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

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

連
合
会
認
定
の
植
物
油
イ
ン
キ
を
主
に
使
用
し
て
い
ま
す
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伝統的なスタイルには、ある種の重さがある。背後に歴史や教養などの意味合いをはらみ、作法
も多く、気軽には使いにくいこともある。正統な日本建築の道では、きびしい修業が課されるう
え、そもそも「和風」というレッテルを好まない建築家も少なからずいるにちがいない。
とはいえ、日本建築の長い歴史のなかで育まれた知性や感性はたくさんあるのだから、先人の賜
物に学ばない手はない。時にはよい意味で軽く、もっと自由に、日本的なものを自分のものにで
きないだろうか。正統な日本建築ではないかもしれないが、独自に和を展開させた建築を特集す
る。偶然か必然か、そうした建築はどこか気持ちを明るくさせる。それが、「明るい和風」。
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築
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が
設
計
し
た

「
千
代
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命
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9
6
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和

室
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し
じ
ゅ
う
か
ら
の

間
」。障
子
は
竹
林
の
よ

う
な
独
特
の
デ
ザ
イ
ン

に
な
っ
て
い
る
。

独
自
の
和
の
展
開
と
い

う
と
、
ま
ず
第
一
に
村

野
藤
吾
を
思
い
出
す
。

正
統
な
日
本
建
築
で
は

な
く
て
も
、
不
思
議
と

し
っ
く
り
く
る
村
野
の

和
風
建
築
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
。
そ
の
ひ
と
つ
で

あ
る
「
千
代
田
生
命
本

社
ビ
ル
（
現
・
目
黒
区

総
合
庁
舎
）
」
の
和
室

「
し
じ
ゅ
う
か
ら
の
間
」

に
て
、
村
野
藤
吾
の
研

究
者
と
し
て
知
ら
れ
る

建
築
評
論
家
・
長
谷
川

堯
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

過
去
や
未
来
の
た
め
に

現
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を
犠
牲
に

す
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よ
う
な
設
計
を

村
野
さ
ん
は
し
な
い

長
谷
川 

堯
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村野藤吾による和風意匠。
６ページ写真右上／「大
阪新歌舞伎座」（1958）の
手すり。右中／「三養荘 
新館」（88）の瓢簞型の開
口。右下／「志摩観光ホ
テル 客室」（83）の木瓜型
の照明。中上／「ウェス
ティン都ホテル京都 佳
水園」（59）の鉄砲狭間の
ような開口。中中／「志
摩観光ホテル 宴会場」
の天井照明。中下／「大
阪新歌舞伎座」の彫刻家
・辻晉堂による棟飾り。
左上／「浪花組本社ビル」

（64）の海鼠壁風の外壁。
左中／「高輪プリンスホ
テル 和室 秀明」（82）の大
広間「舞」。猪の目の壁龕
照明。左下／「帝国ホテ
ル なだ万」（70）のカウン
ター脇の窓枠の装飾。７
ページ写真／「大阪新歌
舞伎座」の連続唐破風。
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「大阪新歌舞伎座」

1958年

「千代田生命本社ビル」
現・目黒区総合庁舎

現
在
は
目
黒
区
の
総
合
庁

舎
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い

る
、
千
代
田
生
命
の
旧
本

社
ビ
ル
。
住
宅
の
多
い
周

辺
環
境
に
配
慮
し
、
鉄
と

ガ
ラ
ス
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル

の
表
情
を
和
ら
げ
る
た
め
、

全
体
を
ア
ル
キ
ャ
ス
ト
の

ル
ー
バ
ー
で
覆
っ
て
い
る
。

足
下
に
は
和
室
「
し
じ
ゅ

う
か
ら
の
間
」。

大
阪
・
難
波
の
御
堂
筋
通

り
に
建
つ
劇
場
。
1
9
5

8
年
に
開
館
し
、
2
0
0

9
年
に
閉
館
。
施
主
か
ら

「
桃
山
調
」と
い
う
依
頼
が

あ
り
、
二
条
城
な
ど
を
モ

デ
ル
に
し
な
が
ら
も
、
正

面
の
全
面
を
覆
う
連
続
唐

破
風
や
室
内
意
匠
な
ど
に

独
創
的
な
デ
ザ
イ
ン
が
見

ら
れ
る
。
写
真
は
、
御
堂

筋
通
り
側
の
正
面
外
観
。

―
―
今
号
で
は
、
正
統
な
日
本
建
築
の
ス
タ
イ
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
日
本
の
伝
統
的
な

意
匠
や
材
料
を
用
い
て
い
る
建
築
を
特
集
し
ま
す
。「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」（
1
9
5
8
）
の

唐
破
風
な
ど
、
村
野
藤
吾
も
正
統
な
日
本
建
築
と
は
異
な
る
和
風
意
匠
の
用
い
方
を
し
ま

す
ね
。

長
谷
川 

堯
　
か
つ
て
僕
は
村
野
さ
ん
に
、「
先
生
は
日
本
建
築
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て

設
計
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
何
度
か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
村
野
さ
ん
に

は
い
つ
も
「
私
の
は
日
本
建
築
な
ん
て
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。「
和
風
」
と
言
わ
れ
る
の
は
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
け
ど
、「
日
本
建
築
」
と
言
わ
れ
る

と
困
る
、
と
い
う
答
え
だ
っ
た
の
で
す
。
じ
つ
は
当
時
は
、
こ
の
答
え
の
意
味
が
よ
く
わ

か
ら
な
く
て
、
村
野
さ
ん
特
有
の
一
種
の
照
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
村
野
さ
ん
は
、
歴
史
的
な
日
本
建
築
を
た
い
へ
ん
尊
重
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
た

だ
、
後
で
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
村
野
さ
ん
は
、
伝
統
的
な

日
本
建
築
の
正
統
性
を
引
き
継
い
で
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
を
、
避
け
た
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
工
の
伝
統
的
な
規
矩
準
縄
に
則
っ
て
、
日
本
建
築
を
発
展
さ

せ
て
い
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
、
と
彼
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
抵
抗
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
本
人
も
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
過
去
に
手
を
つ
っ

こ
ん
で
自
分
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
現
在
の
建
築
の
デ
ザ
イ

ン
と
し
て
復
活
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
の
つ
く
り
方
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
日
本
の
過

去
に
手
を
つ
っ
こ
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
和
風
建
築
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
い
っ
た
村
野
藤
吾
の
手
法
の
源
泉
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
、『
日
本
建
築
協
会
雑
誌
（
現
・
建
築
と
社
会
）』に
、「
様

式
の
上
に
あ
れ
！
」（
19
）
と
い
う
と
て
も
長
い
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
要
は
和
風

建
築
に
つ
い
て
も
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
な
ん
で
す
よ
。
彼
が
こ
の
論
文
で
述
べ
て
い

る
「
現
在
主
義
」
と
い
う
の
は
、
過
去
の
美
的
カ
ノ
ン
に
の
め
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
マ
ス

タ
ー
し
て
か
ら
自
分
の
設
計
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
日
本
主
義
み
た
い
な
、

あ
る
い
は
当
時
で
い
え
ば
国
粋
主
義
の
よ
う
な
建
築
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
つ
も
り
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
未
来
の
た
め
に
設
計
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
時
代
、
多
く
の
建
築
家
た
ち
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ

イ
ル
を
「
未
来
の
建
築
」
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
邁
進
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ

て
い
ま
し
た
が
、
彼
は
違
っ
た
。
未
来
の
実
現
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
立

い
ま
し
た
が
、
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所
に
就
職
し
て
か
ら
、
そ
の
考
え
が
変
わ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
渡
辺
節
の
村
野
さ
ん
へ
の
オ
ー
ダ
ー
は
、「
売
れ
る
図
面
を
書
い
て
く
れ
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
は
売
れ
な
い

と
徹
底
し
て
言
わ
れ
、
村
野
さ
ん
も
様
式
建
築
を
本
気
で
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。
大
学
で

様
式
建
築
を
高
尚
に
学
ぶ
の
と
は
違
っ
て
、
施
主
が
喜
ぶ
よ
う
な
「
売
る
」
た
め
の
様
式

を
学
ん
だ
の
で
す
よ
。
建
築
の
そ
う
い
う
側
面
を
、
村
野
さ
ん
は
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所

で
見
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
仕
事
を
続
け
る
う
ち
に
、
村
野
さ
ん
の
な
か
で

は
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
と
い
う
想
い
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
要
す
る

に
、
過
去
に
は
真
実
は
な
く
、
未
来
に
も
真
実
は
な
い
。
真
実
が
あ
る
の
は
現
在
だ
け
、

と
い
う
想
い
で
す
。

―
―
仕
事
と
し
て
様
式
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
よ
り
も
現
実
を
重
視
し
た
考

え
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

長
谷
川
　
当
時
の
時
代
背
景

と
し
て
も
、
国
家
や
社
会
を

主
役
に
据
え
て
い
た
時
代
に

対
し
、「
私
」
と
い
う
一
人
称

で
世
界
を
見
て
い
く
よ
う
な
、

現
実
的
な
運
動
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
日
露
戦
争
が

終
わ
っ
て
、
少
し
社
会
に
余

裕
が
出
て
き
た
と
き
に
、
文

学
で
は
白
樺
派
が
出
て
き
た

り
し
て
、
沸
き
立
つ
よ
う
に
「
個
」
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
村
野
さ
ん
が
学
生

時
代
を
送
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
期
で
す
。
そ
し
て
、
学
生
時
代
に
村
野
さ
ん

が
愛
読
し
て
い
た
の
が
、
有
島
武
郎
。
じ
つ
は
、
村
野
さ
ん
と
そ
っ
く
り
な
こ
と
を
有
島

が
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
―
―
こ
の
三
つ
の
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
何
れ
か
を
抱
く
人
の
資
質
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら

れ
る
」（『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』新
潮
社
）
で
す
。
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
過
去
、
リ

ア
リ
ズ
ム
が
現
在
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
未
来
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
、
有
島
は
「
私

に
も
私
の
過
去
と
未
来
と
は
あ
る
。
然
し
私
が
一
番
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
私
は
、
過
去
と
未

来
と
に
挾
ま
れ
た
こ
の
私
だ
。
現
在
の
こ
の
瞬
間
の
私
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
村
野
さ

ん
は
、
有
島
に
共
感
し
、
現
在
の
自
身
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
設
計
の
仕
方
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
と
の
大
事
さ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
大
工
も
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
標
を
定
め
に
く
い
の
で
、
生
産
者
が
計
画
で
き
な
い
つ

く
り
方
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
感
覚
で
す
か
ら
、
時
に
は
共
有
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
、
だ
か
ら
村
野
藤
吾
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
人
も
な
か
に
は
い
ま
す
よ
。

吉
田
五
十
八
の
建
築
は
「
近
代
数
寄
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
追
悼
文
に
は
、

「
近
代
」と
い
う
時
代
と
の
、
村
野
さ
ん
な
り
の
闘
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

こ
の
追
悼
文
を
僕
な
り
に
解
釈
す
る
と
、
多
く
の
近
代
建
築
が
、
資
本
主
義
の
生
産
者
の

論
理
、
あ
る
い
は
メ
ー
カ
ー
の
論
理
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
自
分
は
違
う
、

と
い
う
主
張
で
す
。
自
分
は
単
純
に
は
生
産
者
の
側
に
は
立
っ
て
い
な
く
て
、
メ
ー
カ
ー

と
ユ
ー
ザ
ー
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
両
者
を
調
整
す
る
の
が
自
分
の
仕
事
だ
と
思
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
生
産
者
側
が
計
画
で
き
な
い
部
分
に
こ
そ
、
心
を
こ
め
て
、
使
う
側
が
気

持
ち
い
い
よ
う
に
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
、
そ

れ
が
自
分
の
和
風
建
築
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
解
釈
し

て
い
ま
す
。

―
―
建
築
史
家
の
伊
藤
て
い
じ
は
、「
大
壁
造
に

よ
る
木
割
か
ら
の
解
放
」
な
ど
、
吉
田
五
十
八

の
「
近
代
数
寄
屋
」
の
特
徴
を
6
つ
挙
げ
て
、

そ
の
手
法
を
整
理
し
て
い
ま
す
が
、
村
野
藤
吾

の
建
築
の
場
合
、
そ
う
い
う
整
理
は
難
し
い
で

し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
そ
う
、
村
野
さ
ん
の
建
築
は
論

理
で
は
な
い
で
す
か
ら
。
か
つ
て
モ
ダ
ニ
ス
ト

の
側
か
ら
、
村
野
藤
吾
が
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ

て
い
た
の
は
、
そ
の
点
を
つ
か
れ
て
い
た
ん
で

す
。
論
理
が
な
い
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
ね
。

最
近
は
、
村
野
藤
吾
が
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
論
理
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
言
葉
に

は
で
き
な
い
村
野
さ
ん
の
真
価
は
、
今
に
な
っ
て
も
ま
だ
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
哲
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
、
言
葉
や
数
式
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る

知
識
を
「
形
式
知
」、言
葉
な
ど
に
よ
る
表
現
が
難
し
く
、
経
験
や
勘
な
ど
に
基
づ
く
知
識

を
「
暗
黙
知
」
と
定
義
し
ま
し
た
が（『
暗
黙
知
の
次
元
』
筑
摩
書
房
）。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
の
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
追
悼
文
で
は
、
理

解
さ
れ
や
す
い
吉
田
流
は
、
多
く
の
追
従
者
や
亜
流
を
つ
く
り
、
社
会
に
大
き
な
足
跡
を

ん
で
す
。
そ
れ
は
、
も
う
そ
っ
く
り
で
す
よ
。
結
局
、
本
人
に
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
村
野
さ
ん
は
戦
前
か
ら
愛
媛
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く

影
響
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
―
確
か
に
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
は
正
統
な
日
本
建
築
よ
り
も
、
大
衆
的
な
賑
わ
い
を

感
じ
る
道
後
温
泉
の
世
界
観
の
ほ
う
が
近
い
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
、
歌
舞
伎
で
す
か
ら
。
正
統
か
ら
傾
く
、
つ
ま
り
は
ず
れ

る
も
の
で
す
か
ら
。
社
会
体
制
に
は
ま
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
よ
う

な
個
人
主
義
で
す
か
ら
、
あ
れ
く
ら
い
傾
い
て
い
て
当
然
で
す
。

―
―
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
と
い
え
ば
、
村
野
藤
吾
の
和
風
は
、
古
歌
を
自
作
に
取
り
入
れ
て

自
分
の
和
歌
を
つ
く
る
「
本
歌
取
り
の
手
法
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
が
、
村
野
さ
ん
と
し
て
は
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
村
野
さ

ん
は
自
分
自
身
を
表
現
す
る
た
め
に
、
過
去
の
建
築
、
未
来
の
建
築
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
自
分
の
頭
の
中
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
熟
成
さ
せ
る
と
い
う
か
、
発
酵
さ
せ
て
い

た
人
だ
か
ら
、
そ
の
対
象
を
い
わ
ゆ
る
「
本
歌
」
と
し
て
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
る
け
れ

ど
も
、
本
人
は
そ
れ
を
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
の
建
築
を
見
る
と
、
和
風
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
ル
ド
ル
フ
・
シ
ン

ド
ラ
ー
と
か
、
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
建
築
家
か
ら
の
影
響
も
見
て
取
れ

ま
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
は
真
似
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
文
脈
の
な
か
で
、
自
分
の
語

彙
と
し
て
そ
れ
を
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
過
去
の
様
式
の
引
用
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
も
連
想
し
ま
す
。

長
谷
川
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
潮
流
が
1
9
7
0
年
代
に
始
ま
り
ま
す
が
、「
大
阪
新
歌
舞
伎

座
」
は
58
年
で
す
か
ら
、
村
野
藤
吾
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
走
り
だ
と
と
ら
え
る
人
も
い
ま

す
ね
。
た
だ
、
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
70
年
代
の
動
き
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
で
す
よ
。
こ

れ
ま
で
話
し
て
き
た
と
お
り
、
村
野
さ
ん
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
定
式
を
す
べ
て
く
ず
し
て
生

き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
い
う
の
な
ら
、
彼
は
設
計
者
と
し
て
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
や
り
き
っ
た
人
で
す
。

―
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
一
時
代
の
潮
流
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
ひ
と
つ
の
流
派
み
た
い
に
考
え
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
建
築
は
あ
る
時
期
に
は
は
や
っ
た
け
れ
ど
、
ま
た
す
ぐ
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
復
活
し

た
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
一
種
の
徒
花
だ
っ
た
、

と
。
た
だ
、
僕
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
の
本
質
と
い
う
の
は
、
建

築
の
歴
史
は
だ
る
ま
落
と
し
み
た
い
に
、
新
し
い
も
の
の
上
に
さ
ら
に
新
し
い
も
の
が
積

み
重
な
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
後
に
ル
ネ
サ
ン
ス
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
バ
ロ
ッ
ク
が
出

て
き
て
、
と
い
う
ふ
う
に
歴
史
を
学
ぶ
け
れ
ど
、
実
際
の
歴
史
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
誕
生
以
来
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
い
て
き
て
、
21
世
紀
の
現
在
ま
で
、

細
々
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
続
い
て
い
る
ん
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
も
、
バ

ロ
ッ
ク
も
。
日
本
建
築
で
も
、
書
院
造
や
数
寄
屋
、
あ
る
い
は
民
家
な
ど
が
、
今
で
も
生

き
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
今
現
在
の
歴
史
の
断
面
を
切
り
取
れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が

一
番
大
き
な
径
を
も
っ
た
チ
ュ
ー
ブ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
に
も
ゴ
シ
ッ
ク
や
数
寄

屋
の
チ
ュ
ー
ブ
も
細
々
と
残
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
チ
ュ
ー
ブ
の

束
で
な
り
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
大
き
な
束
で
、
こ
の
世
界
全
体
が
覆
わ
れ
る
な
ん
て
幻
想
だ
よ
、
と

い
う
主
張
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
考
え
方
だ
と
理
解
す
る
と
、
そ
れ
は
今
で
も
非
常
に
意
味

を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
村
野
藤
吾
が
考
え
て
い
た
歴
史
観
と
同

じ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
村
野
藤
吾
の
考
え
方
は
、
現
在
の
建
築
家
も
引
き
継
げ
る
も
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
僕
自
身
も
死
に
そ
う
だ
か
ら
、
あ
え
て
言
い
た
い
の
で
す
が（
笑
）、
建
築
家
が

建
築
家
と
し
て
の
主
体
性
を
も
っ
と
も
っ
と
強
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
と
す
ご
く
思
い
ま

す
。
村
野
藤
吾
は
、
時
に
は
時
代
の
潮
流
に
背
を
向
け
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
内
部
に
湧

い
て
く
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
、
和
風
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
過
去
や
未
来
か
ら
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
自
分
の
内
側
で
燃
や
し
て
い
る
よ
う
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
っ
た
人
で
し
た
。
だ
か
ら
村
野
さ
ん
の
よ
う
に
、
自
分
の
内
側
を
も
っ
と
外
側

に
出
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
丹
下
健
三
に
、
人
間

の
尺
度
が
大
事
だ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
な

ど
の
寸
法
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
解
釈
で
は
、
建
築
家

が
自
分
の
内
側
か
ら
湧
い
て
く
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
自
分
の
尺
度
を
設
計
に

投
げ
込
む
こ
と
が
大
事
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

場
を
、
村
野
さ
ん
は
絶
対
に
と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
現
在
主
義
で
す
。

―
―
村
野
藤
吾
の
建
築
に
は
、
時
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
様
式
的
な
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
多
様
な
作
風
も
、
村
野
が
現
在
主
義
者
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
内
部
か
ら
湧
き
出
て
く
る
創
造
力
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
過
去
に
も
未
来
に
も
手
を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
人
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、「
森
五
商
東
京

支
店
」（
31
）、「
大
阪
パ
ン
シ
ョ
ン
」（
32
）、「
宇
部
市
渡
辺
翁
記
念
会
館
」（
37
）
な
ど
は
、
ル

・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
や
ロ
シ
ア
構
成
主
義
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
未
来
の
理

想
を
宣
言
す
る
よ
う
な
未
来
主
義
者
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
未
来
に
手

を
つ
っ
こ
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
現
在
主
義
者
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
同
じ
よ
う

に
、
和
風
建
築
を
手
が
け
る
に
し
て
も
、
現
在
主
義
的
な
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の

「
千
代
田
生
命
本
社
ビ
ル
」（
66
）の
和
室
で
も
、
基
本
的
に
は
和
の
設
え
を
用
い
な
が
ら
も
、

こ
う
い
う
過
去
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
障
子
（
４
〜
５
ペ
ー
ジ
）
を
つ
く
る
こ
と
が
、
彼

に
は
で
き
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

―
―
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
を
書
い
た
と
き
、
村
野
藤
吾
は
ま
だ
20
代
で
す
ね
。
20
代

の
青
年
が
、
過
去
に
も
未
来
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
、
熟
練
と
も
い
え
る
発
言
が
で

き
た
背
景
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

長
谷
川
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
の
原
型
は
、
彼
の
卒
業
論
文
「
都
市
建
築
論
」
に
す
で

に
出
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
考
え
は
出
身
校
の
早
稲
田
大
学
で
の
教
育
の
影

響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
佐
藤
功
一
が
主
任
教
授
で
し
た
が
、
彼
の
ル
ネ

サ
ン
ス
建
築
の
講
義
は
、
じ
つ
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
、
と
村
野
さ
ん
に
聞
か
さ
れ

ま
し
た
よ
。
た
だ
、
設
計
課
題
で
は
、
た
と
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
の
銀
行
建
築
な
ど
と
い
っ
た

様
式
指
定
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
野
さ
ん
は
全
部
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、

「
佐
藤
先
生
は
い
つ
も
僕
の
後
ろ
を
通
り
す
ぎ
、
ほ
か
の
学
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま

う
」
と
村
野
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
僕
は
佐
藤
功
一
は
村
野
さ
ん
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
通
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
む
し
ろ
言
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

う
か
、
あ
の
時
代
の
学
生
の
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。

―
―
過
去
の
様
式
を
学
ぶ
環
境
に
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
は
未
来
的
な
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

取
り
組
み
、
両
極
の
世
界
の
狭
間
に
い
た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
早
稲
田
大
学
を
出
た
ば
か
り
の
頃
は
、
ま
だ
未
来
主
義
的
な
価
値
観
を
も
っ
て

―
―
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
村
野
の
考
え
が
、
和
風
建
築
に
対
し
て
も
表
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
同
時
代
の
建
築
家
と
比
べ
る
と
、
た
と
え
ば
吉
田
五
十
八
と
は
和
へ
の
向
き
合
い

方
が
だ
い
ぶ
異
な
り
ま
す
。

長
谷
川
　
吉
田
五
十
八
と
村
野
さ
ん
は
同
世
代
の
、
と
て
も
仲
の
よ
い
仲
間
同
士
で
し
た
。

お
も
に
吉
田
五
十
八
は
東
京
で
、
村
野
藤
吾
は
関
西
で
活
躍
し
、
お
互
い
を
意
識
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
ね
。
吉
田
五
十
八
が
亡
く
な
っ
た
後
、
村
野
さ
ん
は
「
吉
田
流
私
見
『
吉

田
五
十
八
先
生
の
一
周
忌
を
迎
え
て
』」（『
建
築
雑
誌
』
75
年
3

月
号
、
日
本
建
築
学
会
）
と
い
う
追
悼
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
な
か
な
か
す
ご
い
文
章
で
し
て
、
追
悼
文
な
の
に
、
あ

る
種
の
吉
田
五
十
八
批
判
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ（
笑
）。
そ

こ
で
村
野
さ
ん
は
、
東
京
の
職
人
が
隅
々
ま
で
非
常
に
正
確
に

仕
上
げ
る
こ
と
に
感
心
し
、
そ
こ
に
吉
田
五
十
八
の
影
響
を
感

じ
た
と
書
い
て
い
る
の
に
、
続
く
後
々
の
文
章
で
は
、
正
確
な

仕
事
に
は
味
気
が
な
い
、
遊
び
や
自
然
味
も
な
い
、
と
い
っ
た

こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
逆
に
村
野
さ
ん
の
流
儀
は
、
自
然

や
遊
び
を
意
図
し
た
好
み
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

―
―
吉
田
五
十
八
と
自
分
を
、
対
の
存
在
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
も
の
づ
く
り
に
は
2
種
類
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
吉
田
流
の
も
の
の
つ
く
り
方

は
、
計
画
で
き
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ピ
シ
ッ
と
目
に
見
え
る
正
確
な
つ
く
り
方

で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
腕
と
か
、
か
け
る
べ
き
大
工
の

手
間
な
ど
が
、
計
画
で
き
る
つ
く
り
方
だ
と
。
そ
う
い
う
建
築
は
、

建
築
を
享
受
す
る
側
で
は
な
く
、
生
産
者
の
論
理
で
で
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
自
分
の
建
築
は
、
た
く
さ
ん
の
計
画
で

き
な
い
も
の
を
含
ま
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
絹
を
裏
地
に
表

を
木
綿
に
し
た
衣
物
で
美
人
に
見
せ
る
よ
う
な
お
洒
落
」
と
い
う

考
え
方
で
、
腕
の
よ
さ
を
殺
し
、
技
を
隠
し
て
、
時
に
は
遊
び
を

交
え
な
が
ら
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
心
を
込
め
て
建
築
を
つ
く
る

残
し
た
、
と
い
っ
て
吉
田
五
十
八
の
功
績
を
た
た
え
な
が
ら
、
一
方
で
自
分
は
違
う
、
と

い
う
こ
と
を
暗
に
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
追
悼
文
と
い
い
な
が
ら
、
自

分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
が
、
あ
の
文
章
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す（
笑
）。
建
築
家
が
自

分
の
身
体
を
建
築
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
、
そ
の
空
間
を
使
う
人
間
に
と
っ
て
使
い
や
す

い
の
は
当
然
だ
け
ど
、
心
地
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
親
し
げ
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
い
つ
も
触
っ
て
い
た
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
論
理
で

は
な
く
、
経
験
や
勘
な
ど
も
結
集
さ
せ
て
つ
く
り
あ
げ
る
の
が
建
築
家
の
仕
事
な
ん
だ
よ
、

と
村
野
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
僕
に
は
思
え
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
に
し
て
も
、「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
で
の
唐
破
風
の
用

い
方
は
大
胆
で
す
。

長
谷
川
　
あ
の
建
築
の
是
非
は
意
見
が
分
か
れ
る
の
で
す
が
、

僕
は
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
評
価
し
な
い
で
、
村
野
藤
吾
を

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
村
野
さ
ん
は
、

先
ほ
ど
の
現
在
主
義
の
手
法
に
よ
っ
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
ソ

ー
ス
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
過
去
か
ら
見
つ
け
て
き
て
、
そ
れ

を
フ
ァ
サ
ー
ド
前
面
に
張
り
付
け
て
連
続
さ
せ
て
い
る
わ
け
。

破
格
の
ア
イ
デ
ア
で
す
よ
。
た
だ
、
僕
も
大
学
を
出
た
頃
は
、

ち
ゃ
き
ち
ゃ
き
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
し
た
か
ら
、
で
き
た
ば
か
り

の
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
写
真
で
見
て
、
村
野
さ
ん
は
変
な

こ
と
を
や
る
な
、
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い（
笑
）。
そ

れ
か
ら
10
年
く
ら
い
た
っ
て
か
ら
大
阪
に
行
っ
た
と
き
、
御
堂

筋
を
歩
い
て
い
て
、
と
に
か
く
、
ま
あ
驚
い
た
ね
。
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
ビ
ル
が
立
ち
並

ぶ
あ
の
通
り
の
な
か
で
、
格
別
に
リ
ア
ル
に
実
存
し
て
い
る
と
い
う
か
、
で
ん
と
構
え
て

い
て
、
す
ご
い
、
や
ら
れ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
キ
ッ
チ
ュ
な
フ
ァ
サ
ー
ド

デ
ザ
イ
ン
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ガ
ツ
ー
ン
と
や
ら
れ
ま
し
た
よ
。

建
築
と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

―
―
あ
の
唐
破
風
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
は
公
表
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
僕
は
原
型
を
見
つ
け
た
ん
で
す
よ
。
愛

媛
の
道
後
温
泉
で
す
。
あ
そ
こ
に
「
神
の
湯
本
館
」（
1
8
9
7
）
と
い
う
3
階
建
て
の
建

物
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
1
階
部
分
に
3
つ
の
唐
破
風
が
連
続
し
て
い
る
意
匠
が
あ
る

和
風
建
築
も「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」

H
asegaw

a T
akashi

村
野
藤
吾
は「
現
在
主
義
」

吉
田
五
十
八
の「
形
式
知
」、村
野
藤
吾
の「
暗
黙
知
」

「千代田生命本社ビル」の茶室。
天井全体が

光る照明になっている。
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「大阪新歌舞伎座」

1958年

「千代田生命本社ビル」
現・目黒区総合庁舎

現
在
は
目
黒
区
の
総
合
庁

舎
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い

る
、
千
代
田
生
命
の
旧
本

社
ビ
ル
。
住
宅
の
多
い
周

辺
環
境
に
配
慮
し
、
鉄
と

ガ
ラ
ス
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル

の
表
情
を
和
ら
げ
る
た
め
、

全
体
を
ア
ル
キ
ャ
ス
ト
の

ル
ー
バ
ー
で
覆
っ
て
い
る
。

足
下
に
は
和
室
「
し
じ
ゅ

う
か
ら
の
間
」。

大
阪
・
難
波
の
御
堂
筋
通

り
に
建
つ
劇
場
。
1
9
5

8
年
に
開
館
し
、
2
0
0

9
年
に
閉
館
。
施
主
か
ら

「
桃
山
調
」と
い
う
依
頼
が

あ
り
、
二
条
城
な
ど
を
モ

デ
ル
に
し
な
が
ら
も
、
正

面
の
全
面
を
覆
う
連
続
唐

破
風
や
室
内
意
匠
な
ど
に

独
創
的
な
デ
ザ
イ
ン
が
見

ら
れ
る
。
写
真
は
、
御
堂

筋
通
り
側
の
正
面
外
観
。

―
―
今
号
で
は
、
正
統
な
日
本
建
築
の
ス
タ
イ
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
日
本
の
伝
統
的
な

意
匠
や
材
料
を
用
い
て
い
る
建
築
を
特
集
し
ま
す
。「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」（
1
9
5
8
）
の

唐
破
風
な
ど
、
村
野
藤
吾
も
正
統
な
日
本
建
築
と
は
異
な
る
和
風
意
匠
の
用
い
方
を
し
ま

す
ね
。

長
谷
川 

堯
　
か
つ
て
僕
は
村
野
さ
ん
に
、「
先
生
は
日
本
建
築
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て

設
計
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
何
度
か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
村
野
さ
ん
に

は
い
つ
も
「
私
の
は
日
本
建
築
な
ん
て
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。「
和
風
」
と
言
わ
れ
る
の
は
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
け
ど
、「
日
本
建
築
」
と
言
わ
れ
る

と
困
る
、
と
い
う
答
え
だ
っ
た
の
で
す
。
じ
つ
は
当
時
は
、
こ
の
答
え
の
意
味
が
よ
く
わ

か
ら
な
く
て
、
村
野
さ
ん
特
有
の
一
種
の
照
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
村
野
さ
ん
は
、
歴
史
的
な
日
本
建
築
を
た
い
へ
ん
尊
重
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
た

だ
、
後
で
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
村
野
さ
ん
は
、
伝
統
的
な

日
本
建
築
の
正
統
性
を
引
き
継
い
で
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
を
、
避
け
た
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
工
の
伝
統
的
な
規
矩
準
縄
に
則
っ
て
、
日
本
建
築
を
発
展
さ

せ
て
い
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
、
と
彼
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
抵
抗
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
本
人
も
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
過
去
に
手
を
つ
っ

こ
ん
で
自
分
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
現
在
の
建
築
の
デ
ザ
イ

ン
と
し
て
復
活
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
の
つ
く
り
方
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
日
本
の
過

去
に
手
を
つ
っ
こ
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
和
風
建
築
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
い
っ
た
村
野
藤
吾
の
手
法
の
源
泉
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
、『
日
本
建
築
協
会
雑
誌
（
現
・
建
築
と
社
会
）』に
、「
様

式
の
上
に
あ
れ
！
」（
19
）
と
い
う
と
て
も
長
い
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
要
は
和
風

建
築
に
つ
い
て
も
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
な
ん
で
す
よ
。
彼
が
こ
の
論
文
で
述
べ
て
い

る
「
現
在
主
義
」
と
い
う
の
は
、
過
去
の
美
的
カ
ノ
ン
に
の
め
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
マ
ス

タ
ー
し
て
か
ら
自
分
の
設
計
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
日
本
主
義
み
た
い
な
、

あ
る
い
は
当
時
で
い
え
ば
国
粋
主
義
の
よ
う
な
建
築
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
つ
も
り
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
未
来
の
た
め
に
設
計
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
時
代
、
多
く
の
建
築
家
た
ち
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ

イ
ル
を
「
未
来
の
建
築
」
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
邁
進
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ

て
い
ま
し
た
が
、
彼
は
違
っ
た
。
未
来
の
実
現
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
立

い
ま
し
た
が
、
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所
に
就
職
し
て
か
ら
、
そ
の
考
え
が
変
わ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
渡
辺
節
の
村
野
さ
ん
へ
の
オ
ー
ダ
ー
は
、「
売
れ
る
図
面
を
書
い
て
く
れ
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
は
売
れ
な
い

と
徹
底
し
て
言
わ
れ
、
村
野
さ
ん
も
様
式
建
築
を
本
気
で
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。
大
学
で

様
式
建
築
を
高
尚
に
学
ぶ
の
と
は
違
っ
て
、
施
主
が
喜
ぶ
よ
う
な
「
売
る
」
た
め
の
様
式

を
学
ん
だ
の
で
す
よ
。
建
築
の
そ
う
い
う
側
面
を
、
村
野
さ
ん
は
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所

で
見
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
仕
事
を
続
け
る
う
ち
に
、
村
野
さ
ん
の
な
か
で

は
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
と
い
う
想
い
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
要
す
る

に
、
過
去
に
は
真
実
は
な
く
、
未
来
に
も
真
実
は
な
い
。
真
実
が
あ
る
の
は
現
在
だ
け
、

と
い
う
想
い
で
す
。

―
―
仕
事
と
し
て
様
式
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
よ
り
も
現
実
を
重
視
し
た
考

え
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

長
谷
川
　
当
時
の
時
代
背
景

と
し
て
も
、
国
家
や
社
会
を

主
役
に
据
え
て
い
た
時
代
に

対
し
、「
私
」
と
い
う
一
人
称

で
世
界
を
見
て
い
く
よ
う
な
、

現
実
的
な
運
動
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
日
露
戦
争
が

終
わ
っ
て
、
少
し
社
会
に
余

裕
が
出
て
き
た
と
き
に
、
文

学
で
は
白
樺
派
が
出
て
き
た

り
し
て
、
沸
き
立
つ
よ
う
に
「
個
」
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
村
野
さ
ん
が
学
生

時
代
を
送
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
期
で
す
。
そ
し
て
、
学
生
時
代
に
村
野
さ
ん

が
愛
読
し
て
い
た
の
が
、
有
島
武
郎
。
じ
つ
は
、
村
野
さ
ん
と
そ
っ
く
り
な
こ
と
を
有
島

が
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
―
―
こ
の
三
つ
の
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
何
れ
か
を
抱
く
人
の
資
質
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら

れ
る
」（『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』新
潮
社
）
で
す
。
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
過
去
、
リ

ア
リ
ズ
ム
が
現
在
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
未
来
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
、
有
島
は
「
私

に
も
私
の
過
去
と
未
来
と
は
あ
る
。
然
し
私
が
一
番
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
私
は
、
過
去
と
未

来
と
に
挾
ま
れ
た
こ
の
私
だ
。
現
在
の
こ
の
瞬
間
の
私
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
村
野
さ

ん
は
、
有
島
に
共
感
し
、
現
在
の
自
身
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
設
計
の
仕
方
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
と
の
大
事
さ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
大
工
も
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
標
を
定
め
に
く
い
の
で
、
生
産
者
が
計
画
で
き
な
い
つ

く
り
方
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
感
覚
で
す
か
ら
、
時
に
は
共
有
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
、
だ
か
ら
村
野
藤
吾
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
人
も
な
か
に
は
い
ま
す
よ
。

吉
田
五
十
八
の
建
築
は
「
近
代
数
寄
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
追
悼
文
に
は
、

「
近
代
」と
い
う
時
代
と
の
、
村
野
さ
ん
な
り
の
闘
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

こ
の
追
悼
文
を
僕
な
り
に
解
釈
す
る
と
、
多
く
の
近
代
建
築
が
、
資
本
主
義
の
生
産
者
の

論
理
、
あ
る
い
は
メ
ー
カ
ー
の
論
理
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
自
分
は
違
う
、

と
い
う
主
張
で
す
。
自
分
は
単
純
に
は
生
産
者
の
側
に
は
立
っ
て
い
な
く
て
、
メ
ー
カ
ー

と
ユ
ー
ザ
ー
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
両
者
を
調
整
す
る
の
が
自
分
の
仕
事
だ
と
思
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
生
産
者
側
が
計
画
で
き
な
い
部
分
に
こ
そ
、
心
を
こ
め
て
、
使
う
側
が
気

持
ち
い
い
よ
う
に
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
、
そ

れ
が
自
分
の
和
風
建
築
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
解
釈
し

て
い
ま
す
。

―
―
建
築
史
家
の
伊
藤
て
い
じ
は
、「
大
壁
造
に

よ
る
木
割
か
ら
の
解
放
」
な
ど
、
吉
田
五
十
八

の
「
近
代
数
寄
屋
」
の
特
徴
を
6
つ
挙
げ
て
、

そ
の
手
法
を
整
理
し
て
い
ま
す
が
、
村
野
藤
吾

の
建
築
の
場
合
、
そ
う
い
う
整
理
は
難
し
い
で

し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
そ
う
、
村
野
さ
ん
の
建
築
は
論

理
で
は
な
い
で
す
か
ら
。
か
つ
て
モ
ダ
ニ
ス
ト

の
側
か
ら
、
村
野
藤
吾
が
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ

て
い
た
の
は
、
そ
の
点
を
つ
か
れ
て
い
た
ん
で

す
。
論
理
が
な
い
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
ね
。

最
近
は
、
村
野
藤
吾
が
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
論
理
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
言
葉
に

は
で
き
な
い
村
野
さ
ん
の
真
価
は
、
今
に
な
っ
て
も
ま
だ
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
哲
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
、
言
葉
や
数
式
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る

知
識
を
「
形
式
知
」、言
葉
な
ど
に
よ
る
表
現
が
難
し
く
、
経
験
や
勘
な
ど
に
基
づ
く
知
識

を
「
暗
黙
知
」
と
定
義
し
ま
し
た
が（『
暗
黙
知
の
次
元
』
筑
摩
書
房
）。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
の
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
追
悼
文
で
は
、
理

解
さ
れ
や
す
い
吉
田
流
は
、
多
く
の
追
従
者
や
亜
流
を
つ
く
り
、
社
会
に
大
き
な
足
跡
を

ん
で
す
。
そ
れ
は
、
も
う
そ
っ
く
り
で
す
よ
。
結
局
、
本
人
に
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
村
野
さ
ん
は
戦
前
か
ら
愛
媛
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く

影
響
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
―
確
か
に
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
は
正
統
な
日
本
建
築
よ
り
も
、
大
衆
的
な
賑
わ
い
を

感
じ
る
道
後
温
泉
の
世
界
観
の
ほ
う
が
近
い
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
、
歌
舞
伎
で
す
か
ら
。
正
統
か
ら
傾
く
、
つ
ま
り
は
ず
れ

る
も
の
で
す
か
ら
。
社
会
体
制
に
は
ま
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
よ
う

な
個
人
主
義
で
す
か
ら
、
あ
れ
く
ら
い
傾
い
て
い
て
当
然
で
す
。

―
―
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
と
い
え
ば
、
村
野
藤
吾
の
和
風
は
、
古
歌
を
自
作
に
取
り
入
れ
て

自
分
の
和
歌
を
つ
く
る
「
本
歌
取
り
の
手
法
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
が
、
村
野
さ
ん
と
し
て
は
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
村
野
さ

ん
は
自
分
自
身
を
表
現
す
る
た
め
に
、
過
去
の
建
築
、
未
来
の
建
築
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
自
分
の
頭
の
中
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
熟
成
さ
せ
る
と
い
う
か
、
発
酵
さ
せ
て
い

た
人
だ
か
ら
、
そ
の
対
象
を
い
わ
ゆ
る
「
本
歌
」
と
し
て
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
る
け
れ

ど
も
、
本
人
は
そ
れ
を
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
の
建
築
を
見
る
と
、
和
風
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
ル
ド
ル
フ
・
シ
ン

ド
ラ
ー
と
か
、
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
建
築
家
か
ら
の
影
響
も
見
て
取
れ

ま
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
は
真
似
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
文
脈
の
な
か
で
、
自
分
の
語

彙
と
し
て
そ
れ
を
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
過
去
の
様
式
の
引
用
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
も
連
想
し
ま
す
。

長
谷
川
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
潮
流
が
1
9
7
0
年
代
に
始
ま
り
ま
す
が
、「
大
阪
新
歌
舞
伎

座
」
は
58
年
で
す
か
ら
、
村
野
藤
吾
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
走
り
だ
と
と
ら
え
る
人
も
い
ま

す
ね
。
た
だ
、
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
70
年
代
の
動
き
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
で
す
よ
。
こ

れ
ま
で
話
し
て
き
た
と
お
り
、
村
野
さ
ん
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
定
式
を
す
べ
て
く
ず
し
て
生

き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
い
う
の
な
ら
、
彼
は
設
計
者
と
し
て
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
や
り
き
っ
た
人
で
す
。

―
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
一
時
代
の
潮
流
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
ひ
と
つ
の
流
派
み
た
い
に
考
え
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
建
築
は
あ
る
時
期
に
は
は
や
っ
た
け
れ
ど
、
ま
た
す
ぐ
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
復
活
し

た
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
一
種
の
徒
花
だ
っ
た
、

と
。
た
だ
、
僕
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
の
本
質
と
い
う
の
は
、
建

築
の
歴
史
は
だ
る
ま
落
と
し
み
た
い
に
、
新
し
い
も
の
の
上
に
さ
ら
に
新
し
い
も
の
が
積

み
重
な
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
後
に
ル
ネ
サ
ン
ス
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
バ
ロ
ッ
ク
が
出

て
き
て
、
と
い
う
ふ
う
に
歴
史
を
学
ぶ
け
れ
ど
、
実
際
の
歴
史
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
誕
生
以
来
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
い
て
き
て
、
21
世
紀
の
現
在
ま
で
、

細
々
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
続
い
て
い
る
ん
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
も
、
バ

ロ
ッ
ク
も
。
日
本
建
築
で
も
、
書
院
造
や
数
寄
屋
、
あ
る
い
は
民
家
な
ど
が
、
今
で
も
生

き
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
今
現
在
の
歴
史
の
断
面
を
切
り
取
れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が

一
番
大
き
な
径
を
も
っ
た
チ
ュ
ー
ブ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
に
も
ゴ
シ
ッ
ク
や
数
寄

