
在
す
る
既
存
の
古
建
物
を

利
活
用
し
た
り
、
新
た
に
地
域
の
歴
史
的
建

造
物
を
移
築
し
て
、
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
古
い
空
間
や
素
材

を
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
し
、
利
用
し
、
価

値
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
の

だ
。
そ
の
経
験
と
知
識
が
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の

家
」
の
再
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
。

　
改
修
の
設
計
は
、
原
設
計
者
に
つ
な
が
り

を
も
た
な
い
人
で
、
す
で
に
熊
澤
さ
ん
と
一

緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
基

準
で
樋
口
善
信
さ
ん
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
樋
口
さ
ん
に
と
っ
て
は
口
で
は
言
い

表
せ
な
い
よ
う
な
重
圧
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

原
案
に
忠
実
に
最
小
限
の
改
修
を
行
う
と
い

う
明
確
な
指
針
と
新
世
帯
か
ら
の
信
頼
が
重

圧
を
軽
減
し
た
と
い
う
。

　
改
修
前
は
夫
婦
ふ
た
り
住
ま
い
、
2
階
が

玄
関
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
、
寝
室
、
1
階

が
ゲ
ス
ト
用
の
ホ
ー
ル
、
宿
泊
室
、
そ
れ
に

使
用
人
室
と
い
う
構
成
だ
っ
た
が
、
改
修
後

は
2
階
に
夫
婦
と
子
ど
も
ふ
た
り
の
世
帯
が
、

1
階
に
親
夫
婦
が
住
む
2
世
帯
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
2
階
は
茶
の
間
、
化
粧
室
を
子
ど

も
室
に
用
途
変
更
し
た
の
み
だ
が
、
1
階
は

客
間
和
室
に
仏
壇
を
新
設
し
た
ほ
か
、
ホ
ー

ル
を
居
間
に
、
使
用
人
室
ま
わ
り
を
食
堂
・

台
所
に
変
更
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
は
仕
上
げ
、
設
備
と
も
傷
み
を

修
繕
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
。
外
壁
と
軒
裏

の
補
修
、
煙
突
の
再
塗
装
、
1
階
の
一
部
の

床
の
張
り
替
え
や
壁
仕
上
げ
の
塗
り
替
え
、

2
階
浴
室
の
機
器
更
新
・
改
修
、
2
階
台
所

の
カ
ウ
ン
タ
ー
改
造
と
洗
面
台
増
設
な
ど
。

　
最
大
の
改
修
と
い
え
ば
、
2
階
部
分
の
耐

震
性
能
向
上
の
た
め
に
、
南
北
方
向
の
壁
面

の
筋
か
い
数
カ
所
を
置
き
換
え
て
補
強
し
、

さ
ら
に
東
西
方
向
の
壁
面
2
カ
所
に
新
た
に

筋
か
い
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
改
修
前
と
寸
分
た
が

わ
ぬ
と
断
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
態
に

仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は

面
積
の
十
分
な
ゆ
と
り
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
と
く
に
台
所
が
そ
う
だ
。
も
と
も
と

プ
ロ
の
料
理
人
が
複
数
で
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
2
階
の
広
大
な
台
所
は
、
夫
人

の
要
望
で
改
修
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
と

り
あ
え
ず
カ
ウ
ン
タ
ー
を
高
く
す
る
程
度
の

改
造
で
す
ま
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
親
子
4

人
が
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
と

れ
、
洗
濯
コ
ー
ナ
ー
、
勝
手
口
、
納
戸
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
家
事
の
す
べ
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
居
間
、
食

堂
を
い
つ
も
き
れ
い
に
保
っ
て
お
け
、
と
て

も
使
い
勝
手
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
新
設
し
た
1
階
の
台
所
も
同
様

で
、
食
堂
と
一
体
と
な
り
、
夫
婦
ふ
た
り
の

生
活
の
場
と
し
て
十
分
な
広
さ
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
居
間
や
和
室
が
雑
然
と
な
る
こ
と
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
全
周

に
深
く
ま
わ
し
た
庇
、
回
遊
性
に
富
ん
だ
使

い
や
す
い
平
面
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
設
備

計
画
と
設
備
機
器
、
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
素

材
の
選
定
と
丁
寧
な
施
工
、
原
設
計
者
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
丹
念
な
修
繕
な
ど
の

総
合
的
な
賜
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」
は
蘇
り
、

住
み
継
が
れ
て
い
る
。
2
階
の
ホ
ー
ル
か
ら

食
堂
、
居
間
へ
と
展
開
す
る
天
井
高
2
2
6

0
㎜
か
ら
2
5
2
0
㎜
の
流
麗
な
空
間
、
例

の
暗
色
に
塗
ら
れ
た
ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
の
天
井

の
不
可
思
議
な
効
果
、
あ
る
べ
き
細
部
が
あ

る
べ
き
形
に
納
ま
っ
て
い
る
快
適
さ
、
機
能

上
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
仕
掛
け
な
ど
に
つ

い
て
言
葉
を
費
や
す
こ
と
は
や
め
よ
う
。
吉

村
順
三
の
住
宅
の
内
部
空
間
が
言
葉
を
寄
せ

つ
け
な
い
事
実
は
あ
ま
ね
く
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
に
実
体
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
虚
し
さ
が
募
り
、
逆
に
言
葉
を
選

ぶ
ほ
ど
に
「
居
心
地
の
よ
さ
」
と
い
っ
た
凡

庸
な
表
現
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
1
階
の
改
修
さ
れ
た
居
間
が
、

築
山
に
半
ば
隠
さ
れ
、
前
面
の
池
の
揺
ら
ぐ

反
射
光
と
あ
い
ま
っ
て
、
深
い
洞
窟
に
潜
む

よ
う
な
安
寧
を
も
た
ら
す
空
間
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
2
階
の
明
朗
で
透
明
な
空
間
と

の
対
比
に
お
い
て
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け

は
記
し
て
お
き
た
い
。

左奥の玄関から入ると、
中庭が見えるホールへ。
そこから各室に至る。奥
にある扉からは台所への
裏動線、手前右手には食
堂。居間の床面はホール
より240㎜ほど下がる。

2階 食堂
食堂と居間は低いカウン
ターでゆるく区切られて
いる。障子や建具を閉め
ると２室の空間になる。

2階 居間
障子は壁の中に引き込む
ことができる。フルハイ
トのガラス戸が庭への開
放性を高めている。

2階 ホール

Special Feature / The Future of Vintage Residences Part 3  “House in Shonan Chigasaki”

2223



　
古
典
『
韓
非
子
』
に
引
か
れ
た
故
事
。
皇

帝
に
何
が
描
き
や
す
く
、
何
が
描
き
に
く
い

か
を
た
ず
ね
ら
れ
た
画
家
は
「
犬
難
（
い
ぬ

は
か
た
し
）、鬼
易
（
お
に
は
や
す
し
）」と
答

え
た
。
犬
は
誰
も
が
見
慣
れ
た
動
物
な
の
で
、

凡
庸
を
超
え
た
描
写
を
な
し
て
評
価
を
得
る

の
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
鬼
を
見
た
人
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
勝
手
に
描
く
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
な
り
の
独
創
と
し
て
評
価
さ

れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
伝
で
い
う
と
、
吉
村
順
三
は
ひ
た
す

ら
に
犬
を
つ
く
り
続
け
た
建
築
家
の
ひ
と
り

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
小
さ
な

住
宅
か
ら
高
級
旅
館
、
高
層
ビ
ル
、
さ
ら
に

は
宮
殿
に
至
る
ま
で
、
一
度
た
り
と
も
道
を

は
ず
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
1
9
7
0
年

代
の
日
本
で
は
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
小

住
宅
に
お
い
て
さ
え
、
鬼
を
つ
く
っ
て
は
も

て
は
や
す
風
潮
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

な
お
吉
村
は
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
な
と
こ

ろ
に
身
を
置
き
、
迷
い
な
く
創
作
活
動
を
続

け
た
の
だ
っ
た
。

　
67
年
竣
工
の
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」。ゴ
ル

フ
場
に
直
に
接
す
る
南
斜
面
。
今
で
こ
そ
前

面
の
建
物
に
や
や
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
湘
南
の
海
を
望
む
絶
好
の
立
地
。
1
階

が
R
C
造
、
2
階
が
木
造
、
4
7
0
㎡
の
豪

壮
な
邸
宅
だ
が
、
地
形
を
生
か
し
た
配
置
、

抑
制
し
た
階
高
・
軒
高
、
ラ
イ
ズ
の
低
い
屋

根
に
よ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
込
む
よ
う
な

た
た
ず
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
主
に
よ

っ
て
92
年
に
な
さ
れ
た
設
備
関
係
の
大
改
修

を
含
め
、
た
び
た
び
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
原
形
は
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
住
み
手
が
い
な
く
な
り
、
取
り
壊

し
の
危
機
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
幸
運
に
も

熊
澤
茂
吉
さ
ん
と
い
う
引
き
受
け
手
が
現
れ
、

2
0
0
8
年
に
改
修
が
終
わ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、「
犬
と
鬼
」
の
故
事
は
つ
く
り

手
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
、
使
用
し
、
維

持
す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
住
宅
を
評
価
し
、
購
入
し
、
改
修
を
差

配
し
、
庭
を
含
め
た
諸
々
の
果
て
の
な
い
手

入
れ
を
し
て
い
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

瞬
発
的
な
山
っ
気
か
ら
遠
く
離
れ
、
対
象
の

美
点
を
見
抜
き
、
長
く
大
切
に
扱
っ
て
い
こ

う
と
す
る
持
続
的
で
強
固
な
意
志
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
、
感
性
の
共
振
が
あ
っ
た
。
熊
澤

さ
ん
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京

で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
建
築
に
魅
か
れ
て
調

べ
て
み
る
と
、
吉
村
順
三
の
設
計
だ
っ
た
こ

と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
鬼
で
あ
る
建

築
の
特
質
を
見
抜
く
の
は
容
易
と
し
て
も
、

吉
村
順
三
の
建
築
を
初
見
で
察
す
る
と
は
、

よ
ほ
ど
吉
村
と
近
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
に
し
て
か
ら
、
吉
村

の
建
築
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
り
、
探
究
し

て
い
く
う
ち
に
、
建
築
の
空
間
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
吉
村
の
設
計
者
と
し
て
の
生
き
様

に
も
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
第
二
に
、
執
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
住
宅
の

購
入
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
決

断
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
古
い
家
を
と
い
う
家
族
の
反
対
も
あ
っ
た
。

し
か
し
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
際

に
何
度
か
足
を
運
ぶ
う
ち
に
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
家
族
を

説
得
し
て
購
入
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
う
し
て

想
い
が
結
実
す
る
の
に
4
年
、
さ
ら
に
改
修

し
て
住
む
ま
で
に
は
2
年
あ
ま
り
が
経
過
し

て
い
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
の
が
通

例
の
世
の
中
で
は
稀
有
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
公
共
性
へ

の
理
解
が
あ
っ
た
。
住

宅
は
個
人
の
所
有
物
で

あ
り
、
日
常
の
生
活
の

場
な
の
だ
か
ら
、
原
則

と
し
て
社
会
に
開
く
必

要
は
な
い
。
け
れ
ど
も

生
涯
で
2
3
7
も
の
住

宅
を
設
計
し
た
稀
有
な

建
築
家
で
あ
る
吉
村
順

三
の
、
な
か
で
も
名
作

と
定
評
が
あ
る
住
宅
を

保
有
し
、
改
修
し
、
住

み
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
る
範
囲
の
人
び
と
に

対
し
て
、
経
過
を
明
示

し
、
公
開
す
る
社
会
的

義
務
を
負
う
と
熊
澤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
行

は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
。
実
際
、
改
修

前
に
吉
村
順
三
設
計
事
務
所
の
O
B
や
日
本

建
築
家
協
会
（
J
I
A
）
の
有
志
、
お
よ
そ

2
0
0
人
ほ
ど
が
見
学
会
に
参
加
し
、
改
修

後
は
さ
ら
に
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
と
い

う
。

　
第
四
に
、
実
務
的
な
経
験
と
知
識
が
あ
っ

た
。
熊
澤
さ
ん
は
日
本
酒
の
蔵
元
で
あ
り
、

湘
南
唯
一
の
蔵
元
熊
澤
酒
造
の
代
表
で
、「
湘

南
茅
ヶ
崎
の
家
」
の
近
く
の
蔵
元
敷
地
内
に

酒
蔵
の
ほ
か
、
点
在
す
る
既
存
の
古
建
物
を

利
活
用
し
た
り
、
新
た
に
地
域
の
歴
史
的
建

造
物
を
移
築
し
て
、
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
古
い
空
間
や
素
材

を
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
し
、
利
用
し
、
価

値
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
の

だ
。
そ
の
経
験
と
知
識
が
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の

家
」
の
再
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
。

　
改
修
の
設
計
は
、
原
設
計
者
に
つ
な
が
り

を
も
た
な
い
人
で
、
す
で
に
熊
澤
さ
ん
と
一

緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
基

準
で
樋
口
善
信
さ
ん
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
樋
口
さ
ん
に
と
っ
て
は
口
で
は
言
い

表
せ
な
い
よ
う
な
重
圧
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

原
案
に
忠
実
に
最
小
限
の
改
修
を
行
う
と
い

う
明
確
な
指
針
と
新
世
帯
か
ら
の
信
頼
が
重

圧
を
軽
減
し
た
と
い
う
。

　
改
修
前
は
夫
婦
ふ
た
り
住
ま
い
、
2
階
が

玄
関
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
、
寝
室
、
1
階

が
ゲ
ス
ト
用
の
ホ
ー
ル
、
宿
泊
室
、
そ
れ
に

使
用
人
室
と
い
う
構
成
だ
っ
た
が
、
改
修
後

は
2
階
に
夫
婦
と
子
ど
も
ふ
た
り
の
世
帯
が
、

1
階
に
親
夫
婦
が
住
む
2
世
帯
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
2
階
は
茶
の
間
、
化
粧
室
を
子
ど

も
室
に
用
途
変
更
し
た
の
み
だ
が
、
1
階
は

客
間
和
室
に
仏
壇
を
新
設
し
た
ほ
か
、
ホ
ー

ル
を
居
間
に
、
使
用
人
室
ま
わ
り
を
食
堂
・

台
所
に
変
更
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
は
仕
上
げ
、
設
備
と
も
傷
み
を

修
繕
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
。
外
壁
と
軒
裏

の
補
修
、
煙
突
の
再
塗
装
、
1
階
の
一
部
の

床
の
張
り
替
え
や
壁
仕
上
げ
の
塗
り
替
え
、

2
階
浴
室
の
機
器
更
新
・
改
修
、
2
階
台
所

の
カ
ウ
ン
タ
ー
改
造
と
洗
面
台
増
設
な
ど
。

　
最
大
の
改
修
と
い
え
ば
、
2
階
部
分
の
耐

震
性
能
向
上
の
た
め
に
、
南
北
方
向
の
壁
面

の
筋
か
い
数
カ
所
を
置
き
換
え
て
補
強
し
、

さ
ら
に
東
西
方
向
の
壁
面
2
カ
所
に
新
た
に

筋
か
い
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
改
修
前
と
寸
分
た
が

わ
ぬ
と
断
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
態
に

仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は

面
積
の
十
分
な
ゆ
と
り
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
と
く
に
台
所
が
そ
う
だ
。
も
と
も
と

プ
ロ
の
料
理
人
が
複
数
で
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
2
階
の
広
大
な
台
所
は
、
夫
人

の
要
望
で
改
修
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
と

り
あ
え
ず
カ
ウ
ン
タ
ー
を
高
く
す
る
程
度
の

改
造
で
す
ま
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
親
子
4

人
が
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
と

れ
、
洗
濯
コ
ー
ナ
ー
、
勝
手
口
、
納
戸
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
家
事
の
す
べ
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
居
間
、
食

堂
を
い
つ
も
き
れ
い
に
保
っ
て
お
け
、
と
て

も
使
い
勝
手
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
新
設
し
た
1
階
の
台
所
も
同
様

で
、
食
堂
と
一
体
と
な
り
、
夫
婦
ふ
た
り
の

生
活
の
場
と
し
て
十
分
な
広
さ
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
居
間
や
和
室
が
雑
然
と
な
る
こ
と
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
全
周

に
深
く
ま
わ
し
た
庇
、
回
遊
性
に
富
ん
だ
使

い
や
す
い
平
面
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
設
備

計
画
と
設
備
機
器
、
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
素

材
の
選
定
と
丁
寧
な
施
工
、
原
設
計
者
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
丹
念
な
修
繕
な
ど
の

総
合
的
な
賜
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」
は
蘇
り
、

住
み
継
が
れ
て
い
る
。
2
階
の
ホ
ー
ル
か
ら

食
堂
、
居
間
へ
と
展
開
す
る
天
井
高
2
2
6

0
㎜
か
ら
2
5
2
0
㎜
の
流
麗
な
空
間
、
例

の
暗
色
に
塗
ら
れ
た
ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
の
天
井

の
不
可
思
議
な
効
果
、
あ
る
べ
き
細
部
が
あ

る
べ
き
形
に
納
ま
っ
て
い
る
快
適
さ
、
機
能

上
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
仕
掛
け
な
ど
に
つ

い
て
言
葉
を
費
や
す
こ
と
は
や
め
よ
う
。
吉

村
順
三
の
住
宅
の
内
部
空
間
が
言
葉
を
寄
せ

つ
け
な
い
事
実
は
あ
ま
ね
く
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
に
実
体
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
虚
し
さ
が
募
り
、
逆
に
言
葉
を
選

ぶ
ほ
ど
に
「
居
心
地
の
よ
さ
」
と
い
っ
た
凡

庸
な
表
現
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
1
階
の
改
修
さ
れ
た
居
間
が
、

築
山
に
半
ば
隠
さ
れ
、
前
面
の
池
の
揺
ら
ぐ

反
射
光
と
あ
い
ま
っ
て
、
深
い
洞
窟
に
潜
む

よ
う
な
安
寧
を
も
た
ら
す
空
間
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
2
階
の
明
朗
で
透
明
な
空
間
と

の
対
比
に
お
い
て
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け

は
記
し
て
お
き
た
い
。
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2階 子ども室
旧化粧室や旧茶の間は、
子ども室として使われて
いる。正面奥の袖壁は、
耐震補強された箇所。

2階 台所
写真右ページ上／約6,000
㎜角ほどもある大きな台
所と洗濯室。25ページ／
大型のアイランドキッチ
ンは、今も日常的に使わ
れている。床のモザイク
もオリジナル。
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古
典
『
韓
非
子
』
に
引
か
れ
た
故
事
。
皇

帝
に
何
が
描
き
や
す
く
、
何
が
描
き
に
く
い

か
を
た
ず
ね
ら
れ
た
画
家
は
「
犬
難
（
い
ぬ

は
か
た
し
）、鬼
易
（
お
に
は
や
す
し
）」と
答

え
た
。
犬
は
誰
も
が
見
慣
れ
た
動
物
な
の
で
、

凡
庸
を
超
え
た
描
写
を
な
し
て
評
価
を
得
る

の
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
鬼
を
見
た
人
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
勝
手
に
描
く
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
な
り
の
独
創
と
し
て
評
価
さ

れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
伝
で
い
う
と
、
吉
村
順
三
は
ひ
た
す

ら
に
犬
を
つ
く
り
続
け
た
建
築
家
の
ひ
と
り

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
小
さ
な

住
宅
か
ら
高
級
旅
館
、
高
層
ビ
ル
、
さ
ら
に

は
宮
殿
に
至
る
ま
で
、
一
度
た
り
と
も
道
を

は
ず
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
1
9
7
0
年

代
の
日
本
で
は
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
小

住
宅
に
お
い
て
さ
え
、
鬼
を
つ
く
っ
て
は
も

て
は
や
す
風
潮
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

な
お
吉
村
は
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
な
と
こ

ろ
に
身
を
置
き
、
迷
い
な
く
創
作
活
動
を
続

け
た
の
だ
っ
た
。

　
67
年
竣
工
の
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」。ゴ
ル

フ
場
に
直
に
接
す
る
南
斜
面
。
今
で
こ
そ
前

面
の
建
物
に
や
や
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
湘
南
の
海
を
望
む
絶
好
の
立
地
。
1
階

が
R
C
造
、
2
階
が
木
造
、
4
7
0
㎡
の
豪

壮
な
邸
宅
だ
が
、
地
形
を
生
か
し
た
配
置
、

抑
制
し
た
階
高
・
軒
高
、
ラ
イ
ズ
の
低
い
屋

根
に
よ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
込
む
よ
う
な

た
た
ず
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
主
に
よ

っ
て
92
年
に
な
さ
れ
た
設
備
関
係
の
大
改
修

を
含
め
、
た
び
た
び
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
原
形
は
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
住
み
手
が
い
な
く
な
り
、
取
り
壊

し
の
危
機
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
幸
運
に
も

熊
澤
茂
吉
さ
ん
と
い
う
引
き
受
け
手
が
現
れ
、

2
0
0
8
年
に
改
修
が
終
わ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、「
犬
と
鬼
」
の
故
事
は
つ
く
り

手
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
、
使
用
し
、
維

持
す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
住
宅
を
評
価
し
、
購
入
し
、
改
修
を
差

配
し
、
庭
を
含
め
た
諸
々
の
果
て
の
な
い
手

入
れ
を
し
て
い
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

瞬
発
的
な
山
っ
気
か
ら
遠
く
離
れ
、
対
象
の

美
点
を
見
抜
き
、
長
く
大
切
に
扱
っ
て
い
こ

う
と
す
る
持
続
的
で
強
固
な
意
志
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
、
感
性
の
共
振
が
あ
っ
た
。
熊
澤

さ
ん
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京

で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
建
築
に
魅
か
れ
て
調

べ
て
み
る
と
、
吉
村
順
三
の
設
計
だ
っ
た
こ

と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
鬼
で
あ
る
建

築
の
特
質
を
見
抜
く
の
は
容
易
と
し
て
も
、

吉
村
順
三
の
建
築
を
初
見
で
察
す
る
と
は
、

よ
ほ
ど
吉
村
と
近
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
に
し
て
か
ら
、
吉
村

の
建
築
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
り
、
探
究
し

て
い
く
う
ち
に
、
建
築
の
空
間
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
吉
村
の
設
計
者
と
し
て
の
生
き
様

に
も
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
第
二
に
、
執
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
住
宅
の

購
入
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
決

断
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
古
い
家
を
と
い
う
家
族
の
反
対
も
あ
っ
た
。

し
か
し
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
際

に
何
度
か
足
を
運
ぶ
う
ち
に
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
家
族
を

説
得
し
て
購
入
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
う
し
て

想
い
が
結
実
す
る
の
に
4
年
、
さ
ら
に
改
修

し
て
住
む
ま
で
に
は
2
年
あ
ま
り
が
経
過
し

て
い
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
の
が
通

例
の
世
の
中
で
は
稀
有
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
公
共
性
へ

の
理
解
が
あ
っ
た
。
住

宅
は
個
人
の
所
有
物
で

あ
り
、
日
常
の
生
活
の

場
な
の
だ
か
ら
、
原
則

と
し
て
社
会
に
開
く
必

要
は
な
い
。
け
れ
ど
も

生
涯
で
2
3
7
も
の
住

宅
を
設
計
し
た
稀
有
な

建
築
家
で
あ
る
吉
村
順

三
の
、
な
か
で
も
名
作

と
定
評
が
あ
る
住
宅
を

保
有
し
、
改
修
し
、
住

み
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
る
範
囲
の
人
び
と
に

対
し
て
、
経
過
を
明
示

し
、
公
開
す
る
社
会
的

義
務
を
負
う
と
熊
澤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
行

は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
。
実
際
、
改
修

前
に
吉
村
順
三
設
計
事
務
所
の
O
B
や
日
本

建
築
家
協
会
（
J
I
A
）
の
有
志
、
お
よ
そ

2
0
0
人
ほ
ど
が
見
学
会
に
参
加
し
、
改
修

後
は
さ
ら
に
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
と
い

う
。

　
第
四
に
、
実
務
的
な
経
験
と
知
識
が
あ
っ

た
。
熊
澤
さ
ん
は
日
本
酒
の
蔵
元
で
あ
り
、

湘
南
唯
一
の
蔵
元
熊
澤
酒
造
の
代
表
で
、「
湘

南
茅
ヶ
崎
の
家
」
の
近
く
の
蔵
元
敷
地
内
に

酒
蔵
の
ほ
か
、
点
在
す
る
既
存
の
古
建
物
を

利
活
用
し
た
り
、
新
た
に
地
域
の
歴
史
的
建

造
物
を
移
築
し
て
、
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
古
い
空
間
や
素
材

を
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
し
、
利
用
し
、
価

値
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
の

だ
。
そ
の
経
験
と
知
識
が
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の

家
」
の
再
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
。

　
改
修
の
設
計
は
、
原
設
計
者
に
つ
な
が
り

を
も
た
な
い
人
で
、
す
で
に
熊
澤
さ
ん
と
一

緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
基

準
で
樋
口
善
信
さ
ん
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
樋
口
さ
ん
に
と
っ
て
は
口
で
は
言
い

表
せ
な
い
よ
う
な
重
圧
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

原
案
に
忠
実
に
最
小
限
の
改
修
を
行
う
と
い

う
明
確
な
指
針
と
新
世
帯
か
ら
の
信
頼
が
重

圧
を
軽
減
し
た
と
い
う
。

　
改
修
前
は
夫
婦
ふ
た
り
住
ま
い
、
2
階
が

玄
関
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
、
寝
室
、
1
階

が
ゲ
ス
ト
用
の
ホ
ー
ル
、
宿
泊
室
、
そ
れ
に

使
用
人
室
と
い
う
構
成
だ
っ
た
が
、
改
修
後

は
2
階
に
夫
婦
と
子
ど
も
ふ
た
り
の
世
帯
が
、

1
階
に
親
夫
婦
が
住
む
2
世
帯
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
2
階
は
茶
の
間
、
化
粧
室
を
子
ど

も
室
に
用
途
変
更
し
た
の
み
だ
が
、
1
階
は

客
間
和
室
に
仏
壇
を
新
設
し
た
ほ
か
、
ホ
ー

ル
を
居
間
に
、
使
用
人
室
ま
わ
り
を
食
堂
・

台
所
に
変
更
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
は
仕
上
げ
、
設
備
と
も
傷
み
を

修
繕
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
。
外
壁
と
軒
裏

の
補
修
、
煙
突
の
再
塗
装
、
1
階
の
一
部
の

床
の
張
り
替
え
や
壁
仕
上
げ
の
塗
り
替
え
、

2
階
浴
室
の
機
器
更
新
・
改
修
、
2
階
台
所

の
カ
ウ
ン
タ
ー
改
造
と
洗
面
台
増
設
な
ど
。

　
最
大
の
改
修
と
い
え
ば
、
2
階
部
分
の
耐

震
性
能
向
上
の
た
め
に
、
南
北
方
向
の
壁
面

の
筋
か
い
数
カ
所
を
置
き
換
え
て
補
強
し
、

さ
ら
に
東
西
方
向
の
壁
面
2
カ
所
に
新
た
に

筋
か
い
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
改
修
前
と
寸
分
た
が

わ
ぬ
と
断
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
態
に

仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は

面
積
の
十
分
な
ゆ
と
り
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
と
く
に
台
所
が
そ
う
だ
。
も
と
も
と

プ
ロ
の
料
理
人
が
複
数
で
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
2
階
の
広
大
な
台
所
は
、
夫
人

の
要
望
で
改
修
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
と

り
あ
え
ず
カ
ウ
ン
タ
ー
を
高
く
す
る
程
度
の

改
造
で
す
ま
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
親
子
4

人
が
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
と

れ
、
洗
濯
コ
ー
ナ
ー
、
勝
手
口
、
納
戸
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
家
事
の
す
べ
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
居
間
、
食

堂
を
い
つ
も
き
れ
い
に
保
っ
て
お
け
、
と
て

も
使
い
勝
手
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
新
設
し
た
1
階
の
台
所
も
同
様

で
、
食
堂
と
一
体
と
な
り
、
夫
婦
ふ
た
り
の

生
活
の
場
と
し
て
十
分
な
広
さ
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
居
間
や
和
室
が
雑
然
と
な
る
こ
と
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
全
周

に
深
く
ま
わ
し
た
庇
、
回
遊
性
に
富
ん
だ
使

い
や
す
い
平
面
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
設
備

計
画
と
設
備
機
器
、
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
素

材
の
選
定
と
丁
寧
な
施
工
、
原
設
計
者
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
丹
念
な
修
繕
な
ど
の

総
合
的
な
賜
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」
は
蘇
り
、

住
み
継
が
れ
て
い
る
。
2
階
の
ホ
ー
ル
か
ら

食
堂
、
居
間
へ
と
展
開
す
る
天
井
高
2
2
6

0
㎜
か
ら
2
5
2
0
㎜
の
流
麗
な
空
間
、
例

の
暗
色
に
塗
ら
れ
た
ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
の
天
井

の
不
可
思
議
な
効
果
、
あ
る
べ
き
細
部
が
あ

る
べ
き
形
に
納
ま
っ
て
い
る
快
適
さ
、
機
能

上
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
仕
掛
け
な
ど
に
つ

い
て
言
葉
を
費
や
す
こ
と
は
や
め
よ
う
。
吉

村
順
三
の
住
宅
の
内
部
空
間
が
言
葉
を
寄
せ

つ
け
な
い
事
実
は
あ
ま
ね
く
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
に
実
体
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
虚
し
さ
が
募
り
、
逆
に
言
葉
を
選

ぶ
ほ
ど
に
「
居
心
地
の
よ
さ
」
と
い
っ
た
凡

庸
な
表
現
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
1
階
の
改
修
さ
れ
た
居
間
が
、

築
山
に
半
ば
隠
さ
れ
、
前
面
の
池
の
揺
ら
ぐ

反
射
光
と
あ
い
ま
っ
て
、
深
い
洞
窟
に
潜
む

よ
う
な
安
寧
を
も
た
ら
す
空
間
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
2
階
の
明
朗
で
透
明
な
空
間
と

の
対
比
に
お
い
て
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け

は
記
し
て
お
き
た
い
。
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2階 子ども室
旧化粧室や旧茶の間は、
子ども室として使われて
いる。正面奥の袖壁は、
耐震補強された箇所。

2階 台所
写真右ページ上／約6,000
㎜角ほどもある大きな台
所と洗濯室。25ページ／
大型のアイランドキッチ
ンは、今も日常的に使わ
れている。床のモザイク
もオリジナル。
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竣工時（1967年）の原図

2階平面図

1階平面図

　
古
典
『
韓
非
子
』
に
引
か
れ
た
故
事
。
皇

帝
に
何
が
描
き
や
す
く
、
何
が
描
き
に
く
い

か
を
た
ず
ね
ら
れ
た
画
家
は
「
犬
難
（
い
ぬ

は
か
た
し
）、鬼
易
（
お
に
は
や
す
し
）」と
答

え
た
。
犬
は
誰
も
が
見
慣
れ
た
動
物
な
の
で
、

凡
庸
を
超
え
た
描
写
を
な
し
て
評
価
を
得
る

の
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
鬼
を
見
た
人
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
勝
手
に
描
く
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
な
り
の
独
創
と
し
て
評
価
さ

れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
伝
で
い
う
と
、
吉
村
順
三
は
ひ
た
す

ら
に
犬
を
つ
く
り
続
け
た
建
築
家
の
ひ
と
り

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
小
さ
な

住
宅
か
ら
高
級
旅
館
、
高
層
ビ
ル
、
さ
ら
に

は
宮
殿
に
至
る
ま
で
、
一
度
た
り
と
も
道
を

は
ず
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
1
9
7
0
年

代
の
日
本
で
は
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
小

住
宅
に
お
い
て
さ
え
、
鬼
を
つ
く
っ
て
は
も

て
は
や
す
風
潮
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

な
お
吉
村
は
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
な
と
こ

ろ
に
身
を
置
き
、
迷
い
な
く
創
作
活
動
を
続

け
た
の
だ
っ
た
。

　
67
年
竣
工
の
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」。ゴ
ル

フ
場
に
直
に
接
す
る
南
斜
面
。
今
で
こ
そ
前

面
の
建
物
に
や
や
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
湘
南
の
海
を
望
む
絶
好
の
立
地
。
1
階

が
R
C
造
、
2
階
が
木
造
、
4
7
0
㎡
の
豪

壮
な
邸
宅
だ
が
、
地
形
を
生
か
し
た
配
置
、

抑
制
し
た
階
高
・
軒
高
、
ラ
イ
ズ
の
低
い
屋

根
に
よ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
込
む
よ
う
な

た
た
ず
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
主
に
よ

っ
て
92
年
に
な
さ
れ
た
設
備
関
係
の
大
改
修

を
含
め
、
た
び
た
び
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
原
形
は
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
住
み
手
が
い
な
く
な
り
、
取
り
壊

し
の
危
機
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
幸
運
に
も

熊
澤
茂
吉
さ
ん
と
い
う
引
き
受
け
手
が
現
れ
、

2
0
0
8
年
に
改
修
が
終
わ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、「
犬
と
鬼
」
の
故
事
は
つ
く
り

手
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
、
使
用
し
、
維

持
す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
住
宅
を
評
価
し
、
購
入
し
、
改
修
を
差

配
し
、
庭
を
含
め
た
諸
々
の
果
て
の
な
い
手

入
れ
を
し
て
い
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

瞬
発
的
な
山
っ
気
か
ら
遠
く
離
れ
、
対
象
の

美
点
を
見
抜
き
、
長
く
大
切
に
扱
っ
て
い
こ

う
と
す
る
持
続
的
で
強
固
な
意
志
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
、
感
性
の
共
振
が
あ
っ
た
。
熊
澤

さ
ん
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京

で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
建
築
に
魅
か
れ
て
調

べ
て
み
る
と
、
吉
村
順
三
の
設
計
だ
っ
た
こ

と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
鬼
で
あ
る
建

築
の
特
質
を
見
抜
く
の
は
容
易
と
し
て
も
、

吉
村
順
三
の
建
築
を
初
見
で
察
す
る
と
は
、

よ
ほ
ど
吉
村
と
近
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
に
し
て
か
ら
、
吉
村

の
建
築
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
り
、
探
究
し

て
い
く
う
ち
に
、
建
築
の
空
間
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
吉
村
の
設
計
者
と
し
て
の
生
き
様

に
も
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
第
二
に
、
執
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
住
宅
の

購
入
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
決

断
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
古
い
家
を
と
い
う
家
族
の
反
対
も
あ
っ
た
。

し
か
し
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
際

に
何
度
か
足
を
運
ぶ
う
ち
に
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
家
族
を

説
得
し
て
購
入
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
う
し
て

想
い
が
結
実
す
る
の
に
4
年
、
さ
ら
に
改
修

し
て
住
む
ま
で
に
は
2
年
あ
ま
り
が
経
過
し

て
い
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
の
が
通

例
の
世
の
中
で
は
稀
有
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
公
共
性
へ

の
理
解
が
あ
っ
た
。
住

宅
は
個
人
の
所
有
物
で

あ
り
、
日
常
の
生
活
の

場
な
の
だ
か
ら
、
原
則

と
し
て
社
会
に
開
く
必

要
は
な
い
。
け
れ
ど
も

生
涯
で
2
3
7
も
の
住

宅
を
設
計
し
た
稀
有
な

建
築
家
で
あ
る
吉
村
順

三
の
、
な
か
で
も
名
作

と
定
評
が
あ
る
住
宅
を

保
有
し
、
改
修
し
、
住

み
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
る
範
囲
の
人
び
と
に

対
し
て
、
経
過
を
明
示

し
、
公
開
す
る
社
会
的

義
務
を
負
う
と
熊
澤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
行

は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
。
実
際
、
改
修

前
に
吉
村
順
三
設
計
事
務
所
の
O
B
や
日
本

建
築
家
協
会
（
J
I
A
）
の
有
志
、
お
よ
そ

2
0
0
人
ほ
ど
が
見
学
会
に
参
加
し
、
改
修

後
は
さ
ら
に
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
と
い

う
。

　
第
四
に
、
実
務
的
な
経
験
と
知
識
が
あ
っ

た
。
熊
澤
さ
ん
は
日
本
酒
の
蔵
元
で
あ
り
、

湘
南
唯
一
の
蔵
元
熊
澤
酒
造
の
代
表
で
、「
湘

南
茅
ヶ
崎
の
家
」
の
近
く
の
蔵
元
敷
地
内
に

酒
蔵
の
ほ
か
、
点
在
す
る
既
存
の
古
建
物
を

利
活
用
し
た
り
、
新
た
に
地
域
の
歴
史
的
建

造
物
を
移
築
し
て
、
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
古
い
空
間
や
素
材

を
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
し
、
利
用
し
、
価

値
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
の

だ
。
そ
の
経
験
と
知
識
が
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の

家
」
の
再
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
。

　
改
修
の
設
計
は
、
原
設
計
者
に
つ
な
が
り

を
も
た
な
い
人
で
、
す
で
に
熊
澤
さ
ん
と
一

緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
基

準
で
樋
口
善
信
さ
ん
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
樋
口
さ
ん
に
と
っ
て
は
口
で
は
言
い

表
せ
な
い
よ
う
な
重
圧
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

原
案
に
忠
実
に
最
小
限
の
改
修
を
行
う
と
い

う
明
確
な
指
針
と
新
世
帯
か
ら
の
信
頼
が
重

圧
を
軽
減
し
た
と
い
う
。

　
改
修
前
は
夫
婦
ふ
た
り
住
ま
い
、
2
階
が

玄
関
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
、
寝
室
、
1
階

が
ゲ
ス
ト
用
の
ホ
ー
ル
、
宿
泊
室
、
そ
れ
に

使
用
人
室
と
い
う
構
成
だ
っ
た
が
、
改
修
後

は
2
階
に
夫
婦
と
子
ど
も
ふ
た
り
の
世
帯
が
、

1
階
に
親
夫
婦
が
住
む
2
世
帯
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
2
階
は
茶
の
間
、
化
粧
室
を
子
ど

も
室
に
用
途
変
更
し
た
の
み
だ
が
、
1
階
は

客
間
和
室
に
仏
壇
を
新
設
し
た
ほ
か
、
ホ
ー

ル
を
居
間
に
、
使
用
人
室
ま
わ
り
を
食
堂
・

台
所
に
変
更
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
は
仕
上
げ
、
設
備
と
も
傷
み
を

修
繕
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
。
外
壁
と
軒
裏

の
補
修
、
煙
突
の
再
塗
装
、
1
階
の
一
部
の

床
の
張
り
替
え
や
壁
仕
上
げ
の
塗
り
替
え
、

2
階
浴
室
の
機
器
更
新
・
改
修
、
2
階
台
所

の
カ
ウ
ン
タ
ー
改
造
と
洗
面
台
増
設
な
ど
。

　
最
大
の
改
修
と
い
え
ば
、
2
階
部
分
の
耐

震
性
能
向
上
の
た
め
に
、
南
北
方
向
の
壁
面

の
筋
か
い
数
カ
所
を
置
き
換
え
て
補
強
し
、

さ
ら
に
東
西
方
向
の
壁
面
2
カ
所
に
新
た
に

筋
か
い
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
改
修
前
と
寸
分
た
が

わ
ぬ
と
断
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
態
に

仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は

面
積
の
十
分
な
ゆ
と
り
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
と
く
に
台
所
が
そ
う
だ
。
も
と
も
と

プ
ロ
の
料
理
人
が
複
数
で
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
2
階
の
広
大
な
台
所
は
、
夫
人

の
要
望
で
改
修
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
と

り
あ
え
ず
カ
ウ
ン
タ
ー
を
高
く
す
る
程
度
の

改
造
で
す
ま
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
親
子
4

人
が
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
と

れ
、
洗
濯
コ
ー
ナ
ー
、
勝
手
口
、
納
戸
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
家
事
の
す
べ
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
居
間
、
食

堂
を
い
つ
も
き
れ
い
に
保
っ
て
お
け
、
と
て

も
使
い
勝
手
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
新
設
し
た
1
階
の
台
所
も
同
様

で
、
食
堂
と
一
体
と
な
り
、
夫
婦
ふ
た
り
の

生
活
の
場
と
し
て
十
分
な
広
さ
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
居
間
や
和
室
が
雑
然
と
な
る
こ
と
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
全
周

に
深
く
ま
わ
し
た
庇
、
回
遊
性
に
富
ん
だ
使

い
や
す
い
平
面
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
設
備

計
画
と
設
備
機
器
、
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
素

材
の
選
定
と
丁
寧
な
施
工
、
原
設
計
者
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
丹
念
な
修
繕
な
ど
の

総
合
的
な
賜
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」
は
蘇
り
、

住
み
継
が
れ
て
い
る
。
2
階
の
ホ
ー
ル
か
ら

食
堂
、
居
間
へ
と
展
開
す
る
天
井
高
2
2
6

0
㎜
か
ら
2
5
2
0
㎜
の
流
麗
な
空
間
、
例

の
暗
色
に
塗
ら
れ
た
ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
の
天
井

の
不
可
思
議
な
効
果
、
あ
る
べ
き
細
部
が
あ

る
べ
き
形
に
納
ま
っ
て
い
る
快
適
さ
、
機
能

上
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
仕
掛
け
な
ど
に
つ

い
て
言
葉
を
費
や
す
こ
と
は
や
め
よ
う
。
吉

村
順
三
の
住
宅
の
内
部
空
間
が
言
葉
を
寄
せ

つ
け
な
い
事
実
は
あ
ま
ね
く
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
に
実
体
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
虚
し
さ
が
募
り
、
逆
に
言
葉
を
選

ぶ
ほ
ど
に
「
居
心
地
の
よ
さ
」
と
い
っ
た
凡

庸
な
表
現
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
1
階
の
改
修
さ
れ
た
居
間
が
、

築
山
に
半
ば
隠
さ
れ
、
前
面
の
池
の
揺
ら
ぐ

反
射
光
と
あ
い
ま
っ
て
、
深
い
洞
窟
に
潜
む

よ
う
な
安
寧
を
も
た
ら
す
空
間
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
2
階
の
明
朗
で
透
明
な
空
間
と

の
対
比
に
お
い
て
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け

は
記
し
て
お
き
た
い
。

言
葉
を

寄
せ
つ
け
な
い
空
間

庭側外観
南の庭側から見た外観。
テラスは伊豆石貼り。ゴ
ルフ場をまわった後、こ
のテラスや居間でゴルフ
ァーたちが歓談をしてい
たという。

正面外観

西側の正面。玄関は石階
段を上った２階にある。
ガレージの奥には親世帯
の住居となった１階の玄
関もある。銀色の円筒は
暖炉の煙突。
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よしむら・じゅんぞう／1908年東京
都生まれ。31年東京美術学校（現・
東京藝術大学美術学部）建築科卒業。
31年レーモンド建築設計事務所入所。
41年吉村設計事務所設立。45年東京
美術学校助教授。62年東京藝術大学
建築科教授、後に名誉教授。97年逝
去。おもな作品＝「NCRビル」（62）、
「軽井沢の山荘」（62）、「奈良国立博物
館」（74）など。