屋
の
チ
ュ
ー
ブ
も
細
々
と
残
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
チ
ュ
ー
ブ
の

束
で
な
り
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
大
き
な
束
で
、
こ
の
世
界
全
体
が
覆
わ
れ
る
な
ん
て
幻
想
だ
よ
、
と

い
う
主
張
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
考
え
方
だ
と
理
解
す
る
と
、
そ
れ
は
今
で
も
非
常
に
意
味

を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
村
野
藤
吾
が
考
え
て
い
た
歴
史
観
と
同

じ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
村
野
藤
吾
の
考
え
方
は
、
現
在
の
建
築
家
も
引
き
継
げ
る
も
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
僕
自
身
も
死
に
そ
う
だ
か
ら
、
あ
え
て
言
い
た
い
の
で
す
が（
笑
）、
建
築
家
が

建
築
家
と
し
て
の
主
体
性
を
も
っ
と
も
っ
と
強
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
と
す
ご
く
思
い
ま

す
。
村
野
藤
吾
は
、
時
に
は
時
代
の
潮
流
に
背
を
向
け
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
内
部
に
湧

い
て
く
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
、
和
風
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
過
去
や
未
来
か
ら
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
自
分
の
内
側
で
燃
や
し
て
い
る
よ
う
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
っ
た
人
で
し
た
。
だ
か
ら
村
野
さ
ん
の
よ
う
に
、
自
分
の
内
側
を
も
っ
と
外
側

に
出
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
丹
下
健
三
に
、
人
間

の
尺
度
が
大
事
だ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
な

ど
の
寸
法
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
解
釈
で
は
、
建
築
家

が
自
分
の
内
側
か
ら
湧
い
て
く
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
自
分
の
尺
度
を
設
計
に

投
げ
込
む
こ
と
が
大
事
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

場
を
、
村
野
さ
ん
は
絶
対
に
と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
現
在
主
義
で
す
。

―
―
村
野
藤
吾
の
建
築
に
は
、
時
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
様
式
的
な
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
多
様
な
作
風
も
、
村
野
が
現
在
主
義
者
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
内
部
か
ら
湧
き
出
て
く
る
創
造
力
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
過
去
に
も
未
来
に
も
手
を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
人
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、「
森
五
商
東
京

支
店
」（
31
）、「
大
阪
パ
ン
シ
ョ
ン
」（
32
）、「
宇
部
市
渡
辺
翁
記
念
会
館
」（
37
）
な
ど
は
、
ル

・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
や
ロ
シ
ア
構
成
主
義
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
未
来
の
理

想
を
宣
言
す
る
よ
う
な
未
来
主
義
者
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
未
来
に
手

を
つ
っ
こ
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
現
在
主
義
者
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
同
じ
よ
う

に
、
和
風
建
築
を
手
が
け
る
に
し
て
も
、
現
在
主
義
的
な
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の

「
千
代
田
生
命
本
社
ビ
ル
」（
66
）の
和
室
で
も
、
基
本
的
に
は
和
の
設
え
を
用
い
な
が
ら
も
、

こ
う
い
う
過
去
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
障
子
（
４
〜
５
ペ
ー
ジ
）
を
つ
く
る
こ
と
が
、
彼

に
は
で
き
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

―
―
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
を
書
い
た
と
き
、
村
野
藤
吾
は
ま
だ
20
代
で
す
ね
。
20
代

の
青
年
が
、
過
去
に
も
未
来
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
、
熟
練
と
も
い
え
る
発
言
が
で

き
た
背
景
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

長
谷
川
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
の
原
型
は
、
彼
の
卒
業
論
文
「
都
市
建
築
論
」
に
す
で

に
出
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
考
え
は
出
身
校
の
早
稲
田
大
学
で
の
教
育
の
影

響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
佐
藤
功
一
が
主
任
教
授
で
し
た
が
、
彼
の
ル
ネ

サ
ン
ス
建
築
の
講
義
は
、
じ
つ
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
、
と
村
野
さ
ん
に
聞
か
さ
れ

ま
し
た
よ
。
た
だ
、
設
計
課
題
で
は
、
た
と
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
の
銀
行
建
築
な
ど
と
い
っ
た

様
式
指
定
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
野
さ
ん
は
全
部
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、

「
佐
藤
先
生
は
い
つ
も
僕
の
後
ろ
を
通
り
す
ぎ
、
ほ
か
の
学
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま

う
」
と
村
野
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
僕
は
佐
藤
功
一
は
村
野
さ
ん
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
通
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
む
し
ろ
言
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

う
か
、
あ
の
時
代
の
学
生
の
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。

―
―
過
去
の
様
式
を
学
ぶ
環
境
に
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
は
未
来
的
な
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

取
り
組
み
、
両
極
の
世
界
の
狭
間
に
い
た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
早
稲
田
大
学
を
出
た
ば
か
り
の
頃
は
、
ま
だ
未
来
主
義
的
な
価
値
観
を
も
っ
て

―
―
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
村
野
の
考
え
が
、
和
風
建
築
に
対
し
て
も
表
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
同
時
代
の
建
築
家
と
比
べ
る
と
、
た
と
え
ば
吉
田
五
十
八
と
は
和
へ
の
向
き
合
い

方
が
だ
い
ぶ
異
な
り
ま
す
。

長
谷
川
　
吉
田
五
十
八
と
村
野
さ
ん
は
同
世
代
の
、
と
て
も
仲
の
よ
い
仲
間
同
士
で
し
た
。

お
も
に
吉
田
五
十
八
は
東
京
で
、
村
野
藤
吾
は
関
西
で
活
躍
し
、
お
互
い
を
意
識
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
ね
。
吉
田
五
十
八
が
亡
く
な
っ
た
後
、
村
野
さ
ん
は
「
吉
田
流
私
見
『
吉

田
五
十
八
先
生
の
一
周
忌
を
迎
え
て
』」（『
建
築
雑
誌
』
75
年
3

月
号
、
日
本
建
築
学
会
）
と
い
う
追
悼
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
な
か
な
か
す
ご
い
文
章
で
し
て
、
追
悼
文
な
の
に
、
あ

る
種
の
吉
田
五
十
八
批
判
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ（
笑
）。
そ

こ
で
村
野
さ
ん
は
、
東
京
の
職
人
が
隅
々
ま
で
非
常
に
正
確
に

仕
上
げ
る
こ
と
に
感
心
し
、
そ
こ
に
吉
田
五
十
八
の
影
響
を
感

じ
た
と
書
い
て
い
る
の
に
、
続
く
後
々
の
文
章
で
は
、
正
確
な

仕
事
に
は
味
気
が
な
い
、
遊
び
や
自
然
味
も
な
い
、
と
い
っ
た

こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
逆
に
村
野
さ
ん
の
流
儀
は
、
自
然

や
遊
び
を
意
図
し
た
好
み
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

―
―
吉
田
五
十
八
と
自
分
を
、
対
の
存
在
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
も
の
づ
く
り
に
は
2
種
類
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
吉
田
流
の
も
の
の
つ
く
り
方

は
、
計
画
で
き
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ピ
シ
ッ
と
目
に
見
え
る
正
確
な
つ
く
り
方

で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
腕
と
か
、
か
け
る
べ
き
大
工
の

手
間
な
ど
が
、
計
画
で
き
る
つ
く
り
方
だ
と
。
そ
う
い
う
建
築
は
、

建
築
を
享
受
す
る
側
で
は
な
く
、
生
産
者
の
論
理
で
で
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
自
分
の
建
築
は
、
た
く
さ
ん
の
計
画
で

き
な
い
も
の
を
含
ま
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
絹
を
裏
地
に
表

を
木
綿
に
し
た
衣
物
で
美
人
に
見
せ
る
よ
う
な
お
洒
落
」
と
い
う

考
え
方
で
、
腕
の
よ
さ
を
殺
し
、
技
を
隠
し
て
、
時
に
は
遊
び
を

交
え
な
が
ら
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
心
を
込
め
て
建
築
を
つ
く
る

残
し
た
、
と
い
っ
て
吉
田
五
十
八
の
功
績
を
た
た
え
な
が
ら
、
一
方
で
自
分
は
違
う
、
と

い
う
こ
と
を
暗
に
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
追
悼
文
と
い
い
な
が
ら
、
自

分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
が
、
あ
の
文
章
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す（
笑
）。
建
築
家
が
自

分
の
身
体
を
建
築
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
、
そ
の
空
間
を
使
う
人
間
に
と
っ
て
使
い
や
す

い
の
は
当
然
だ
け
ど
、
心
地
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
親
し
げ
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
い
つ
も
触
っ
て
い
た
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
論
理
で

は
な
く
、
経
験
や
勘
な
ど
も
結
集
さ
せ
て
つ
く
り
あ
げ
る
の
が
建
築
家
の
仕
事
な
ん
だ
よ
、

と
村
野
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
僕
に
は
思
え
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
に
し
て
も
、「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
で
の
唐
破
風
の
用

い
方
は
大
胆
で
す
。

長
谷
川
　
あ
の
建
築
の
是
非
は
意
見
が
分
か
れ
る
の
で
す
が
、

僕
は
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
評
価
し
な
い
で
、
村
野
藤
吾
を

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
村
野
さ
ん
は
、

先
ほ
ど
の
現
在
主
義
の
手
法
に
よ
っ
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
ソ

ー
ス
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
過
去
か
ら
見
つ
け
て
き
て
、
そ
れ

を
フ
ァ
サ
ー
ド
前
面
に
張
り
付
け
て
連
続
さ
せ
て
い
る
わ
け
。

破
格
の
ア
イ
デ
ア
で
す
よ
。
た
だ
、
僕
も
大
学
を
出
た
頃
は
、

ち
ゃ
き
ち
ゃ
き
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
し
た
か
ら
、
で
き
た
ば
か
り

の
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
写
真
で
見
て
、
村
野
さ
ん
は
変
な

こ
と
を
や
る
な
、
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い（
笑
）。
そ

れ
か
ら
10
年
く
ら
い
た
っ
て
か
ら
大
阪
に
行
っ
た
と
き
、
御
堂

筋
を
歩
い
て
い
て
、
と
に
か
く
、
ま
あ
驚
い
た
ね
。
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
ビ
ル
が
立
ち
並

ぶ
あ
の
通
り
の
な
か
で
、
格
別
に
リ
ア
ル
に
実
存
し
て
い
る
と
い
う
か
、
で
ん
と
構
え
て

い
て
、
す
ご
い
、
や
ら
れ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
キ
ッ
チ
ュ
な
フ
ァ
サ
ー
ド

デ
ザ
イ
ン
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ガ
ツ
ー
ン
と
や
ら
れ
ま
し
た
よ
。

建
築
と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

―
―
あ
の
唐
破
風
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
は
公
表
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
僕
は
原
型
を
見
つ
け
た
ん
で
す
よ
。
愛

媛
の
道
後
温
泉
で
す
。
あ
そ
こ
に
「
神
の
湯
本
館
」（
1
8
9
7
）
と
い
う
3
階
建
て
の
建

物
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
1
階
部
分
に
3
つ
の
唐
破
風
が
連
続
し
て
い
る
意
匠
が
あ
る

和
風
建
築
も「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」

H
asegaw

a T
akashi

村
野
藤
吾
は「
現
在
主
義
」

吉
田
五
十
八
の「
形
式
知
」、村
野
藤
吾
の「
暗
黙
知
」

「千代田生命本社ビル」の茶室。
天井全体が

光る照明になっている。
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1966年

き

く

じ
ゅ
ん
じ
ょ
う

し
つ
ら

た
け
お

い

そ

や

89



は
せ
が
わ
・
た
か
し
／
1

9
3
7
年
島
根
県
生
ま
れ
。

60
年
早
稲
田
大
学
第
一
文

学
部
卒
業
。卒
業
論
文「
近

代
建
築
の
空
間
性
」を『
国

際
建
築
』
に
発
表
以
降
、

建
築
評
論
家
と
し
て
活
躍
。

77
年
武
蔵
野
美
術
大
学
助

教
授
（
近
代
建
築
史
）
に

着
任
。
82
年
同
教
授
。
2

0
0
7
年
退
任
。
08
年
同

大
学
名
誉
教
授
。
お
も
な

著
書
に『
神
殿
か
獄
舎
か
』

『
建
築 

雌
の
視
角
』『
都
市

廻
廊
』（
以
上
、相
模
書
房
）、

『
建
築
有
情
』（
中
央
公
論

社
）、『
洋
館
意
匠
』『
洋
館

装
飾
』（
以
上
、
鳳
山
社
）、

『
村
野
藤
吾
の
建
築 

昭
和

・
戦
前
』（
鹿
島
出
版
会
）

な
ど
。

長
谷
川 

堯

H
asegaw

a T
akashi

愛
媛
・
松
山
の
道
後
温
泉

の
中
心
に
あ
る
共
同
浴
場
。

和
風
を
基
調
と
し
な
が
ら

複
雑
な
屋
根
構
成
を
も
つ
、

代
表
的
な
近
代
和
風
建
築

で
あ
る
。
写
真
右
は
、「
神

の
湯
本
館
」（
1
8
9
7
）。

1
階
に
は
三
連
の
唐
破
風

が
取
り
付
い
て
い
る
。
左

は
、「
玄
関
棟
」（
1
9
2

4
）。 「道後温泉本館」

神の湯本館（右）・玄関棟（左）

―
―
今
号
で
は
、
正
統
な
日
本
建
築
の
ス
タ
イ
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
日
本
の
伝
統
的
な

意
匠
や
材
料
を
用
い
て
い
る
建
築
を
特
集
し
ま
す
。「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」（
1
9
5
8
）
の

唐
破
風
な
ど
、
村
野
藤
吾
も
正
統
な
日
本
建
築
と
は
異
な
る
和
風
意
匠
の
用
い
方
を
し
ま

す
ね
。

長
谷
川 

堯
　
か
つ
て
僕
は
村
野
さ
ん
に
、「
先
生
は
日
本
建
築
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て

設
計
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
何
度
か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
村
野
さ
ん
に

は
い
つ
も
「
私
の
は
日
本
建
築
な
ん
て
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。「
和
風
」
と
言
わ
れ
る
の
は
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
け
ど
、「
日
本
建
築
」
と
言
わ
れ
る

と
困
る
、
と
い
う
答
え
だ
っ
た
の
で
す
。
じ
つ
は
当
時
は
、
こ
の
答
え
の
意
味
が
よ
く
わ

か
ら
な
く
て
、
村
野
さ
ん
特
有
の
一
種
の
照
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
村
野
さ
ん
は
、
歴
史
的
な
日
本
建
築
を
た
い
へ
ん
尊
重
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
た

だ
、
後
で
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
村
野
さ
ん
は
、
伝
統
的
な

日
本
建
築
の
正
統
性
を
引
き
継
い
で
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
を
、
避
け
た
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
工
の
伝
統
的
な
規
矩
準
縄
に
則
っ
て
、
日
本
建
築
を
発
展
さ

せ
て
い
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
、
と
彼
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
抵
抗
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
本
人
も
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
過
去
に
手
を
つ
っ

こ
ん
で
自
分
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
現
在
の
建
築
の
デ
ザ
イ

ン
と
し
て
復
活
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
の
つ
く
り
方
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
日
本
の
過

去
に
手
を
つ
っ
こ
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
和
風
建
築
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
い
っ
た
村
野
藤
吾
の
手
法
の
源
泉
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
、『
日
本
建
築
協
会
雑
誌
（
現
・
建
築
と
社
会
）』に
、「
様

式
の
上
に
あ
れ
！
」（
19
）
と
い
う
と
て
も
長
い
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
要
は
和
風

建
築
に
つ
い
て
も
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
な
ん
で
す
よ
。
彼
が
こ
の
論
文
で
述
べ
て
い

る
「
現
在
主
義
」
と
い
う
の
は
、
過
去
の
美
的
カ
ノ
ン
に
の
め
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
マ
ス

タ
ー
し
て
か
ら
自
分
の
設
計
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
日
本
主
義
み
た
い
な
、

あ
る
い
は
当
時
で
い
え
ば
国
粋
主
義
の
よ
う
な
建
築
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
つ
も
り
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
未
来
の
た
め
に
設
計
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
時
代
、
多
く
の
建
築
家
た
ち
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ

イ
ル
を
「
未
来
の
建
築
」
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
邁
進
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ

て
い
ま
し
た
が
、
彼
は
違
っ
た
。
未
来
の
実
現
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
立

い
ま
し
た
が
、
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所
に
就
職
し
て
か
ら
、
そ
の
考
え
が
変
わ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
渡
辺
節
の
村
野
さ
ん
へ
の
オ
ー
ダ
ー
は
、「
売
れ
る
図
面
を
書
い
て
く
れ
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
は
売
れ
な
い

と
徹
底
し
て
言
わ
れ
、
村
野
さ
ん
も
様
式
建
築
を
本
気
で
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。
大
学
で

様
式
建
築
を
高
尚
に
学
ぶ
の
と
は
違
っ
て
、
施
主
が
喜
ぶ
よ
う
な
「
売
る
」
た
め
の
様
式

を
学
ん
だ
の
で
す
よ
。
建
築
の
そ
う
い
う
側
面
を
、
村
野
さ
ん
は
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所

で
見
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
仕
事
を
続
け
る
う
ち
に
、
村
野
さ
ん
の
な
か
で

は
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
と
い
う
想
い
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
要
す
る

に
、
過
去
に
は
真
実
は
な
く
、
未
来
に
も
真
実
は
な
い
。
真
実
が
あ
る
の
は
現
在
だ
け
、

と
い
う
想
い
で
す
。

―
―
仕
事
と
し
て
様
式
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
よ
り
も
現
実
を
重
視
し
た
考

え
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

長
谷
川
　
当
時
の
時
代
背
景

と
し
て
も
、
国
家
や
社
会
を

主
役
に
据
え
て
い
た
時
代
に

対
し
、「
私
」
と
い
う
一
人
称

で
世
界
を
見
て
い
く
よ
う
な
、

現
実
的
な
運
動
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
日
露
戦
争
が

終
わ
っ
て
、
少
し
社
会
に
余

裕
が
出
て
き
た
と
き
に
、
文

学
で
は
白
樺
派
が
出
て
き
た

り
し
て
、
沸
き
立
つ
よ
う
に
「
個
」
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
村
野
さ
ん
が
学
生

時
代
を
送
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
期
で
す
。
そ
し
て
、
学
生
時
代
に
村
野
さ
ん

が
愛
読
し
て
い
た
の
が
、
有
島
武
郎
。
じ
つ
は
、
村
野
さ
ん
と
そ
っ
く
り
な
こ
と
を
有
島

が
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
―
―
こ
の
三
つ
の
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
何
れ
か
を
抱
く
人
の
資
質
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら

れ
る
」（『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』新
潮
社
）
で
す
。
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
過
去
、
リ

ア
リ
ズ
ム
が
現
在
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
未
来
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
、
有
島
は
「
私

に
も
私
の
過
去
と
未
来
と
は
あ
る
。
然
し
私
が
一
番
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
私
は
、
過
去
と
未

来
と
に
挾
ま
れ
た
こ
の
私
だ
。
現
在
の
こ
の
瞬
間
の
私
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
村
野
さ

ん
は
、
有
島
に
共
感
し
、
現
在
の
自
身
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
設
計
の
仕
方
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
と
の
大
事
さ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
大
工
も
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
標
を
定
め
に
く
い
の
で
、
生
産
者
が
計
画
で
き
な
い
つ

く
り
方
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
感
覚
で
す
か
ら
、
時
に
は
共
有
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
、
だ
か
ら
村
野
藤
吾
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
人
も
な
か
に
は
い
ま
す
よ
。

吉
田
五
十
八
の
建
築
は
「
近
代
数
寄
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
追
悼
文
に
は
、

「
近
代
」と
い
う
時
代
と
の
、
村
野
さ
ん
な
り
の
闘
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

こ
の
追
悼
文
を
僕
な
り
に
解
釈
す
る
と
、
多
く
の
近
代
建
築
が
、
資
本
主
義
の
生
産
者
の

論
理
、
あ
る
い
は
メ
ー
カ
ー
の
論
理
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
自
分
は
違
う
、

と
い
う
主
張
で
す
。
自
分
は
単
純
に
は
生
産
者
の
側
に
は
立
っ
て
い
な
く
て
、
メ
ー
カ
ー

と
ユ
ー
ザ
ー
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
両
者
を
調
整
す
る
の
が
自
分
の
仕
事
だ
と
思
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
生
産
者
側
が
計
画
で
き
な
い
部
分
に
こ
そ
、
心
を
こ
め
て
、
使
う
側
が
気

持
ち
い
い
よ
う
に
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
、
そ

れ
が
自
分
の
和
風
建
築
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
解
釈
し

て
い
ま
す
。

―
―
建
築
史
家
の
伊
藤
て
い
じ
は
、「
大
壁
造
に

よ
る
木
割
か
ら
の
解
放
」
な
ど
、
吉
田
五
十
八

の
「
近
代
数
寄
屋
」
の
特
徴
を
6
つ
挙
げ
て
、

そ
の
手
法
を
整
理
し
て
い
ま
す
が
、
村
野
藤
吾

の
建
築
の
場
合
、
そ
う
い
う
整
理
は
難
し
い
で

し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
そ
う
、
村
野
さ
ん
の
建
築
は
論

理
で
は
な
い
で
す
か
ら
。
か
つ
て
モ
ダ
ニ
ス
ト

の
側
か
ら
、
村
野
藤
吾
が
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ

て
い
た
の
は
、
そ
の
点
を
つ
か
れ
て
い
た
ん
で

す
。
論
理
が
な
い
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
ね
。

最
近
は
、
村
野
藤
吾
が
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
論
理
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
言
葉
に

は
で
き
な
い
村
野
さ
ん
の
真
価
は
、
今
に
な
っ
て
も
ま
だ
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
哲
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
、
言
葉
や
数
式
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る

知
識
を
「
形
式
知
」、言
葉
な
ど
に
よ
る
表
現
が
難
し
く
、
経
験
や
勘
な
ど
に
基
づ
く
知
識

を
「
暗
黙
知
」
と
定
義
し
ま
し
た
が（『
暗
黙
知
の
次
元
』
筑
摩
書
房
）。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
の
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
追
悼
文
で
は
、
理

解
さ
れ
や
す
い
吉
田
流
は
、
多
く
の
追
従
者
や
亜
流
を
つ
く
り
、
社
会
に
大
き
な
足
跡
を

ん
で
す
。
そ
れ
は
、
も
う
そ
っ
く
り
で
す
よ
。
結
局
、
本
人
に
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
村
野
さ
ん
は
戦
前
か
ら
愛
媛
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く

影
響
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
―
確
か
に
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
は
正
統
な
日
本
建
築
よ
り
も
、
大
衆
的
な
賑
わ
い
を

感
じ
る
道
後
温
泉
の
世
界
観
の
ほ
う
が
近
い
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
、
歌
舞
伎
で
す
か
ら
。
正
統
か
ら
傾
く
、
つ
ま
り
は
ず
れ

る
も
の
で
す
か
ら
。
社
会
体
制
に
は
ま
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
よ
う

な
個
人
主
義
で
す
か
ら
、
あ
れ
く
ら
い
傾
い
て
い
て
当
然
で
す
。

―
―
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
と
い
え
ば
、
村
野
藤
吾
の
和
風
は
、
古
歌
を
自
作
に
取
り
入
れ
て

自
分
の
和
歌
を
つ
く
る
「
本
歌
取
り
の
手
法
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
が
、
村
野
さ
ん
と
し
て
は
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
村
野
さ

ん
は
自
分
自
身
を
表
現
す
る
た
め
に
、
過
去
の
建
築
、
未
来
の
建
築
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
自
分
の
頭
の
中
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
熟
成
さ
せ
る
と
い
う
か
、
発
酵
さ
せ
て
い

た
人
だ
か
ら
、
そ
の
対
象
を
い
わ
ゆ
る
「
本
歌
」
と
し
て
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
る
け
れ

ど
も
、
本
人
は
そ
れ
を
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
の
建
築
を
見
る
と
、
和
風
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
ル
ド
ル
フ
・
シ
ン

ド
ラ
ー
と
か
、
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
建
築
家
か
ら
の
影
響
も
見
て
取
れ

ま
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
は
真
似
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
文
脈
の
な
か
で
、
自
分
の
語

彙
と
し
て
そ
れ
を
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
過
去
の
様
式
の
引
用
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
も
連
想
し
ま
す
。

長
谷
川
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
潮
流
が
1
9
7
0
年
代
に
始
ま
り
ま
す
が
、「
大
阪
新
歌
舞
伎

座
」
は
58
年
で
す
か
ら
、
村
野
藤
吾
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
走
り
だ
と
と
ら
え
る
人
も
い
ま

す
ね
。
た
だ
、
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
70
年
代
の
動
き
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
で
す
よ
。
こ

れ
ま
で
話
し
て
き
た
と
お
り
、
村
野
さ
ん
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
定
式
を
す
べ
て
く
ず
し
て
生

き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
い
う
の
な
ら
、
彼
は
設
計
者
と
し
て
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
や
り
き
っ
た
人
で
す
。

―
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
一
時
代
の
潮
流
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
ひ
と
つ
の
流
派
み
た
い
に
考
え
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
建
築
は
あ
る
時
期
に
は
は
や
っ
た
け
れ
ど
、
ま
た
す
ぐ
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
復
活
し

た
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
一
種
の
徒
花
だ
っ
た
、

と
。
た
だ
、
僕
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
の
本
質
と
い
う
の
は
、
建

築
の
歴
史
は
だ
る
ま
落
と
し
み
た
い
に
、
新
し
い
も
の
の
上
に
さ
ら
に
新
し
い
も
の
が
積

み
重
な
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
後
に
ル
ネ
サ
ン
ス
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
バ
ロ
ッ
ク
が
出

て
き
て
、
と
い
う
ふ
う
に
歴
史
を
学
ぶ
け
れ
ど
、
実
際
の
歴
史
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
誕
生
以
来
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
い
て
き
て
、
21
世
紀
の
現
在
ま
で
、

細
々
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
続
い
て
い
る
ん
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
も
、
バ

ロ
ッ
ク
も
。
日
本
建
築
で
も
、
書
院
造
や
数
寄
屋
、
あ
る
い
は
民
家
な
ど
が
、
今
で
も
生

き
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
今
現
在
の
歴
史
の
断
面
を
切
り
取
れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が

一
番
大
き
な
径
を
も
っ
た
チ
ュ
ー
ブ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
に
も
ゴ
シ
ッ
ク
や
数
寄

屋
の
チ
ュ
ー
ブ
も
細
々
と
残
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
チ
ュ
ー
ブ
の

束
で
な
り
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
大
き
な
束
で
、
こ
の
世
界
全
体
が
覆
わ
れ
る
な
ん
て
幻
想
だ
よ
、
と

い
う
主
張
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
考
え
方
だ
と
理
解
す
る
と
、
そ
れ
は
今
で
も
非
常
に
意
味

を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
村
野
藤
吾
が
考
え
て
い
た
歴
史
観
と
同

じ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
村
野
藤
吾
の
考
え
方
は
、
現
在
の
建
築
家
も
引
き
継
げ
る
も
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
僕
自
身
も
死
に
そ
う
だ
か
ら
、
あ
え
て
言
い
た
い
の
で
す
が（
笑
）、
建
築
家
が

建
築
家
と
し
て
の
主
体
性
を
も
っ
と
も
っ
と
強
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
と
す
ご
く
思
い
ま

す
。
村
野
藤
吾
は
、
時
に
は
時
代
の
潮
流
に
背
を
向
け
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
内
部
に
湧

い
て
く
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
、
和
風
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
過
去
や
未
来
か
ら
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
自
分
の
内
側
で
燃
や
し
て
い
る
よ
う
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
っ
た
人
で
し
た
。
だ
か
ら
村
野
さ
ん
の
よ
う
に
、
自
分
の
内
側
を
も
っ
と
外
側

に
出
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
丹
下
健
三
に
、
人
間

の
尺
度
が
大
事
だ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
な

ど
の
寸
法
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
解
釈
で
は
、
建
築
家

が
自
分
の
内
側
か
ら
湧
い
て
く
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
自
分
の
尺
度
を
設
計
に

投
げ
込
む
こ
と
が
大
事
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

場
を
、
村
野
さ
ん
は
絶
対
に
と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
現
在
主
義
で
す
。

―
―
村
野
藤
吾
の
建
築
に
は
、
時
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
様
式
的
な
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
多
様
な
作
風
も
、
村
野
が
現
在
主
義
者
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
内
部
か
ら
湧
き
出
て
く
る
創
造
力
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
過
去
に
も
未
来
に
も
手
を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
人
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、「
森
五
商
東
京

支
店
」（
31
）、「
大
阪
パ
ン
シ
ョ
ン
」（
32
）、「
宇
部
市
渡
辺
翁
記
念
会
館
」（
37
）
な
ど
は
、
ル

・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
や
ロ
シ
ア
構
成
主
義
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
未
来
の
理

想
を
宣
言
す
る
よ
う
な
未
来
主
義
者
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
未
来
に
手

を
つ
っ
こ
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
現
在
主
義
者
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
同
じ
よ
う

に
、
和
風
建
築
を
手
が
け
る
に
し
て
も
、
現
在
主
義
的
な
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の

「
千
代
田
生
命
本
社
ビ
ル
」（
66
）の
和
室
で
も
、
基
本
的
に
は
和
の
設
え
を
用
い
な
が
ら
も
、

こ
う
い
う
過
去
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
障
子
（
４
〜
５
ペ
ー
ジ
）
を
つ
く
る
こ
と
が
、
彼

に
は
で
き
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

―
―
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
を
書
い
た
と
き
、
村
野
藤
吾
は
ま
だ
20
代
で
す
ね
。
20
代

の
青
年
が
、
過
去
に
も
未
来
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
、
熟
練
と
も
い
え
る
発
言
が
で

き
た
背
景
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

長
谷
川
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
の
原
型
は
、
彼
の
卒
業
論
文
「
都
市
建
築
論
」
に
す
で

に
出
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
考
え
は
出
身
校
の
早
稲
田
大
学
で
の
教
育
の
影

響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
佐
藤
功
一
が
主
任
教
授
で
し
た
が
、
彼
の
ル
ネ

サ
ン
ス
建
築
の
講
義
は
、
じ
つ
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
、
と
村
野
さ
ん
に
聞
か
さ
れ

ま
し
た
よ
。
た
だ
、
設
計
課
題
で
は
、
た
と
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
の
銀
行
建
築
な
ど
と
い
っ
た

様
式
指
定
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
野
さ
ん
は
全
部
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、

「
佐
藤
先
生
は
い
つ
も
僕
の
後
ろ
を
通
り
す
ぎ
、
ほ
か
の
学
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま

う
」
と
村
野
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
僕
は
佐
藤
功
一
は
村
野
さ
ん
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
通
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
む
し
ろ
言
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

う
か
、
あ
の
時
代
の
学
生
の
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。

―
―
過
去
の
様
式
を
学
ぶ
環
境
に
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
は
未
来
的
な
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

取
り
組
み
、
両
極
の
世
界
の
狭
間
に
い
た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
早
稲
田
大
学
を
出
た
ば
か
り
の
頃
は
、
ま
だ
未
来
主
義
的
な
価
値
観
を
も
っ
て

―
―
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
村
野
の
考
え
が
、
和
風
建
築
に
対
し
て
も
表
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
同
時
代
の
建
築
家
と
比
べ
る
と
、
た
と
え
ば
吉
田
五
十
八
と
は
和
へ
の
向
き
合
い

方
が
だ
い
ぶ
異
な
り
ま
す
。

長
谷
川
　
吉
田
五
十
八
と
村
野
さ
ん
は
同
世
代
の
、
と
て
も
仲
の
よ
い
仲
間
同
士
で
し
た
。

お
も
に
吉
田
五
十
八
は
東
京
で
、
村
野
藤
吾
は
関
西
で
活
躍
し
、
お
互
い
を
意
識
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
ね
。
吉
田
五
十
八
が
亡
く
な
っ
た
後
、
村
野
さ
ん
は
「
吉
田
流
私
見
『
吉

田
五
十
八
先
生
の
一
周
忌
を
迎
え
て
』」（『
建
築
雑
誌
』
75
年
3

月
号
、
日
本
建
築
学
会
）
と
い
う
追
悼
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
な
か
な
か
す
ご
い
文
章
で
し
て
、
追
悼
文
な
の
に
、
あ

る
種
の
吉
田
五
十
八
批
判
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ（
笑
）。
そ

こ
で
村
野
さ
ん
は
、
東
京
の
職
人
が
隅
々
ま
で
非
常
に
正
確
に

仕
上
げ
る
こ
と
に
感
心
し
、
そ
こ
に
吉
田
五
十
八
の
影
響
を
感

じ
た
と
書
い
て
い
る
の
に
、
続
く
後
々
の
文
章
で
は
、
正
確
な

仕
事
に
は
味
気
が
な
い
、
遊
び
や
自
然
味
も
な
い
、
と
い
っ
た

こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
逆
に
村
野
さ
ん
の
流
儀
は
、
自
然

や
遊
び
を
意
図
し
た
好
み
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

―
―
吉
田
五
十
八
と
自
分
を
、
対
の
存
在
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
も
の
づ
く
り
に
は
2
種
類
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
吉
田
流
の
も
の
の
つ
く
り
方

は
、
計
画
で
き
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ピ
シ
ッ
と
目
に
見
え
る
正
確
な
つ
く
り
方

で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
腕
と
か
、
か
け
る
べ
き
大
工
の

手
間
な
ど
が
、
計
画
で
き
る
つ
く
り
方
だ
と
。
そ
う
い
う
建
築
は
、

建
築
を
享
受
す
る
側
で
は
な
く
、
生
産
者
の
論
理
で
で
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
自
分
の
建
築
は
、
た
く
さ
ん
の
計
画
で

き
な
い
も
の
を
含
ま
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
絹
を
裏
地
に
表

を
木
綿
に
し
た
衣
物
で
美
人
に
見
せ
る
よ
う
な
お
洒
落
」
と
い
う

考
え
方
で
、
腕
の
よ
さ
を
殺
し
、
技
を
隠
し
て
、
時
に
は
遊
び
を

交
え
な
が
ら
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
心
を
込
め
て
建
築
を
つ
く
る

残
し
た
、
と
い
っ
て
吉
田
五
十
八
の
功
績
を
た
た
え
な
が
ら
、
一
方
で
自
分
は
違
う
、
と

い
う
こ
と
を
暗
に
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
追
悼
文
と
い
い
な
が
ら
、
自

分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
が
、
あ
の
文
章
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す（
笑
）。
建
築
家
が
自

分
の
身
体
を
建
築
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
、
そ
の
空
間
を
使
う
人
間
に
と
っ
て
使
い
や
す

い
の
は
当
然
だ
け
ど
、
心
地
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
親
し
げ
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
い
つ
も
触
っ
て
い
た
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
論
理
で

は
な
く
、
経
験
や
勘
な
ど
も
結
集
さ
せ
て
つ
く
り
あ
げ
る
の
が
建
築
家
の
仕
事
な
ん
だ
よ
、

と
村
野
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
僕
に
は
思
え
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
に
し
て
も
、「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
で
の
唐
破
風
の
用

い
方
は
大
胆
で
す
。

長
谷
川
　
あ
の
建
築
の
是
非
は
意
見
が
分
か
れ
る
の
で
す
が
、

僕
は
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
評
価
し
な
い
で
、
村
野
藤
吾
を

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
村
野
さ
ん
は
、

先
ほ
ど
の
現
在
主
義
の
手
法
に
よ
っ
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
ソ

ー
ス
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
過
去
か
ら
見
つ
け
て
き
て
、
そ
れ

を
フ
ァ
サ
ー
ド
前
面
に
張
り
付
け
て
連
続
さ
せ
て
い
る
わ
け
。

破
格
の
ア
イ
デ
ア
で
す
よ
。
た
だ
、
僕
も
大
学
を
出
た
頃
は
、

ち
ゃ
き
ち
ゃ
き
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
し
た
か
ら
、
で
き
た
ば
か
り

の
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
写
真
で
見
て
、
村
野
さ
ん
は
変
な

こ
と
を
や
る
な
、
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い（
笑
）。
そ

れ
か
ら
10
年
く
ら
い
た
っ
て
か
ら
大
阪
に
行
っ
た
と
き
、
御
堂

筋
を
歩
い
て
い
て
、
と
に
か
く
、
ま
あ
驚
い
た
ね
。
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
ビ
ル
が
立
ち
並

ぶ
あ
の
通
り
の
な
か
で
、
格
別
に
リ
ア
ル
に
実
存
し
て
い
る
と
い
う
か
、
で
ん
と
構
え
て

い
て
、
す
ご
い
、
や
ら
れ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
キ
ッ
チ
ュ
な
フ
ァ
サ
ー
ド

デ
ザ
イ
ン
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ガ
ツ
ー
ン
と
や
ら
れ
ま
し
た
よ
。

建
築
と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

―
―
あ
の
唐
破
風
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
は
公
表
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
僕
は
原
型
を
見
つ
け
た
ん
で
す
よ
。
愛

媛
の
道
後
温
泉
で
す
。
あ
そ
こ
に
「
神
の
湯
本
館
」（
1
8
9
7
）
と
い
う
3
階
建
て
の
建

物
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
1
階
部
分
に
3
つ
の
唐
破
風
が
連
続
し
て
い
る
意
匠
が
あ
る

H
asegaw

a T
akashi

「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」の
原
型
は
、道
後
温
泉

村
野
藤
吾
は
生
涯
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
や
り
き
っ
た

「千代田生命本社ビル」の
和室「はぎの間」。

床の間や天井に独特な意匠が
用いられている。
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は
せ
が
わ
・
た
か
し
／
1

9
3
7
年
島
根
県
生
ま
れ
。

60
年
早
稲
田
大
学
第
一
文

学
部
卒
業
。卒
業
論
文「
近

代
建
築
の
空
間
性
」を『
国

際
建
築
』
に
発
表
以
降
、

建
築
評
論
家
と
し
て
活
躍
。

77
年
武
蔵
野
美
術
大
学
助

教
授
（
近
代
建
築
史
）
に

着
任
。
82
年
同
教
授
。
2

0
0
7
年
退
任
。
08
年
同

大
学
名
誉
教
授
。
お
も
な

著
書
に『
神
殿
か
獄
舎
か
』

『
建
築 

雌
の
視
角
』『
都
市

廻
廊
』（
以
上
、相
模
書
房
）、

『
建
築
有
情
』（
中
央
公
論

社
）、『
洋
館
意
匠
』『
洋
館

装
飾
』（
以
上
、
鳳
山
社
）、

『
村
野
藤
吾
の
建
築 

昭
和

・
戦
前
』（
鹿
島
出
版
会
）

な
ど
。

長
谷
川 

堯

H
asegaw

a T
akashi

愛
媛
・
松
山
の
道
後
温
泉

の
中
心
に
あ
る
共
同
浴
場
。

和
風
を
基
調
と
し
な
が
ら

複
雑
な
屋
根
構
成
を
も
つ
、

代
表
的
な
近
代
和
風
建
築

で
あ
る
。
写
真
右
は
、「
神

の
湯
本
館
」（
1
8
9
7
）。

1
階
に
は
三
連
の
唐
破
風

が
取
り
付
い
て
い
る
。
左

は
、「
玄
関
棟
」（
1
9
2

4
）。 「道後温泉本館」

神の湯本館（右）・玄関棟（左）

―
―
今
号
で
は
、
正
統
な
日
本
建
築
の
ス
タ
イ
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
日
本
の
伝
統
的
な

意
匠
や
材
料
を
用
い
て
い
る
建
築
を
特
集
し
ま
す
。「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」（
1
9
5
8
）
の

唐
破
風
な
ど
、
村
野
藤
吾
も
正
統
な
日
本
建
築
と
は
異
な
る
和
風
意
匠
の
用
い
方
を
し
ま

す
ね
。

長
谷
川 

堯
　
か
つ
て
僕
は
村
野
さ
ん
に
、「
先
生
は
日
本
建
築
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て

設
計
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
何
度
か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
村
野
さ
ん
に

は
い
つ
も
「
私
の
は
日
本
建
築
な
ん
て
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。「
和
風
」
と
言
わ
れ
る
の
は
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
け
ど
、「
日
本
建
築
」
と
言
わ
れ
る

と
困
る
、
と
い
う
答
え
だ
っ
た
の
で
す
。
じ
つ
は
当
時
は
、
こ
の
答
え
の
意
味
が
よ
く
わ

か
ら
な
く
て
、
村
野
さ
ん
特
有
の
一
種
の
照
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
村
野
さ
ん
は
、
歴
史
的
な
日
本
建
築
を
た
い
へ
ん
尊
重
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
た

だ
、
後
で
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
村
野
さ
ん
は
、
伝
統
的
な

日
本
建
築
の
正
統
性
を
引
き
継
い
で
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
を
、
避
け
た
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
工
の
伝
統
的
な
規
矩
準
縄
に
則
っ
て
、
日
本
建
築
を
発
展
さ

せ
て
い
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
、
と
彼
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
抵
抗
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
本
人
も
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
過
去
に
手
を
つ
っ

こ
ん
で
自
分
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
現
在
の
建
築
の
デ
ザ
イ

ン
と
し
て
復
活
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
の
つ
く
り
方
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
日
本
の
過

去
に
手
を
つ
っ
こ
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
和
風
建
築
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
い
っ
た
村
野
藤
吾
の
手
法
の
源
泉
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
、『
日
本
建
築
協
会
雑
誌
（
現
・
建
築
と
社
会
）』に
、「
様

式
の
上
に
あ
れ
！
」（
19
）
と
い
う
と
て
も
長
い
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
要
は
和
風

建
築
に
つ
い
て
も
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
な
ん
で
す
よ
。
彼
が
こ
の
論
文
で
述
べ
て
い

る
「
現
在
主
義
」
と
い
う
の
は
、
過
去
の
美
的
カ
ノ
ン
に
の
め
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
マ
ス

タ
ー
し
て
か
ら
自
分
の
設
計
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
日
本
主
義
み
た
い
な
、

あ
る
い
は
当
時
で
い
え
ば
国
粋
主
義
の
よ
う
な
建
築
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
つ
も
り
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
未
来
の
た
め
に
設
計
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
時
代
、
多
く
の
建
築
家
た
ち
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ

イ
ル
を
「
未
来
の
建
築
」
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
邁
進
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ

て
い
ま
し
た
が
、
彼
は
違
っ
た
。
未
来
の
実
現
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
立

い
ま
し
た
が
、
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所
に
就
職
し
て
か
ら
、
そ
の
考
え
が
変
わ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
渡
辺
節
の
村
野
さ
ん
へ
の
オ
ー
ダ
ー
は
、「
売
れ
る
図
面
を
書
い
て
く
れ
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
は
売
れ
な
い

と
徹
底
し
て
言
わ
れ
、
村
野
さ
ん
も
様
式
建
築
を
本
気
で
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。
大
学
で

様
式
建
築
を
高
尚
に
学
ぶ
の
と
は
違
っ
て
、
施
主
が
喜
ぶ
よ
う
な
「
売
る
」
た
め
の
様
式

を
学
ん
だ
の
で
す
よ
。
建
築
の
そ
う
い
う
側
面
を
、
村
野
さ
ん
は
渡
辺
節
の
建
築
事
務
所

で
見
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
仕
事
を
続
け
る
う
ち
に
、
村
野
さ
ん
の
な
か
で