吉村順三
Yoshimura Junzo

　左２点は1966年10月12日の日付け
が記されたオリジナルの原図。東京
藝術大学大学美術館に所蔵されてい
るが、吉村順三記念ギャラリーにも
複写が保管されている。
　１階は鉄筋コンクリート造、２階
は木造の住宅である。平面を見ると、
おおよそ正方形の組み合わせで全体
を構成していることがわかる。居間
は7,200㎜角である。
　建物名称のところに、「S.S.クラブ
設計図」とある。「湘南茅ヶ崎の家」
の近隣には大きなゴルフ場があり、
ホールをまわった客をもてなすため
に、大人数の来客を想定したゲスト
ハウスだった。２階の大きなアイラ
ンドキッチンを備えた台所では、料
理人が腕をふるって大勢の客をもて
なしたという。１階には使用人のた
めの居室、台所、浴室があり、裏動
線で２階の台所ともつながっている。
　メインの玄関は２階にあるが、ガ
レージ奥には１階への入り口もある。
ゴルフ帰りに車を車庫に入れた後、
すぐに１階の石敷きのホールへ客を
招き入れることができた。
　個人宅というよりは、客と過ごす
ためのサロンのような性格の強い住
宅だったという。

ゴルフ場の近くで
客をもてなすための
ゲストハウス
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竣工時（1967年）の原図

2階平面図

1階平面図

　
古
典
『
韓
非
子
』
に
引
か
れ
た
故
事
。
皇

帝
に
何
が
描
き
や
す
く
、
何
が
描
き
に
く
い

か
を
た
ず
ね
ら
れ
た
画
家
は
「
犬
難
（
い
ぬ

は
か
た
し
）、鬼
易
（
お
に
は
や
す
し
）」と
答

え
た
。
犬
は
誰
も
が
見
慣
れ
た
動
物
な
の
で
、

凡
庸
を
超
え
た
描
写
を
な
し
て
評
価
を
得
る

の
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
鬼
を
見
た
人
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
勝
手
に
描
く
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
な
り
の
独
創
と
し
て
評
価
さ

れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
伝
で
い
う
と
、
吉
村
順
三
は
ひ
た
す

ら
に
犬
を
つ
く
り
続
け
た
建
築
家
の
ひ
と
り

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
小
さ
な

住
宅
か
ら
高
級
旅
館
、
高
層
ビ
ル
、
さ
ら
に

は
宮
殿
に
至
る
ま
で
、
一
度
た
り
と
も
道
を

は
ず
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
1
9
7
0
年

代
の
日
本
で
は
日
常
の
生
活
の
場
で
あ
る
小

住
宅
に
お
い
て
さ
え
、
鬼
を
つ
く
っ
て
は
も

て
は
や
す
風
潮
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

な
お
吉
村
は
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
な
と
こ

ろ
に
身
を
置
き
、
迷
い
な
く
創
作
活
動
を
続

け
た
の
だ
っ
た
。

　
67
年
竣
工
の
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」。ゴ
ル

フ
場
に
直
に
接
す
る
南
斜
面
。
今
で
こ
そ
前

面
の
建
物
に
や
や
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
湘
南
の
海
を
望
む
絶
好
の
立
地
。
1
階

が
R
C
造
、
2
階
が
木
造
、
4
7
0
㎡
の
豪

壮
な
邸
宅
だ
が
、
地
形
を
生
か
し
た
配
置
、

抑
制
し
た
階
高
・
軒
高
、
ラ
イ
ズ
の
低
い
屋

根
に
よ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
沈
み
込
む
よ
う
な

た
た
ず
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
主
に
よ

っ
て
92
年
に
な
さ
れ
た
設
備
関
係
の
大
改
修

を
含
め
、
た
び
た
び
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
原
形
は
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
住
み
手
が
い
な
く
な
り
、
取
り
壊

し
の
危
機
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
幸
運
に
も

熊
澤
茂
吉
さ
ん
と
い
う
引
き
受
け
手
が
現
れ
、

2
0
0
8
年
に
改
修
が
終
わ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、「
犬
と
鬼
」
の
故
事
は
つ
く
り

手
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
、
使
用
し
、
維

持
す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
住
宅
を
評
価
し
、
購
入
し
、
改
修
を
差

配
し
、
庭
を
含
め
た
諸
々
の
果
て
の
な
い
手

入
れ
を
し
て
い
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

瞬
発
的
な
山
っ
気
か
ら
遠
く
離
れ
、
対
象
の

美
点
を
見
抜
き
、
長
く
大
切
に
扱
っ
て
い
こ

う
と
す
る
持
続
的
で
強
固
な
意
志
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
第
一
に
、
感
性
の
共
振
が
あ
っ
た
。
熊
澤

さ
ん
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京

で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
建
築
に
魅
か
れ
て
調

べ
て
み
る
と
、
吉
村
順
三
の
設
計
だ
っ
た
こ

と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
鬼
で
あ
る
建

築
の
特
質
を
見
抜
く
の
は
容
易
と
し
て
も
、

吉
村
順
三
の
建
築
を
初
見
で
察
す
る
と
は
、

よ
ほ
ど
吉
村
と
近
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
に
し
て
か
ら
、
吉
村

の
建
築
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
り
、
探
究
し

て
い
く
う
ち
に
、
建
築
の
空
間
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
吉
村
の
設
計
者
と
し
て
の
生
き
様

に
も
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
第
二
に
、
執
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
住
宅
の

購
入
の
話
が
最
初
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
決

断
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
古
い
家
を
と
い
う
家
族
の
反
対
も
あ
っ
た
。

し
か
し
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
際

に
何
度
か
足
を
運
ぶ
う
ち
に
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
家
族
を

説
得
し
て
購
入
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
う
し
て

想
い
が
結
実
す
る
の
に
4
年
、
さ
ら
に
改
修

し
て
住
む
ま
で
に
は
2
年
あ
ま
り
が
経
過
し

て
い
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
の
が
通

例
の
世
の
中
で
は
稀
有
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
公
共
性
へ

の
理
解
が
あ
っ
た
。
住

宅
は
個
人
の
所
有
物
で

あ
り
、
日
常
の
生
活
の

場
な
の
だ
か
ら
、
原
則

と
し
て
社
会
に
開
く
必

要
は
な
い
。
け
れ
ど
も

生
涯
で
2
3
7
も
の
住

宅
を
設
計
し
た
稀
有
な

建
築
家
で
あ
る
吉
村
順

三
の
、
な
か
で
も
名
作

と
定
評
が
あ
る
住
宅
を

保
有
し
、
改
修
し
、
住

み
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
る
範
囲
の
人
び
と
に

対
し
て
、
経
過
を
明
示

し
、
公
開
す
る
社
会
的

義
務
を
負
う
と
熊
澤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
行

は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
。
実
際
、
改
修

前
に
吉
村
順
三
設
計
事
務
所
の
O
B
や
日
本

建
築
家
協
会
（
J
I
A
）
の
有
志
、
お
よ
そ

2
0
0
人
ほ
ど
が
見
学
会
に
参
加
し
、
改
修

後
は
さ
ら
に
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
と
い

う
。

　
第
四
に
、
実
務
的
な
経
験
と
知
識
が
あ
っ

た
。
熊
澤
さ
ん
は
日
本
酒
の
蔵
元
で
あ
り
、

湘
南
唯
一
の
蔵
元
熊
澤
酒
造
の
代
表
で
、「
湘

南
茅
ヶ
崎
の
家
」
の
近
く
の
蔵
元
敷
地
内
に

酒
蔵
の
ほ
か
、
点
在
す
る
既
存
の
古
建
物
を

利
活
用
し
た
り
、
新
た
に
地
域
の
歴
史
的
建

造
物
を
移
築
し
て
、
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
古
い
空
間
や
素
材

を
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
し
、
利
用
し
、
価

値
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
の

だ
。
そ
の
経
験
と
知
識
が
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の

家
」
の
再
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
。

　
改
修
の
設
計
は
、
原
設
計
者
に
つ
な
が
り

を
も
た
な
い
人
で
、
す
で
に
熊
澤
さ
ん
と
一

緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
と
い
う
基

準
で
樋
口
善
信
さ
ん
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
樋
口
さ
ん
に
と
っ
て
は
口
で
は
言
い

表
せ
な
い
よ
う
な
重
圧
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

原
案
に
忠
実
に
最
小
限
の
改
修
を
行
う
と
い

う
明
確
な
指
針
と
新
世
帯
か
ら
の
信
頼
が
重

圧
を
軽
減
し
た
と
い
う
。

　
改
修
前
は
夫
婦
ふ
た
り
住
ま
い
、
2
階
が

玄
関
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
、
寝
室
、
1
階

が
ゲ
ス
ト
用
の
ホ
ー
ル
、
宿
泊
室
、
そ
れ
に

使
用
人
室
と
い
う
構
成
だ
っ
た
が
、
改
修
後

は
2
階
に
夫
婦
と
子
ど
も
ふ
た
り
の
世
帯
が
、

1
階
に
親
夫
婦
が
住
む
2
世
帯
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
2
階
は
茶
の
間
、
化
粧
室
を
子
ど

も
室
に
用
途
変
更
し
た
の
み
だ
が
、
1
階
は

客
間
和
室
に
仏
壇
を
新
設
し
た
ほ
か
、
ホ
ー

ル
を
居
間
に
、
使
用
人
室
ま
わ
り
を
食
堂
・

台
所
に
変
更
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
は
仕
上
げ
、
設
備
と
も
傷
み
を

修
繕
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
。
外
壁
と
軒
裏

の
補
修
、
煙
突
の
再
塗
装
、
1
階
の
一
部
の

床
の
張
り
替
え
や
壁
仕
上
げ
の
塗
り
替
え
、

2
階
浴
室
の
機
器
更
新
・
改
修
、
2
階
台
所

の
カ
ウ
ン
タ
ー
改
造
と
洗
面
台
増
設
な
ど
。

　
最
大
の
改
修
と
い
え
ば
、
2
階
部
分
の
耐

震
性
能
向
上
の
た
め
に
、
南
北
方
向
の
壁
面

の
筋
か
い
数
カ
所
を
置
き
換
え
て
補
強
し
、

さ
ら
に
東
西
方
向
の
壁
面
2
カ
所
に
新
た
に

筋
か
い
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
改
修
前
と
寸
分
た
が

わ
ぬ
と
断
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
態
に

仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は

面
積
の
十
分
な
ゆ
と
り
が
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
と
く
に
台
所
が
そ
う
だ
。
も
と
も
と

プ
ロ
の
料
理
人
が
複
数
で
使
用
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
2
階
の
広
大
な
台
所
は
、
夫
人

の
要
望
で
改
修
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
と

り
あ
え
ず
カ
ウ
ン
タ
ー
を
高
く
す
る
程
度
の

改
造
で
す
ま
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
親
子
4

人
が
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
と

れ
、
洗
濯
コ
ー
ナ
ー
、
勝
手
口
、
納
戸
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
家
事
の
す
べ
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
居
間
、
食

堂
を
い
つ
も
き
れ
い
に
保
っ
て
お
け
、
と
て

も
使
い
勝
手
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
新
設
し
た
1
階
の
台
所
も
同
様

で
、
食
堂
と
一
体
と
な
り
、
夫
婦
ふ
た
り
の

生
活
の
場
と
し
て
十
分
な
広
さ
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
居
間
や
和
室
が
雑
然
と
な
る
こ
と
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
全
周

に
深
く
ま
わ
し
た
庇
、
回
遊
性
に
富
ん
だ
使

い
や
す
い
平
面
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
設
備

計
画
と
設
備
機
器
、
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
素

材
の
選
定
と
丁
寧
な
施
工
、
原
設
計
者
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
丹
念
な
修
繕
な
ど
の

総
合
的
な
賜
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
「
湘
南
茅
ヶ
崎
の
家
」
は
蘇
り
、

住
み
継
が
れ
て
い
る
。
2
階
の
ホ
ー
ル
か
ら

食
堂
、
居
間
へ
と
展
開
す
る
天
井
高
2
2
6

0
㎜
か
ら
2
5
2
0
㎜
の
流
麗
な
空
間
、
例

の
暗
色
に
塗
ら
れ
た
ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
の
天
井

の
不
可
思
議
な
効
果
、
あ
る
べ
き
細
部
が
あ

る
べ
き
形
に
納
ま
っ
て
い
る
快
適
さ
、
機
能

上
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
仕
掛
け
な
ど
に
つ

い
て
言
葉
を
費
や
す
こ
と
は
や
め
よ
う
。
吉

村
順
三
の
住
宅
の
内
部
空
間
が
言
葉
を
寄
せ

つ
け
な
い
事
実
は
あ
ま
ね
く
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
に
実
体
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
虚
し
さ
が
募
り
、
逆
に
言
葉
を
選

ぶ
ほ
ど
に
「
居
心
地
の
よ
さ
」
と
い
っ
た
凡

庸
な
表
現
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
1
階
の
改
修
さ
れ
た
居
間
が
、

築
山
に
半
ば
隠
さ
れ
、
前
面
の
池
の
揺
ら
ぐ

反
射
光
と
あ
い
ま
っ
て
、
深
い
洞
窟
に
潜
む

よ
う
な
安
寧
を
も
た
ら
す
空
間
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
2
階
の
明
朗
で
透
明
な
空
間
と

の
対
比
に
お
い
て
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
だ
け

は
記
し
て
お
き
た
い
。

言
葉
を

寄
せ
つ
け
な
い
空
間

庭側外観
南の庭側から見た外観。
テラスは伊豆石貼り。ゴ
ルフ場をまわった後、こ
のテラスや居間でゴルフ
ァーたちが歓談をしてい
たという。

正面外観

西側の正面。玄関は石階
段を上った２階にある。
ガレージの奥には親世帯
の住居となった１階の玄
関もある。銀色の円筒は
暖炉の煙突。

Special Feature / The Future of Vintage Residences Part 3  “House in Shonan Chigasaki”

よしむら・じゅんぞう／1908年東京
都生まれ。31年東京美術学校（現・
東京藝術大学美術学部）建築科卒業。
31年レーモンド建築設計事務所入所。
41年吉村設計事務所設立。45年東京
美術学校助教授。62年東京藝術大学
建築科教授、後に名誉教授。97年逝
去。おもな作品＝「NCRビル」（62）、
「軽井沢の山荘」（62）、「奈良国立博物
館」（74）など。

吉村順三
Yoshimura Junzo

　左２点は1966年10月12日の日付け
が記されたオリジナルの原図。東京
藝術大学大学美術館に所蔵されてい
るが、吉村順三記念ギャラリーにも
複写が保管されている。
　１階は鉄筋コンクリート造、２階
は木造の住宅である。平面を見ると、
おおよそ正方形の組み合わせで全体
を構成していることがわかる。居間
は7,200㎜角である。
　建物名称のところに、「S.S.クラブ
設計図」とある。「湘南茅ヶ崎の家」
の近隣には大きなゴルフ場があり、
ホールをまわった客をもてなすため
に、大人数の来客を想定したゲスト
ハウスだった。２階の大きなアイラ
ンドキッチンを備えた台所では、料
理人が腕をふるって大勢の客をもて
なしたという。１階には使用人のた
めの居室、台所、浴室があり、裏動
線で２階の台所ともつながっている。
　メインの玄関は２階にあるが、ガ
レージ奥には１階への入り口もある。
ゴルフ帰りに車を車庫に入れた後、
すぐに１階の石敷きのホールへ客を
招き入れることができた。
　個人宅というよりは、客と過ごす
ためのサロンのような性格の強い住
宅だったという。

ゴルフ場の近くで
客をもてなすための
ゲストハウス

1/2500 1 2m N
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樋口善信さんによる2008年の改修
Special Feature / The Future of Vintage Residences Part 3  “House in Shonan Chigasaki”

1階 平面図

「湘南茅ヶ崎の家」

建築概要
所在地 神奈川県茅ヶ崎市
主要用途 専用住宅（2世帯住宅）
家族構成 親世帯夫婦＋子世帯夫婦
 ＋子ども2人
原設計 吉村順三
改修設計 樋口善信／
 樋口善信建築設計事務所
構造設計 船戸構造設計
構造 鉄筋コンクリート造（1階）、
 木造（2階）
施工 横浜テクノ建設
階数 地上2階
敷地面積 934.35㎡
建築面積 259.78㎡
延床面積 471.16㎡
設計期間 2007年7月～12月
工事期間 2008年1月～4月

おもな外部仕上げ
屋根 アルミ t=0.4㎜
 瓦棒葺き（@240㎜）
壁 リシン搔き落し

おもな内部仕上げ
天井 ラワンベニヤ
壁 漆喰、チーク突板（@4尺）
床 絨毯、伊豆石

ひぐち・よしのぶ／1969年神奈川県
生まれ。94年千葉工業大学大学院修
了。同年洋建築企画。2004年樋口善
信建築計画事務所設立。現在、千葉
工業大学建築都市環境学科非常勤講
師。おもな作品＝「山中庵」（06）、「深
い軒裏をもつ家」（09）。

東西断面図

2階 平面図

南北断面図

居間 食堂 子ども室 書斎 主寝室

駐車場 居間（旧ホール） 寝室 浴室 客の間

中庭
植込み

勝手口

前室 浴室

納戸

寝室・書斎

玄関 ホール

トイレ

洗濯室

    廊下
CH:2,180

食 堂
CH:2,260

居 間
CH:2,520

台 所
CH:2,280

子ども室
（旧化粧室）

CH:2,180

子ども室
（旧茶の間）

CH:2,180

ポーチ

食堂 台所 サービス
階段

居間
（旧ホール） 機械室

屋根の葺き替え

構造補強後、
軒裏復旧

構造補強後、
軒裏復旧

既存にならって
煙突を再塗装屋根の葺き替え

構造補強後、
復旧

浴室改修
（補強あり）

アイランドキッチン
一部改造
造作家具の扉を
補強のうえ、塗装

洗面台新設準備室 →
勝手口（補強あり）

外部ベンチと手すり
素地補修のうえ、
塗装

構造補強後、
外壁復旧

ポーチ壁
素地補修

衝立
素地補修のうえ、
塗装

構造補強後、
外壁復旧

下足入れ新設
流し台
ライニング新設

構造補強後、
外壁復旧

1階（親世帯住居）
への階段を
仮設の板でふさぐ

リターンダクト新設
それに伴う造作 

廊下側の壁面に
補強
既存にならい
下がり壁を復旧
上記に伴う造作

使用人室の周辺
→ 食堂・台所

キッチンカウンター・
バックカウンター
新設

開口部をふさぐ使用人トイレ → 
洗濯機置場

仏壇新設後、
床を復旧

池の再生

ミニキッチン
収納用の戸袋
→ 本棚へ利用

駐車場からの
入り口 → 
親世帯の玄関へ

スクリーン新設

伊豆石再利用
（一部床）
壁仕上げ塗替え

床張替え
壁仕上げ塗替え

駐車場整備

使用人のための居室、台
所、浴室が、二世帯住宅
に変更されるにあたって、
親世帯の食堂と台所に改
修された。隣室のサービ
ス階段から子世帯の２階
へ至る。

1階 食堂・台所

道路から石階段を上り、
曲がったところでポーチ
に至る。さらに軒下のポ
ーチと、奥の広い玄関室
の深い懐が、住まい手や
客を出迎える。考えぬか
れたシークエンス。

アプローチ

元はゴルフ場帰りに車庫
からそのまま客を招く空
間。現在は、親世帯の玄
関と居間になっている。
右奥にあったミニキッチ
ンは撤去され、ソファや
本棚が置かれている。

1階 居間
（旧ホール）

樋口善信
Higuchi Yoshinobu

機械室

駐車場

納戸

次の間

浄化槽取替え

客の間

脱
衣
室

浴室

廊下

台 所

トイレ

仏壇

食 堂

既存アンテナ

既存PG庫

駐車場

玄関
CH:1,950

  居間（旧ホール）
CH:2,250

寝室
CH:2,250

0 1 2m

1/250
N0 1 2m

1/250

0 1 2m

1/250
0 1 2m

1/250

N

※2009年以降の改修も記載
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樋口善信さんによる2008年の改修
Special Feature / The Future of Vintage Residences Part 3  “House in Shonan Chigasaki”

1階 平面図

「湘南茅ヶ崎の家」

建築概要
所在地 神奈川県茅ヶ崎市
主要用途 専用住宅（2世帯住宅）
家族構成 親世帯夫婦＋子世帯夫婦
 ＋子ども2人
原設計 吉村順三
改修設計 樋口善信／
 樋口善信建築設計事務所
構造設計 船戸構造設計
構造 鉄筋コンクリート造（1階）、
 木造（2階）
施工 横浜テクノ建設
階数 地上2階
敷地面積 934.35㎡
建築面積 259.78㎡
延床面積 471.16㎡
設計期間 2007年7月～12月
工事期間 2008年1月～4月

おもな外部仕上げ
屋根 アルミ t=0.4㎜
 瓦棒葺き（@240㎜）
壁 リシン搔き落し

おもな内部仕上げ
天井 ラワンベニヤ
壁 漆喰、チーク突板（@4尺）
床 絨毯、伊豆石

ひぐち・よしのぶ／1969年神奈川県
生まれ。94年千葉工業大学大学院修
了。同年洋建築企画。2004年樋口善
信建築計画事務所設立。現在、千葉
工業大学建築都市環境学科非常勤講
師。おもな作品＝「山中庵」（06）、「深
い軒裏をもつ家」（09）。

東西断面図

2階 平面図

南北断面図
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屋根の葺き替え

構造補強後、
軒裏復旧

構造補強後、
軒裏復旧

既存にならって
煙突を再塗装屋根の葺き替え

構造補強後、
復旧

浴室改修
（補強あり）

アイランドキッチン
一部改造
造作家具の扉を
補強のうえ、塗装

洗面台新設準備室 →
勝手口（補強あり）

外部ベンチと手すり
素地補修のうえ、
塗装

構造補強後、
外壁復旧

ポーチ壁
素地補修

衝立
素地補修のうえ、
塗装

構造補強後、
外壁復旧

下足入れ新設
流し台
ライニング新設

構造補強後、
外壁復旧

1階（親世帯住居）
への階段を
仮設の板でふさぐ

リターンダクト新設
それに伴う造作 

廊下側の壁面に
補強
既存にならい
下がり壁を復旧
上記に伴う造作

使用人室の周辺
→ 食堂・台所

キッチンカウンター・
バックカウンター
新設

開口部をふさぐ使用人トイレ → 
洗濯機置場

仏壇新設後、
床を復旧

池の再生

ミニキッチン
収納用の戸袋
→ 本棚へ利用

駐車場からの
入り口 → 
親世帯の玄関へ

スクリーン新設

伊豆石再利用
（一部床）
壁仕上げ塗替え

床張替え
壁仕上げ塗替え

駐車場整備

使用人のための居室、台
所、浴室が、二世帯住宅
に変更されるにあたって、
親世帯の食堂と台所に改
修された。隣室のサービ
ス階段から子世帯の２階
へ至る。

1階 食堂・台所

道路から石階段を上り、
曲がったところでポーチ
に至る。さらに軒下のポ
ーチと、奥の広い玄関室
の深い懐が、住まい手や
客を出迎える。考えぬか
れたシークエンス。

アプローチ

元はゴルフ場帰りに車庫
からそのまま客を招く空
間。現在は、親世帯の玄
関と居間になっている。
右奥にあったミニキッチ
ンは撤去され、ソファや
本棚が置かれている。

1階 居間
（旧ホール）
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原設計

改修設計

取材・文／豊田正弘　写真／川辺明伸

OKA MASAKAZU HOUSE
元良信彦

アントニン・レーモンド

１９３４年にアントニン・レーモンドによってつくられた住宅。
素木による軽井沢らしいこの住宅は、何十年もの時を経て、
原型をとどめないほどに改修されていた。
その住宅が、創意をもって復原された。

特集／その４

Case Study
“OKA MASAKAZU

HOUSE”
Part

The Future
of 

Vintage
Residences

Special
Feature

木部現しのレーモンドら
しい住宅。柱、梁、２階
の床材などの内側の部材
は劣化が少なく、当初材
が残っている。家具の多
くは、妻のノエミ・レー
モンドのデザイン。

1階 リビング・ダイニング
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竣工時は、下見板張りに
カラ松の枝葺きという姿。
後にモルタルで覆われト
タン屋根をのせる姿に変
わっていたが、時を経て
創造的に復原された。

竣工以来の変遷

74
年
前
の
姿
に
戻
す

レ
ー
モ
ン
ド
と
の
対
話

オ
リ
ジ
ナ
ル
を

進
化
さ
せ
る

現
在
の
環
境
に

適
合
さ
せ
る

　
こ
の
改
修
の
前
、
別
邸
の
姿
を
眼
前
に
し

た
建
築
家
は
衝
撃
を
受
け
る
。
大
幅
な
増
改

築
が
、
意
匠
・
使
い
勝
手
と
も
に
大
き
な
ダ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
た
の
だ
。
外
壁
に
は
モ

ル
タ
ル
が
塗
ら
れ
、
開
口
部
は
味
気
な
い
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
で
覆
わ
れ
、
ま
わ
り
の
緑
へ
の

視
線
を
塞
ぐ
よ
う
に
和
室
や
ボ
イ
ラ
ー
室
が

増
築
さ
れ
て
い
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
の
設
計
に

よ
る
住
宅
と
は
、
話
を
聞
く
ま
で
は
想
像
も

で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
は
数
多
く
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
設
計
し
、
日
本
建
築
界

に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
そ
し
て
軽
井
沢

の
地
に
あ
っ
て
は
、観
光
名
所
と
な
っ
た「
聖

パ
ウ
ロ
教
会
」（
35
）、自
ら
の
「
夏
の
家
（
現

・
ペ
イ
ネ
美
術
館
）」（
33
）を
は
じ
め
と
す
る

「
軽
井
沢
式
」と
呼
ば
れ
る
別
荘
群
な
ど
に
よ

り
、
日
本
を
代
表
す
る
避
暑
地
の
イ
メ
ー
ジ

づ
く
り
に
寄
与
し
て
い
る
。

　
岡
庄
五
氏
の
依
頼
に
よ
る
こ
の
別
邸
も
、

そ
う
し
た
別
荘
群
の
ひ
と
つ
と
し
て
1
9
3

4
年
に
竣
工
し
た
。
そ
れ
が
前
記
の
状
況
に

至
っ
た
の
は
、「
夏
の
家
」
か
ら
「
１
年
中
の

家
」
に
な
っ
た
た
め
。
軽
井
沢
の
冬
は
き
び

し
い
。
夏
の
清
涼
な
気
候
を
前
提
と
し
た
住

宅
に
と
っ
て
、
防
寒
仕
様
を
求
め
ら
れ
る
の

は
酷
な
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
今
回
の
改
修
に
あ
た
り
、
岡
氏
の
関
係
者

で
あ
る
建
主
さ
ん
か
ら
は
元
良
信
彦
さ
ん
に

ふ
た
つ
の
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
を
未
来
に
引
き
継

ぐ
た
め
の
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

　
1
、
別
邸
は
将
来
に
わ
た
る
利
用
方
法
を

考
慮
し
た
う
え
で
可
能
な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
戻
す
こ
と
。

　
2
、
隣
接
す
る
ふ
た
つ
の
敷
地
、
母
屋
と

呼
ば
れ
る
建
物
を
含
む
部
分
と
原
生
林
を
含

め
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

　
ひ
と
つ
目
の
条
件
に
対
し
、
竣
工
当
時
の

資
料
で
見
つ
か
っ
た
の
は
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が

内
外
1
点
ず
つ
、
図
面
が
簡
単
な
平
面
図
・

立
面
図
・
断
面
図
と
暖
炉
の
詳
細
図
。
レ
ー

モ
ン
ド
設
計
事
務
所
の
協
力
を
得
て
も
そ
れ

だ
け
だ
っ
た
。
そ
こ
で
元
良
さ
ん
は
、
長
い

付
き
合
い
で
「
手
」
を
知
る
工
務
店
の
ベ
テ

ラ
ン
大
工
を
集
め
る
。
図
面
で
は
知
り
え
な

い
か
つ
て
の
工
法
や
納
ま
り
を
、
相
談
し
な

が
ら
つ
く
っ
て
い
く
た
め
だ
。
76
歳
の
棟
梁

を
は
じ
め
60
代
の
大
工
た
ち
は
、
造
り
の
よ

く
似
た
ペ
イ
ネ
美
術
館
を
一
緒
に
見
学
し
た

後
、
隣
接
す
る
ロ
グ
ハ
ウ
ス
に
5
カ
月
に
わ

た
っ
て
住
み
込
み
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ

と
と
な
る
。

　
実
際
の
改
修
に
あ
た
っ
て
は
、「
レ
ー
モ
ン

ド
な
ら
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
内
な
る
対

話
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
。
元
良

さ
ん
の
師
匠
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
マ
ン
ジ

ャ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
棟
梁
に
よ
る
日
本
の
建
築

シ
ス
テ
ム
に
共
感
し
、
素
材
の
物
性
に
逆
ら

わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
期

せ
ず
し
て
レ
ー
モ
ン
ド
の
考
え
方
と
一
致
し
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
設
計
に
取
り
組
め
た
と
い
う
。

増
築
部
を
取
り
壊
し
、
外
壁
の
モ
ル
タ
ル
を

す
べ
て
は
が
し
て
み
る
と
構
造
体
が
あ
ら
わ

に
な
る
。
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
1
階
床
や
軒

先
は
傷
み
が
激
し
い
も
の
の
、
柱
・
梁
は
し

っ
か
り
し
て
い
た
こ
と
。「
触
っ
た
瞬
間
、
大

丈
夫
だ
よ
っ
て
木
が
言
っ
て
い
る
感
じ
が
し

た
」
と
元
良
さ
ん
。
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
多
く
の
材
料
に
洗
い
を
か

け
て
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

記
憶
を
呼
び
起
こ
す
と
と
も
に
全
体
の
質
感

を
格
段
に
高
め
て
い
る
。

　
建
物
を
維
持
す
る
に
は
構
造
と
雨
じ
ま
い

が
重
要
で
あ
る
。
元
の
外
壁
内
に
は
縦
横
に

井
桁
状
に
組
ん
だ
間
柱
が
あ
り
、
レ
ー
モ
ン

ド
独
自
の
耐
震
性
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
た
。

今
回
は
構
造
用
合
板
を
入
れ
て
耐
震
壁
と
し
、

防
水
層
と
空
気
層
を
も
つ
通
気
工
法
と
し
て

い
る
。
外
壁
の
新
た
な
ス
ギ
下
見
板
に
は
、

自
然
素
材
の
保
護
塗
料
で
開
発
さ
れ
た
ば
か

り
の
透
明
な
も
の
を
塗
っ
た
。
平
葺
き
の
屋

根
に
も
強
力
な
防
水
下
地
を
挟
み
込
ん
で
い

る
。
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
最
新
の
技
術

が
使
わ
れ
た
。

　
ま
た
現
し
の
丸
太
の
垂
木
は
、
そ
の
ま
ま

外
の
軒
に
連
続
す
る
意
匠
が
美
し
い
。
し
か

し
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
軒
先
は
傷
ん
で
落
ち
て
い

た
。
こ
こ
で
は
構
造
的
な
整
合
性
よ
り
イ
ン

テ
リ
ア
の
雰
囲
気
を
保
つ
こ
と
を
優
先
し
、

外
部
の
み
新
材
の
丸
太
を
桁
上
で
継
ぎ
、
フ

ラ
ッ
シ
ュ
板
状
の
野
地
板
か
ら
吊
り
込
ん
だ
。

屋
根
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
わ
ず
か
に
厚
く
な

っ
た
が
、
先
端
の
繊
細
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
１
本
ず
つ
断
面
の
異

な
る
丸
太
と
外
壁
と
の
納
ま
り
は
難
し
く
、

こ
の
加
工
だ
け
で
2
カ
月
を
要
し
た
そ
う
だ
。

「
将
来
に
わ
た
る
利
用
」
に
大
き
く
か
か
わ

る
の
が
水
ま
わ
り
で
あ
る
。
浴
室
と
ト
イ
レ

は
最
新
の
機
器
に
替
え
る
と
と
も
に
、
外
壁

の
デ
ザ
イ
ン
も
一
新
し
た
。
小
さ
な
窓
の
開

い
た
壁
か
ら
、
全
体
を
居
間
と
同
様
な
「
芯

外
し
」
の
掃
き
出
し
窓
へ
。「
芯
外
し
」
と
は

壁
の
芯
か
ら
サ
ッ
シ
を
外
側
に
持
ち
出
す
、

い
わ
ゆ
る
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
だ
。
レ
ー
モ

ン
ド
の
「
軽
井
沢
式
」
は
地
元
の
材
で
地
元

の
大
工
が
つ
く
る
山
小
屋
風
の
も
の
を
指
す

が
、
こ
う
し
た
手
法
が
空
間
に
モ
ダ
ン
な
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

「
お
こ
が
ま
し
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

試
み
を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
か
っ
た
」
と
元

良
さ
ん
。
そ
れ
は
創
作
的
な
復
原
行
為
な
の

だ
。
道
路
か
ら
遠
く
緑
の
奥
に
あ
る
開
放
的

な
浴
室
は
、
じ
つ
に
気
持
ち
が
い
い
。

　
ふ
た
つ
目
の
条
件
、
敷
地
全
体
の
環
境
を

整
備
し
た
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
竣
工
時
と
は
土
地
の
形
状
、

周
囲
の
建
物
な
ど
が
変
わ
っ
て
い
る
。
今
の

環
境
に
最
適
な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
。
ま
ず

別
邸
東
側
の
レ
ベ
ル
が
低
く
、
道
路
か
ら
の

浸
水
が
建
物
を
傷
め
て
い
た
た
め
土
留
め
を

す
る
。
背
中
を
向
け
て
い
た
主
屋
（
設
計
者

は
不
詳
）
と
の
視
線
を
つ
く
る
た
め
、
主
屋

の
浴
室
を
移
動
さ
せ
、
そ
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
を

別
邸
側
に
開
く
。
そ
し
て
２
棟
間
に
繁
っ
て

い
た
笹
を
先
ほ
ど
の
土
留
め
に
移
し
、
そ
こ

を
芝
生
敷
き
に
。
同
様
に
樹
木
を
南
東
側
隣

地
の
目
隠
し
の
た
め
に
移
植
。
そ
の
結
果
、

主
屋
の
南
側
の
庭
、
主
屋
、
2
棟
間
の
庭
、

別
邸
、
別
邸
東
側
の
土
留
め
へ
と
空
間
が
つ

な
が
り
、
す
ば
ら
し
い
奥
行
き
を
生
ん
で
い

る
。
逆
に
別
邸
か
ら
は
、
主
屋
の
平
屋
の
屋

根
越
し
に
南
側
の
森
が
望
め
る
。

　
周
辺
の
道
路
幅
が
き
わ
め
て
狭
い
た
め
大

木
は
運
べ
ず
、
基
本
的
に
敷
地
内
部
で
木
を

移
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
は

年
若
い
地
元
の
植
木
職
人
が
行
っ
た
。
和
洋

さ
ま
ざ
ま
な
樹
種
が
入
り
混
じ
っ
た
軽
井
沢

の
植
生
を
知
る
彼
ら
は
、
そ
れ
を
巧
み
に
景

色
に
溶
け
込
ま
せ
た
。「
こ
の
環
境
全
部
で

『
O
K
A 

M
A
S
A
K
A
Z
U 

H
O
U
S
E
』

で
す
」
と
い
う
元
良
さ
ん
の
言
葉
が
印
象
に

残
る
。

　
取
材
に
訪
れ
た
4
月
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
緑
が
濃
く
な
る
季
節
。
そ
れ
で
も
ゆ
る
や

か
な
芝
の
斜
面
を
上
が
っ
た
先
に
あ
る
別
邸

は
、
戦
前
に
花
開
い
た
豊
か
な
別
荘
文
化
を

鮮
烈
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
海
外
在
住
の
建

主
の
ご
家
族
が
初
め
て
こ
の
改
修
を
目
に
し

た
と
き
は
、
幼
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
に
茫
然
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　
室
内
に
は
レ
ー
モ
ン
ド
夫
人
で
あ
る
ノ
エ

ミ
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
椅
子
が

集
め
ら
れ
、
お
だ
や
か
な
気
配
に
満
ち
て
い

る
。
2
階
床
を
支
え
る
丸
太
の
根
太
、
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
の
華
奢
な
造
り
は
驚
く
ほ

ど
だ
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
3
㎜
厚
の
ガ
ラ
ス
は

小
さ
な
お
子
さ
ん
が
割
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
あ
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
揺
ら
め

く
景
色
は
味
わ
い
深
い
。「
低
気
密
・
低
断

熱
」
と
元
良
さ
ん
は
笑
う
が
、
夏
の
別
荘
に

ま
で
高
性
能
を
求
め
る
現
代
住
宅
の
ほ
う
に

疑
問
を
感
じ
て
く
る
。

　
最
後
に
こ
の
作
品
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、
よ

い
家
を
と
こ
と
ん
住
み
こ
な
し
、
ず
っ
と
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
を
続
け
よ
う
と
い
う
建
主
の
強

靱
な
意
志
で
あ
る
。
木
製
雨
戸
の
開
け
閉
て

に
は
コ
ツ
が
必
要
だ
し
手
間
も
か
か
る
。
秋

口
の
冷
気
に
は
暖
炉
を
焚
く
。
美
し
い
外
壁

は
昨
年
塗
り
直
さ
れ
た
と
い
う
。
庭
の
手
入

れ
も
含
め
、
こ
の
家
の
継
続
に
は
覚
悟
が
必

要
だ
。
そ
の
姿
勢
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た

い
。

竣工時（1934年）の姿改修前の姿
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玄関
扉を開けると庭が視界に
飛び込んでくる。脇のベ
ンチは原図を参考に復原
されたもの。ポーチの丸
柱と梁は、職人技の光付
けによって接合。

西側外観
古写真などを頼りに、下
見板張りの姿に復原され
た外観。外壁の木材には
植物油系クリア塗装が施
され、素木の風合いだが
腐食していない。

出典：『アントニンレイモンド作品集 1920-1935』（城南書院）写真提供：元良信彦
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竣工時は、下見板張りに
カラ松の枝葺きという姿。
後にモルタルで覆われト
タン屋根をのせる姿に変
わっていたが、時を経て
創造的に復原された。

竣工以来の変遷

74
年
前
の
姿
に
戻
す

レ
ー
モ
ン
ド
と
の
対
話

オ
リ
ジ
ナ
ル
を

進
化
さ
せ
る

現
在
の
環
境
に

適
合
さ
せ
る

　
こ
の
改
修
の
前
、
別
邸
の
姿
を
眼
前
に
し

た
建
築
家
は
衝
撃
を
受
け
る
。
大
幅
な
増
改

築
が
、
意
匠
・
使
い
勝
手
と
も
に
大
き
な
ダ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
た
の
だ
。
外
壁
に
は
モ

ル
タ
ル
が
塗
ら
れ
、
開
口
部
は
味
気
な
い
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
で
覆
わ
れ
、
ま
わ
り
の
緑
へ
の

視
線
を
塞
ぐ
よ
う
に
和
室
や
ボ
イ
ラ
ー
室
が

増
築
さ
れ
て
い
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
の
設
計
に

よ
る
住
宅
と
は
、
話
を
聞
く
ま
で
は
想
像
も

で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
は
数
多
く
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
設
計
し
、
日
本
建
築
界

に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
そ
し
て
軽
井
沢

の
地
に
あ
っ
て
は
、観
光
名
所
と
な
っ
た「
聖

パ
ウ
ロ
教
会
」（
35
）、自
ら
の
「
夏
の
家
（
現

・
ペ
イ
ネ
美
術
館
）」（
33
）を
は
じ
め
と
す
る

「
軽
井
沢
式
」と
呼
ば
れ
る
別
荘
群
な
ど
に
よ

り
、
日
本
を
代
表
す
る
避
暑
地
の
イ
メ
ー
ジ

づ
く
り
に
寄
与
し
て
い
る
。

　
岡
庄
五
氏
の
依
頼
に
よ
る
こ
の
別
邸
も
、

そ
う
し
た
別
荘
群
の
ひ
と
つ
と
し
て
1
9
3

4
年
に
竣
工
し
た
。
そ
れ
が
前
記
の
状
況
に

至
っ
た
の
は
、「
夏
の
家
」
か
ら
「
１
年
中
の

家
」
に
な
っ
た
た
め
。
軽
井
沢
の
冬
は
き
び

し
い
。
夏
の
清
涼
な
気
候
を
前
提
と
し
た
住

宅
に
と
っ
て
、
防
寒
仕
様
を
求
め
ら
れ
る
の

は
酷
な
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
今
回
の
改
修
に
あ
た
り
、
岡
氏
の
関
係
者

で
あ
る
建
主
さ
ん
か
ら
は
元
良
信
彦
さ
ん
に

ふ
た
つ
の
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
を
未
来
に
引
き
継

ぐ
た
め
の
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

　
1
、
別
邸
は
将
来
に
わ
た
る
利
用
方
法
を

考
慮
し
た
う
え
で
可
能
な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
戻
す
こ
と
。

　
2
、
隣
接
す
る
ふ
た
つ
の
敷
地
、
母
屋
と

呼
ば
れ
る
建
物
を
含
む
部
分
と
原
生
林
を
含

め
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

　
ひ
と
つ
目
の
条
件
に
対
し
、
竣
工
当
時
の

資
料
で
見
つ
か
っ
た
の
は
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が

内
外
1
点
ず
つ
、
図
面
が
簡
単
な
平
面
図
・

立
面
図
・
断
面
図
と
暖
炉
の
詳
細
図
。
レ
ー

モ
ン
ド
設
計
事
務
所
の
協
力
を
得
て
も
そ
れ

だ
け
だ
っ
た
。
そ
こ
で
元
良
さ
ん
は
、
長
い

付
き
合
い
で
「
手
」
を
知
る
工
務
店
の
ベ
テ

ラ
ン
大
工
を
集
め
る
。
図
面
で
は
知
り
え
な

い
か
つ
て
の
工
法
や
納
ま
り
を
、
相
談
し
な

が
ら
つ
く
っ
て
い
く
た
め
だ
。
76
歳
の
棟
梁

を
は
じ
め
60
代
の
大
工
た
ち
は
、
造
り
の
よ

く
似
た
ペ
イ
ネ
美
術
館
を
一
緒
に
見
学
し
た

後
、
隣
接
す
る
ロ
グ
ハ
ウ
ス
に
5
カ
月
に
わ

た
っ
て
住
み
込
み
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ

と
と
な
る
。

　
実
際
の
改
修
に
あ
た
っ
て
は
、「
レ
ー
モ
ン

ド
な
ら
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
内
な
る
対

話
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
。
元
良

さ
ん
の
師
匠
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
マ
ン
ジ

ャ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
棟
梁
に
よ
る
日
本
の
建
築

シ
ス
テ
ム
に
共
感
し
、
素
材
の
物
性
に
逆
ら

わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
期

せ
ず
し
て
レ
ー
モ
ン
ド
の
考
え
方
と
一
致
し
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
設
計
に
取
り
組
め
た
と
い
う
。