は
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
と
い
う
想
い
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
要
す
る

に
、
過
去
に
は
真
実
は
な
く
、
未
来
に
も
真
実
は
な
い
。
真
実
が
あ
る
の
は
現
在
だ
け
、

と
い
う
想
い
で
す
。

―
―
仕
事
と
し
て
様
式
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
よ
り
も
現
実
を
重
視
し
た
考

え
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

長
谷
川
　
当
時
の
時
代
背
景

と
し
て
も
、
国
家
や
社
会
を

主
役
に
据
え
て
い
た
時
代
に

対
し
、「
私
」
と
い
う
一
人
称

で
世
界
を
見
て
い
く
よ
う
な
、

現
実
的
な
運
動
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
日
露
戦
争
が

終
わ
っ
て
、
少
し
社
会
に
余

裕
が
出
て
き
た
と
き
に
、
文

学
で
は
白
樺
派
が
出
て
き
た

り
し
て
、
沸
き
立
つ
よ
う
に
「
個
」
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
村
野
さ
ん
が
学
生

時
代
を
送
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
期
で
す
。
そ
し
て
、
学
生
時
代
に
村
野
さ
ん

が
愛
読
し
て
い
た
の
が
、
有
島
武
郎
。
じ
つ
は
、
村
野
さ
ん
と
そ
っ
く
り
な
こ
と
を
有
島

が
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
―
―
こ
の
三
つ
の
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
何
れ
か
を
抱
く
人
の
資
質
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら

れ
る
」（『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』新
潮
社
）
で
す
。
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
過
去
、
リ

ア
リ
ズ
ム
が
現
在
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
未
来
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
、
有
島
は
「
私

に
も
私
の
過
去
と
未
来
と
は
あ
る
。
然
し
私
が
一
番
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
私
は
、
過
去
と
未

来
と
に
挾
ま
れ
た
こ
の
私
だ
。
現
在
の
こ
の
瞬
間
の
私
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
村
野
さ

ん
は
、
有
島
に
共
感
し
、
現
在
の
自
身
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
設
計
の
仕
方
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
と
の
大
事
さ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
大
工
も
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
標
を
定
め
に
く
い
の
で
、
生
産
者
が
計
画
で
き
な
い
つ

く
り
方
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
感
覚
で
す
か
ら
、
時
に
は
共
有
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
、
だ
か
ら
村
野
藤
吾
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
人
も
な
か
に
は
い
ま
す
よ
。

吉
田
五
十
八
の
建
築
は
「
近
代
数
寄
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
追
悼
文
に
は
、

「
近
代
」と
い
う
時
代
と
の
、
村
野
さ
ん
な
り
の
闘
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

こ
の
追
悼
文
を
僕
な
り
に
解
釈
す
る
と
、
多
く
の
近
代
建
築
が
、
資
本
主
義
の
生
産
者
の

論
理
、
あ
る
い
は
メ
ー
カ
ー
の
論
理
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
自
分
は
違
う
、

と
い
う
主
張
で
す
。
自
分
は
単
純
に
は
生
産
者
の
側
に
は
立
っ
て
い
な
く
て
、
メ
ー
カ
ー

と
ユ
ー
ザ
ー
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
両
者
を
調
整
す
る
の
が
自
分
の
仕
事
だ
と
思
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
生
産
者
側
が
計
画
で
き
な
い
部
分
に
こ
そ
、
心
を
こ
め
て
、
使
う
側
が
気

持
ち
い
い
よ
う
に
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
、
そ

れ
が
自
分
の
和
風
建
築
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
解
釈
し

て
い
ま
す
。

―
―
建
築
史
家
の
伊
藤
て
い
じ
は
、「
大
壁
造
に

よ
る
木
割
か
ら
の
解
放
」
な
ど
、
吉
田
五
十
八

の
「
近
代
数
寄
屋
」
の
特
徴
を
6
つ
挙
げ
て
、

そ
の
手
法
を
整
理
し
て
い
ま
す
が
、
村
野
藤
吾

の
建
築
の
場
合
、
そ
う
い
う
整
理
は
難
し
い
で

し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
そ
う
、
村
野
さ
ん
の
建
築
は
論

理
で
は
な
い
で
す
か
ら
。
か
つ
て
モ
ダ
ニ
ス
ト

の
側
か
ら
、
村
野
藤
吾
が
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ

て
い
た
の
は
、
そ
の
点
を
つ
か
れ
て
い
た
ん
で

す
。
論
理
が
な
い
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
ね
。

最
近
は
、
村
野
藤
吾
が
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
論
理
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
言
葉
に

は
で
き
な
い
村
野
さ
ん
の
真
価
は
、
今
に
な
っ
て
も
ま
だ
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
哲
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
、
言
葉
や
数
式
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る

知
識
を
「
形
式
知
」、言
葉
な
ど
に
よ
る
表
現
が
難
し
く
、
経
験
や
勘
な
ど
に
基
づ
く
知
識

を
「
暗
黙
知
」
と
定
義
し
ま
し
た
が（『
暗
黙
知
の
次
元
』
筑
摩
書
房
）。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
の
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
追
悼
文
で
は
、
理

解
さ
れ
や
す
い
吉
田
流
は
、
多
く
の
追
従
者
や
亜
流
を
つ
く
り
、
社
会
に
大
き
な
足
跡
を

ん
で
す
。
そ
れ
は
、
も
う
そ
っ
く
り
で
す
よ
。
結
局
、
本
人
に
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
村
野
さ
ん
は
戦
前
か
ら
愛
媛
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く

影
響
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
―
確
か
に
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
は
正
統
な
日
本
建
築
よ
り
も
、
大
衆
的
な
賑
わ
い
を

感
じ
る
道
後
温
泉
の
世
界
観
の
ほ
う
が
近
い
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
、
歌
舞
伎
で
す
か
ら
。
正
統
か
ら
傾
く
、
つ
ま
り
は
ず
れ

る
も
の
で
す
か
ら
。
社
会
体
制
に
は
ま
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
よ
う

な
個
人
主
義
で
す
か
ら
、
あ
れ
く
ら
い
傾
い
て
い
て
当
然
で
す
。

―
―
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
と
い
え
ば
、
村
野
藤
吾
の
和
風
は
、
古
歌
を
自
作
に
取
り
入
れ
て

自
分
の
和
歌
を
つ
く
る
「
本
歌
取
り
の
手
法
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
が
、
村
野
さ
ん
と
し
て
は
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
村
野
さ

ん
は
自
分
自
身
を
表
現
す
る
た
め
に
、
過
去
の
建
築
、
未
来
の
建
築
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
自
分
の
頭
の
中
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
熟
成
さ
せ
る
と
い
う
か
、
発
酵
さ
せ
て
い

た
人
だ
か
ら
、
そ
の
対
象
を
い
わ
ゆ
る
「
本
歌
」
と
し
て
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
る
け
れ

ど
も
、
本
人
は
そ
れ
を
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
の
建
築
を
見
る
と
、
和
風
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
ル
ド
ル
フ
・
シ
ン

ド
ラ
ー
と
か
、
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
建
築
家
か
ら
の
影
響
も
見
て
取
れ

ま
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
は
真
似
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
文
脈
の
な
か
で
、
自
分
の
語

彙
と
し
て
そ
れ
を
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
過
去
の
様
式
の
引
用
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
も
連
想
し
ま
す
。

長
谷
川
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
潮
流
が
1
9
7
0
年
代
に
始
ま
り
ま
す
が
、「
大
阪
新
歌
舞
伎

座
」
は
58
年
で
す
か
ら
、
村
野
藤
吾
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
走
り
だ
と
と
ら
え
る
人
も
い
ま

す
ね
。
た
だ
、
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
70
年
代
の
動
き
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
で
す
よ
。
こ

れ
ま
で
話
し
て
き
た
と
お
り
、
村
野
さ
ん
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
定
式
を
す
べ
て
く
ず
し
て
生

き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
い
う
の
な
ら
、
彼
は
設
計
者
と
し
て
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
や
り
き
っ
た
人
で
す
。

―
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
一
時
代
の
潮
流
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

長
谷
川
　
そ
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
ひ
と
つ
の
流
派
み
た
い
に
考
え
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
建
築
は
あ
る
時
期
に
は
は
や
っ
た
け
れ
ど
、
ま
た
す
ぐ
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
復
活
し

た
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
一
種
の
徒
花
だ
っ
た
、

と
。
た
だ
、
僕
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
の
本
質
と
い
う
の
は
、
建

築
の
歴
史
は
だ
る
ま
落
と
し
み
た
い
に
、
新
し
い
も
の
の
上
に
さ
ら
に
新
し
い
も
の
が
積

み
重
な
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
後
に
ル
ネ
サ
ン
ス
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
バ
ロ
ッ
ク
が
出

て
き
て
、
と
い
う
ふ
う
に
歴
史
を
学
ぶ
け
れ
ど
、
実
際
の
歴
史
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
誕
生
以
来
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
い
て
き
て
、
21
世
紀
の
現
在
ま
で
、

細
々
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
続
い
て
い
る
ん
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
も
、
バ

ロ
ッ
ク
も
。
日
本
建
築
で
も
、
書
院
造
や
数
寄
屋
、
あ
る
い
は
民
家
な
ど
が
、
今
で
も
生

き
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
今
現
在
の
歴
史
の
断
面
を
切
り
取
れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が

一
番
大
き
な
径
を
も
っ
た
チ
ュ
ー
ブ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
に
も
ゴ
シ
ッ
ク
や
数
寄

屋
の
チ
ュ
ー
ブ
も
細
々
と
残
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
チ
ュ
ー
ブ
の

束
で
な
り
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
大
き
な
束
で
、
こ
の
世
界
全
体
が
覆
わ
れ
る
な
ん
て
幻
想
だ
よ
、
と

い
う
主
張
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
考
え
方
だ
と
理
解
す
る
と
、
そ
れ
は
今
で
も
非
常
に
意
味

を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
村
野
藤
吾
が
考
え
て
い
た
歴
史
観
と
同

じ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
村
野
藤
吾
の
考
え
方
は
、
現
在
の
建
築
家
も
引
き
継
げ
る
も
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
僕
自
身
も
死
に
そ
う
だ
か
ら
、
あ
え
て
言
い
た
い
の
で
す
が（
笑
）、
建
築
家
が

建
築
家
と
し
て
の
主
体
性
を
も
っ
と
も
っ
と
強
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
と
す
ご
く
思
い
ま

す
。
村
野
藤
吾
は
、
時
に
は
時
代
の
潮
流
に
背
を
向
け
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
内
部
に
湧

い
て
く
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
、
和
風
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
過
去
や
未
来
か
ら
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
自
分
の
内
側
で
燃
や
し
て
い
る
よ
う
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
っ
た
人
で
し
た
。
だ
か
ら
村
野
さ
ん
の
よ
う
に
、
自
分
の
内
側
を
も
っ
と
外
側

に
出
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
丹
下
健
三
に
、
人
間

の
尺
度
が
大
事
だ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
な

ど
の
寸
法
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
解
釈
で
は
、
建
築
家

が
自
分
の
内
側
か
ら
湧
い
て
く
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
自
分
の
尺
度
を
設
計
に

投
げ
込
む
こ
と
が
大
事
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

場
を
、
村
野
さ
ん
は
絶
対
に
と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
現
在
主
義
で
す
。

―
―
村
野
藤
吾
の
建
築
に
は
、
時
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
様
式
的
な
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
多
様
な
作
風
も
、
村
野
が
現
在
主
義
者
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
内
部
か
ら
湧
き
出
て
く
る
創
造
力
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
過
去
に
も
未
来
に
も
手
を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
人
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、「
森
五
商
東
京

支
店
」（
31
）、「
大
阪
パ
ン
シ
ョ
ン
」（
32
）、「
宇
部
市
渡
辺
翁
記
念
会
館
」（
37
）
な
ど
は
、
ル

・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
や
ロ
シ
ア
構
成
主
義
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
未
来
の
理

想
を
宣
言
す
る
よ
う
な
未
来
主
義
者
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
未
来
に
手

を
つ
っ
こ
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
現
在
主
義
者
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
同
じ
よ
う

に
、
和
風
建
築
を
手
が
け
る
に
し
て
も
、
現
在
主
義
的
な
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の

「
千
代
田
生
命
本
社
ビ
ル
」（
66
）の
和
室
で
も
、
基
本
的
に
は
和
の
設
え
を
用
い
な
が
ら
も
、

こ
う
い
う
過
去
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
障
子
（
４
〜
５
ペ
ー
ジ
）
を
つ
く
る
こ
と
が
、
彼

に
は
で
き
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

―
―
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
を
書
い
た
と
き
、
村
野
藤
吾
は
ま
だ
20
代
で
す
ね
。
20
代

の
青
年
が
、
過
去
に
も
未
来
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
、
熟
練
と
も
い
え
る
発
言
が
で

き
た
背
景
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

長
谷
川
「
様
式
の
上
に
あ
れ
！
」
の
原
型
は
、
彼
の
卒
業
論
文
「
都
市
建
築
論
」
に
す
で

に
出
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
考
え
は
出
身
校
の
早
稲
田
大
学
で
の
教
育
の
影

響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
佐
藤
功
一
が
主
任
教
授
で
し
た
が
、
彼
の
ル
ネ

サ
ン
ス
建
築
の
講
義
は
、
じ
つ
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
、
と
村
野
さ
ん
に
聞
か
さ
れ

ま
し
た
よ
。
た
だ
、
設
計
課
題
で
は
、
た
と
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
の
銀
行
建
築
な
ど
と
い
っ
た

様
式
指
定
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
野
さ
ん
は
全
部
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、

「
佐
藤
先
生
は
い
つ
も
僕
の
後
ろ
を
通
り
す
ぎ
、
ほ
か
の
学
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま

う
」
と
村
野
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
僕
は
佐
藤
功
一
は
村
野
さ
ん
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
通
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
む
し
ろ
言
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

う
か
、
あ
の
時
代
の
学
生
の
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。

―
―
過
去
の
様
式
を
学
ぶ
環
境
に
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
は
未
来
的
な
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

取
り
組
み
、
両
極
の
世
界
の
狭
間
に
い
た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
早
稲
田
大
学
を
出
た
ば
か
り
の
頃
は
、
ま
だ
未
来
主
義
的
な
価
値
観
を
も
っ
て

―
―
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
村
野
の
考
え
が
、
和
風
建
築
に
対
し
て
も
表
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
同
時
代
の
建
築
家
と
比
べ
る
と
、
た
と
え
ば
吉
田
五
十
八
と
は
和
へ
の
向
き
合
い

方
が
だ
い
ぶ
異
な
り
ま
す
。

長
谷
川
　
吉
田
五
十
八
と
村
野
さ
ん
は
同
世
代
の
、
と
て
も
仲
の
よ
い
仲
間
同
士
で
し
た
。

お
も
に
吉
田
五
十
八
は
東
京
で
、
村
野
藤
吾
は
関
西
で
活
躍
し
、
お
互
い
を
意
識
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
ね
。
吉
田
五
十
八
が
亡
く
な
っ
た
後
、
村
野
さ
ん
は
「
吉
田
流
私
見
『
吉

田
五
十
八
先
生
の
一
周
忌
を
迎
え
て
』」（『
建
築
雑
誌
』
75
年
3

月
号
、
日
本
建
築
学
会
）
と
い
う
追
悼
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
な
か
な
か
す
ご
い
文
章
で
し
て
、
追
悼
文
な
の
に
、
あ

る
種
の
吉
田
五
十
八
批
判
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ（
笑
）。
そ

こ
で
村
野
さ
ん
は
、
東
京
の
職
人
が
隅
々
ま
で
非
常
に
正
確
に

仕
上
げ
る
こ
と
に
感
心
し
、
そ
こ
に
吉
田
五
十
八
の
影
響
を
感

じ
た
と
書
い
て
い
る
の
に
、
続
く
後
々
の
文
章
で
は
、
正
確
な

仕
事
に
は
味
気
が
な
い
、
遊
び
や
自
然
味
も
な
い
、
と
い
っ
た

こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
逆
に
村
野
さ
ん
の
流
儀
は
、
自
然

や
遊
び
を
意
図
し
た
好
み
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

―
―
吉
田
五
十
八
と
自
分
を
、
対
の
存
在
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
も
の
づ
く
り
に
は
2
種
類
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
吉
田
流
の
も
の
の
つ
く
り
方

は
、
計
画
で
き
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ピ
シ
ッ
と
目
に
見
え
る
正
確
な
つ
く
り
方

で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
腕
と
か
、
か
け
る
べ
き
大
工
の

手
間
な
ど
が
、
計
画
で
き
る
つ
く
り
方
だ
と
。
そ
う
い
う
建
築
は
、

建
築
を
享
受
す
る
側
で
は
な
く
、
生
産
者
の
論
理
で
で
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
村
野
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
自
分
の
建
築
は
、
た
く
さ
ん
の
計
画
で

き
な
い
も
の
を
含
ま
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
村
野
さ
ん
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
絹
を
裏
地
に
表

を
木
綿
に
し
た
衣
物
で
美
人
に
見
せ
る
よ
う
な
お
洒
落
」
と
い
う

考
え
方
で
、
腕
の
よ
さ
を
殺
し
、
技
を
隠
し
て
、
時
に
は
遊
び
を

交
え
な
が
ら
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
心
を
込
め
て
建
築
を
つ
く
る

残
し
た
、
と
い
っ
て
吉
田
五
十
八
の
功
績
を
た
た
え
な
が
ら
、
一
方
で
自
分
は
違
う
、
と

い
う
こ
と
を
暗
に
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
追
悼
文
と
い
い
な
が
ら
、
自

分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
が
、
あ
の
文
章
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す（
笑
）。
建
築
家
が
自

分
の
身
体
を
建
築
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
、
そ
の
空
間
を
使
う
人
間
に
と
っ
て
使
い
や
す

い
の
は
当
然
だ
け
ど
、
心
地
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
親
し
げ
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
い
つ
も
触
っ
て
い
た
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
論
理
で

は
な
く
、
経
験
や
勘
な
ど
も
結
集
さ
せ
て
つ
く
り
あ
げ
る
の
が
建
築
家
の
仕
事
な
ん
だ
よ
、

と
村
野
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
僕
に
は
思
え
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
に
し
て
も
、「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
で
の
唐
破
風
の
用

い
方
は
大
胆
で
す
。

長
谷
川
　
あ
の
建
築
の
是
非
は
意
見
が
分
か
れ
る
の
で
す
が
、

僕
は
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
評
価
し
な
い
で
、
村
野
藤
吾
を

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
村
野
さ
ん
は
、

先
ほ
ど
の
現
在
主
義
の
手
法
に
よ
っ
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
ソ

ー
ス
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
過
去
か
ら
見
つ
け
て
き
て
、
そ
れ

を
フ
ァ
サ
ー
ド
前
面
に
張
り
付
け
て
連
続
さ
せ
て
い
る
わ
け
。

破
格
の
ア
イ
デ
ア
で
す
よ
。
た
だ
、
僕
も
大
学
を
出
た
頃
は
、

ち
ゃ
き
ち
ゃ
き
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
し
た
か
ら
、
で
き
た
ば
か
り

の
「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」
を
写
真
で
見
て
、
村
野
さ
ん
は
変
な

こ
と
を
や
る
な
、
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い（
笑
）。
そ

れ
か
ら
10
年
く
ら
い
た
っ
て
か
ら
大
阪
に
行
っ
た
と
き
、
御
堂

筋
を
歩
い
て
い
て
、
と
に
か
く
、
ま
あ
驚
い
た
ね
。
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
ビ
ル
が
立
ち
並

ぶ
あ
の
通
り
の
な
か
で
、
格
別
に
リ
ア
ル
に
実
存
し
て
い
る
と
い
う
か
、
で
ん
と
構
え
て

い
て
、
す
ご
い
、
や
ら
れ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
キ
ッ
チ
ュ
な
フ
ァ
サ
ー
ド

デ
ザ
イ
ン
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ガ
ツ
ー
ン
と
や
ら
れ
ま
し
た
よ
。

建
築
と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

―
―
あ
の
唐
破
風
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
川
　
村
野
さ
ん
は
公
表
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
僕
は
原
型
を
見
つ
け
た
ん
で
す
よ
。
愛

媛
の
道
後
温
泉
で
す
。
あ
そ
こ
に
「
神
の
湯
本
館
」（
1
8
9
7
）
と
い
う
3
階
建
て
の
建

物
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
1
階
部
分
に
3
つ
の
唐
破
風
が
連
続
し
て
い
る
意
匠
が
あ
る

H
asegaw

a T
akashi

「
大
阪
新
歌
舞
伎
座
」の
原
型
は
、道
後
温
泉

村
野
藤
吾
は
生
涯
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
や
り
き
っ
た

「千代田生命本社ビル」の
和室「はぎの間」。

床の間や天井に独特な意匠が
用いられている。

写真提供／道後温泉事務所

Special Feature / V
ivid Japanese Styles

Interview
 w

ith H
asegaw

a Takashi

1897年・1924年

か
ぶ

あ
だ
ば
な
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間口が狭く奥行きの深い敷地に建てられてきた町家。
江戸時代に本格的に成立した住宅形式だが、
そこには今なお引き継ぐべき
インテリジェンスが含まれている。
アトリエ・ワンが、そのインテリジェンスを読み解き、
町家の再解釈を行っている。

取材・文／伏見 唯　写真／藤塚光政

「 ロ ジまち や 」
塚 本 由 晴 ＋ 貝 島 桃 代

町 家 の イ ン テ リ ジ ェ ン ス を 継 ぐ

作 品

設 計

特集／ビビッド・ジャパニーズ・スタイル ― 明るい和風 ケーススタディ 1

リビングから玄関越しに
外を見る。視線と動線は
一直線につながっている
が、格子や簾などによっ
て見え方が調整されてい
る。右手に露地庭。

Case Study
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つ
の
狭
小
住
宅
と
と
ら
え
、
現
代
住
宅
に
も
負

け
な
い
ほ
ど
、
都
市
の
狭
小
地
に
住
ま
う
知
恵

が
詰
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
、「（
町
家
は
）一
周
遅

れ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」（『
新
建
築
住
宅
特
集
』

2
0
0
9
年
12
月
号
、
新
建
築
社
）
と
主
張
し

て
い
た
。
古
き
よ
き
過
去
の
遺
産
と
み
な
す
ば

か
り
で
な
く
、
今
な
お
生
き
た
知
恵
が
潜
ん
で

い
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

思
え
ば
、
町
家
は
「
町
」
の「
家
」。
江
戸
時
代

に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　
数
々
の
都
市
住
宅
を
設
計
し
て
き
た
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
が
、
ま
さ
に
そ
の
町
家
の
再
解
釈
に

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
町
家

の
再
解
釈
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

話
は
07
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
金
沢
21
世
紀
美
術

館
に
て
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
独
自
の
視
点
を

も
っ
て
金
沢
の
街
を
再
発
見
す
る
調
査
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
始
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

1
0
0
0
軒
以
上
も
の
町
家
を
調
査
。
そ
こ
で

調
査
さ
れ
た
も
の
は
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
あ
る
よ
う
な
文
化
財
の
町
家
で
は

な
く
、
時
間
を
経
る
な
か
で
、
時
代
に
合
わ
せ

て
大
き
く
変
形
し
た
町
家
だ
っ
た
と
い
う
。
た

と
え
ば
、
車
の
誕
生
に
よ
り
1
階
を
駐
車
場
に

し
た
町
家
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
誕
生
に
よ
り
店

を
閉
じ
て
1
階
の
店
舗
を
部
屋
に
改
造
し
た
町

家
な
ど
で
あ
る
。「
20
世
紀
と
い
う
大
き
な
時
代

の
変
化
の
な
か
で
、
町
家
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
後

ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
、
一
生
懸
命
町
家
で
あ

り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
を
た
く
さ
ん
見
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
経
験

だ
っ
た
」
と
塚
本
さ
ん
。

　
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、
町
家
の
理
想
と
と
も

に
、
多
く
の
現
実
も
身
に
染
み
て
感
じ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
過
去
の
歴
史
的
な
町
家
の
復
興
で
は

な
く
、
現
実
と
真
っ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
町

家
を
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
醸
成
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　
そ
の
た
め
、
き
わ
め
て
現
実
的
に
「
必
要
だ

か
ら
使
う
」
と
い
う
考
え
が
一
貫
し
て
い
る
。

町
家
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
伝
統
的
な
町
並

み
を
形
成
し
て
い
る
和
風
意
匠
を
思
い
描
い
て

し
ま
う
が
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
再
解
釈
を
し

て
い
る
の
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で
町
家
の
知
恵

な
の
だ
。
塚
本
さ
ん
い
わ
く
、「
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

（
類
型
）の
な
か
に
、
数
々
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
（
知
恵
）
が
使
わ
れ
な
い
状
態
で
封
印
さ
れ

て
い
ま
す
。
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
認
識
を
破
っ

て
、
な
か
に
あ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
救
出

す
る
べ
き
」。そ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、

た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
動
線
貫
通
」
や
「
視
線

貫
通
」
な
ど
の
よ
う
に
抽
象
的
な
概
念
だ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
格
子
や
庭
な
ど
の
よ
う
な
具
体

的
な
要
素
だ
っ
た
り
す
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
中
核
に
据
え
れ
ば
、
江
戸
か
ら
遠
く
時
を

経
た
現
代
に
お
い
て
も
、
柔
軟
に
町
家
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
る
。

　
町
家
を
近
世
の
都
市
住
宅
だ
と
固
定
的
に
と

ら
え
て
し
ま
う
と
文
化
財
に
な
っ
て
い
く
し
か

道
は
な
い
が
、
近
世
以
来
の
都
市
住
宅
だ
と
と

ら
え
れ
ば
、
過
去
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
携

え
た
現
代
の
都
市
住
宅
に
も
な
る
。
歴
史
を
知

る
こ
と
は
、
知
性
を
知
る
こ
と
。
長
い
知
の
積

層
の
延
長
に
、
現
代
が
あ
る
。

　
は
た
し
て
町
家
は
、
も
う
過
去
の
遺
産
な
の

だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
町
家
の
起
源
は
古
く
、
戦
国
か
ら
江

戸
時
代
に
城
下
町
へ
の
定
住
が
進
ん
だ
た
め
、

い
わ
ば
近
世
の
都
市
住
宅
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
の
都
市
も
人
口
密
度
が
高
く
、

間
口
の
広
さ
に
応
じ
て
税
金
が
か
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
に
町
家
は
建
て

ら
れ
た
。
し
か
も
都
市
で
の
生
業
と
し
て
住
人

が
商
売
を
す
る
場
合
が
多
く
、
狭
い
な
か
で
一

部
を
店
舗
と
し
て
も
開
い
て
い
る
住
宅
だ
っ
た
。

　
建
築
史
家
の
谷
直
樹
さ
ん
は
、
町
家
を
ひ
と

町
家
を
継
承
し
て
い
る
と
は
い
え
、

現
代
の
条
件
に
あ
て
は
め
て
設
計
す
る
と
、

過
去
の
町
家
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
。

取
り
組
み
つ
づ
け
て
い
る
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
は

6
棟
目
の
実
践
で
あ
る
。

　
敷
地
は
、
東
京
の
荻
窪
駅
前
の
ミ
ニ
開
発
が

進
む
住
宅
地
。
も
と
も
と
の
大
き
な
土
地
が
細

分
化
さ
れ
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
敷
地

形
状
で
、
人
通
り
の
多
い
道
に
南
側
で
接
す
る
。

ま
さ
に
町
家
に
適
し
た
条
件
で
あ
る
。
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
は
、
こ
の
土
地
を
見
た
と
き
か
ら

「
こ
こ
に
住
む
な
ら
町
家
が
よ
い
」と
判
断
し
た

と
言
う
。

　
た
だ
町
家
と
は
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
江
戸

時
代
と
同
じ
も
の
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

町
家
に
は
、
通
り
庭
、
続
き
間
、
大
戸
、
揚
見

世
、
格
子
、
火
袋
、
箱
階
段
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
が
あ
る
が
、
現
代
の
条
件
に
あ
て
は
め

よ
う
と
す
る
と
取
捨
選
択
が
必
要
に
な
る
た
め
、

結
果
的
に
過
去
の
町
家
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
取
捨
選
択
を
す
る
な
か
で
、

ど
う
す
れ
ば
現
代
に
お
い
て
町
家
を
再
解
釈
し

た
こ
と
に
な
る
の
か
。
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
、

ま
ず
は
町
家
を
注
意
深
く
分
析
し
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
な
ど
の
概
念
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
通

り
庭
で
は
、
動
線
が
敷
地
の
手
前
か
ら
奥
ま
で

通
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
、「
動
線
貫
通
」。続
き
間

で
は
、
襖
を
す
べ
て
開
放
す
る
と
視
線
が
奥
ま

で
抜
け
る
。
そ
れ
を
、「
視
線
貫
通
」
と
名
づ
け

た
。
実
際
、
京
町
家
の
土
間
に
立
っ
た
と
き
の

感
動
は
、
明
ら
か
に
視
線
や
動
線
の
抜
け
と
無

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
も
、

1
階
の
玄
関
、
リ
ビ
ン
グ
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
一
直
線
に
並
び
、「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
通
り
庭
や
続

き
間
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
な
く
て
も
、
土
地

の
有
効
利
用
や
、
採
光
、
風
通
し
な
ど
の
町
家

の
知
恵
を
生
か
す
こ
と
は
で
き
る
。
町
家
の
利

点
を
抽
象
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
で
、
現
代
住

宅
へ
の
適
用
の
幅
が
格
段
に
広
が
り
を
み
せ
る

の
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
は
、
通
り
庭
や

坪
庭
の
代
わ
り
に
、
名
前
の
と
お
り
露
地
庭
を

設
け
て
い
る
。
間
口
の
狭
い
敷
地
な
が
ら
、
片

側
に
建
築
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
家
と

の
隙
間
に
露
地
庭
を
確
保
。
そ
の
露
地
庭
側
に

窓
を
集
中
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
光
や
風
を
取
り
入

れ
て
い
る
。
軀
体
は
集
成
材
の
S
E
構
法
で
で

き
て
い
る
た
め
、
ブ
レ
ー
ス
の
な
い
す
っ
き
り

と
し
た
開
口
部
が
、
さ
ら
に
庭
の
効
果
を
高
め

て
い
る
。
こ
の
露
地
庭
の
お
か
げ
で
、
外
観
か

ら
は
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
ほ
ど
、
室
内

は
明
る
い
空
間
に
な
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
「
ロ

ジ
ま
ち
や
」。

　
そ
し
て
格
子
。
格
子
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

で
は
町
家
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
よ
う
な
意
匠

で
あ
る
。
正
直
に
言
え
ば
、
取
材
前
に
は
和
風

意
匠
を
少
し
織
り
交
ぜ
て
フ
ァ
サ
ー
ド
を
デ
ザ

イ
ン
し
た
の
か
と
も
思
っ
て
い
た
が
、
話
を
聞

い
て
み
る
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
格
子
は

「
町
家
の
意
匠
」と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
開
き
な
が
ら
も
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
町
家
の
知
恵
」と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。「
日
本
建
築
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
の
な

か
で
も
、
格
子
と
障
子
と
畳
は
特
別
で
、
本
当

に
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
効
果
的
だ
か
ら
使
う

の
で
あ
っ
て
、
特
別
に
和
風
の
意
匠
を
意
識
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
ア
ト
リ
エ

・
ワ
ン
の
塚
本
由
晴
さ
ん
。
確
か
に
人
通
り
の

多
い
道
と
接
し
た
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
に
と
っ
て

は
、
最
適
な
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
る
。

　
格
子
や
庭
な
ど
、
町
家
の
設
え
を
直
接
用
い

る
こ
と
も
あ
る
。
町
家
か
ら
知
恵
を
学
び
と
り
、

そ
の
知
恵
の
再
生
産
と
し
て
時
に
は
町
家
の
具

象
が
発
露
す
る
こ
と
も
ま
た
、
町
家
の
再
解
釈

に
ち
が
い
な
い
。

外観
２階の廊下からサンルー
ム浴室を見る。どちらも
露地庭側に面しているた
め、自然光と風がふんだ
んに入ってくる。

廊下

町
家
の
肝
は
、

動
線
貫
通
と

視
線
貫
通

露
地
庭
と

格
子
の

都
市
住
宅
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01
人通りの多い南側の前面
道路側に対して、中から
見えても外からは見えな
い日中の格子の利点をう
まく用いている。
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つ
の
狭
小
住
宅
と
と
ら
え
、
現
代
住
宅
に
も
負

け
な
い
ほ
ど
、
都
市
の
狭
小
地
に
住
ま
う
知
恵

が
詰
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
、「（
町
家
は
）一
周
遅

れ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」（『
新
建
築
住
宅
特
集
』

2
0
0
9
年
12
月
号
、
新
建
築
社
）
と
主
張
し

て
い
た
。
古
き
よ
き
過
去
の
遺
産
と
み
な
す
ば

か
り
で
な
く
、
今
な
お
生
き
た
知
恵
が
潜
ん
で

い
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

思
え
ば
、
町
家
は
「
町
」
の「
家
」。
江
戸
時
代

に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　
数
々
の
都
市
住
宅
を
設
計
し
て
き
た
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
が
、
ま
さ
に
そ
の
町
家
の
再
解
釈
に

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
町
家

の
再
解
釈
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

話
は
07
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
金
沢
21
世
紀
美
術

館
に
て
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
独
自
の
視
点
を

も
っ
て
金
沢
の
街
を
再
発
見
す
る
調
査
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
始
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

1
0
0
0
軒
以
上
も
の
町
家
を
調
査
。
そ
こ
で

調
査
さ
れ
た
も
の
は
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
あ
る
よ
う
な
文
化
財
の
町
家
で
は

な
く
、
時
間
を
経
る
な
か
で
、
時
代
に
合
わ
せ

て
大
き
く
変
形
し
た
町
家
だ
っ
た
と
い
う
。
た

と
え
ば
、
車
の
誕
生
に
よ
り
1
階
を
駐
車
場
に

し
た
町
家
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
誕
生
に
よ
り
店

を
閉
じ
て
1
階
の
店
舗
を
部
屋
に
改
造
し
た
町

家
な
ど
で
あ
る
。「
20
世
紀
と
い
う
大
き
な
時
代

の
変
化
の
な
か
で
、
町
家
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
後

ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
、
一
生
懸
命
町
家
で
あ

り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
を
た
く
さ
ん
見
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
経
験

だ
っ
た
」
と
塚
本
さ
ん
。

　
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、
町
家
の
理
想
と
と
も

に
、
多
く
の
現
実
も
身
に
染
み
て
感
じ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
過
去
の
歴
史
的
な
町
家
の
復
興
で
は

な
く
、
現
実
と
真
っ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
町

家
を
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
醸
成
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　
そ
の
た
め
、
き
わ
め
て
現
実
的
に
「
必
要
だ

か
ら
使
う
」
と
い
う
考
え
が
一
貫
し
て
い
る
。

町
家
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
伝
統
的
な
町
並

み
を
形
成
し
て
い
る
和
風
意
匠
を
思
い
描
い
て

し
ま
う
が
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
再
解
釈
を
し

て
い
る
の
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で
町
家
の
知
恵

な
の
だ
。
塚
本
さ
ん
い
わ
く
、「
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

（
類
型
）の
な
か
に
、
数
々
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
（
知
恵
）
が
使
わ
れ
な
い
状
態
で
封
印
さ
れ

て
い
ま
す
。
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
認
識
を
破
っ

て
、
な
か
に
あ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
救
出

す
る
べ
き
」。そ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、

た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
動
線
貫
通
」
や
「
視
線

貫
通
」
な
ど
の
よ
う
に
抽
象
的
な
概
念
だ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
格
子
や
庭
な
ど
の
よ
う
な
具
体

的
な
要
素
だ
っ
た
り
す
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
中
核
に
据
え
れ
ば
、
江
戸
か
ら
遠
く
時
を

経
た
現
代
に
お
い
て
も
、
柔
軟
に
町
家
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
る
。

　
町
家
を
近
世
の
都
市
住
宅
だ
と
固
定
的
に
と

ら
え
て
し
ま
う
と
文
化
財
に
な
っ
て
い
く
し
か

道
は
な
い
が
、
近
世
以
来
の
都
市
住
宅
だ
と
と

ら
え
れ
ば
、
過
去
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
携

え
た
現
代
の
都
市
住
宅
に
も
な
る
。
歴
史
を
知

る
こ
と
は
、
知
性
を
知
る
こ
と
。
長
い
知
の
積

層
の
延
長
に
、
現
代
が
あ
る
。

　
は
た
し
て
町
家
は
、
も
う
過
去
の
遺
産
な
の

だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
町
家
の
起
源
は
古
く
、
戦
国
か
ら
江

戸
時
代
に
城
下
町
へ
の
定
住
が
進
ん
だ
た
め
、

い
わ
ば
近
世
の
都
市
住
宅
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
の
都
市
も
人
口
密
度
が
高
く
、

間
口
の
広
さ
に
応
じ
て
税
金
が
か
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
に
町
家
は
建
て

ら
れ
た
。
し
か
も
都
市
で
の
生
業
と
し
て
住
人

が
商
売
を
す
る
場
合
が
多
く
、
狭
い
な
か
で
一

部
を
店
舗
と
し
て
も
開
い
て
い
る
住
宅
だ
っ
た
。

　
建
築
史
家
の
谷
直
樹
さ
ん
は
、
町
家
を
ひ
と

町
家
を
継
承
し
て
い
る
と
は
い
え
、

現
代
の
条
件
に
あ
て
は
め
て
設
計
す
る
と
、

過
去
の
町
家
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
。

取
り
組
み
つ
づ
け
て
い
る
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
は

6
棟
目
の
実
践
で
あ
る
。

　
敷
地
は
、
東
京
の
荻
窪
駅
前
の
ミ
ニ
開
発
が

進
む
住
宅
地
。
も
と
も
と
の
大
き
な
土
地
が
細

分
化
さ
れ
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
敷
地

形
状
で
、
人
通
り
の
多
い
道
に
南
側
で
接
す
る
。

ま
さ
に
町
家
に
適
し
た
条
件
で
あ
る
。
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
は
、
こ
の
土
地
を
見
た
と
き
か
ら

「
こ
こ
に
住
む
な
ら
町
家
が
よ
い
」と
判
断
し
た

と
言
う
。

　
た
だ
町
家
と
は
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
江
戸

時
代
と
同
じ
も
の
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

町
家
に
は
、
通
り
庭
、
続
き
間
、
大
戸
、
揚
見

世
、
格
子
、
火
袋
、
箱
階
段
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
が
あ
る
が
、
現
代
の
条
件
に
あ
て
は
め

よ
う
と
す
る
と
取
捨
選
択
が
必
要
に
な
る
た
め
、

結
果
的
に
過
去
の
町
家
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
取
捨
選
択
を
す
る
な
か
で
、

ど
う
す
れ
ば
現
代
に
お
い
て
町
家
を
再
解
釈
し

た
こ
と
に
な
る
の
か
。
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
、

ま
ず
は
町
家
を
注
意
深
く
分
析
し
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
な
ど
の
概
念
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
通

り
庭
で
は
、
動
線
が
敷
地
の
手
前
か
ら
奥
ま
で

通
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
、「
動
線
貫
通
」。続
き
間

で
は
、
襖
を
す
べ
て
開
放
す
る
と
視
線
が
奥
ま

で
抜
け
る
。
そ
れ
を
、「
視
線
貫
通
」
と
名
づ
け

た
。
実
際
、
京
町
家
の
土
間
に
立
っ
た
と
き
の

感
動
は
、
明
ら
か
に
視
線
や
動
線
の
抜
け
と
無

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
も
、

1
階
の
玄
関
、
リ
ビ
ン
グ
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
一
直
線
に
並
び
、「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
通
り
庭
や
続

き
間
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
な
く
て
も
、
土
地

の
有
効
利
用
や
、
採
光
、
風
通
し
な
ど
の
町
家

の
知
恵
を
生
か
す
こ
と
は
で
き
る
。
町
家
の
利

点
を
抽
象
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
で
、
現
代
住

宅
へ
の
適
用
の
幅
が
格
段
に
広
が
り
を
み
せ
る

の
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
は
、
通
り
庭
や

坪
庭
の
代
わ
り
に
、
名
前
の
と
お
り
露
地
庭
を

設
け
て
い
る
。
間
口
の
狭
い
敷
地
な
が
ら
、
片

側
に
建
築
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
家
と

の
隙
間
に
露
地
庭
を
確
保
。
そ
の
露
地
庭
側
に

窓
を
集
中
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
光
や
風
を
取
り
入

れ
て
い
る
。
軀
体
は
集
成
材
の
S
E
構
法
で
で

き
て
い
る
た
め
、
ブ
レ
ー
ス
の
な
い
す
っ
き
り

と
し
た
開
口
部
が
、
さ
ら
に
庭
の
効
果
を
高
め

て
い
る
。
こ
の
露
地
庭
の
お
か
げ
で
、
外
観
か

ら
は
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
ほ
ど
、
室
内

は
明
る
い
空
間
に
な
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
「
ロ

ジ
ま
ち
や
」。

　
そ
し
て
格
子
。
格
子
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

で
は
町
家
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
よ
う
な
意
匠

で
あ
る
。
正
直
に
言
え
ば
、
取
材
前
に
は
和
風

意
匠
を
少
し
織
り
交
ぜ
て
フ
ァ
サ
ー
ド
を
デ
ザ

イ
ン
し
た
の
か
と
も
思
っ
て
い
た
が
、
話
を
聞

い
て
み
る
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
格
子
は

「
町
家
の
意
匠
」と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
開
き
な
が
ら
も
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
町
家
の
知
恵
」と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。「
日
本
建
築
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
の
な

か
で
も
、
格
子
と
障
子
と
畳
は
特
別
で
、
本
当

に
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
効
果
的
だ
か
ら
使
う

の
で
あ
っ
て
、
特
別
に
和
風
の
意
匠
を
意
識
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
ア
ト
リ
エ

・
ワ
ン
の
塚
本
由
晴
さ
ん
。
確
か
に
人
通
り
の

多
い
道
と
接
し
た
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
に
と
っ
て

は
、
最
適
な
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
る
。

　
格
子
や
庭
な
ど
、
町
家
の
設
え
を
直
接
用
い

る
こ
と
も
あ
る
。
町
家
か
ら
知
恵
を
学
び
と
り
、

そ
の
知
恵
の
再
生
産
と
し
て
時
に
は
町
家
の
具

象
が
発
露
す
る
こ
と
も
ま
た
、
町
家
の
再
解
釈

に
ち
が
い
な
い
。

外観
２階の廊下からサンルー
ム浴室を見る。どちらも
露地庭側に面しているた
め、自然光と風がふんだ
んに入ってくる。

廊下

町
家
の
肝
は
、

動
線
貫
通
と

視
線
貫
通

露
地
庭
と

格
子
の

都
市
住
宅
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つ
の
狭
小
住
宅
と
と
ら
え
、
現
代
住
宅
に
も
負