増
築
部
を
取
り
壊
し
、
外
壁
の
モ
ル
タ
ル
を

す
べ
て
は
が
し
て
み
る
と
構
造
体
が
あ
ら
わ

に
な
る
。
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
1
階
床
や
軒

先
は
傷
み
が
激
し
い
も
の
の
、
柱
・
梁
は
し

っ
か
り
し
て
い
た
こ
と
。「
触
っ
た
瞬
間
、
大

丈
夫
だ
よ
っ
て
木
が
言
っ
て
い
る
感
じ
が
し

た
」
と
元
良
さ
ん
。
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
多
く
の
材
料
に
洗
い
を
か

け
て
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

記
憶
を
呼
び
起
こ
す
と
と
も
に
全
体
の
質
感

を
格
段
に
高
め
て
い
る
。

　
建
物
を
維
持
す
る
に
は
構
造
と
雨
じ
ま
い

が
重
要
で
あ
る
。
元
の
外
壁
内
に
は
縦
横
に

井
桁
状
に
組
ん
だ
間
柱
が
あ
り
、
レ
ー
モ
ン

ド
独
自
の
耐
震
性
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
た
。

今
回
は
構
造
用
合
板
を
入
れ
て
耐
震
壁
と
し
、

防
水
層
と
空
気
層
を
も
つ
通
気
工
法
と
し
て

い
る
。
外
壁
の
新
た
な
ス
ギ
下
見
板
に
は
、

自
然
素
材
の
保
護
塗
料
で
開
発
さ
れ
た
ば
か

り
の
透
明
な
も
の
を
塗
っ
た
。
平
葺
き
の
屋

根
に
も
強
力
な
防
水
下
地
を
挟
み
込
ん
で
い

る
。
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
最
新
の
技
術

が
使
わ
れ
た
。

　
ま
た
現
し
の
丸
太
の
垂
木
は
、
そ
の
ま
ま

外
の
軒
に
連
続
す
る
意
匠
が
美
し
い
。
し
か

し
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
軒
先
は
傷
ん
で
落
ち
て
い

た
。
こ
こ
で
は
構
造
的
な
整
合
性
よ
り
イ
ン

テ
リ
ア
の
雰
囲
気
を
保
つ
こ
と
を
優
先
し
、

外
部
の
み
新
材
の
丸
太
を
桁
上
で
継
ぎ
、
フ

ラ
ッ
シ
ュ
板
状
の
野
地
板
か
ら
吊
り
込
ん
だ
。

屋
根
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
わ
ず
か
に
厚
く
な

っ
た
が
、
先
端
の
繊
細
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
１
本
ず
つ
断
面
の
異

な
る
丸
太
と
外
壁
と
の
納
ま
り
は
難
し
く
、

こ
の
加
工
だ
け
で
2
カ
月
を
要
し
た
そ
う
だ
。

「
将
来
に
わ
た
る
利
用
」
に
大
き
く
か
か
わ

る
の
が
水
ま
わ
り
で
あ
る
。
浴
室
と
ト
イ
レ

は
最
新
の
機
器
に
替
え
る
と
と
も
に
、
外
壁

の
デ
ザ
イ
ン
も
一
新
し
た
。
小
さ
な
窓
の
開

い
た
壁
か
ら
、
全
体
を
居
間
と
同
様
な
「
芯

外
し
」
の
掃
き
出
し
窓
へ
。「
芯
外
し
」
と
は

壁
の
芯
か
ら
サ
ッ
シ
を
外
側
に
持
ち
出
す
、

い
わ
ゆ
る
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
だ
。
レ
ー
モ

ン
ド
の
「
軽
井
沢
式
」
は
地
元
の
材
で
地
元

の
大
工
が
つ
く
る
山
小
屋
風
の
も
の
を
指
す

が
、
こ
う
し
た
手
法
が
空
間
に
モ
ダ
ン
な
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

「
お
こ
が
ま
し
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

試
み
を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
か
っ
た
」
と
元

良
さ
ん
。
そ
れ
は
創
作
的
な
復
原
行
為
な
の

だ
。
道
路
か
ら
遠
く
緑
の
奥
に
あ
る
開
放
的

な
浴
室
は
、
じ
つ
に
気
持
ち
が
い
い
。

　
ふ
た
つ
目
の
条
件
、
敷
地
全
体
の
環
境
を

整
備
し
た
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
竣
工
時
と
は
土
地
の
形
状
、

周
囲
の
建
物
な
ど
が
変
わ
っ
て
い
る
。
今
の

環
境
に
最
適
な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
。
ま
ず

別
邸
東
側
の
レ
ベ
ル
が
低
く
、
道
路
か
ら
の

浸
水
が
建
物
を
傷
め
て
い
た
た
め
土
留
め
を

す
る
。
背
中
を
向
け
て
い
た
主
屋
（
設
計
者

は
不
詳
）
と
の
視
線
を
つ
く
る
た
め
、
主
屋

の
浴
室
を
移
動
さ
せ
、
そ
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
を

別
邸
側
に
開
く
。
そ
し
て
２
棟
間
に
繁
っ
て

い
た
笹
を
先
ほ
ど
の
土
留
め
に
移
し
、
そ
こ

を
芝
生
敷
き
に
。
同
様
に
樹
木
を
南
東
側
隣

地
の
目
隠
し
の
た
め
に
移
植
。
そ
の
結
果
、

主
屋
の
南
側
の
庭
、
主
屋
、
2
棟
間
の
庭
、

別
邸
、
別
邸
東
側
の
土
留
め
へ
と
空
間
が
つ

な
が
り
、
す
ば
ら
し
い
奥
行
き
を
生
ん
で
い

る
。
逆
に
別
邸
か
ら
は
、
主
屋
の
平
屋
の
屋

根
越
し
に
南
側
の
森
が
望
め
る
。

　
周
辺
の
道
路
幅
が
き
わ
め
て
狭
い
た
め
大

木
は
運
べ
ず
、
基
本
的
に
敷
地
内
部
で
木
を

移
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
は

年
若
い
地
元
の
植
木
職
人
が
行
っ
た
。
和
洋

さ
ま
ざ
ま
な
樹
種
が
入
り
混
じ
っ
た
軽
井
沢

の
植
生
を
知
る
彼
ら
は
、
そ
れ
を
巧
み
に
景

色
に
溶
け
込
ま
せ
た
。「
こ
の
環
境
全
部
で

『
O
K
A 

M
A
S
A
K
A
Z
U 

H
O
U
S
E
』

で
す
」
と
い
う
元
良
さ
ん
の
言
葉
が
印
象
に

残
る
。

　
取
材
に
訪
れ
た
4
月
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
緑
が
濃
く
な
る
季
節
。
そ
れ
で
も
ゆ
る
や

か
な
芝
の
斜
面
を
上
が
っ
た
先
に
あ
る
別
邸

は
、
戦
前
に
花
開
い
た
豊
か
な
別
荘
文
化
を

鮮
烈
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
海
外
在
住
の
建

主
の
ご
家
族
が
初
め
て
こ
の
改
修
を
目
に
し

た
と
き
は
、
幼
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
に
茫
然
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　
室
内
に
は
レ
ー
モ
ン
ド
夫
人
で
あ
る
ノ
エ

ミ
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
椅
子
が

集
め
ら
れ
、
お
だ
や
か
な
気
配
に
満
ち
て
い

る
。
2
階
床
を
支
え
る
丸
太
の
根
太
、
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
の
華
奢
な
造
り
は
驚
く
ほ

ど
だ
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
3
㎜
厚
の
ガ
ラ
ス
は

小
さ
な
お
子
さ
ん
が
割
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
あ
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
揺
ら
め

く
景
色
は
味
わ
い
深
い
。「
低
気
密
・
低
断

熱
」
と
元
良
さ
ん
は
笑
う
が
、
夏
の
別
荘
に

ま
で
高
性
能
を
求
め
る
現
代
住
宅
の
ほ
う
に

疑
問
を
感
じ
て
く
る
。

　
最
後
に
こ
の
作
品
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、
よ

い
家
を
と
こ
と
ん
住
み
こ
な
し
、
ず
っ
と
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
を
続
け
よ
う
と
い
う
建
主
の
強

靱
な
意
志
で
あ
る
。
木
製
雨
戸
の
開
け
閉
て

に
は
コ
ツ
が
必
要
だ
し
手
間
も
か
か
る
。
秋

口
の
冷
気
に
は
暖
炉
を
焚
く
。
美
し
い
外
壁

は
昨
年
塗
り
直
さ
れ
た
と
い
う
。
庭
の
手
入

れ
も
含
め
、
こ
の
家
の
継
続
に
は
覚
悟
が
必

要
だ
。
そ
の
姿
勢
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た

い
。

竣工時（1934年）の姿改修前の姿
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玄関
扉を開けると庭が視界に
飛び込んでくる。脇のベ
ンチは原図を参考に復原
されたもの。ポーチの丸
柱と梁は、職人技の光付
けによって接合。

西側外観
古写真などを頼りに、下
見板張りの姿に復原され
た外観。外壁の木材には
植物油系クリア塗装が施
され、素木の風合いだが
腐食していない。

出典：『アントニンレイモンド作品集 1920-1935』（城南書院）写真提供：元良信彦

ま
さ
か
ず
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　上２点はレーモンド設計事務所
に保管されている「OKA MASA
KAZU HOUSE」の原図。1934
年５月10日の日付けがある。担当
は、後にレーモンド建築設計事務
所（現・レーモンド設計事務所）
の代表取締役社長になる天野正治。
　柱は、外まわりは円柱、内側は
角柱である。また柱が黒く塗られ
ているため、壁や建具との関係が
わかりやすい。１階のリビング・
ダイニングの建具は、柱よりも外
側に設置された、いわゆる「芯外

1888年オーストリア領ボヘミア地
方（現・チェコ）生まれ。プラハ
の工芸美術大学に学び、米国に渡
る。キャス・ギルバート、フラン
ク・ロイド・ライトのもとで働く。
1919年ライトとともに帝国ホテル
建設のため来日。23年レーモンド
建築事務所設立。76年逝去。おも
な作品＝「軽井沢 夏の家（現・ペ
イネ美術館）」（33）、「リーダーズ・
ダイジェスト東京支店」（51）、「聖
アンセルモ教会」（54）など。

アントニン・レーモンド

竣工時（1934年）の原図

Antonin Raymond
し」であることが見てとれる。玄
関扉との納まりを気にしたのか、
階段にスタディをした形跡がある。
玄関脇には「ベンチ」と記されて
いるが、改修前にはなかった。元
良信彦さんによる改修の際に、原
図の意図をくみとり、新たにベン
チが設置された。
　そのほか、造付け家具も描かれ
ているが、現在も残っているもの
がほとんどである。テラスのとこ
ろには「テント」とともに、傾斜
方向まで加筆されている。

「芯外し」も読み取れる図面
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2階平面図

1階平面図

住
み
続
け
る
こ
と
へ
の

強
い
意
志

　
こ
の
改
修
の
前
、
別
邸
の
姿
を
眼
前
に
し

た
建
築
家
は
衝
撃
を
受
け
る
。
大
幅
な
増
改

築
が
、
意
匠
・
使
い
勝
手
と
も
に
大
き
な
ダ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
た
の
だ
。
外
壁
に
は
モ

ル
タ
ル
が
塗
ら
れ
、
開
口
部
は
味
気
な
い
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
で
覆
わ
れ
、
ま
わ
り
の
緑
へ
の

視
線
を
塞
ぐ
よ
う
に
和
室
や
ボ
イ
ラ
ー
室
が

増
築
さ
れ
て
い
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
の
設
計
に

よ
る
住
宅
と
は
、
話
を
聞
く
ま
で
は
想
像
も

で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
は
数
多
く
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
設
計
し
、
日
本
建
築
界

に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
そ
し
て
軽
井
沢

の
地
に
あ
っ
て
は
、観
光
名
所
と
な
っ
た「
聖

パ
ウ
ロ
教
会
」（
35
）、自
ら
の
「
夏
の
家
（
現

・
ペ
イ
ネ
美
術
館
）」（
33
）を
は
じ
め
と
す
る

「
軽
井
沢
式
」と
呼
ば
れ
る
別
荘
群
な
ど
に
よ

り
、
日
本
を
代
表
す
る
避
暑
地
の
イ
メ
ー
ジ

づ
く
り
に
寄
与
し
て
い
る
。

　
岡
庄
五
氏
の
依
頼
に
よ
る
こ
の
別
邸
も
、

そ
う
し
た
別
荘
群
の
ひ
と
つ
と
し
て
1
9
3

4
年
に
竣
工
し
た
。
そ
れ
が
前
記
の
状
況
に

至
っ
た
の
は
、「
夏
の
家
」
か
ら
「
１
年
中
の

家
」
に
な
っ
た
た
め
。
軽
井
沢
の
冬
は
き
び

し
い
。
夏
の
清
涼
な
気
候
を
前
提
と
し
た
住

宅
に
と
っ
て
、
防
寒
仕
様
を
求
め
ら
れ
る
の

は
酷
な
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
今
回
の
改
修
に
あ
た
り
、
岡
氏
の
関
係
者

で
あ
る
建
主
さ
ん
か
ら
は
元
良
信
彦
さ
ん
に

ふ
た
つ
の
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
を
未
来
に
引
き
継

ぐ
た
め
の
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

　
1
、
別
邸
は
将
来
に
わ
た
る
利
用
方
法
を

考
慮
し
た
う
え
で
可
能
な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
戻
す
こ
と
。

　
2
、
隣
接
す
る
ふ
た
つ
の
敷
地
、
母
屋
と

呼
ば
れ
る
建
物
を
含
む
部
分
と
原
生
林
を
含

め
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

　
ひ
と
つ
目
の
条
件
に
対
し
、
竣
工
当
時
の

資
料
で
見
つ
か
っ
た
の
は
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が

内
外
1
点
ず
つ
、
図
面
が
簡
単
な
平
面
図
・

立
面
図
・
断
面
図
と
暖
炉
の
詳
細
図
。
レ
ー

モ
ン
ド
設
計
事
務
所
の
協
力
を
得
て
も
そ
れ

だ
け
だ
っ
た
。
そ
こ
で
元
良
さ
ん
は
、
長
い

付
き
合
い
で
「
手
」
を
知
る
工
務
店
の
ベ
テ

ラ
ン
大
工
を
集
め
る
。
図
面
で
は
知
り
え
な

い
か
つ
て
の
工
法
や
納
ま
り
を
、
相
談
し
な

が
ら
つ
く
っ
て
い
く
た
め
だ
。
76
歳
の
棟
梁

を
は
じ
め
60
代
の
大
工
た
ち
は
、
造
り
の
よ

く
似
た
ペ
イ
ネ
美
術
館
を
一
緒
に
見
学
し
た

後
、
隣
接
す
る
ロ
グ
ハ
ウ
ス
に
5
カ
月
に
わ

た
っ
て
住
み
込
み
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ

と
と
な
る
。

　
実
際
の
改
修
に
あ
た
っ
て
は
、「
レ
ー
モ
ン

ド
な
ら
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
内
な
る
対

話
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
。
元
良

さ
ん
の
師
匠
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
マ
ン
ジ

ャ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
棟
梁
に
よ
る
日
本
の
建
築

シ
ス
テ
ム
に
共
感
し
、
素
材
の
物
性
に
逆
ら

わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
期

せ
ず
し
て
レ
ー
モ
ン
ド
の
考
え
方
と
一
致
し
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
設
計
に
取
り
組
め
た
と
い
う
。

増
築
部
を
取
り
壊
し
、
外
壁
の
モ
ル
タ
ル
を

す
べ
て
は
が
し
て
み
る
と
構
造
体
が
あ
ら
わ

に
な
る
。
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
1
階
床
や
軒

先
は
傷
み
が
激
し
い
も
の
の
、
柱
・
梁
は
し

っ
か
り
し
て
い
た
こ
と
。「
触
っ
た
瞬
間
、
大

丈
夫
だ
よ
っ
て
木
が
言
っ
て
い
る
感
じ
が
し

た
」
と
元
良
さ
ん
。
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
多
く
の
材
料
に
洗
い
を
か

け
て
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

記
憶
を
呼
び
起
こ
す
と
と
も
に
全
体
の
質
感

を
格
段
に
高
め
て
い
る
。

　
建
物
を
維
持
す
る
に
は
構
造
と
雨
じ
ま
い

が
重
要
で
あ
る
。
元
の
外
壁
内
に
は
縦
横
に

井
桁
状
に
組
ん
だ
間
柱
が
あ
り
、
レ
ー
モ
ン

ド
独
自
の
耐
震
性
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
た
。

今
回
は
構
造
用
合
板
を
入
れ
て
耐
震
壁
と
し
、

防
水
層
と
空
気
層
を
も
つ
通
気
工
法
と
し
て

い
る
。
外
壁
の
新
た
な
ス
ギ
下
見
板
に
は
、

自
然
素
材
の
保
護
塗
料
で
開
発
さ
れ
た
ば
か

り
の
透
明
な
も
の
を
塗
っ
た
。
平
葺
き
の
屋

根
に
も
強
力
な
防
水
下
地
を
挟
み
込
ん
で
い

る
。
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
最
新
の
技
術

が
使
わ
れ
た
。

　
ま
た
現
し
の
丸
太
の
垂
木
は
、
そ
の
ま
ま

外
の
軒
に
連
続
す
る
意
匠
が
美
し
い
。
し
か

し
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
軒
先
は
傷
ん
で
落
ち
て
い

た
。
こ
こ
で
は
構
造
的
な
整
合
性
よ
り
イ
ン

テ
リ
ア
の
雰
囲
気
を
保
つ
こ
と
を
優
先
し
、

外
部
の
み
新
材
の
丸
太
を
桁
上
で
継
ぎ
、
フ

ラ
ッ
シ
ュ
板
状
の
野
地
板
か
ら
吊
り
込
ん
だ
。

屋
根
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
わ
ず
か
に
厚
く
な

っ
た
が
、
先
端
の
繊
細
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
１
本
ず
つ
断
面
の
異

な
る
丸
太
と
外
壁
と
の
納
ま
り
は
難
し
く
、

こ
の
加
工
だ
け
で
2
カ
月
を
要
し
た
そ
う
だ
。

「
将
来
に
わ
た
る
利
用
」
に
大
き
く
か
か
わ

る
の
が
水
ま
わ
り
で
あ
る
。
浴
室
と
ト
イ
レ

は
最
新
の
機
器
に
替
え
る
と
と
も
に
、
外
壁

の
デ
ザ
イ
ン
も
一
新
し
た
。
小
さ
な
窓
の
開

い
た
壁
か
ら
、
全
体
を
居
間
と
同
様
な
「
芯

外
し
」
の
掃
き
出
し
窓
へ
。「
芯
外
し
」
と
は

壁
の
芯
か
ら
サ
ッ
シ
を
外
側
に
持
ち
出
す
、

い
わ
ゆ
る
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
だ
。
レ
ー
モ

ン
ド
の
「
軽
井
沢
式
」
は
地
元
の
材
で
地
元

の
大
工
が
つ
く
る
山
小
屋
風
の
も
の
を
指
す

が
、
こ
う
し
た
手
法
が
空
間
に
モ
ダ
ン
な
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

「
お
こ
が
ま
し
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

試
み
を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
か
っ
た
」
と
元

良
さ
ん
。
そ
れ
は
創
作
的
な
復
原
行
為
な
の

だ
。
道
路
か
ら
遠
く
緑
の
奥
に
あ
る
開
放
的

な
浴
室
は
、
じ
つ
に
気
持
ち
が
い
い
。

　
ふ
た
つ
目
の
条
件
、
敷
地
全
体
の
環
境
を

整
備
し
た
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
竣
工
時
と
は
土
地
の
形
状
、

周
囲
の
建
物
な
ど
が
変
わ
っ
て
い
る
。
今
の

環
境
に
最
適
な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
。
ま
ず

別
邸
東
側
の
レ
ベ
ル
が
低
く
、
道
路
か
ら
の

浸
水
が
建
物
を
傷
め
て
い
た
た
め
土
留
め
を

す
る
。
背
中
を
向
け
て
い
た
主
屋
（
設
計
者

は
不
詳
）
と
の
視
線
を
つ
く
る
た
め
、
主
屋

の
浴
室
を
移
動
さ
せ
、
そ
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
を

別
邸
側
に
開
く
。
そ
し
て
２
棟
間
に
繁
っ
て

い
た
笹
を
先
ほ
ど
の
土
留
め
に
移
し
、
そ
こ

を
芝
生
敷
き
に
。
同
様
に
樹
木
を
南
東
側
隣

地
の
目
隠
し
の
た
め
に
移
植
。
そ
の
結
果
、

主
屋
の
南
側
の
庭
、
主
屋
、
2
棟
間
の
庭
、

別
邸
、
別
邸
東
側
の
土
留
め
へ
と
空
間
が
つ

な
が
り
、
す
ば
ら
し
い
奥
行
き
を
生
ん
で
い

る
。
逆
に
別
邸
か
ら
は
、
主
屋
の
平
屋
の
屋

根
越
し
に
南
側
の
森
が
望
め
る
。

　
周
辺
の
道
路
幅
が
き
わ
め
て
狭
い
た
め
大

木
は
運
べ
ず
、
基
本
的
に
敷
地
内
部
で
木
を

移
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
は

年
若
い
地
元
の
植
木
職
人
が
行
っ
た
。
和
洋

さ
ま
ざ
ま
な
樹
種
が
入
り
混
じ
っ
た
軽
井
沢

の
植
生
を
知
る
彼
ら
は
、
そ
れ
を
巧
み
に
景

色
に
溶
け
込
ま
せ
た
。「
こ
の
環
境
全
部
で

『
O
K
A 

M
A
S
A
K
A
Z
U 

H
O
U
S
E
』

で
す
」
と
い
う
元
良
さ
ん
の
言
葉
が
印
象
に

残
る
。

　
取
材
に
訪
れ
た
4
月
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
緑
が
濃
く
な
る
季
節
。
そ
れ
で
も
ゆ
る
や

か
な
芝
の
斜
面
を
上
が
っ
た
先
に
あ
る
別
邸

は
、
戦
前
に
花
開
い
た
豊
か
な
別
荘
文
化
を

鮮
烈
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
海
外
在
住
の
建

主
の
ご
家
族
が
初
め
て
こ
の
改
修
を
目
に
し

た
と
き
は
、
幼
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
に
茫
然
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　
室
内
に
は
レ
ー
モ
ン
ド
夫
人
で
あ
る
ノ
エ

ミ
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
椅
子
が

集
め
ら
れ
、
お
だ
や
か
な
気
配
に
満
ち
て
い

る
。
2
階
床
を
支
え
る
丸
太
の
根
太
、
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
の
華
奢
な
造
り
は
驚
く
ほ

ど
だ
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
3
㎜
厚
の
ガ
ラ
ス
は

小
さ
な
お
子
さ
ん
が
割
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
あ
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
揺
ら
め

く
景
色
は
味
わ
い
深
い
。「
低
気
密
・
低
断

熱
」
と
元
良
さ
ん
は
笑
う
が
、
夏
の
別
荘
に

ま
で
高
性
能
を
求
め
る
現
代
住
宅
の
ほ
う
に

疑
問
を
感
じ
て
く
る
。

　
最
後
に
こ
の
作
品
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、
よ

い
家
を
と
こ
と
ん
住
み
こ
な
し
、
ず
っ
と
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
を
続
け
よ
う
と
い
う
建
主
の
強

靱
な
意
志
で
あ
る
。
木
製
雨
戸
の
開
け
閉
て

に
は
コ
ツ
が
必
要
だ
し
手
間
も
か
か
る
。
秋

口
の
冷
気
に
は
暖
炉
を
焚
く
。
美
し
い
外
壁

は
昨
年
塗
り
直
さ
れ
た
と
い
う
。
庭
の
手
入

れ
も
含
め
、
こ
の
家
の
継
続
に
は
覚
悟
が
必

要
だ
。
そ
の
姿
勢
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た

い
。

1階 ダイニング

１階のダイニングからテ
ラス側を見る。窓まわり
は柱の外に建具を納める

「芯外し」。建具を開ける
と、独立柱のように柱が
立っている。

2階
２階の子ども部屋から寝
室（夫人用）を見る。家
具は当時のままだが、ベ
ッドの布地が張り替えら
れている。垂木や天井板
は当初材。
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　上２点はレーモンド設計事務所
に保管されている「OKA MASA
KAZU HOUSE」の原図。1934
年５月10日の日付けがある。担当
は、後にレーモンド建築設計事務
所（現・レーモンド設計事務所）
の代表取締役社長になる天野正治。
　柱は、外まわりは円柱、内側は
角柱である。また柱が黒く塗られ
ているため、壁や建具との関係が
わかりやすい。１階のリビング・
ダイニングの建具は、柱よりも外
側に設置された、いわゆる「芯外

1888年オーストリア領ボヘミア地
方（現・チェコ）生まれ。プラハ
の工芸美術大学に学び、米国に渡
る。キャス・ギルバート、フラン
ク・ロイド・ライトのもとで働く。
1919年ライトとともに帝国ホテル
建設のため来日。23年レーモンド
建築事務所設立。76年逝去。おも
な作品＝「軽井沢 夏の家（現・ペ
イネ美術館）」（33）、「リーダーズ・
ダイジェスト東京支店」（51）、「聖
アンセルモ教会」（54）など。

アントニン・レーモンド

竣工時（1934年）の原図

Antonin Raymond
し」であることが見てとれる。玄
関扉との納まりを気にしたのか、
階段にスタディをした形跡がある。
玄関脇には「ベンチ」と記されて
いるが、改修前にはなかった。元
良信彦さんによる改修の際に、原
図の意図をくみとり、新たにベン
チが設置された。
　そのほか、造付け家具も描かれ
ているが、現在も残っているもの
がほとんどである。テラスのとこ
ろには「テント」とともに、傾斜
方向まで加筆されている。

「芯外し」も読み取れる図面
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2階平面図

1階平面図

住
み
続
け
る
こ
と
へ
の

強
い
意
志

　
こ
の
改
修
の
前
、
別
邸
の
姿
を
眼
前
に
し

た
建
築
家
は
衝
撃
を
受
け
る
。
大
幅
な
増
改

築
が
、
意
匠
・
使
い
勝
手
と
も
に
大
き
な
ダ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
た
の
だ
。
外
壁
に
は
モ

ル
タ
ル
が
塗
ら
れ
、
開
口
部
は
味
気
な
い
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
で
覆
わ
れ
、
ま
わ
り
の
緑
へ
の

視
線
を
塞
ぐ
よ
う
に
和
室
や
ボ
イ
ラ
ー
室
が

増
築
さ
れ
て
い
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
の
設
計
に

よ
る
住
宅
と
は
、
話
を
聞
く
ま
で
は
想
像
も

で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
は
数
多
く
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
設
計
し
、
日
本
建
築
界

に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
そ
し
て
軽
井
沢

の
地
に
あ
っ
て
は
、観
光
名
所
と
な
っ
た「
聖

パ
ウ
ロ
教
会
」（
35
）、自
ら
の
「
夏
の
家
（
現

・
ペ
イ
ネ
美
術
館
）」（
33
）を
は
じ
め
と
す
る

「
軽
井
沢
式
」と
呼
ば
れ
る
別
荘
群
な
ど
に
よ

り
、
日
本
を
代
表
す
る
避
暑
地
の
イ
メ
ー
ジ

づ
く
り
に
寄
与
し
て
い
る
。

　
岡
庄
五
氏
の
依
頼
に
よ
る
こ
の
別
邸
も
、

そ
う
し
た
別
荘
群
の
ひ
と
つ
と
し
て
1
9
3

4
年
に
竣
工
し
た
。
そ
れ
が
前
記
の
状
況
に

至
っ
た
の
は
、「
夏
の
家
」
か
ら
「
１
年
中
の

家
」
に
な
っ
た
た
め
。
軽
井
沢
の
冬
は
き
び

し
い
。
夏
の
清
涼
な
気
候
を
前
提
と
し
た
住

宅
に
と
っ
て
、
防
寒
仕
様
を
求
め
ら
れ
る
の

は
酷
な
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
今
回
の
改
修
に
あ
た
り
、
岡
氏
の
関
係
者

で
あ
る
建
主
さ
ん
か
ら
は
元
良
信
彦
さ
ん
に

ふ
た
つ
の
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
住
宅
を
未
来
に
引
き
継

ぐ
た
め
の
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

　
1
、
別
邸
は
将
来
に
わ
た
る
利
用
方
法
を

考
慮
し
た
う
え
で
可
能
な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
戻
す
こ
と
。

　
2
、
隣
接
す
る
ふ
た
つ
の
敷
地
、
母
屋
と

呼
ば
れ
る
建
物
を
含
む
部
分
と
原
生
林
を
含

め
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

　
ひ
と
つ
目
の
条
件
に
対
し
、
竣
工
当
時
の

資
料
で
見
つ
か
っ
た
の
は
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が

内
外
1
点
ず
つ
、
図
面
が
簡
単
な
平
面
図
・

立
面
図
・
断
面
図
と
暖
炉
の
詳
細
図
。
レ
ー

モ
ン
ド
設
計
事
務
所
の
協
力
を
得
て
も
そ
れ

だ
け
だ
っ
た
。
そ
こ
で
元
良
さ
ん
は
、
長
い

付
き
合
い
で
「
手
」
を
知
る
工
務
店
の
ベ
テ

ラ
ン
大
工
を
集
め
る
。
図
面
で
は
知
り
え
な

い
か
つ
て
の
工
法
や
納
ま
り
を
、
相
談
し
な

が
ら
つ
く
っ
て
い
く
た
め
だ
。
76
歳
の
棟
梁

を
は
じ
め
60
代
の
大
工
た
ち
は
、
造
り
の
よ

く
似
た
ペ
イ
ネ
美
術
館
を
一
緒
に
見
学
し
た

後
、
隣
接
す
る
ロ
グ
ハ
ウ
ス
に
5
カ
月
に
わ

た
っ
て
住
み
込
み
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ

と
と
な
る
。

　
実
際
の
改
修
に
あ
た
っ
て
は
、「
レ
ー
モ
ン

ド
な
ら
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
内
な
る
対

話
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
。
元
良

さ
ん
の
師
匠
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
マ
ン
ジ

ャ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
棟
梁
に
よ
る
日
本
の
建
築

シ
ス
テ
ム
に
共
感
し
、
素
材
の
物
性
に
逆
ら

わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
期

せ
ず
し
て
レ
ー
モ
ン
ド
の
考
え
方
と
一
致
し
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
設
計
に
取
り
組
め
た
と
い
う
。

増
築
部
を
取
り
壊
し
、
外
壁
の
モ
ル
タ
ル
を

す
べ
て
は
が
し
て
み
る
と
構
造
体
が
あ
ら
わ

に
な
る
。
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
1
階
床
や
軒

先
は
傷
み
が
激
し
い
も
の
の
、
柱
・
梁
は
し

っ
か
り
し
て
い
た
こ
と
。「
触
っ
た
瞬
間
、
大

丈
夫
だ
よ
っ
て
木
が
言
っ
て
い
る
感
じ
が
し

た
」
と
元
良
さ
ん
。
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
多
く
の
材
料
に
洗
い
を
か

け
て
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

記
憶
を
呼
び
起
こ
す
と
と
も
に
全
体
の
質
感

を
格
段
に
高
め
て
い
る
。

　
建
物
を
維
持
す
る
に
は
構
造
と
雨
じ
ま
い

が
重
要
で
あ
る
。
元
の
外
壁
内
に
は
縦
横
に

井
桁
状
に
組
ん
だ
間
柱
が
あ
り
、
レ
ー
モ
ン

ド
独
自
の
耐
震
性
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
た
。

今
回
は
構
造
用
合
板
を
入
れ
て
耐
震
壁
と
し
、

防
水
層
と
空
気
層
を
も
つ
通
気
工
法
と
し
て

い
る
。
外
壁
の
新
た
な
ス
ギ
下
見
板
に
は
、

自
然
素
材
の
保
護
塗
料
で
開
発
さ
れ
た
ば
か

り
の
透
明
な
も
の
を
塗
っ
た
。
平
葺
き
の
屋

根
に
も
強
力
な
防
水
下
地
を
挟
み
込
ん
で
い

る
。
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
最
新
の
技
術

が
使
わ
れ
た
。

　
ま
た
現
し
の
丸
太
の
垂
木
は
、
そ
の
ま
ま

外
の
軒
に
連
続
す
る
意
匠
が
美
し
い
。
し
か

し
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
軒
先
は
傷
ん
で
落
ち
て
い

た
。
こ
こ
で
は
構
造
的
な
整
合
性
よ
り
イ
ン

テ
リ
ア
の
雰
囲
気
を
保
つ
こ
と
を
優
先
し
、

外
部
の
み
新
材
の
丸
太
を
桁
上
で
継
ぎ
、
フ

ラ
ッ
シ
ュ
板
状
の
野
地
板
か
ら
吊
り
込
ん
だ
。

屋
根
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
わ
ず
か
に
厚
く
な

っ
た
が
、
先
端
の
繊
細
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
１
本
ず
つ
断
面
の
異

な
る
丸
太
と
外
壁
と
の
納
ま
り
は
難
し
く
、

こ
の
加
工
だ
け
で
2
カ
月
を
要
し
た
そ
う
だ
。

「
将
来
に
わ
た
る
利
用
」
に
大
き
く
か
か
わ

る
の
が
水
ま
わ
り
で
あ
る
。
浴
室
と
ト
イ
レ

は
最
新
の
機
器
に
替
え
る
と
と
も
に
、
外
壁

の
デ
ザ
イ
ン
も
一
新
し
た
。
小
さ
な
窓
の
開

い
た
壁
か
ら
、
全
体
を
居
間
と
同
様
な
「
芯

外
し
」
の
掃
き
出
し
窓
へ
。「
芯
外
し
」
と
は

壁
の
芯
か
ら
サ
ッ
シ
を
外
側
に
持
ち
出
す
、

い
わ
ゆ
る
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
だ
。
レ
ー
モ

ン
ド
の
「
軽
井
沢
式
」
は
地
元
の
材
で
地
元

の
大
工
が
つ
く
る
山
小
屋
風
の
も
の
を
指
す

が
、
こ
う
し
た
手
法
が
空
間
に
モ
ダ
ン
な
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

「
お
こ
が
ま
し
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

試
み
を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
か
っ
た
」
と
元

良
さ
ん
。
そ
れ
は
創
作
的
な
復
原
行
為
な
の

だ
。
道
路
か
ら
遠
く
緑
の
奥
に
あ
る
開
放
的

な
浴
室
は
、
じ
つ
に
気
持
ち
が
い
い
。

　
ふ
た
つ
目
の
条
件
、
敷
地
全
体
の
環
境
を

整
備
し
た
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
竣
工
時
と
は
土
地
の
形
状
、

周
囲
の
建
物
な
ど
が
変
わ
っ
て
い
る
。
今
の

環
境
に
最
適
な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
。
ま
ず

別
邸
東
側
の
レ
ベ
ル
が
低
く
、
道
路
か
ら
の

浸
水
が
建
物
を
傷
め
て
い
た
た
め
土
留
め
を

す
る
。
背
中
を
向
け
て
い
た
主
屋
（
設
計
者

は
不
詳
）
と
の
視
線
を
つ
く
る
た
め
、
主
屋

の
浴
室
を
移
動
さ
せ
、
そ
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
を

別
邸
側
に
開
く
。
そ
し
て
２
棟
間
に
繁
っ
て

い
た
笹
を
先
ほ
ど
の
土
留
め
に
移
し
、
そ
こ

を
芝
生
敷
き
に
。
同
様
に
樹
木
を
南
東
側
隣

地
の
目
隠
し
の
た
め
に
移
植
。
そ
の
結
果
、

主
屋
の
南
側
の
庭
、
主
屋
、
2
棟
間
の
庭
、

別
邸
、
別
邸
東
側
の
土
留
め
へ
と
空
間
が
つ

な
が
り
、
す
ば
ら
し
い
奥
行
き
を
生
ん
で
い

る
。
逆
に
別
邸
か
ら
は
、
主
屋
の
平
屋
の
屋

根
越
し
に
南
側
の
森
が
望
め
る
。

　
周
辺
の
道
路
幅
が
き
わ
め
て
狭
い
た
め
大

木
は
運
べ
ず
、
基
本
的
に
敷
地
内
部
で
木
を

移
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
は

年
若
い
地
元
の
植
木
職
人
が
行
っ
た
。
和
洋

さ
ま
ざ
ま
な
樹
種
が
入
り
混
じ
っ
た
軽
井
沢

の
植
生
を
知
る
彼
ら
は
、
そ
れ
を
巧
み
に
景

色
に
溶
け
込
ま
せ
た
。「
こ
の
環
境
全
部
で

『
O
K
A 

M
A
S
A
K
A
Z
U 

H
O
U
S
E
』

で
す
」
と
い
う
元
良
さ
ん
の
言
葉
が
印
象
に

残
る
。

　
取
材
に
訪
れ
た
4
月
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
緑
が
濃
く
な
る
季
節
。
そ
れ
で
も
ゆ
る
や

か
な
芝
の
斜
面
を
上
が
っ
た
先
に
あ
る
別
邸

は
、
戦
前
に
花
開
い
た
豊
か
な
別
荘
文
化
を

鮮
烈
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
海
外
在
住
の
建

主
の
ご
家
族
が
初
め
て
こ
の
改
修
を
目
に
し

た
と
き
は
、
幼
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
に
茫
然
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　
室
内
に
は
レ
ー
モ
ン
ド
夫
人
で
あ
る
ノ
エ

ミ
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
椅
子
が

集
め
ら
れ
、
お
だ
や
か
な
気
配
に
満
ち
て
い

る
。
2
階
床
を
支
え
る
丸
太
の
根
太
、
木
製

掃
き
出
し
窓
な
ど
の
華
奢
な
造
り
は
驚
く
ほ

ど
だ
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
3
㎜
厚
の
ガ
ラ
ス
は

小
さ
な
お
子
さ
ん
が
割
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
あ
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
揺
ら
め

く
景
色
は
味
わ
い
深
い
。「
低
気
密
・
低
断

熱
」
と
元
良
さ
ん
は
笑
う
が
、
夏
の
別
荘
に

ま
で
高
性
能
を
求
め
る
現
代
住
宅
の
ほ
う
に

疑
問
を
感
じ
て
く
る
。

　
最
後
に
こ
の
作
品
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、
よ

い
家
を
と
こ
と
ん
住
み
こ
な
し
、
ず
っ
と
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
を
続
け
よ
う
と
い
う
建
主
の
強

靱
な
意
志
で
あ
る
。
木
製
雨
戸
の
開
け
閉
て

に
は
コ
ツ
が
必
要
だ
し
手
間
も
か
か
る
。
秋

口
の
冷
気
に
は
暖
炉
を
焚
く
。
美
し
い
外
壁

は
昨
年
塗
り
直
さ
れ
た
と
い
う
。
庭
の
手
入

れ
も
含
め
、
こ
の
家
の
継
続
に
は
覚
悟
が
必

要
だ
。
そ
の
姿
勢
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た

い
。

1階 ダイニング

１階のダイニングからテ
ラス側を見る。窓まわり
は柱の外に建具を納める

「芯外し」。建具を開ける
と、独立柱のように柱が
立っている。

2階
２階の子ども部屋から寝
室（夫人用）を見る。家
具は当時のままだが、ベ
ッドの布地が張り替えら
れている。垂木や天井板
は当初材。
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浴槽はヒバ造に更新され
た。御所でも使われる、
無垢の木材の継手仕口と
特殊フィルムでつくられ
たもの。主屋にも同じ浴
槽がある。

別邸の浴室

「OKA MASAKAZU 
HOUSE」は敷地内の別
邸であり、向かいに主屋
がある。主屋の浴室から
別邸を見る。

主屋の浴室

オリジナルの設計では、
窓まわりが「芯外し」に
なっているのはリビング
・ダイニングだけだった
が、元良さんにより、ト
イレや浴室も「芯外し」
の掃き出し窓に改修され
た。

トイレ

別邸（OKA MASAKAZU HOUSE）

主屋

笹林

原生林

ログハウス

駐車場

別邸
（OKA MASAKAZU HOUSE）と
主屋のあいだの植栽を整備

主屋の庭や植栽を整備

目隠しの植栽を整備
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ヒノキ小幅板（防腐処理）張り t=18㎜
外部用植物油系クリア塗装
土台・束／ヒノキ丸太 
外部用植物油系クリア塗装

浅間石 乱貼り
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元良信彦さんによる2009年の改修

既存部は、
コンクリートブロック積み（t=150㎜）
※設計上の仕様は
コンクリート打放しだった。
コンクリートブロックの理由は不明。

竣工当時の写真より
上部が約1,000㎜
低かったため、
鉄骨および樹脂モルタルにて
煙突を復元

ヒノキ丸太 
外部用植物油系
クリア塗装

写真から
テント下地を復元

屋根を改修

外壁を改修

ぬれ縁を復元

床を貼り替え

屋根／フッ素樹脂鋼板 t=0.4㎜ 一文字葺き
防水下地 ガムロンシート
垂木補強材／構造用合板 t=12㎜ 
および補強垂木（マツ30×40㎜）
断熱材 硬質発泡ウレタン t=30㎜
野地板／スギ t=12㎜ 
垂木／スギ
※垂木は腐った外部側のみを交換
内外の垂木を構造用合板にて継いでいる
広木舞／スギ 15×90㎜

道路からの浸水を
防ぐため土留めをし
笹を移植

「OKA MASAKAZU 
HOUSE」

建築概要
所在地 長野県北佐久郡軽井沢町
主要用途 週末住宅
家族構成 6人
原設計 アントニン・レーモンド
改修設計 元良信彦／
 モトラデザインスタジオ
 一級建築士事務所
構造設計 構造計画プラス・ワン
構造 木造在来工法
施工 三富工務店
階数 地上2階
敷地面積 3,397.77㎡
建築面積 175.73㎡（主屋・別邸合計）
延床面積 216.02㎡（主屋・別邸合計）
設計期間 2008年6月～2009年4月
工事期間 2008年11月～2009年6月

おもな外部仕上げ
屋根 フッ素樹脂鋼板 t=0.4㎜ 
 一文字葺き　
外壁 スギ下見板張り t=9～12㎜ 
 外部用植物油系クリア塗装
開口部 引き違い窓、片開き窓、雨戸
 （すべてスギ材）
植栽 モミ、モミジ、カリン、
 ツツジ、グミ、シダ、芝、苔ほか
テラス 浅間石 乱貼り