け
な
い
ほ
ど
、
都
市
の
狭
小
地
に
住
ま
う
知
恵

が
詰
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
、「（
町
家
は
）一
周
遅

れ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」（『
新
建
築
住
宅
特
集
』

2
0
0
9
年
12
月
号
、
新
建
築
社
）
と
主
張
し

て
い
た
。
古
き
よ
き
過
去
の
遺
産
と
み
な
す
ば

か
り
で
な
く
、
今
な
お
生
き
た
知
恵
が
潜
ん
で

い
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

思
え
ば
、
町
家
は
「
町
」
の「
家
」。
江
戸
時
代

に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　
数
々
の
都
市
住
宅
を
設
計
し
て
き
た
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
が
、
ま
さ
に
そ
の
町
家
の
再
解
釈
に

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
町
家

の
再
解
釈
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

話
は
07
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
金
沢
21
世
紀
美
術

館
に
て
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
独
自
の
視
点
を

も
っ
て
金
沢
の
街
を
再
発
見
す
る
調
査
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
始
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

1
0
0
0
軒
以
上
も
の
町
家
を
調
査
。
そ
こ
で

調
査
さ
れ
た
も
の
は
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
あ
る
よ
う
な
文
化
財
の
町
家
で
は

な
く
、
時
間
を
経
る
な
か
で
、
時
代
に
合
わ
せ

て
大
き
く
変
形
し
た
町
家
だ
っ
た
と
い
う
。
た

と
え
ば
、
車
の
誕
生
に
よ
り
1
階
を
駐
車
場
に

し
た
町
家
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
誕
生
に
よ
り
店

を
閉
じ
て
1
階
の
店
舗
を
部
屋
に
改
造
し
た
町

家
な
ど
で
あ
る
。「
20
世
紀
と
い
う
大
き
な
時
代

の
変
化
の
な
か
で
、
町
家
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
後

ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
、
一
生
懸
命
町
家
で
あ

り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
を
た
く
さ
ん
見
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
経
験

だ
っ
た
」
と
塚
本
さ
ん
。

　
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、
町
家
の
理
想
と
と
も

に
、
多
く
の
現
実
も
身
に
染
み
て
感
じ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
過
去
の
歴
史
的
な
町
家
の
復
興
で
は

な
く
、
現
実
と
真
っ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
町

家
を
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
醸
成
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　
そ
の
た
め
、
き
わ
め
て
現
実
的
に
「
必
要
だ

か
ら
使
う
」
と
い
う
考
え
が
一
貫
し
て
い
る
。

町
家
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
伝
統
的
な
町
並

み
を
形
成
し
て
い
る
和
風
意
匠
を
思
い
描
い
て

し
ま
う
が
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
再
解
釈
を
し

て
い
る
の
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で
町
家
の
知
恵

な
の
だ
。
塚
本
さ
ん
い
わ
く
、「
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

（
類
型
）の
な
か
に
、
数
々
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
（
知
恵
）
が
使
わ
れ
な
い
状
態
で
封
印
さ
れ

て
い
ま
す
。
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
認
識
を
破
っ

て
、
な
か
に
あ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
救
出

す
る
べ
き
」。そ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、

た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
動
線
貫
通
」
や
「
視
線

貫
通
」
な
ど
の
よ
う
に
抽
象
的
な
概
念
だ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
格
子
や
庭
な
ど
の
よ
う
な
具
体

的
な
要
素
だ
っ
た
り
す
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
中
核
に
据
え
れ
ば
、
江
戸
か
ら
遠
く
時
を

経
た
現
代
に
お
い
て
も
、
柔
軟
に
町
家
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
る
。

　
町
家
を
近
世
の
都
市
住
宅
だ
と
固
定
的
に
と

ら
え
て
し
ま
う
と
文
化
財
に
な
っ
て
い
く
し
か

道
は
な
い
が
、
近
世
以
来
の
都
市
住
宅
だ
と
と

ら
え
れ
ば
、
過
去
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
携

え
た
現
代
の
都
市
住
宅
に
も
な
る
。
歴
史
を
知

る
こ
と
は
、
知
性
を
知
る
こ
と
。
長
い
知
の
積

層
の
延
長
に
、
現
代
が
あ
る
。

　
は
た
し
て
町
家
は
、
も
う
過
去
の
遺
産
な
の

だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
町
家
の
起
源
は
古
く
、
戦
国
か
ら
江

戸
時
代
に
城
下
町
へ
の
定
住
が
進
ん
だ
た
め
、

い
わ
ば
近
世
の
都
市
住
宅
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
の
都
市
も
人
口
密
度
が
高
く
、

間
口
の
広
さ
に
応
じ
て
税
金
が
か
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
に
町
家
は
建
て

ら
れ
た
。
し
か
も
都
市
で
の
生
業
と
し
て
住
人

が
商
売
を
す
る
場
合
が
多
く
、
狭
い
な
か
で
一

部
を
店
舗
と
し
て
も
開
い
て
い
る
住
宅
だ
っ
た
。

　
建
築
史
家
の
谷
直
樹
さ
ん
は
、
町
家
を
ひ
と

写真上／２階の寝室と吹
抜けでつながる、畳敷き
の３階書斎。中／格子に
よって、昼間はある程度
視線を遮りながら、風や
光を取り入れることがで
きる。下／伝統的な親子
格子と同じように、見え
にくいところと、見やす
いところを分けるため、
格子の桟の長さを変えて
いる。

取
り
組
み
つ
づ
け
て
い
る
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
は

6
棟
目
の
実
践
で
あ
る
。

　
敷
地
は
、
東
京
の
荻
窪
駅
前
の
ミ
ニ
開
発
が

進
む
住
宅
地
。
も
と
も
と
の
大
き
な
土
地
が
細

分
化
さ
れ
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
敷
地

形
状
で
、
人
通
り
の
多
い
道
に
南
側
で
接
す
る
。

ま
さ
に
町
家
に
適
し
た
条
件
で
あ
る
。
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
は
、
こ
の
土
地
を
見
た
と
き
か
ら

「
こ
こ
に
住
む
な
ら
町
家
が
よ
い
」と
判
断
し
た

と
言
う
。

　
た
だ
町
家
と
は
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
江
戸

時
代
と
同
じ
も
の
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

町
家
に
は
、
通
り
庭
、
続
き
間
、
大
戸
、
揚
見

世
、
格
子
、
火
袋
、
箱
階
段
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
が
あ
る
が
、
現
代
の
条
件
に
あ
て
は
め

よ
う
と
す
る
と
取
捨
選
択
が
必
要
に
な
る
た
め
、

結
果
的
に
過
去
の
町
家
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
取
捨
選
択
を
す
る
な
か
で
、

ど
う
す
れ
ば
現
代
に
お
い
て
町
家
を
再
解
釈
し

た
こ
と
に
な
る
の
か
。
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
、

ま
ず
は
町
家
を
注
意
深
く
分
析
し
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
な
ど
の
概
念
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
通

り
庭
で
は
、
動
線
が
敷
地
の
手
前
か
ら
奥
ま
で

通
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
、「
動
線
貫
通
」。続
き
間

で
は
、
襖
を
す
べ
て
開
放
す
る
と
視
線
が
奥
ま

で
抜
け
る
。
そ
れ
を
、「
視
線
貫
通
」
と
名
づ
け

た
。
実
際
、
京
町
家
の
土
間
に
立
っ
た
と
き
の

感
動
は
、
明
ら
か
に
視
線
や
動
線
の
抜
け
と
無

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
も
、

1
階
の
玄
関
、
リ
ビ
ン
グ
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
一
直
線
に
並
び
、「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
通
り
庭
や
続

き
間
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
な
く
て
も
、
土
地

の
有
効
利
用
や
、
採
光
、
風
通
し
な
ど
の
町
家

の
知
恵
を
生
か
す
こ
と
は
で
き
る
。
町
家
の
利

点
を
抽
象
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
で
、
現
代
住

宅
へ
の
適
用
の
幅
が
格
段
に
広
が
り
を
み
せ
る

の
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
は
、
通
り
庭
や

坪
庭
の
代
わ
り
に
、
名
前
の
と
お
り
露
地
庭
を

設
け
て
い
る
。
間
口
の
狭
い
敷
地
な
が
ら
、
片

側
に
建
築
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
家
と

の
隙
間
に
露
地
庭
を
確
保
。
そ
の
露
地
庭
側
に

窓
を
集
中
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
光
や
風
を
取
り
入

れ
て
い
る
。
軀
体
は
集
成
材
の
S
E
構
法
で
で

き
て
い
る
た
め
、
ブ
レ
ー
ス
の
な
い
す
っ
き
り

と
し
た
開
口
部
が
、
さ
ら
に
庭
の
効
果
を
高
め

て
い
る
。
こ
の
露
地
庭
の
お
か
げ
で
、
外
観
か

ら
は
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
ほ
ど
、
室
内

は
明
る
い
空
間
に
な
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
「
ロ

ジ
ま
ち
や
」。

　
そ
し
て
格
子
。
格
子
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

で
は
町
家
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
よ
う
な
意
匠

で
あ
る
。
正
直
に
言
え
ば
、
取
材
前
に
は
和
風

意
匠
を
少
し
織
り
交
ぜ
て
フ
ァ
サ
ー
ド
を
デ
ザ

イ
ン
し
た
の
か
と
も
思
っ
て
い
た
が
、
話
を
聞

い
て
み
る
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
格
子
は

「
町
家
の
意
匠
」と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
開
き
な
が
ら
も
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
町
家
の
知
恵
」と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。「
日
本
建
築
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
の
な

か
で
も
、
格
子
と
障
子
と
畳
は
特
別
で
、
本
当

に
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
効
果
的
だ
か
ら
使
う

の
で
あ
っ
て
、
特
別
に
和
風
の
意
匠
を
意
識
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
ア
ト
リ
エ

・
ワ
ン
の
塚
本
由
晴
さ
ん
。
確
か
に
人
通
り
の

多
い
道
と
接
し
た
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
に
と
っ
て

は
、
最
適
な
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
る
。

　
格
子
や
庭
な
ど
、
町
家
の
設
え
を
直
接
用
い

る
こ
と
も
あ
る
。
町
家
か
ら
知
恵
を
学
び
と
り
、

そ
の
知
恵
の
再
生
産
と
し
て
時
に
は
町
家
の
具

象
が
発
露
す
る
こ
と
も
ま
た
、
町
家
の
再
解
釈

に
ち
が
い
な
い
。

金
沢
町
家
の

調
査

ス
タ
イ
ル
の
な
か
の

イ
ン
テ
リ
ジェン
ス

玄関よりリビング側を見
る。視線が奥のダイニン
グキッチンまで抜け、広
さを感じさせるとともに、
風や光も行き渡る。燃え
代を確保した集成材の柱
は、大黒柱のように、太
く頑丈な印象。

ダイニングキッチン

リビング

玄関

格子

サンルーム浴室

書斎

玄関の土間より露地庭側
を見る。昔の町家と違っ
て通り側に店を出すわけ
ではないが、広い土間は
生活スペースを通りから
離すことにつながり、自
転車などを置けるスペー
スにもなっている。

Special Feature

Vivid
Japanese

Styles

Case Study

01

敷地の奥に配されている
が、露地庭と接している
ため、明るく風通しのよ
い場所になっている。

町家の箱階段のように、
階段下を収納にした階段。
スキップフロアをうまく
つなげるように、螺旋階
段にしている。

階段
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つ
の
狭
小
住
宅
と
と
ら
え
、
現
代
住
宅
に
も
負

け
な
い
ほ
ど
、
都
市
の
狭
小
地
に
住
ま
う
知
恵

が
詰
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
、「（
町
家
は
）一
周
遅

れ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」（『
新
建
築
住
宅
特
集
』

2
0
0
9
年
12
月
号
、
新
建
築
社
）
と
主
張
し

て
い
た
。
古
き
よ
き
過
去
の
遺
産
と
み
な
す
ば

か
り
で
な
く
、
今
な
お
生
き
た
知
恵
が
潜
ん
で

い
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

思
え
ば
、
町
家
は
「
町
」
の「
家
」。
江
戸
時
代

に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　
数
々
の
都
市
住
宅
を
設
計
し
て
き
た
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
が
、
ま
さ
に
そ
の
町
家
の
再
解
釈
に

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
町
家

の
再
解
釈
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

話
は
07
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
金
沢
21
世
紀
美
術

館
に
て
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
独
自
の
視
点
を

も
っ
て
金
沢
の
街
を
再
発
見
す
る
調
査
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
始
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

1
0
0
0
軒
以
上
も
の
町
家
を
調
査
。
そ
こ
で

調
査
さ
れ
た
も
の
は
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
あ
る
よ
う
な
文
化
財
の
町
家
で
は

な
く
、
時
間
を
経
る
な
か
で
、
時
代
に
合
わ
せ

て
大
き
く
変
形
し
た
町
家
だ
っ
た
と
い
う
。
た

と
え
ば
、
車
の
誕
生
に
よ
り
1
階
を
駐
車
場
に

し
た
町
家
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
誕
生
に
よ
り
店

を
閉
じ
て
1
階
の
店
舗
を
部
屋
に
改
造
し
た
町

家
な
ど
で
あ
る
。「
20
世
紀
と
い
う
大
き
な
時
代

の
変
化
の
な
か
で
、
町
家
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
後

ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
、
一
生
懸
命
町
家
で
あ

り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
を
た
く
さ
ん
見
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
経
験

だ
っ
た
」
と
塚
本
さ
ん
。

　
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、
町
家
の
理
想
と
と
も

に
、
多
く
の
現
実
も
身
に
染
み
て
感
じ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
過
去
の
歴
史
的
な
町
家
の
復
興
で
は

な
く
、
現
実
と
真
っ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
町

家
を
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
醸
成
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　
そ
の
た
め
、
き
わ
め
て
現
実
的
に
「
必
要
だ

か
ら
使
う
」
と
い
う
考
え
が
一
貫
し
て
い
る
。

町
家
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
伝
統
的
な
町
並

み
を
形
成
し
て
い
る
和
風
意
匠
を
思
い
描
い
て

し
ま
う
が
、
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
が
再
解
釈
を
し

て
い
る
の
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で
町
家
の
知
恵

な
の
だ
。
塚
本
さ
ん
い
わ
く
、「
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

（
類
型
）の
な
か
に
、
数
々
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
（
知
恵
）
が
使
わ
れ
な
い
状
態
で
封
印
さ
れ

て
い
ま
す
。
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
認
識
を
破
っ

て
、
な
か
に
あ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
救
出

す
る
べ
き
」。そ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、

た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
動
線
貫
通
」
や
「
視
線

貫
通
」
な
ど
の
よ
う
に
抽
象
的
な
概
念
だ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
格
子
や
庭
な
ど
の
よ
う
な
具
体

的
な
要
素
だ
っ
た
り
す
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
中
核
に
据
え
れ
ば
、
江
戸
か
ら
遠
く
時
を

経
た
現
代
に
お
い
て
も
、
柔
軟
に
町
家
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
る
。

　
町
家
を
近
世
の
都
市
住
宅
だ
と
固
定
的
に
と

ら
え
て
し
ま
う
と
文
化
財
に
な
っ
て
い
く
し
か

道
は
な
い
が
、
近
世
以
来
の
都
市
住
宅
だ
と
と

ら
え
れ
ば
、
過
去
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
携

え
た
現
代
の
都
市
住
宅
に
も
な
る
。
歴
史
を
知

る
こ
と
は
、
知
性
を
知
る
こ
と
。
長
い
知
の
積

層
の
延
長
に
、
現
代
が
あ
る
。

　
は
た
し
て
町
家
は
、
も
う
過
去
の
遺
産
な
の

だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
町
家
の
起
源
は
古
く
、
戦
国
か
ら
江

戸
時
代
に
城
下
町
へ
の
定
住
が
進
ん
だ
た
め
、

い
わ
ば
近
世
の
都
市
住
宅
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
の
都
市
も
人
口
密
度
が
高
く
、

間
口
の
広
さ
に
応
じ
て
税
金
が
か
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
に
町
家
は
建
て

ら
れ
た
。
し
か
も
都
市
で
の
生
業
と
し
て
住
人

が
商
売
を
す
る
場
合
が
多
く
、
狭
い
な
か
で
一

部
を
店
舗
と
し
て
も
開
い
て
い
る
住
宅
だ
っ
た
。

　
建
築
史
家
の
谷
直
樹
さ
ん
は
、
町
家
を
ひ
と

写真上／２階の寝室と吹
抜けでつながる、畳敷き
の３階書斎。中／格子に
よって、昼間はある程度
視線を遮りながら、風や
光を取り入れることがで
きる。下／伝統的な親子
格子と同じように、見え
にくいところと、見やす
いところを分けるため、
格子の桟の長さを変えて
いる。

取
り
組
み
つ
づ
け
て
い
る
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
は

6
棟
目
の
実
践
で
あ
る
。

　
敷
地
は
、
東
京
の
荻
窪
駅
前
の
ミ
ニ
開
発
が

進
む
住
宅
地
。
も
と
も
と
の
大
き
な
土
地
が
細

分
化
さ
れ
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
あ
る
敷
地

形
状
で
、
人
通
り
の
多
い
道
に
南
側
で
接
す
る
。

ま
さ
に
町
家
に
適
し
た
条
件
で
あ
る
。
ア
ト
リ

エ
・
ワ
ン
は
、
こ
の
土
地
を
見
た
と
き
か
ら

「
こ
こ
に
住
む
な
ら
町
家
が
よ
い
」と
判
断
し
た

と
言
う
。

　
た
だ
町
家
と
は
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
江
戸

時
代
と
同
じ
も
の
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

町
家
に
は
、
通
り
庭
、
続
き
間
、
大
戸
、
揚
見

世
、
格
子
、
火
袋
、
箱
階
段
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
が
あ
る
が
、
現
代
の
条
件
に
あ
て
は
め

よ
う
と
す
る
と
取
捨
選
択
が
必
要
に
な
る
た
め
、

結
果
的
に
過
去
の
町
家
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
取
捨
選
択
を
す
る
な
か
で
、

ど
う
す
れ
ば
現
代
に
お
い
て
町
家
を
再
解
釈
し

た
こ
と
に
な
る
の
か
。
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
は
、

ま
ず
は
町
家
を
注
意
深
く
分
析
し
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
な
ど
の
概
念
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
通

り
庭
で
は
、
動
線
が
敷
地
の
手
前
か
ら
奥
ま
で

通
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
、「
動
線
貫
通
」。続
き
間

で
は
、
襖
を
す
べ
て
開
放
す
る
と
視
線
が
奥
ま

で
抜
け
る
。
そ
れ
を
、「
視
線
貫
通
」
と
名
づ
け

た
。
実
際
、
京
町
家
の
土
間
に
立
っ
た
と
き
の

感
動
は
、
明
ら
か
に
視
線
や
動
線
の
抜
け
と
無

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
も
、

1
階
の
玄
関
、
リ
ビ
ン
グ
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
は
一
直
線
に
並
び
、「
動
線
貫
通
」
と
「
視

線
貫
通
」
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
通
り
庭
や
続

き
間
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
な
く
て
も
、
土
地

の
有
効
利
用
や
、
採
光
、
風
通
し
な
ど
の
町
家

の
知
恵
を
生
か
す
こ
と
は
で
き
る
。
町
家
の
利

点
を
抽
象
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
で
、
現
代
住

宅
へ
の
適
用
の
幅
が
格
段
に
広
が
り
を
み
せ
る

の
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
で
は
、
通
り
庭
や

坪
庭
の
代
わ
り
に
、
名
前
の
と
お
り
露
地
庭
を

設
け
て
い
る
。
間
口
の
狭
い
敷
地
な
が
ら
、
片

側
に
建
築
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
家
と

の
隙
間
に
露
地
庭
を
確
保
。
そ
の
露
地
庭
側
に

窓
を
集
中
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
光
や
風
を
取
り
入

れ
て
い
る
。
軀
体
は
集
成
材
の
S
E
構
法
で
で

き
て
い
る
た
め
、
ブ
レ
ー
ス
の
な
い
す
っ
き
り

と
し
た
開
口
部
が
、
さ
ら
に
庭
の
効
果
を
高
め

て
い
る
。
こ
の
露
地
庭
の
お
か
げ
で
、
外
観
か

ら
は
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
ほ
ど
、
室
内

は
明
る
い
空
間
に
な
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
「
ロ

ジ
ま
ち
や
」。

　
そ
し
て
格
子
。
格
子
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

で
は
町
家
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
よ
う
な
意
匠

で
あ
る
。
正
直
に
言
え
ば
、
取
材
前
に
は
和
風

意
匠
を
少
し
織
り
交
ぜ
て
フ
ァ
サ
ー
ド
を
デ
ザ

イ
ン
し
た
の
か
と
も
思
っ
て
い
た
が
、
話
を
聞

い
て
み
る
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
格
子
は

「
町
家
の
意
匠
」と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
開
き
な
が
ら
も
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る

「
町
家
の
知
恵
」と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。「
日
本
建
築
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
の
な

か
で
も
、
格
子
と
障
子
と
畳
は
特
別
で
、
本
当

に
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
効
果
的
だ
か
ら
使
う

の
で
あ
っ
て
、
特
別
に
和
風
の
意
匠
を
意
識
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
ア
ト
リ
エ

・
ワ
ン
の
塚
本
由
晴
さ
ん
。
確
か
に
人
通
り
の

多
い
道
と
接
し
た
「
ロ
ジ
ま
ち
や
」
に
と
っ
て

は
、
最
適
な
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
る
。

　
格
子
や
庭
な
ど
、
町
家
の
設
え
を
直
接
用
い

る
こ
と
も
あ
る
。
町
家
か
ら
知
恵
を
学
び
と
り
、

そ
の
知
恵
の
再
生
産
と
し
て
時
に
は
町
家
の
具

象
が
発
露
す
る
こ
と
も
ま
た
、
町
家
の
再
解
釈

に
ち
が
い
な
い
。

金
沢
町
家
の

調
査

ス
タ
イ
ル
の
な
か
の

イ
ン
テ
リ
ジェン
ス

玄関よりリビング側を見
る。視線が奥のダイニン
グキッチンまで抜け、広
さを感じさせるとともに、
風や光も行き渡る。燃え
代を確保した集成材の柱
は、大黒柱のように、太
く頑丈な印象。

ダイニングキッチン

リビング

玄関

格子

サンルーム浴室

書斎

玄関の土間より露地庭側
を見る。昔の町家と違っ
て通り側に店を出すわけ
ではないが、広い土間は
生活スペースを通りから
離すことにつながり、自
転車などを置けるスペー
スにもなっている。

Special Feature

Vivid
Japanese

Styles

Case Study

01

敷地の奥に配されている
が、露地庭と接している
ため、明るく風通しのよ
い場所になっている。

町家の箱階段のように、
階段下を収納にした階段。
スキップフロアをうまく
つなげるように、螺旋階
段にしている。

階段
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「ロジまちや」

道路側と北側隣地からの
高さ制限への対応として
マンサード屋根を採用。
正面からは町家の切妻屋
根の平入りに見える。
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屋根2：
ウッドデッキ
FRP防水トップコート
フレキシブルボード  t=12㎜
構造用合板  t=28㎜

雨樋：
ガルバリウム鋼板半丸
横樋  φ=105㎜
竪樋  φ=60㎜

天井1

屋根1：
ガルバリウム鋼板  平葺
アスファルトルーフィング  22kg/㎡
構造用合板  t=12㎜
通気胴縁  45×60㎜
構造用合板  t=12㎜
セルロースファイバー  t=160㎜
防湿シート

外壁1：
ジョリパット
モエンパネル　
t=14㎜
通気タテ胴縁　
60×45㎜
透湿防水シート
構造用合板　
t=12㎜
セルロースファイバー　
ｔ=100㎜
防湿シート

床2
内壁3：

FRPトップコート
PB  t=15㎜

天井2：
耐水PB=12.5㎜
フレキシブルボード  t=5㎜
V目地  塗装

床4：
FRP防水トップコート
耐水PB  t=12㎜
構造用合板　
t=28㎜

床1：
ヒノキフローリング  t=15㎜
床暖房対応品+塗装
温水式床暖房パネル  t=12㎜
捨合板  t=12㎜
パーティクルボード  t=20㎜
鋼製束  t=81㎜
セルロースファイバー  t=80㎜

床3：
防塵塗装
土間コンクリート　
t=90㎜
スタイロフォーム　
t=100㎜

床2：
ラワン合板　
t=12㎜
構造用合板　
t=28㎜

内壁1

天井1：
強化PB
t=15㎜

クロス張り

▽
敷

地
境

界
線

高
度

地
区

斜
線

天井：
AEP
PB　
t=15㎜

内壁：
AEP

PB  t=15㎜

2,
26

5
天井1

天井1

天井1

筆返し：
ガラス  t=10㎜

内壁1：
クロス張り
PB  t=15㎜

内壁2：
ステンレスヘアライン調
キッチンパネル張り
PB  t=15㎜ レンジフード：

製作SUS-HL

階段：
コンクリート打放し

階段：
ラワン合板

t=30㎜
2枚接着

天井1

内壁1

床5：
畳  t=60㎜
構造用合板　
t=28㎜

12.5

外壁1

天井1

床2

10

10
10

△
道

路
境

界
線

かいじま・ももよ／1969年東
京都生まれ。91年日本女子大
学家政学部住居学科卒業。92
年アトリエ・ワン設立。94年
東京工業大学大学院修士課程
修了。96～97年スイス連邦工
科大学奨学生。2000年東京工
業大学大学院博士課程満期退
学。現在、筑波大学大学院准
教授。

写真提供／アトリエ・ワン

おもな作品＝「アニ・ハウス」
（1998）、「ミニ・ハウス」（98）、
「ハウス＆アトリエ・ワン」
（2006）。

つかもと・よしはる／1965年
神奈川県生まれ。87年東京工
業大学工学部建築学科卒業。
87～88年パリ・ベルビル建築
大学。92年アトリエ・ワン設
立。94年東京工業大学大学院
博士課程修了。2000年より同
大学大学院准教授。博士（工
学）。現在、東京工業大学大学
院教授。

塚本由晴
Tsukamoto Yoshiharu

N

RF

3F

2F

リビング 玄関ダイニングキッチン

露地庭

1,820 2,100 8502,1001,250 1,880
10,000

3,
00

0
91

0

屋上テラス

プレイルーム
寝室

サンルーム
浴室

子ども室1書斎 子ども室2

ダイニングキッチン リビング 玄関

サンルーム浴室

子ども室

屋上テラス

書斎

寝室

断面図平面図

建築概要
所在地 東京都杉並区
主要用途 専用住宅
家族構成 夫婦＋子ども2人
設計 塚本由晴＋貝島桃代／
 アトリエ・ワン
構造設計 エヌ・ディ・エヌ
構造 木造SE構法
施工 海老沢工務店
階数 地上3階
敷地面積 60.07㎡
建築面積 31.66㎡
延床面積 93.27㎡
設計期間 2013年5月～2014年3月
工事期間 2014年4月～2014年9月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板 平葺き
外壁 ジョリパット
開口部 アルミサッシ
外構 コンクリート平板
格子 ヒノキ材製作

おもな内部仕上げ
玄関
床 コンクリート金ごて仕上げ
壁・天井 クロス
ダイニングキッチン
床 ヒノキフローリング
壁 クロス、キッチンパネル
天井 クロス
サンルーム浴室
床・壁 FRP防水
天井 珪酸カルシウム板 塗装
プレイルーム・子ども室
床 ラワン合板
壁・天井 クロス
寝室
床 縁無し畳
壁・天井 クロス
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階段：
ラワン合板

t=30㎜
2枚接着

天井1

内壁1

床5：
畳  t=60㎜
構造用合板　
t=28㎜

12.5

外壁1

天井1

床2

10

10
10

△
道

路
境

界
線

かいじま・ももよ／1969年東
京都生まれ。91年日本女子大
学家政学部住居学科卒業。92
年アトリエ・ワン設立。94年
東京工業大学大学院修士課程
修了。96～97年スイス連邦工
科大学奨学生。2000年東京工
業大学大学院博士課程満期退
学。現在、筑波大学大学院准
教授。

写真提供／アトリエ・ワン

おもな作品＝「アニ・ハウス」
（1998）、「ミニ・ハウス」（98）、
「ハウス＆アトリエ・ワン」
（2006）。

つかもと・よしはる／1965年
神奈川県生まれ。87年東京工
業大学工学部建築学科卒業。
87～88年パリ・ベルビル建築
大学。92年アトリエ・ワン設
立。94年東京工業大学大学院
博士課程修了。2000年より同
大学大学院准教授。博士（工
学）。現在、東京工業大学大学
院教授。

塚本由晴
Tsukamoto Yoshiharu

N

RF

3F

2F

リビング 玄関ダイニングキッチン

露地庭

1,820 2,100 8502,1001,250 1,880
10,000

3,
00

0
91

0

屋上テラス

プレイルーム
寝室

サンルーム
浴室

子ども室1書斎 子ども室2

ダイニングキッチン リビング 玄関

サンルーム浴室

子ども室

屋上テラス

書斎

寝室

断面図平面図

建築概要
所在地 東京都杉並区
主要用途 専用住宅
家族構成 夫婦＋子ども2人
設計 塚本由晴＋貝島桃代／
 アトリエ・ワン
構造設計 エヌ・ディ・エヌ
構造 木造SE構法
施工 海老沢工務店
階数 地上3階
敷地面積 60.07㎡
建築面積 31.66㎡
延床面積 93.27㎡
設計期間 2013年5月～2014年3月
工事期間 2014年4月～2014年9月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板 平葺き
外壁 ジョリパット
開口部 アルミサッシ
外構 コンクリート平板
格子 ヒノキ材製作

おもな内部仕上げ
玄関
床 コンクリート金ごて仕上げ
壁・天井 クロス
ダイニングキッチン
床 ヒノキフローリング
壁 クロス、キッチンパネル
天井 クロス
サンルーム浴室
床・壁 FRP防水
天井 珪酸カルシウム板 塗装
プレイルーム・子ども室
床 ラワン合板
壁・天井 クロス
寝室
床 縁無し畳
壁・天井 クロス
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「如風庵」は、一見すると
和風ではない姿形をしているが、
部分を見ると土壁、漆喰、
竹木舞などの和風の要素でつくられている。
見慣れてはいないが、どこかなつかしい建築だ。
それを生み出した、
光嶋裕介さんの創造の原点は何か。

取材・文／伊藤公文　写真／傍島利浩

「 如 風 庵 」
光 嶋 裕 介

作 品

設 計

１階から吹抜けを見上げ
る。ハイサイドライトを
通して南側からの自然光
が取り入れられ、湾曲し
た壁が下階まで光を届け
ている。

南側外観。既存の石垣、
塀の版築、壁面の土壁や
漆喰、さらに２階のせり
出し、地下１階の差し掛
け屋根、右手の斜めの壁
面などが複雑多様な外観
を生み出している。

Case Study

02

Special Feature

和
風
の
要
素
を
、
空
間
の
襞
に

ひ
だ

特
集
／
ビ
ビ
ッ
ド
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
タ
イ
ル 

― 

明
る
い
和
風

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ 
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土壁、障子、竹木舞など、
和風の要素を用いながら、

光嶋さんの独自の構築の仕方によって、
有機的な空間になっている。

Special Feature

Vivid
Japanese

Styles

Case Study

02

ゲストルーム

玄関ホール1階全景

サロン

写真上／ゲストルームと
して使われる畳敷きの和
室。玄関からぐるりとま
わる動線で和室に至る。
中／サロンから玄関を見
る。大黒柱の丸太がそび
えている。下／柱や動線
をずらすなど、各所に空
間を豊かにする工夫が見
られる。

壁は左官・久住有生さん
の手による土壁。竹木舞
を編んだ伝統的なもの。
手すりでは竹木舞を現し、
独特の陰影を生んでいる。
中央に土を重ね塗りして
磨いた勾玉状のテーブル。
床のレベルを変化させた、
地形のような空間構成も
際立つ。
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階段の蹴込み板をなくす
ことで、視線をさえぎら
ない。障子は桟の割付け
を変化させている。左手
の鏡は収納の扉。

階段

「コネクテッド・ボーダーズ」

ベルリンの設計事務所に
勤務していた光嶋裕介さ
んが、帰国する際に開い
た個展の案内葉書。過去
に訪れたヨーロッパの町
をコラージュしたスケッ
チが描かれている。

　
神
戸
・
六
甲
山
の
中
腹
に
あ
る
住
宅
「
如
風

庵
」
の
前
に
立
つ
。
建
築
家
・
光
嶋
裕
介
さ
ん

に
と
っ
て
2
作
目
の
住
宅
で
あ
る
。

　
南
傾
斜
の
敷
地
は
極
端
に
南
北
に
長
く
、
接

道
し
て
い
る
の
は
南
側
の
み
。
そ
の
南
側
正
面

は
幅
5
m
余
り
、
高
さ
は
11
m
余
り
。
ま
る
で

塔
の
よ
う
だ
。

　
塔
の
姿
は
一
様
で
は
な
い
。
い
か
に
も
お
屋

敷
然
と
し
た
既
存
の
石
垣
。
そ
の
中
央
を
割
り

込
ん
だ
入
り
口
の
正
面
に
は
目
隠
し
と
な
る
版

築
の
壁
。
最
下
層
の
地
下
1
階
は
差
し
掛
け
の

屋
根
が
低
く
か
か
る
平
入
り
の
ポ
ー
チ
。
外
壁

は
そ
の
上
の
1
階
を
含
め
て
土
壁
搔
き
落
し
の

粗
面
。
一
方
、
最
上
層
の
2
階
は
大
き
く
せ
り

出
す
白
い
漆
喰
の
平
滑
な
箱
。
そ
の
上
に
切
妻

屋
根
。
全
体
に
左
（
西
）
側
の
壁
面
は
直
立
し
、

右
（
東
）
側
の
壁
面
は
傾
い
て
い
る
。

　
形
、
色
彩
、
質
感
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
各
層

が
固
有
の
あ
り
よ
う
を
主
張
し
て
い
る
。
部
分

的
に
は
対
称
性
が
認
め
ら
れ
、
静
的
だ
が
、
全

体
と
し
て
は
非
対
称
で
動
的
。
慣
習
的
な
趣
が

強
い
と
思
え
ば
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
も
ま
た
強

い
。
和
風
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
う

と
も
断
定
し
が
た
い
。
全
体
と
し
て
見
た
こ
と

は
な
い
が
な
つ
か
し
い
。
そ
う
感
じ
さ
せ
る
不

可
思
議
な
集
合
体
だ
。

 

「
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ボ
ー
ダ
ー
ズ
（
つ
な
が
れ

た
境
界
線
）」と
題
し
た
一
連
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
。

　
光
嶋
さ
ん
が
ベ
ル
リ
ン
で
の
修
業
を
終
え
よ

う
と
す
る
1
年
間
に
描
い
た
も
の
だ
。
過
去
の

旅
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
総
覧
し
な
が
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
街
や
建
築
の
断
片
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し

て
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
時
間
軸
も
地
理
軸

も
消
失
し
、
す
べ
て
が
等
価
に
配
さ
れ
て
い
る
。

部
分
は
実
在
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
全
体

と
し
て
は
架
空
の
世
界
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

地
平
線
上
に
立
ち
上
が
っ
た
壮
大
な
幻
想
都
市

風
景
。

「
如
風
庵
」
の
正
面
外
観
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

こ
の
幻
想
都
市
風
景
の
一
部
で
あ
る
。
光
嶋
さ

ん
に
と
っ
て
「
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ボ
ー
ダ
ー

は
た
だ
ち
に
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
い
う
建
築

的
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
想
起
さ
せ
た
が
、
直
後
に

湾
曲
す
る
壁
と
そ
れ
に
沿
う
ス
ロ
ー
プ
で
知
ら

れ
る
「
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
邸
」（
1
9
2
5
）
を
、

光
嶋
さ
ん
自
身
が
設
計
時
か
ら
強
く
意
識
し
て

い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

　
こ
の
空
間
は
し
か
し
「
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
邸
」

の
あ
く
ま
で
白
く
平
滑
な
壁
と
天
井
か
ら
な
る

空
間
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
丸
い
大
黒

柱
。
淡
い
緑
色
が
美
し
い
半
艶
の
大
津
壁
。
同

じ
く
緑
色
に
塗
ら
れ
た
勾
玉
状
の
テ
ー
ブ
ル
。

ス
ロ
ー
プ
の
手
す
り
部
分
は
頑
丈
な
竹
木
舞
が

露
出
し
、
土
壁
が
分
厚
く
塗
ら
れ
、
そ
の
上
辺

は
山
並
み
の
よ
う
に
う
ね
っ
て
い
る
。
障
子
の

太
い
桟
は
不
規
則
な
配
置
。
両
側
の
土
壁
は
間

柱
ま
で
現
し
の
真
壁
。
土
間
が
入
り
込
み
、
吹

抜
け
が
貫
く
。

　
こ
の
よ
う
に
空
間
の
な
か
に
は
た
く
さ
ん
の

襞
が
交
錯
し
、
無
数
の
ノ
イ
ズ
が
共
存
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
単
一
の
価
値
で
貫
か
れ
た
美
学

で
は
な
く
、
多
様
で
複
雑
な
価
値
を
包
み
込
む

豊
饒
な
美
学
が
あ
る
。

　
光
嶋
さ
ん
の
最
初
の
著
書
『
み
ん
な
の
家
。

〜
建
築
家
一
年
生
の
初
仕
事
』（
ア
ル
テ
ス
パ
ブ

リ
ッ
シ
ン
グ
）。

　
ベ
ル
リ
ン
か
ら
帰
国
後
、
偶
然
の
機
会
か
ら

思
想
家
で
あ
り
合
気
道
師
範
で
あ
る
内
田
樹
氏

か
ら
住
宅
兼
道
場
の
設
計
依
頼
を
受
け
、「
凱
風

館
」（
2
0
1
1
）
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
道
の

り
を
記
し
た
本
で
あ
る
。
施
主
で
あ
る
内
田
氏

を
筆
頭
に
、
京
都
・
美
山
町
の
林
業
家
、
構
造

設
計
の
大
家
、
左
官
の
ベ
テ
ラ
ン
、
カ
メ
ラ
マ

ン
か
ら
転
身
し
た
カ
ワ
ラ
マ
ン
（
瓦
生
産
者
）、

手
練
れ
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
能
舞

台
の
背
景
を
描
く
画
伯
、
岐
阜
で
檜
の
山
を
守

り
な
が
ら
自
然
素
材
を
使
っ
た
家
づ
く
り
を
続

け
る
中
島
工
務
店
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
き
わ
め

て
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
の
人
々
が
次
々
に
登
場
し
、

め
ま
い
が
す
る
よ
う
な
奔
流
と
な
っ
て
突
き
進

む
様
子
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。「
み
ん
な
の
家
」

と
は
単
に
使
用
者
や
関
係
者
が
多
い
と
い
う
の

で
は
な
く
、
企
画
、
設
計
か
ら
施
工
を
通
し
た

親
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
で
あ
り
、
創
作
の
方

法
論
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
「
如
風
庵
」
に
も
継
承
さ
れ
て
い

る
。
施
工
者
の
中
島
工
務
店
は
変
わ
ら
ず
、
そ

こ
に
左
官
の
久
住
有
生
さ
ん
な
ど
の
新
し
い
メ

ン
バ
ー
が
加
わ
っ
て
柔
軟
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
効
率
よ
く
機
能
す

る
の
は
、
光
嶋
さ
ん
の
天
性
の
朗
ら
か
さ
と
異

文
化
を
渡
り
歩
い
て
体
得
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

「
如
風
庵
」
の
最
上
階
、
2
階
に
上
が
る
。
ダ

イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
、
寝
室
、
浴
室
が
あ
っ
て

生
活
の
中
心
と
な
る
場
で
あ
る
。

　
東
の
壁
の
う
ね
り
は
下
階
か
ら
続
く
。
さ
ま

ざ
ま
な
方
向
か
ら
光
が
入
り
込
む
。
見
上
げ
る

と
釿
は
つ
り
の
棟
の
梁
が
強
烈
な
存
在
感
を
放

つ
。
ハ
イ
サ
イ
ド
ラ
イ
ト
が
あ
り
、
ロ
フ
ト
が

あ
り
、
吹
抜
け
が
あ
り
、
頑
丈
な
木
製
の
造
り

付
け
家
具
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
多
数
の
襞
の
存

在
や
ノ
イ
ズ
の
共
存
は
変
わ
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
様
相
の
全
体
は
ど
う
位
置
付
け
ら

れ
る
の
か
。
障
子
、
土
壁
、
真
壁
、
漆
喰
、
竹

木
舞
、
大
黒
柱
、
釿
は
つ
り
、
土
間
、
床
の
間
。

こ
れ
だ
け
揃
え
ば
和
風
に
ち
が
い
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
和
風
の
定
型
を
守
り
な
が
ら
、

際
ど
い
納
ま
り
や
装
飾
的
な
装
置
の
工
夫
を
凝

ら
す
こ
と
で
独
創
性
を
誇
ろ
う
と
す
る
数
寄
屋

の
系
列
か
ら
は
遠
い
。
一
方
、
和
風
の
定
型
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
隅
々
ま
で
明
る
く
、
北
欧

系
以
外
の
家
具
が
置
か
れ
る
と
台
無
し
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
、
単
一
の
繊
細
な
セ
ン
ス
で

ま
と
め
ら
れ
た
和
風
モ
ダ
ン
か
ら
は
さ
ら
に
遠

い
。
む
し
ろ
そ
の
対
極
に
あ
っ
て
、
和
風
の
定

型
か
ら
は
そ
こ
こ
こ
で
逸
脱
し
、
隅
々
に
は
闇

が
宿
り
、
ど
の
よ
う
な
趣
味
の
家
具
が
置
か
れ

て
も
動
じ
な
い
タ
フ
な
空
間
が
そ
こ
に
あ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
光
嶋
風
と
し
か
括
れ
な
い

よ
う
な
独
自
の
様
相
が
、
建
築
家
と
し
て
の
1

作
目
と
2
作
目
で
す
で
に
完
成
度
高
く
出
現
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
な
る
と
行
く
手
は
ど

う
な
る
の
か
他
人
事
な
が
ら
気
に
な
る
が
、
京

都
の
最
近
作
「
旅
人
庵
」（
15
）
で
は
古
民
家
の

修
復
改
造
に
挑
み
、
思
い
も
か
け
な
い
新
境
地

を
開
い
て
い
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
先
は
ど
う
展
開
す
る
だ
ろ
う
か

と
問
え
ば
、
本
人
は
恬
淡
と
し
て
言
う
。

「
和
風
に
は
教
科
書
的
な
決
ま
り
ご
と
が
多
く

あ
っ
て
、
そ
れ
を
守
っ
て
い
れ
ば
大
き
く
は
ず

す
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
倣
う
だ
け

で
は
停
滞
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
技
術
的
な
部
分

で
は
長
い
時
間
を
経
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
定
型

に
頼
り
な
が
ら
も
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
表
現
の

自
由
度
を
高
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
都
度
、
土
地
と
対
話
し
、
施
主
と
対
話
し
、

自
由
な
姿
勢
で
最
良
の
解
を
求
め
、
そ
の
と
き

手
が
け
て
い
る
も
の
を
最
高
傑
作
に
す
る
と
思

っ
て
進
む
だ
け
で
す
」

ズ
」
を
描
く
こ
と
は
ア
ー
ト
と
し
て
の
営
み
で

あ
る
と
同
時
に
、
建
築
を
設
計
す
る
際
の
創
造

の
原
点
な
の
だ
っ
た
。

「
如
風
庵
」
の
玄
関
に
入
る
。

　
天
井
が
高
く
、
ぼ
う
っ
と
薄
暗
い
。
洞
窟
に

入
り
込
ん
だ
よ
う
な
感
覚
。
階
段
を
10
段
上
が

る
と
1
階
の
床
面
に
達
し
、
さ
ら
に
同
じ
方
向

に
6
段
上
が
る
と
初
め
て
、
幅
約
5
m
、
全
長

約
19
m
の
細
長
い
空
間
の
全
容
を
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
。
折
り
返
し
て
ゆ
る
や
か
な
ス
ロ
ー

プ
を
伝
っ
て
南
に
進
む
と
、
そ
の
先
に
和
室
の

ゲ
ス
ト
ル
ー
ム
が
現
れ
る
。

　
水
平
の
天
井
の
下
に
、
玄
関
を
含
め
て
4
つ

の
床
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
両
端
に
階
段
、
中
央
に

ス
ロ
ー
プ
。
外
観
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
西

側
の
壁
は
直
立
し
て
い
る
が
、
東
側
の
壁
は
三

次
元
曲
面
を
形
成
し
て
う
ね
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
確
固
と
し
た
重
要
な
ア

ン
グ
ル
は
な
い
。
動
く
ご
と
に
場
面
が
変
わ
り
、

境
目
な
し
に
連
続
的
に
展
開
す
る
。
場
面
に
応

じ
て
光
、
風
、
眺
め
が
移
る
。
空
間
全
体
が
静

か
に
震
え
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
実
質
的

に
は
1
室
の
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
シ
ャ
ル
な
空
間

無
数
の

ノ
イ
ズ
が

共
存
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ダイニングキッチン

南北に視線が抜け、西側
のハイサイドライトから
光が入る空間。右手の湾
曲した壁が、空間に変化
を生んでいる。

ひ
と
つ
の
背
景

原
点
の

ド
ロ
ー
イ
ン
グ

も
う
ひ
と
つ
の

背
景

初
心
の
書
籍

不
可
思
議
の

集
合
体

和
風
の

定
型
か
ら
脱
す
る

ひ
だ

た
つ
る

ち
ょ
う
な

じ
ょ
ふ
う
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階段の蹴込み板をなくす
ことで、視線をさえぎら
ない。障子は桟の割付け
を変化させている。左手
の鏡は収納の扉。

階段

「コネクテッド・ボーダーズ」

ベルリンの設計事務所に
勤務していた光嶋裕介さ
んが、帰国する際に開い
た個展の案内葉書。過去
に訪れたヨーロッパの町
をコラージュしたスケッ
チが描かれている。

　
神
戸
・
六
甲
山
の
中
腹
に
あ
る
住
宅
「
如
風

庵
」
の
前
に
立
つ
。
建
築
家
・
光
嶋
裕
介
さ
ん

に
と
っ
て
2
作
目
の
住
宅
で
あ
る
。

　
南
傾
斜
の
敷
地
は
極
端
に
南
北
に
長
く
、
接

道
し
て
い
る
の
は
南
側
の
み
。
そ
の
南
側
正
面

は
幅
5
m
余
り
、
高
さ
は
11
m
余
り
。
ま
る
で

塔
の
よ
う
だ
。

　
塔
の
姿
は
一
様
で
は
な
い
。
い
か
に
も
お
屋

敷
然
と
し
た
既
存
の
石
垣
。
そ
の
中
央
を
割
り

込
ん
だ
入
り
口
の
正
面
に
は
目
隠
し
と
な
る
版

築
の
壁
。
最
下
層
の
地
下
1
階
は
差
し
掛
け
の

屋
根
が
低
く
か
か
る
平
入
り
の
ポ
ー
チ
。
外
壁

は
そ
の
上
の
1
階
を
含
め
て
土
壁
搔
き
落
し
の

粗
面
。
一
方
、
最
上
層
の
2
階
は
大
き
く
せ
り

出
す
白
い
漆
喰
の
平
滑
な
箱
。
そ
の
上
に
切
妻

屋
根
。
全
体
に
左
（
西
）
側
の
壁
面
は
直
立
し
、

右
（
東
）
側
の
壁
面
は
傾
い
て
い
る
。

　
形
、
色
彩
、
質
感
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
各
層

が
固
有
の
あ
り
よ
う
を
主
張
し
て
い
る
。
部
分

的
に
は
対
称
性
が
認
め
ら
れ
、
静
的
だ
が
、
全

体
と
し
て
は
非
対
称
で
動
的
。
慣
習
的
な
趣
が

強
い
と
思
え
ば
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
も
ま
た
強

い
。
和
風
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
う

と
も
断
定
し
が
た
い
。
全
体
と
し
て
見
た
こ
と

は
な
い
が
な
つ
か
し
い
。
そ
う
感
じ
さ
せ
る
不

可
思
議
な
集
合
体
だ
。

 

「
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ボ
ー
ダ
ー
ズ
（
つ
な
が
れ

た
境
界
線
）」と
題
し
た
一
連
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
。

　
光
嶋
さ
ん
が
ベ
ル
リ
ン
で
の
修
業
を
終
え
よ

う
と
す
る
1
年
間
に
描
い
た
も
の
だ
。
過
去
の

旅
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
総
覧
し
な
が
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
街
や
建
築
の
断
片
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し

て
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
時
間
軸
も
地
理
軸

も
消
失
し
、
す
べ
て
が
等
価
に
配
さ
れ
て
い
る
。

部
分
は
実
在
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
全
体

と
し
て
は
架
空
の
世
界
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

地
平
線
上
に
立
ち
上
が
っ
た
壮
大
な
幻
想
都
市

風
景
。

「
如
風
庵
」
の
正
面
外
観
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

こ
の
幻
想
都
市
風
景
の
一
部
で
あ
る
。
光
嶋
さ

ん
に
と
っ
て
「
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ボ
ー
ダ
ー

は
た
だ
ち
に
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
い
う
建
築

的
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
想
起
さ
せ
た
が
、
直
後
に

湾
曲
す
る
壁
と
そ
れ
に
沿
う
ス
ロ
ー
プ
で
知
ら

れ
る
「
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
邸
」（
1
9
2
5
）
を
、

光
嶋
さ
ん
自
身
が
設
計
時
か
ら
強
く
意
識
し
て

い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

　
こ
の
空
間
は
し
か
し
「
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
邸
」

の
あ
く
ま
で
白
く
平
滑
な
壁
と
天
井
か
ら
な
る

空
間
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
丸
い
大
黒

柱
。
淡
い
緑
色
が
美
し
い
半
艶
の
大
津
壁
。
同

じ
く
緑
色
に
塗
ら
れ
た
勾
玉
状
の
テ
ー
ブ
ル
。

ス
ロ
ー
プ
の
手
す
り
部
分
は
頑
丈
な
竹
木
舞
が

露
出
し
、
土
壁
が
分
厚
く
塗
ら
れ
、
そ
の
上
辺

は
山
並
み
の
よ
う
に
う
ね
っ
て
い
る
。
障
子
の

太
い
桟
は
不
規
則
な
配
置
。
両
側
の
土
壁
は
間

柱
ま
で
現
し
の
真
壁
。
土
間
が
入
り
込
み
、
吹

抜
け
が
貫
く
。

　
こ
の
よ
う
に
空
間
の
な
か
に
は
た
く
さ
ん
の

襞
が
交
錯
し
、
無
数
の
ノ
イ
ズ
が
共
存
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
単
一
の
価
値
で
貫
か
れ
た
美
学

で
は
な
く
、
多
様
で
複
雑
な
価
値
を
包
み
込
む

豊
饒
な
美
学
が
あ
る
。

　
光
嶋
さ
ん
の
最
初
の
著
書
『
み
ん
な
の
家
。

〜
建
築
家
一
年
生
の
初
仕
事
』（
ア
ル
テ
ス
パ
ブ

リ
ッ
シ
ン
グ
）。

　
ベ
ル
リ
ン
か
ら
帰
国
後
、
偶
然
の
機
会
か
ら

思
想
家
で
あ
り
合
気
道
師
範
で
あ
る
内
田
樹
氏

か
ら
住
宅
兼
道
場
の
設
計
依
頼
を
受
け
、「
凱
風

館
」（
2
0
1
1
）
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
道
の

り
を
記
し
た
本
で
あ
る
。
施
主
で
あ
る
内
田
氏

を
筆
頭
に
、
京
都
・
美
山
町
の
林
業
家
、
構
造

設
計
の
大
家
、
左
官
の
ベ
テ
ラ
ン
、
カ
メ
ラ
マ

ン
か
ら
転
身
し
た
カ
ワ
ラ
マ
ン
（
瓦
生
産
者
）、

手
練
れ
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
能
舞

台
の
背
景
を
描
く
画
伯
、
岐
阜
で
檜
の
山
を
守

り
な
が
ら
自
然
素
材
を
使
っ
た
家
づ
く
り
を
続

け
る
中
島
工
務
店
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
き
わ
め

て
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
の
人
々
が
次
々
に
登
場
し
、

め
ま
い
が
す
る
よ
う
な
奔
流
と
な
っ
て
突
き
進

む
様
子
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。「
み
ん
な
の
家
」

と
は
単
に
使
用
者
や
関
係
者
が
多
い
と
い
う
の

で
は
な
く
、
企
画
、
設
計
か
ら
施
工
を
通
し
た

親
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
で
あ
り
、
創
作
の
方

法
論
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
「
如
風
庵
」
に
も
継
承
さ
れ
て
い

る
。
施
工
者
の
中
島
工
務
店
は
変
わ
ら
ず
、
そ

こ
に
左
官
の
久
住
有
生
さ
ん
な
ど
の
新
し
い
メ

ン
バ
ー
が
加
わ
っ
て
柔
軟
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
効
率
よ
く
機
能
す

る
の
は
、
光
嶋
さ
ん
の
天
性
の
朗
ら
か
さ
と
異

文
化
を
渡
り
歩
い
て
体
得
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

「
如
風
庵
」
の
最
上
階
、
2
階
に
上
が
る
。
ダ

イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
、
寝
室
、
浴
室
が
あ
っ
て

生
活
の
中
心
と
な
る
場
で
あ
る
。

　
東
の
壁
の
う
ね
り
は
下
階
か
ら
続
く
。
さ
ま

ざ
ま
な
方
向
か
ら
光
が
入
り
込
む
。
見
上
げ
る

と
釿
は
つ
り
の
棟
の
梁
が
強
烈
な
存
在
感
を
放

つ
。
ハ
イ
サ
イ
ド
ラ
イ
ト
が
あ
り
、
ロ
フ
ト
が

あ
り
、
吹
抜
け
が
あ
り
、
頑
丈
な
木
製
の
造
り

付
け
家
具
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
多
数
の
襞
の
存

在
や
ノ
イ
ズ
の
共
存
は
変
わ
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
様
相
の
全
体
は
ど
う
位
置
付
け
ら

れ
る
の
か
。
障
子
、
土
壁
、
真
壁
、
漆
喰
、
竹

木
舞
、
大
黒
柱
、
釿
は
つ
り
、
土
間
、
床
の
間
。

こ
れ
だ
け
揃
え
ば
和
風
に
ち
が
い
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
和
風
の
定
型
を
守
り
な
が
ら
、

際
ど
い
納
ま
り
や
装
飾
的
な
装
置
の
工
夫
を
凝

ら
す
こ
と
で
独
創
性
を
誇
ろ
う
と
す
る
数
寄
屋

の
系
列
か
ら
は
遠
い
。
一
方
、
和
風
の
定
型
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
隅
々
ま
で
明
る
く
、
北
欧

系
以
外
の
家
具
が
置
か
れ
る
と
台
無
し
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
、
単
一
の
繊
細
な
セ
ン
ス
で

ま
と
め
ら
れ
た
和
風
モ
ダ
ン
か
ら
は
さ
ら
に
遠

い
。
む
し
ろ
そ
の
対
極
に
あ
っ
て
、
和
風
の
定

型
か
ら
は
そ
こ
こ
こ
で
逸
脱
し
、
隅
々
に
は
闇

が
宿
り
、
ど
の
よ
う
な
趣
味
の
家
具
が
置
か
れ

て
も
動
じ
な
い
タ
フ
な
空
間
が
そ
こ
に
あ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
光
嶋
風
と
し
か
括
れ
な
い

よ
う
な
独
自
の
様
相
が
、
建
築
家
と
し
て
の
1

作
目
と
2
作
目
で
す
で
に
完
成
度
高
く
出
現
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
な
る
と
行
く
手
は
ど

う
な
る
の
か
他
人
事
な
が
ら
気
に
な
る
が
、
京

都
の
最
近
作
「
旅
人
庵
」（
15
）
で
は
古
民
家
の

修
復
改
造
に
挑
み
、
思
い
も
か
け
な
い
新
境
地

を
開
い
て
い
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
先
は
ど
う
展
開
す
る
だ
ろ
う
か

と
問
え
ば
、
本
人
は
恬
淡
と
し
て
言
う
。

「
和
風
に
は
教
科
書
的
な
決
ま
り
ご
と
が
多
く

あ
っ
て
、
そ
れ
を
守
っ
て
い
れ
ば
大
き
く
は
ず

す
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
倣
う
だ
け

で
は
停
滞
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
技
術
的
な
部
分

で
は
長
い
時
間
を
経
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
定
型

に
頼
り
な
が
ら
も
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
表
現
の

自
由
度
を
高
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
都
度
、
土
地
と
対
話
し
、
施
主
と
対
話
し
、

自
由
な
姿
勢
で
最
良
の
解
を
求
め
、
そ
の
と
き

手
が
け
て
い
る
も
の
を
最
高
傑
作
に
す
る
と
思

っ
て
進
む
だ
け
で
す
」

ズ
」
を
描
く
こ
と
は
ア
ー
ト
と
し
て
の
営
み
で

あ
る
と
同
時
に
、
建
築
を
設
計
す
る
際
の
創
造

の
原
点
な
の
だ
っ
た
。

「
如
風
庵
」
の
玄
関
に
入
る
。

　
天
井
が
高
く
、
ぼ
う
っ
と
薄
暗
い
。
洞
窟
に

入
り
込
ん
だ
よ
う
な
感
覚
。
階
段
を
10
段
上
が

る
と
1
階
の
床
面
に
達
し
、
さ
ら
に
同
じ
方
向

に
6
段
上
が
る
と
初
め
て
、
幅
約
5
m
、
全
長

約
19
m
の
細
長
い
空
間
の
全
容
を
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
。
折
り
返
し
て
ゆ
る
や
か
な
ス
ロ
ー

プ
を
伝
っ
て
南
に
進
む
と
、
そ
の
先
に
和
室
の

ゲ
ス
ト
ル
ー
ム
が
現
れ
る
。

　
水
平
の
天
井
の
下
に
、
玄
関
を
含
め
て
4
つ

の
床
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
両
端
に
階
段
、
中
央
に

ス
ロ
ー
プ
。
外
観
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
西

側
の
壁
は
直
立
し
て
い
る
が
、
東
側
の
壁
は
三

次
元
曲
面
を
形
成
し
て
う
ね
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
確
固
と
し
た
重
要
な
ア

ン
グ
ル
は
な
い
。
動
く
ご
と
に
場
面
が
変
わ
り
、

境
目
な
し
に
連
続
的
に
展
開
す
る
。
場
面
に
応

じ
て
光
、
風
、
眺
め
が
移
る
。
空
間
全
体
が
静

か
に
震
え
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
実
質
的

に
は
1
室
の
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
シ
ャ
ル
な
空
間

無
数
の

ノ
イ
ズ
が

共
存
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ダイニングキッチン

南北に視線が抜け、西側
のハイサイドライトから
光が入る空間。右手の湾
曲した壁が、空間に変化
を生んでいる。

ひ
と
つ
の
背
景

原
点
の

ド
ロ
ー
イ
ン
グ

も
う
ひ
と
つ
の

背
景

初
心
の
書
籍

不
可
思
議
の

集
合
体

和
風
の

定
型
か
ら
脱
す
る

ひ
だ

た
つ
る

ち
ょ
う
な

じ
ょ
ふ
う
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建築概要
所在地 兵庫県神戸市　
主要用途 専用住宅
家族構成 夫婦
設計 光嶋裕介建築設計事務所
構造設計 オーヴ・アラップ・アンド・
 パートナーズ・ジャパン・リミテッド
構造 木造在来工法
施工 中島工務店神戸支店
階数 地下1階、地上2階
敷地面積 174.77㎡
建築面積 97.05㎡
延床面積 165.29㎡
設計期間 2011年12月～2013年6月
工事期間 2013年6月～2014年10月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板 竪はぜ葺き
外壁 漆喰・土壁搔き落し
開口部 アルミサッシ、ガラス小端使い
  t=20㎜
外構 三和土（土間）

おもな内部仕上げ
ダイニングキッチン
床 ヒノキ無垢フローリング t=30㎜
壁 土壁
天井 スギ無垢板 t=12.5㎜
サロン
床 ヒノキ無垢フローリング t=30㎜
壁 土壁、晒し竹小舞現し（手すり壁）
天井 スギ無垢板 t=12.5㎜
リビング
床 ヒノキ無垢フローリング t=30㎜
壁 土壁、ヒノキ t=12.5㎜
天井 スギ無垢板 t=12.5㎜
寝室
床 ヒノキ無垢フローリング t=30㎜
壁 土壁
天井 ヒノキ無垢板 t=12.5㎜
浴室
床 300㎜角タイル
壁・天井 ヒノキ t=12.5㎜
北トイレ
床 ヒノキ無垢フローリング t=30㎜
壁・天井 ヒノキ t=12.5㎜
洗面所
床 ヒノキ t=30㎜
壁・天井 ヒノキ t=12.5㎜

こうしま・ゆうすけ／1979
年アメリカ・ニュージャー
ジー州生まれ。2004年早稲
田大学大学院修士課程修了。
同年ザウアブルッフ・ハッ
トン・アーキテクツ（ドイ
ツ）。08年光嶋裕介建築設計
事務所設立。11～12年日本
大学短期大学部非常勤講師。
12～15年首都大学東京助教。
現在、桑沢デザイン研究所
非常勤講師、大阪市立大学
非常勤講師、神戸大学客員
准教授。おもな作品＝「凱風
館」（11）、「レッドブル・ジャ
パン・本社オフィス」（12）、

「祥雲荘」（13）。
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Koshima Yusuke
光嶋裕介

「如風庵」

東側の斜めの壁は、Ｓ字
の平面から傾いて立ち上
がっているため、三次元
曲面。壁内では鉛直柱と
組み合わせて三角形耐力
壁も構成している。

東西 断面図
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奥に南側の風景を見渡す
ことができるスペース。
左手に釿はつりの梁があ
る。

ロフト
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長
野
県
を
代
表
す
る

江
戸
時
代
以
来
の
民
家
形
式
「
本
棟
造
」。

そ
の
本
棟
造
を
継
承
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
が

「
本
棟
の
家
」
だ
が
、
継
承
ば
か
り
で
は
な
い
。

懸
魚
や
襖
や
下
見
板
な
ど
の
伝
統
的
な
部
位
が
、

現
代
的
な
解
釈
で

い
き
い
き
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。

特
集
／
ビ
ビ
ッ
ド
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
タ
イ
ル 

― 

明
る
い
和
風

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ 

3

い
き
い
き
と
し
た
、
懸
魚
と
襖
と
下
見
板

28ページ写真／寝室の襖
に描かれた襖絵。襖絵
師・島田由子さんによる
この家のための作品。29
ページ写真／大黒柱とロ
フトの襖絵。

取材・文／大井隆弘　写真／山田新治郎

「 本 棟 の 家 」
新 田 有 平 ＋ 丸 山 美 紀

作 品

設 計
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者
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
住
宅
内
部
に
入
る
と
は

っ
き
り
わ
か
る
。
大
き
な
空
間
を
確
保
し
た
い

リ
ビ
ン
グ
は
屋
根
ま
で
吹
抜
け
に
、
居
室
と
し

て
天
井
高
を
確
保
し
た
い
寝
室
は
、
そ
の
下
の

予
備
室
を
半
地
下
と
し
て
中
2
階
に
、
比
較
的

天
井
高
が
低
く
て
も
よ
い
ロ
フ
ト
は
2
階
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
優
先
で
内
部
が
決
定
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
中
2
階
の
寝
室
は

欄
間
を
格
子
に
、
ロ
フ
ト
は
鴨
居
の
上
に
隙
間

を
つ
く
り
、
1
階
の
寝
室
に
は
天
井
も
な
い
。

立
体
的
な
部
屋
配
置
と
そ
の
設
え
に
よ
り
、
屋

い
う
。
懸
魚
と
い
う
日
本
建
築
で
お
な
じ
み
の

部
分
が
、
作
家
、
モ
チ
ー
フ
と
も
に
、
き
わ
め

て
自
由
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
室
内
の
襖
絵
を
描
い
た
島
田
由
子

さ
ん
は
、
淡
い
色
彩
と
や
わ
ら
か
な
タ
ッ
チ
で

草
花
や
幾
何
学
模
様
を
描
く
襖
絵
師
で
、
こ
ち

ら
は
伝
統
と
の
か
か
わ
り
が
想
像
し
や
す
い
。

「
以
前
か
ら
、絵
画
が
つ
く
り
出
す
空
間
に
興
味

が
あ
り
ま
し
た
」
と
は
丸
山
さ
ん
の
言
葉
。
壁

で
は
な
く
襖
に
絵
を
描
い
た
の
は
、
固
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
季
節
や
気
分
に
応
じ
て
表
裏
が

選
べ
、
場
所
も
交
換
で
き
る
点
に
利
を
感
じ
た

た
め
だ
と
い
う
。
引
き
手
は
片
側
し
か
付
い
て

い
な
い
の
で
、
実
際
に
表
裏
を
変
え
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ロ
フ
ト
に
建
て
込
ま
れ

た
襖
絵
は
、
リ
ビ
ン
グ
側
が
ツ
タ
の
実
、
ロ
フ

ト
側
は
市
松
模
様
と
、
大
き
く
異
な
る
表
現
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
襖
は
、
リ
ビ
ン
グ
か
ら
見

る
と
位
置
が
高
く
、
足
元
に
は
間
接
照
明
が
入

っ
て
い
る
。
ど
こ
か
壁
画
の
よ
う
な
性
格
も
帯

び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
は
、
襖
の
既
成
概

念
を
操
作
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。

　
そ
し
て
、
端
部
に
工
夫
の
あ
る
建
物
正
面
の

下
見
板
は
、
大
工
が
ジ
グ
ソ
ー
と
ホ
ル
ソ
ー
だ

け
で
加
工
し
た
も
の
。
今
日
の
木
造
住
宅
を
見

る
と
、
土
台
部
分
に
水
切
り
が
ま
わ
り
、
基
礎

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
外
壁
材
料
が
は
っ
き
り
と

分
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
住

宅
で
は
、
こ
の
分
離
を
な
る
べ
く
減
ら
す
よ
う

意
図
さ
れ
、
下
見
板
を
基
礎
に
か
ぶ
せ
て
い
る
。

端
部
の
加
工
に
よ
っ
て
基
礎
と
の
関
係
が
あ
い

ま
い
に
な
り
、
ひ
と
つ
の
面
と
し
て
壁
が
現
れ

て
い
る
。
民
家
の
よ
う
に
単
純
な
表
現
を
得
な

が
ら
、
浮
く
よ
う
な
軽
さ
も
感
じ
る
。
戸
袋
に

見
え
る
部
分
は
扉
に
な
っ
て
い
て
、
中
は
農
作

業
用
具
入
れ
に
す
る
そ
う
だ
が
、
こ
の
部
分
は

ご
愛
嬌
。

　
こ
の
よ
う
に
「
本
棟
の
家
」
は
、
日
本
建
築

で
お
な
じ
み
の
各
部
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
、
場

所
、
形
状
を
変
え
な
が
ら
、
自
由
自
在
な
展
開

を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
さ
を
担
保
し

て
い
る
の
が
、
本
棟
造
に
由
来
す
る
ゆ
る
や
か

な
切
妻
屋
根
と
、
古
材
の
色
味
を
生
か
し
た
意

匠
と
が
つ
く
る
全
体
性
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
全
体
性
の
端
緒
と
し
て
選
択
さ
れ
た

民
家
形
式
の
特
徴
が
も
つ
だ
ろ
う
現
代
的
有
用

性
と
、
部
分
が
も
つ
自
由
さ
や
軽
快
さ
を
「
明

る
い
」
と
表
現
す
れ
ば
、
こ
の
住
宅
は
、「
明
る

い
和
風
」
の
ひ
と
つ
の
設
計
手
法
を
示
し
て
い

よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
本
棟
の
家
」
を
武
相
荘
の
紹
介

か
ら
始
め
た
の
に
は
、
こ
ん
な
理
由
が
あ
る
。

丸
山
さ
ん
は
、
独
立
し
て
間
も
な
い
頃
、
建
築

家
と
し
て
進
む
方
向
を
決
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
に
訪
れ
た
の
が
武
相
荘
で
、
当
時

設
計
を
進
め
て
い
た
実
家
の
参
考
に
し
た
そ
う

だ
。
そ
し
て
、「
本
棟
の
家
」
は
、
叔
父
が
そ
の

実
家
を
見
て
依
頼
を
決
め
た
。
そ
の
話
を
聞
い

た
と
き
、
両
者
に
は
き
っ
と
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
小
田
急
線
の
鶴
川
駅
か
ら
少
し
歩
い
た
場
所

に
、
武
相
荘
と
呼
ば
れ
る
記
念
館
が
あ
る
。
か

つ
て
白
洲
次
郎
・
正
子
夫
妻
が
暮
ら
し
た
こ
の

建
物
は
、
田
の
字
型
の
間
取
り
に
茅
葺
き
屋
根

を
の
せ
た
、
典
型
的
な
民
家
の
姿
を
し
て
い
る
。

内
部
も
太
く
黒
光
り
し
た
柱
や
梁
が
全
体
の
基

調
を
な
し
、
天
井
板
も
真
っ
黒
で
と
て
も
力
強

い
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
一
方
で
、

白
い
タ
イ
ル
敷
き
の
土
間
、
ひ
ょ
う
た
ん
形
の

引
き
手
が
付
い
た
モ
ダ
ン
な
柄
の
襖
、
さ
ら
に

夫
妻
が
集
め
た
家
具
や
工
芸
品
の
数
々
が
集
ま

り
、
住
み
手
の
好
み
を
感
じ
る
空
間
で
も
あ
る
。

も
の
は
多
い
が
、
決
し
て
散
漫
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
民
家
全
体
か
ら
出
た
力
強
い

雰
囲
気
が
、
自
由
な
部
分
を
し
っ
か
り
と
包
み

込
ん
で
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
強
い
全
体
性
と
自

由
な
部
分
。
こ
の
「
本
棟
の
家
」
も
、
そ
う
し

た
言
葉
か
ら
説
明
し
て
み
た
い
。

　
長
野
県
安
曇
野
市
。
広
い
空
を
ひ
ん
や
り
と

感
じ
さ
せ
る
藍
鼠
色
の
山
脈
、
あ
た
り
一
面
に

広
が
る
田
畑
の
な
か
に
、
こ
ん
も
り
し
た
集
落

が
点
在
す
る
。「
本
棟
の
家
」
は
そ
う
し
た
集
落

の
ひ
と
つ
に
建
て
ら
れ
た
新
し
い
住
宅
で
あ
る
。

敷
地
の
脇
に
は
清
ら
か
な
水
路
が
あ
り
、
裏
手

の
屋
敷
林
を
背
景
に
、
切
妻
屋
根
が
お
お
ら
か

な
た
た
ず
ま
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
住
宅
を
設

計
し
た
の
は
、
新
田
有
平
さ
ん
と
丸
山
美
紀
さ

ん
が
主
宰
す
る
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
設
計
事

務
所
。
丸
山
さ
ん
の
祖
母
と
叔
父
夫
婦
の
た
め

に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
主
屋
を
解
体
し
て
新
築

し
た
も
の
だ
。

　
作
品
名
に
あ
る
「
本
棟
」
と
は
、
長
野
県
を

代
表
す
る
民
家
の
形
式
、
本
棟
造
か
ら
き
て
い

る
。
本
棟
造
と
い
う
と
、
梁
間
の
大
き
な
正
方

形
平
面
、
通
り
土
間
と
2
列
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室
の
床
上
か
ら

な
る
間
取
り
、
緩
勾
配
の
板
葺
き
切
妻
屋
根
、

雀
お
ど
し
と
呼
ば
れ
る
棟
飾
り
、
な
ど
の
特
徴

を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、

「
本
棟
の
家
」と
聞
く
と
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も

っ
た
住
宅
な
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
実
際
に
こ
の
住
宅
を
見
る
と
、
緩
勾

配
の
切
妻
屋
根
や
梁
間
の
大
き
さ
を
除
い
て
、

そ
の
特
徴
が
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
は
次

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も

本
棟
造
を
意
識
し
た
の
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
主

屋
を
は
じ
め
、
こ
の
地
域
一
帯
に
本
棟
造
の
民

家
が
点
在
し
て
い
る
た
め
。
し
か
し
、
文
化
財

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
本
棟
造
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
現
在
ま
で
こ
の
地
で
変
化
し
な
が
ら
生

き
て
き
た
本
棟
造
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
全
体

の
気
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
だ
と
い
う
。
全

体
の
気
分
と
い
う
の
が
、
緩
勾
配
の
切
妻
屋
根

と
、
大
き
な
梁
間
で
あ
る
。
雀
お
ど
し
な
ど
は

付
け
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
そ
の
選
択
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。

雀
お
ど
し
の
な
か
に
は
破
風
板
を
棟
部
分
で
止

め
ず
に
そ
の
ま
ま
高
く
延
ば
し
、
ば
っ
て
ん
の

形
を
つ
く
っ
た
だ
け
の
簡
素
な
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
雀
お
ど
し
の
起
源
だ
、
と
言
う
人
も

い
る
。
板
葺
き
屋
根
に
お
い
て
は
、
螻
羽
（
妻

側
の
屋
根
端
部
）
に
葺
い
た
板
が
風
で
飛
ば
な

い
よ
う
、
破
風
板
を
屋
根
面
よ
り
高
い
位
置
に

取
り
付
け
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
住
宅
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
板
葺
き
で

な
け
れ
ば
破
風
板
は
屋
根
面
よ
り
下
に
付
く
の

が
普
通
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
状
態
で
破
風
板
で

ば
っ
て
ん
の
形
を
つ
く
れ
ば
、
屋
根
の
端
を
突

き
破
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
棟
飾
り

は
必
ず
し
も
雀
お
ど
し
で
な
く
て
も
よ
い
気
が

す
る
。
ま
た
、
き
び
し
い
寒
さ
か
ら
中
央
1
室

を
守
る
よ
う
な
2
列
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室
の
間
取
り
も
、
室
内

環
境
が
向
上
し
た
今
日
、
そ
の
必
要
性
を
感
じ

な
い
し
、
か
つ
て
馬
を
飼
っ
た
土
間
が
屋
外
に

出
て
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
こ
う
し
て
か
つ
て
の
本
棟
造
の
姿
を
想
像
し

つ
つ
、
こ
の
「
本
棟
の
家
」
に
素
材
や
技
術
な

ど
の
大
き
な
変
化
を
認
め
る
と
、
そ
れ
で
も
採

用
さ
れ
た
ゆ
る
い
切
妻
屋
根
や
大
き
な
梁
間
と

い
っ
た
特
徴
に
は
、
現
代
的
な
有
用
性
や
設
計

根
の
存
在
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
点
。
こ
の
住
宅
に
は
、
柱
、

梁
、
建
具
と
い
っ
た
、
解
体
し
た
主
屋
の
部
材

が
多
く
転
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
1
階

の
寝
室
入
り
口
に
あ
る
柱
は
か
つ
て
の
大
黒
柱

で
あ
る
。
新
し
い
木
材
も
、
古
材
の
色
味
に
合

わ
せ
て
塗
装
が
施
さ
れ
て
お
り
、
意
匠
の
決
定

に
か
つ
て
の
主
屋
が
参
加
し
て
い
る
。
本
棟
造

か
ら
選
び
と
っ
た
特
徴
を
強
調
す
る
部
屋
配
置

と
設
え
、
そ
し
て
か
つ
て
の
主
屋
と
の
連
続
性

を
感
じ
さ
せ
る
意
匠
が
、「
本
棟
の
家
」
の
全
体

を
決
め
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
が
こ
の
住
宅
の
お
も
し

ろ
い
と
こ
ろ
。
雀
が
飛
び
立
つ
よ
う
に
、
と
い

う
と
雀
お
ど
し
に
こ
じ
つ
け
た
よ
う
だ
が
、
じ

つ
に
軽
快
に
、
自
由
に
、
そ
の
部
分
を
展
開
し

は
じ
め
る
。
な
か
で
も
懸
魚
、
襖
、
下
見
板
の

部
分
は
と
く
に
目
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
懸
魚
の
制
作
を
担
当
し
た
の
は
、
彫
刻
家
の

飯
沼
英
樹
さ
ん
。
か
つ
て
飯
沼
さ
ん
の
自
宅
を

マ
チ
デ
ザ
イ
ン
が
改
修
し
た
こ
と
が
、
協
働
関

係
の
始
ま
り
だ
と
い
う
が
、
飯
沼
さ
ん
の
作
風

と
懸
魚
の
モ
チ
ー
フ
は
聞
い
て
驚
く
も
の
で
あ

っ
た
。
飯
沼
さ
ん
は
、
ビ
ビ
ッ
ド
な
配
色
を
交

え
な
が
ら
お
も
に
若
い
欧
米
女
性
を
彫
る
現
代

の
彫
刻
家
で
あ
る
。
そ
の
作
風
か
ら
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
で
は
日
本
の
伝
統
と
向
き
合
う
よ

う
な
姿
は
想
像
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
懸
魚
の

モ
チ
ー
フ
は
、
な
ん
と
ケ
ル
ト
文
様
の
魚
だ
と

本
棟
造
と
い
う
伝
統
の
継
承
が
「
全
体
」
を
、

現
代
的
な
解
釈
を
交
え
た
軽
快
で
自
由
な
感
性
が

細
部
の
「
部
分
」
を
決
め
て
い
る
。

「
本
棟
の
家
」

と
い
う
名
前

選
択
さ
れ
た

本
棟
造
の

特
徴

ケ
ル
ト
文
様
の

懸
魚

そ
の
１

全
体
性
を
つ
く
る

配
置
、設
え
、

そ
し
て
意
匠
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者
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
住
宅
内
部
に
入
る
と
は

っ
き
り
わ
か
る
。
大
き
な
空
間
を
確
保
し
た
い

リ
ビ
ン
グ
は
屋
根
ま
で
吹
抜
け
に
、
居
室
と
し

て
天
井
高
を
確
保
し
た
い
寝
室
は
、
そ
の
下
の

予
備
室
を
半
地
下
と
し
て
中
2
階
に
、
比
較
的

天
井
高
が
低
く
て
も
よ
い
ロ
フ
ト
は
2
階
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
優
先
で
内
部
が
決
定
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
中
2
階
の
寝
室
は

欄
間
を
格
子
に
、
ロ
フ
ト
は
鴨
居
の
上
に
隙
間

を
つ
く
り
、
1
階
の
寝
室
に
は
天
井
も
な
い
。

立
体
的
な
部
屋
配
置
と
そ
の
設
え
に
よ
り
、
屋

い
う
。
懸
魚
と
い
う
日
本
建
築
で
お
な
じ
み
の

部
分
が
、
作
家
、
モ
チ
ー
フ
と
も
に
、
き
わ
め

て
自
由
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
室
内
の
襖
絵
を
描
い
た
島
田
由
子

さ
ん
は
、
淡
い
色
彩
と
や
わ
ら
か
な
タ
ッ
チ
で

草
花
や
幾
何
学
模
様
を
描
く
襖
絵
師
で
、
こ
ち

ら
は
伝
統
と
の
か
か
わ
り
が
想
像
し
や
す
い
。

「
以
前
か
ら
、絵
画
が
つ
く
り
出
す
空
間
に
興
味

が
あ
り
ま
し
た
」
と
は
丸
山
さ
ん
の
言
葉
。
壁

で
は
な
く
襖
に
絵
を
描
い
た
の
は
、
固
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
季
節
や
気
分
に
応
じ
て
表
裏
が

選
べ
、
場
所
も
交
換
で
き
る
点
に
利
を
感
じ
た

た
め
だ
と
い
う
。
引
き
手
は
片
側
し
か
付
い
て

い
な
い
の
で
、
実
際
に
表
裏
を
変
え
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ロ
フ
ト
に
建
て
込
ま
れ

た
襖
絵
は
、
リ
ビ
ン
グ
側
が
ツ
タ
の
実
、
ロ
フ

ト
側
は
市
松
模
様
と
、
大
き
く
異
な
る
表
現
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
襖
は
、
リ
ビ
ン
グ
か
ら
見

る
と
位
置
が
高
く
、
足
元
に
は
間
接
照
明
が
入

っ
て
い
る
。
ど
こ
か
壁
画
の
よ
う
な
性
格
も
帯

び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
は
、
襖
の
既
成
概

念
を
操
作
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。

　
そ
し
て
、
端
部
に
工
夫
の
あ
る
建
物
正
面
の

下
見
板
は
、
大
工
が
ジ
グ
ソ
ー
と
ホ
ル
ソ
ー
だ

け
で
加
工
し
た
も
の
。
今
日
の
木
造
住
宅
を
見

る
と
、
土
台
部
分
に
水
切
り
が
ま
わ
り
、
基
礎

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
外
壁
材
料
が
は
っ
き
り
と

分
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
住

宅
で
は
、
こ
の
分
離
を
な
る
べ
く
減
ら
す
よ
う

意
図
さ
れ
、
下
見
板
を
基
礎
に
か
ぶ
せ
て
い
る
。

端
部
の
加
工
に
よ
っ
て
基
礎
と
の
関
係
が
あ
い

ま
い
に
な
り
、
ひ
と
つ
の
面
と
し
て
壁
が
現
れ

て
い
る
。
民
家
の
よ
う
に
単
純
な
表
現
を
得
な

が
ら
、
浮
く
よ
う
な
軽
さ
も
感
じ
る
。
戸
袋
に

見
え
る
部
分
は
扉
に
な
っ
て
い
て
、
中
は
農
作

業
用
具
入
れ
に
す
る
そ
う
だ
が
、
こ
の
部
分
は

ご
愛
嬌
。

　
こ
の
よ
う
に
「
本
棟
の
家
」
は
、
日
本
建
築

で
お
な
じ
み
の
各
部
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
、
場

所
、
形
状
を
変
え
な
が
ら
、
自
由
自
在
な
展
開

を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
さ
を
担
保
し

て
い
る
の
が
、
本
棟
造
に
由
来
す
る
ゆ
る
や
か

な
切
妻
屋
根
と
、
古
材
の
色
味
を
生
か
し
た
意

匠
と
が
つ
く
る
全
体
性
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
全
体
性
の
端
緒
と
し
て
選
択
さ
れ
た

民
家
形
式
の
特
徴
が
も
つ
だ
ろ
う
現
代
的
有
用

性
と
、
部
分
が
も
つ
自
由
さ
や
軽
快
さ
を
「
明

る
い
」
と
表
現
す
れ
ば
、
こ
の
住
宅
は
、「
明
る

い
和
風
」
の
ひ
と
つ
の
設
計
手
法
を
示
し
て
い

よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
本
棟
の
家
」
を
武
相
荘
の
紹
介

か
ら
始
め
た
の
に
は
、
こ
ん
な
理
由
が
あ
る
。

丸
山
さ
ん
は
、
独
立
し
て
間
も
な
い
頃
、
建
築

家
と
し
て
進
む
方
向
を
決
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
に
訪
れ
た
の
が
武
相
荘
で
、
当
時

設
計
を
進
め
て
い
た
実
家
の
参
考
に
し
た
そ
う

だ
。
そ
し
て
、「
本
棟
の
家
」
は
、
叔
父
が
そ
の

実
家
を
見
て
依
頼
を
決
め
た
。
そ
の
話
を
聞
い

た
と
き
、
両
者
に
は
き
っ
と
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
小
田
急
線
の
鶴
川
駅
か
ら
少
し
歩
い
た
場
所

に
、
武
相
荘
と
呼
ば
れ
る
記
念
館
が
あ
る
。
か

つ
て
白
洲
次
郎
・
正
子
夫
妻
が
暮
ら
し
た
こ
の

建
物
は
、
田
の
字
型
の
間
取
り
に
茅
葺
き
屋
根

を
の
せ
た
、
典
型
的
な
民
家
の
姿
を
し
て
い
る
。

内
部
も
太
く
黒
光
り
し
た
柱
や
梁
が
全
体
の
基

調
を
な
し
、
天
井
板
も
真
っ
黒
で
と
て
も
力
強

い
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
一
方
で
、

白
い
タ
イ
ル
敷
き
の
土
間
、
ひ
ょ
う
た
ん
形
の

引
き
手
が
付
い
た
モ
ダ
ン
な
柄
の
襖
、
さ
ら
に

夫
妻
が
集
め
た
家
具
や
工
芸
品
の
数
々
が
集
ま

り
、
住
み
手
の
好
み
を
感
じ
る
空
間
で
も
あ
る
。

も
の
は
多
い
が
、
決
し
て
散
漫
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
民
家
全
体
か
ら
出
た
力
強
い

雰
囲
気
が
、
自
由
な
部
分
を
し
っ
か
り
と
包
み

込
ん
で
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
強
い
全
体
性
と
自

由
な
部
分
。
こ
の
「
本
棟
の
家
」
も
、
そ
う
し

た
言
葉
か
ら
説
明
し
て
み
た
い
。

　
長
野
県
安
曇
野
市
。
広
い
空
を
ひ
ん
や
り
と

感
じ
さ
せ
る
藍
鼠
色
の
山
脈
、
あ
た
り
一
面
に

広
が
る
田
畑
の
な
か
に
、
こ
ん
も
り
し
た
集
落

が
点
在
す
る
。「
本
棟
の
家
」
は
そ
う
し
た
集
落

の
ひ
と
つ
に
建
て
ら
れ
た
新
し
い
住
宅
で
あ
る
。

敷
地
の
脇
に
は
清
ら
か
な
水
路
が
あ
り
、
裏
手

の
屋
敷
林
を
背
景
に
、
切
妻
屋
根
が
お
お
ら
か

な
た
た
ず
ま
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
住
宅
を
設

計
し
た
の
は
、
新
田
有
平
さ
ん
と
丸
山
美
紀
さ

ん
が
主
宰
す
る
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
設
計
事

務
所
。
丸
山
さ
ん
の
祖
母
と
叔
父
夫
婦
の
た
め

に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
主
屋
を
解
体
し
て
新
築

し
た
も
の
だ
。

　
作
品
名
に
あ
る
「
本
棟
」
と
は
、
長
野
県
を

代
表
す
る
民
家
の
形
式
、
本
棟
造
か
ら
き
て
い

る
。
本
棟
造
と
い
う
と
、
梁
間
の
大
き
な
正
方

形
平
面
、
通
り
土
間
と
2
列
6
室
の
床
上
か
ら

な
る
間
取
り
、
緩
勾
配
の
板
葺
き
切
妻
屋
根
、

雀
お
ど
し
と
呼
ば
れ
る
棟
飾
り
、
な
ど
の
特
徴

を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、

「
本
棟
の
家
」と
聞
く
と
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も

っ
た
住
宅
な
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
実
際
に
こ
の
住
宅
を
見
る
と
、
緩
勾