おもな内部仕上げ
台所・トイレ・洗面所・リビング・ダイニング
床 スギ縁甲板 t=30㎜ 
 植物油系ワックス仕上げ
壁・天井 スギ板張り t=12㎜

浴室
床 御影石 バーナー仕上げ
壁 米ヒバ t=12㎜、御影石 
 バーナー仕上げ（腰壁）
天井 米ヒバ t=12㎜

寝室・洋室
床 スギ縁甲板 t=18㎜
 植物油系ワックス仕上げ
壁・天井 スギ板張り t=12㎜

もとら・のぶひこ／1956年東京都生
まれ。81年日本大学理工学部建築学
科卒業。同年鹿島建設建築設計本部。
86年香山アトリエ環境造形研究所。
87年Studio Angelo Mangiarotti

（ミラノ）。89年前田・元良都市建築
設計事務所。92年モトラデザインス
タジオ一級建築士事務所。おもな作
品＝「清水庵」（96、小川広次と共同設
計）、「オリエント・カフェ」（2011）。

Motora Nobuhiko

元良信彦

浸水により傷んだ
１階床の張替え
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和室

ポーチ
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テラス

現在の
方位

作品集『アントニンレイモンド作品集 1920-1935』での方位
※1936年に出版された
作品集『アントニンレイモンド作品集1920-1935』（城南書院）
では主要室が南向きなのに対して、
実際はほぼ西を向いて立っている。
理由は不明。

便器を更新

アルミサッシに
覆われていた
オリジナルの
木製建具を磨き上げ

洗面器を更新

キッチン
カウンターを
更新

リビング・ダイニングと
同じように、
浴室・トイレの
建具も芯外しの
掃き出し窓に

浴槽を更新
浴室の改修

（床・壁・天井）

寝室（夫人用）

洋室（子ども部屋）

寝室（主人用）

N
N
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浴槽はヒバ造に更新され
た。御所でも使われる、
無垢の木材の継手仕口と
特殊フィルムでつくられ
たもの。主屋にも同じ浴
槽がある。

別邸の浴室

「OKA MASAKAZU 
HOUSE」は敷地内の別
邸であり、向かいに主屋
がある。主屋の浴室から
別邸を見る。

主屋の浴室
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窓まわりが「芯外し」に
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引き継ぐための増築

原設計

改修設計

取材・文／大井隆弘　写真／浅田美浩

感泣亭
Eureka＋三浦清史

エウレカ

生田 勉

１９６４年頃に生田勉によってつくられた住宅。
生田は後の増築を想定して、敷地に余白をもたせて設計していた。
50年近くたって、その余白に、
若手建築家組織の Eurekaと三浦清史さんが、
コミュニティ・スペースを増築した。

特集／その5

前面道路側（東）の外観。
地域の交流も盛んな閑静
な住宅街に立っている。
羽目板を張り直した既存
主屋の南庭のあった場所
に、コンクリート壁の離
れが増築された。
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“Kankyutei”

3839



引き継ぐための増築

原設計

改修設計

取材・文／大井隆弘　写真／浅田美浩

感泣亭
Eureka＋三浦清史

エウレカ

生田 勉

１９６４年頃に生田勉によってつくられた住宅。
生田は後の増築を想定して、敷地に余白をもたせて設計していた。
50年近くたって、その余白に、
若手建築家組織の Eurekaと三浦清史さんが、
コミュニティ・スペースを増築した。

特集／その5

前面道路側（東）の外観。
地域の交流も盛んな閑静
な住宅街に立っている。
羽目板を張り直した既存
主屋の南庭のあった場所
に、コンクリート壁の離
れが増築された。

外観

The Future
of 

Vintage
Residences

Special
Feature

Part

Case Study
“Kankyutei”

3839



増築部のアプローチ

増築部のトイレ

主屋の書斎より

「
亭
」を
問
い
な
お
す

７０
年
ご
し

偶
然
の
つ
な
が
り

将
来
を
見
す
え
た
設
計

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

受
け
継
ぐ

新
た
な「
感
泣
亭
」

と
し
て
ま
と
め
る

　
折
れ
曲
が
っ
て
続
く
木
の
壁
。
ガ
ラ
ス
戸

で
囲
わ
れ
た
開
放
的
な
空
間
。
煉
瓦
敷
き
の

床
に
は
、
た
く
さ
ん
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
が

置
か
れ
、
表
札
に
は
「
感
泣
亭
」
の
文
字
。

料
理
屋
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
詩
人
・
小
山
正
孝
（
以
下
、

小
山
）
が
暮
ら
し
た
家
。
以
前
は
主
屋
だ
け

立
っ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
小
山
の
息

子
夫
婦
が
越
し
て
き
て
、
古
く
な
っ
た
主
屋

を
改
修
し
、
そ
の
脇
に
モ
ダ
ン
な
建
物
を
増

築
し
た
。

「
感
泣
亭
」
と
い
う
名
は
、
小
山
自
身
が
つ

け
た
そ
う
だ
。
小
山
は
「
感
泣
」
と
い
う
言

葉
を
好
み
、
自
ら
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も

用
い
た
。
後
ろ
に
つ
く
「
亭
」
と
い
う
言
葉

は
、『
広
辞
苑
』
を
見
る
と
、「
住
居
」、「
文
人

・
芸
人
の
号
」
の
ほ
か
に
、「
料
理
屋
の
屋
号

に
つ
け
る
語
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
料
理
屋
と
感
じ
さ
せ
た
近
年
の
増

築
は
、「
感
泣
亭
」
の
意
味
を
広
げ
た
よ
う
だ

が
、
増
築
の
詳
細
を
知
る
う
ち
に
、
そ
れ
は

む
し
ろ
積
極
的
な
「
亭
」
の
問
い
な
お
し
で

あ
っ
た
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
東
急
東
横
線
の
元
住
吉
駅
か
ら
歩
く
こ
と

7
分
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
神
奈
川
県
が
同
潤

会
に
建
設
・
管
理
を
委
託
し
、
住
宅
営
団
が

引
き
継
い
だ
「
元
住
吉
住
宅
」
が
あ
っ
た
場

所
だ
。
ま
わ
り
を
水
田
に
囲
ま
れ
て
、
1
6

6
戸
の
平
屋
建
て
が
行
儀
よ
く
並
ん
で
い
た
。

今
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
2
階
建
て
に
替
わ

っ
た
が
、「
感
泣
亭
」
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
間

ほ
ど
の
高
さ
。
2
階
建
て
な
が
ら
、
屋
根
を

ぐ
っ
と
低
く
抑
え
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
た

た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。

「
感
泣
亭
」
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
1
9
6
4
年
頃
。

「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
56
）で
有
名
な
建
築
家

・
生
田
勉
（
以
下
、
生
田
）
が
設
計
を
手
が

け
た
。
小
山
と
生
田
は
、
41
年
に
『
立
原
道

造
全
集
』（
山
本
書
店
）
の
編
集
を
一
緒
に
手

が
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
知
り
あ
い
、
以

来
友
人
の
関
係
を
築
い
た
。
20
年
を
越
え
る

親
交
の
末
の
設
計
依
頼
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
2
0
1
2
年
に
主
屋
の
改
修
と
増

築
を
手
が
け
た
の
は
、
E
u
r
e
k
a
（
以

下
、
エ
ウ
レ
カ
）
と
三
浦
清
史
さ
ん
。
エ
ウ

レ
カ
と
い
う
の
は
、
意
匠
設
計
の
稲
垣
淳
哉

さ
ん
と
佐
野
哲
史
さ
ん
が
主
宰
す
る
ア
ト
リ

エ
事
務
所
で
、
構
造
設
計
の
永
井
拓
生
さ
ん
、

環
境
設
備
設
計
の
堀
英
祐
さ
ん
と
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
を
結
ぶ
、
小
さ
な
組
織
設
計
体
。

全
員
、
早
稲
田
大
学
出
身
だ
。
一
方
、
三
浦

さ
ん
も
同
じ
大
学
出
身
の
建
築
家
だ
が
、
エ

ウ
レ
カ
の
4
人
と
は
父
と
子
く
ら
い
年
齢
に

差
が
あ
る
。
エ
ウ
レ
カ
に
と
っ
て
心
強
い
存

在
で
あ
る
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
が
、
ど
の
よ
う
に

小
山
の
息
子
夫
婦
と
出
会
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
じ
つ
は
こ
ち
ら
も
立
原
が
ら
み
。
少
し

詳
し
く
説
明
す
る
と
、
立
原
が
生
前
に
設
計

し
た
未
完
の
週
末
住
宅
「
ヒ
ア
シ
ン
ス
ハ
ウ

ス
」
を
、
埼
玉
県
の
別
所
沼
公
園
に
建
設
し

よ
う
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
そ
の
委
員
に
佐

野
さ
ん
と
三
浦
さ
ん
が
加
わ
っ
て
い
た
。
こ

の
計
画
は
04
年
に
実
現
を
み
た
が
、
そ
の
後
、

同
じ
建
設
委
員
の
仲
間
の
紹
介
に
よ
り
、「
感

泣
亭
」
の
増
築
を
検
討
し
て
い
た
小
山
の
息

子
夫
婦
と
知
り
合
い
に
な
り
、
佐
野
さ
ん
と

三
浦
さ
ん
が
こ
れ
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ

た
そ
う
だ
。
小
山
と
生
田
の
出
会
い
か
ら
70

年
後
、
偶
然
に
も
、
再
び
立
原
に
関
係
し
て
、

施
主
と
設
計
者
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
設
計
に
あ
た
り
、

小
山
の
妻
・
常
子
さ
ん
、
つ
ま
り
現
在
の
住

ま
い
手
の
母
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
当

時
の
設
計
の
要
点
や
生
田
の
こ
だ
わ
り
に
つ

い
て
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
設
計
の
要
点
は
、
工
事
費
を
か
け
す
ぎ

ず
、
平
屋
ば
か
り
の
周
辺
環
境
に
配
慮
し
て
、

面
積
を
最
小
限
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
将

来
の
増
築
も
見
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
。
屋

根
の
形
は
生
田
の
こ
だ
わ
り
だ
っ
た
よ
う
で
、

書
斎
の
上
は
2
階
を
つ
く
ら
ず
に
、
方
形
屋

根
を
そ
の
ま
ま
の
勾
配
で
葺
き
下
ろ
し
て
い

る
。
な
る
ほ
ど
、
道
路
側
の
立
面
は
ず
い
ぶ

ん
低
い
。
室
内
は
基
本
的
に
合
板
張
り
だ
が
、

こ
れ
は
後
で
好
き
な
仕
上
げ
に
、
と
生
田
か

ら
説
明
を
受
け
た
そ
う
だ
。
周
辺
環
境
に
気

を
配
り
つ
つ
、
将
来
を
見
す
え
た
設
計
態
度

が
う
か
が
わ
れ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
み
、
木
造
と
切
り
離
し
て
水
ま
わ
り

を
つ
く
っ
て
い
る
の
も
、
い
つ
か
設
備
を
新

し
く
し
た
と
き
、
形
や
大
き
さ
の
変
更
が
し

や
す
い
よ
う
に
、
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
示
す
よ
う
に
、
1
9
7
5
年
か
ら
76
年

に
か
け
て
三
畳
の
和
室
は
八
畳
に
、
80
年
に

は
書
斎
と
玄
関
が
増
築
さ
れ
た
。
今
回
増
築

が
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
生
田
の
配
慮
と

無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
増
築
計
画
が
始
ま
っ
た
当
時
、
常
子

さ
ん
は
91
歳
。
小
山
が
亡
く
な
っ
た
2
0
0

2
年
以
降
、「
感
泣
亭
」
に
は
常
子
さ
ん
が
ひ

と
り
で
暮
ら
し
て
い
た
。
東
京
に
住
ん
で
い

た
息
子
夫
婦
が
心
配
を
し
、
引
っ
越
し
を
決

意
し
た
の
が
、「
感
泣
亭
」
の
改
修
と
増
築
の

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

主
屋
は
築
50
年
を
越
え
て
い
た
が
、「
こ
れ
だ

け
い
い
家
は
な
い
し
、
父
の
遺
品
と
セ
ッ
ト

で
残
し
た
い
」
と
い
う
強
い
想
い
が
、
息
子

さ
ん
に
は
あ
っ
た
。

　
最
初
、
増
築
部
は
小
山
を
偲
ん
で
定
期
的

に
開
か
れ
る
集
ま
り
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

別
の
考
え
も
あ
っ
た
と
い
う
。
息
子
さ
ん
に

と
っ
て
、「
感
泣
亭
」
は
実
家
と
は
い
え
、
長

ら
く
離
れ
て
い
た
の
で
、
元
住
吉
は
決
し
て

慣
れ
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
増

築
部
に
は
、
地
域
に
溶
け
込
む
た
め
の
場
、

と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
に
し
た
。

母
の
常
子
さ
ん
は
こ
の
地
で
長
年
に
わ
た
っ

て
英
語
教
室
を
開
い
て
い
た
の
で
、
地
域
で

は
顔
の
知
れ
た
存
在
。
そ
の
母
の
人
脈
に
よ

っ
て
、
地
域
の
た
め
の
活
動
を
す
る
。
家
だ

け
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継
ぐ
。

こ
れ
は
、
従
来
の
「
感
泣
亭
」
に
、
公
共
性

を
加
え
る
考
え
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
想
い
や
考
え
を
受
け
て
、
エ
ウ

レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
動
き
は
じ
め
た
。
ま
ず

行
っ
た
の
は
主
屋
の
構
造
補
強
。
こ
れ
は
、

住
居
と
し
て
の
今
後
に
配
慮
し
た
対
応
で
あ

る
。
し
か
し
、
生
田
と
い
う
著
名
建
築
家
の

作
品
で
あ
る
こ
と
、
小
山
と
い
う
詩
人
の
書

斎
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
く
に

内
部
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
い
。
な
ん
と
か
外

部
だ
け
で
補
強
が
で
き
な
い
か
。
そ
う
し
て

構
造
計
算
に
よ
る
検
討
を
進
め
た
結
果
、
基

礎
の
一
部
に
手
を
加
え
れ
ば
、
外
壁
と
屋
根

の
補
強
の
み
で
、
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
が

確
認
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、

1
9
8
0
年
に
も
玄
関
と
書
斎
の
増
築
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
に
既
存
の
外
壁
を

撤
去
し
、
代
わ
り
に
下
屋
が
取
り
付
け
ら
れ

た
た
め
、
と
く
に
壁
量
が
不
足
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
下
屋
の
壁
を
上
へ
延
ば
し
、
屋
根

と
連
結
し
て
補
強
が
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
手
前
の
屋
根
は
新
し
く
、
竣
工
当
初
の

姿
よ
り
葺
き
下
っ
て
い
る
。「
こ
ぢ
ん
ま
り
と

し
た
た
た
ず
ま
い
」
は
、
こ
の
工
事
で
強
調

さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
た
立
面
も
あ
わ
せ
て
、

よ
り
当
初
の
印
象
に
近
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。

小
山
を
偲
ん
で
訪
れ
る
人
々
に
対
す
る
、
設

計
者
の
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
増
築
で
あ
る
。
増
築

も
、
主
屋
の
た
た
ず
ま
い
を
残
す
こ
と
を
重

視
し
て
、
分
離
増
築
が
選
ば
れ
た
。
ま
ず
隣

地
と
の
境
に
、
主
屋
側
だ
け
オ
ー
プ
ン
に
す

る
格
好
で
、
R
C
造
の
壁
、
袖
壁
、
屋
根
を

つ
く
り
、
や
や
低
い
位
置
か
ら
木
造
の
屋
根

を
延
ば
し
て
、
細
い
鉄
柱
で
支
え
て
い
る
。

木
造
屋
根
に
は
、
端
部
に
鉄
材
、
そ
の
下
に

モ
ル
タ
ル
塗
の
垂
壁
が
ま
わ
る
。
三
方
は
ガ

ラ
ス
戸
で
囲
ま
れ
、
非
常
に
開
放
的
で
あ
る
。

食
事
会
な
ど
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動

が
見
え
る
こ
と
は
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
継
承
と
い
う
考
え
を
実
現
す
る
う
え
で
と

く
に
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
こ
の
ガ
ラ
ス
戸
は
、
主
屋

の
竪
羽
目
板
と
同
じ
材
料
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
増
築
部
の
床
材
も
、
既
存
の
玄
関
ポ
ー

チ
や
塀
に
続
い
て
煉
瓦
で
揃
え
、
ト
イ
レ
の

囲
い
も
主
屋
の
水
ま
わ
り
同
様
ブ
ロ
ッ
ク
積

み
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
屋
の
要
素
を

引
き
継
ぐ
工
夫
に
よ
っ
て
、
全
体
が
新
た
な

「
感
泣
亭
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
増
築
が
完
成
し
た
の
は
2
0

1
2
年
。
竣
工
後
、
地
域
の
集
ま
り
を
催
し

た
際
は
、
母
の
常
子
さ
ん
が
大
勢
の
人
を
集

め
て
く
れ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、「
感
泣
亭
」

が
今
後
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

常
子
さ
ん
は
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年
93
。

常
子
さ
ん
の
遺
志
で
、
葬
儀
は
増
築
部
で
執

り
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
空
間
は
継
続

的
に
使
用
さ
れ
、
周
囲
か
ら
の
評
判
も
上
々
。

レ
ン
タ
ル
希
望
ま
で
増
え
て
い
る
。

　
生
田
の
将
来
を
見
す
え
た
設
計
、
立
原
に

関
係
し
た
つ
な
が
り
が
、
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦

さ
ん
を
こ
の
地
に
引
き
あ
わ
せ
た
。
そ
し
て
、

息
子
夫
婦
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継

ぐ
」
と
い
う
考
え
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
設
計

は
、「
亭
」
の
内
に
あ
る
公
共
性
を
引
き
出
し
、

詩
人
の
号
や
そ
の
住
居
と
し
て
あ
っ
た
「
感

泣
亭
」
の
存
在
を
、
地
域
に
向
か
っ
て
開
い

て
み
せ
た
。
水
田
、
同
潤
会
、
住
宅
営
団
と

き
て
生
田
勉
。「
感
泣
亭
」
は
、
土
地
や
住
宅

が
も
つ
歴
史
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
際
の
、

増
築
が
も
た
ら
す
意
味
の
変
化
を
は
っ
き
り

示
す
好
個
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

写真上／主屋と離れの隙
間が、離れやテラスへの
アプローチになっている。
中／トイレはコンクリー
トブロック造。下／窓の
奥に離れ。
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ankyutei”

離れは、南側のコンクリ
ート壁のほかはガラス戸
で囲まれており、大きく
開放することもできる。
床の煉瓦敷きは既存部に
合わせた仕様。

離れ

か
ん
き
ゅ
う
て
い
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増築部のアプローチ

増築部のトイレ

主屋の書斎より

「
亭
」を
問
い
な
お
す

７０
年
ご
し

偶
然
の
つ
な
が
り

将
来
を
見
す
え
た
設
計

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

受
け
継
ぐ

新
た
な「
感
泣
亭
」

と
し
て
ま
と
め
る

　
折
れ
曲
が
っ
て
続
く
木
の
壁
。
ガ
ラ
ス
戸

で
囲
わ
れ
た
開
放
的
な
空
間
。
煉
瓦
敷
き
の

床
に
は
、
た
く
さ
ん
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
が

置
か
れ
、
表
札
に
は
「
感
泣
亭
」
の
文
字
。

料
理
屋
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
詩
人
・
小
山
正
孝
（
以
下
、

小
山
）
が
暮
ら
し
た
家
。
以
前
は
主
屋
だ
け

立
っ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
小
山
の
息

子
夫
婦
が
越
し
て
き
て
、
古
く
な
っ
た
主
屋

を
改
修
し
、
そ
の
脇
に
モ
ダ
ン
な
建
物
を
増

築
し
た
。

「
感
泣
亭
」
と
い
う
名
は
、
小
山
自
身
が
つ

け
た
そ
う
だ
。
小
山
は
「
感
泣
」
と
い
う
言

葉
を
好
み
、
自
ら
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も

用
い
た
。
後
ろ
に
つ
く
「
亭
」
と
い
う
言
葉

は
、『
広
辞
苑
』
を
見
る
と
、「
住
居
」、「
文
人

・
芸
人
の
号
」
の
ほ
か
に
、「
料
理
屋
の
屋
号

に
つ
け
る
語
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
料
理
屋
と
感
じ
さ
せ
た
近
年
の
増

築
は
、「
感
泣
亭
」
の
意
味
を
広
げ
た
よ
う
だ

が
、
増
築
の
詳
細
を
知
る
う
ち
に
、
そ
れ
は

む
し
ろ
積
極
的
な
「
亭
」
の
問
い
な
お
し
で

あ
っ
た
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
東
急
東
横
線
の
元
住
吉
駅
か
ら
歩
く
こ
と

7
分
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
神
奈
川
県
が
同
潤

会
に
建
設
・
管
理
を
委
託
し
、
住
宅
営
団
が

引
き
継
い
だ
「
元
住
吉
住
宅
」
が
あ
っ
た
場

所
だ
。
ま
わ
り
を
水
田
に
囲
ま
れ
て
、
1
6

6
戸
の
平
屋
建
て
が
行
儀
よ
く
並
ん
で
い
た
。

今
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
2
階
建
て
に
替
わ

っ
た
が
、「
感
泣
亭
」
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
間

ほ
ど
の
高
さ
。
2
階
建
て
な
が
ら
、
屋
根
を

ぐ
っ
と
低
く
抑
え
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
た

た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。

「
感
泣
亭
」
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
1
9
6
4
年
頃
。

「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
56
）で
有
名
な
建
築
家

・
生
田
勉
（
以
下
、
生
田
）
が
設
計
を
手
が

け
た
。
小
山
と
生
田
は
、
41
年
に
『
立
原
道

造
全
集
』（
山
本
書
店
）
の
編
集
を
一
緒
に
手

が
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
知
り
あ
い
、
以

来
友
人
の
関
係
を
築
い
た
。
20
年
を
越
え
る

親
交
の
末
の
設
計
依
頼
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
2
0
1
2
年
に
主
屋
の
改
修
と
増

築
を
手
が
け
た
の
は
、
E
u
r
e
k
a
（
以

下
、
エ
ウ
レ
カ
）
と
三
浦
清
史
さ
ん
。
エ
ウ

レ
カ
と
い
う
の
は
、
意
匠
設
計
の
稲
垣
淳
哉

さ
ん
と
佐
野
哲
史
さ
ん
が
主
宰
す
る
ア
ト
リ

エ
事
務
所
で
、
構
造
設
計
の
永
井
拓
生
さ
ん
、

環
境
設
備
設
計
の
堀
英
祐
さ
ん
と
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
を
結
ぶ
、
小
さ
な
組
織
設
計
体
。

全
員
、
早
稲
田
大
学
出
身
だ
。
一
方
、
三
浦

さ
ん
も
同
じ
大
学
出
身
の
建
築
家
だ
が
、
エ

ウ
レ
カ
の
4
人
と
は
父
と
子
く
ら
い
年
齢
に

差
が
あ
る
。
エ
ウ
レ
カ
に
と
っ
て
心
強
い
存

在
で
あ
る
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
が
、
ど
の
よ
う
に

小
山
の
息
子
夫
婦
と
出
会
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
じ
つ
は
こ
ち
ら
も
立
原
が
ら
み
。
少
し

詳
し
く
説
明
す
る
と
、
立
原
が
生
前
に
設
計

し
た
未
完
の
週
末
住
宅
「
ヒ
ア
シ
ン
ス
ハ
ウ

ス
」
を
、
埼
玉
県
の
別
所
沼
公
園
に
建
設
し

よ
う
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
そ
の
委
員
に
佐

野
さ
ん
と
三
浦
さ
ん
が
加
わ
っ
て
い
た
。
こ

の
計
画
は
04
年
に
実
現
を
み
た
が
、
そ
の
後
、

同
じ
建
設
委
員
の
仲
間
の
紹
介
に
よ
り
、「
感

泣
亭
」
の
増
築
を
検
討
し
て
い
た
小
山
の
息

子
夫
婦
と
知
り
合
い
に
な
り
、
佐
野
さ
ん
と

三
浦
さ
ん
が
こ
れ
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ

た
そ
う
だ
。
小
山
と
生
田
の
出
会
い
か
ら
70

年
後
、
偶
然
に
も
、
再
び
立
原
に
関
係
し
て
、

施
主
と
設
計
者
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
設
計
に
あ
た
り
、

小
山
の
妻
・
常
子
さ
ん
、
つ
ま
り
現
在
の
住

ま
い
手
の
母
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
当

時
の
設
計
の
要
点
や
生
田
の
こ
だ
わ
り
に
つ

い
て
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
設
計
の
要
点
は
、
工
事
費
を
か
け
す
ぎ

ず
、
平
屋
ば
か
り
の
周
辺
環
境
に
配
慮
し
て
、

面
積
を
最
小
限
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
将

来
の
増
築
も
見
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
。
屋

根
の
形
は
生
田
の
こ
だ
わ
り
だ
っ
た
よ
う
で
、

書
斎
の
上
は
2
階
を
つ
く
ら
ず
に
、
方
形
屋

根
を
そ
の
ま
ま
の
勾
配
で
葺
き
下
ろ
し
て
い

る
。
な
る
ほ
ど
、
道
路
側
の
立
面
は
ず
い
ぶ

ん
低
い
。
室
内
は
基
本
的
に
合
板
張
り
だ
が
、

こ
れ
は
後
で
好
き
な
仕
上
げ
に
、
と
生
田
か

ら
説
明
を
受
け
た
そ
う
だ
。
周
辺
環
境
に
気

を
配
り
つ
つ
、
将
来
を
見
す
え
た
設
計
態
度

が
う
か
が
わ
れ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
み
、
木
造
と
切
り
離
し
て
水
ま
わ
り

を
つ
く
っ
て
い
る
の
も
、
い
つ
か
設
備
を
新

し
く
し
た
と
き
、
形
や
大
き
さ
の
変
更
が
し

や
す
い
よ
う
に
、
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
示
す
よ
う
に
、
1
9
7
5
年
か
ら
76
年

に
か
け
て
三
畳
の
和
室
は
八
畳
に
、
80
年
に

は
書
斎
と
玄
関
が
増
築
さ
れ
た
。
今
回
増
築

が
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
生
田
の
配
慮
と

無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
増
築
計
画
が
始
ま
っ
た
当
時
、
常
子

さ
ん
は
91
歳
。
小
山
が
亡
く
な
っ
た
2
0
0

2
年
以
降
、「
感
泣
亭
」
に
は
常
子
さ
ん
が
ひ

と
り
で
暮
ら
し
て
い
た
。
東
京
に
住
ん
で
い

た
息
子
夫
婦
が
心
配
を
し
、
引
っ
越
し
を
決

意
し
た
の
が
、「
感
泣
亭
」
の
改
修
と
増
築
の

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

主
屋
は
築
50
年
を
越
え
て
い
た
が
、「
こ
れ
だ

け
い
い
家
は
な
い
し
、
父
の
遺
品
と
セ
ッ
ト

で
残
し
た
い
」
と
い
う
強
い
想
い
が
、
息
子

さ
ん
に
は
あ
っ
た
。

　
最
初
、
増
築
部
は
小
山
を
偲
ん
で
定
期
的

に
開
か
れ
る
集
ま
り
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

別
の
考
え
も
あ
っ
た
と
い
う
。
息
子
さ
ん
に

と
っ
て
、「
感
泣
亭
」
は
実
家
と
は
い
え
、
長

ら
く
離
れ
て
い
た
の
で
、
元
住
吉
は
決
し
て

慣
れ
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
増

築
部
に
は
、
地
域
に
溶
け
込
む
た
め
の
場
、

と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
に
し
た
。

母
の
常
子
さ
ん
は
こ
の
地
で
長
年
に
わ
た
っ

て
英
語
教
室
を
開
い
て
い
た
の
で
、
地
域
で

は
顔
の
知
れ
た
存
在
。
そ
の
母
の
人
脈
に
よ

っ
て
、
地
域
の
た
め
の
活
動
を
す
る
。
家
だ

け
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継
ぐ
。

こ
れ
は
、
従
来
の
「
感
泣
亭
」
に
、
公
共
性

を
加
え
る
考
え
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
想
い
や
考
え
を
受
け
て
、
エ
ウ

レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
動
き
は
じ
め
た
。
ま
ず

行
っ
た
の
は
主
屋
の
構
造
補
強
。
こ
れ
は
、

住
居
と
し
て
の
今
後
に
配
慮
し
た
対
応
で
あ

る
。
し
か
し
、
生
田
と
い
う
著
名
建
築
家
の

作
品
で
あ
る
こ
と
、
小
山
と
い
う
詩
人
の
書

斎
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
く
に

内
部
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
い
。
な
ん
と
か
外

部
だ
け
で
補
強
が
で
き
な
い
か
。
そ
う
し
て

構
造
計
算
に
よ
る
検
討
を
進
め
た
結
果
、
基

礎
の
一
部
に
手
を
加
え
れ
ば
、
外
壁
と
屋
根

の
補
強
の
み
で
、
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
が

確
認
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、

1
9
8
0
年
に
も
玄
関
と
書
斎
の
増
築
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
に
既
存
の
外
壁
を

撤
去
し
、
代
わ
り
に
下
屋
が
取
り
付
け
ら
れ

た
た
め
、
と
く
に
壁
量
が
不
足
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
下
屋
の
壁
を
上
へ
延
ば
し
、
屋
根

と
連
結
し
て
補
強
が
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
手
前
の
屋
根
は
新
し
く
、
竣
工
当
初
の

姿
よ
り
葺
き
下
っ
て
い
る
。「
こ
ぢ
ん
ま
り
と

し
た
た
た
ず
ま
い
」
は
、
こ
の
工
事
で
強
調

さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
た
立
面
も
あ
わ
せ
て
、

よ
り
当
初
の
印
象
に
近
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。

小
山
を
偲
ん
で
訪
れ
る
人
々
に
対
す
る
、
設

計
者
の
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
増
築
で
あ
る
。
増
築

も
、
主
屋
の
た
た
ず
ま
い
を
残
す
こ
と
を
重

視
し
て
、
分
離
増
築
が
選
ば
れ
た
。
ま
ず
隣

地
と
の
境
に
、
主
屋
側
だ
け
オ
ー
プ
ン
に
す

る
格
好
で
、
R
C
造
の
壁
、
袖
壁
、
屋
根
を

つ
く
り
、
や
や
低
い
位
置
か
ら
木
造
の
屋
根

を
延
ば
し
て
、
細
い
鉄
柱
で
支
え
て
い
る
。

木
造
屋
根
に
は
、
端
部
に
鉄
材
、
そ
の
下
に

モ
ル
タ
ル
塗
の
垂
壁
が
ま
わ
る
。
三
方
は
ガ

ラ
ス
戸
で
囲
ま
れ
、
非
常
に
開
放
的
で
あ
る
。

食
事
会
な
ど
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動

が
見
え
る
こ
と
は
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
継
承
と
い
う
考
え
を
実
現
す
る
う
え
で
と

く
に
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
こ
の
ガ
ラ
ス
戸
は
、
主
屋

の
竪
羽
目
板
と
同
じ
材
料
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
増
築
部
の
床
材
も
、
既
存
の
玄
関
ポ
ー

チ
や
塀
に
続
い
て
煉
瓦
で
揃
え
、
ト
イ
レ
の

囲
い
も
主
屋
の
水
ま
わ
り
同
様
ブ
ロ
ッ
ク
積

み
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
屋
の
要
素
を

引
き
継
ぐ
工
夫
に
よ
っ
て
、
全
体
が
新
た
な

「
感
泣
亭
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
増
築
が
完
成
し
た
の
は
2
0

1
2
年
。
竣
工
後
、
地
域
の
集
ま
り
を
催
し

た
際
は
、
母
の
常
子
さ
ん
が
大
勢
の
人
を
集

め
て
く
れ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、「
感
泣
亭
」

が
今
後
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

常
子
さ
ん
は
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年
93
。

常
子
さ
ん
の
遺
志
で
、
葬
儀
は
増
築
部
で
執

り
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
空
間
は
継
続

的
に
使
用
さ
れ
、
周
囲
か
ら
の
評
判
も
上
々
。

レ
ン
タ
ル
希
望
ま
で
増
え
て
い
る
。

　
生
田
の
将
来
を
見
す
え
た
設
計
、
立
原
に

関
係
し
た
つ
な
が
り
が
、
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦

さ
ん
を
こ
の
地
に
引
き
あ
わ
せ
た
。
そ
し
て
、

息
子
夫
婦
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継

ぐ
」
と
い
う
考
え
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
設
計

は
、「
亭
」
の
内
に
あ
る
公
共
性
を
引
き
出
し
、

詩
人
の
号
や
そ
の
住
居
と
し
て
あ
っ
た
「
感

泣
亭
」
の
存
在
を
、
地
域
に
向
か
っ
て
開
い

て
み
せ
た
。
水
田
、
同
潤
会
、
住
宅
営
団
と

き
て
生
田
勉
。「
感
泣
亭
」
は
、
土
地
や
住
宅

が
も
つ
歴
史
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
際
の
、

増
築
が
も
た
ら
す
意
味
の
変
化
を
は
っ
き
り

示
す
好
個
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

写真上／主屋と離れの隙
間が、離れやテラスへの
アプローチになっている。
中／トイレはコンクリー
トブロック造。下／窓の
奥に離れ。
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ankyutei”
離れは、南側のコンクリ
ート壁のほかはガラス戸
で囲まれており、大きく
開放することもできる。
床の煉瓦敷きは既存部に
合わせた仕様。

離れ

か
ん
き
ゅ
う
て
い
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折
れ
曲
が
っ
て
続
く
木
の
壁
。
ガ
ラ
ス
戸

で
囲
わ
れ
た
開
放
的
な
空
間
。
煉
瓦
敷
き
の

床
に
は
、
た
く
さ
ん
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
が

置
か
れ
、
表
札
に
は
「
感
泣
亭
」
の
文
字
。

料
理
屋
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
詩
人
・
小
山
正
孝
（
以
下
、

小
山
）
が
暮
ら
し
た
家
。
以
前
は
主
屋
だ
け

立
っ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
小
山
の
息

子
夫
婦
が
越
し
て
き
て
、
古
く
な
っ
た
主
屋

を
改
修
し
、
そ
の
脇
に
モ
ダ
ン
な
建
物
を
増

築
し
た
。

「
感
泣
亭
」
と
い
う
名
は
、
小
山
自
身
が
つ

け
た
そ
う
だ
。
小
山
は
「
感
泣
」
と
い
う
言

葉
を
好
み
、
自
ら
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も

用
い
た
。
後
ろ
に
つ
く
「
亭
」
と
い
う
言
葉

は
、『
広
辞
苑
』
を
見
る
と
、「
住
居
」、「
文
人

・
芸
人
の
号
」
の
ほ
か
に
、「
料
理
屋
の
屋
号

に
つ
け
る
語
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
料
理
屋
と
感
じ
さ
せ
た
近
年
の
増

築
は
、「
感
泣
亭
」
の
意
味
を
広
げ
た
よ
う
だ

が
、
増
築
の
詳
細
を
知
る
う
ち
に
、
そ
れ
は

む
し
ろ
積
極
的
な
「
亭
」
の
問
い
な
お
し
で

あ
っ
た
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
東
急
東
横
線
の
元
住
吉
駅
か
ら
歩
く
こ
と

7
分
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
神
奈
川
県
が
同
潤

会
に
建
設
・
管
理
を
委
託
し
、
住
宅
営
団
が

引
き
継
い
だ
「
元
住
吉
住
宅
」
が
あ
っ
た
場

所
だ
。
ま
わ
り
を
水
田
に
囲
ま
れ
て
、
1
6

6
戸
の
平
屋
建
て
が
行
儀
よ
く
並
ん
で
い
た
。

今
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
2
階
建
て
に
替
わ

っ
た
が
、「
感
泣
亭
」
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
間

ほ
ど
の
高
さ
。
2
階
建
て
な
が
ら
、
屋
根
を

ぐ
っ
と
低
く
抑
え
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
た

た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。

「
感
泣
亭
」
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
1
9
6
4
年
頃
。

「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
56
）で
有
名
な
建
築
家

・
生
田
勉
（
以
下
、
生
田
）
が
設
計
を
手
が

け
た
。
小
山
と
生
田
は
、
41
年
に
『
立
原
道

造
全
集
』（
山
本
書
店
）
の
編
集
を
一
緒
に
手

が
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
知
り
あ
い
、
以

来
友
人
の
関
係
を
築
い
た
。
20
年
を
越
え
る

親
交
の
末
の
設
計
依
頼
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
2
0
1
2
年
に
主
屋
の
改
修
と
増

築
を
手
が
け
た
の
は
、
E
u
r
e
k
a
（
以

下
、
エ
ウ
レ
カ
）
と
三
浦
清
史
さ
ん
。
エ
ウ

レ
カ
と
い
う
の
は
、
意
匠
設
計
の
稲
垣
淳
哉

さ
ん
と
佐
野
哲
史
さ
ん
が
主
宰
す
る
ア
ト
リ

エ
事
務
所
で
、
構
造
設
計
の
永
井
拓
生
さ
ん
、

環
境
設
備
設
計
の
堀
英
祐
さ
ん
と
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
を
結
ぶ
、
小
さ
な
組
織
設
計
体
。

全
員
、
早
稲
田
大
学
出
身
だ
。
一
方
、
三
浦

さ
ん
も
同
じ
大
学
出
身
の
建
築
家
だ
が
、
エ

ウ
レ
カ
の
4
人
と
は
父
と
子
く
ら
い
年
齢
に

差
が
あ
る
。
エ
ウ
レ
カ
に
と
っ
て
心
強
い
存

在
で
あ
る
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
が
、
ど
の
よ
う
に

小
山
の
息
子
夫
婦
と
出
会
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
じ
つ
は
こ
ち
ら
も
立
原
が
ら
み
。
少
し

詳
し
く
説
明
す
る
と
、
立
原
が
生
前
に
設
計

し
た
未
完
の
週
末
住
宅
「
ヒ
ア
シ
ン
ス
ハ
ウ

ス
」
を
、
埼
玉
県
の
別
所
沼
公
園
に
建
設
し

よ
う
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
そ
の
委
員
に
佐

野
さ
ん
と
三
浦
さ
ん
が
加
わ
っ
て
い
た
。
こ

の
計
画
は
04
年
に
実
現
を
み
た
が
、
そ
の
後
、

同
じ
建
設
委
員
の
仲
間
の
紹
介
に
よ
り
、「
感

泣
亭
」
の
増
築
を
検
討
し
て
い
た
小
山
の
息

子
夫
婦
と
知
り
合
い
に
な
り
、
佐
野
さ
ん
と

三
浦
さ
ん
が
こ
れ
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ

た
そ
う
だ
。
小
山
と
生
田
の
出
会
い
か
ら
70

年
後
、
偶
然
に
も
、
再
び
立
原
に
関
係
し
て
、

施
主
と
設
計
者
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
設
計
に
あ
た
り
、

小
山
の
妻
・
常
子
さ
ん
、
つ
ま
り
現
在
の
住

ま
い
手
の
母
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
当

時
の
設
計
の
要
点
や
生
田
の
こ
だ
わ
り
に
つ

い
て
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
設
計
の
要
点
は
、
工
事
費
を
か
け
す
ぎ

ず
、
平
屋
ば
か
り
の
周
辺
環
境
に
配
慮
し
て
、

面
積
を
最
小
限
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
将

来
の
増
築
も
見
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
。
屋

根
の
形
は
生
田
の
こ
だ
わ
り
だ
っ
た
よ
う
で
、

書
斎
の
上
は
2
階
を
つ
く
ら
ず
に
、
方
形
屋

根
を
そ
の
ま
ま
の
勾
配
で
葺
き
下
ろ
し
て
い

る
。
な
る
ほ
ど
、
道
路
側
の
立
面
は
ず
い
ぶ

ん
低
い
。
室
内
は
基
本
的
に
合
板
張
り
だ
が
、

こ
れ
は
後
で
好
き
な
仕
上
げ
に
、
と
生
田
か

ら
説
明
を
受
け
た
そ
う
だ
。
周
辺
環
境
に
気

を
配
り
つ
つ
、
将
来
を
見
す
え
た
設
計
態
度

が
う
か
が
わ
れ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
み
、
木
造
と
切
り
離
し
て
水
ま
わ
り

を
つ
く
っ
て
い
る
の
も
、
い
つ
か
設
備
を
新

し
く
し
た
と
き
、
形
や
大
き
さ
の
変
更
が
し

や
す
い
よ
う
に
、
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
示
す
よ
う
に
、
1
9
7
5
年
か
ら
76
年

に
か
け
て
三
畳
の
和
室
は
八
畳
に
、
80
年
に

は
書
斎
と
玄
関
が
増
築
さ
れ
た
。
今
回
増
築

が
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
生
田
の
配
慮
と

無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
増
築
計
画
が
始
ま
っ
た
当
時
、
常
子

さ
ん
は
91
歳
。
小
山
が
亡
く
な
っ
た
2
0
0

2
年
以
降
、「
感
泣
亭
」
に
は
常
子
さ
ん
が
ひ

と
り
で
暮
ら
し
て
い
た
。
東
京
に
住
ん
で
い

た
息
子
夫
婦
が
心
配
を
し
、
引
っ
越
し
を
決

意
し
た
の
が
、「
感
泣
亭
」
の
改
修
と
増
築
の

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

主
屋
は
築
50
年
を
越
え
て
い
た
が
、「
こ
れ
だ

け
い
い
家
は
な
い
し
、
父
の
遺
品
と
セ
ッ
ト

で
残
し
た
い
」
と
い
う
強
い
想
い
が
、
息
子

さ
ん
に
は
あ
っ
た
。

　
最
初
、
増
築
部
は
小
山
を
偲
ん
で
定
期
的

に
開
か
れ
る
集
ま
り
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

別
の
考
え
も
あ
っ
た
と
い
う
。
息
子
さ
ん
に

と
っ
て
、「
感
泣
亭
」
は
実
家
と
は
い
え
、
長

ら
く
離
れ
て
い
た
の
で
、
元
住
吉
は
決
し
て

慣
れ
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
増

築
部
に
は
、
地
域
に
溶
け
込
む
た
め
の
場
、

と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
に
し
た
。

母
の
常
子
さ
ん
は
こ
の
地
で
長
年
に
わ
た
っ

て
英
語
教
室
を
開
い
て
い
た
の
で
、
地
域
で

は
顔
の
知
れ
た
存
在
。
そ
の
母
の
人
脈
に
よ

っ
て
、
地
域
の
た
め
の
活
動
を
す
る
。
家
だ

け
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継
ぐ
。

こ
れ
は
、
従
来
の
「
感
泣
亭
」
に
、
公
共
性

を
加
え
る
考
え
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
想
い
や
考
え
を
受
け
て
、
エ
ウ

レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
動
き
は
じ
め
た
。
ま
ず

行
っ
た
の
は
主
屋
の
構
造
補
強
。
こ
れ
は
、

住
居
と
し
て
の
今
後
に
配
慮
し
た
対
応
で
あ

る
。
し
か
し
、
生
田
と
い
う
著
名
建
築
家
の

作
品
で
あ
る
こ
と
、
小
山
と
い
う
詩
人
の
書

斎
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
く
に

内
部
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
い
。
な
ん
と
か
外

部
だ
け
で
補
強
が
で
き
な
い
か
。
そ
う
し
て

構
造
計
算
に
よ
る
検
討
を
進
め
た
結
果
、
基

礎
の
一
部
に
手
を
加
え
れ
ば
、
外
壁
と
屋
根

の
補
強
の
み
で
、
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
が

確
認
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、

1
9
8
0
年
に
も
玄
関
と
書
斎
の
増
築
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
に
既
存
の
外
壁
を

撤
去
し
、
代
わ
り
に
下
屋
が
取
り
付
け
ら
れ

た
た
め
、
と
く
に
壁
量
が
不
足
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
下
屋
の
壁
を
上
へ
延
ば
し
、
屋
根

と
連
結
し
て
補
強
が
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
手
前
の
屋
根
は
新
し
く
、
竣
工
当
初
の

姿
よ
り
葺
き
下
っ
て
い
る
。「
こ
ぢ
ん
ま
り
と

し
た
た
た
ず
ま
い
」
は
、
こ
の
工
事
で
強
調

さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
た
立
面
も
あ
わ
せ
て
、

よ
り
当
初
の
印
象
に
近
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。

小
山
を
偲
ん
で
訪
れ
る
人
々
に
対
す
る
、
設

計
者
の
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
増
築
で
あ
る
。
増
築

も
、
主
屋
の
た
た
ず
ま
い
を
残
す
こ
と
を
重

視
し
て
、
分
離
増
築
が
選
ば
れ
た
。
ま
ず
隣

地
と
の
境
に
、
主
屋
側
だ
け
オ
ー
プ
ン
に
す

る
格
好
で
、
R
C
造
の
壁
、
袖
壁
、
屋
根
を

つ
く
り
、
や
や
低
い
位
置
か
ら
木
造
の
屋
根

を
延
ば
し
て
、
細
い
鉄
柱
で
支
え
て
い
る
。

木
造
屋
根
に
は
、
端
部
に
鉄
材
、
そ
の
下
に

モ
ル
タ
ル
塗
の
垂
壁
が
ま
わ
る
。
三
方
は
ガ

ラ
ス
戸
で
囲
ま
れ
、
非
常
に
開
放
的
で
あ
る
。

食
事
会
な
ど
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動

が
見
え
る
こ
と
は
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
継
承
と
い
う
考
え
を
実
現
す
る
う
え
で
と

く
に
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
こ
の
ガ
ラ
ス
戸
は
、
主
屋

の
竪
羽
目
板
と
同
じ
材
料
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
増
築
部
の
床
材
も
、
既
存
の
玄
関
ポ
ー

チ
や
塀
に
続
い
て
煉
瓦
で
揃
え
、
ト
イ
レ
の

囲
い
も
主
屋
の
水
ま
わ
り
同
様
ブ
ロ
ッ
ク
積

み
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
屋
の
要
素
を

引
き
継
ぐ
工
夫
に
よ
っ
て
、
全
体
が
新
た
な

「
感
泣
亭
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
増
築
が
完
成
し
た
の
は
2
0

1
2
年
。
竣
工
後
、
地
域
の
集
ま
り
を
催
し

た
際
は
、
母
の
常
子
さ
ん
が
大
勢
の
人
を
集

め
て
く
れ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、「
感
泣
亭
」

が
今
後
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

常
子
さ
ん
は
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年
93
。

常
子
さ
ん
の
遺
志
で
、
葬
儀
は
増
築
部
で
執

り
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
空
間
は
継
続

的
に
使
用
さ
れ
、
周
囲
か
ら
の
評
判
も
上
々
。

レ
ン
タ
ル
希
望
ま
で
増
え
て
い
る
。

　
生
田
の
将
来
を
見
す
え
た
設
計
、
立
原
に

関
係
し
た
つ
な
が
り
が
、
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦

さ
ん
を
こ
の
地
に
引
き
あ
わ
せ
た
。
そ
し
て
、

息
子
夫
婦
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継

ぐ
」
と
い
う
考
え
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
設
計

は
、「
亭
」
の
内
に
あ
る
公
共
性
を
引
き
出
し
、

詩
人
の
号
や
そ
の
住
居
と
し
て
あ
っ
た
「
感

泣
亭
」
の
存
在
を
、
地
域
に
向
か
っ
て
開
い

て
み
せ
た
。
水
田
、
同
潤
会
、
住
宅
営
団
と

き
て
生
田
勉
。「
感
泣
亭
」
は
、
土
地
や
住
宅

が
も
つ
歴
史
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
際
の
、

増
築
が
も
た
ら
す
意
味
の
変
化
を
は
っ
き
り

示
す
好
個
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

大黒柱のような磨き丸太
や、そこに取り付けられ
た腰かけがあり、家の中
心になっている。居間と
奥の増築部の離れやテラ
スがつながっている。
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いくた・つとむ／1912年北海道生
まれ。39年東京帝国大学（現・東
京大学）工学部建築科卒業後、逓
信省営繕課航空局。44年第一高等
学校教授。50年東京大学教養学部
助教授、後に教授、名誉教授。67
年槐建築研究所開設、後に生田勉
都市建築研究所に改称。80年逝去。
おもな作品＝「栗の木のある家」

（56）、「牟礼の家」（61）、「五千尺ロッ
ジ」（64）など。

生田 勉

Ikuta Tsutomu

　左２点は「小山邸」とあるが、
「感泣亭」の竣工時の図面。生田勉
の図面は、もともとは生田家が保
管していたが、現在は金沢工業大
学建築アーカイヴス研究所に所蔵
されている。
　生田は、友人や親戚の設計を手
がけてきたため、豪邸というより
は予算に制限のある住宅作品が多
い。そうした住宅に対し、生田は
後の増築を想定したプランニング
をしている。たとえば、敷地の周
囲に余白をつくることにより、周
囲への増築を可能にしている。そ
のプランニングを、生田の自邸「牟
礼の家」でも、この「感泣亭」で
も実施している。
　原図を見ると、まず南側に大き
な庭が確保されているほか、東側
や西側にも若干の余白がある。こ
の東西の余白には、Eurekaと三浦
清史さんが携わる以前から、すで
に増築がなされており、書斎や和
室が拡張されていた。Eurekaと三
浦さんは、南側の増築を担ったの
である。「牟礼の家」でも増築が進
んでおり、生田の想定どおりにな
っている。
　また浴室まわりの壁はコンクリ
ートブロックである。これは水ま
わりの防水性や、台所の防火性へ
の配慮だと思われるが、増築時や
設備更新のときに、再構成しやす
い材料選び。

増築を想定した
当時の平面

既存部の居間

離れは、さまざまな位置
にガラス戸を挿入するこ
とで、内外の範囲を調整
することができる。手前
テラスと奥の離れを一体
的に使うこともできる。

テラスと離れ
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折
れ
曲
が
っ
て
続
く
木
の
壁
。
ガ
ラ
ス
戸

で
囲
わ
れ
た
開
放
的
な
空
間
。
煉
瓦
敷
き
の

床
に
は
、
た
く
さ
ん
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
が

置
か
れ
、
表
札
に
は
「
感
泣
亭
」
の
文
字
。

料
理
屋
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
詩
人
・
小
山
正
孝
（
以
下
、

小
山
）
が
暮
ら
し
た
家
。
以
前
は
主
屋
だ
け

立
っ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
小
山
の
息

子
夫
婦
が
越
し
て
き
て
、
古
く
な
っ
た
主
屋

を
改
修
し
、
そ
の
脇
に
モ
ダ
ン
な
建
物
を
増

築
し
た
。

「
感
泣
亭
」
と
い
う
名
は
、
小
山
自
身
が
つ

け
た
そ
う
だ
。
小
山
は
「
感
泣
」
と
い
う
言

葉
を
好
み
、
自
ら
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も

用
い
た
。
後
ろ
に
つ
く
「
亭
」
と
い
う
言
葉

は
、『
広
辞
苑
』
を
見
る
と
、「
住
居
」、「
文
人

・
芸
人
の
号
」
の
ほ
か
に
、「
料
理
屋
の
屋
号

に
つ
け
る
語
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
料
理
屋
と
感
じ
さ
せ
た
近
年
の
増

築
は
、「
感
泣
亭
」
の
意
味
を
広
げ
た
よ
う
だ

が
、
増
築
の
詳
細
を
知
る
う
ち
に
、
そ
れ
は

む
し
ろ
積
極
的
な
「
亭
」
の
問
い
な
お
し
で

あ
っ
た
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
東
急
東
横
線
の
元
住
吉
駅
か
ら
歩
く
こ
と

7
分
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
神
奈
川
県
が
同
潤

会
に
建
設
・
管
理
を
委
託
し
、
住
宅
営
団
が

引
き
継
い
だ
「
元
住
吉
住
宅
」
が
あ
っ
た
場

所
だ
。
ま
わ
り
を
水
田
に
囲
ま
れ
て
、
1
6

6
戸
の
平
屋
建
て
が
行
儀
よ
く
並
ん
で
い
た
。

今
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
2
階
建
て
に
替
わ

っ
た
が
、「
感
泣
亭
」
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
間

ほ
ど
の
高
さ
。
2
階
建
て
な
が
ら
、
屋
根
を

ぐ
っ
と
低
く
抑
え
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
た

た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。

「
感
泣
亭
」
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
1
9
6
4
年
頃
。

「
栗
の
木
の
あ
る
家
」（
56
）で
有
名
な
建
築
家

・
生
田
勉
（
以
下
、
生
田
）
が
設
計
を
手
が

け
た
。
小
山
と
生
田
は
、
41
年
に
『
立
原
道

造
全
集
』（
山
本
書
店
）
の
編
集
を
一
緒
に
手

が
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
知
り
あ
い
、
以

来
友
人
の
関
係
を
築
い
た
。
20
年
を
越
え
る

親
交
の
末
の
設
計
依
頼
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
2
0
1
2
年
に
主
屋
の
改
修
と
増

築
を
手
が
け
た
の
は
、
E
u
r
e
k
a
（
以

下
、
エ
ウ
レ
カ
）
と
三
浦
清
史
さ
ん
。
エ
ウ

レ
カ
と
い
う
の
は
、
意
匠
設
計
の
稲
垣
淳
哉

さ
ん
と
佐
野
哲
史
さ
ん
が
主
宰
す
る
ア
ト
リ

エ
事
務
所
で
、
構
造
設
計
の
永
井
拓
生
さ
ん
、

環
境
設
備
設
計
の
堀
英
祐
さ
ん
と
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
を
結
ぶ
、
小
さ
な
組
織
設
計
体
。

全
員
、
早
稲
田
大
学
出
身
だ
。
一
方
、
三
浦

さ
ん
も
同
じ
大
学
出
身
の
建
築
家
だ
が
、
エ

ウ
レ
カ
の
4
人
と
は
父
と
子
く
ら
い
年
齢
に

差
が
あ
る
。
エ
ウ
レ
カ
に
と
っ
て
心
強
い
存

在
で
あ
る
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
が
、
ど
の
よ
う
に

小
山
の
息
子
夫
婦
と
出
会
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
じ
つ
は
こ
ち
ら
も
立
原
が
ら
み
。
少
し

詳
し
く
説
明
す
る
と
、
立
原
が
生
前
に
設
計

し
た
未
完
の
週
末
住
宅
「
ヒ
ア
シ
ン
ス
ハ
ウ

ス
」
を
、
埼
玉
県
の
別
所
沼
公
園
に
建
設
し

よ
う
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
そ
の
委
員
に
佐

野
さ
ん
と
三
浦
さ
ん
が
加
わ
っ
て
い
た
。
こ

の
計
画
は
04
年
に
実
現
を
み
た
が
、
そ
の
後
、

同
じ
建
設
委
員
の
仲
間
の
紹
介
に
よ
り
、「
感

泣
亭
」
の
増
築
を
検
討
し
て
い
た
小
山
の
息

子
夫
婦
と
知
り
合
い
に
な
り
、
佐
野
さ
ん
と

三
浦
さ
ん
が
こ
れ
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ

た
そ
う
だ
。
小
山
と
生
田
の
出
会
い
か
ら
70

年
後
、
偶
然
に
も
、
再
び
立
原
に
関
係
し
て
、

施
主
と
設
計
者
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
。

　
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
設
計
に
あ
た
り
、

小
山
の
妻
・
常
子
さ
ん
、
つ
ま
り
現
在
の
住

ま
い
手
の
母
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
当

時
の
設
計
の
要
点
や
生
田
の
こ
だ
わ
り
に
つ

い
て
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
設
計
の
要
点
は
、
工
事
費
を
か
け
す
ぎ

ず
、
平
屋
ば
か
り
の
周
辺
環
境
に
配
慮
し
て
、

面
積
を
最
小
限
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
将

来
の
増
築
も
見
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
。
屋

根
の
形
は
生
田
の
こ
だ
わ
り
だ
っ
た
よ
う
で
、

書
斎
の
上
は
2
階
を
つ
く
ら
ず
に
、
方
形
屋

根
を
そ
の
ま
ま
の
勾
配
で
葺
き
下
ろ
し
て
い

る
。
な
る
ほ
ど
、
道
路
側
の
立
面
は
ず
い
ぶ

ん
低
い
。
室
内
は
基
本
的
に
合
板
張
り
だ
が
、

こ
れ
は
後
で
好
き
な
仕
上
げ
に
、
と
生
田
か

ら
説
明
を
受
け
た
そ
う
だ
。
周
辺
環
境
に
気

を
配
り
つ
つ
、
将
来
を
見
す
え
た
設
計
態
度

が
う
か
が
わ
れ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
を
積
み
、
木
造
と
切
り
離
し
て
水
ま
わ
り

を
つ
く
っ
て
い
る
の
も
、
い
つ
か
設
備
を
新

し
く
し
た
と
き
、
形
や
大
き
さ
の
変
更
が
し

や
す
い
よ
う
に
、
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
示
す
よ
う
に
、
1
9
7
5
年
か
ら
76
年

に
か
け
て
三
畳
の
和
室
は
八
畳
に
、
80
年
に

は
書
斎
と
玄
関
が
増
築
さ
れ
た
。
今
回
増
築

が
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
生
田
の
配
慮
と

無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
増
築
計
画
が
始
ま
っ
た
当
時
、
常
子

さ
ん
は
91
歳
。
小
山
が
亡
く
な
っ
た
2
0
0

2
年
以
降
、「
感
泣
亭
」
に
は
常
子
さ
ん
が
ひ

と
り
で
暮
ら
し
て
い
た
。
東
京
に
住
ん
で
い

た
息
子
夫
婦
が
心
配
を
し
、
引
っ
越
し
を
決

意
し
た
の
が
、「
感
泣
亭
」
の
改
修
と
増
築
の

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

主
屋
は
築
50
年
を
越
え
て
い
た
が
、「
こ
れ
だ

け
い
い
家
は
な
い
し
、
父
の
遺
品
と
セ
ッ
ト

で
残
し
た
い
」
と
い
う
強
い
想
い
が
、
息
子

さ
ん
に
は
あ
っ
た
。

　
最
初
、
増
築
部
は
小
山
を
偲
ん
で
定
期
的

に
開
か
れ
る
集
ま
り
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

別
の
考
え
も
あ
っ
た
と
い
う
。
息
子
さ
ん
に

と
っ
て
、「
感
泣
亭
」
は
実
家
と
は
い
え
、
長

ら
く
離
れ
て
い
た
の
で
、
元
住
吉
は
決
し
て

慣
れ
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
増

築
部
に
は
、
地
域
に
溶
け
込
む
た
め
の
場
、

と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
に
し
た
。

母
の
常
子
さ
ん
は
こ
の
地
で
長
年
に
わ
た
っ

て
英
語
教
室
を
開
い
て
い
た
の
で
、
地
域
で

は
顔
の
知
れ
た
存
在
。
そ
の
母
の
人
脈
に
よ

っ
て
、
地
域
の
た
め
の
活
動
を
す
る
。
家
だ

け
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継
ぐ
。

こ
れ
は
、
従
来
の
「
感
泣
亭
」
に
、
公
共
性

を
加
え
る
考
え
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
想
い
や
考
え
を
受
け
て
、
エ
ウ

レ
カ
と
三
浦
さ
ん
は
動
き
は
じ
め
た
。
ま
ず

行
っ
た
の
は
主
屋
の
構
造
補
強
。
こ
れ
は
、

住
居
と
し
て
の
今
後
に
配
慮
し
た
対
応
で
あ

る
。
し
か
し
、
生
田
と
い
う
著
名
建
築
家
の

作
品
で
あ
る
こ
と
、
小
山
と
い
う
詩
人
の
書

斎
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
く
に

内
部
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
い
。
な
ん
と
か
外

部
だ
け
で
補
強
が
で
き
な
い
か
。
そ
う
し
て

構
造
計
算
に
よ
る
検
討
を
進
め
た
結
果
、
基

礎
の
一
部
に
手
を
加
え
れ
ば
、
外
壁
と
屋
根

の
補
強
の
み
で
、
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
が

確
認
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、

1
9
8
0
年
に
も
玄
関
と
書
斎
の
増
築
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
に
既
存
の
外
壁
を

撤
去
し
、
代
わ
り
に
下
屋
が
取
り
付
け
ら
れ

た
た
め
、
と
く
に
壁
量
が
不
足
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
下
屋
の
壁
を
上
へ
延
ば
し
、
屋
根

と
連
結
し
て
補
強
が
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
手
前
の
屋
根
は
新
し
く
、
竣
工
当
初
の

姿
よ
り
葺
き
下
っ
て
い
る
。「
こ
ぢ
ん
ま
り
と

し
た
た
た
ず
ま
い
」
は
、
こ
の
工
事
で
強
調

さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
た
立
面
も
あ
わ
せ
て
、

よ
り
当
初
の
印
象
に
近
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。

小
山
を
偲
ん
で
訪
れ
る
人
々
に
対
す
る
、
設

計
者
の
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
増
築
で
あ
る
。
増
築

も
、
主
屋
の
た
た
ず
ま
い
を
残
す
こ
と
を
重

視
し
て
、
分
離
増
築
が
選
ば
れ
た
。
ま
ず
隣

地
と
の
境
に
、
主
屋
側
だ
け
オ
ー
プ
ン
に
す

る
格
好
で
、
R
C
造
の
壁
、
袖
壁
、
屋
根
を

つ
く
り
、
や
や
低
い
位
置
か
ら
木
造
の
屋
根

を
延
ば
し
て
、
細
い
鉄
柱
で
支
え
て
い
る
。

木
造
屋
根
に
は
、
端
部
に
鉄
材
、
そ
の
下
に

モ
ル
タ
ル
塗
の
垂
壁
が
ま
わ
る
。
三
方
は
ガ

ラ
ス
戸
で
囲
ま
れ
、
非
常
に
開
放
的
で
あ
る
。

食
事
会
な
ど
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動

が
見
え
る
こ
と
は
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
継
承
と
い
う
考
え
を
実
現
す
る
う
え
で
と

く
に
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
こ
の
ガ
ラ
ス
戸
は
、
主
屋

の
竪
羽
目
板
と
同
じ
材
料
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
増
築
部
の
床
材
も
、
既
存
の
玄
関
ポ
ー

チ
や
塀
に
続
い
て
煉
瓦
で
揃
え
、
ト
イ
レ
の

囲
い
も
主
屋
の
水
ま
わ
り
同
様
ブ
ロ
ッ
ク
積

み
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
屋
の
要
素
を

引
き
継
ぐ
工
夫
に
よ
っ
て
、
全
体
が
新
た
な

「
感
泣
亭
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
増
築
が
完
成
し
た
の
は
2
0

1
2
年
。
竣
工
後
、
地
域
の
集
ま
り
を
催
し

た
際
は
、
母
の
常
子
さ
ん
が
大
勢
の
人
を
集

め
て
く
れ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、「
感
泣
亭
」

が
今
後
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

常
子
さ
ん
は
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年
93
。

常
子
さ
ん
の
遺
志
で
、
葬
儀
は
増
築
部
で
執

り
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
空
間
は
継
続

的
に
使
用
さ
れ
、
周
囲
か
ら
の
評
判
も
上
々
。

レ
ン
タ
ル
希
望
ま
で
増
え
て
い
る
。

　
生
田
の
将
来
を
見
す
え
た
設
計
、
立
原
に

関
係
し
た
つ
な
が
り
が
、
エ
ウ
レ
カ
と
三
浦

さ
ん
を
こ
の
地
に
引
き
あ
わ
せ
た
。
そ
し
て
、

息
子
夫
婦
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
受
け
継

ぐ
」
と
い
う
考
え
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
設
計

は
、「
亭
」
の
内
に
あ
る
公
共
性
を
引
き
出
し
、

詩
人
の
号
や
そ
の
住
居
と
し
て
あ
っ
た
「
感

泣
亭
」
の
存
在
を
、
地
域
に
向
か
っ
て
開
い

て
み
せ
た
。
水
田
、
同
潤
会
、
住
宅
営
団
と

き
て
生
田
勉
。「
感
泣
亭
」
は
、
土
地
や
住
宅

が
も
つ
歴
史
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
際
の
、

増
築
が
も
た
ら
す
意
味
の
変
化
を
は
っ
き
り

示
す
好
個
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

大黒柱のような磨き丸太
や、そこに取り付けられ
た腰かけがあり、家の中
心になっている。居間と
奥の増築部の離れやテラ
スがつながっている。
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竣工時（1964年頃）の原図
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1/200平面図

いくた・つとむ／1912年北海道生
まれ。39年東京帝国大学（現・東
京大学）工学部建築科卒業後、逓
信省営繕課航空局。44年第一高等
学校教授。50年東京大学教養学部
助教授、後に教授、名誉教授。67
年槐建築研究所開設、後に生田勉
都市建築研究所に改称。80年逝去。
おもな作品＝「栗の木のある家」

（56）、「牟礼の家」（61）、「五千尺ロッ
ジ」（64）など。

生田 勉

Ikuta Tsutomu

　左２点は「小山邸」とあるが、
「感泣亭」の竣工時の図面。生田勉
の図面は、もともとは生田家が保
管していたが、現在は金沢工業大
学建築アーカイヴス研究所に所蔵
されている。
　生田は、友人や親戚の設計を手
がけてきたため、豪邸というより
は予算に制限のある住宅作品が多
い。そうした住宅に対し、生田は
後の増築を想定したプランニング
をしている。たとえば、敷地の周
囲に余白をつくることにより、周
囲への増築を可能にしている。そ
のプランニングを、生田の自邸「牟
礼の家」でも、この「感泣亭」で
も実施している。
　原図を見ると、まず南側に大き
な庭が確保されているほか、東側
や西側にも若干の余白がある。こ
の東西の余白には、Eurekaと三浦
清史さんが携わる以前から、すで
に増築がなされており、書斎や和
室が拡張されていた。Eurekaと三
浦さんは、南側の増築を担ったの
である。「牟礼の家」でも増築が進
んでおり、生田の想定どおりにな
っている。
　また浴室まわりの壁はコンクリ
ートブロックである。これは水ま
わりの防水性や、台所の防火性へ
の配慮だと思われるが、増築時や
設備更新のときに、再構成しやす
い材料選び。

増築を想定した
当時の平面

既存部の居間

離れは、さまざまな位置
にガラス戸を挿入するこ
とで、内外の範囲を調整
することができる。手前
テラスと奥の離れを一体
的に使うこともできる。

テラスと離れ

0 1 2m

1/200軸組図 0 1 2m

N

4243



「感泣亭」

建築概要
所在地 神奈川県川崎市中原区
主要用途 住宅＋離れ
家族構成 夫婦
設計 Eureka＋三浦清史／こうだ建築設計事務所
構造設計 設計工房佐久間（既存部）、永井拓生（増築部）
構造 木造（既存部）、混構造（増築部／コンクリート造、
 木造、鉄骨造、補強コンクリートブロック造）
施工 下タ村工務店（既存部）、
 広・佐藤工務店（増築部）
階数 地上2階
敷地面積 134.10㎡
建築面積 79.09㎡
延床面積 116.19㎡
設計期間 2010年9月～2011年11月
工事期間 2011年7月～2012年4月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板
外壁 防水モルタル、リシン吹付け、コンクリート打放し、
 ラワン羽目板張り
開口部 木製框戸、アルミサッシ
外構 煉瓦

おもな内部仕上げ
既存部
床 フローリング
壁 ラワン合板
天井 三井ボード
増築部
床 煉瓦
壁 コンクリート打放し
天井 ラワン合板

Eurekaと三浦清史さんによる2012年の増改築
Special Feature / The Future of Vintage Residences Part 5  “Kankyutei”

佐野哲史（さの・さとし、左）、
稲垣淳哉（いながき・じゅん
や、中左）、永井拓生（ながい
・たくお、中右）、堀英祐（ほ
り・えいすけ、右）の４名に
よる建築設計事務所。いずれ
も1980年生まれ、早稲田大学
出身。稲垣・佐野が建築計画、
永井が構造計画、堀が環境設
備計画を担当。おもな作品＝

「Blanks」（2010）、「Dragon Court 
Village」（13）。
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旅のバスルーム／浦 一也 文・スケッチ 第94回 西村屋本館

西村屋本館

＊
1
／
文
豪
と
い
わ
れ
る
志
賀
直
哉
（
1
8
8
3
〜
1
9
7
1
）

の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
小
説
『
城
の
崎
に
て
』
が
あ
り
、
主
人
公

の
気
ま
ぐ
れ
で
投
げ
た
小
石
が
イ
モ
リ
に
当
た
っ
て
し
ま
う
件
が

あ
る
。

＊
2
／
平
田
雅
哉（
1
9
0
0
〜
80
）：
藤
原
新
三
郎
棟
梁
に
師
事
、

30
歳
で
独
立
。
朝
香
宮
の
茶
室
な
ど
数
多
く
の
茶
室
、
住
宅
を
手

が
け
、
ま
た
吉
兆
な
ど
数
寄
屋
造
の
料
亭
、
旅
館
な
ど
に
手
腕
を

発
揮
し
た
。
73
年
瑞
宝
章
受
章
。
西
村
屋
の
「
平
田
館
」
は
60
年

の
作
。

＊
3
／
京
間
：
京
都
・
西
日
本
で
多
く
用
い
ら
れ
た
寸
法
体
系
。

畳
寸
法
3
尺
1
寸
5
分（
9
5
5
㎜
）×

6
尺
3
寸（
1
9
1
0
㎜
）。

＊
4
／
内
法
高
：
鴨
居
と
敷
居
の
あ
い
だ
の
距
離
。

＊
5
／
面
皮
の
柱
：
角
を
丸
面
の
ま
ま
残
し
た
柱
、
数
寄
屋
造
で

は
「
行
」
の
相
と
い
わ
れ
る
。

＊
6
／
中
杢
：
木
目
で
中
央
に
板
目
、
周
囲
が
柾
目
の
良
材
。

＊
7
／
麦
わ
ら
細
工
：
2
8
0
年
ほ
ど
前
か
ら
伝
わ
る
城
崎
の
伝

統
工
芸
。
開
い
た
色
麦
わ
ら
を
切
り
、
箱
な
ど
に
精
緻
に
貼
っ
て

い
く
。

「
旅
の
バ
ス
ル
ー
ム
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
日
本

の
旅
館
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
ホ
テ
ル
で
も
旅

館
で
も
国
内
の
宿
泊
施
設
の
こ
と
を
書
く
と
、
い

ろ
い
ろ
「
さ
し
さ
わ
り
」
が
あ
っ
て
避
け
て
い
た

の
だ
が
…
…
。
す
ば
ら
し
い
旅
館
は
上
質
な
ホ
テ

ル
よ
り
も
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
高
い
と
い
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
な
か
な
か
同
列
に
は
論
じ
ら
れ

な
い
。

　
バ
ス
ル
ー
ム
か
ら
い
う
と
、
旅
館
の
浴
室
は
共

同
が
主
。
そ
し
て
食
事
は
最
近
少
な
く
な
っ
た
が

「
部
屋
食
」。食
事
時
間
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、内
容
も
ア
ラ
カ
ル
ト

で
は
な
い
。
ま
た
引
き
戸
が
多
い
か
ら
遮
音
は
ホ
テ
ル
の
よ
う
に
は
い

か
ず
、
床
は
畳
が
主
体
だ
か
ら
立
ち
居
振
る
舞
い
は
座
様
式
で
寝
所
や

食
事
処
に
も
な
っ
て
変
幻
自
在
。
そ
し
て
一
対
一
以
上
の
対
人
サ
ー
ビ

ス
だ
か
ら
「
心
づ
け
」
な
ど
に
も
気
を
使
う
こ
と
に
な
る
。だ
か
ら「
ぼ

く
は
嫌
い
だ
ね
」
と
い
う
向
き
も
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
旅
館
に
泊
ま

っ
て
み
よ
う
。

　
城
崎
は
兵
庫
県
の
美
し
い
温
泉
町
。
街
の
な
か
を
流
れ
る
大
谿
川
に

柳
が
そ
よ
ぐ
。こ
こ
で
イ
モ
リ
に
石
を
当
て
て
し
ま
っ
た
の
か（
＊
１
）

な
ど
と
浅
い
清
流
を
眺
め
る
。
そ
の
川
沿
い
に
旅
館
や
土
産
物
店
な
ど

が
楚
々
と
並
ん
で
い
る
。
こ
の
「
楚
々
と
」
が
大
事
で
、
に
ぎ
や
か
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
温
泉
街
に
は
も
う
そ
れ
を
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
の

宿
は
そ
の
川
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
、
街
の
中
心
部
を
過
ぎ
た
あ
た
り
に

あ
る
。

　
き
ち
ん
と
し
た
純
日
本
的
な
旅
館
で
江
戸
安
政
年
間
に
創
業
さ
れ
た

と
い
う
。
門
や
玄
関
の
た
た
ず
ま
い
、
帳
場
、
ロ
ビ
ー
か
ら
見
え
る
庭

園
な
ど
、
初
め
て
見
る
の
に
な
ぜ
か
な
つ
か
し
さ
を
覚
え
る
。

「
本
館
」
に
は
、
あ
の
平
田
雅
哉
（
＊
２
）
の
手
に
な
る
「
平
田
館
」

が
あ
り
、
近
代
数
寄
屋
造
の
す
ば
ら
し
い
遺
構
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
今
回
の
対
象
で
は
な
い
。

　
案
内
さ
れ
た
部
屋
は
京
間
（
＊
３
）
の
８
畳
。
内
法
高
（
＊
４
）
１

７
８
０
㎜
、
天
井
高
２
３
１
０
㎜
。
床
の
間
に
書
院
が
付
く
。
面
皮
の

柱
（
＊
５
）。天
井
の
杉
は
中
杢
（
＊
６
）
が
せ
ま
く
て
美
し
い
。
床
は

高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
、
庭
を
俯
瞰
す
る
視
点
。
軒
は
深
い
。
浴
室
が

付
い
て
い
る
が
、共
同
の
浴
室
に
向
か
う
。こ
の
街
は
「
外
湯
め
ぐ
り
」

で
も
有
名
で
、
い
く
つ
も
の
共
同
浴
場
を
浴
衣
姿

で
「
は
し
ご
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
入
浴
を
終
え
て
「
い
い
湯
だ
っ
た
」
と
帰
っ
て

く
る
と
、
部
屋
食
の
用
意
が
で
き
て
い
る
。
そ
の

日
は
松
葉
ガ
ニ
を
中
心
に
し
た
食
事
を
楽
し
み
、

食
後
、
ラ
ウ
ン
ジ
で
コ
ー
ヒ
ー
を
い
た
だ
い
て
い

る
短
い
時
間
に
部
屋
に
布
団
が
敷
か
れ
た
。

　
仲
居
さ
ん
は
「
外
は
少
し
寒
く
な
り
ま
し
た

ね
」
な
ど
と
笑
顔
で
応
対
し
た
り
、
ご
飯
が
少
な

く
な
っ
た
頃
に
す
っ
と
現
れ
て
、「
お
か
わ
り
い
か

が
で
す
か
」
な
ど
と
言
っ
た
り
す
る
。
当
然
の
よ
う
だ
が
こ
の
驚
く

べ
き
心
遣
い
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
「
気
配
」
と
か
、
か
す
か
な
「
音
」
が
き
っ
か
け
な
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
は
き
っ
と
「
間
」
を
感
じ

て
い
る
の
だ
。
見
え
な
く
て
も
私
た
ち
の
行
動
が
わ
か
る
の
だ
。

　
私
は
ホ
テ
ル
泊
が
多
い
の
だ
が
、
時
々
旅
館
に
身
を
任
せ
て
み
た

く
な
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
を
再
確
認
し
た
い
た
め
と
、
人
的

な
サ
ー
ビ
ス
が
最
上
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
か
ら
か
。

　
明
日
は
雪
も
や
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
少
し
歩
い
て
麦
わ
ら
細
工

（
＊
７
）
の
店
で
も
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。 

Text &
 Sketch by U

ra K
azuya

変
幻
自
在
、伝
統
的
日
本
の「
座
敷
」

床の間と書院を見る。

８畳にフローリング付き、
浴室付きの平面。
やはり京間はゆったり。

日本・城崎温泉

4647

お
お
た
に

う
ら
・
か
ず
や
／
建
築
家

・
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ナ

ー
。
1
9
4
7
年
北
海
道

生
ま
れ
。
70
年
東
京
藝
術

大
学
美
術
学
部
工
芸
科
卒

業
。
72
年
同
大
学
大
学
院

修
士
課
程
修
了
。
同
年
日

建
設
計
入
社
。
99
〜
2
0

1
2
年
日
建
ス
ペ
ー
ス
デ

ザ
イ
ン
代
表
取
締
役
。
現

在
、
浦
一
也
デ
ザ
イ
ン
研

究
室
主
宰
。
北
海
道
日
建

設
計
デ
ザ
イ
ン
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
。
著
書
に
『
旅
は
ゲ

ス
ト
ル
ー
ム
』（
東
京
書
籍

・
光
文
社
）、『
測
っ
て
描
く

旅
』（
彰
国
社
）、『
旅
は
ゲ

ス
ト
ル
ー
ム
Ⅱ
』（
光
文
社
）

が
あ
る
。

麦わら細工。
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西村屋本館

＊
1
／
文
豪
と
い
わ
れ
る
志
賀
直
哉
（
1
8
8
3
〜
1
9
7
1
）

の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
小
説
『
城
の
崎
に
て
』
が
あ
り
、
主
人
公

の
気
ま
ぐ
れ
で
投
げ
た
小
石
が
イ
モ
リ
に
当
た
っ
て
し
ま
う
件
が

あ
る
。

＊
2
／
平
田
雅
哉（
1
9
0
0
〜
80
）：
藤
原
新
三
郎
棟
梁
に
師
事
、

30
歳
で
独
立
。
朝
香
宮
の
茶
室
な
ど
数
多
く
の
茶
室
、
住
宅
を
手

が
け
、
ま
た
吉
兆
な
ど
数
寄
屋
造
の
料
亭
、
旅
館
な
ど
に
手
腕
を

発
揮
し
た
。
73
年
瑞
宝
章
受
章
。
西
村
屋
の
「
平
田
館
」
は
60
年

の
作
。

＊
3
／
京
間
：
京
都
・
西
日
本
で
多
く
用
い
ら
れ
た
寸
法
体
系
。

畳
寸
法
3
尺
1
寸
5
分（
9
5
5
㎜
）×

6
尺
3
寸（
1
9
1
0
㎜
）。

＊
4
／
内
法
高
：
鴨
居
と
敷
居
の
あ
い
だ
の
距
離
。

＊
5
／
面
皮
の
柱
：
角
を
丸
面
の
ま
ま
残
し
た
柱
、
数
寄
屋
造
で

は
「
行
」
の
相
と
い
わ
れ
る
。

＊
6
／
中
杢
：
木
目
で
中
央
に
板
目
、
周
囲
が
柾
目
の
良
材
。

＊
7
／
麦
わ
ら
細
工
：
2
8
0
年
ほ
ど
前
か
ら
伝
わ
る
城
崎
の
伝

統
工
芸
。
開
い
た
色
麦
わ
ら
を
切
り
、
箱
な
ど
に
精
緻
に
貼
っ
て

い
く
。

「
旅
の
バ
ス
ル
ー
ム
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
日
本

の
旅
館
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
ホ
テ
ル
で
も
旅

館
で
も
国
内
の
宿
泊
施
設
の
こ
と
を
書
く
と
、
い

ろ
い
ろ
「
さ
し
さ
わ
り
」
が
あ
っ
て
避
け
て
い
た

の
だ
が
…
…
。
す
ば
ら
し
い
旅
館
は
上
質
な
ホ
テ

ル
よ
り
も
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
高
い
と
い
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
な
か
な
か
同
列
に
は
論
じ
ら
れ

な
い
。

　
バ
ス
ル
ー
ム
か
ら
い
う
と
、
旅
館
の
浴
室
は
共

同
が
主
。
そ
し
て
食
事
は
最
近
少
な
く
な
っ
た
が

「
部
屋
食
」。食
事
時
間
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、内
容
も
ア
ラ
カ
ル
ト

で
は
な
い
。
ま
た
引
き
戸
が
多
い
か
ら
遮
音
は
ホ
テ
ル
の
よ
う
に
は
い

か
ず
、
床
は
畳
が
主
体
だ
か
ら
立
ち
居
振
る
舞
い
は
座
様
式
で
寝
所
や

食
事
処
に
も
な
っ
て
変
幻
自
在
。
そ
し
て
一
対
一
以
上
の
対
人
サ
ー
ビ

ス
だ
か
ら
「
心
づ
け
」
な
ど
に
も
気
を
使
う
こ
と
に
な
る
。だ
か
ら「
ぼ

く
は
嫌
い
だ
ね
」
と
い
う
向
き
も
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
旅
館
に
泊
ま

っ
て
み
よ
う
。

　
城
崎
は
兵
庫
県
の
美
し
い
温
泉
町
。
街
の
な
か
を
流
れ
る
大
谿
川
に

柳
が
そ
よ
ぐ
。こ
こ
で
イ
モ
リ
に
石
を
当
て
て
し
ま
っ
た
の
か（
＊
１
）

な
ど
と
浅
い
清
流
を
眺
め
る
。
そ
の
川
沿
い
に
旅
館
や
土
産
物
店
な
ど

が
楚
々
と
並
ん
で
い
る
。
こ
の
「
楚
々
と
」
が
大
事
で
、
に
ぎ
や
か
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
温
泉
街
に
は
も
う
そ
れ
を
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
の

宿
は
そ
の
川
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
、
街
の
中
心
部
を
過
ぎ
た
あ
た
り
に

あ
る
。

　
き
ち
ん
と
し
た
純
日
本
的
な
旅
館
で
江
戸
安
政
年
間
に
創
業
さ
れ
た

と
い
う
。
門
や
玄
関
の
た
た
ず
ま
い
、
帳
場
、
ロ
ビ
ー
か
ら
見
え
る
庭

園
な
ど
、
初
め
て
見
る
の
に
な
ぜ
か
な
つ
か
し
さ
を
覚
え
る
。

「
本
館
」
に
は
、
あ
の
平
田
雅
哉
（
＊
２
）
の
手
に
な
る
「
平
田
館
」

が
あ
り
、
近
代
数
寄
屋
造
の
す
ば
ら
し
い
遺
構
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
今
回
の
対
象
で
は
な
い
。

　
案
内
さ
れ
た
部
屋
は
京
間
（
＊
３
）
の
８
畳
。
内
法
高
（
＊
４
）
１

７
８
０
㎜
、
天
井
高
２
３
１
０
㎜
。
床
の
間
に
書
院
が
付
く
。
面
皮
の

柱
（
＊
５
）。天
井
の
杉
は
中
杢
（
＊
６
）
が
せ
ま
く
て
美
し
い
。
床
は

高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
、
庭
を
俯
瞰
す
る
視
点
。
軒
は
深
い
。
浴
室
が

付
い
て
い
る
が
、共
同
の
浴
室
に
向
か
う
。こ
の
街
は
「
外
湯
め
ぐ
り
」

で
も
有
名
で
、
い
く
つ
も
の
共
同
浴
場
を
浴
衣
姿

で
「
は
し
ご
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
入
浴
を
終
え
て
「
い
い
湯
だ
っ
た
」
と
帰
っ
て

く
る
と
、
部
屋
食
の
用
意
が
で
き
て
い
る
。
そ
の

日
は
松
葉
ガ
ニ
を
中
心
に
し
た
食
事
を
楽
し
み
、

食
後
、
ラ
ウ
ン
ジ
で
コ
ー
ヒ
ー
を
い
た
だ
い
て
い

る
短
い
時
間
に
部
屋
に
布
団
が
敷
か
れ
た
。

　
仲
居
さ
ん
は
「
外
は
少
し
寒
く
な
り
ま
し
た

ね
」
な
ど
と
笑
顔
で
応
対
し
た
り
、
ご
飯
が
少
な

く
な
っ
た
頃
に
す
っ
と
現
れ
て
、「
お
か
わ
り
い
か

が
で
す
か
」
な
ど
と
言
っ
た
り
す
る
。
当
然
の
よ
う
だ
が
こ
の
驚
く

べ
き
心
遣
い
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
「
気
配
」
と
か
、
か
す
か
な
「
音
」
が
き
っ
か
け
な
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
は
き
っ
と
「
間
」
を
感
じ

て
い
る
の
だ
。
見
え
な
く
て
も
私
た
ち
の
行
動
が
わ
か
る
の
だ
。

　
私
は
ホ
テ
ル
泊
が
多
い
の
だ
が
、
時
々
旅
館
に
身
を
任
せ
て
み
た

く
な
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
を
再
確
認
し
た
い
た
め
と
、
人
的

な
サ
ー
ビ
ス
が
最
上
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
か
ら
か
。

　
明
日
は
雪
も
や
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
少
し
歩
い
て
麦
わ
ら
細
工

（
＊
７
）
の
店
で
も
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。 

Text &
 Sketch by U

ra K
azuya

変
幻
自
在
、伝
統
的
日
本
の「
座
敷
」

床の間と書院を見る。

８畳にフローリング付き、
浴室付きの平面。
やはり京間はゆったり。

日本・城崎温泉

4647

お
お
た
に

う
ら
・
か
ず
や
／
建
築
家

・
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ナ

ー
。
1
9
4
7
年
北
海
道

生
ま
れ
。
70
年
東
京
藝
術

大
学
美
術
学
部
工
芸
科
卒

業
。
72
年
同
大
学
大
学
院

修
士
課
程
修
了
。
同
年
日

建
設
計
入
社
。
99
〜
2
0

1
2
年
日
建
ス
ペ
ー
ス
デ

ザ
イ
ン
代
表
取
締
役
。
現

在
、
浦
一
也
デ
ザ
イ
ン
研

究
室
主
宰
。
北
海
道
日
建

設
計
デ
ザ
イ
ン
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
。
著
書
に
『
旅
は
ゲ

ス
ト
ル
ー
ム
』（
東
京
書
籍

・
光
文
社
）、『
測
っ
て
描
く

旅
』（
彰
国
社
）、『
旅
は
ゲ

ス
ト
ル
ー
ム
Ⅱ
』（
光
文
社
）

が
あ
る
。

麦わら細工。
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現
代

住
宅

併
走

Miyawaki Mayumi × Fujimori Terunobu

の
ひ
と
つ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
ル
・

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
「
シ
ト
ロ
ア
ン
住

宅
」（
1
9
2
0
）、住
宅
作
家
と
し
て
戦

後
の
一
時
期
を
リ
ー
ド
し
た
大
熊
喜
英

の
諸
作
や
増
沢
洵
の
「
最
小
限
住
宅
」

（
52
）
な
ど
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
も
し
こ
の
吹
抜
け
空
間
を
つ
く
る
壁

や
2
階
の
床
が
外
壁
と
同
じ
よ
う
に
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
っ
た
ら
、
心
地

よ
さ
は
ず
い
ぶ
ん
減
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ど
う
し
て
も
厚

く
重
い
印
象
を
禁
じ
え
な
い
が
、
木
造

で
つ
く
る
と
軽
く
シ
ャ
ー
プ
に
な
る
ば

か
り
か
、
材
感
は
ず
っ
と
目
に
も
身
体

に
も
や
さ
し
く
や
わ
ら
か
い
。

全
自
閉
4
作
は
、「
中
山
邸
」

「
住
吉
の
長
屋
」「
中
野
本
町

の
家
」
の
3
つ
は
す
べ
て
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
し
、木
造
の「
伊

藤
邸
」
も
壁
構
造
だ
か
ら
柱
と
梁
の
組

み
合
わ
せ
や
芯
壁
が
露
わ
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
予
算
さ

え
許
せ
ば
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く

ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
で
つ
く
ら
れ
た

箱
の
中
に
木
造
、
そ
れ
も
伝
統
系
木
造

を
建
て
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
こ
そ
宮
脇
の

独
創
が
あ
っ
た
。
住
宅
を
超
え
て
、
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
流
れ
の
な
か

で
の
独
創
が
あ
っ
た
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
は
、
障
子
、
襖
、

畳
を
使
っ
た
こ
と
も
大
き
く
違
っ
た
。

　
こ
の
住
ま
い
の
勘
所
と
な
る
伝
統
系

木
造
の
建
て
込
み
と
、
障
子
、
襖
、
畳

の
使
用
を
見
て
、
吉
村
順
三
の
作
風
を

想
っ
た
。
障
子
、
襖
、
畳
、
に
つ
い
て

は
戦
後
す
ぐ
の
〝
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
〞
も

思
い
出
し
た
。

　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
の
中
に
吉

村
順
三
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
ん

で
〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
誕
生

し
た
。
自
閉
に
包
ま
れ
た
開
放
が
可
能

に
な
っ
た
。
元
気
な
頃
の
宮
脇
さ
ん
と

は
ま
れ
に
会
っ
て
も
た
い
し
て
建
築
の

話
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
今
と
な
っ
て

は
悔
や
ま
れ
る
。

て
つ
く
ら
れ
、
中
庭
へ
の
唯
一
の
開
口

部
も
軒
は
ギ
リ
ギ
リ
低
く
抑
え
ら
れ
、

2
階
の
寝
室
に
至
っ
て
は
視
線
よ
り
低

い
小
窓
が
開
く
の
み
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
家
に
始
ま
る

宮
脇
の
ボ
ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
の
内
向

性
に
私
が
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
実

物
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
図

面
と
写
真
で
は
そ
の
点
が
抑
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
だ
。
ど
こ
か
ら
も
外
の
見
え

な
い
「
中
山
邸
」「
伊
藤
邸
」「
住
吉
の
長

屋
」「
中
野
本
町
の
家
」
の
4
作
の
よ
う

な
、
住
み
心
地
を
無
視
し
た
前
衛
的
試

み
を
宮
脇
は
し
て
い
な
い
。

　
私
を
含
め
安
藤
、
伊
東
な
ど
野
武
士

世
代
が
一
世
代
上
の
宮
脇
を
低
め
に
見

た
の
は
、
住
み
心
地
や
機
能
性
を
無
視

す
る
ほ
ど
の
前
衛
性
、
別
の
言
葉
で
い

え
ば
〝
主
張
の
純
度
〞
を
欠
い
て
い
た

か
ら
だ
っ
た
。 

際
、
こ
の
た
び
初
め
て
主
室

の
椅
子
に
座
っ
て
中
と
外
を

眺
め
る
と
、
完
全
自
閉
4
作

と
は
目
と
身
体
の
受
け
る
印
象
が
ま
る

で
違
い
、
自
閉
性
は
さ
し
て
感
ぜ
ず
、

自
閉
と
い
う
よ
り
は
壁
に
包
ま
れ
た
安

心
感
、
そ
し
て
心
地
よ
さ
が
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
家
の
2
階
で
育

っ
た
施
主
の
娘
に
し
て
現
オ
ー
ナ
ー
は
、

こ
の
家
の
賃
貸
広
告
に
宮
脇
檀
の
名
作

私
と
同
世
代
の
坂
本
一
成
「
散
田
の

家
」（
69
）
が
続
き
、
そ
し
て
つ
い
に
安

藤
忠
雄
「
住
吉
の
長
屋
」（
76
）
と
伊
東

豊
雄
「
中
野
本
町
の
家
」（
76
）
の
出
現

に
よ
っ
て
、
自
閉
的
、
あ
る
い
は
内
向

的
住
宅
が
頂
点
に
達
す
る
。

　
背
後
に
は
、
開
か
れ
た
戦
後
の
市
民

社
会
へ
の
表
現
者
と
し
て
の
退
屈
感
と
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
後
に
表
立
つ
高

度
消
費
社
会
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
が
、

と
に
か
く
、
64
年
か
ら
76
年
ま
で
の
お

よ
そ
10
年
間
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
は
時
代
と
社
会
の
趨

勢
か
ら
切
れ
た
。
建
築
の
内
側
に
逃
げ

込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
切
れ

た
か
切
れ
な
か
っ
た
か
が
そ
の
後
の
立

場
を
大
き
く
左
右
し
、
切
れ
た
一
部
の

者
の
み
が
今
も
表
現
者
と
し
て
は
生
き

残
っ
て
い
る
。

　
と
い
う
よ
う
な
観
察
を
建
築
史
家
と

し
て
し
て
き
た
の
だ
が
、
宮
脇
檀
に
つ

い
て
は
〝
切
れ
た
か
切
れ
な
か
っ
た

か
〞
の
識
別
対
象
に
は
し
て
こ
な
か
っ

た
。

　
こ
の
た
び
初
め
て
対
象
に
し
て
み
る

と
、〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
間
違

い
な
く
自
閉
し
内
向
し
て
い
る
。
71
年

竣
工
と
い
う
こ
と
は
、
自
閉
の
季
節
の

ま
っ
た
だ
な
か
で
自
閉
し
た
。
開
口
部

が
裾
壁
を
突
き
出
し
た
〝
穴
〞
に
よ
っ

後
の
住
宅
作
家
と
し
て
一
時

代
を
築
い
た
宮
脇
檀
は
〝
ボ

ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
〞
で
知

ら
れ
、
こ
の
連
載
で
も
15
年
前
、「
か
ん

の
・
ぼ
っ
く
す
」
を
紹
介
し
た（『
T
O

T
O
通
信
』2
0
0
0
年
V
o
l.
3
）

が
、
箱
の
代
表
と
い
え
ば
や
は
り
〈
ま

つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
と
い
っ
て
い
い
。

し
か
し
、
15
年
前
に
は
取
材
が
難
し
か

っ
た
。

　
少
し
前
、
現
代
美
術
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
清
水
敏
男
さ
ん
と
仕
事
し
た
と
き
、

オ
フ
ィ
ス
は〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉

に
置
か
れ
て
い
る
と
聞
い
て
、
こ
れ
幸

い
と
こ
の
た
び
訪
れ
た
。

　
ま
ず
外
観
を
眺
め
、〝
ぼ
っ
く
す
〞
の

名
の
と
お
り
箱
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
造

り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
1
9

7
1
年
と
い
う
竣
工
年
の
こ
と
を
考
え

た
。
こ
の
連
載
で
何
度
も
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
日
本
の
戦
後
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住

宅
は
、
ひ
と
つ
の
時
期
を
境
に
大
き
く

変
わ
る
。
ま
ず
戦
後
の
建
築
と
住
宅
は

社
会
と
外
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
を
旨

と
し
、
ピ
ロ
テ
ィ
や
大
き
な
引
き
戸
に

よ
る
開
放
性
を
建
築
的
テ
ー
マ
と
し
て

清
家
清
の
一
連
の
住
宅
や
丹
下
健
三
邸

（
53
）な
ど
が
つ
く
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、磯
崎
新
「
中
山
邸
」（
64
）、

原
広
司
「
伊
藤
邸
」（
67
）
を
口
火
と
し
、

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
改
装
し
な
い

こ
と
を
条
件
に
借
り
手
を
探
し
、
た
ま

た
ま
そ
の
不
動
産
広
告
を
見
た
清
水
さ

ん
が
借
り
手
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
内
向
性
の
造
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
自

閉
感
を
生
ま
な
か
っ
た
秘
訣
は
ど
こ
に

あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
の
違
い
を
探
せ
ば
、

ま
ず
、
中
庭
へ
の
視
線
の
抜
け
が
い
い
。

低
い
軒
に
よ
っ
て
少
し
加
圧
さ
れ
て
ス

ル
ッ
と
外
に
向
か
っ
た
先
に
は
印
象
深

く
つ
く
ら
れ
た
広
め
の
中
庭
が
広
が
る
。

「
中
野
本
町
の
家
」に
も
中
庭
ら
し
き
も

の
は
あ
る
が
、
た
だ
の
あ
か
り
採
り
に

す
ぎ
な
い
。

　
主
室
の
吹
抜
け
の
上
か
ら
差
し
込
む

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
も
い
い
。「
伊
藤
邸
」
の

天
井
に
あ
い
た
穴
の
ご
と
き
ト
ッ
プ
ラ

イ
ト
と
違
い
、
壁
か
ら
壁
ま
で
連
続
の

横
長
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
。
ル
・
コ
ル
ビ

ュ
ジ
エ
が
主
張
し
た
「
横
長
連
続
窓
」

を
天
井
化
し
た
と
思
っ
た
ら
い
い
。

　
中
庭
と
空
に
向
か
っ
て
口
を
あ
け
る

〝
穴
〞以
上
に
住
ま
い
と
し
て
の
心
地
よ

さ
を
演
出
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
主

室
の
吹
抜
け
空
間
と
木
造
建
て
込
み
の

ふ
た
つ
。

　
主
室
を
吹
抜
け
と
し
2
階
を
ロ
フ
ト

と
す
る
空
間
構
成
は
、
宮
脇
の
工
夫
で

は
な
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
小
住
宅
の
定
石

5
／
玄
関
ま
わ
り
は
宮
脇
の

手
で
改
造
さ
れ
て
い
る
。

6
／
穴
状
の
玄
関
か
ら
入
る
。

4
／
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
に

天
井
か
ら
光
が
差
し
込
み
、

木
造
の
建
て
込
み
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
。

2
／
主
室
か
ら
障
子
越
し
の

庭
。
3
／
伝
統
系
木
造
に
よ

る
建
て
込
み
。
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現
代

住
宅

併
走

Miyawaki Mayumi × Fujimori Terunobu

の
ひ
と
つ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
ル
・

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
「
シ
ト
ロ
ア
ン
住

宅
」（
1
9
2
0
）、住
宅
作
家
と
し
て
戦

後
の
一
時
期
を
リ
ー
ド
し
た
大
熊
喜
英

の
諸
作
や
増
沢
洵
の
「
最
小
限
住
宅
」

（
52
）
な
ど
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
も
し
こ
の
吹
抜
け
空
間
を
つ
く
る
壁

や
2
階
の
床
が
外
壁
と
同
じ
よ
う
に
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
っ
た
ら
、
心
地

よ
さ
は
ず
い
ぶ
ん
減
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ど
う
し
て
も
厚
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重
い
印
象
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禁
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え
な
い
が
、
木
造

で
つ
く
る
と
軽
く
シ
ャ
ー
プ
に
な
る
ば

か
り
か
、
材
感
は
ず
っ
と
目
に
も
身
体

に
も
や
さ
し
く
や
わ
ら
か
い
。

全
自
閉
4
作
は
、「
中
山
邸
」

「
住
吉
の
長
屋
」「
中
野
本
町

の
家
」
の
3
つ
は
す
べ
て
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
し
、木
造
の「
伊

藤
邸
」
も
壁
構
造
だ
か
ら
柱
と
梁
の
組

み
合
わ
せ
や
芯
壁
が
露
わ
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
予
算
さ

え
許
せ
ば
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く

ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
で
つ
く
ら
れ
た

箱
の
中
に
木
造
、
そ
れ
も
伝
統
系
木
造

を
建
て
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
こ
そ
宮
脇
の

独
創
が
あ
っ
た
。
住
宅
を
超
え
て
、
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
流
れ
の
な
か

で
の
独
創
が
あ
っ
た
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
は
、
障
子
、
襖
、

畳
を
使
っ
た
こ
と
も
大
き
く
違
っ
た
。

　
こ
の
住
ま
い
の
勘
所
と
な
る
伝
統
系

木
造
の
建
て
込
み
と
、
障
子
、
襖
、
畳

の
使
用
を
見
て
、
吉
村
順
三
の
作
風
を

想
っ
た
。
障
子
、
襖
、
畳
、
に
つ
い
て

は
戦
後
す
ぐ
の
〝
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
〞
も

思
い
出
し
た
。

　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
の
中
に
吉

村
順
三
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
ん

で
〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
誕
生

し
た
。
自
閉
に
包
ま
れ
た
開
放
が
可
能

に
な
っ
た
。
元
気
な
頃
の
宮
脇
さ
ん
と

は
ま
れ
に
会
っ
て
も
た
い
し
て
建
築
の

話
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
今
と
な
っ
て

は
悔
や
ま
れ
る
。

て
つ
く
ら
れ
、
中
庭
へ
の
唯
一
の
開
口

部
も
軒
は
ギ
リ
ギ
リ
低
く
抑
え
ら
れ
、

2
階
の
寝
室
に
至
っ
て
は
視
線
よ
り
低

い
小
窓
が
開
く
の
み
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
家
に
始
ま
る

宮
脇
の
ボ
ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
の
内
向

性
に
私
が
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
実

物
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
図

面
と
写
真
で
は
そ
の
点
が
抑
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
だ
。
ど
こ
か
ら
も
外
の
見
え

な
い
「
中
山
邸
」「
伊
藤
邸
」「
住
吉
の
長

屋
」「
中
野
本
町
の
家
」
の
4
作
の
よ
う

な
、
住
み
心
地
を
無
視
し
た
前
衛
的
試

み
を
宮
脇
は
し
て
い
な
い
。

　
私
を
含
め
安
藤
、
伊
東
な
ど
野
武
士

世
代
が
一
世
代
上
の
宮
脇
を
低
め
に
見

た
の
は
、
住
み
心
地
や
機
能
性
を
無
視

す
る
ほ
ど
の
前
衛
性
、
別
の
言
葉
で
い

え
ば
〝
主
張
の
純
度
〞
を
欠
い
て
い
た

か
ら
だ
っ
た
。 

際
、
こ
の
た
び
初
め
て
主
室

の
椅
子
に
座
っ
て
中
と
外
を

眺
め
る
と
、
完
全
自
閉
4
作

と
は
目
と
身
体
の
受
け
る
印
象
が
ま
る

で
違
い
、
自
閉
性
は
さ
し
て
感
ぜ
ず
、

自
閉
と
い
う
よ
り
は
壁
に
包
ま
れ
た
安

心
感
、
そ
し
て
心
地
よ
さ
が
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
家
の
2
階
で
育

っ
た
施
主
の
娘
に
し
て
現
オ
ー
ナ
ー
は
、

こ
の
家
の
賃
貸
広
告
に
宮
脇
檀
の
名
作

私
と
同
世
代
の
坂
本
一
成
「
散
田
の

家
」（
69
）
が
続
き
、
そ
し
て
つ
い
に
安

藤
忠
雄
「
住
吉
の
長
屋
」（
76
）
と
伊
東

豊
雄
「
中
野
本
町
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家
」（
76
）
の
出
現
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っ
て
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閉
的
、
あ
る
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内
向

的
住
宅
が
頂
点
に
達
す
る
。

　
背
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に
は
、
開
か
れ
た
戦
後
の
市
民

社
会
へ
の
表
現
者
と
し
て
の
退
屈
感
と
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
後
に
表
立
つ
高

度
消
費
社
会
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
が
、

と
に
か
く
、
64
年
か
ら
76
年
ま
で
の
お

よ
そ
10
年
間
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
は
時
代
と
社
会
の
趨

勢
か
ら
切
れ
た
。
建
築
の
内
側
に
逃
げ

込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
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切
れ

た
か
切
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な
か
っ
た
か
が
そ
の
後
の
立

場
を
大
き
く
左
右
し
、
切
れ
た
一
部
の

者
の
み
が
今
も
表
現
者
と
し
て
は
生
き

残
っ
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い
る
。

　
と
い
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よ
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観
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史
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と
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し
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脇
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つ

い
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〝
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な
か
っ
た
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識
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し
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な
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っ
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。
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の
ひ
と
つ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
ル
・

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
「
シ
ト
ロ
ア
ン
住

宅
」（
1
9
2
0
）、住
宅
作
家
と
し
て
戦

後
の
一
時
期
を
リ
ー
ド
し
た
大
熊
喜
英

の
諸
作
や
増
沢
洵
の
「
最
小
限
住
宅
」

（
52
）
な
ど
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
も
し
こ
の
吹
抜
け
空
間
を
つ
く
る
壁

や
2
階
の
床
が
外
壁
と
同
じ
よ
う
に
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
っ
た
ら
、
心
地

よ
さ
は
ず
い
ぶ
ん
減
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ど
う
し
て
も
厚

く
重
い
印
象
を
禁
じ
え
な
い
が
、
木
造

で
つ
く
る
と
軽
く
シ
ャ
ー
プ
に
な
る
ば

か
り
か
、
材
感
は
ず
っ
と
目
に
も
身
体

に
も
や
さ
し
く
や
わ
ら
か
い
。

全
自
閉
4
作
は
、「
中
山
邸
」

「
住
吉
の
長
屋
」「
中
野
本
町

の
家
」
の
3
つ
は
す
べ
て
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
し
、木
造
の「
伊

藤
邸
」
も
壁
構
造
だ
か
ら
柱
と
梁
の
組

み
合
わ
せ
や
芯
壁
が
露
わ
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
予
算
さ

え
許
せ
ば
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く

ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
で
つ
く
ら
れ
た

箱
の
中
に
木
造
、
そ
れ
も
伝
統
系
木
造

を
建
て
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
こ
そ
宮
脇
の

独
創
が
あ
っ
た
。
住
宅
を
超
え
て
、
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
流
れ
の
な
か

で
の
独
創
が
あ
っ
た
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
は
、
障
子
、
襖
、

畳
を
使
っ
た
こ
と
も
大
き
く
違
っ
た
。

　
こ
の
住
ま
い
の
勘
所
と
な
る
伝
統
系

木
造
の
建
て
込
み
と
、
障
子
、
襖
、
畳

の
使
用
を
見
て
、
吉
村
順
三
の
作
風
を

想
っ
た
。
障
子
、
襖
、
畳
、
に
つ
い
て

は
戦
後
す
ぐ
の
〝
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
〞
も

思
い
出
し
た
。

　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
の
中
に
吉

村
順
三
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
ん

で
〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
誕
生

し
た
。
自
閉
に
包
ま
れ
た
開
放
が
可
能

に
な
っ
た
。
元
気
な
頃
の
宮
脇
さ
ん
と

は
ま
れ
に
会
っ
て
も
た
い
し
て
建
築
の

話
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
今
と
な
っ
て

は
悔
や
ま
れ
る
。

て
つ
く
ら
れ
、
中
庭
へ
の
唯
一
の
開
口

部
も
軒
は
ギ
リ
ギ
リ
低
く
抑
え
ら
れ
、

2
階
の
寝
室
に
至
っ
て
は
視
線
よ
り
低

い
小
窓
が
開
く
の
み
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
家
に
始
ま
る

宮
脇
の
ボ
ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
の
内
向

性
に
私
が
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
実

物
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
図

面
と
写
真
で
は
そ
の
点
が
抑
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
だ
。
ど
こ
か
ら
も
外
の
見
え

な
い
「
中
山
邸
」「
伊
藤
邸
」「
住
吉
の
長

屋
」「
中
野
本
町
の
家
」
の
4
作
の
よ
う

な
、
住
み
心
地
を
無
視
し
た
前
衛
的
試

み
を
宮
脇
は
し
て
い
な
い
。

　
私
を
含
め
安
藤
、
伊
東
な
ど
野
武
士

世
代
が
一
世
代
上
の
宮
脇
を
低
め
に
見

た
の
は
、
住
み
心
地
や
機
能
性
を
無
視

す
る
ほ
ど
の
前
衛
性
、
別
の
言
葉
で
い

え
ば
〝
主
張
の
純
度
〞
を
欠
い
て
い
た

か
ら
だ
っ
た
。 

際
、
こ
の
た
び
初
め
て
主
室

の
椅
子
に
座
っ
て
中
と
外
を

眺
め
る
と
、
完
全
自
閉
4
作

と
は
目
と
身
体
の
受
け
る
印
象
が
ま
る

で
違
い
、
自
閉
性
は
さ
し
て
感
ぜ
ず
、

自
閉
と
い
う
よ
り
は
壁
に
包
ま
れ
た
安

心
感
、
そ
し
て
心
地
よ
さ
が
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
家
の
2
階
で
育

っ
た
施
主
の
娘
に
し
て
現
オ
ー
ナ
ー
は
、

こ
の
家
の
賃
貸
広
告
に
宮
脇
檀
の
名
作

私
と
同
世
代
の
坂
本
一
成
「
散
田
の

家
」（
69
）
が
続
き
、
そ
し
て
つ
い
に
安

藤
忠
雄
「
住
吉
の
長
屋
」（
76
）
と
伊
東

豊
雄
「
中
野
本
町
の
家
」（
76
）
の
出
現

に
よ
っ
て
、
自
閉
的
、
あ
る
い
は
内
向

的
住
宅
が
頂
点
に
達
す
る
。

　
背
後
に
は
、
開
か
れ
た
戦
後
の
市
民

社
会
へ
の
表
現
者
と
し
て
の
退
屈
感
と
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
後
に
表
立
つ
高

度
消
費
社
会
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
が
、

と
に
か
く
、
64
年
か
ら
76
年
ま
で
の
お

よ
そ
10
年
間
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
は
時
代
と
社
会
の
趨

勢
か
ら
切
れ
た
。
建
築
の
内
側
に
逃
げ

込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
切
れ

た
か
切
れ
な
か
っ
た
か
が
そ
の
後
の
立

場
を
大
き
く
左
右
し
、
切
れ
た
一
部
の

者
の
み
が
今
も
表
現
者
と
し
て
は
生
き

残
っ
て
い
る
。

　
と
い
う
よ
う
な
観
察
を
建
築
史
家
と

し
て
し
て
き
た
の
だ
が
、
宮
脇
檀
に
つ

い
て
は
〝
切
れ
た
か
切
れ
な
か
っ
た

か
〞
の
識
別
対
象
に
は
し
て
こ
な
か
っ

た
。

　
こ
の
た
び
初
め
て
対
象
に
し
て
み
る

と
、〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
間
違

い
な
く
自
閉
し
内
向
し
て
い
る
。
71
年

竣
工
と
い
う
こ
と
は
、
自
閉
の
季
節
の

ま
っ
た
だ
な
か
で
自
閉
し
た
。
開
口
部

が
裾
壁
を
突
き
出
し
た
〝
穴
〞
に
よ
っ

後
の
住
宅
作
家
と
し
て
一
時

代
を
築
い
た
宮
脇
檀
は
〝
ボ

ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
〞
で
知

ら
れ
、
こ
の
連
載
で
も
15
年
前
、「
か
ん

の
・
ぼ
っ
く
す
」
を
紹
介
し
た（『
T
O

T
O
通
信
』2
0
0
0
年
V
o
l.
3
）

が
、
箱
の
代
表
と
い
え
ば
や
は
り
〈
ま

つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
と
い
っ
て
い
い
。

し
か
し
、
15
年
前
に
は
取
材
が
難
し
か

っ
た
。

　
少
し
前
、
現
代
美
術
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
清
水
敏
男
さ
ん
と
仕
事
し
た
と
き
、

オ
フ
ィ
ス
は〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉

に
置
か
れ
て
い
る
と
聞
い
て
、
こ
れ
幸

い
と
こ
の
た
び
訪
れ
た
。

　
ま
ず
外
観
を
眺
め
、〝
ぼ
っ
く
す
〞
の

名
の
と
お
り
箱
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
造

り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
1
9

7
1
年
と
い
う
竣
工
年
の
こ
と
を
考
え

た
。
こ
の
連
載
で
何
度
も
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
日
本
の
戦
後
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住

宅
は
、
ひ
と
つ
の
時
期
を
境
に
大
き
く

変
わ
る
。
ま
ず
戦
後
の
建
築
と
住
宅
は

社
会
と
外
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
を
旨

と
し
、
ピ
ロ
テ
ィ
や
大
き
な
引
き
戸
に

よ
る
開
放
性
を
建
築
的
テ
ー
マ
と
し
て

清
家
清
の
一
連
の
住
宅
や
丹
下
健
三
邸

（
53
）な
ど
が
つ
く
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、磯
崎
新
「
中
山
邸
」（
64
）、

原
広
司
「
伊
藤
邸
」（
67
）
を
口
火
と
し
、

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
改
装
し
な
い

こ
と
を
条
件
に
借
り
手
を
探
し
、
た
ま

た
ま
そ
の
不
動
産
広
告
を
見
た
清
水
さ

ん
が
借
り
手
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
内
向
性
の
造
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
自

閉
感
を
生
ま
な
か
っ
た
秘
訣
は
ど
こ
に

あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
の
違
い
を
探
せ
ば
、

ま
ず
、
中
庭
へ
の
視
線
の
抜
け
が
い
い
。

低
い
軒
に
よ
っ
て
少
し
加
圧
さ
れ
て
ス

ル
ッ
と
外
に
向
か
っ
た
先
に
は
印
象
深

く
つ
く
ら
れ
た
広
め
の
中
庭
が
広
が
る
。

「
中
野
本
町
の
家
」に
も
中
庭
ら
し
き
も

の
は
あ
る
が
、
た
だ
の
あ
か
り
採
り
に

す
ぎ
な
い
。

　
主
室
の
吹
抜
け
の
上
か
ら
差
し
込
む

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
も
い
い
。「
伊
藤
邸
」
の

天
井
に
あ
い
た
穴
の
ご
と
き
ト
ッ
プ
ラ

イ
ト
と
違
い
、
壁
か
ら
壁
ま
で
連
続
の

横
長
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
。
ル
・
コ
ル
ビ

ュ
ジ
エ
が
主
張
し
た
「
横
長
連
続
窓
」

を
天
井
化
し
た
と
思
っ
た
ら
い
い
。

　
中
庭
と
空
に
向
か
っ
て
口
を
あ
け
る

〝
穴
〞以
上
に
住
ま
い
と
し
て
の
心
地
よ

さ
を
演
出
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
主

室
の
吹
抜
け
空
間
と
木
造
建
て
込
み
の

ふ
た
つ
。

　
主
室
を
吹
抜
け
と
し
2
階
を
ロ
フ
ト

と
す
る
空
間
構
成
は
、
宮
脇
の
工
夫
で

は
な
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
小
住
宅
の
定
石

M
iyaw

aki M
ayum

i × Fujim
ori Terunobu

宮
脇
の
図
面
を
当
時
の
建
築

学
生
は
じ
っ
と
見
つ
め
た
も

の
で
あ
る
。
第
1
期
の
平
面

図
。
後
に
敷
地
奥
に
第
2
期

が
建
て
ら
れ
た
。

完

平面図
N 1/150

0 2 4m

現
代

住
宅

併
走

7

まつかわ・ぼっくす
（第1期）

Miyawaki Mayumi

宮脇 檀

建築概要
所在地 東京都新宿区
主要用途 専用住宅
設計 宮脇 檀／
 宮脇檀建築研究室
施工 棒建設
敷地面積 358.88㎡
建築面積 75.42㎡
延床面積 107.77㎡
階数 地上2階
構造 鉄筋コンクリート造＋
 木造
竣工 1971年
図面提供／宮脇檀建築研究室

1936年愛知県生まれ。59年東京藝
術大学美術学部建築科卒業、61年
東京大学大学院工学研究科建築学
科都市計画専攻修士課程修了。住
宅作家という呼び名はこの人のた
めにあったような感じが、60年代
からしばらく建築界と一般ジャー
ナリズムに漂っていた。宮脇の作
品はいつも住宅関係の雑誌をにぎ
わせていたし、彼の書く住宅本は

広く読まれていた。住
宅以外の仕事もこなし
たが、根っから住宅向
きの建築家だった。建
築界のことはすみずみ
まで知り、建築界とズ
レなく重なるような人
であった。98年62歳で
逝去。

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。

Fujimori Terunobu

藤森照信

Matsukawa
Box

7
／
2
階
奥
の
和
室
。 

写真提供／文藝春秋
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の
ひ
と
つ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
ル
・

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
「
シ
ト
ロ
ア
ン
住

宅
」（
1
9
2
0
）、住
宅
作
家
と
し
て
戦

後
の
一
時
期
を
リ
ー
ド
し
た
大
熊
喜
英

の
諸
作
や
増
沢
洵
の
「
最
小
限
住
宅
」

（
52
）
な
ど
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
も
し
こ
の
吹
抜
け
空
間
を
つ
く
る
壁

や
2
階
の
床
が
外
壁
と
同
じ
よ
う
に
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
っ
た
ら
、
心
地

よ
さ
は
ず
い
ぶ
ん
減
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ど
う
し
て
も
厚

く
重
い
印
象
を
禁
じ
え
な
い
が
、
木
造

で
つ
く
る
と
軽
く
シ
ャ
ー
プ
に
な
る
ば

か
り
か
、
材
感
は
ず
っ
と
目
に
も
身
体

に
も
や
さ
し
く
や
わ
ら
か
い
。

全
自
閉
4
作
は
、「
中
山
邸
」

「
住
吉
の
長
屋
」「
中
野
本
町

の
家
」
の
3
つ
は
す
べ
て
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
だ
し
、木
造
の「
伊

藤
邸
」
も
壁
構
造
だ
か
ら
柱
と
梁
の
組

み
合
わ
せ
や
芯
壁
が
露
わ
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
予
算
さ

え
許
せ
ば
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く

ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
で
つ
く
ら
れ
た

箱
の
中
に
木
造
、
そ
れ
も
伝
統
系
木
造

を
建
て
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
こ
そ
宮
脇
の

独
創
が
あ
っ
た
。
住
宅
を
超
え
て
、
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
流
れ
の
な
か

で
の
独
創
が
あ
っ
た
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
は
、
障
子
、
襖
、

畳
を
使
っ
た
こ
と
も
大
き
く
違
っ
た
。

　
こ
の
住
ま
い
の
勘
所
と
な
る
伝
統
系

木
造
の
建
て
込
み
と
、
障
子
、
襖
、
畳

の
使
用
を
見
て
、
吉
村
順
三
の
作
風
を

想
っ
た
。
障
子
、
襖
、
畳
、
に
つ
い
て

は
戦
後
す
ぐ
の
〝
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
〞
も

思
い
出
し
た
。

　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
の
中
に
吉

村
順
三
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
ん

で
〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
誕
生

し
た
。
自
閉
に
包
ま
れ
た
開
放
が
可
能

に
な
っ
た
。
元
気
な
頃
の
宮
脇
さ
ん
と

は
ま
れ
に
会
っ
て
も
た
い
し
て
建
築
の

話
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
今
と
な
っ
て

は
悔
や
ま
れ
る
。

て
つ
く
ら
れ
、
中
庭
へ
の
唯
一
の
開
口

部
も
軒
は
ギ
リ
ギ
リ
低
く
抑
え
ら
れ
、

2
階
の
寝
室
に
至
っ
て
は
視
線
よ
り
低

い
小
窓
が
開
く
の
み
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
家
に
始
ま
る

宮
脇
の
ボ
ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
の
内
向

性
に
私
が
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
実

物
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
図

面
と
写
真
で
は
そ
の
点
が
抑
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
だ
。
ど
こ
か
ら
も
外
の
見
え

な
い
「
中
山
邸
」「
伊
藤
邸
」「
住
吉
の
長

屋
」「
中
野
本
町
の
家
」
の
4
作
の
よ
う

な
、
住
み
心
地
を
無
視
し
た
前
衛
的
試

み
を
宮
脇
は
し
て
い
な
い
。

　
私
を
含
め
安
藤
、
伊
東
な
ど
野
武
士

世
代
が
一
世
代
上
の
宮
脇
を
低
め
に
見

た
の
は
、
住
み
心
地
や
機
能
性
を
無
視

す
る
ほ
ど
の
前
衛
性
、
別
の
言
葉
で
い

え
ば
〝
主
張
の
純
度
〞
を
欠
い
て
い
た

か
ら
だ
っ
た
。 

際
、
こ
の
た
び
初
め
て
主
室

の
椅
子
に
座
っ
て
中
と
外
を

眺
め
る
と
、
完
全
自
閉
4
作

と
は
目
と
身
体
の
受
け
る
印
象
が
ま
る

で
違
い
、
自
閉
性
は
さ
し
て
感
ぜ
ず
、

自
閉
と
い
う
よ
り
は
壁
に
包
ま
れ
た
安

心
感
、
そ
し
て
心
地
よ
さ
が
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
家
の
2
階
で
育

っ
た
施
主
の
娘
に
し
て
現
オ
ー
ナ
ー
は
、

こ
の
家
の
賃
貸
広
告
に
宮
脇
檀
の
名
作

私
と
同
世
代
の
坂
本
一
成
「
散
田
の

家
」（
69
）
が
続
き
、
そ
し
て
つ
い
に
安

藤
忠
雄
「
住
吉
の
長
屋
」（
76
）
と
伊
東

豊
雄
「
中
野
本
町
の
家
」（
76
）
の
出
現

に
よ
っ
て
、
自
閉
的
、
あ
る
い
は
内
向

的
住
宅
が
頂
点
に
達
す
る
。

　
背
後
に
は
、
開
か
れ
た
戦
後
の
市
民

社
会
へ
の
表
現
者
と
し
て
の
退
屈
感
と
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
後
に
表
立
つ
高

度
消
費
社
会
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
が
、

と
に
か
く
、
64
年
か
ら
76
年
ま
で
の
お

よ
そ
10
年
間
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
は
時
代
と
社
会
の
趨

勢
か
ら
切
れ
た
。
建
築
の
内
側
に
逃
げ

込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
切
れ

た
か
切
れ
な
か
っ
た
か
が
そ
の
後
の
立

場
を
大
き
く
左
右
し
、
切
れ
た
一
部
の

者
の
み
が
今
も
表
現
者
と
し
て
は
生
き

残
っ
て
い
る
。

　
と
い
う
よ
う
な
観
察
を
建
築
史
家
と

し
て
し
て
き
た
の
だ
が
、
宮
脇
檀
に
つ

い
て
は
〝
切
れ
た
か
切
れ
な
か
っ
た

か
〞
の
識
別
対
象
に
は
し
て
こ
な
か
っ

た
。

　
こ
の
た
び
初
め
て
対
象
に
し
て
み
る

と
、〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
は
間
違

い
な
く
自
閉
し
内
向
し
て
い
る
。
71
年

竣
工
と
い
う
こ
と
は
、
自
閉
の
季
節
の

ま
っ
た
だ
な
か
で
自
閉
し
た
。
開
口
部

が
裾
壁
を
突
き
出
し
た
〝
穴
〞
に
よ
っ

後
の
住
宅
作
家
と
し
て
一
時

代
を
築
い
た
宮
脇
檀
は
〝
ボ

ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ
〞
で
知

ら
れ
、
こ
の
連
載
で
も
15
年
前
、「
か
ん

の
・
ぼ
っ
く
す
」
を
紹
介
し
た（『
T
O

T
O
通
信
』2
0
0
0
年
V
o
l.
3
）

が
、
箱
の
代
表
と
い
え
ば
や
は
り
〈
ま

つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉
と
い
っ
て
い
い
。

し
か
し
、
15
年
前
に
は
取
材
が
難
し
か

っ
た
。

　
少
し
前
、
現
代
美
術
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
清
水
敏
男
さ
ん
と
仕
事
し
た
と
き
、

オ
フ
ィ
ス
は〈
ま
つ
か
わ
・
ぼ
っ
く
す
〉

に
置
か
れ
て
い
る
と
聞
い
て
、
こ
れ
幸

い
と
こ
の
た
び
訪
れ
た
。

　
ま
ず
外
観
を
眺
め
、〝
ぼ
っ
く
す
〞
の

名
の
と
お
り
箱
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
造

り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
1
9

7
1
年
と
い
う
竣
工
年
の
こ
と
を
考
え

た
。
こ
の
連
載
で
何
度
も
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
日
本
の
戦
後
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住

宅
は
、
ひ
と
つ
の
時
期
を
境
に
大
き
く

変
わ
る
。
ま
ず
戦
後
の
建
築
と
住
宅
は

社
会
と
外
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
を
旨

と
し
、
ピ
ロ
テ
ィ
や
大
き
な
引
き
戸
に

よ
る
開
放
性
を
建
築
的
テ
ー
マ
と
し
て

清
家
清
の
一
連
の
住
宅
や
丹
下
健
三
邸

（
53
）な
ど
が
つ
く
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、磯
崎
新
「
中
山
邸
」（
64
）、

原
広
司
「
伊
藤
邸
」（
67
）
を
口
火
と
し
、

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
改
装
し
な
い

こ
と
を
条
件
に
借
り
手
を
探
し
、
た
ま

た
ま
そ
の
不
動
産
広
告
を
見
た
清
水
さ

ん
が
借
り
手
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
内
向
性
の
造
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
自

閉
感
を
生
ま
な
か
っ
た
秘
訣
は
ど
こ
に

あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。

　
完
全
自
閉
4
作
と
の
違
い
を
探
せ
ば
、

ま
ず
、
中
庭
へ
の
視
線
の
抜
け
が
い
い
。

低
い
軒
に
よ
っ
て
少
し
加
圧
さ
れ
て
ス

ル
ッ
と
外
に
向
か
っ
た
先
に
は
印
象
深

く
つ
く
ら
れ
た
広
め
の
中
庭
が
広
が
る
。

「
中
野
本
町
の
家
」に
も
中
庭
ら
し
き
も

の
は
あ
る
が
、
た
だ
の
あ
か
り
採
り
に

す
ぎ
な
い
。

　
主
室
の
吹
抜
け
の
上
か
ら
差
し
込
む

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
も
い
い
。「
伊
藤
邸
」
の

天
井
に
あ
い
た
穴
の
ご
と
き
ト
ッ
プ
ラ

イ
ト
と
違
い
、
壁
か
ら
壁
ま
で
連
続
の

横
長
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
。
ル
・
コ
ル
ビ

ュ
ジ
エ
が
主
張
し
た
「
横
長
連
続
窓
」

を
天
井
化
し
た
と
思
っ
た
ら
い
い
。

　
中
庭
と
空
に
向
か
っ
て
口
を
あ
け
る

〝
穴
〞以
上
に
住
ま
い
と
し
て
の
心
地
よ

さ
を
演
出
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
主

室
の
吹
抜
け
空
間
と
木
造
建
て
込
み
の

ふ
た
つ
。

　
主
室
を
吹
抜
け
と
し
2
階
を
ロ
フ
ト

と
す
る
空
間
構
成
は
、
宮
脇
の
工
夫
で

は
な
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
小
住
宅
の
定
石

M
iyaw

aki M
ayum

i × Fujim
ori Terunobu

宮
脇
の
図
面
を
当
時
の
建
築

学
生
は
じ
っ
と
見
つ
め
た
も

の
で
あ
る
。
第
1
期
の
平
面

図
。
後
に
敷
地
奥
に
第
2
期

が
建
て
ら
れ
た
。

完

平面図
N 1/150

0 2 4m

現
代

住
宅

併
走

7

まつかわ・ぼっくす
（第1期）

Miyawaki Mayumi

宮脇 檀

建築概要
所在地 東京都新宿区
主要用途 専用住宅
設計 宮脇 檀／
 宮脇檀建築研究室
施工 棒建設
敷地面積 358.88㎡
建築面積 75.42㎡
延床面積 107.77㎡
階数 地上2階
構造 鉄筋コンクリート造＋
 木造
竣工 1971年
図面提供／宮脇檀建築研究室

1936年愛知県生まれ。59年東京藝
術大学美術学部建築科卒業、61年
東京大学大学院工学研究科建築学
科都市計画専攻修士課程修了。住
宅作家という呼び名はこの人のた
めにあったような感じが、60年代
からしばらく建築界と一般ジャー
ナリズムに漂っていた。宮脇の作
品はいつも住宅関係の雑誌をにぎ
わせていたし、彼の書く住宅本は

広く読まれていた。住
宅以外の仕事もこなし
たが、根っから住宅向
きの建築家だった。建
築界のことはすみずみ
まで知り、建築界とズ
レなく重なるような人
であった。98年62歳で
逝去。

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。

Fujimori Terunobu

藤森照信

Matsukawa
Box

7
／
2
階
奥
の
和
室
。 

写真提供／文藝春秋

5253



清
潔
感
、技
術
力
、

相
手
へ
の
気
遣
い

日
本
の
ト
イ
レ
文
化
を

世
界
に
ア
ピ
ー
ル

最
新
水
ま
わ
り
物
語

成
田
発
、

日
本
の

ト
イ
レ
を

世
界
に
発
信

取
材
・
文
／
市
川
幹
朗
　
写
真
／
阿
野
太
一（
54
ペ
ー
ジ
下
２
点
、お
よ
び
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
を
の
ぞ
く
）

38

Number

“GALLERY TOTO”