配
の
切
妻
屋
根
や
梁
間
の
大
き
さ
を
除
い
て
、

そ
の
特
徴
が
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
は
次

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も

本
棟
造
を
意
識
し
た
の
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
主

屋
を
は
じ
め
、
こ
の
地
域
一
帯
に
本
棟
造
の
民

家
が
点
在
し
て
い
る
た
め
。
し
か
し
、
文
化
財

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
本
棟
造
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
現
在
ま
で
こ
の
地
で
変
化
し
な
が
ら
生

き
て
き
た
本
棟
造
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
全
体

の
気
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
だ
と
い
う
。
全

体
の
気
分
と
い
う
の
が
、
緩
勾
配
の
切
妻
屋
根

と
、
大
き
な
梁
間
で
あ
る
。
雀
お
ど
し
な
ど
は

付
け
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
そ
の
選
択
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。

雀
お
ど
し
の
な
か
に
は
破
風
板
を
棟
部
分
で
止

め
ず
に
そ
の
ま
ま
高
く
延
ば
し
、
ば
っ
て
ん
の

形
を
つ
く
っ
た
だ
け
の
簡
素
な
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
雀
お
ど
し
の
起
源
だ
、
と
言
う
人
も

い
る
。
板
葺
き
屋
根
に
お
い
て
は
、
螻
羽
（
妻

側
の
屋
根
端
部
）
に
葺
い
た
板
が
風
で
飛
ば
な

い
よ
う
、
破
風
板
を
屋
根
面
よ
り
高
い
位
置
に

取
り
付
け
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
住
宅
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
板
葺
き
で

な
け
れ
ば
破
風
板
は
屋
根
面
よ
り
下
に
付
く
の

が
普
通
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
状
態
で
破
風
板
で

ば
っ
て
ん
の
形
を
つ
く
れ
ば
、
屋
根
の
端
を
突

き
破
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
棟
飾
り

は
必
ず
し
も
雀
お
ど
し
で
な
く
て
も
よ
い
気
が

す
る
。
ま
た
、
き
び
し
い
寒
さ
か
ら
中
央
1
室

を
守
る
よ
う
な
2
列
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室
の
間
取
り
も
、
室
内

環
境
が
向
上
し
た
今
日
、
そ
の
必
要
性
を
感
じ

な
い
し
、
か
つ
て
馬
を
飼
っ
た
土
間
が
屋
外
に

出
て
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
こ
う
し
て
か
つ
て
の
本
棟
造
の
姿
を
想
像
し

つ
つ
、
こ
の
「
本
棟
の
家
」
に
素
材
や
技
術
な

ど
の
大
き
な
変
化
を
認
め
る
と
、
そ
れ
で
も
採

用
さ
れ
た
ゆ
る
い
切
妻
屋
根
や
大
き
な
梁
間
と

い
っ
た
特
徴
に
は
、
現
代
的
な
有
用
性
や
設
計

根
の
存
在
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
点
。
こ
の
住
宅
に
は
、
柱
、

梁
、
建
具
と
い
っ
た
、
解
体
し
た
主
屋
の
部
材

が
多
く
転
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
1
階

の
寝
室
入
り
口
に
あ
る
柱
は
か
つ
て
の
大
黒
柱

で
あ
る
。
新
し
い
木
材
も
、
古
材
の
色
味
に
合

わ
せ
て
塗
装
が
施
さ
れ
て
お
り
、
意
匠
の
決
定

に
か
つ
て
の
主
屋
が
参
加
し
て
い
る
。
本
棟
造

か
ら
選
び
と
っ
た
特
徴
を
強
調
す
る
部
屋
配
置

と
設
え
、
そ
し
て
か
つ
て
の
主
屋
と
の
連
続
性

を
感
じ
さ
せ
る
意
匠
が
、「
本
棟
の
家
」
の
全
体

を
決
め
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
が
こ
の
住
宅
の
お
も
し

ろ
い
と
こ
ろ
。
雀
が
飛
び
立
つ
よ
う
に
、
と
い

う
と
雀
お
ど
し
に
こ
じ
つ
け
た
よ
う
だ
が
、
じ

つ
に
軽
快
に
、
自
由
に
、
そ
の
部
分
を
展
開
し

は
じ
め
る
。
な
か
で
も
懸
魚
、
襖
、
下
見
板
の

部
分
は
と
く
に
目
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
懸
魚
の
制
作
を
担
当
し
た
の
は
、
彫
刻
家
の

飯
沼
英
樹
さ
ん
。
か
つ
て
飯
沼
さ
ん
の
自
宅
を

マ
チ
デ
ザ
イ
ン
が
改
修
し
た
こ
と
が
、
協
働
関

係
の
始
ま
り
だ
と
い
う
が
、
飯
沼
さ
ん
の
作
風

と
懸
魚
の
モ
チ
ー
フ
は
聞
い
て
驚
く
も
の
で
あ

っ
た
。
飯
沼
さ
ん
は
、
ビ
ビ
ッ
ド
な
配
色
を
交

え
な
が
ら
お
も
に
若
い
欧
米
女
性
を
彫
る
現
代

の
彫
刻
家
で
あ
る
。
そ
の
作
風
か
ら
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
で
は
日
本
の
伝
統
と
向
き
合
う
よ

う
な
姿
は
想
像
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
懸
魚
の

モ
チ
ー
フ
は
、
な
ん
と
ケ
ル
ト
文
様
の
魚
だ
と

本
棟
造
と
い
う
伝
統
の
継
承
が
「
全
体
」
を
、

現
代
的
な
解
釈
を
交
え
た
軽
快
で
自
由
な
感
性
が

細
部
の
「
部
分
」
を
決
め
て
い
る
。

「
本
棟
の
家
」

と
い
う
名
前

選
択
さ
れ
た

本
棟
造
の

特
徴

ケ
ル
ト
文
様
の

懸
魚

そ
の
１

全
体
性
を
つ
く
る

配
置
、設
え
、

そ
し
て
意
匠
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者
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
住
宅
内
部
に
入
る
と
は

っ
き
り
わ
か
る
。
大
き
な
空
間
を
確
保
し
た
い

リ
ビ
ン
グ
は
屋
根
ま
で
吹
抜
け
に
、
居
室
と
し

て
天
井
高
を
確
保
し
た
い
寝
室
は
、
そ
の
下
の

予
備
室
を
半
地
下
と
し
て
中
2
階
に
、
比
較
的

天
井
高
が
低
く
て
も
よ
い
ロ
フ
ト
は
2
階
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
優
先
で
内
部
が
決
定
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
中
2
階
の
寝
室
は

欄
間
を
格
子
に
、
ロ
フ
ト
は
鴨
居
の
上
に
隙
間

を
つ
く
り
、
1
階
の
寝
室
に
は
天
井
も
な
い
。

立
体
的
な
部
屋
配
置
と
そ
の
設
え
に
よ
り
、
屋

い
う
。
懸
魚
と
い
う
日
本
建
築
で
お
な
じ
み
の

部
分
が
、
作
家
、
モ
チ
ー
フ
と
も
に
、
き
わ
め

て
自
由
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
室
内
の
襖
絵
を
描
い
た
島
田
由
子

さ
ん
は
、
淡
い
色
彩
と
や
わ
ら
か
な
タ
ッ
チ
で

草
花
や
幾
何
学
模
様
を
描
く
襖
絵
師
で
、
こ
ち

ら
は
伝
統
と
の
か
か
わ
り
が
想
像
し
や
す
い
。

「
以
前
か
ら
、絵
画
が
つ
く
り
出
す
空
間
に
興
味

が
あ
り
ま
し
た
」
と
は
丸
山
さ
ん
の
言
葉
。
壁

で
は
な
く
襖
に
絵
を
描
い
た
の
は
、
固
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
季
節
や
気
分
に
応
じ
て
表
裏
が

選
べ
、
場
所
も
交
換
で
き
る
点
に
利
を
感
じ
た

た
め
だ
と
い
う
。
引
き
手
は
片
側
し
か
付
い
て

い
な
い
の
で
、
実
際
に
表
裏
を
変
え
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ロ
フ
ト
に
建
て
込
ま
れ

た
襖
絵
は
、
リ
ビ
ン
グ
側
が
ツ
タ
の
実
、
ロ
フ

ト
側
は
市
松
模
様
と
、
大
き
く
異
な
る
表
現
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
襖
は
、
リ
ビ
ン
グ
か
ら
見

る
と
位
置
が
高
く
、
足
元
に
は
間
接
照
明
が
入

っ
て
い
る
。
ど
こ
か
壁
画
の
よ
う
な
性
格
も
帯

び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
は
、
襖
の
既
成
概

念
を
操
作
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。

　
そ
し
て
、
端
部
に
工
夫
の
あ
る
建
物
正
面
の

下
見
板
は
、
大
工
が
ジ
グ
ソ
ー
と
ホ
ル
ソ
ー
だ

け
で
加
工
し
た
も
の
。
今
日
の
木
造
住
宅
を
見

る
と
、
土
台
部
分
に
水
切
り
が
ま
わ
り
、
基
礎

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
外
壁
材
料
が
は
っ
き
り
と

分
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
住

宅
で
は
、
こ
の
分
離
を
な
る
べ
く
減
ら
す
よ
う

意
図
さ
れ
、
下
見
板
を
基
礎
に
か
ぶ
せ
て
い
る
。

端
部
の
加
工
に
よ
っ
て
基
礎
と
の
関
係
が
あ
い

ま
い
に
な
り
、
ひ
と
つ
の
面
と
し
て
壁
が
現
れ

て
い
る
。
民
家
の
よ
う
に
単
純
な
表
現
を
得
な

が
ら
、
浮
く
よ
う
な
軽
さ
も
感
じ
る
。
戸
袋
に

見
え
る
部
分
は
扉
に
な
っ
て
い
て
、
中
は
農
作

業
用
具
入
れ
に
す
る
そ
う
だ
が
、
こ
の
部
分
は

ご
愛
嬌
。

　
こ
の
よ
う
に
「
本
棟
の
家
」
は
、
日
本
建
築

で
お
な
じ
み
の
各
部
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
、
場

所
、
形
状
を
変
え
な
が
ら
、
自
由
自
在
な
展
開

を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
さ
を
担
保
し

て
い
る
の
が
、
本
棟
造
に
由
来
す
る
ゆ
る
や
か

な
切
妻
屋
根
と
、
古
材
の
色
味
を
生
か
し
た
意

匠
と
が
つ
く
る
全
体
性
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
全
体
性
の
端
緒
と
し
て
選
択
さ
れ
た

民
家
形
式
の
特
徴
が
も
つ
だ
ろ
う
現
代
的
有
用

性
と
、
部
分
が
も
つ
自
由
さ
や
軽
快
さ
を
「
明

る
い
」
と
表
現
す
れ
ば
、
こ
の
住
宅
は
、「
明
る

い
和
風
」
の
ひ
と
つ
の
設
計
手
法
を
示
し
て
い

よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
本
棟
の
家
」
を
武
相
荘
の
紹
介

か
ら
始
め
た
の
に
は
、
こ
ん
な
理
由
が
あ
る
。

丸
山
さ
ん
は
、
独
立
し
て
間
も
な
い
頃
、
建
築

家
と
し
て
進
む
方
向
を
決
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
に
訪
れ
た
の
が
武
相
荘
で
、
当
時

設
計
を
進
め
て
い
た
実
家
の
参
考
に
し
た
そ
う

だ
。
そ
し
て
、「
本
棟
の
家
」
は
、
叔
父
が
そ
の

実
家
を
見
て
依
頼
を
決
め
た
。
そ
の
話
を
聞
い

た
と
き
、
両
者
に
は
き
っ
と
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
小
田
急
線
の
鶴
川
駅
か
ら
少
し
歩
い
た
場
所

に
、
武
相
荘
と
呼
ば
れ
る
記
念
館
が
あ
る
。
か

つ
て
白
洲
次
郎
・
正
子
夫
妻
が
暮
ら
し
た
こ
の

建
物
は
、
田
の
字
型
の
間
取
り
に
茅
葺
き
屋
根

を
の
せ
た
、
典
型
的
な
民
家
の
姿
を
し
て
い
る
。

内
部
も
太
く
黒
光
り
し
た
柱
や
梁
が
全
体
の
基

調
を
な
し
、
天
井
板
も
真
っ
黒
で
と
て
も
力
強

い
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
一
方
で
、

白
い
タ
イ
ル
敷
き
の
土
間
、
ひ
ょ
う
た
ん
形
の

引
き
手
が
付
い
た
モ
ダ
ン
な
柄
の
襖
、
さ
ら
に

夫
妻
が
集
め
た
家
具
や
工
芸
品
の
数
々
が
集
ま

り
、
住
み
手
の
好
み
を
感
じ
る
空
間
で
も
あ
る
。

も
の
は
多
い
が
、
決
し
て
散
漫
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
民
家
全
体
か
ら
出
た
力
強
い

雰
囲
気
が
、
自
由
な
部
分
を
し
っ
か
り
と
包
み

込
ん
で
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
強
い
全
体
性
と
自

由
な
部
分
。
こ
の
「
本
棟
の
家
」
も
、
そ
う
し

た
言
葉
か
ら
説
明
し
て
み
た
い
。

　
長
野
県
安
曇
野
市
。
広
い
空
を
ひ
ん
や
り
と

感
じ
さ
せ
る
藍
鼠
色
の
山
脈
、
あ
た
り
一
面
に

広
が
る
田
畑
の
な
か
に
、
こ
ん
も
り
し
た
集
落

が
点
在
す
る
。「
本
棟
の
家
」
は
そ
う
し
た
集
落

の
ひ
と
つ
に
建
て
ら
れ
た
新
し
い
住
宅
で
あ
る
。

敷
地
の
脇
に
は
清
ら
か
な
水
路
が
あ
り
、
裏
手

の
屋
敷
林
を
背
景
に
、
切
妻
屋
根
が
お
お
ら
か

な
た
た
ず
ま
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
住
宅
を
設

計
し
た
の
は
、
新
田
有
平
さ
ん
と
丸
山
美
紀
さ

ん
が
主
宰
す
る
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
設
計
事

務
所
。
丸
山
さ
ん
の
祖
母
と
叔
父
夫
婦
の
た
め

に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
主
屋
を
解
体
し
て
新
築

し
た
も
の
だ
。

　
作
品
名
に
あ
る
「
本
棟
」
と
は
、
長
野
県
を

代
表
す
る
民
家
の
形
式
、
本
棟
造
か
ら
き
て
い

る
。
本
棟
造
と
い
う
と
、
梁
間
の
大
き
な
正
方

形
平
面
、
通
り
土
間
と
2
列
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室
の
床
上
か
ら

な
る
間
取
り
、
緩
勾
配
の
板
葺
き
切
妻
屋
根
、

雀
お
ど
し
と
呼
ば
れ
る
棟
飾
り
、
な
ど
の
特
徴

を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、

「
本
棟
の
家
」と
聞
く
と
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も

っ
た
住
宅
な
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
実
際
に
こ
の
住
宅
を
見
る
と
、
緩
勾

配
の
切
妻
屋
根
や
梁
間
の
大
き
さ
を
除
い
て
、

そ
の
特
徴
が
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
は
次

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も

本
棟
造
を
意
識
し
た
の
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
主

屋
を
は
じ
め
、
こ
の
地
域
一
帯
に
本
棟
造
の
民

家
が
点
在
し
て
い
る
た
め
。
し
か
し
、
文
化
財

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
本
棟
造
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
現
在
ま
で
こ
の
地
で
変
化
し
な
が
ら
生

き
て
き
た
本
棟
造
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
全
体

の
気
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
だ
と
い
う
。
全

体
の
気
分
と
い
う
の
が
、
緩
勾
配
の
切
妻
屋
根

と
、
大
き
な
梁
間
で
あ
る
。
雀
お
ど
し
な
ど
は

付
け
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
そ
の
選
択
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。

雀
お
ど
し
の
な
か
に
は
破
風
板
を
棟
部
分
で
止

め
ず
に
そ
の
ま
ま
高
く
延
ば
し
、
ば
っ
て
ん
の

形
を
つ
く
っ
た
だ
け
の
簡
素
な
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
雀
お
ど
し
の
起
源
だ
、
と
言
う
人
も

い
る
。
板
葺
き
屋
根
に
お
い
て
は
、
螻
羽
（
妻

側
の
屋
根
端
部
）
に
葺
い
た
板
が
風
で
飛
ば
な

い
よ
う
、
破
風
板
を
屋
根
面
よ
り
高
い
位
置
に

取
り
付
け
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
住
宅
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
板
葺
き
で

な
け
れ
ば
破
風
板
は
屋
根
面
よ
り
下
に
付
く
の

が
普
通
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
状
態
で
破
風
板
で

ば
っ
て
ん
の
形
を
つ
く
れ
ば
、
屋
根
の
端
を
突

き
破
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
棟
飾
り

は
必
ず
し
も
雀
お
ど
し
で
な
く
て
も
よ
い
気
が

す
る
。
ま
た
、
き
び
し
い
寒
さ
か
ら
中
央
1
室

を
守
る
よ
う
な
2
列
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室
の
間
取
り
も
、
室
内

環
境
が
向
上
し
た
今
日
、
そ
の
必
要
性
を
感
じ

な
い
し
、
か
つ
て
馬
を
飼
っ
た
土
間
が
屋
外
に

出
て
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
こ
う
し
て
か
つ
て
の
本
棟
造
の
姿
を
想
像
し

つ
つ
、
こ
の
「
本
棟
の
家
」
に
素
材
や
技
術
な

ど
の
大
き
な
変
化
を
認
め
る
と
、
そ
れ
で
も
採

用
さ
れ
た
ゆ
る
い
切
妻
屋
根
や
大
き
な
梁
間
と

い
っ
た
特
徴
に
は
、
現
代
的
な
有
用
性
や
設
計

根
の
存
在
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
点
。
こ
の
住
宅
に
は
、
柱
、

梁
、
建
具
と
い
っ
た
、
解
体
し
た
主
屋
の
部
材

が
多
く
転
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
1
階

の
寝
室
入
り
口
に
あ
る
柱
は
か
つ
て
の
大
黒
柱

で
あ
る
。
新
し
い
木
材
も
、
古
材
の
色
味
に
合

わ
せ
て
塗
装
が
施
さ
れ
て
お
り
、
意
匠
の
決
定

に
か
つ
て
の
主
屋
が
参
加
し
て
い
る
。
本
棟
造

か
ら
選
び
と
っ
た
特
徴
を
強
調
す
る
部
屋
配
置

と
設
え
、
そ
し
て
か
つ
て
の
主
屋
と
の
連
続
性

を
感
じ
さ
せ
る
意
匠
が
、「
本
棟
の
家
」
の
全
体

を
決
め
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
が
こ
の
住
宅
の
お
も
し

ろ
い
と
こ
ろ
。
雀
が
飛
び
立
つ
よ
う
に
、
と
い

う
と
雀
お
ど
し
に
こ
じ
つ
け
た
よ
う
だ
が
、
じ

つ
に
軽
快
に
、
自
由
に
、
そ
の
部
分
を
展
開
し

は
じ
め
る
。
な
か
で
も
懸
魚
、
襖
、
下
見
板
の

部
分
は
と
く
に
目
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
懸
魚
の
制
作
を
担
当
し
た
の
は
、
彫
刻
家
の

飯
沼
英
樹
さ
ん
。
か
つ
て
飯
沼
さ
ん
の
自
宅
を

マ
チ
デ
ザ
イ
ン
が
改
修
し
た
こ
と
が
、
協
働
関

係
の
始
ま
り
だ
と
い
う
が
、
飯
沼
さ
ん
の
作
風

と
懸
魚
の
モ
チ
ー
フ
は
聞
い
て
驚
く
も
の
で
あ

っ
た
。
飯
沼
さ
ん
は
、
ビ
ビ
ッ
ド
な
配
色
を
交

え
な
が
ら
お
も
に
若
い
欧
米
女
性
を
彫
る
現
代

の
彫
刻
家
で
あ
る
。
そ
の
作
風
か
ら
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
で
は
日
本
の
伝
統
と
向
き
合
う
よ

う
な
姿
は
想
像
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
懸
魚
の

モ
チ
ー
フ
は
、
な
ん
と
ケ
ル
ト
文
様
の
魚
だ
と

壁
画
の
よ
う
な

襖
絵

そ
の
2

基
礎
と
壁
を

つ
な
げ
る
下
見
板

そ
の
3

ロフトから１階のリビン
グ・ダイニング・キッチ
ンを見下ろす。束の少な
い構造で、天井まわりが
すっきりしている。

1階俯瞰

本棟造の大屋根の下に、
諸室が配置されている。
左手にキッチン、左奥に
寝室、右手に玄関、右奥
に２階への階段がある。

1階全景

Special Feature
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Styles

Case Study

03

寝室の襖。ほかにロフト
と吹抜けの境に、襖絵の
描かれた襖が用いられて
いる。

襖絵

奥が畳、手前が板敷き。
ベッドを手前に置くこと
もできる。奥の板戸は、
再建前の旧家から転用し
たもの。

１階寝室

小屋裏のようなロフトの
空間。写真右ページ上の
襖絵の裏側は、市松模様
になっている。

ロフト

リビング側を見る。右手
に寝室。壁や襖の上は開
放され、ほぼ一室空間。
南側からの自然光が全体
に行き渡る。

廊下

3233



者
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
住
宅
内
部
に
入
る
と
は

っ
き
り
わ
か
る
。
大
き
な
空
間
を
確
保
し
た
い

リ
ビ
ン
グ
は
屋
根
ま
で
吹
抜
け
に
、
居
室
と
し

て
天
井
高
を
確
保
し
た
い
寝
室
は
、
そ
の
下
の

予
備
室
を
半
地
下
と
し
て
中
2
階
に
、
比
較
的

天
井
高
が
低
く
て
も
よ
い
ロ
フ
ト
は
2
階
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
優
先
で
内
部
が
決
定
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
中
2
階
の
寝
室
は

欄
間
を
格
子
に
、
ロ
フ
ト
は
鴨
居
の
上
に
隙
間

を
つ
く
り
、
1
階
の
寝
室
に
は
天
井
も
な
い
。

立
体
的
な
部
屋
配
置
と
そ
の
設
え
に
よ
り
、
屋

い
う
。
懸
魚
と
い
う
日
本
建
築
で
お
な
じ
み
の

部
分
が
、
作
家
、
モ
チ
ー
フ
と
も
に
、
き
わ
め

て
自
由
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
室
内
の
襖
絵
を
描
い
た
島
田
由
子

さ
ん
は
、
淡
い
色
彩
と
や
わ
ら
か
な
タ
ッ
チ
で

草
花
や
幾
何
学
模
様
を
描
く
襖
絵
師
で
、
こ
ち

ら
は
伝
統
と
の
か
か
わ
り
が
想
像
し
や
す
い
。

「
以
前
か
ら
、絵
画
が
つ
く
り
出
す
空
間
に
興
味

が
あ
り
ま
し
た
」
と
は
丸
山
さ
ん
の
言
葉
。
壁

で
は
な
く
襖
に
絵
を
描
い
た
の
は
、
固
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
季
節
や
気
分
に
応
じ
て
表
裏
が

選
べ
、
場
所
も
交
換
で
き
る
点
に
利
を
感
じ
た

た
め
だ
と
い
う
。
引
き
手
は
片
側
し
か
付
い
て

い
な
い
の
で
、
実
際
に
表
裏
を
変
え
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ロ
フ
ト
に
建
て
込
ま
れ

た
襖
絵
は
、
リ
ビ
ン
グ
側
が
ツ
タ
の
実
、
ロ
フ

ト
側
は
市
松
模
様
と
、
大
き
く
異
な
る
表
現
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
襖
は
、
リ
ビ
ン
グ
か
ら
見

る
と
位
置
が
高
く
、
足
元
に
は
間
接
照
明
が
入

っ
て
い
る
。
ど
こ
か
壁
画
の
よ
う
な
性
格
も
帯

び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
は
、
襖
の
既
成
概

念
を
操
作
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。

　
そ
し
て
、
端
部
に
工
夫
の
あ
る
建
物
正
面
の

下
見
板
は
、
大
工
が
ジ
グ
ソ
ー
と
ホ
ル
ソ
ー
だ

け
で
加
工
し
た
も
の
。
今
日
の
木
造
住
宅
を
見

る
と
、
土
台
部
分
に
水
切
り
が
ま
わ
り
、
基
礎

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
外
壁
材
料
が
は
っ
き
り
と

分
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
住

宅
で
は
、
こ
の
分
離
を
な
る
べ
く
減
ら
す
よ
う

意
図
さ
れ
、
下
見
板
を
基
礎
に
か
ぶ
せ
て
い
る
。

端
部
の
加
工
に
よ
っ
て
基
礎
と
の
関
係
が
あ
い

ま
い
に
な
り
、
ひ
と
つ
の
面
と
し
て
壁
が
現
れ

て
い
る
。
民
家
の
よ
う
に
単
純
な
表
現
を
得
な

が
ら
、
浮
く
よ
う
な
軽
さ
も
感
じ
る
。
戸
袋
に

見
え
る
部
分
は
扉
に
な
っ
て
い
て
、
中
は
農
作

業
用
具
入
れ
に
す
る
そ
う
だ
が
、
こ
の
部
分
は

ご
愛
嬌
。

　
こ
の
よ
う
に
「
本
棟
の
家
」
は
、
日
本
建
築

で
お
な
じ
み
の
各
部
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
、
場

所
、
形
状
を
変
え
な
が
ら
、
自
由
自
在
な
展
開

を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
さ
を
担
保
し

て
い
る
の
が
、
本
棟
造
に
由
来
す
る
ゆ
る
や
か

な
切
妻
屋
根
と
、
古
材
の
色
味
を
生
か
し
た
意

匠
と
が
つ
く
る
全
体
性
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
全
体
性
の
端
緒
と
し
て
選
択
さ
れ
た

民
家
形
式
の
特
徴
が
も
つ
だ
ろ
う
現
代
的
有
用

性
と
、
部
分
が
も
つ
自
由
さ
や
軽
快
さ
を
「
明

る
い
」
と
表
現
す
れ
ば
、
こ
の
住
宅
は
、「
明
る

い
和
風
」
の
ひ
と
つ
の
設
計
手
法
を
示
し
て
い

よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
本
棟
の
家
」
を
武
相
荘
の
紹
介

か
ら
始
め
た
の
に
は
、
こ
ん
な
理
由
が
あ
る
。

丸
山
さ
ん
は
、
独
立
し
て
間
も
な
い
頃
、
建
築

家
と
し
て
進
む
方
向
を
決
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
に
訪
れ
た
の
が
武
相
荘
で
、
当
時

設
計
を
進
め
て
い
た
実
家
の
参
考
に
し
た
そ
う

だ
。
そ
し
て
、「
本
棟
の
家
」
は
、
叔
父
が
そ
の

実
家
を
見
て
依
頼
を
決
め
た
。
そ
の
話
を
聞
い

た
と
き
、
両
者
に
は
き
っ
と
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
小
田
急
線
の
鶴
川
駅
か
ら
少
し
歩
い
た
場
所

に
、
武
相
荘
と
呼
ば
れ
る
記
念
館
が
あ
る
。
か

つ
て
白
洲
次
郎
・
正
子
夫
妻
が
暮
ら
し
た
こ
の

建
物
は
、
田
の
字
型
の
間
取
り
に
茅
葺
き
屋
根

を
の
せ
た
、
典
型
的
な
民
家
の
姿
を
し
て
い
る
。

内
部
も
太
く
黒
光
り
し
た
柱
や
梁
が
全
体
の
基

調
を
な
し
、
天
井
板
も
真
っ
黒
で
と
て
も
力
強

い
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
一
方
で
、

白
い
タ
イ
ル
敷
き
の
土
間
、
ひ
ょ
う
た
ん
形
の

引
き
手
が
付
い
た
モ
ダ
ン
な
柄
の
襖
、
さ
ら
に

夫
妻
が
集
め
た
家
具
や
工
芸
品
の
数
々
が
集
ま

り
、
住
み
手
の
好
み
を
感
じ
る
空
間
で
も
あ
る
。

も
の
は
多
い
が
、
決
し
て
散
漫
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
民
家
全
体
か
ら
出
た
力
強
い

雰
囲
気
が
、
自
由
な
部
分
を
し
っ
か
り
と
包
み

込
ん
で
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
強
い
全
体
性
と
自

由
な
部
分
。
こ
の
「
本
棟
の
家
」
も
、
そ
う
し

た
言
葉
か
ら
説
明
し
て
み
た
い
。

　
長
野
県
安
曇
野
市
。
広
い
空
を
ひ
ん
や
り
と

感
じ
さ
せ
る
藍
鼠
色
の
山
脈
、
あ
た
り
一
面
に

広
が
る
田
畑
の
な
か
に
、
こ
ん
も
り
し
た
集
落

が
点
在
す
る
。「
本
棟
の
家
」
は
そ
う
し
た
集
落

の
ひ
と
つ
に
建
て
ら
れ
た
新
し
い
住
宅
で
あ
る
。

敷
地
の
脇
に
は
清
ら
か
な
水
路
が
あ
り
、
裏
手

の
屋
敷
林
を
背
景
に
、
切
妻
屋
根
が
お
お
ら
か

な
た
た
ず
ま
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
住
宅
を
設

計
し
た
の
は
、
新
田
有
平
さ
ん
と
丸
山
美
紀
さ

ん
が
主
宰
す
る
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
設
計
事

務
所
。
丸
山
さ
ん
の
祖
母
と
叔
父
夫
婦
の
た
め

に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
主
屋
を
解
体
し
て
新
築

し
た
も
の
だ
。

　
作
品
名
に
あ
る
「
本
棟
」
と
は
、
長
野
県
を

代
表
す
る
民
家
の
形
式
、
本
棟
造
か
ら
き
て
い

る
。
本
棟
造
と
い
う
と
、
梁
間
の
大
き
な
正
方

形
平
面
、
通
り
土
間
と
2
列
6
室
の
床
上
か
ら

な
る
間
取
り
、
緩
勾
配
の
板
葺
き
切
妻
屋
根
、

雀
お
ど
し
と
呼
ば
れ
る
棟
飾
り
、
な
ど
の
特
徴

を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、

「
本
棟
の
家
」と
聞
く
と
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も

っ
た
住
宅
な
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
実
際
に
こ
の
住
宅
を
見
る
と
、
緩
勾

配
の
切
妻
屋
根
や
梁
間
の
大
き
さ
を
除
い
て
、

そ
の
特
徴
が
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
マ
チ
デ
ザ
イ
ン
は
次

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も

本
棟
造
を
意
識
し
た
の
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
主

屋
を
は
じ
め
、
こ
の
地
域
一
帯
に
本
棟
造
の
民

家
が
点
在
し
て
い
る
た
め
。
し
か
し
、
文
化
財

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
本
棟
造
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
現
在
ま
で
こ
の
地
で
変
化
し
な
が
ら
生

き
て
き
た
本
棟
造
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
全
体

の
気
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
だ
と
い
う
。
全

体
の
気
分
と
い
う
の
が
、
緩
勾
配
の
切
妻
屋
根

と
、
大
き
な
梁
間
で
あ
る
。
雀
お
ど
し
な
ど
は

付
け
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
そ
の
選
択
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。

雀
お
ど
し
の
な
か
に
は
破
風
板
を
棟
部
分
で
止

め
ず
に
そ
の
ま
ま
高
く
延
ば
し
、
ば
っ
て
ん
の

形
を
つ
く
っ
た
だ
け
の
簡
素
な
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
雀
お
ど
し
の
起
源
だ
、
と
言
う
人
も

い
る
。
板
葺
き
屋
根
に
お
い
て
は
、
螻
羽
（
妻

側
の
屋
根
端
部
）
に
葺
い
た
板
が
風
で
飛
ば
な

い
よ
う
、
破
風
板
を
屋
根
面
よ
り
高
い
位
置
に

取
り
付
け
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
住
宅
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
板
葺
き
で

な
け
れ
ば
破
風
板
は
屋
根
面
よ
り
下
に
付
く
の

が
普
通
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
状
態
で
破
風
板
で

ば
っ
て
ん
の
形
を
つ
く
れ
ば
、
屋
根
の
端
を
突

き
破
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
棟
飾
り

は
必
ず
し
も
雀
お
ど
し
で
な
く
て
も
よ
い
気
が

す
る
。
ま
た
、
き
び
し
い
寒
さ
か
ら
中
央
1
室

を
守
る
よ
う
な
2
列
6
室
の
間
取
り
も
、
室
内

環
境
が
向
上
し
た
今
日
、
そ
の
必
要
性
を
感
じ

な
い
し
、
か
つ
て
馬
を
飼
っ
た
土
間
が
屋
外
に

出
て
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
こ
う
し
て
か
つ
て
の
本
棟
造
の
姿
を
想
像
し

つ
つ
、
こ
の
「
本
棟
の
家
」
に
素
材
や
技
術
な

ど
の
大
き
な
変
化
を
認
め
る
と
、
そ
れ
で
も
採

用
さ
れ
た
ゆ
る
い
切
妻
屋
根
や
大
き
な
梁
間
と

い
っ
た
特
徴
に
は
、
現
代
的
な
有
用
性
や
設
計

根
の
存
在
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
点
。
こ
の
住
宅
に
は
、
柱
、

梁
、
建
具
と
い
っ
た
、
解
体
し
た
主
屋
の
部
材

が
多
く
転
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
1
階

の
寝
室
入
り
口
に
あ
る
柱
は
か
つ
て
の
大
黒
柱

で
あ
る
。
新
し
い
木
材
も
、
古
材
の
色
味
に
合

わ
せ
て
塗
装
が
施
さ
れ
て
お
り
、
意
匠
の
決
定

に
か
つ
て
の
主
屋
が
参
加
し
て
い
る
。
本
棟
造

か
ら
選
び
と
っ
た
特
徴
を
強
調
す
る
部
屋
配
置

と
設
え
、
そ
し
て
か
つ
て
の
主
屋
と
の
連
続
性

を
感
じ
さ
せ
る
意
匠
が
、「
本
棟
の
家
」
の
全
体

を
決
め
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
が
こ
の
住
宅
の
お
も
し

ろ
い
と
こ
ろ
。
雀
が
飛
び
立
つ
よ
う
に
、
と
い

う
と
雀
お
ど
し
に
こ
じ
つ
け
た
よ
う
だ
が
、
じ

つ
に
軽
快
に
、
自
由
に
、
そ
の
部
分
を
展
開
し

は
じ
め
る
。
な
か
で
も
懸
魚
、
襖
、
下
見
板
の

部
分
は
と
く
に
目
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
懸
魚
の
制
作
を
担
当
し
た
の
は
、
彫
刻
家
の

飯
沼
英
樹
さ
ん
。
か
つ
て
飯
沼
さ
ん
の
自
宅
を

マ
チ
デ
ザ
イ
ン
が
改
修
し
た
こ
と
が
、
協
働
関

係
の
始
ま
り
だ
と
い
う
が
、
飯
沼
さ
ん
の
作
風

と
懸
魚
の
モ
チ
ー
フ
は
聞
い
て
驚
く
も
の
で
あ

っ
た
。
飯
沼
さ
ん
は
、
ビ
ビ
ッ
ド
な
配
色
を
交

え
な
が
ら
お
も
に
若
い
欧
米
女
性
を
彫
る
現
代

の
彫
刻
家
で
あ
る
。
そ
の
作
風
か
ら
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
で
は
日
本
の
伝
統
と
向
き
合
う
よ

う
な
姿
は
想
像
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
懸
魚
の

モ
チ
ー
フ
は
、
な
ん
と
ケ
ル
ト
文
様
の
魚
だ
と

壁
画
の
よ
う
な

襖
絵

そ
の
2

基
礎
と
壁
を

つ
な
げ
る
下
見
板

そ
の
3

ロフトから１階のリビン
グ・ダイニング・キッチ
ンを見下ろす。束の少な
い構造で、天井まわりが
すっきりしている。

1階俯瞰

本棟造の大屋根の下に、
諸室が配置されている。
左手にキッチン、左奥に
寝室、右手に玄関、右奥
に２階への階段がある。

1階全景

Special Feature

Vivid
Japanese

Styles

Case Study

03

寝室の襖。ほかにロフト
と吹抜けの境に、襖絵の
描かれた襖が用いられて
いる。

襖絵

奥が畳、手前が板敷き。
ベッドを手前に置くこと
もできる。奥の板戸は、
再建前の旧家から転用し
たもの。

１階寝室

小屋裏のようなロフトの
空間。写真右ページ上の
襖絵の裏側は、市松模様
になっている。

ロフト

リビング側を見る。右手
に寝室。壁や襖の上は開
放され、ほぼ一室空間。
南側からの自然光が全体
に行き渡る。

廊下
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。
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「
風
が
つ
く
の
は
ど
う
も
…
…
。『
和
風
』
よ
り

『
和
』が
い
い
な
ぁ
」
と
竹
原
義
二
さ
ん
は
笑
っ

た
。

　
竹
原
さ
ん
の
建
築
か
ら
は
確
か
に
「
和
」
を

感
じ
る
。
し
か
し
グ
リ
ッ
ド
に
の
っ
た
柱
梁
の

架
構
が
現
し
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
「
和
」
の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。

「
緑
町
の
家
」
は
軒
の
深
い
切
妻
屋
根
を
も
ち
、

木
地
を
生
か
し
た
下
見
板
が
張
ら
れ
た
総
2
階

建
て
。
ご
く
一
般
的
な
市
街
地
の
一
角
に
溶
け

込
む
よ
う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
立
っ
て
い
た
。
住

宅
を
め
ぐ
り
な
が
ら
お
話
を
聞
く
う
ち
、
3
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
お
ぼ
ろ
げ
に
み
え
て
く
る
。

そ
れ
は
「
寸
法
」
「
素
材
」
そ
し
て
「
時
間
」

だ
っ
た
。

　
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
そ
の
プ
ラ
ン
。
約
8
m

角
の
大
き
な
正
方
形
の
な
か
に
、
独
立
し
た
小

さ
な
部
屋
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
「
田
の
間
」
型
を
開

放
し
、
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
1
階
入
り
口
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
土
間
を

進
む
と
、
中
央
に
壁
か
ら
離
れ
て
独
立
し
た
1

8
0
㎜
角
の
大
黒
柱
が
現
れ
る
。
そ
こ
か
ら
四

方
の
天
井
に
は
淡
い
光
を
落
と
す
ス
リ
ッ
ト
が

延
び
、
家
の
中
心
に
向
け
た
意
識
を
高
め
て
い

る
。
そ
し
て
同
時
に
一
間
半
角
と
い
う
四
畳
半

の
単
位
を
巧
み
に
変
形
し
て
、
部
屋
、
階
段
、

水
ま
わ
り
、
収
納
な
ど
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
そ
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
は
、
正
方
形
と

√2
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
だ
と
い
う
。
そ
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
も
、
敷
地
や
家
族
な
ど
の
条
件
に
よ
り
住
宅

ご
と
に
変
え
て
い
き
、
標
準
化
は
し
な
い
。
そ

う
し
た
自
在
な
感
覚
も
ま
た
、
竹
原
さ
ん
独
自

の
「
和
」
を
感
じ
さ
せ
る
要
因
に
ち
が
い
な
い
。

こ
こ
で
は
9
1
0
㎜
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
垂

木
割
と
の
繊
細
な
調
整
を
繰
り
返
し
て
最
終
的

な
寸
法
が
決
め
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
1
階
は
全
体
的
に
ス
ケ
ー
ル
が
抑
え

ら
れ
、
天
井
の
2
階
根
太
ま
で
の
高
さ
は
2
1

8
0
㎜
。「
な
ん
と
な
く
昔
の
家
の
感
じ
が
す
る

と
思
う
。
日
本
人
は
畳
と
建
具
の
内
法
、
1
7

3
5
㎜
を
知
っ
て
い
た
。
明
治
か
ら
百
何
十
年

し
か
た
っ
て
い
な
い
か
ら
生
活
が
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
竹
原
さ
ん
の
言
葉
に
は
説

得
力
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

ス
ケ
ー
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
感
覚

も
生
き
て
く
る
。

　
さ
て
階
段
を
2
階
へ
上
が
る
と
、
空
間
の
様

相
は
一
変
す
る
。
大
き
な
切
妻
屋
根
を
支
え
る

垂
木
が
連
続
し
、
そ
の
陰
影
が
美
し
い
。
そ
し

て
そ
の
下
に
展
開
す
る
大
空
間
に
、
小
さ
な
部

屋
が
島
の
よ
う
に
点
在
す
る
。
外
側
の
格
子
戸

を
通
し
た
風
が
心
地
よ
い
「
外
室
」
も
、
ひ
と

つ
の
部
屋
な
の
だ
。
そ
れ
ら
が
島
状
に
見
え
る

の
は
、
各
室
の
柱
を
梁
の
す
ぐ
上
で
切
り
取
り
、

上
部
ロ
フ
ト
の
床
面
で
水
平
剛
性
を
も
た
せ
構

造
的
に
独
立
さ
せ
て
い
る
た
め
。
つ
ま
り
、
こ

の
大
空
間
に
は
十
文
字
に
横
切
る
陸
梁
が
な
い
。

梁
の
差
さ
っ
て
い
な
い
大
黒
柱
は
、
断
面
欠
損

の
心
配
も
な
く
棟
木
だ
け
を
支
え
て
い
る
。

　
建
主
さ
ん
は
「
居
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
小

さ
い
公
園
が
た
く
さ
ん
あ
る
家
」
を
要
望
し
た

と
い
う
。
そ
れ
に
対
す
る
竹
原
さ
ん
か
ら
の
提

案
は「
腰
を
掛
け
る
行
為
が
自
然
に
で
き
る
家
」。

確
か
に
こ
の
広
々
と
し
た
空
間
に
は
多
く
の
居

場
所
が
あ
り
、
ワ
ン
ル
ー
ム
の
単
調
さ
は
ま
っ

た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。「
日
本
の
伝
統
的
な
住
宅

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
格
式
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
」
と
竹
原
さ
ん
。
こ
こ
も

ま
た
「
和
」
の
新
た
な
解
釈
と
し
て
、
幾
重
に

も
レ
イ
ヤ
ー
が
か
か
っ
た
よ
う
な
空
間
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。

「
緑
町
の
家
」
は
敷
地
の
北
西
角
に
寄
せ
て
建

て
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
延
焼
ラ
イ
ン
を
避
け
て
外

部
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
木
が
使
わ
れ
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
木
の
色
合
い
や
表
情
が
こ
の
家
の
印
象
を