「
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
」 

成
田
国
際
空
港

E
R
Y 

T
O
T
O
」
で
あ
る
。

「
体
感
型
ト
イ
レ
空
間
」
を
謳
う
G
A
L

L
E
R
Y 

T
O
T
O
は
、ト
イ
レ
で
あ
る

と
と
も
に
最
新
の
T
O
T
O
製
品
を
見
ら

れ
、
実
際
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
も
あ
る
。

　
成
田
国
際
空
港
で
は
、
ラ
ウ
ン
ジ
計
画

当
初
か
ら
こ
こ
に
ト
イ
レ
を
置
く
予
定
だ

っ
た
が
、
飛
行
機
を
乗
り
継
ぐ
お
客
さ
ま

に
今
ま
で
に
な
い
充
実
し
た
施
設
を
提
供

す
る
た
め
、「
日
本
の
ト
イ
レ
文
化
・
技
術

力
は
日
本
が
世
界
に
誇
る
強
み
で
あ
り
、

日
本
の
玄
関
で
あ
る
成
田
国
際
空
港
に
お

い
て
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
お
客
さ
ま
に

お
伝
え
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
ト
イ
レ

整
備
を
お
願
い
し
た
」（
成
田
国
際
空
港
・

德
元
義
博
さ
ん
）
そ
う
だ
。
T
O
T
O
で

は
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
出
身
で
、
日

本
文
化
に
も
く
わ
し
い
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・

ク
ラ
イ
ン
さ
ん
と
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ
ム
さ

ん
に
白
羽
の
矢
を
立
て
設
計
を
依
頼
。
類

例
の
な
い
、
新
し
い
ト
イ
レ
空
間
へ
の
模

索
が
始
ま
っ
た
。

「
最
初
に
『
ト
イ
レ
の
既
成
概
念
を
は
ず

し
て
考
え
て
』
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
、
空
港
か
ら
飛
び
立
つ
前
の
、
い
い

思
い
出
に
な
る
よ
う
な
印
象
的
な
ス
ペ
ー

ス
を
考
え
ま
し
た
」（
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
）。

　
出
来
上
が
っ
た
ス
ペ
ー
ス
は
ガ
ラ
ス
張

り
で
、
そ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
平
面
形
の

ブ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
。「
一
番
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、
空
港
、
世
界
へ
と
開
か
れ
た
、
と

て
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
ス
ペ
ー
ス
に
、
と
い

う
の
も
コ
ン
セ
プ
ト
」（
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ

ム
さ
ん
）
と
の
言
葉
ど
お
り
、
ト
イ
レ
の

中
か
ら
も
大
空
へ
と
飛
び
立
つ
飛
行
機
が

見
え
る
と
い
う
、
驚
き
の
ト
イ
レ
空
間
に

仕
上
が
っ
て
い
る
。

　
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
の
ガ
ラ

ス
の
箱
に
並
ぶ
ブ
ー
ス
は
全
部
で
10
個
。

中
央
の
入
り
口
を
入
っ
て
右
に
多
目
的
ト

イ
レ
、
左
に
授
乳
室
が
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
4
つ
ず
つ
が
男
女
の
ブ
ー
ス
と
な
る
。

ブ
ー
ス
の
形
は
L
字
あ
り
、
台
形
あ
り
、

T
字
あ
り
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
同
じ
形
の
も

の
は
な
い
。「
す
べ
て
が
ス
ク
エ
ア
な
ブ
ー

ス
よ
り
、
ひ
と
つ
ず
つ
違
っ
た
ほ
う
が
ス

ペ
シ
ャ
ル
な
感
じ
が
す
る
で
し
ょ
」
と
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
。
各
ブ
ー
ス
に
は
、
ネ
オ
レ

ス
ト
A
H
タ
イ
プ
や
R
H
タ
イ
プ
、
R
E

S
T
R
O
O
M
I
T
E
M
01（
ゼ
ロ
ワ
ン
）、

内
装
用
防
汚
陶
板
の
ハ
イ
ド
ロ
セ
ラ
な
ど

T
O
T
O
の
最
新
商
品
が
セ
ッ
ト
さ
れ
る

と
と
も
に
、
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
世
界

の
景
勝
地
の
写
真
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
施

し
た
も
の
が
大
き
く
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
最

新
ト
イ
レ
と
同
時
に
美
し
い
風
景
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、
白
い
壁
面
や
建
具
に
映
え
る
赤

と
青
の
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
。
各
ブ
ー
ス
に

つ
い
て
い
て
、
あ
い
て
い
る
と
き
は
青
色

だ
が
、
人
が
入
る
と
赤
に
な
り
、
30
秒
単

位
で
点
灯
幅
が
延
び
て
い
く
。
ブ
ー
ス
に

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
入
っ
て
い
る
か
が
わ

か
る
、
砂
時
計
の
よ
う
な
仕
掛
け
だ
。
通

常
、
ブ
ー
ス
に
入
る
と
自
分
以
外
の
動
き

は
な
い
も
の
だ
が
、「
何
か
お
も
し
ろ
い
も

の
が
な
い
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
じ
ゃ
な
い
か

ら
」（
ダ
イ
サ
ム
さ
ん
）
と
あ
え
て
内
外
で

認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
内
部
の
仕
掛
け
に
負
け
な
い
、

外
か
ら
見
え
る
大
き
な
特
徴
が
、
世
界
的

に
見
て
も
最
大
級
と
さ
れ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
ジ
ャ
パ
ン
の
「
ル

ミ
ナ
ス 

テ
キ
ス
タ
イ
ル
」
。
こ
の
大
き
な

L
E
D
パ
ネ
ル
に
、
映
像
作
家
・
為
永
泰

之
氏
が
制
作
し
た
「
珍
し
い
キ
ノ
コ
舞
踊

団
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
が
映
し
出

さ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
高
精
彩
化
す
る

の
で
は
な
く
、
逆
に
映
像
を
粗
く
し
、
そ

れ
を
布
地
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か

も
障
子
越
し
に
影
絵
を
見
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ブ
ー
ス
内
を
見
て
も
ら

え
ば
技
術
力
や
清
潔
感
と
い
っ
た
日
本
の

ト
イ
レ
文
化
は
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
、
少
し
ぼ
や
け
た
映
像
も
、

は
っ
き
り
言
う
の
で
は
な
く
、
相
手
を
お

も
ん
ば
か
っ
て
あ
い
ま
い
に
し
な
が
ら
伝

え
る
、
と
い
う
日
本
文
化
に
通
じ
る
の
で

は
」
と
ク
ラ
イ
ン
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
語

る
。

　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
中
に
、
ト
イ
レ
に
腰

か
け
る
動
き
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
イ
レ

の
中
が
透
け
て
見
え
て
い
る
と
錯
覚
し
そ

う
だ
が
、
そ
の
人
が
や
が
て
楽
し
く
踊
り

出
す
こ
と
で
、
驚
き
は
お
も
し
ろ
さ
に
変

わ
っ
て
い
く
。

　
最
先
端
技
術
や
清
潔
さ
以
外
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
」は
、日
本

を
離
れ
る
間
際
の
人
々
に
強
烈
な
印
象
を

与
え
、
世
界
に
向
か
っ
て
日
本
の
ト
イ
レ

文
化
を
発
信
し
て
い
る
。

　
今
年
4
月
24
日
、
成
田
国
際
空
港
に
新

た
な
く
つ
ろ
ぎ
の
ス
ペ
ー
ス
「
N
A
R
I

T
A 

S
K
Y 

L
O
U
N
G
E
（
ナ
リ
タ

ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
）
和
」
が
誕
生
し
た
。

第
2
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
館
と
サ
テ
ラ
イ

ト
を
結
ぶ
連
絡
通
路
の
出
国
エ
リ
ア
内
に

新
設
さ
れ
た
、
全
長
約
1
3
0
m
、
総
面

積
約
2
2
0
0
㎡
の
ス
ペ
ー
ス
は
、
出
国

手
続
き
後
や
乗
り
継
ぎ
便
を
待
つ
時
間
を

ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
ラ
ウ
ン
ジ
に
は
、
カ
フ
ェ
や

マ
ッ
サ
ー
ジ
店
の
ほ
か
、
ひ
と
り
で
く
つ

ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
ブ
ー
ス
、

家
族
で
過
ご
す
フ
ァ
ミ
リ
ー
ベ
ン
チ
コ
ー

ナ
ー
、
P
C
デ
ス
ク
な
ど
が
用
意
さ
れ
、

出
発
前
の
ひ
と
時
を
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

過
ご
せ
る
工
夫
が
施
し
て
あ
る
。
日
本
か

ら
母
国
へ
帰
る
人
や
、
乗
り
継
ぎ
で
日
本

を
経
由
し
て
い
く
海
外
の
人
々
を
意
識
し

て
、
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の

名
の
と
お
り
「
和
」。和
紙
を
使
っ
た
照
明
、

畳
の
ベ
ン
チ
な
ど
の
ほ
か
、
人
力
車
の
体

験
乗
車
や
着
物
の
着
つ
け
体
験
と
い
っ
た

イ
ベ
ン
ト
も
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

空
間
の
一
角
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
の

が
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
次
々
と
映
し
出
さ
れ

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
ラ
ウ
ン
ジ
施
設
の

な
か
で
も
〝
目
玉
〞
と
な
る
「
G
A
L
L

GALLERY TOTO正
面。影絵のようなパ
フォーマンスがあざ
やかに映し出される。

成田国際空港第 2 旅客ターミナル外観（右／写真提供：成田国際空港㈱）と、
サテライトへ向かう連絡通路（左）。

既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い

ガ
ラ
ス
張
り
の
ト
イ
レ
空
間

世界最大級の
LEDパネルを
設置

エントランス

わ

5455



清
潔
感
、技
術
力
、

相
手
へ
の
気
遣
い

日
本
の
ト
イ
レ
文
化
を

世
界
に
ア
ピ
ー
ル

最
新
水
ま
わ
り
物
語

成
田
発
、

日
本
の

ト
イ
レ
を

世
界
に
発
信

取
材
・
文
／
市
川
幹
朗
　
写
真
／
阿
野
太
一（
54
ペ
ー
ジ
下
２
点
、お
よ
び
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
を
の
ぞ
く
）

38

Number

“GALLERY TOTO”

「
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
」 

成
田
国
際
空
港

E
R
Y 

T
O
T
O
」
で
あ
る
。

「
体
感
型
ト
イ
レ
空
間
」
を
謳
う
G
A
L

L
E
R
Y 

T
O
T
O
は
、ト
イ
レ
で
あ
る

と
と
も
に
最
新
の
T
O
T
O
製
品
を
見
ら

れ
、
実
際
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
も
あ
る
。

　
成
田
国
際
空
港
で
は
、
ラ
ウ
ン
ジ
計
画

当
初
か
ら
こ
こ
に
ト
イ
レ
を
置
く
予
定
だ

っ
た
が
、
飛
行
機
を
乗
り
継
ぐ
お
客
さ
ま

に
今
ま
で
に
な
い
充
実
し
た
施
設
を
提
供

す
る
た
め
、「
日
本
の
ト
イ
レ
文
化
・
技
術

力
は
日
本
が
世
界
に
誇
る
強
み
で
あ
り
、

日
本
の
玄
関
で
あ
る
成
田
国
際
空
港
に
お

い
て
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
お
客
さ
ま
に

お
伝
え
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
ト
イ
レ

整
備
を
お
願
い
し
た
」（
成
田
国
際
空
港
・

德
元
義
博
さ
ん
）
そ
う
だ
。
T
O
T
O
で

は
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
出
身
で
、
日

本
文
化
に
も
く
わ
し
い
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・

ク
ラ
イ
ン
さ
ん
と
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ
ム
さ

ん
に
白
羽
の
矢
を
立
て
設
計
を
依
頼
。
類

例
の
な
い
、
新
し
い
ト
イ
レ
空
間
へ
の
模

索
が
始
ま
っ
た
。

「
最
初
に
『
ト
イ
レ
の
既
成
概
念
を
は
ず

し
て
考
え
て
』
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
、
空
港
か
ら
飛
び
立
つ
前
の
、
い
い

思
い
出
に
な
る
よ
う
な
印
象
的
な
ス
ペ
ー

ス
を
考
え
ま
し
た
」（
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
）。

　
出
来
上
が
っ
た
ス
ペ
ー
ス
は
ガ
ラ
ス
張

り
で
、
そ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
平
面
形
の

ブ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
。「
一
番
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、
空
港
、
世
界
へ
と
開
か
れ
た
、
と

て
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
ス
ペ
ー
ス
に
、
と
い

う
の
も
コ
ン
セ
プ
ト
」（
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ

ム
さ
ん
）
と
の
言
葉
ど
お
り
、
ト
イ
レ
の

中
か
ら
も
大
空
へ
と
飛
び
立
つ
飛
行
機
が

見
え
る
と
い
う
、
驚
き
の
ト
イ
レ
空
間
に

仕
上
が
っ
て
い
る
。

　
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
の
ガ
ラ

ス
の
箱
に
並
ぶ
ブ
ー
ス
は
全
部
で
10
個
。

中
央
の
入
り
口
を
入
っ
て
右
に
多
目
的
ト

イ
レ
、
左
に
授
乳
室
が
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
4
つ
ず
つ
が
男
女
の
ブ
ー
ス
と
な
る
。

ブ
ー
ス
の
形
は
L
字
あ
り
、
台
形
あ
り
、

T
字
あ
り
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
同
じ
形
の
も

の
は
な
い
。「
す
べ
て
が
ス
ク
エ
ア
な
ブ
ー

ス
よ
り
、
ひ
と
つ
ず
つ
違
っ
た
ほ
う
が
ス

ペ
シ
ャ
ル
な
感
じ
が
す
る
で
し
ょ
」
と
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
。
各
ブ
ー
ス
に
は
、
ネ
オ
レ

ス
ト
A
H
タ
イ
プ
や
R
H
タ
イ
プ
、
R
E

S
T
R
O
O
M
I
T
E
M
01（
ゼ
ロ
ワ
ン
）、

内
装
用
防
汚
陶
板
の
ハ
イ
ド
ロ
セ
ラ
な
ど

T
O
T
O
の
最
新
商
品
が
セ
ッ
ト
さ
れ
る

と
と
も
に
、
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
世
界

の
景
勝
地
の
写
真
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
施

し
た
も
の
が
大
き
く
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
最

新
ト
イ
レ
と
同
時
に
美
し
い
風
景
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、
白
い
壁
面
や
建
具
に
映
え
る
赤

と
青
の
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
。
各
ブ
ー
ス
に

つ
い
て
い
て
、
あ
い
て
い
る
と
き
は
青
色

だ
が
、
人
が
入
る
と
赤
に
な
り
、
30
秒
単

位
で
点
灯
幅
が
延
び
て
い
く
。
ブ
ー
ス
に

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
入
っ
て
い
る
か
が
わ

か
る
、
砂
時
計
の
よ
う
な
仕
掛
け
だ
。
通

常
、
ブ
ー
ス
に
入
る
と
自
分
以
外
の
動
き

は
な
い
も
の
だ
が
、「
何
か
お
も
し
ろ
い
も

の
が
な
い
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
じ
ゃ
な
い
か

ら
」（
ダ
イ
サ
ム
さ
ん
）
と
あ
え
て
内
外
で

認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
内
部
の
仕
掛
け
に
負
け
な
い
、

外
か
ら
見
え
る
大
き
な
特
徴
が
、
世
界
的

に
見
て
も
最
大
級
と
さ
れ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
ジ
ャ
パ
ン
の
「
ル

ミ
ナ
ス 

テ
キ
ス
タ
イ
ル
」
。
こ
の
大
き
な

L
E
D
パ
ネ
ル
に
、
映
像
作
家
・
為
永
泰

之
氏
が
制
作
し
た
「
珍
し
い
キ
ノ
コ
舞
踊

団
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
が
映
し
出

さ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
高
精
彩
化
す
る

の
で
は
な
く
、
逆
に
映
像
を
粗
く
し
、
そ

れ
を
布
地
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か

も
障
子
越
し
に
影
絵
を
見
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ブ
ー
ス
内
を
見
て
も
ら

え
ば
技
術
力
や
清
潔
感
と
い
っ
た
日
本
の

ト
イ
レ
文
化
は
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
、
少
し
ぼ
や
け
た
映
像
も
、

は
っ
き
り
言
う
の
で
は
な
く
、
相
手
を
お

も
ん
ば
か
っ
て
あ
い
ま
い
に
し
な
が
ら
伝

え
る
、
と
い
う
日
本
文
化
に
通
じ
る
の
で

は
」
と
ク
ラ
イ
ン
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
語

る
。

　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
中
に
、
ト
イ
レ
に
腰

か
け
る
動
き
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
イ
レ

の
中
が
透
け
て
見
え
て
い
る
と
錯
覚
し
そ

う
だ
が
、
そ
の
人
が
や
が
て
楽
し
く
踊
り

出
す
こ
と
で
、
驚
き
は
お
も
し
ろ
さ
に
変

わ
っ
て
い
く
。

　
最
先
端
技
術
や
清
潔
さ
以
外
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
」は
、日
本

を
離
れ
る
間
際
の
人
々
に
強
烈
な
印
象
を

与
え
、
世
界
に
向
か
っ
て
日
本
の
ト
イ
レ

文
化
を
発
信
し
て
い
る
。

　
今
年
4
月
24
日
、
成
田
国
際
空
港
に
新

た
な
く
つ
ろ
ぎ
の
ス
ペ
ー
ス
「
N
A
R
I

T
A 

S
K
Y 

L
O
U
N
G
E
（
ナ
リ
タ

ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
）
和
」
が
誕
生
し
た
。

第
2
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
館
と
サ
テ
ラ
イ

ト
を
結
ぶ
連
絡
通
路
の
出
国
エ
リ
ア
内
に

新
設
さ
れ
た
、
全
長
約
1
3
0
m
、
総
面

積
約
2
2
0
0
㎡
の
ス
ペ
ー
ス
は
、
出
国

手
続
き
後
や
乗
り
継
ぎ
便
を
待
つ
時
間
を

ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
ラ
ウ
ン
ジ
に
は
、
カ
フ
ェ
や

マ
ッ
サ
ー
ジ
店
の
ほ
か
、
ひ
と
り
で
く
つ

ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
ブ
ー
ス
、

家
族
で
過
ご
す
フ
ァ
ミ
リ
ー
ベ
ン
チ
コ
ー

ナ
ー
、
P
C
デ
ス
ク
な
ど
が
用
意
さ
れ
、

出
発
前
の
ひ
と
時
を
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

過
ご
せ
る
工
夫
が
施
し
て
あ
る
。
日
本
か

ら
母
国
へ
帰
る
人
や
、
乗
り
継
ぎ
で
日
本

を
経
由
し
て
い
く
海
外
の
人
々
を
意
識
し

て
、
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の

名
の
と
お
り
「
和
」。和
紙
を
使
っ
た
照
明
、

畳
の
ベ
ン
チ
な
ど
の
ほ
か
、
人
力
車
の
体

験
乗
車
や
着
物
の
着
つ
け
体
験
と
い
っ
た

イ
ベ
ン
ト
も
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

空
間
の
一
角
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
の

が
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
次
々
と
映
し
出
さ
れ

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
ラ
ウ
ン
ジ
施
設
の

な
か
で
も
〝
目
玉
〞
と
な
る
「
G
A
L
L

GALLERY TOTO正
面。影絵のようなパ
フォーマンスがあざ
やかに映し出される。

成田国際空港第 2 旅客ターミナル外観（右／写真提供：成田国際空港㈱）と、
サテライトへ向かう連絡通路（左）。

既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い

ガ
ラ
ス
張
り
の
ト
イ
レ
空
間

世界最大級の
LEDパネルを
設置
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“GALLERY TOTO”

景勝地の美しい写真
に目を奪われるブー
ス内部。写真以外の
壁面には、内装用防
汚陶板ハイドロセラ
を設置。

女子トイレ
8

男子トイレのブース
には大便器と小便器
を設置。小便器はR
ESTROOM ITEM 
01、大便器はネオレ
ストRH。

男子トイレ
1

成田国際空港
事業部門旅客ターミナル部
事業管理グループ
マネージャー

德元義博

KLEIN DYTHAM 
ARCHITECTURE

A
strid K

lein

入り口部分

中央のブースのコー
ナーに表示される青
と赤の男女ピクトグ
ラムも、影絵のよう
に少しぼやけさせて
いる。

ブース壁面に設置さ
れたモニターには、
TOTOの水を操る技
術を伝えるイメージ
映像などが流されて
いる。

モニター

“GALLERY TOTO”

E
R
Y 

T
O
T
O
」
で
あ
る
。

「
体
感
型
ト
イ
レ
空
間
」
を
謳
う
G
A
L

L
E
R
Y 

T
O
T
O
は
、ト
イ
レ
で
あ
る

と
と
も
に
最
新
の
T
O
T
O
製
品
を
見
ら

れ
、
実
際
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
も
あ
る
。

　
成
田
国
際
空
港
で
は
、
ラ
ウ
ン
ジ
計
画

当
初
か
ら
こ
こ
に
ト
イ
レ
を
置
く
予
定
だ

っ
た
が
、
飛
行
機
を
乗
り
継
ぐ
お
客
さ
ま

に
今
ま
で
に
な
い
充
実
し
た
施
設
を
提
供

す
る
た
め
、「
日
本
の
ト
イ
レ
文
化
・
技
術

力
は
日
本
が
世
界
に
誇
る
強
み
で
あ
り
、

日
本
の
玄
関
で
あ
る
成
田
国
際
空
港
に
お

い
て
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
お
客
さ
ま
に

お
伝
え
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
ト
イ
レ

整
備
を
お
願
い
し
た
」（
成
田
国
際
空
港
・

德
元
義
博
さ
ん
）
そ
う
だ
。
T
O
T
O
で

は
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
出
身
で
、
日

本
文
化
に
も
く
わ
し
い
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・

ク
ラ
イ
ン
さ
ん
と
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ
ム
さ

ん
に
白
羽
の
矢
を
立
て
設
計
を
依
頼
。
類

例
の
な
い
、
新
し
い
ト
イ
レ
空
間
へ
の
模

索
が
始
ま
っ
た
。

「
最
初
に
『
ト
イ
レ
の
既
成
概
念
を
は
ず

し
て
考
え
て
』
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
、
空
港
か
ら
飛
び
立
つ
前
の
、
い
い

思
い
出
に
な
る
よ
う
な
印
象
的
な
ス
ペ
ー

ス
を
考
え
ま
し
た
」（
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
）。

　
出
来
上
が
っ
た
ス
ペ
ー
ス
は
ガ
ラ
ス
張

り
で
、
そ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
平
面
形
の

ブ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
。「
一
番
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、
空
港
、
世
界
へ
と
開
か
れ
た
、
と

て
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
ス
ペ
ー
ス
に
、
と
い

う
の
も
コ
ン
セ
プ
ト
」（
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ

ム
さ
ん
）
と
の
言
葉
ど
お
り
、
ト
イ
レ
の

中
か
ら
も
大
空
へ
と
飛
び
立
つ
飛
行
機
が

見
え
る
と
い
う
、
驚
き
の
ト
イ
レ
空
間
に

仕
上
が
っ
て
い
る
。

　
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
の
ガ
ラ

ス
の
箱
に
並
ぶ
ブ
ー
ス
は
全
部
で
10
個
。

中
央
の
入
り
口
を
入
っ
て
右
に
多
目
的
ト

イ
レ
、
左
に
授
乳
室
が
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
4
つ
ず
つ
が
男
女
の
ブ
ー
ス
と
な
る
。

ブ
ー
ス
の
形
は
L
字
あ
り
、
台
形
あ
り
、

T
字
あ
り
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
同
じ
形
の
も

の
は
な
い
。「
す
べ
て
が
ス
ク
エ
ア
な
ブ
ー

ス
よ
り
、
ひ
と
つ
ず
つ
違
っ
た
ほ
う
が
ス

ペ
シ
ャ
ル
な
感
じ
が
す
る
で
し
ょ
」
と
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
。
各
ブ
ー
ス
に
は
、
ネ
オ
レ

ス
ト
A
H
タ
イ
プ
や
R
H
タ
イ
プ
、
R
E

S
T
R
O
O
M
I
T
E
M
01（
ゼ
ロ
ワ
ン
）、

内
装
用
防
汚
陶
板
の
ハ
イ
ド
ロ
セ
ラ
な
ど

T
O
T
O
の
最
新
商
品
が
セ
ッ
ト
さ
れ
る

と
と
も
に
、
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
世
界

の
景
勝
地
の
写
真
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
施

し
た
も
の
が
大
き
く
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
最

新
ト
イ
レ
と
同
時
に
美
し
い
風
景
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、
白
い
壁
面
や
建
具
に
映
え
る
赤

と
青
の
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
。
各
ブ
ー
ス
に

つ
い
て
い
て
、
あ
い
て
い
る
と
き
は
青
色

だ
が
、
人
が
入
る
と
赤
に
な
り
、
30
秒
単

位
で
点
灯
幅
が
延
び
て
い
く
。
ブ
ー
ス
に

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
入
っ
て
い
る
か
が
わ

か
る
、
砂
時
計
の
よ
う
な
仕
掛
け
だ
。
通

常
、
ブ
ー
ス
に
入
る
と
自
分
以
外
の
動
き

は
な
い
も
の
だ
が
、「
何
か
お
も
し
ろ
い
も

の
が
な
い
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
じ
ゃ
な
い
か

ら
」（
ダ
イ
サ
ム
さ
ん
）
と
あ
え
て
内
外
で

認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
内
部
の
仕
掛
け
に
負
け
な
い
、

外
か
ら
見
え
る
大
き
な
特
徴
が
、
世
界
的

に
見
て
も
最
大
級
と
さ
れ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
ジ
ャ
パ
ン
の
「
ル

ミ
ナ
ス 

テ
キ
ス
タ
イ
ル
」
。
こ
の
大
き
な

L
E
D
パ
ネ
ル
に
、
映
像
作
家
・
為
永
泰

之
氏
が
制
作
し
た
「
珍
し
い
キ
ノ
コ
舞
踊

団
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
が
映
し
出

さ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
高
精
彩
化
す
る

の
で
は
な
く
、
逆
に
映
像
を
粗
く
し
、
そ

れ
を
布
地
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か

も
障
子
越
し
に
影
絵
を
見
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ブ
ー
ス
内
を
見
て
も
ら

え
ば
技
術
力
や
清
潔
感
と
い
っ
た
日
本
の

ト
イ
レ
文
化
は
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
、
少
し
ぼ
や
け
た
映
像
も
、

は
っ
き
り
言
う
の
で
は
な
く
、
相
手
を
お

も
ん
ば
か
っ
て
あ
い
ま
い
に
し
な
が
ら
伝

え
る
、
と
い
う
日
本
文
化
に
通
じ
る
の
で

は
」
と
ク
ラ
イ
ン
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
語

る
。

　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
中
に
、
ト
イ
レ
に
腰

か
け
る
動
き
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
イ
レ

の
中
が
透
け
て
見
え
て
い
る
と
錯
覚
し
そ

う
だ
が
、
そ
の
人
が
や
が
て
楽
し
く
踊
り

出
す
こ
と
で
、
驚
き
は
お
も
し
ろ
さ
に
変

わ
っ
て
い
く
。

　
最
先
端
技
術
や
清
潔
さ
以
外
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
」は
、日
本

を
離
れ
る
間
際
の
人
々
に
強
烈
な
印
象
を

与
え
、
世
界
に
向
か
っ
て
日
本
の
ト
イ
レ

文
化
を
発
信
し
て
い
る
。

　
今
年
4
月
24
日
、
成
田
国
際
空
港
に
新

た
な
く
つ
ろ
ぎ
の
ス
ペ
ー
ス
「
N
A
R
I

T
A 

S
K
Y 

L
O
U
N
G
E
（
ナ
リ
タ

ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
）
和
」
が
誕
生
し
た
。

第
2
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
館
と
サ
テ
ラ
イ

ト
を
結
ぶ
連
絡
通
路
の
出
国
エ
リ
ア
内
に

新
設
さ
れ
た
、
全
長
約
1
3
0
m
、
総
面

積
約
2
2
0
0
㎡
の
ス
ペ
ー
ス
は
、
出
国

手
続
き
後
や
乗
り
継
ぎ
便
を
待
つ
時
間
を

ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
ラ
ウ
ン
ジ
に
は
、
カ
フ
ェ
や

マ
ッ
サ
ー
ジ
店
の
ほ
か
、
ひ
と
り
で
く
つ

ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
ブ
ー
ス
、

家
族
で
過
ご
す
フ
ァ
ミ
リ
ー
ベ
ン
チ
コ
ー

ナ
ー
、
P
C
デ
ス
ク
な
ど
が
用
意
さ
れ
、

出
発
前
の
ひ
と
時
を
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

過
ご
せ
る
工
夫
が
施
し
て
あ
る
。
日
本
か

ら
母
国
へ
帰
る
人
や
、
乗
り
継
ぎ
で
日
本

を
経
由
し
て
い
く
海
外
の
人
々
を
意
識
し

て
、
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の

名
の
と
お
り
「
和
」。和
紙
を
使
っ
た
照
明
、

畳
の
ベ
ン
チ
な
ど
の
ほ
か
、
人
力
車
の
体

験
乗
車
や
着
物
の
着
つ
け
体
験
と
い
っ
た

イ
ベ
ン
ト
も
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

空
間
の
一
角
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
の

が
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
次
々
と
映
し
出
さ
れ

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
ラ
ウ
ン
ジ
施
設
の

な
か
で
も
〝
目
玉
〞
と
な
る
「
G
A
L
L
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GALLERY TOTO

おもなTOTO
使用機器

建築概要

大便器 RESTROOM ITEM 01、
 ネオレストAH2W、ネオレストRH2W
紙巻器 YH63B#MS、YH63SD
手すり XPTC01W、XPTU01ほか

　
小便器 RESTROOM ITEM 01
汚垂石 ハイドロセラ・フロア

　
洗面器 クリスタルボウル丸型洗面器MR700、
 クリスタルボウル角型洗面器MR710、
 ボウル一体タイプMC50ほか
アクアオート（自動水栓） 
 REAH03A1RS120A、
 TEN12LHほか
オートソープディスペンサー 
 TES141M、TES131M、
 CEA0120（CERA）
手すり XPTC01W、T112CP5Sほか

クリーンドライ（ハンドドライヤー）
 TYC420W、TYC300WN
ベビーチェアー TKA15
ベビーシート TKA25 
フィッティングボード  YKA40
※壁面一部
ハイドロセラ・ウォール 
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大便器ゾーン　

所在地 千葉県成田市香取字上人塚148－1
主要用途 パブリックトイレ
事業主 成田国際空港＋TOTO
設計・監理（建築） クライン ダイサム アーキテクツ
 　　　　（設備） TOTOエンジニアリング
施工 TOTOエンジニアリング、丹青社
延床面積 138.00㎡
設計期間 2013年12月～2014年11月
施工期間 2015年1月～3月
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“GALLERY TOTO”

景勝地の美しい写真
に目を奪われるブー
ス内部。写真以外の
壁面には、内装用防
汚陶板ハイドロセラ
を設置。

女子トイレ
8

男子トイレのブース
には大便器と小便器
を設置。小便器はR
ESTROOM ITEM 
01、大便器はネオレ
ストRH。

男子トイレ
1

成田国際空港
事業部門旅客ターミナル部
事業管理グループ
マネージャー

德元義博

KLEIN DYTHAM 
ARCHITECTURE

A
strid K

lein

入り口部分

中央のブースのコー
ナーに表示される青
と赤の男女ピクトグ
ラムも、影絵のよう
に少しぼやけさせて
いる。

ブース壁面に設置さ
れたモニターには、
TOTOの水を操る技
術を伝えるイメージ
映像などが流されて
いる。

モニター

“GALLERY TOTO”

E
R
Y 

T
O
T
O
」
で
あ
る
。

「
体
感
型
ト
イ
レ
空
間
」
を
謳
う
G
A
L

L
E
R
Y 

T
O
T
O
は
、ト
イ
レ
で
あ
る

と
と
も
に
最
新
の
T
O
T
O
製
品
を
見
ら

れ
、
実
際
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
も
あ
る
。

　
成
田
国
際
空
港
で
は
、
ラ
ウ
ン
ジ
計
画

当
初
か
ら
こ
こ
に
ト
イ
レ
を
置
く
予
定
だ

っ
た
が
、
飛
行
機
を
乗
り
継
ぐ
お
客
さ
ま

に
今
ま
で
に
な
い
充
実
し
た
施
設
を
提
供

す
る
た
め
、「
日
本
の
ト
イ
レ
文
化
・
技
術

力
は
日
本
が
世
界
に
誇
る
強
み
で
あ
り
、

日
本
の
玄
関
で
あ
る
成
田
国
際
空
港
に
お

い
て
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
お
客
さ
ま
に

お
伝
え
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
ト
イ
レ

整
備
を
お
願
い
し
た
」（
成
田
国
際
空
港
・

德
元
義
博
さ
ん
）
そ
う
だ
。
T
O
T
O
で

は
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
出
身
で
、
日

本
文
化
に
も
く
わ
し
い
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・

ク
ラ
イ
ン
さ
ん
と
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ
ム
さ

ん
に
白
羽
の
矢
を
立
て
設
計
を
依
頼
。
類

例
の
な
い
、
新
し
い
ト
イ
レ
空
間
へ
の
模

索
が
始
ま
っ
た
。

「
最
初
に
『
ト
イ
レ
の
既
成
概
念
を
は
ず

し
て
考
え
て
』
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
、
空
港
か
ら
飛
び
立
つ
前
の
、
い
い

思
い
出
に
な
る
よ
う
な
印
象
的
な
ス
ペ
ー

ス
を
考
え
ま
し
た
」（
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
）。

　
出
来
上
が
っ
た
ス
ペ
ー
ス
は
ガ
ラ
ス
張

り
で
、
そ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
平
面
形
の

ブ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
。「
一
番
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、
空
港
、
世
界
へ
と
開
か
れ
た
、
と

て
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
ス
ペ
ー
ス
に
、
と
い

う
の
も
コ
ン
セ
プ
ト
」（
マ
ー
ク
・
ダ
イ
サ

ム
さ
ん
）
と
の
言
葉
ど
お
り
、
ト
イ
レ
の

中
か
ら
も
大
空
へ
と
飛
び
立
つ
飛
行
機
が

見
え
る
と
い
う
、
驚
き
の
ト
イ
レ
空
間
に

仕
上
が
っ
て
い
る
。

　
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
の
ガ
ラ

ス
の
箱
に
並
ぶ
ブ
ー
ス
は
全
部
で
10
個
。

中
央
の
入
り
口
を
入
っ
て
右
に
多
目
的
ト

イ
レ
、
左
に
授
乳
室
が
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
4
つ
ず
つ
が
男
女
の
ブ
ー
ス
と
な
る
。

ブ
ー
ス
の
形
は
L
字
あ
り
、
台
形
あ
り
、

T
字
あ
り
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
同
じ
形
の
も

の
は
な
い
。「
す
べ
て
が
ス
ク
エ
ア
な
ブ
ー

ス
よ
り
、
ひ
と
つ
ず
つ
違
っ
た
ほ
う
が
ス

ペ
シ
ャ
ル
な
感
じ
が
す
る
で
し
ょ
」
と
ク

ラ
イ
ン
さ
ん
。
各
ブ
ー
ス
に
は
、
ネ
オ
レ

ス
ト
A
H
タ
イ
プ
や
R
H
タ
イ
プ
、
R
E

S
T
R
O
O
M
I
T
E
M
01（
ゼ
ロ
ワ
ン
）、

内
装
用
防
汚
陶
板
の
ハ
イ
ド
ロ
セ
ラ
な
ど

T
O
T
O
の
最
新
商
品
が
セ
ッ
ト
さ
れ
る

と
と
も
に
、
水
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
世
界

の
景
勝
地
の
写
真
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
施

し
た
も
の
が
大
き
く
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
最

新
ト
イ
レ
と
同
時
に
美
し
い
風
景
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、
白
い
壁
面
や
建
具
に
映
え
る
赤

と
青
の
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
。
各
ブ
ー
ス
に

つ
い
て
い
て
、
あ
い
て
い
る
と
き
は
青
色

だ
が
、
人
が
入
る
と
赤
に
な
り
、
30
秒
単

位
で
点
灯
幅
が
延
び
て
い
く
。
ブ
ー
ス
に

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
入
っ
て
い
る
か
が
わ

か
る
、
砂
時
計
の
よ
う
な
仕
掛
け
だ
。
通

常
、
ブ
ー
ス
に
入
る
と
自
分
以
外
の
動
き

は
な
い
も
の
だ
が
、「
何
か
お
も
し
ろ
い
も

の
が
な
い
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
じ
ゃ
な
い
か

ら
」（
ダ
イ
サ
ム
さ
ん
）
と
あ
え
て
内
外
で

認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
内
部
の
仕
掛
け
に
負
け
な
い
、

外
か
ら
見
え
る
大
き
な
特
徴
が
、
世
界
的

に
見
て
も
最
大
級
と
さ
れ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
ジ
ャ
パ
ン
の
「
ル

ミ
ナ
ス 

テ
キ
ス
タ
イ
ル
」
。
こ
の
大
き
な

L
E
D
パ
ネ
ル
に
、
映
像
作
家
・
為
永
泰

之
氏
が
制
作
し
た
「
珍
し
い
キ
ノ
コ
舞
踊

団
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
が
映
し
出

さ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
高
精
彩
化
す
る

の
で
は
な
く
、
逆
に
映
像
を
粗
く
し
、
そ

れ
を
布
地
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か

も
障
子
越
し
に
影
絵
を
見
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ブ
ー
ス
内
を
見
て
も
ら

え
ば
技
術
力
や
清
潔
感
と
い
っ
た
日
本
の

ト
イ
レ
文
化
は
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
、
少
し
ぼ
や
け
た
映
像
も
、

は
っ
き
り
言
う
の
で
は
な
く
、
相
手
を
お

も
ん
ば
か
っ
て
あ
い
ま
い
に
し
な
が
ら
伝

え
る
、
と
い
う
日
本
文
化
に
通
じ
る
の
で

は
」
と
ク
ラ
イ
ン
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
語

る
。

　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
中
に
、
ト
イ
レ
に
腰

か
け
る
動
き
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
イ
レ

の
中
が
透
け
て
見
え
て
い
る
と
錯
覚
し
そ

う
だ
が
、
そ
の
人
が
や
が
て
楽
し
く
踊
り

出
す
こ
と
で
、
驚
き
は
お
も
し
ろ
さ
に
変

わ
っ
て
い
く
。

　
最
先
端
技
術
や
清
潔
さ
以
外
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
G
A
L
L
E
R
Y 

T
O
T
O
」は
、日
本

を
離
れ
る
間
際
の
人
々
に
強
烈
な
印
象
を

与
え
、
世
界
に
向
か
っ
て
日
本
の
ト
イ
レ

文
化
を
発
信
し
て
い
る
。

　
今
年
4
月
24
日
、
成
田
国
際
空
港
に
新

た
な
く
つ
ろ
ぎ
の
ス
ペ
ー
ス
「
N
A
R
I

T
A 

S
K
Y 

L
O
U
N
G
E
（
ナ
リ
タ

ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
）
和
」
が
誕
生
し
た
。

第
2
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
館
と
サ
テ
ラ
イ

ト
を
結
ぶ
連
絡
通
路
の
出
国
エ
リ
ア
内
に

新
設
さ
れ
た
、
全
長
約
1
3
0
m
、
総
面

積
約
2
2
0
0
㎡
の
ス
ペ
ー
ス
は
、
出
国

手
続
き
後
や
乗
り
継
ぎ
便
を
待
つ
時
間
を

ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
ラ
ウ
ン
ジ
に
は
、
カ
フ
ェ
や

マ
ッ
サ
ー
ジ
店
の
ほ
か
、
ひ
と
り
で
く
つ

ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
ブ
ー
ス
、

家
族
で
過
ご
す
フ
ァ
ミ
リ
ー
ベ
ン
チ
コ
ー

ナ
ー
、
P
C
デ
ス
ク
な
ど
が
用
意
さ
れ
、

出
発
前
の
ひ
と
時
を
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

過
ご
せ
る
工
夫
が
施
し
て
あ
る
。
日
本
か

ら
母
国
へ
帰
る
人
や
、
乗
り
継
ぎ
で
日
本

を
経
由
し
て
い
く
海
外
の
人
々
を
意
識
し

て
、
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の

名
の
と
お
り
「
和
」。和
紙
を
使
っ
た
照
明
、

畳
の
ベ
ン
チ
な
ど
の
ほ
か
、
人
力
車
の
体

験
乗
車
や
着
物
の
着
つ
け
体
験
と
い
っ
た

イ
ベ
ン
ト
も
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

空
間
の
一
角
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
の

が
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
次
々
と
映
し
出
さ
れ

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
ラ
ウ
ン
ジ
施
設
の

な
か
で
も
〝
目
玉
〞
と
な
る
「
G
A
L
L
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おもなTOTO
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建築概要

大便器 RESTROOM ITEM 01、
 ネオレストAH2W、ネオレストRH2W
紙巻器 YH63B#MS、YH63SD
手すり XPTC01W、XPTU01ほか

　
小便器 RESTROOM ITEM 01
汚垂石 ハイドロセラ・フロア

　
洗面器 クリスタルボウル丸型洗面器MR700、
 クリスタルボウル角型洗面器MR710、
 ボウル一体タイプMC50ほか
アクアオート（自動水栓） 
 REAH03A1RS120A、
 TEN12LHほか
オートソープディスペンサー 
 TES141M、TES131M、
 CEA0120（CERA）
手すり XPTC01W、T112CP5Sほか

クリーンドライ（ハンドドライヤー）
 TYC420W、TYC300WN
ベビーチェアー TKA15
ベビーシート TKA25 
フィッティングボード  YKA40
※壁面一部
ハイドロセラ・ウォール 

大便器・小便器・洗面ゾーン
RESTROOM ITEM 01

大便器ゾーン　

所在地 千葉県成田市香取字上人塚148－1
主要用途 パブリックトイレ
事業主 成田国際空港＋TOTO
設計・監理（建築） クライン ダイサム アーキテクツ
 　　　　（設備） TOTOエンジニアリング
施工 TOTOエンジニアリング、丹青社
延床面積 138.00㎡
設計期間 2013年12月～2014年11月
施工期間 2015年1月～3月

Data
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Data

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。

根建工務店66Volume地 域 に 生 き る 会 社
Housing Company

　神
奈
川
県
の
大
和
地
域
を
中
心
に

活
動
を
展
開
す
る
根
建
工
務
店
が
創

業
し
た
の
は
1
9
8
4
（
昭
和
59
）

年
。
根
建
敏
行
さ
ん
の
父
親
で
、
現

会
長
の
伊
介
さ
ん
が
起
こ
し
た
会
社

だ
っ
た
。
た
だ
、「
古
い
こ
と
は
ぼ
く

も
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
根
建
さ
ん

が
苦
笑
し
な
が
ら
教
え
て
く
れ
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
伊
介
さ
ん
は
ず
っ

と
一
人
親
方
の
よ
う
な
仕
事
の
受
け

方
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
会
社
に
は

し
て
い
た
も
の
の
夫
婦
だ
け
の
家
族

文
字
通
り
一
か
ら
父
で
あ
り
親
方
で

あ
る
伊
介
さ
ん
に
建
築
の
イ
ロ
ハ
を

学
ぶ
。「
た
ぶ
ん
、
墨
付
け
し
て
刻
ん

で
と
い
う
作
業
工
程
を
習
っ
た
最
後

の
世
代
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　時
代
は
ち
ょ
う
ど
平
成
に
入
っ
た

ば
か
り
の
頃
だ
っ
た
。

　昨
年
、
根
建
工
務
店
が
手
が
け
た

新
築
一
戸
建
て
は
約
1
5
0
棟
。
社

員
10
名
の
工
務
店
と
し
て
は
、
驚
く

よ
う
な
数
字
だ
。
た
だ
、
根
建
さ
ん

経
営
。
大
和
、
厚
木
周
辺
の
住
宅
の

防
音
工
事
や
増
改
築
工
事
な
ど
を
手

が
け
る
大
工
と
し
て
仕
事
を
し
て
い

た
ら
し
い
。
根
建
さ
ん
は
、
そ
ん
な

父
親
の
背
中
を
見
な
が
ら
育
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
学
校
を
卒
業
後
、
一

時
ほ
か
の
仕
事
を
し
て
み
た
も
の
の
、

や
が
て
父
親
の
元
に
戻
り
大
工
修
業

を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
最
初
か
ら
大
工
に
な
り
た
い
と
思

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ん
で

す
が
、
も
の
づ
く
り
は
小
さ
い
頃
か

ら
好
き
で
し
た
」

　根
建
さ
ん
は
建
築
の
専
門
教
育
を

受
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、

の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、「
が
ん
ば
っ

て
、
バ
リ
バ
リ
受
注
を
増
や
し
ま
し

た
」
と
い
う
貪
欲
な
姿
勢
は
ま
っ
た

く
感
じ
ら
れ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
、
受
け
て
い
る
う
ち
に
増
え
て

し
ま
っ
た
と
い
っ
た
印
象
だ
ろ
う
か
。

　そ
も
そ
も
、
小
さ
な
請
負
仕
事
が

中
心
だ
っ
た
根
建
工
務
店
が
、
新
築

一
戸
建
て
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
の

は
、
90
年
代
後
半
か
ら
。
大
工
と
し

て
一
人
前
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
根
建

さ
ん
が
、
不
動
産
業
と
組
ん
で
家
を

つ
く
る
方
向
へ
舵
を
切
っ
て
以
来
で

あ
る
。
そ
の
た
め
現
在
の
根
建
工
務

店
の
仕
事
の
大
半
は
、
不
動
産
業
か

ら
の
紹
介
で
つ
く
る
、い
わ
ゆ
る「
売

り
建
て
住
宅
」
だ
。
不
動
産
業
者
が
、

土
地
を
購
入
し
た
お
客
さ
ん
に
施
工

者
を
紹
介
す
る
仕
組
み
で
、「
建
築
条

件
付
き
」
と
し
て
根
建
工
務
店
で
の

家
づ
く
り
が
決
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ

い
の
で
お
断
り
し
て
い
ま
す
。
地
元

の
小
さ
な
不
動
産
屋
さ
ん
と
の
つ
な

が
り
を
大
事
に
し
た
い
」
と
、
30
軒

以
上
の
不
動
産
業
者
と
付
き
合
い
つ

づ
け
る
。
ま
た
、
会
社
と
し
て
建
築

士
登
録
を
し
て
い
な
い
の
も
特
徴
だ

ろ
う
。「
設
計
は
、
外
部
の
設
計
者
に

お
願
い
し
ま
す
。
設
計
者
の
方
か
ら

の
仕
事
の
紹
介
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
関
係
は
く
ず
し
た
く
な
い
」。こ

の
誠
実
さ
と
堅
実
性
、
さ
ら
に
大
工

出
身
の
社
長
が
目
を
光
ら
せ
る
技
術

力
が
、
地
元
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
理
由
に
ち
が
い
な
い
。

　当
面
の
目
標
は
社
内
体
制
の
強
化
。

「
と
に
か
く
人
が
た
り
な
い
状
況
な

の
で
、
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に

も
十
分
な
対
応
が
で
き
て
い
な
い
」

の
が
現
在
の
悩
み
の
種
。
今
年
に
入

っ
て
か
ら
設
計
ス
タ
ッ
フ
を
と
る
な

ど
少
し
ず
つ
体
制
固
め
を
進
め
る
。

「
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
」。控
え
め
な

根
建
さ
ん
の
言
葉
の
奥
に
、
そ
ん
な

意
欲
が
透
け
て
見
え
た
。

も
多
い
。

「
直
接
依
頼
を
受
け
る
注
文
住
宅
に

比
べ
る
と
、
こ
だ
わ
り
が
強
い
お
客

さ
ん
は
少
な
い
」（
根
建
さ
ん
）
か
ら
、

効
率
的
に
工
事
が
進
め
ら
れ
る
の
だ

と
い
う
。
た
と
え
ば
断
熱
性
能
に
関

し
て
は
、「
基
本
仕
様
と
し
て
、
断
熱

性
の
高
い
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
外
張
り

断
熱
す
る
構
法
と
発
泡
ウ
レ
タ
ン
で

充
塡
断
熱
を
す
る
構
法
の
2
種
類
を

用
意
し
て
、
選
ん
で
も
ら
う
」
方
式

を
採
用
。
基
本
仕
様
が
決
ま
っ
て
い

る
た
め
、
建
て
主
も
希
望
が
絞
り
や

す
い
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
以
外
の
希
望
に
も
対
応
は
可
能

だ
が
、
基
本
仕
様
か
ら
大
き
く
は
ず

れ
る
よ
う
な
要
望
は
少
な
い
。
こ
う

し
た
、
住
ま
い
手
側
の
姿
勢
を
見
き

わ
め
た
家
づ
く
り
に
加
え
て
、
お
も

し
ろ
い
の
が
根
建
さ
ん
の
姿
勢
。

「
大
き
な
開
発
な
ど
は
手
が
た
り
な

父
親
か
ら
大
工
の

イ
ロハ
を
学
ぶ

ニ
ー
ズ
を
見
き
わ
め
た

家
づ
く
り

根
建
敏
行

正面外観。大きな
家型に包まれるよ
うな表情が印象的。

nedate CONSTRUCTION

nedate CONSTRUCTION

ねだて・としゆき
1971年神奈川県生
まれ。神奈川県立
厚木南高校卒業後、
92年根建工務店入
社。2012年から代
表取締役。「関連す
るすべての業者さ
んの和を大切に、
人のつながりを重
視する」をモット
ーに、幅広い人脈
を築いている。

写真上／根建工務
店本社前にて。下
／根建工務店が施
工した鎌倉市・K
邸のリビングを見
下ろす（以下、左
ページの写真はす
べてK邸）。２層吹
抜けのダイナミッ
クな空間に明るい
光が降り注ぐ。

右／１階浴室。左
／１階浴室脇のト
イレ。海が好きだ
ったKさんが土地
探しから始めた家
づくりは、知り合
いからの推薦で根
建工務店にたどり
着いた。引っ越し
てまだ数カ月だが、
「大満足」（Kさん）
の出来ばえになっ
ている。

5859
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は
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（
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建
敏
行
さ
ん
の
父
親
で
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で
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、
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建
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務
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が
手
が
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た

新
築
一
戸
建
て
は
約
1
5
0
棟
。
社

員
10
名
の
工
務
店
と
し
て
は
、
驚
く

よ
う
な
数
字
だ
。
た
だ
、
根
建
さ
ん

経
営
。
大
和
、
厚
木
周
辺
の
住
宅
の

防
音
工
事
や
増
改
築
工
事
な
ど
を
手

が
け
る
大
工
と
し
て
仕
事
を
し
て
い

た
ら
し
い
。
根
建
さ
ん
は
、
そ
ん
な

父
親
の
背
中
を
見
な
が
ら
育
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
学
校
を
卒
業
後
、
一

時
ほ
か
の
仕
事
を
し
て
み
た
も
の
の
、

や
が
て
父
親
の
元
に
戻
り
大
工
修
業

を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
最
初
か
ら
大
工
に
な
り
た
い
と
思

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ん
で

す
が
、
も
の
づ
く
り
は
小
さ
い
頃
か

ら
好
き
で
し
た
」

　根
建
さ
ん
は
建
築
の
専
門
教
育
を

受
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、

の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、「
が
ん
ば
っ

て
、
バ
リ
バ
リ
受
注
を
増
や
し
ま
し

た
」
と
い
う
貪
欲
な
姿
勢
は
ま
っ
た

く
感
じ
ら
れ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
、
受
け
て
い
る
う
ち
に
増
え
て

し
ま
っ
た
と
い
っ
た
印
象
だ
ろ
う
か
。

　そ
も
そ
も
、
小
さ
な
請
負
仕
事
が

中
心
だ
っ
た
根
建
工
務
店
が
、
新
築

一
戸
建
て
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
の

は
、
90
年
代
後
半
か
ら
。
大
工
と
し

て
一
人
前
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
根
建

さ
ん
が
、
不
動
産
業
と
組
ん
で
家
を

つ
く
る
方
向
へ
舵
を
切
っ
て
以
来
で

あ
る
。
そ
の
た
め
現
在
の
根
建
工
務

店
の
仕
事
の
大
半
は
、
不
動
産
業
か

ら
の
紹
介
で
つ
く
る
、い
わ
ゆ
る「
売

り
建
て
住
宅
」
だ
。
不
動
産
業
者
が
、

土
地
を
購
入
し
た
お
客
さ
ん
に
施
工

者
を
紹
介
す
る
仕
組
み
で
、「
建
築
条

件
付
き
」
と
し
て
根
建
工
務
店
で
の

家
づ
く
り
が
決
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ

い
の
で
お
断
り
し
て
い
ま
す
。
地
元

の
小
さ
な
不
動
産
屋
さ
ん
と
の
つ
な

が
り
を
大
事
に
し
た
い
」
と
、
30
軒

以
上
の
不
動
産
業
者
と
付
き
合
い
つ

づ
け
る
。
ま
た
、
会
社
と
し
て
建
築

士
登
録
を
し
て
い
な
い
の
も
特
徴
だ

ろ
う
。「
設
計
は
、
外
部
の
設
計
者
に

お
願
い
し
ま
す
。
設
計
者
の
方
か
ら

の
仕
事
の
紹
介
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
関
係
は
く
ず
し
た
く
な
い
」。こ

の
誠
実
さ
と
堅
実
性
、
さ
ら
に
大
工

出
身
の
社
長
が
目
を
光
ら
せ
る
技
術

力
が
、
地
元
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
理
由
に
ち
が
い
な
い
。

　当
面
の
目
標
は
社
内
体
制
の
強
化
。

「
と
に
か
く
人
が
た
り
な
い
状
況
な

の
で
、
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に

も
十
分
な
対
応
が
で
き
て
い
な
い
」

の
が
現
在
の
悩
み
の
種
。
今
年
に
入

っ
て
か
ら
設
計
ス
タ
ッ
フ
を
と
る
な

ど
少
し
ず
つ
体
制
固
め
を
進
め
る
。

「
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
」。控
え
め
な

根
建
さ
ん
の
言
葉
の
奥
に
、
そ
ん
な

意
欲
が
透
け
て
見
え
た
。

も
多
い
。

「
直
接
依
頼
を
受
け
る
注
文
住
宅
に

比
べ
る
と
、
こ
だ
わ
り
が
強
い
お
客

さ
ん
は
少
な
い
」（
根
建
さ
ん
）
か
ら
、

効
率
的
に
工
事
が
進
め
ら
れ
る
の
だ

と
い
う
。
た
と
え
ば
断
熱
性
能
に
関

し
て
は
、「
基
本
仕
様
と
し
て
、
断
熱

性
の
高
い
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
外
張
り

断
熱
す
る
構
法
と
発
泡
ウ
レ
タ
ン
で

充
塡
断
熱
を
す
る
構
法
の
2
種
類
を

用
意
し
て
、
選
ん
で
も
ら
う
」
方
式

を
採
用
。
基
本
仕
様
が
決
ま
っ
て
い

る
た
め
、
建
て
主
も
希
望
が
絞
り
や

す
い
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
以
外
の
希
望
に
も
対
応
は
可
能

だ
が
、
基
本
仕
様
か
ら
大
き
く
は
ず

れ
る
よ
う
な
要
望
は
少
な
い
。
こ
う

し
た
、
住
ま
い
手
側
の
姿
勢
を
見
き

わ
め
た
家
づ
く
り
に
加
え
て
、
お
も

し
ろ
い
の
が
根
建
さ
ん
の
姿
勢
。

「
大
き
な
開
発
な
ど
は
手
が
た
り
な

父
親
か
ら
大
工
の

イ
ロハ
を
学
ぶ

ニ
ー
ズ
を
見
き
わ
め
た

家
づ
く
り

根
建
敏
行

正面外観。大きな
家型に包まれるよ
うな表情が印象的。

nedate CONSTRUCTION

nedate CONSTRUCTION

ねだて・としゆき
1971年神奈川県生
まれ。神奈川県立
厚木南高校卒業後、
92年根建工務店入
社。2012年から代
表取締役。「関連す
るすべての業者さ
んの和を大切に、
人のつながりを重
視する」をモット
ーに、幅広い人脈
を築いている。

写真上／根建工務
店本社前にて。下
／根建工務店が施
工した鎌倉市・K
邸のリビングを見
下ろす（以下、左
ページの写真はす
べてK邸）。２層吹
抜けのダイナミッ
クな空間に明るい
光が降り注ぐ。

右／１階浴室。左
／１階浴室脇のト
イレ。海が好きだ
ったKさんが土地
探しから始めた家
づくりは、知り合
いからの推薦で根
建工務店にたどり
着いた。引っ越し
てまだ数カ月だが、
「大満足」（Kさん）
の出来ばえになっ
ている。
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会期／2015年7月10日（金）～9月12日（土）

　
宜
蘭
の
風
土
に
根
差
し
た
設
計
集
団
フ
ィ
ー
ル
ド
オ
フ
ィ
ス
・
ア
ー

キ
テ
ク
ツ
は
、
20
数
人
の
メ
ン
バ
ー
を
核
に
し
た
、
現
代
の
台
湾
で
徐

徐
に
成
長
と
拡
大
を
続
け
て
い
る
1
0
0
人
近
く
の
「
想
い
を
同
じ
く

す
る
意
志
同
盟
」
で
あ
る
。
真
実
を
探
し
求
め
る
生
き
方
を
追
求
し
つ

づ
け
て
以
来
、
20
年
の
う
ち
に
よ
う
や
く
組
織
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て

き
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
オ
フ
ィ
ス
に
は
、
純
粋
な
意
志
に
突
き
動
か
さ
れ

て
こ
う
し
た
生
き
方
を
選
ぶ
者
た
ち
が
、
お
の
ず
と
集
ま
っ
て
き
た
。

「
プ
ロ
集
団
と
し
て
地
域
に
根
差
し
、
新
し
い
生
活
を
創
造
し
た
い
」と

夢
見
る
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
こ
の
生
き
方
は
普
遍
的
な
選
択
肢
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
展
が
体
系
的
で
も
な
け
れ
ば
構
成
も
整
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
あ
ま

り
明
確
で
も
な
い
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
フ
ィ

ー
ル
ド
オ
フ
ィ
ス
の
仕
事
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
が
同
時
多
発
的

に
発
生
し
て
い
る
う
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
だ
進
行
中
で
、
今
後
も
手

を
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
日
差
し
と
と
も
に
雰
囲
気
が
変
わ
る
T
O
T
O
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
間
の

空
間
に
触
発
さ
れ
、
本
展
の
テ
ー
マ
と
し
て
4
つ
の
「
気
づ
き
」
を
設

定
し
た
。
こ
れ
ら
に
従
っ
て
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
紆

余
曲
折
の
体
験
を
、
ぜ
ひ
あ
な
た
に
も
追
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
新
た
な
可
能
性
を
求
め
て
ア
メ
リ

カ
に
渡
っ
た
も
の
の
、
結
局
挫
折
し

て
台
湾
へ
戻
り
、
宜
蘭
に
住
み
着
い

た
。
や
が
て
宜
蘭
固
有
の
気
候
や
神
話
、
歴
史
、
反
骨
精
神
に
接
す
る

う
ち
に
、
私
は
こ
の
土
地
の
民
主
的
な
国
民
性
が
失
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
徐
々
に
気
づ
い
て
い
っ
た
。
若
い
世
代
も
専
門
性
と
い
う
縛
り
に

と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、
チ
ャ
ン
ス
は
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
転
が
っ
て
い
る
。

依
頼
主
が
い
な
け
れ
ば
自
分
で
探
せ
ば
い
い
。
そ
う
し
た
発
見
の
蓄
積

と
、
公
共
空
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
帯
状
に
広
が
っ
て
い
く
う
ち
に
、

私
た
ち
の
存
在
は
人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
風
、
水
、
生
態
系
は
、
都
市
を
抜

け
、
そ
の
先
へ
流
れ
て
い
く
。
そ
の

流
れ
の
な
か
で
は
、
自
分
さ
え
よ
け

れ
ば
い
い
と
い
う
発
想
で
は
、
都
市
は
い
ず
れ
廃
れ
る
。
都
市
と
田
園

は
互
い
に
助
け
あ
い
つ
つ
、
双
方
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
で
、
よ
り

建
設
的
に
全
体
を
運
営
で
き
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
私
た
ち
が

途
中
で
匙
を
投
げ
た
り
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て
か
ら
は
、
各
方
面
の
専

門
家
た
ち
が
知
恵
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ど
う
に
か
実
務
を

こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
キ
ャ
ノ
ピ
ー
の
実
質
的
な
機
能
は
、

意
識
的
に
つ
く
ら
れ
た
「
空
白
」
で

あ
り
、
民
主
的
で
階
級
の
な
い
社
会

を
暗
示
し
て
い
る
。
ほ
ど
よ
い
高
さ
に
基
準
と
な
る
線
が
引
か
れ
る
こ

と
で
、
見
慣
れ
た
風
景
も
ま
た
美
し
く
見
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
大

小
の
キ
ャ
ノ
ピ
ー
を
通
じ
て
、
建
築
は
、
文
化
の
違
い
や
政
治
の
変
動

を
超
え
て
、
時
の
経
過
に
耐
え
ら
れ
る
の
だ
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

　
本
展
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
「
宜

蘭
県
立
櫻
花
陵
園
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
環
境
に
配
慮

し
た
土
木
工
学
的
技
術
に
加
え
、
晴

れ
た
空
と
雨
と
霧
と
こ
だ
ま
が
交
互
に
登
場
す
る
映
像
に
よ
っ
て
現
地

の
空
気
を
再
現
す
る
。
そ
の
映
像
か
ら
、
3
本
の
川
が
三
角
州
で
合
流

し
、
幾
重
に
も
連
な
る
砂
丘
の
層
が
太
平
洋
に
向
け
て
一
面
に
広
が
る

宜
蘭
の
光
景
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
れ
ら
私
た
ち
の
気
づ
き
を
通
し
て
、
誰
も
が
一
度
は
、
故
郷
の
美

し
さ
を
守
る
た
め
に
奮
闘
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

Living in Place

文
／
黃 

聲
遠

時
間
と
仲
よ
く

山
、水
、土
、海
と

暮
ら
す

基
準
線
と
し
て
の

キ
ャ
ノ
ピ
ー（
天
蓋
）

た
だ
自
分
の
身
体
に

意
識
を
向
け
、

い
つ
し
か
時
を
忘
れ
る

ホ
ァ
ン・シェン・ユェン

フィールドオフィス・アーキテクツは、日々 の生活体験に根差した創作活動で、
水と緑の豊かな台湾の都市・宜蘭（イーラン）の風景を豊かに描き換えてきました。

また創設者の黃聲遠（ホァン・シェン・ユェン）の思想にひかれた多くの若者が集まり、
同じ志のプロ集団として活動するスタイルは、台湾でも特異な存在といえます。

本展では、彼らの活動や宜蘭の町の変遷を、
模型・写真・映像・インスタレーションなどを用いて、さまざまな角度からご紹介いたします。

“Living in Place”
フィールドオフィス・アーキテクツ展

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
間
で
展
覧
会
を
し
ま
す

気
づ
き
１

気
づ
き
2

気
づ
き
3

気
づ
き
4

田中央工作群 活出場所

フィールドオフィス・アーキテクツ／2008 Photo／ Chen, Min-Jia

会期／2015年7月10日（金）～9月12日（土）

Photo／ Chen, Min-Jia Photo／フィールドオフィス・アーキテクツ Photo／フィールドオフィス・アーキテクツ Photo／ Chen, Min-Jia

次回
予告

会期
2015年10月17日（土）～12月12日（土）
講演会
10月17日（土）日経ホール
＊事前申し込み制／詳細は７月下旬、
TOTOギャラリー・間ウェブサイトに
アップします。

歴史・文化・民族・政治・経済・
気候など、さまざまな現実にたく
ましく向きあい、積極的な取り組
みを展開しているアジア各国。
TOTOギャラリー・間の創設30周
年の節目として、今後の建築の行
方を展望すべく、アジアの建築家
５組を招聘し、彼らのビジョンを
紹介する企画展を開催いたします。

TOTOギャラリー・間
30周年記念展

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 永田町駅

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

所在地
東京都港区南青山1－24－3
TOTO乃木坂ビル3F
電話／03（3402）1010
ファクス／03（3423）4085
開館時間／11：00～18：00
休館日／月曜日・祝日、
展示替え期間、夏期休暇

（8月8日［土］～17日［月］）、
年末年始
入場料／無料
アクセス
●東京メトロ千代田線

「乃木坂」駅下車 3番出口徒歩1分
●都営地下鉄大江戸線

「六本木」駅下車 7番出口徒歩6分
●東京メトロ日比谷線

「六本木」駅下車 4a出口徒歩7分
●東京メトロ銀座線・
半蔵門線、都営地下鉄大江戸線

「青山一丁目」駅下車
4番出口徒歩7分

TOTO
ギャラリー・間

www.toto.co.jp/gallerma/

青山霊園

フィールドオフィス・アーキテクツは、黃聲遠（ホァン・シェ
ン・ユェン）氏によって設立され、台湾の“宜蘭県”を中心に
活動を続けている。黃聲遠氏は1963年台北市生まれ。1986年台
湾東海大学を卒業後に渡米し、1991年イェール大学大学院修士
課程を修了後、エリック・オーウェン・モスの事務所に勤務。
1994年の台湾帰国と同時に宜蘭へ移住し、フィールドオフィス
を開設した。その後20年間に、China Design Exhibition Outstanding 
Spatial Design Award（2012）やChinese Architecture Media 
Awards Best Architecture Award（2012）など、国内外で20
以上の賞を獲得している。

T
O

T
O

  G
A

L
L

E
R

Y
  M

A

櫻花陵園入口橋 2003-2008 フィールド・ドミトリー（リノベーション） 2007-2011 津梅橋遊歩道 2005-2008 羅東文化工場 1994-2014

Next Exhibition
at

TOTO
GALLERY・MA

フィールドオフィス・アーキテクツ
田中央工作群
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会期／2015年7月10日（金）～9月12日（土）

　
宜
蘭
の
風
土
に
根
差
し
た
設
計
集
団
フ
ィ
ー
ル
ド
オ
フ
ィ
ス
・
ア
ー

キ
テ
ク
ツ
は
、
20
数
人
の
メ
ン
バ
ー
を
核
に
し
た
、
現
代
の
台
湾
で
徐

徐
に
成
長
と
拡
大
を
続
け
て
い
る
1
0
0
人
近
く
の
「
想
い
を
同
じ
く

す
る
意
志
同
盟
」
で
あ
る
。
真
実
を
探
し
求
め
る
生
き
方
を
追
求
し
つ

づ
け
て
以
来
、
20
年
の
う
ち
に
よ
う
や
く
組
織
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て

き
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
オ
フ
ィ
ス
に
は
、
純
粋
な
意
志
に
突
き
動
か
さ
れ

て
こ
う
し
た
生
き
方
を
選
ぶ
者
た
ち
が
、
お
の
ず
と
集
ま
っ
て
き
た
。

「
プ
ロ
集
団
と
し
て
地
域
に
根
差
し
、
新
し
い
生
活
を
創
造
し
た
い
」と

夢
見
る
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
こ
の
生
き
方
は
普
遍
的
な
選
択
肢
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
展
が
体
系
的
で
も
な
け
れ
ば
構
成
も
整
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
あ
ま

り
明
確
で
も
な
い
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
フ
ィ

ー
ル
ド
オ
フ
ィ
ス
の
仕
事
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
が
同
時
多
発
的

に
発
生
し
て
い
る
う
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
だ
進
行
中
で
、
今
後
も
手

を
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
日
差
し
と
と
も
に
雰
囲
気
が
変
わ
る
T
O
T
O
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
間
の

空
間
に
触
発
さ
れ
、
本
展
の
テ
ー
マ
と
し
て
4
つ
の
「
気
づ
き
」
を
設

定
し
た
。
こ
れ
ら
に
従
っ
て
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
紆

余
曲
折
の
体
験
を
、
ぜ
ひ
あ
な
た
に
も
追
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
新
た
な
可
能
性
を
求
め
て
ア
メ
リ

カ
に
渡
っ
た
も
の
の
、
結
局
挫
折
し

て
台
湾
へ
戻
り
、
宜
蘭
に
住
み
着
い

た
。
や
が
て
宜
蘭
固
有
の
気
候
や
神
話
、
歴
史
、
反
骨
精
神
に
接
す
る

う
ち
に
、
私
は
こ
の
土
地
の
民
主
的
な
国
民
性
が
失
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
徐
々
に
気
づ
い
て
い
っ
た
。
若
い
世
代
も
専
門
性
と
い
う
縛
り
に

と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、
チ
ャ
ン
ス
は
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
転
が
っ
て
い
る
。

依
頼
主
が
い
な
け
れ
ば
自
分
で
探
せ
ば
い
い
。
そ
う
し
た
発
見
の
蓄
積

と
、
公
共
空
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
帯
状
に
広
が
っ
て
い
く
う
ち
に
、

私
た
ち
の
存
在
は
人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
風
、
水
、
生
態
系
は
、
都
市
を
抜

け
、
そ
の
先
へ
流
れ
て
い
く
。
そ
の

流
れ
の
な
か
で
は
、
自
分
さ
え
よ
け

れ
ば
い
い
と
い
う
発
想
で
は
、
都
市
は
い
ず
れ
廃
れ
る
。
都
市
と
田
園

は
互
い
に
助
け
あ
い
つ
つ
、
双
方
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
で
、
よ
り

建
設
的
に
全
体
を
運
営
で
き
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
私
た
ち
が

途
中
で
匙
を
投
げ
た
り
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て
か
ら
は
、
各
方
面
の
専

門
家
た
ち
が
知
恵
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ど
う
に
か
実
務
を

こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
キ
ャ
ノ
ピ
ー
の
実
質
的
な
機
能
は
、

意
識
的
に
つ
く
ら
れ
た
「
空
白
」
で

あ
り
、
民
主
的
で
階
級
の
な
い
社
会

を
暗
示
し
て
い
る
。
ほ
ど
よ
い
高
さ
に
基
準
と
な
る
線
が
引
か
れ
る
こ

と
で
、
見
慣
れ
た
風
景
も
ま
た
美
し
く
見
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
大

小
の
キ
ャ
ノ
ピ
ー
を
通
じ
て
、
建
築
は
、
文
化
の
違
い
や
政
治
の
変
動

を
超
え
て
、
時
の
経
過
に
耐
え
ら
れ
る
の
だ
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

　
本
展
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
「
宜

蘭
県
立
櫻
花
陵
園
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
環
境
に
配
慮

し
た
土
木
工
学
的
技
術
に
加
え
、
晴

れ
た
空
と
雨
と
霧
と
こ
だ
ま
が
交
互
に
登
場
す
る
映
像
に
よ
っ
て
現
地

の
空
気
を
再
現
す
る
。
そ
の
映
像
か
ら
、
3
本
の
川
が
三
角
州
で
合
流

し
、
幾
重
に
も
連
な
る
砂
丘
の
層
が
太
平
洋
に
向
け
て
一
面
に
広
が
る

宜
蘭
の
光
景
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
れ
ら
私
た
ち
の
気
づ
き
を
通
し
て
、
誰
も
が
一
度
は
、
故
郷
の
美

し
さ
を
守
る
た
め
に
奮
闘
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

Living in Place

文
／
黃 

聲
遠

時
間
と
仲
よ
く

山
、水
、土
、海
と

暮
ら
す

基
準
線
と
し
て
の

キ
ャ
ノ
ピ
ー（
天
蓋
）

た
だ
自
分
の
身
体
に

意
識
を
向
け
、

い
つ
し
か
時
を
忘
れ
る

ホ
ァ
ン・シェン・ユェン

フィールドオフィス・アーキテクツは、日々 の生活体験に根差した創作活動で、
水と緑の豊かな台湾の都市・宜蘭（イーラン）の風景を豊かに描き換えてきました。

また創設者の黃聲遠（ホァン・シェン・ユェン）の思想にひかれた多くの若者が集まり、
同じ志のプロ集団として活動するスタイルは、台湾でも特異な存在といえます。

本展では、彼らの活動や宜蘭の町の変遷を、
模型・写真・映像・インスタレーションなどを用いて、さまざまな角度からご紹介いたします。

“Living in Place”
フィールドオフィス・アーキテクツ展

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
間
で
展
覧
会
を
し
ま
す

気
づ
き
１

気
づ
き
2

気
づ
き
3

気
づ
き
4

田中央工作群 活出場所

フィールドオフィス・アーキテクツ／2008 Photo／ Chen, Min-Jia

会期／2015年7月10日（金）～9月12日（土）

Photo／ Chen, Min-Jia Photo／フィールドオフィス・アーキテクツ Photo／フィールドオフィス・アーキテクツ Photo／ Chen, Min-Jia

次回
予告

会期
2015年10月17日（土）～12月12日（土）
講演会
10月17日（土）日経ホール
＊事前申し込み制／詳細は７月下旬、
TOTOギャラリー・間ウェブサイトに
アップします。

歴史・文化・民族・政治・経済・
気候など、さまざまな現実にたく
ましく向きあい、積極的な取り組
みを展開しているアジア各国。
TOTOギャラリー・間の創設30周
年の節目として、今後の建築の行
方を展望すべく、アジアの建築家
５組を招聘し、彼らのビジョンを
紹介する企画展を開催いたします。

TOTOギャラリー・間
30周年記念展

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 永田町駅

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

所在地
東京都港区南青山1－24－3
TOTO乃木坂ビル3F
電話／03（3402）1010
ファクス／03（3423）4085
開館時間／11：00～18：00
休館日／月曜日・祝日、
展示替え期間、夏期休暇

（8月8日［土］～17日［月］）、
年末年始
入場料／無料
アクセス
●東京メトロ千代田線

「乃木坂」駅下車 3番出口徒歩1分
●都営地下鉄大江戸線

「六本木」駅下車 7番出口徒歩6分
●東京メトロ日比谷線

「六本木」駅下車 4a出口徒歩7分
●東京メトロ銀座線・
半蔵門線、都営地下鉄大江戸線

「青山一丁目」駅下車
4番出口徒歩7分

TOTO
ギャラリー・間

www.toto.co.jp/gallerma/

青山霊園

フィールドオフィス・アーキテクツは、黃聲遠（ホァン・シェ
ン・ユェン）氏によって設立され、台湾の“宜蘭県”を中心に
活動を続けている。黃聲遠氏は1963年台北市生まれ。1986年台
湾東海大学を卒業後に渡米し、1991年イェール大学大学院修士
課程を修了後、エリック・オーウェン・モスの事務所に勤務。
1994年の台湾帰国と同時に宜蘭へ移住し、フィールドオフィス
を開設した。その後20年間に、China Design Exhibition Outstanding 
Spatial Design Award（2012）やChinese Architecture Media 
Awards Best Architecture Award（2012）など、国内外で20
以上の賞を獲得している。

T
O

T
O

  G
A

L
L

E
R

Y
  M

A

櫻花陵園入口橋 2003-2008 フィールド・ドミトリー（リノベーション） 2007-2011 津梅橋遊歩道 2005-2008 羅東文化工場 1994-2014
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TOTOグローバル商品の壁掛け便器
「ネオレストAC」など３点が2015年の
iF design賞を、「ネオレストRH」「C1バ
スルーム・ファニチャー」など３点が
red dot design賞を受賞しました。両賞
は世界的に権威のあるデザイン賞で、
例年50カ国以上から5,000点ほどのエ
ントリーがあります。TOTOの商品は
造形だけでなく、技術力や使いやすさ
の点からも高い評価を受けました。

www.toto.co.jp/publishing

TOTO News 1Book 1Book 2

TOTOの最新情報

TOTOミュージアム8月28日オープン

TOTO出版のお知らせ セラのお知らせ

セラトレーディングでは、水まわり商
品の「CERA ORIGINAL COLLECTION

（セラオリジナルコレクション）」に新し
いバスタブを追加しました。身体を包
み込むような丸みのあるフォルムが魅
力的なバスタブです。材質は、触ると
しっとりとしたきめの細かい人工大理
石を採用。優雅でリラックスしたバス
タイムを堪能したい方におすすめです。

「CERA総合カタログ2015」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。
www.cera.co.jp  Fax：03-3402-7185

「屋根の家」から「ふじようちえん」
を経て、手塚貴晴+由比夫妻がたどり
着いた先とは。建築界内外から幅広い
支持を得る人気シリーズ、「手塚貴晴＋
手塚由比 建築カタログ」の完結編。第
３巻では小児がんの子どもたちが家族
と暮らしながら治療を受けることので
きる病院、「チャイルド・ケモ・ハウス」
や軒を地域住民に〈貸す〉ことで開か
れた施設を目指す「軒の教会」など、
住宅のみならず野心的な公共建築も多
数収録されている。ますます活動の場
を広げる手塚氏の新境地に触れられる
１冊。

イェール大学で建築を学んだホァン・
シェン・ユェン氏が選んだ理想郷は、
台湾・宜蘭（イーラン）だった。宜蘭
の町をよりよくしようと奮闘してきた
ホァンの建築群は、今では地元で絶大
な信頼を得るに至った。ランドスケー
プデザインや隣地を巻き込んだ計画、
さらに自身で設計した建築同士をつな
ぐプロムナードを創出するなど、建築
家の職能を超えて活躍するホァン氏率
いるフィールドオフィス・アーキテク
ツの軌跡を、世界初の作品集として紹
介する。巻頭には都市計画者・小野田
泰明氏（東北大学大学院工学研究科教
授）による解説文も収録。

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。

TOTO Tsushin 2015 Summer

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。

やさしいフォルムの
バスタブ新登場『Living in Place』『手塚貴晴＋手塚由比

建築カタログ3』

TOTO News 4

www.toto.co.jp/gallerma

TOTOグローバル商品
各種デザイン賞受賞

「TOTO NEW MATERIAL（ニューマ
テリアル）カタログ」が2015年８月に
リニューアル。TOTOの海外拠点で人
気の水栓シリーズを新たに追加。また、
使い勝手のよい人気のハーフベッセル
シリーズや、ステンレスヘアライン仕
上げのアクアオート水栓をはじめ、デ
ザインにこだわった手洗い水栓など、
さまざまなシーンでご使用いただける
商品が、この秋多数発売予定です。

「TOTO NEW MATERIALカタログ」
のご請求は、TOTOホームページにて
お申し込みください（８月１日より）。

TOTO News 2

www.toto.co.jp/tnm

「TOTO NEW MATERIAL
カタログ」リニューアル

TOTO News 3

TOTOギャラリー・間が
創設30周年を迎えます

iF design award：www.ifdesign.de/
red dot design award：www.red-dot.de/

みなさまに支えられ、「TOTOギャラリ
ー・間」は、本年10月に創設30周年を
迎えます。開設当初から建築やデザイ
ンのすばらしさをお伝えしたい、少し
でも身近に感じていただきたいとの思
いで走りつづけてきました。これから
も建築・デザインの魅力を広く、国内
から海外へと発信していきます。
30周年記念展では、中国、タイ、ベト
ナム、シンガポール、日本から、エネ
ルギーあふれる30～40代の若手建築家
５組を迎え、現在のアジアの建築がも
つ力をご紹介します。

N e w s  F i l e

● 著者／フィールドオフィス・アーキテクツ+ホァン・シェン・ユェン
● 定価／2,600円（予価）
● 体裁／A5判（148×210㎜）、
　並製、288ページ
● 発行日：2015年7月9日（予定）

● 著者／手塚貴晴＋手塚由比
● 定価／2,700円
● 体裁／A5判（148×210㎜）、
　並製、376ページ、和英併記
● 発行日：2015年7月3日（予定）

ネオレストRH

ネオレストAC TLXS20B（8月発売予定）

「TOTOミュージアム」外観イメージ

CEY41814／690,000円（税別）

TOTOは、本社敷地内（北九州市小倉
北区）に「TOTOミュージアム」を20
15年８月28日（金）にオープンいたし
ます。TOTO創業100周年を記念して
設立する「TOTOミュージアム」は、
北九州ショールーム、TOTOミュージ
アム（旧TOTO歴史資料館）などを集
約した施設となります。生活文化を創
造してきたその足跡や、「創立から現在、
そしてこれからのTOTO」をお伝えす
る場として魅力ある施設を目指します。
みなさまのご来館お待ちしております。

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

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
永田町駅

六本木通り

外苑前駅

赤坂見附駅

赤坂通り
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

◀至渋谷
● 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／月曜日・祝日・
　「TOTOギャラリー・間」
　休館中の土曜日・日曜日・
　夏期休暇・年末年始

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

● 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（3402）7134
● ファクス／03（3796）6155
● 営業時間／10 : 00～17 : 00
● 定休日／月曜日・祝日・
　夏期休暇・年末年始

セラトレーディング
Cera Trading

次号『TOTO通信』は2015年10月上旬発行の予定です。

6263

Present!

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。



TOTOグローバル商品の壁掛け便器
「ネオレストAC」など３点が2015年の
iF design賞を、「ネオレストRH」「C1バ
スルーム・ファニチャー」など３点が
red dot design賞を受賞しました。両賞
は世界的に権威のあるデザイン賞で、
例年50カ国以上から5,000点ほどのエ
ントリーがあります。TOTOの商品は
造形だけでなく、技術力や使いやすさ
の点からも高い評価を受けました。

www.toto.co.jp/publishing

TOTO News 1Book 1Book 2

TOTOの最新情報

TOTOミュージアム8月28日オープン

TOTO出版のお知らせ セラのお知らせ

セラトレーディングでは、水まわり商
品の「CERA ORIGINAL COLLECTION

（セラオリジナルコレクション）」に新し
いバスタブを追加しました。身体を包
み込むような丸みのあるフォルムが魅
力的なバスタブです。材質は、触ると
しっとりとしたきめの細かい人工大理
石を採用。優雅でリラックスしたバス
タイムを堪能したい方におすすめです。

「CERA総合カタログ2015」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。
www.cera.co.jp  Fax：03-3402-7185

「屋根の家」から「ふじようちえん」
を経て、手塚貴晴+由比夫妻がたどり
着いた先とは。建築界内外から幅広い
支持を得る人気シリーズ、「手塚貴晴＋
手塚由比 建築カタログ」の完結編。第
３巻では小児がんの子どもたちが家族
と暮らしながら治療を受けることので
きる病院、「チャイルド・ケモ・ハウス」
や軒を地域住民に〈貸す〉ことで開か
れた施設を目指す「軒の教会」など、
住宅のみならず野心的な公共建築も多
数収録されている。ますます活動の場
を広げる手塚氏の新境地に触れられる
１冊。

イェール大学で建築を学んだホァン・
シェン・ユェン氏が選んだ理想郷は、
台湾・宜蘭（イーラン）だった。宜蘭
の町をよりよくしようと奮闘してきた
ホァンの建築群は、今では地元で絶大
な信頼を得るに至った。ランドスケー
プデザインや隣地を巻き込んだ計画、
さらに自身で設計した建築同士をつな
ぐプロムナードを創出するなど、建築
家の職能を超えて活躍するホァン氏率
いるフィールドオフィス・アーキテク
ツの軌跡を、世界初の作品集として紹
介する。巻頭には都市計画者・小野田
泰明氏（東北大学大学院工学研究科教
授）による解説文も収録。

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。

TOTO Tsushin 2015 Summer

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。

やさしいフォルムの
バスタブ新登場『Living in Place』『手塚貴晴＋手塚由比

建築カタログ3』

TOTO News 4

www.toto.co.jp/gallerma

TOTOグローバル商品
各種デザイン賞受賞

「TOTO NEW MATERIAL（ニューマ
テリアル）カタログ」が2015年８月に
リニューアル。TOTOの海外拠点で人
気の水栓シリーズを新たに追加。また、
使い勝手のよい人気のハーフベッセル
シリーズや、ステンレスヘアライン仕
上げのアクアオート水栓をはじめ、デ
ザインにこだわった手洗い水栓など、
さまざまなシーンでご使用いただける
商品が、この秋多数発売予定です。

「TOTO NEW MATERIALカタログ」
のご請求は、TOTOホームページにて
お申し込みください（８月１日より）。

TOTO News 2

www.toto.co.jp/tnm

「TOTO NEW MATERIAL
カタログ」リニューアル

TOTO News 3

TOTOギャラリー・間が
創設30周年を迎えます

iF design award：www.ifdesign.de/
red dot design award：www.red-dot.de/

みなさまに支えられ、「TOTOギャラリ
ー・間」は、本年10月に創設30周年を
迎えます。開設当初から建築やデザイ
ンのすばらしさをお伝えしたい、少し
でも身近に感じていただきたいとの思
いで走りつづけてきました。これから
も建築・デザインの魅力を広く、国内
から海外へと発信していきます。
30周年記念展では、中国、タイ、ベト
ナム、シンガポール、日本から、エネ
ルギーあふれる30～40代の若手建築家
５組を迎え、現在のアジアの建築がも
つ力をご紹介します。

N e w s  F i l e

● 著者／フィールドオフィス・アーキテクツ+ホァン・シェン・ユェン
● 定価／2,600円（予価）
● 体裁／A5判（148×210㎜）、
　並製、288ページ
● 発行日：2015年7月9日（予定）

● 著者／手塚貴晴＋手塚由比
● 定価／2,700円
● 体裁／A5判（148×210㎜）、
　並製、376ページ、和英併記
● 発行日：2015年7月3日（予定）

ネオレストRH

ネオレストAC TLXS20B（8月発売予定）

「TOTOミュージアム」外観イメージ

CEY41814／690,000円（税別）

TOTOは、本社敷地内（北九州市小倉
北区）に「TOTOミュージアム」を20
15年８月28日（金）にオープンいたし
ます。TOTO創業100周年を記念して
設立する「TOTOミュージアム」は、
北九州ショールーム、TOTOミュージ
アム（旧TOTO歴史資料館）などを集
約した施設となります。生活文化を創
造してきたその足跡や、「創立から現在、
そしてこれからのTOTO」をお伝えす
る場として魅力ある施設を目指します。
みなさまのご来館お待ちしております。

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

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
永田町駅

六本木通り

外苑前駅

赤坂見附駅

赤坂通り
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

◀至渋谷
● 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／月曜日・祝日・
　「TOTOギャラリー・間」
　休館中の土曜日・日曜日・
　夏期休暇・年末年始

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

● 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（3402）7134
● ファクス／03（3796）6155
● 営業時間／10 : 00～17 : 00
● 定休日／月曜日・祝日・
　夏期休暇・年末年始

セラトレーディング
Cera Trading

次号『TOTO通信』は2015年10月上旬発行の予定です。

6263
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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。
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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。