決
定
づ
け
て
い
る
。

　
竹
原
さ
ん
の
美
学
は
そ
の
仕
上
げ
に
端
的
に

表
れ
る
。
伊
勢
神
宮
に
使
う
よ
う
な
超
一
流
の

木
は
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
普

通
の
木
を
そ
ん
な
に
磨
く
と
外
側
の
肌
が
荒
れ

て
し
ま
う
と
い
う
。
削
り
込
ま
ず
、
で
き
る
だ

け
原
形
に
近
い
か
た
ち
に
留
め
て
い
く
。
か
つ

て
の
民
家
に
は
硬
い
木
を
平
滑
に
削
る
道
具
が

な
く
、
釿
な
ど
で
名
栗
っ
て
仕
上
げ
た
こ
と
が

豊
か
な
表
情
を
生
ん
だ
。
木
目
の
美
し
さ
を
際

立
た
せ
る
銘
木
主
義
と
は
異
な
る
立
場
で
、

竹
原
さ
ん
は
「
和
」
を
表
現
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
垂
木
の
、
底
面
は
光
を
反
射
さ
せ

る
た
め
に
仕
上
げ
た
が
、
側
面
は
削
っ
て
い
な

い
。
表
面
を
痛
め
つ
け
る
と
、
竣
工
後
数
年
の

う
ち
に
赤
身
と
白
身
の
差
が
強
く
出
て
し
ま
う
。

ま
た
広
葉
樹
も
削
り
込
む
と
、
木
目
が
一
気
に

出
て
き
て
う
る
さ
い
表
情
と
な
る
。
竹
原
さ
ん

は
専
用
の
鋸
刃
を
製
材
所
に
置
き
、
遅
め
の
ス

ピ
ー
ド
で
材
を
曵
き
鋸
目
を
残
し
て
い
る
。

　
ま
た
無
垢
の
木
は
建
て
た
後
に
必
ず
動
い
て

く
る
た
め
、
そ
の
納
ま
り
に
は
目
地
を
切
り
、

多
く
の
隙
間
を
つ
く
っ
て
調
整
す
る
。
透
か
し

て
も
の
が
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
も
の
と

も
の
の
せ
め
ぎ
合
い
を
納
め
る
の
は
、
和
風
の

一
番
重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
建
具
も
柱
梁

か
ら
枠
を
持
ち
出
し
、
面
を
外
に
ず
ら
し
て
納

め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
設
計
者
に
は
木
取
り
の
感
覚
も
必
要

だ
。
工
務
店
の
倉
庫
に
眠
る
、
寸
法
が
半
端
だ

っ
た
り
傷
が
あ
っ
た
り
す
る
材
を
探
し
出
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
板
取
り
の
指
示
を
し
て
使
う
の
が

竹
原
流
。
数
多
く
の
民
家
を
見
て
ま
わ
っ
た
経

験
に
よ
り
、
そ
う
し
た
「
和
」
の
材
料
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
。
千
利
休
や
村
野
藤
吾
も
そ

う
し
た
見
立
て
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
こ
で
も
木
目
を
威
張
ら
せ
ず
、
時
間
と
と

も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
が
出
る
よ
う
に
考
え
る
。

時
間
が
た
っ
た
と
き
に
よ
く
な
る
の
が
本
物
の

素
材
だ
と
い
う
。

　
竹
原
さ
ん
の
住
宅
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ス
パ
ン
で
時
間
の
存
在
を

意
識
さ
せ
る
。

　
こ
の
1
階
で
は
各
部
屋
の
敷
居
に
角
材
が
使

わ
れ
、
そ
れ
を
ま
た
い
で
出
入
り
す
る
。
つ
ま

り
結
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
こ
ん
に
ち

は
」
と
入
り
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
出
て
い
く
の

は
、
古
来
か
ら
の
日
本
の
約
束
事
。
ま
た
ぐ
と

い
う
一
瞬
の
行
為
が
、
礼
儀
作
法
を
思
い
出
さ

せ
る
。

　
ま
た
大
き
な
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
を
伴
っ
て
屋
根

か
ら
突
き
出
し
た
ロ
フ
ト
2
は
、
白
い
内
壁
に

反
射
し
た
陽
光
を
2
階
へ
と
注
ぎ
込
む
。
そ
の

光
は
外
部
の
様
子
を
映
し
、
天
候
、
時
間
帯
、

季
節
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
に
う
つ
ろ
っ
て
い
く
。

こ
の
ロ
フ
ト
と
外
室
の
存
在
は
内
外
の
距
離
を

縮
め
、
自
然
の
変
化
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
象
徴
的
な
の
が
大
黒
柱
の
金
輪
継
ぎ

だ
。
そ
れ
は
2
階
床
か
ら
数
十
㎝
ほ
ど
の
あ
え

て
目
立
つ
と
こ
ろ
に
施
さ
れ
た
。
日
本
建
築
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は
、
時
代
を
経
て

木
が
朽
ち
て
い
っ
た
と
き
に
入
れ
替
え
ら
れ
る

こ
と
。
こ
こ
で
は
壁
に
隠
れ
る
こ
と
な
く
単
独

で
立
っ
て
い
る
柱
さ
え
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
建
主
の
お
子
さ
ん
に
は
、
い
ろ
ん
な

も
の
が
力
を
合
わ
せ
て
家
族
を
守
っ
て
い
る
、

ど
こ
か
が
欠
け
て
も
ま
た
足
し
て
つ
な
げ
て
い

け
る
、
と
説
明
し
た
そ
う
だ
。
子
ど
も
の
成
長

と
と
も
に
家
も
重
み
を
増
し
て
く
る
。

　
外
壁
の
下
見
板
張
り
も
同
様
。
グ
レ
ー
に
変

色
し
て
い
く
板
は
雨
の
か
か
り
方
に
よ
っ
て
一

時
的
に
ム
ラ
が
出
る
が
、
10
年
も
た
て
ば
均
一

に
な
じ
ん
で
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
傷
ん
だ
と
き

は
少
し
ず
つ
替
え
て
直
せ
る
。

「
日
本
人
は
手
入
れ
を
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
『
和
』
の
精
神
で
は
な
い
か
。

『
和
』と
は
畳
や
障
子
の
入
っ
た
部
屋
を
い
う
の

で
は
な
く
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
そ
れ
を

変
え
て
い
く
こ
と
」
と
竹
原
さ
ん
。
そ
こ
に
あ

る
の
は
、
こ
の
国
で
太
古
か
ら
続
く
膨
大
な
創

意
の
蓄
積
だ
。
そ
れ
を
次
の
一
瞬
か
ら
数
百
年

に
至
る
時
間
へ
と
投
影
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

由
な
造
形
の
地
平
は
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
実

感
で
き
た
。

梁に支えられずに
棟木まで伸びる大黒柱が、
家の骨格をつくっている。

寸
法
か
ら

空
間
へ

１階の床は、フレンチパ
イン材を、釿ではつった
仕上げ（ちょうなウェー
ブ仕上げ）。素足に心地よ
い。

床仕上げ

２階の大黒柱まわりの床
は透明なアクリル板。大
黒柱が梁によって支えら
れていない通し柱である
ことを表している。
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04

家族室から外室を見る。
大黒柱は、子どもにも見
える高さで、金輪継ぎに
よって継いでいる。木造
構法の伝承の想いもある
という。

2階
正方形平面の中央に大黒
柱。大黒柱まわりは、廊
下より広い間室という位
置付け。各辺の開口部か
ら外光、上部から２階の
光が取り入れられる。

1階

3839

ふ
う



「
風
が
つ
く
の
は
ど
う
も
…
…
。『
和
風
』
よ
り

『
和
』が
い
い
な
ぁ
」
と
竹
原
義
二
さ
ん
は
笑
っ

た
。

　
竹
原
さ
ん
の
建
築
か
ら
は
確
か
に
「
和
」
を

感
じ
る
。
し
か
し
グ
リ
ッ
ド
に
の
っ
た
柱
梁
の

架
構
が
現
し
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
「
和
」
の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。

「
緑
町
の
家
」
は
軒
の
深
い
切
妻
屋
根
を
も
ち
、

木
地
を
生
か
し
た
下
見
板
が
張
ら
れ
た
総
2
階

建
て
。
ご
く
一
般
的
な
市
街
地
の
一
角
に
溶
け

込
む
よ
う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
立
っ
て
い
た
。
住

宅
を
め
ぐ
り
な
が
ら
お
話
を
聞
く
う
ち
、
3
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
お
ぼ
ろ
げ
に
み
え
て
く
る
。

そ
れ
は
「
寸
法
」
「
素
材
」
そ
し
て
「
時
間
」

だ
っ
た
。

　
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
そ
の
プ
ラ
ン
。
約
8
m

角
の
大
き
な
正
方
形
の
な
か
に
、
独
立
し
た
小

さ
な
部
屋
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
「
田
の
間
」
型
を
開

放
し
、
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
1
階
入
り
口
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
土
間
を

進
む
と
、
中
央
に
壁
か
ら
離
れ
て
独
立
し
た
1

8
0
㎜
角
の
大
黒
柱
が
現
れ
る
。
そ
こ
か
ら
四

方
の
天
井
に
は
淡
い
光
を
落
と
す
ス
リ
ッ
ト
が

延
び
、
家
の
中
心
に
向
け
た
意
識
を
高
め
て
い

る
。
そ
し
て
同
時
に
一
間
半
角
と
い
う
四
畳
半

の
単
位
を
巧
み
に
変
形
し
て
、
部
屋
、
階
段
、

水
ま
わ
り
、
収
納
な
ど
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
そ
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
は
、
正
方
形
と

√2
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
だ
と
い
う
。
そ
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
も
、
敷
地
や
家
族
な
ど
の
条
件
に
よ
り
住
宅

ご
と
に
変
え
て
い
き
、
標
準
化
は
し
な
い
。
そ

う
し
た
自
在
な
感
覚
も
ま
た
、
竹
原
さ
ん
独
自

の
「
和
」
を
感
じ
さ
せ
る
要
因
に
ち
が
い
な
い
。

こ
こ
で
は
9
1
0
㎜
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
垂

木
割
と
の
繊
細
な
調
整
を
繰
り
返
し
て
最
終
的

な
寸
法
が
決
め
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
1
階
は
全
体
的
に
ス
ケ
ー
ル
が
抑
え

ら
れ
、
天
井
の
2
階
根
太
ま
で
の
高
さ
は
2
1

8
0
㎜
。「
な
ん
と
な
く
昔
の
家
の
感
じ
が
す
る

と
思
う
。
日
本
人
は
畳
と
建
具
の
内
法
、
1
7

3
5
㎜
を
知
っ
て
い
た
。
明
治
か
ら
百
何
十
年

し
か
た
っ
て
い
な
い
か
ら
生
活
が
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
竹
原
さ
ん
の
言
葉
に
は
説

得
力
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

ス
ケ
ー
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
感
覚

も
生
き
て
く
る
。

　
さ
て
階
段
を
2
階
へ
上
が
る
と
、
空
間
の
様

相
は
一
変
す
る
。
大
き
な
切
妻
屋
根
を
支
え
る

垂
木
が
連
続
し
、
そ
の
陰
影
が
美
し
い
。
そ
し

て
そ
の
下
に
展
開
す
る
大
空
間
に
、
小
さ
な
部

屋
が
島
の
よ
う
に
点
在
す
る
。
外
側
の
格
子
戸

を
通
し
た
風
が
心
地
よ
い
「
外
室
」
も
、
ひ
と

つ
の
部
屋
な
の
だ
。
そ
れ
ら
が
島
状
に
見
え
る

の
は
、
各
室
の
柱
を
梁
の
す
ぐ
上
で
切
り
取
り
、

上
部
ロ
フ
ト
の
床
面
で
水
平
剛
性
を
も
た
せ
構

造
的
に
独
立
さ
せ
て
い
る
た
め
。
つ
ま
り
、
こ

の
大
空
間
に
は
十
文
字
に
横
切
る
陸
梁
が
な
い
。

梁
の
差
さ
っ
て
い
な
い
大
黒
柱
は
、
断
面
欠
損

の
心
配
も
な
く
棟
木
だ
け
を
支
え
て
い
る
。

　
建
主
さ
ん
は
「
居
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
小

さ
い
公
園
が
た
く
さ
ん
あ
る
家
」
を
要
望
し
た

と
い
う
。
そ
れ
に
対
す
る
竹
原
さ
ん
か
ら
の
提

案
は「
腰
を
掛
け
る
行
為
が
自
然
に
で
き
る
家
」。

確
か
に
こ
の
広
々
と
し
た
空
間
に
は
多
く
の
居

場
所
が
あ
り
、
ワ
ン
ル
ー
ム
の
単
調
さ
は
ま
っ

た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。「
日
本
の
伝
統
的
な
住
宅

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
格
式
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
」
と
竹
原
さ
ん
。
こ
こ
も

ま
た
「
和
」
の
新
た
な
解
釈
と
し
て
、
幾
重
に

も
レ
イ
ヤ
ー
が
か
か
っ
た
よ
う
な
空
間
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。

「
緑
町
の
家
」
は
敷
地
の
北
西
角
に
寄
せ
て
建

て
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
延
焼
ラ
イ
ン
を
避
け
て
外

部
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
木
が
使
わ
れ
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
木
の
色
合
い
や
表
情
が
こ
の
家
の
印
象
を

決
定
づ
け
て
い
る
。

　
竹
原
さ
ん
の
美
学
は
そ
の
仕
上
げ
に
端
的
に

表
れ
る
。
伊
勢
神
宮
に
使
う
よ
う
な
超
一
流
の

木
は
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
普

通
の
木
を
そ
ん
な
に
磨
く
と
外
側
の
肌
が
荒
れ

て
し
ま
う
と
い
う
。
削
り
込
ま
ず
、
で
き
る
だ

け
原
形
に
近
い
か
た
ち
に
留
め
て
い
く
。
か
つ

て
の
民
家
に
は
硬
い
木
を
平
滑
に
削
る
道
具
が

な
く
、
釿
な
ど
で
名
栗
っ
て
仕
上
げ
た
こ
と
が

豊
か
な
表
情
を
生
ん
だ
。
木
目
の
美
し
さ
を
際

立
た
せ
る
銘
木
主
義
と
は
異
な
る
立
場
で
、

竹
原
さ
ん
は
「
和
」
を
表
現
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
垂
木
の
、
底
面
は
光
を
反
射
さ
せ

る
た
め
に
仕
上
げ
た
が
、
側
面
は
削
っ
て
い
な

い
。
表
面
を
痛
め
つ
け
る
と
、
竣
工
後
数
年
の

う
ち
に
赤
身
と
白
身
の
差
が
強
く
出
て
し
ま
う
。

ま
た
広
葉
樹
も
削
り
込
む
と
、
木
目
が
一
気
に

出
て
き
て
う
る
さ
い
表
情
と
な
る
。
竹
原
さ
ん

は
専
用
の
鋸
刃
を
製
材
所
に
置
き
、
遅
め
の
ス

ピ
ー
ド
で
材
を
曵
き
鋸
目
を
残
し
て
い
る
。

　
ま
た
無
垢
の
木
は
建
て
た
後
に
必
ず
動
い
て

く
る
た
め
、
そ
の
納
ま
り
に
は
目
地
を
切
り
、

多
く
の
隙
間
を
つ
く
っ
て
調
整
す
る
。
透
か
し

て
も
の
が
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
も
の
と

も
の
の
せ
め
ぎ
合
い
を
納
め
る
の
は
、
和
風
の

一
番
重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
建
具
も
柱
梁

か
ら
枠
を
持
ち
出
し
、
面
を
外
に
ず
ら
し
て
納

め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
設
計
者
に
は
木
取
り
の
感
覚
も
必
要

だ
。
工
務
店
の
倉
庫
に
眠
る
、
寸
法
が
半
端
だ

っ
た
り
傷
が
あ
っ
た
り
す
る
材
を
探
し
出
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
板
取
り
の
指
示
を
し
て
使
う
の
が

竹
原
流
。
数
多
く
の
民
家
を
見
て
ま
わ
っ
た
経

験
に
よ
り
、
そ
う
し
た
「
和
」
の
材
料
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
。
千
利
休
や
村
野
藤
吾
も
そ

う
し
た
見
立
て
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
こ
で
も
木
目
を
威
張
ら
せ
ず
、
時
間
と
と

も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
が
出
る
よ
う
に
考
え
る
。

時
間
が
た
っ
た
と
き
に
よ
く
な
る
の
が
本
物
の

素
材
だ
と
い
う
。

　
竹
原
さ
ん
の
住
宅
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ス
パ
ン
で
時
間
の
存
在
を

意
識
さ
せ
る
。

　
こ
の
1
階
で
は
各
部
屋
の
敷
居
に
角
材
が
使

わ
れ
、
そ
れ
を
ま
た
い
で
出
入
り
す
る
。
つ
ま

り
結
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
こ
ん
に
ち

は
」
と
入
り
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
出
て
い
く
の

は
、
古
来
か
ら
の
日
本
の
約
束
事
。
ま
た
ぐ
と

い
う
一
瞬
の
行
為
が
、
礼
儀
作
法
を
思
い
出
さ

せ
る
。

　
ま
た
大
き
な
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
を
伴
っ
て
屋
根

か
ら
突
き
出
し
た
ロ
フ
ト
2
は
、
白
い
内
壁
に

反
射
し
た
陽
光
を
2
階
へ
と
注
ぎ
込
む
。
そ
の

光
は
外
部
の
様
子
を
映
し
、
天
候
、
時
間
帯
、

季
節
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
に
う
つ
ろ
っ
て
い
く
。

こ
の
ロ
フ
ト
と
外
室
の
存
在
は
内
外
の
距
離
を

縮
め
、
自
然
の
変
化
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
象
徴
的
な
の
が
大
黒
柱
の
金
輪
継
ぎ

だ
。
そ
れ
は
2
階
床
か
ら
数
十
㎝
ほ
ど
の
あ
え

て
目
立
つ
と
こ
ろ
に
施
さ
れ
た
。
日
本
建
築
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は
、
時
代
を
経
て

木
が
朽
ち
て
い
っ
た
と
き
に
入
れ
替
え
ら
れ
る

こ
と
。
こ
こ
で
は
壁
に
隠
れ
る
こ
と
な
く
単
独

で
立
っ
て
い
る
柱
さ
え
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
建
主
の
お
子
さ
ん
に
は
、
い
ろ
ん
な

も
の
が
力
を
合
わ
せ
て
家
族
を
守
っ
て
い
る
、

ど
こ
か
が
欠
け
て
も
ま
た
足
し
て
つ
な
げ
て
い

け
る
、
と
説
明
し
た
そ
う
だ
。
子
ど
も
の
成
長

と
と
も
に
家
も
重
み
を
増
し
て
く
る
。

　
外
壁
の
下
見
板
張
り
も
同
様
。
グ
レ
ー
に
変

色
し
て
い
く
板
は
雨
の
か
か
り
方
に
よ
っ
て
一

時
的
に
ム
ラ
が
出
る
が
、
10
年
も
た
て
ば
均
一

に
な
じ
ん
で
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
傷
ん
だ
と
き

は
少
し
ず
つ
替
え
て
直
せ
る
。

「
日
本
人
は
手
入
れ
を
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
『
和
』
の
精
神
で
は
な
い
か
。

『
和
』と
は
畳
や
障
子
の
入
っ
た
部
屋
を
い
う
の

で
は
な
く
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
そ
れ
を

変
え
て
い
く
こ
と
」
と
竹
原
さ
ん
。
そ
こ
に
あ

る
の
は
、
こ
の
国
で
太
古
か
ら
続
く
膨
大
な
創

意
の
蓄
積
だ
。
そ
れ
を
次
の
一
瞬
か
ら
数
百
年

に
至
る
時
間
へ
と
投
影
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

由
な
造
形
の
地
平
は
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
実

感
で
き
た
。

梁に支えられずに
棟木まで伸びる大黒柱が、
家の骨格をつくっている。

寸
法
か
ら

空
間
へ

１階の床は、フレンチパ
イン材を、釿ではつった
仕上げ（ちょうなウェー
ブ仕上げ）。素足に心地よ
い。

床仕上げ

２階の大黒柱まわりの床
は透明なアクリル板。大
黒柱が梁によって支えら
れていない通し柱である
ことを表している。

スリット Special Feature

Vivid
Japanese

Styles

Case Study

04

家族室から外室を見る。
大黒柱は、子どもにも見
える高さで、金輪継ぎに
よって継いでいる。木造
構法の伝承の想いもある
という。

2階
正方形平面の中央に大黒
柱。大黒柱まわりは、廊
下より広い間室という位
置付け。各辺の開口部か
ら外光、上部から２階の
光が取り入れられる。

1階

3839

ふ
う



「
風
が
つ
く
の
は
ど
う
も
…
…
。『
和
風
』
よ
り

『
和
』が
い
い
な
ぁ
」
と
竹
原
義
二
さ
ん
は
笑
っ

た
。

　
竹
原
さ
ん
の
建
築
か
ら
は
確
か
に
「
和
」
を

感
じ
る
。
し
か
し
グ
リ
ッ
ド
に
の
っ
た
柱
梁
の

架
構
が
現
し
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
「
和
」
の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。

「
緑
町
の
家
」
は
軒
の
深
い
切
妻
屋
根
を
も
ち
、

木
地
を
生
か
し
た
下
見
板
が
張
ら
れ
た
総
2
階

建
て
。
ご
く
一
般
的
な
市
街
地
の
一
角
に
溶
け

込
む
よ
う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
立
っ
て
い
た
。
住

宅
を
め
ぐ
り
な
が
ら
お
話
を
聞
く
う
ち
、
3
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
お
ぼ
ろ
げ
に
み
え
て
く
る
。

そ
れ
は
「
寸
法
」
「
素
材
」
そ
し
て
「
時
間
」

だ
っ
た
。

　
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
そ
の
プ
ラ
ン
。
約
8
m

角
の
大
き
な
正
方
形
の
な
か
に
、
独
立
し
た
小

さ
な
部
屋
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
「
田
の
間
」
型
を
開

放
し
、
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
1
階
入
り
口
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
土
間
を

進
む
と
、
中
央
に
壁
か
ら
離
れ
て
独
立
し
た
1

8
0
㎜
角
の
大
黒
柱
が
現
れ
る
。
そ
こ
か
ら
四

方
の
天
井
に
は
淡
い
光
を
落
と
す
ス
リ
ッ
ト
が

延
び
、
家
の
中
心
に
向
け
た
意
識
を
高
め
て
い

る
。
そ
し
て
同
時
に
一
間
半
角
と
い
う
四
畳
半

の
単
位
を
巧
み
に
変
形
し
て
、
部
屋
、
階
段
、

水
ま
わ
り
、
収
納
な
ど
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
そ
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
は
、
正
方
形
と

√2
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
だ
と
い
う
。
そ
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
も
、
敷
地
や
家
族
な
ど
の
条
件
に
よ
り
住
宅

ご
と
に
変
え
て
い
き
、
標
準
化
は
し
な
い
。
そ

う
し
た
自
在
な
感
覚
も
ま
た
、
竹
原
さ
ん
独
自

の
「
和
」
を
感
じ
さ
せ
る
要
因
に
ち
が
い
な
い
。

こ
こ
で
は
9
1
0
㎜
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
垂

木
割
と
の
繊
細
な
調
整
を
繰
り
返
し
て
最
終
的

な
寸
法
が
決
め
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
1
階
は
全
体
的
に
ス
ケ
ー
ル
が
抑
え

ら
れ
、
天
井
の
2
階
根
太
ま
で
の
高
さ
は
2
1

8
0
㎜
。「
な
ん
と
な
く
昔
の
家
の
感
じ
が
す
る

と
思
う
。
日
本
人
は
畳
と
建
具
の
内
法
、
1
7

3
5
㎜
を
知
っ
て
い
た
。
明
治
か
ら
百
何
十
年

し
か
た
っ
て
い
な
い
か
ら
生
活
が
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
竹
原
さ
ん
の
言
葉
に
は
説

得
力
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

ス
ケ
ー
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
感
覚

も
生
き
て
く
る
。

　
さ
て
階
段
を
2
階
へ
上
が
る
と
、
空
間
の
様

相
は
一
変
す
る
。
大
き
な
切
妻
屋
根
を
支
え
る

垂
木
が
連
続
し
、
そ
の
陰
影
が
美
し
い
。
そ
し

て
そ
の
下
に
展
開
す
る
大
空
間
に
、
小
さ
な
部

屋
が
島
の
よ
う
に
点
在
す
る
。
外
側
の
格
子
戸

を
通
し
た
風
が
心
地
よ
い
「
外
室
」
も
、
ひ
と

つ
の
部
屋
な
の
だ
。
そ
れ
ら
が
島
状
に
見
え
る

の
は
、
各
室
の
柱
を
梁
の
す
ぐ
上
で
切
り
取
り
、

上
部
ロ
フ
ト
の
床
面
で
水
平
剛
性
を
も
た
せ
構

造
的
に
独
立
さ
せ
て
い
る
た
め
。
つ
ま
り
、
こ

の
大
空
間
に
は
十
文
字
に
横
切
る
陸
梁
が
な
い
。

梁
の
差
さ
っ
て
い
な
い
大
黒
柱
は
、
断
面
欠
損

の
心
配
も
な
く
棟
木
だ
け
を
支
え
て
い
る
。

　
建
主
さ
ん
は
「
居
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
小

さ
い
公
園
が
た
く
さ
ん
あ
る
家
」
を
要
望
し
た

と
い
う
。
そ
れ
に
対
す
る
竹
原
さ
ん
か
ら
の
提

案
は「
腰
を
掛
け
る
行
為
が
自
然
に
で
き
る
家
」。

確
か
に
こ
の
広
々
と
し
た
空
間
に
は
多
く
の
居

場
所
が
あ
り
、
ワ
ン
ル
ー
ム
の
単
調
さ
は
ま
っ

た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。「
日
本
の
伝
統
的
な
住
宅

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
格
式
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
」
と
竹
原
さ
ん
。
こ
こ
も

ま
た
「
和
」
の
新
た
な
解
釈
と
し
て
、
幾
重
に

も
レ
イ
ヤ
ー
が
か
か
っ
た
よ
う
な
空
間
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。

「
緑
町
の
家
」
は
敷
地
の
北
西
角
に
寄
せ
て
建

て
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
延
焼
ラ
イ
ン
を
避
け
て
外

部
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
木
が
使
わ
れ
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
木
の
色
合
い
や
表
情
が
こ
の
家
の
印
象
を

決
定
づ
け
て
い
る
。

　
竹
原
さ
ん
の
美
学
は
そ
の
仕
上
げ
に
端
的
に

表
れ
る
。
伊
勢
神
宮
に
使
う
よ
う
な
超
一
流
の

木
は
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
普

通
の
木
を
そ
ん
な
に
磨
く
と
外
側
の
肌
が
荒
れ

て
し
ま
う
と
い
う
。
削
り
込
ま
ず
、
で
き
る
だ

け
原
形
に
近
い
か
た
ち
に
留
め
て
い
く
。
か
つ

て
の
民
家
に
は
硬
い
木
を
平
滑
に
削
る
道
具
が

な
く
、
釿
な
ど
で
名
栗
っ
て
仕
上
げ
た
こ
と
が

豊
か
な
表
情
を
生
ん
だ
。
木
目
の
美
し
さ
を
際

立
た
せ
る
銘
木
主
義
と
は
異
な
る
立
場
で
、

竹
原
さ
ん
は
「
和
」
を
表
現
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
垂
木
の
、
底
面
は
光
を
反
射
さ
せ

る
た
め
に
仕
上
げ
た
が
、
側
面
は
削
っ
て
い
な

い
。
表
面
を
痛
め
つ
け
る
と
、
竣
工
後
数
年
の

う
ち
に
赤
身
と
白
身
の
差
が
強
く
出
て
し
ま
う
。

ま
た
広
葉
樹
も
削
り
込
む
と
、
木
目
が
一
気
に

出
て
き
て
う
る
さ
い
表
情
と
な
る
。
竹
原
さ
ん

は
専
用
の
鋸
刃
を
製
材
所
に
置
き
、
遅
め
の
ス

ピ
ー
ド
で
材
を
曵
き
鋸
目
を
残
し
て
い
る
。

　
ま
た
無
垢
の
木
は
建
て
た
後
に
必
ず
動
い
て

く
る
た
め
、
そ
の
納
ま
り
に
は
目
地
を
切
り
、

多
く
の
隙
間
を
つ
く
っ
て
調
整
す
る
。
透
か
し

て
も
の
が
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
も
の
と

も
の
の
せ
め
ぎ
合
い
を
納
め
る
の
は
、
和
風
の

一
番
重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
建
具
も
柱
梁

か
ら
枠
を
持
ち
出
し
、
面
を
外
に
ず
ら
し
て
納

め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
設
計
者
に
は
木
取
り
の
感
覚
も
必
要

だ
。
工
務
店
の
倉
庫
に
眠
る
、
寸
法
が
半
端
だ

っ
た
り
傷
が
あ
っ
た
り
す
る
材
を
探
し
出
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
板
取
り
の
指
示
を
し
て
使
う
の
が

竹
原
流
。
数
多
く
の
民
家
を
見
て
ま
わ
っ
た
経

験
に
よ
り
、
そ
う
し
た
「
和
」
の
材
料
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
。
千
利
休
や
村
野
藤
吾
も
そ

う
し
た
見
立
て
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
こ
で
も
木
目
を
威
張
ら
せ
ず
、
時
間
と
と

も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
が
出
る
よ
う
に
考
え
る
。

時
間
が
た
っ
た
と
き
に
よ
く
な
る
の
が
本
物
の

素
材
だ
と
い
う
。

　
竹
原
さ
ん
の
住
宅
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ス
パ
ン
で
時
間
の
存
在
を

意
識
さ
せ
る
。

　
こ
の
1
階
で
は
各
部
屋
の
敷
居
に
角
材
が
使

わ
れ
、
そ
れ
を
ま
た
い
で
出
入
り
す
る
。
つ
ま

り
結
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
こ
ん
に
ち

は
」
と
入
り
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
出
て
い
く
の

は
、
古
来
か
ら
の
日
本
の
約
束
事
。
ま
た
ぐ
と

い
う
一
瞬
の
行
為
が
、
礼
儀
作
法
を
思
い
出
さ

せ
る
。

　
ま
た
大
き
な
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
を
伴
っ
て
屋
根

か
ら
突
き
出
し
た
ロ
フ
ト
2
は
、
白
い
内
壁
に

反
射
し
た
陽
光
を
2
階
へ
と
注
ぎ
込
む
。
そ
の

光
は
外
部
の
様
子
を
映
し
、
天
候
、
時
間
帯
、

季
節
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
に
う
つ
ろ
っ
て
い
く
。

こ
の
ロ
フ
ト
と
外
室
の
存
在
は
内
外
の
距
離
を

縮
め
、
自
然
の
変
化
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
象
徴
的
な
の
が
大
黒
柱
の
金
輪
継
ぎ

だ
。
そ
れ
は
2
階
床
か
ら
数
十
㎝
ほ
ど
の
あ
え

て
目
立
つ
と
こ
ろ
に
施
さ
れ
た
。
日
本
建
築
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は
、
時
代
を
経
て

木
が
朽
ち
て
い
っ
た
と
き
に
入
れ
替
え
ら
れ
る

こ
と
。
こ
こ
で
は
壁
に
隠
れ
る
こ
と
な
く
単
独

で
立
っ
て
い
る
柱
さ
え
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
建
主
の
お
子
さ
ん
に
は
、
い
ろ
ん
な

も
の
が
力
を
合
わ
せ
て
家
族
を
守
っ
て
い
る
、

ど
こ
か
が
欠
け
て
も
ま
た
足
し
て
つ
な
げ
て
い

け
る
、
と
説
明
し
た
そ
う
だ
。
子
ど
も
の
成
長

と
と
も
に
家
も
重
み
を
増
し
て
く
る
。

　
外
壁
の
下
見
板
張
り
も
同
様
。
グ
レ
ー
に
変

色
し
て
い
く
板
は
雨
の
か
か
り
方
に
よ
っ
て
一

時
的
に
ム
ラ
が
出
る
が
、
10
年
も
た
て
ば
均
一

に
な
じ
ん
で
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
傷
ん
だ
と
き

は
少
し
ず
つ
替
え
て
直
せ
る
。

「
日
本
人
は
手
入
れ
を
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
『
和
』
の
精
神
で
は
な
い
か
。

『
和
』と
は
畳
や
障
子
の
入
っ
た
部
屋
を
い
う
の

で
は
な
く
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
そ
れ
を

変
え
て
い
く
こ
と
」
と
竹
原
さ
ん
。
そ
こ
に
あ

る
の
は
、
こ
の
国
で
太
古
か
ら
続
く
膨
大
な
創

意
の
蓄
積
だ
。
そ
れ
を
次
の
一
瞬
か
ら
数
百
年

に
至
る
時
間
へ
と
投
影
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

由
な
造
形
の
地
平
は
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
実

感
で
き
た
。

ア
ン
チ

銘
木
主
義

時
を
意
識

さ
せ
る
住
宅

庭に面した南側。外壁は、
ベイスギの下見板張り。

南側外観

広い土間のスペース。右
手の下駄箱は、天板のタ
ガヤサンの形に合わせて
つくられた。左手の板の
一部は開閉し、室１の換
気ができる。

土間

畳敷きの部屋。床柱や地
窓などがモダンにまとめ
られている。上部の板は
削っていない屋久杉で、
左右にスライドしてエア
コンを隠している。

室2

手前のネギ畑から見る。
北側の外壁も下見板張り
で、こちらには押し縁が
取り付いている。奥行の
ある表情が、経年による
色合いの変化で周囲に溶
け込んでいく。屋根の左
の突き出た部分はロフト
２で、大きなトップライ
トをもつ。

北側外観
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Japanese
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「
風
が
つ
く
の
は
ど
う
も
…
…
。『
和
風
』
よ
り

『
和
』が
い
い
な
ぁ
」
と
竹
原
義
二
さ
ん
は
笑
っ

た
。

　
竹
原
さ
ん
の
建
築
か
ら
は
確
か
に
「
和
」
を

感
じ
る
。
し
か
し
グ
リ
ッ
ド
に
の
っ
た
柱
梁
の

架
構
が
現
し
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
「
和
」
の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。

「
緑
町
の
家
」
は
軒
の
深
い
切
妻
屋
根
を
も
ち
、

木
地
を
生
か
し
た
下
見
板
が
張
ら
れ
た
総
2
階

建
て
。
ご
く
一
般
的
な
市
街
地
の
一
角
に
溶
け

込
む
よ
う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
立
っ
て
い
た
。
住

宅
を
め
ぐ
り
な
が
ら
お
話
を
聞
く
う
ち
、
3
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
お
ぼ
ろ
げ
に
み
え
て
く
る
。

そ
れ
は
「
寸
法
」
「
素
材
」
そ
し
て
「
時
間
」

だ
っ
た
。

　
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
そ
の
プ
ラ
ン
。
約
8
m

角
の
大
き
な
正
方
形
の
な
か
に
、
独
立
し
た
小

さ
な
部
屋
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
「
田
の
間
」
型
を
開

放
し
、
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
1
階
入
り
口
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
土
間
を

進
む
と
、
中
央
に
壁
か
ら
離
れ
て
独
立
し
た
1

8
0
㎜
角
の
大
黒
柱
が
現
れ
る
。
そ
こ
か
ら
四

方
の
天
井
に
は
淡
い
光
を
落
と
す
ス
リ
ッ
ト
が

延
び
、
家
の
中
心
に
向
け
た
意
識
を
高
め
て
い

る
。
そ
し
て
同
時
に
一
間
半
角
と
い
う
四
畳
半

の
単
位
を
巧
み
に
変
形
し
て
、
部
屋
、
階
段
、

水
ま
わ
り
、
収
納
な
ど
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
そ
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
は
、
正
方
形
と

√2
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
だ
と
い
う
。
そ
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
も
、
敷
地
や
家
族
な
ど
の
条
件
に
よ
り
住
宅

ご
と
に
変
え
て
い
き
、
標
準
化
は
し
な
い
。
そ

う
し
た
自
在
な
感
覚
も
ま
た
、
竹
原
さ
ん
独
自

の
「
和
」
を
感
じ
さ
せ
る
要
因
に
ち
が
い
な
い
。

こ
こ
で
は
9
1
0
㎜
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
垂

木
割
と
の
繊
細
な
調
整
を
繰
り
返
し
て
最
終
的

な
寸
法
が
決
め
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
1
階
は
全
体
的
に
ス
ケ
ー
ル
が
抑
え

ら
れ
、
天
井
の
2
階
根
太
ま
で
の
高
さ
は
2
1

8
0
㎜
。「
な
ん
と
な
く
昔
の
家
の
感
じ
が
す
る

と
思
う
。
日
本
人
は
畳
と
建
具
の
内
法
、
1
7

3
5
㎜
を
知
っ
て
い
た
。
明
治
か
ら
百
何
十
年

し
か
た
っ
て
い
な
い
か
ら
生
活
が
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
竹
原
さ
ん
の
言
葉
に
は
説

得
力
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

ス
ケ
ー
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
感
覚

も
生
き
て
く
る
。

　
さ
て
階
段
を
2
階
へ
上
が
る
と
、
空
間
の
様

相
は
一
変
す
る
。
大
き
な
切
妻
屋
根
を
支
え
る

垂
木
が
連
続
し
、
そ
の
陰
影
が
美
し
い
。
そ
し

て
そ
の
下
に
展
開
す
る
大
空
間
に
、
小
さ
な
部

屋
が
島
の
よ
う
に
点
在
す
る
。
外
側
の
格
子
戸

を
通
し
た
風
が
心
地
よ
い
「
外
室
」
も
、
ひ
と

つ
の
部
屋
な
の
だ
。
そ
れ
ら
が
島
状
に
見
え
る

の
は
、
各
室
の
柱
を
梁
の
す
ぐ
上
で
切
り
取
り
、

上
部
ロ
フ
ト
の
床
面
で
水
平
剛
性
を
も
た
せ
構

造
的
に
独
立
さ
せ
て
い
る
た
め
。
つ
ま
り
、
こ

の
大
空
間
に
は
十
文
字
に
横
切
る
陸
梁
が
な
い
。

梁
の
差
さ
っ
て
い
な
い
大
黒
柱
は
、
断
面
欠
損

の
心
配
も
な
く
棟
木
だ
け
を
支
え
て
い
る
。

　
建
主
さ
ん
は
「
居
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
小

さ
い
公
園
が
た
く
さ
ん
あ
る
家
」
を
要
望
し
た

と
い
う
。
そ
れ
に
対
す
る
竹
原
さ
ん
か
ら
の
提

案
は「
腰
を
掛
け
る
行
為
が
自
然
に
で
き
る
家
」。

確
か
に
こ
の
広
々
と
し
た
空
間
に
は
多
く
の
居

場
所
が
あ
り
、
ワ
ン
ル
ー
ム
の
単
調
さ
は
ま
っ

た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。「
日
本
の
伝
統
的
な
住
宅

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
格
式
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
」
と
竹
原
さ
ん
。
こ
こ
も

ま
た
「
和
」
の
新
た
な
解
釈
と
し
て
、
幾
重
に

も
レ
イ
ヤ
ー
が
か
か
っ
た
よ
う
な
空
間
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。

「
緑
町
の
家
」
は
敷
地
の
北
西
角
に
寄
せ
て
建

て
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
延
焼
ラ
イ
ン
を
避
け
て
外

部
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
木
が
使
わ
れ
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
木
の
色
合
い
や
表
情
が
こ
の
家
の
印
象
を

決
定
づ
け
て
い
る
。

　
竹
原
さ
ん
の
美
学
は
そ
の
仕
上
げ
に
端
的
に

表
れ
る
。
伊
勢
神
宮
に
使
う
よ
う
な
超
一
流
の

木
は
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
普

通
の
木
を
そ
ん
な
に
磨
く
と
外
側
の
肌
が
荒
れ

て
し
ま
う
と
い
う
。
削
り
込
ま
ず
、
で
き
る
だ

け
原
形
に
近
い
か
た
ち
に
留
め
て
い
く
。
か
つ

て
の
民
家
に
は
硬
い
木
を
平
滑
に
削
る
道
具
が

な
く
、
釿
な
ど
で
名
栗
っ
て
仕
上
げ
た
こ
と
が

豊
か
な
表
情
を
生
ん
だ
。
木
目
の
美
し
さ
を
際

立
た
せ
る
銘
木
主
義
と
は
異
な
る
立
場
で
、

竹
原
さ
ん
は
「
和
」
を
表
現
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
垂
木
の
、
底
面
は
光
を
反
射
さ
せ

る
た
め
に
仕
上
げ
た
が
、
側
面
は
削
っ
て
い
な

い
。
表
面
を
痛
め
つ
け
る
と
、
竣
工
後
数
年
の

う
ち
に
赤
身
と
白
身
の
差
が
強
く
出
て
し
ま
う
。

ま
た
広
葉
樹
も
削
り
込
む
と
、
木
目
が
一
気
に

出
て
き
て
う
る
さ
い
表
情
と
な
る
。
竹
原
さ
ん

は
専
用
の
鋸
刃
を
製
材
所
に
置
き
、
遅
め
の
ス

ピ
ー
ド
で
材
を
曵
き
鋸
目
を
残
し
て
い
る
。

　
ま
た
無
垢
の
木
は
建
て
た
後
に
必
ず
動
い
て

く
る
た
め
、
そ
の
納
ま
り
に
は
目
地
を
切
り
、

多
く
の
隙
間
を
つ
く
っ
て
調
整
す
る
。
透
か
し

て
も
の
が
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
も
の
と

も
の
の
せ
め
ぎ
合
い
を
納
め
る
の
は
、
和
風
の

一
番
重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
建
具
も
柱
梁

か
ら
枠
を
持
ち
出
し
、
面
を
外
に
ず
ら
し
て
納

め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
設
計
者
に
は
木
取
り
の
感
覚
も
必
要

だ
。
工
務
店
の
倉
庫
に
眠
る
、
寸
法
が
半
端
だ

っ
た
り
傷
が
あ
っ
た
り
す
る
材
を
探
し
出
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
板
取
り
の
指
示
を
し
て
使
う
の
が

竹
原
流
。
数
多
く
の
民
家
を
見
て
ま
わ
っ
た
経

験
に
よ
り
、
そ
う
し
た
「
和
」
の
材
料
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
。
千
利
休
や
村
野
藤
吾
も
そ

う
し
た
見
立
て
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
こ
で
も
木
目
を
威
張
ら
せ
ず
、
時
間
と
と

も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
が
出
る
よ
う
に
考
え
る
。

時
間
が
た
っ
た
と
き
に
よ
く
な
る
の
が
本
物
の

素
材
だ
と
い
う
。

　
竹
原
さ
ん
の
住
宅
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ス
パ
ン
で
時
間
の
存
在
を

意
識
さ
せ
る
。

　
こ
の
1
階
で
は
各
部
屋
の
敷
居
に
角
材
が
使

わ
れ
、
そ
れ
を
ま
た
い
で
出
入
り
す
る
。
つ
ま

り
結
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
こ
ん
に
ち

は
」
と
入
り
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
出
て
い
く
の

は
、
古
来
か
ら
の
日
本
の
約
束
事
。
ま
た
ぐ
と

い
う
一
瞬
の
行
為
が
、
礼
儀
作
法
を
思
い
出
さ

せ
る
。

　
ま
た
大
き
な
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
を
伴
っ
て
屋
根

か
ら
突
き
出
し
た
ロ
フ
ト
2
は
、
白
い
内
壁
に

反
射
し
た
陽
光
を
2
階
へ
と
注
ぎ
込
む
。
そ
の

光
は
外
部
の
様
子
を
映
し
、
天
候
、
時
間
帯
、

季
節
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
に
う
つ
ろ
っ
て
い
く
。

こ
の
ロ
フ
ト
と
外
室
の
存
在
は
内
外
の
距
離
を

縮
め
、
自
然
の
変
化
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
象
徴
的
な
の
が
大
黒
柱
の
金
輪
継
ぎ

だ
。
そ
れ
は
2
階
床
か
ら
数
十
㎝
ほ
ど
の
あ
え

て
目
立
つ
と
こ
ろ
に
施
さ
れ
た
。
日
本
建
築
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は
、
時
代
を
経
て

木
が
朽
ち
て
い
っ
た
と
き
に
入
れ
替
え
ら
れ
る

こ
と
。
こ
こ
で
は
壁
に
隠
れ
る
こ
と
な
く
単
独

で
立
っ
て
い
る
柱
さ
え
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
建
主
の
お
子
さ
ん
に
は
、
い
ろ
ん
な

も
の
が
力
を
合
わ
せ
て
家
族
を
守
っ
て
い
る
、

ど
こ
か
が
欠
け
て
も
ま
た
足
し
て
つ
な
げ
て
い

け
る
、
と
説
明
し
た
そ
う
だ
。
子
ど
も
の
成
長

と
と
も
に
家
も
重
み
を
増
し
て
く
る
。

　
外
壁
の
下
見
板
張
り
も
同
様
。
グ
レ
ー
に
変

色
し
て
い
く
板
は
雨
の
か
か
り
方
に
よ
っ
て
一

時
的
に
ム
ラ
が
出
る
が
、
10
年
も
た
て
ば
均
一

に
な
じ
ん
で
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
傷
ん
だ
と
き

は
少
し
ず
つ
替
え
て
直
せ
る
。

「
日
本
人
は
手
入
れ
を
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
『
和
』
の
精
神
で
は
な
い
か
。

『
和
』と
は
畳
や
障
子
の
入
っ
た
部
屋
を
い
う
の

で
は
な
く
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
そ
れ
を

変
え
て
い
く
こ
と
」
と
竹
原
さ
ん
。
そ
こ
に
あ

る
の
は
、
こ
の
国
で
太
古
か
ら
続
く
膨
大
な
創

意
の
蓄
積
だ
。
そ
れ
を
次
の
一
瞬
か
ら
数
百
年

に
至
る
時
間
へ
と
投
影
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

由
な
造
形
の
地
平
は
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
実

感
で
き
た
。

ア
ン
チ

銘
木
主
義

時
を
意
識

さ
せ
る
住
宅

庭に面した南側。外壁は、
ベイスギの下見板張り。

南側外観

広い土間のスペース。右
手の下駄箱は、天板のタ
ガヤサンの形に合わせて
つくられた。左手の板の
一部は開閉し、室１の換
気ができる。

土間

畳敷きの部屋。床柱や地
窓などがモダンにまとめ
られている。上部の板は
削っていない屋久杉で、
左右にスライドしてエア
コンを隠している。

室2

手前のネギ畑から見る。
北側の外壁も下見板張り
で、こちらには押し縁が
取り付いている。奥行の
ある表情が、経年による
色合いの変化で周囲に溶
け込んでいく。屋根の左
の突き出た部分はロフト
２で、大きなトップライ
トをもつ。

北側外観
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▽GL ±0
▽1FL +470

▽2FL +2,810

▽軒高 +5,330

▽棟高 +7,172.8

ロフト1

外室家族室 1

土間 間室

室1
4.5帖
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11帖

家族室2
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ウォークイン
クローゼット
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ロフト1

ロフト3
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1

建築概要
所在地 東京都府中市
主要用途 専用住宅
家族構成 夫婦＋子ども2人
設計 竹原義二／無有建築工房
構造設計 下山建築設計室
構造 木造在来工法
施工 宮嶋工務店
階数 地上2階
敷地面積 259.87㎡
建築面積 70.90㎡
延床面積 131.38㎡
設計期間 2008年11月～2010年8月
工事期間 2010年10月～2011年3月
おもな外部仕上げ
屋根 カラーベスト、ガルバリウム鋼板
外壁 ベイスギ下見板張り、ジョリパット吹付け
開口部 木製建具、アルミサッシ
外構 レンガ敷き、木柱・木柱敷き、栗石敷き
おもな内部仕上げ
室1・3
床 スギフローリング うづくり仕上げ
壁 ベイスギバラ板、ラワンベニヤ目透し張り、
 ルナファーザー張り AEP
天井 化粧根太・スギ板現し
室2
床 縁なし畳、地板（ウォールナット）
壁 ベイスギバラ板、ラワンベニヤ目透し張り、
 墨入り漆喰塗り
天井 化粧根太・スギ板現し
間室
床 フレンチパインちょうなウェーブ仕上げ
壁 ベイスギバラ板、ラワンベニヤ目透し張り
天井 化粧根太・スギ板現し アクリル板 t=30㎜
室4
床 スギフローリング うづくり仕上げ
壁 シルタッチSRアサ工法、
 ラワンベニヤ目透し張り、布クロス張り
天井 化粧垂木・野地板ラワンベニヤ現し
家族室1・2
床 スギフローリング うづくり仕上げ、
 アクリル板 t=30㎜
壁 珪藻土仕上塗材、ベイスギバラ板、
 ラワンベニヤ目透し張り、ルナファーザー張り AEP
天井 化粧垂木・野地板ラワンベニヤ現し
外室
床 スギ板スノコ張り
壁 ジョリパット吹付け
天井 ベイスギ板張り

「緑町の家」

レンガ敷きのア
プローチ。

1/150
N

1/150
N

1/150
N

1/150

たけはら・よしじ／1948年
徳島県生まれ。71年大阪工
業大学短期大学部建築学科
卒業。同年大阪市立大学富
樫研究室を経て、美建・設
計事務所。78年無有建築工
房設立。2000～13年大阪市

竹原義二
Takehara Yoshiji

立大学大学院生活科学研究
科教授。現在、摂南大学理
工学部建築学科教授。おも
な作品＝「101番目の家」

（02）、「大川の家」（09）、「さ
ざなみの森」（11）。

大きなトップライトの下
にあるロフト。ロフトだ
が、趣味室を兼ねられる
ほど、広々とした空間に
なっている。

ロフト2

0 1 2m

0 1 2m

0 1 2m

0 1 2m

ロフト階 平面図 2階 平面図

1階 平面図

断面図
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1

建築概要
所在地 東京都府中市
主要用途 専用住宅
家族構成 夫婦＋子ども2人
設計 竹原義二／無有建築工房
構造設計 下山建築設計室
構造 木造在来工法
施工 宮嶋工務店
階数 地上2階
敷地面積 259.87㎡
建築面積 70.90㎡
延床面積 131.38㎡
設計期間 2008年11月～2010年8月
工事期間 2010年10月～2011年3月
おもな外部仕上げ
屋根 カラーベスト、ガルバリウム鋼板
外壁 ベイスギ下見板張り、ジョリパット吹付け
開口部 木製建具、アルミサッシ
外構 レンガ敷き、木柱・木柱敷き、栗石敷き
おもな内部仕上げ
室1・3
床 スギフローリング うづくり仕上げ
壁 ベイスギバラ板、ラワンベニヤ目透し張り、
 ルナファーザー張り AEP
天井 化粧根太・スギ板現し
室2
床 縁なし畳、地板（ウォールナット）
壁 ベイスギバラ板、ラワンベニヤ目透し張り、
 墨入り漆喰塗り
天井 化粧根太・スギ板現し
間室
床 フレンチパインちょうなウェーブ仕上げ
壁 ベイスギバラ板、ラワンベニヤ目透し張り
天井 化粧根太・スギ板現し アクリル板 t=30㎜
室4
床 スギフローリング うづくり仕上げ
壁 シルタッチSRアサ工法、
 ラワンベニヤ目透し張り、布クロス張り
天井 化粧垂木・野地板ラワンベニヤ現し
家族室1・2
床 スギフローリング うづくり仕上げ、
 アクリル板 t=30㎜
壁 珪藻土仕上塗材、ベイスギバラ板、
 ラワンベニヤ目透し張り、ルナファーザー張り AEP
天井 化粧垂木・野地板ラワンベニヤ現し
外室
床 スギ板スノコ張り
壁 ジョリパット吹付け
天井 ベイスギ板張り

「緑町の家」

レンガ敷きのア
プローチ。
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1/150
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1/150
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1/150

たけはら・よしじ／1948年
徳島県生まれ。71年大阪工
業大学短期大学部建築学科
卒業。同年大阪市立大学富
樫研究室を経て、美建・設
計事務所。78年無有建築工
房設立。2000～13年大阪市

竹原義二
Takehara Yoshiji

立大学大学院生活科学研究
科教授。現在、摂南大学理
工学部建築学科教授。おも
な作品＝「101番目の家」

（02）、「大川の家」（09）、「さ
ざなみの森」（11）。

大きなトップライトの下
にあるロフト。ロフトだ
が、趣味室を兼ねられる
ほど、広々とした空間に
なっている。

ロフト2
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ロフト階 平面図 2階 平面図
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バスタブの湯はこぼれなかった。

旅のバスルーム／浦 一也 文・スケッチ 第96回 ザ・ブルートレイン

＊
1
／Georges N

agelm
ackers

（
1
8
4
5
〜
1
9
0

5
）：
ベ
ル
ギ
ー
出
身
の
実
業
家
で
国
際
寝
台
車
会
社
の
創
業

者
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
ル
マ
ン
型
寝
台
列
車
を
ヒ
ン
ト
に
寝
台

列
車
ワ
ゴ
ン
・
リ
を
計
画
、
1
8
8
3
年
に
オ
リ
エ
ン
ト
急

行
の
走
行
を
始
め
る
。
そ
の
後
、
パ
リ
か
ら
コ
ー
ト
ダ
ジ
ュ

ー
ル
、
リ
ス
ボ
ン
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
、
シ
ベ
リ
ア
な
ど
に
寝
台
列
車
を
展
開
さ
せ
た
。

＊
2
／Rovos Rail

（
1
9
8
9
〜
）
：
南
ア
フ
リ
カ
の
ロ

ー
ハ
ン
・
フ
ォ
ス
氏
が
営
む
鉄
道
旅
客
輸
送
企
業
。
ブ
ル
ー

ト
レ
イ
ン
と
並
ぶ
豪
華
寝
台
列
車
を
運
行
し
て
い
る
。
本
誌

2
0
1
5
年
新
春
号
に
収
録
。

　
最
近
の
鉄
道
…
…
と
く
に
寝
台
列
車

と
い
う
と
そ
の
響
き
が
す
っ
か
り
変
わ

っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

寝
る
間
も
惜
し
ん
で
目
的
地
に
た
ど
り

着
こ
う
と
い
う
も
の
か
ら
、
ゆ
っ
く
り

と
旅
そ
の
も
の
を
楽
し
む
も
の
に
変
わ

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
リ
エ

ン
ト
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
を
つ
く
っ
て
世

界
中
を
巡
り
た
い
と
い
う
ジ
ョ
ル
ジ
ュ

・
ナ
ゲ
ル
マ
ケ
ー
ル
ス
（
＊
1
）
の
夢

さ
え
超
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　
ロ
ボ
ス
レ
イ
ル
（
＊
2
）
に
次
い
で
、

南
ア
フ
リ
カ
の
寝
台
列
車
を
ご
紹
介
し
よ
う
。

　
こ
ち
ら
は
、
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
で
「
世
界
一
の
豪
華
寝
台
列
車
」
と
認

定
さ
れ
て
い
て
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
〜
プ
レ
ト
リ
ア
間
の
1
6
0
0
㎞
を

1
泊
2
日
で
走
行
す
る
。
平
均
90
㎞
／
h
。
1
編
成
19
両
。
南
ア
フ
リ

カ
の
旅
客
鉄
道
公
社
の
運
営
。

　
金
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
ラ
ッ
シ
ュ
に
合
わ
せ
1
9
2
3
年
に
富
裕
層

旅
行
者
の
た
め
に
運
行
を
開
始
。
人
種
隔
離
政
策
中
は
白
人
専
用
車
で

あ
っ
た
。
97
年
か
ら
現
車
両
。

　
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
駅
に
隣
接
す
る
専
用
ラ
ウ
ン
ジ
に
着
飾
っ
た
乗
客
た

ち
が
1
時
間
前
か
ら
集
ま
り
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
乗
車
前
の
ガ
イ
ダ
ン

ス
を
受
け
る
の
だ
が
、
誰
し
も
が
胸
高
ま
る
思
い
に
な
る
。

　
や
が
て
乗
車
。
す
で
に
バ
ゲ
ッ
ジ
類
は
運
び
込
ま
れ
、
ウ
ェ
ル
カ
ム

・
シ
ャ
ン
ペ
ン
を
い
た
だ
い
て
い
る
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
発
車
し
て

い
る
。

　
窓
外
の
風
景
に
見
と
れ
る
間
も
な
く
、
採
寸
し
た
の
だ
が
、
思
っ
た

よ
り
部
屋
が
広
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
ベ
ッ
ド
が
壁
に
収
納
さ
れ
て
い
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
の
窓
が
大
き
く
、
デ
ス
ク
が
小
さ
い

レ
イ
ア
ウ
ト
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
廊
下
幅
は
6
2
7
㎜
。
ヒ

ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
の
観
念
が
変
わ
る
思
い
が
す
る
。

　
ソ
フ
ァ
を
収
納
し
て
就
寝
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
変
わ
る
と
こ
ろ
を
特
別
に

見
せ
て
も
ら
っ
た
。
壁
に
あ
い
た
穴
に
持
っ
て
き
た
ス
チ
ー
ル
パ
イ
プ

の
ベ
ッ
ド
脚
を
ね
じ
込
み
（
！
）
壁
を
倒
す
と
ベ
ッ
ド
が
手
品
の
よ
う

に
現
れ
る
。
ベ
ッ
ド
は
1
8
0
0
×
8

0
0
㎜
と
小
さ
く
、
下
に
ソ
フ
ァ
を
収

納
す
る
か
ら
高
さ
6
8
0
㎜
と
、
ち
と

高
い
。
中
に
ス
チ
ー
ル
製
の
が
っ
ち
り

し
た
機
構
が
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ッ

ド
メ
イ
ク
が
終
了
す
る
と
な
に
ご
と
も

な
か
っ
た
よ
う
に
寝
室
に
変
わ
る
。

　
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
・
ス
イ
ー
ト
は
バ

ス
が
設
置
さ
れ
て
い
て
快
適
。
枕
木
方

向
に
バ
ス
タ
ブ
の
長
手
が
セ
ッ
ト
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
走
行
で
湯
が
こ
ぼ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
食
事
は
2
回
転
。
夕
食
で
は
ド
レ
ス

コ
ー
ド
が
あ
る
。
料
理
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
ワ
イ
ン
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
採
寸
を
先
に
し
て
正
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
さ
れ
た
。

　
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ア
ー
な
ど
も
あ
る
か
ら
、
退
屈
す
る
な
ど

と
い
う
こ
と
も
な
い
。
マ
ジ
ェ
ス
フ
ォ
ン
テ
イ
ン
駅
で
は
古
い
2
階
建

て
バ
ス
が
迎
え
て
く
れ
て
小
さ
な
村
を
ゆ
っ
く
り
と
一
周
し
た
。

　
男
性
の
バ
ト
ラ
ー
は
金
色
の
植
物
文
様
が
び
っ
し
り
と
つ
い
た
ロ
イ

ヤ
ル
ブ
ル
ー
の
ベ
ス
ト
を
着
用
し
て
い
て
、
絵
に
な
る
の
で
思
わ
ず
カ

メ
ラ
を
向
け
て
し
ま
う
。
楕
円
に
B
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が

い
た
る
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

巧
み
さ
が
際
立
つ
。

　
乗
客
は
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
サ
イ
ン
し
た
乗
車
証
明
書
と
小
さ
な
金
時
計

を
い
た
だ
け
る
の
だ
が
、
鉄
道
フ
ァ
ン
な
ら
ず
と
も
こ
れ
が
う
れ
し
い
。

Text &
 Sketch by U

ra K
azuya

南
ア
フ
リ
カ
を
1
6
0
0
㎞
行
く

南アフリカ

記念の小さな金時計。

ベッドを壁から出す。ソファはベッドの下に。

THE BLUE TRAIN

Tel／+27 21 334 8459（プレトリアの予約オフィス）
Fax／+27 86 334 8464（プレトリアの予約オフィス）
URL／www.bluetrain.co.za
Charges／Luxury Double
rate per person
sharing R17,010～21,170
De Luxe Double per
person sharing  R14,625～18,050
1R＝8.04円（2015年12月22日現在）
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The Blue Train
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1600km

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
。
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い
う
こ
と
も
な
い
。
マ
ジ
ェ
ス
フ
ォ
ン
テ
イ
ン
駅
で
は
古
い
2
階
建

て
バ
ス
が
迎
え
て
く
れ
て
小
さ
な
村
を
ゆ
っ
く
り
と
一
周
し
た
。

　
男
性
の
バ
ト
ラ
ー
は
金
色
の
植
物
文
様
が
び
っ
し
り
と
つ
い
た
ロ
イ

ヤ
ル
ブ
ル
ー
の
ベ
ス
ト
を
着
用
し
て
い
て
、
絵
に
な
る
の
で
思
わ
ず
カ

メ
ラ
を
向
け
て
し
ま
う
。
楕
円
に
B
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が

い
た
る
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

巧
み
さ
が
際
立
つ
。

　
乗
客
は
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
サ
イ
ン
し
た
乗
車
証
明
書
と
小
さ
な
金
時
計

を
い
た
だ
け
る
の
だ
が
、
鉄
道
フ
ァ
ン
な
ら
ず
と
も
こ
れ
が
う
れ
し
い
。

Text &
 Sketch by U

ra K
azuya

南
ア
フ
リ
カ
を
1
6
0
0
㎞
行
く

南アフリカ

記念の小さな金時計。
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や
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建
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家
・
イ
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テ
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ア
デ
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イ
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1
9
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7
年

北
海
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生
ま
れ
。
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年

東
京
藝
術
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学
美
術
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卒
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学
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学
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修
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課
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修
了
。
同
年
日
建
設

計
入
社
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〜
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0
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2
年
日
建
ス
ペ
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ス
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ザ
イ
ン
代
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取
締
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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
。
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三澤邸　設計／吉阪隆正
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現
代

住
宅

併
走

Yoshizaka Takamasa × Fujimori Terunobu

私

建

ま

前
か
ら
若
手
の
住
宅
コ
ン
ペ
の
案
の
な

か
に
、
各
部
屋
が
ひ
と
つ
敷
地
の
な
か

で
、
時
に
は
町
の
な
か
で
分
離
し
て
配

さ
れ
る
平
面
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
西
沢

立
衛
が
「
森
山
邸
」（
2
0
0
5
／
『
T

O
T
O
通
信
』
06
年
夏
号
）
で
現
実
化

し
た
。
こ
れ
を
私
は
「
分
離
派
住
宅
」

と
呼
び
、
系
譜
を
た
ど
っ
て
山
本
理
顕

の
「
山
川
山
荘
」（
1
9
7
7
／
『
T
O

T
O
通
信
』
08
年
秋
号
）
ま
で
突
き
と

め
、
そ
の
こ
と
を
本
シ
リ
ー
ズ
に
書
い

た
。

こ
ろ
が
、
今
か
ら
約
40
年
前

の
75
年
に
家
族
の
入
居
が
な

さ
れ
、
85
年
頃
に
は
今
の
姿

と
な
っ
た
三
澤
邸
は
、
す
で
に
分
離
派

を
体
現
し
て
い
る
。
　

　
西
沢
の
森
山
邸
に
、
私
は
、
難
民
キ

ャ
ン
プ
を
読
み
取
り
、
そ
う
書
い
た
。

21
世
紀
の
住
宅
テ
ー
マ
で
あ
る
と
も
書

い
た
。
そ
し
て
吉
阪
の
三
澤
邸
は
、
人

類
史
上
の
始
原
的
住
宅
に
想
を
得
て
い

る
、
と
先
に
書
い
た
。

　
人
類
の
始
原
的
住
宅
と
難
民
キ
ャ
ン

プ
は
、
今
こ
う
書
き
な
が
ら
考
え
て
み

る
と
、
よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
共
通
性
は
、
各
部
屋
、

各
用
途
が
分
離
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

全
盛
を
き
わ
め
、
食
堂
も
台
所
も
居
間

と
一
体
化
し
た
〝
L
D
K
〞
平
面
が
先

駆
的
な
建
築
家
の
あ
い
だ
で
は
定
石
化

し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
家
と
き

た
ら
肝
所
の
居
間
は
独
立
、
と
い
う
か

孤
立
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
現
地
に
出
か
け
、
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

ど
う
し
て
図
面
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い

か
も
わ
か
っ
た
。

ず
、
入
り
口
不
明
の
書
斎
か

ら
説
明
す
る
と
、
テ
ラ
ス
に

立
ち
ド
ア
を
開
け
穴
を
潜
り
、

ハ
シ
ゴ
で
下
り
る
。
な
お
、
図
面
に
は

ハ
シ
ゴ
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
居
間
問

題
は
図
面
の
と
お
り
で
、
各
部
屋
か
ら

い
っ
た
ん
外
に
出
て
、
テ
ラ
ス
を
歩
い

て
か
ら
入
る
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
珍
し
い
平
面
計
画

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
満
智
子
さ
ん
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
最

初
は
木
造
で
考
え
て
い
た
が
、
途
中
で

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
変
わ
り
、
そ
れ

も
当
初
は
、「
ム
ク
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

固
ま
り
で
打
っ
て
、
各
部
屋
を
削
っ
て

つ
く
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
中
国

の
乾
燥
し
た
黄
土
地
帯
や
ト
ル
コ
の
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
な
ど
に
例
の
あ
る
穴
居
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
固
ま
り
の
上
辺
を

地
表
と
し
、
各
部
屋
か
ら
昇
っ
て
い
く

と
、
ポ
コ
ポ
コ
と
地
表
に
顔
の
出
る
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
も
い
う
。
モ
グ
ラ
の

家
。

　
こ
の
話
を
う
か
が
っ
て
や
っ
と
わ
か

っ
た
が
、
書
斎
は
モ
グ
ラ
の
家
の
イ
メ

ー
ジ
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
。

育
ち
の
建
築
家
に
し
て
登
山
家
と
、
大

竹
十
一
を
チ
ー
フ
と
す
る
U
研
が
、
葉

山
の
小
高
い
崖
の
上
で
そ
の
本
性
を
火

薬
の
よ
う
に
爆
発
さ
せ
て
つ
く
っ
た
の

が
こ
の
住
宅
な
の
で
あ
る
。

　
建
築
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
珍
し
い

話
を
聞
い
た
の
で
忘
れ
な
い
よ
う
記
し

て
お
く
。
吉
阪
が
、
昭
和
25
（
1
9
5

0
）
年
、
早
稲
田
大
学
の
助
教
授
の
と

き
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
事
務
所
に

入
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

満
智
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
と

き
に
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
家
に
し
ば
ら
く

預
け
ら
れ
、
自
転
車
に
乗
っ
た
り
し
て

遊
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前

川
國
男
、
坂
倉
準
三
と
違
い
、
吉
阪
は

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
か
わ
い
が
ら
れ
た
と

は
聞
い
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら

の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
初
耳
。
何
か
の

間
違
い
か
、
あ
る
い
は
そ
ん
な
こ
と
も

あ
っ
た
の
か
。

築
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
出

か
け
る
前
、
1
、
2
、
3
階

と
平
面
図
を
見
て
も
、
す
ぐ

に
は
全
体
像
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。
ど

の
階
段
（
ス
ロ
ー
プ
）
を
昇
れ
ば
ど
の

部
屋
に
入
る
の
か
、
各
部
屋
の
相
互
関

係
が
複
雑
で
、
複
雑
だ
け
な
ら
い
い
が
、

加
え
て
相
互
関
係
が
怪
奇
で
な
ん
と
も

判
然
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
書
斎
、
い

っ
た
い
ど
こ
か
ら
入
る
の
か
。

　
あ
る
い
は
居
間
、
ど
う
見
て
も
独
立

し
た
部
屋
に
し
か
思
え
な
い
が
、
家
の

中
核
と
な
る
べ
き
居
間
に
家
族
は
わ
ざ

わ
ざ
露
天
の
テ
ラ
ス
を
通
り
ガ
ラ
ス
戸

を
引
い
て
集
ま
る
の
か
。
当
時
、
世
は

家
族
団
欒
の
た
め
居
間
中
心
プ
ラ
ン
が

が
45
歳
で
初
め
て
設
計
に
取

り
か
か
っ
た
も
の
の
行
き
詰

ま
っ
た
と
き
、
突
破
口
を
開

い
て
く
れ
た
の
は
吉
阪
隆
正
の
若
い
頃

の
一
文
だ
っ
た
。
煎
じ
詰
め
れ
ば
、〝
周

囲
の
目
な
ど
気
に
せ
ず
、
や
り
た
い
よ

う
に
や
り
な
さ
い
〞、と
書
い
て
い
た
。

　
吉
阪
の
作
品
の
な
か
で
本
当
に
や
り

た
い
よ
う
に
や
っ
た
建
築
を
指
折
る
な

ら
、
今
回
紹
介
す
る
〈
三
澤
邸
〉
は
、

1
、
2
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん

な
住
宅
を
つ
く
れ
る
の
は
、
後
に
も
先

に
も
吉
阪
ひ
と
り
。

　
施
主
の
三
澤
至
・
満
智
子
夫
妻
は
、

親
の
代
か
ら
吉
阪
家
と
付
き
合
い
が
あ

り
、
満
智
子
さ
ん
の
父
の
大
村
雄
治
は

ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
創
立
者
で
も
あ

り
、
大
村
と
吉
阪
は
、
し
ば
し
ば
得
意

の
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
て
い
た
と
い
う
。

　
施
主
は
、
衝
動
買
い
的
に
土
地
を
入

手
し
た
後
、
吉
阪
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
。

本
当
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
結
果
、
設
計

に
2
年
、
軀
体
工
事
に
1
年
、
乾
燥
の

た
め
1
年
寝
か
せ
、
家
族
が
引
っ
越
し

た
と
き
は
ひ
と
部
屋
し
か
で
き
て
お
ら

ず
、
仮
設
の
電
気
を
使
い
、
食
事
は
外

で
焚
火
に
飯
盒
の
キ
ャ
ン
プ
状
態
。
U

研
（
吉
阪
研
究
室
）
の
ス
タ
ッ
フ
も
ど

こ
か
の
部
屋
に
寝
袋
で
寝
泊
ま
り
し
な

が
ら
、
起
き
れ
ば
設
計
と
自
力
工
事
の

日
々
。
も
ち
ろ
ん
食
事
と
お
酒
は
満
智

子
さ
ん
の
担
当
。
こ
ん
な
状
態
が
10
年

も
続
い
て
や
っ
と
U
研
の
メ
ン
バ
ー
は

東
京
へ
引
き
揚
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
怒

濤
の
10
年
に
つ
い
て
満
智
子
さ
ん
は

「
も
の
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
」。

　
吉
阪
隆
正
と
い
う
戦
前
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

　
各
部
屋
の
独
立
と
モ
グ
ラ
の
家
、
こ

の
ふ
た
つ
の
発
想
が
元
に
な
っ
て
い
る

の
は
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
モ
グ
ラ
の

家
の
イ
メ
ー
ジ
は
吉
阪
が
若
き
日
に
訪

れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
乾
燥
地
帯
の

原
始
的
に
し
て
始
原
的
な
住
ま
い
に
想

を
得
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　
各
部
屋
の
分
離
独
立
と
い
う
発
想
は

ど
こ
か
ら
湧
い
た
ん
だ
ろ
う
か
。

　
昨
年
8
月
に
出
た
『
好
き
な
こ
と
は

や
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い 

吉
阪
隆
正
と

の
対
話
』（
ア
ル
キ
テ
ク
ト
編
／
建
築
技

術
刊
）
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
と
、

吉
阪
さ
ん
が
推
測
し
て
描
い
た
葛
飾
は

柴
又
の
寅
さ
ん
の
「
と
ら
や
」
の
図
が

出
て
い
る
で
は
な
い
か
。
平
面
は
、「
茶

の
間
」（
居
間
）
を
中
心
に
は
し
て
い
る

が
、
各
部
屋
が
分
離
独
立
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
近
年
の
若
い
建

築
家
た
ち
の
住
宅
平
面
の
一
件
に
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
10
年
ほ
ど

西
側
か
ら
の

外
観

５
／
食
堂
の
入
り
口

で
あ
り
、
家
の
入
り

口
で
も
あ
る
。

テ
ラ
ス

2
階
テ
ラ
ス
と

書
斎
入
り
口

２
／
天
井
は
ス
タ
イ

ロ
フ
ォ
ー
ム
張
り
。

右
手
に
ハ
シ
ゴ
。

３
／
屋
上
化
し
た
テ

ラ
ス
の
隅
に
埋
ま
る

の
が
書
斎
。
ド
ア
を

開
け
て
ハ
シ
ゴ
か
ら

伝
い
下
り
る
。

４
／
右
手
が
書
斎
。

左
手
上
か
ら
寝
室
、

食
堂
、
子
ど
も
室

が
入
る
。

書
斎

234

5

じ
ゅ
う
い
ち

4849
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が
ら
考
え
て
み

る
と
、
よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
共
通
性
は
、
各
部
屋
、

各
用
途
が
分
離
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

全
盛
を
き
わ
め
、
食
堂
も
台
所
も
居
間

と
一
体
化
し
た
〝
L
D
K
〞
平
面
が
先

駆
的
な
建
築
家
の
あ
い
だ
で
は
定
石
化

し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
家
と
き

た
ら
肝
所
の
居
間
は
独
立
、
と
い
う
か

孤
立
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
現
地
に
出
か
け
、
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

ど
う
し
て
図
面
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い

か
も
わ
か
っ
た
。

ず
、
入
り
口
不
明
の
書
斎
か

ら
説
明
す
る
と
、
テ
ラ
ス
に

立
ち
ド
ア
を
開
け
穴
を
潜
り
、

ハ
シ
ゴ
で
下
り
る
。
な
お
、
図
面
に
は

ハ
シ
ゴ
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
居
間
問

題
は
図
面
の
と
お
り
で
、
各
部
屋
か
ら

い
っ
た
ん
外
に
出
て
、
テ
ラ
ス
を
歩
い

て
か
ら
入
る
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
珍
し
い
平
面
計
画

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
満
智
子
さ
ん
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
最

初
は
木
造
で
考
え
て
い
た
が
、
途
中
で

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
変
わ
り
、
そ
れ

も
当
初
は
、「
ム
ク
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

固
ま
り
で
打
っ
て
、
各
部
屋
を
削
っ
て

つ
く
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
中
国

の
乾
燥
し
た
黄
土
地
帯
や
ト
ル
コ
の
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
な
ど
に
例
の
あ
る
穴
居
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
固
ま
り
の
上
辺
を

地
表
と
し
、
各
部
屋
か
ら
昇
っ
て
い
く

と
、
ポ
コ
ポ
コ
と
地
表
に
顔
の
出
る
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
も
い
う
。
モ
グ
ラ
の

家
。

　
こ
の
話
を
う
か
が
っ
て
や
っ
と
わ
か

っ
た
が
、
書
斎
は
モ
グ
ラ
の
家
の
イ
メ

ー
ジ
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
。

育
ち
の
建
築
家
に
し
て
登
山
家
と
、
大

竹
十
一
を
チ
ー
フ
と
す
る
U
研
が
、
葉

山
の
小
高
い
崖
の
上
で
そ
の
本
性
を
火

薬
の
よ
う
に
爆
発
さ
せ
て
つ
く
っ
た
の

が
こ
の
住
宅
な
の
で
あ
る
。

　
建
築
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
珍
し
い

話
を
聞
い
た
の
で
忘
れ
な
い
よ
う
記
し

て
お
く
。
吉
阪
が
、
昭
和
25
（
1
9
5

0
）
年
、
早
稲
田
大
学
の
助
教
授
の
と

き
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
事
務
所
に

入
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

満
智
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
と

き
に
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
家
に
し
ば
ら
く

預
け
ら
れ
、
自
転
車
に
乗
っ
た
り
し
て

遊
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前

川
國
男
、
坂
倉
準
三
と
違
い
、
吉
阪
は

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
か
わ
い
が
ら
れ
た
と

は
聞
い
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら

の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
初
耳
。
何
か
の

間
違
い
か
、
あ
る
い
は
そ
ん
な
こ
と
も

あ
っ
た
の
か
。

築
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
出

か
け
る
前
、
1
、
2
、
3
階

と
平
面
図
を
見
て
も
、
す
ぐ

に
は
全
体
像
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。
ど

の
階
段
（
ス
ロ
ー
プ
）
を
昇
れ
ば
ど
の

部
屋
に
入
る
の
か
、
各
部
屋
の
相
互
関

係
が
複
雑
で
、
複
雑
だ
け
な
ら
い
い
が
、

加
え
て
相
互
関
係
が
怪
奇
で
な
ん
と
も

判
然
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
書
斎
、
い

っ
た
い
ど
こ
か
ら
入
る
の
か
。

　
あ
る
い
は
居
間
、
ど
う
見
て
も
独
立

し
た
部
屋
に
し
か
思
え
な
い
が
、
家
の

中
核
と
な
る
べ
き
居
間
に
家
族
は
わ
ざ

わ
ざ
露
天
の
テ
ラ
ス
を
通
り
ガ
ラ
ス
戸

を
引
い
て
集
ま
る
の
か
。
当
時
、
世
は

家
族
団
欒
の
た
め
居
間
中
心
プ
ラ
ン
が

が
45
歳
で
初
め
て
設
計
に
取

り
か
か
っ
た
も
の
の
行
き
詰

ま
っ
た
と
き
、
突
破
口
を
開

い
て
く
れ
た
の
は
吉
阪
隆
正
の
若
い
頃

の
一
文
だ
っ
た
。
煎
じ
詰
め
れ
ば
、〝
周

囲
の
目
な
ど
気
に
せ
ず
、
や
り
た
い
よ

う
に
や
り
な
さ
い
〞、と
書
い
て
い
た
。

　
吉
阪
の
作
品
の
な
か
で
本
当
に
や
り

た
い
よ
う
に
や
っ
た
建
築
を
指
折
る
な

ら
、
今
回
紹
介
す
る
〈
三
澤
邸
〉
は
、

1
、
2
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん

な
住
宅
を
つ
く
れ
る
の
は
、
後
に
も
先

に
も
吉
阪
ひ
と
り
。

　
施
主
の
三
澤
至
・
満
智
子
夫
妻
は
、

親
の
代
か
ら
吉
阪
家
と
付
き
合
い
が
あ

り
、
満
智
子
さ
ん
の
父
の
大
村
雄
治
は

ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
創
立
者
で
も
あ

り
、
大
村
と
吉
阪
は
、
し
ば
し
ば
得
意

の
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
て
い
た
と
い
う
。

　
施
主
は
、
衝
動
買
い
的
に
土
地
を
入

手
し
た
後
、
吉
阪
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
。

本
当
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
結
果
、
設
計

に
2
年
、
軀
体
工
事
に
1
年
、
乾
燥
の

た
め
1
年
寝
か
せ
、
家
族
が
引
っ
越
し

た
と
き
は
ひ
と
部
屋
し
か
で
き
て
お
ら

ず
、
仮
設
の
電
気
を
使
い
、
食
事
は
外

で
焚
火
に
飯
盒
の
キ
ャ
ン
プ
状
態
。
U

研
（
吉
阪
研
究
室
）
の
ス
タ
ッ
フ
も
ど

こ
か
の
部
屋
に
寝
袋
で
寝
泊
ま
り
し
な

が
ら
、
起
き
れ
ば
設
計
と
自
力
工
事
の

日
々
。
も
ち
ろ
ん
食
事
と
お
酒
は
満
智

子
さ
ん
の
担
当
。
こ
ん
な
状
態
が
10
年

も
続
い
て
や
っ
と
U
研
の
メ
ン
バ
ー
は

東
京
へ
引
き
揚
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
怒

濤
の
10
年
に
つ
い
て
満
智
子
さ
ん
は

「
も
の
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
」。

　
吉
阪
隆
正
と
い
う
戦
前
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

　
各
部
屋
の
独
立
と
モ
グ
ラ
の
家
、
こ

の
ふ
た
つ
の
発
想
が
元
に
な
っ
て
い
る

の
は
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
モ
グ
ラ
の

家
の
イ
メ
ー
ジ
は
吉
阪
が
若
き
日
に
訪

れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
乾
燥
地
帯
の

原
始
的
に
し
て
始
原
的
な
住
ま
い
に
想

を
得
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　
各
部
屋
の
分
離
独
立
と
い
う
発
想
は

ど
こ
か
ら
湧
い
た
ん
だ
ろ
う
か
。

　
昨
年
8
月
に
出
た
『
好
き
な
こ
と
は

や
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い 

吉
阪
隆
正
と

の
対
話
』（
ア
ル
キ
テ
ク
ト
編
／
建
築
技

術
刊
）
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
と
、

吉
阪
さ
ん
が
推
測
し
て
描
い
た
葛
飾
は

柴
又
の
寅
さ
ん
の
「
と
ら
や
」
の
図
が

出
て
い
る
で
は
な
い
か
。
平
面
は
、「
茶

の
間
」（
居
間
）
を
中
心
に
は
し
て
い
る

が
、
各
部
屋
が
分
離
独
立
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
近
年
の
若
い
建

築
家
た
ち
の
住
宅
平
面
の
一
件
に
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
10
年
ほ
ど

西
側
か
ら
の

外
観

５
／
食
堂
の
入
り
口

で
あ
り
、
家
の
入
り

口
で
も
あ
る
。

テ
ラ
ス

2
階
テ
ラ
ス
と

書
斎
入
り
口

２
／
天
井
は
ス
タ
イ

ロ
フ
ォ
ー
ム
張
り
。

右
手
に
ハ
シ
ゴ
。

３
／
屋
上
化
し
た
テ

ラ
ス
の
隅
に
埋
ま
る

の
が
書
斎
。
ド
ア
を

開
け
て
ハ
シ
ゴ
か
ら

伝
い
下
り
る
。

４
／
右
手
が
書
斎
。

左
手
上
か
ら
寝
室
、

食
堂
、
子
ど
も
室

が
入
る
。

書
斎

234

5

じ
ゅ
う
い
ち

4849



三澤邸

平面図

建築史家。建築家。東京大学名誉
教授、工学院大学特任教授。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

現
代

住
宅

併
走

Yoshizaka Takamasa × Fujimori Terunobu

前
か
ら
若
手
の
住
宅
コ
ン
ペ
の
案
の
な

か
に
、
各
部
屋
が
ひ
と
つ
敷
地
の
な
か

で
、
時
に
は
町
の
な
か
で
分
離
し
て
配

さ
れ
る
平
面
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
西
沢

立
衛
が
「
森
山
邸
」（
2
0
0
5
／
『
T

O
T
O
通
信
』
06
年
夏
号
）
で
現
実
化

し
た
。
こ
れ
を
私
は
「
分
離
派
住
宅
」

と
呼
び
、
系
譜
を
た
ど
っ
て
山
本
理
顕

の
「
山
川
山
荘
」（
1
9
7
7
／
『
T
O

T
O
通
信
』
08
年
秋
号
）
ま
で
突
き
と

め
、
そ
の
こ
と
を
本
シ
リ
ー
ズ
に
書
い

た
。

こ
ろ
が
、
今
か
ら
約
40
年
前

の
75
年
に
家
族
の
入
居
が
な

さ
れ
、
85
年
頃
に
は
今
の
姿

と
な
っ
た
三
澤
邸
は
、
す
で
に
分
離
派

を
体
現
し
て
い
る
。
　

　
西
沢
の
森
山
邸
に
、
私
は
、
難
民
キ

ャ
ン
プ
を
読
み
取
り
、
そ
う
書
い
た
。

21
世
紀
の
住
宅
テ
ー
マ
で
あ
る
と
も
書

い
た
。
そ
し
て
吉
阪
の
三
澤
邸
は
、
人

類
史
上
の
始
原
的
住
宅
に
想
を
得
て
い

る
、
と
先
に
書
い
た
。

　
人
類
の
始
原
的
住
宅
と
難
民
キ
ャ
ン

プ
は
、
今
こ
う
書
き
な
が
ら
考
え
て
み

る
と
、
よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
共
通
性
は
、
各
部
屋
、

各
用
途
が
分
離
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

全
盛
を
き
わ
め
、
食
堂
も
台
所
も
居
間

と
一
体
化
し
た
〝
L
D
K
〞
平
面
が
先

駆
的
な
建
築
家
の
あ
い
だ
で
は
定
石
化

し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
家
と
き

た
ら
肝
所
の
居
間
は
独
立
、
と
い
う
か

孤
立
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
現
地
に
出
か
け
、
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

ど
う
し
て
図
面
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い

か
も
わ
か
っ
た
。

ず
、
入
り
口
不
明
の
書
斎
か

ら
説
明
す
る
と
、
テ
ラ
ス
に

立
ち
ド
ア
を
開
け
穴
を
潜
り
、

ハ
シ
ゴ
で
下
り
る
。
な
お
、
図
面
に
は

ハ
シ
ゴ
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
居
間
問

題
は
図
面
の
と
お
り
で
、
各
部
屋
か
ら

い
っ
た
ん
外
に
出
て
、
テ
ラ
ス
を
歩
い

て
か
ら
入
る
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
珍
し
い
平
面
計
画

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
満
智
子
さ
ん
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
最

初
は
木
造
で
考
え
て
い
た
が
、
途
中
で

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
変
わ
り
、
そ
れ

も
当
初
は
、「
ム
ク
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

固
ま
り
で
打
っ
て
、
各
部
屋
を
削
っ
て

つ
く
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
中
国

の
乾
燥
し
た
黄
土
地
帯
や
ト
ル
コ
の
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
な
ど
に
例
の
あ
る
穴
居
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
固
ま
り
の
上
辺
を

地
表
と
し
、
各
部
屋
か
ら
昇
っ
て
い
く

と
、
ポ
コ
ポ
コ
と
地
表
に
顔
の
出
る
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
も
い
う
。
モ
グ
ラ
の

家
。

　
こ
の
話
を
う
か
が
っ
て
や
っ
と
わ
か

っ
た
が
、
書
斎
は
モ
グ
ラ
の
家
の
イ
メ

ー
ジ
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
。

育
ち
の
建
築
家
に
し
て
登
山
家
と
、
大

竹
十
一
を
チ
ー
フ
と
す
る
U
研
が
、
葉

山
の
小
高
い
崖
の
上
で
そ
の
本
性
を
火

薬
の
よ
う
に
爆
発
さ
せ
て
つ
く
っ
た
の

が
こ
の
住
宅
な
の
で
あ
る
。

　
建
築
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
珍
し
い

話
を
聞
い
た
の
で
忘
れ
な
い
よ
う
記
し

て
お
く
。
吉
阪
が
、
昭
和
25
（
1
9
5

0
）
年
、
早
稲
田
大
学
の
助
教
授
の
と

き
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
事
務
所
に

入
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

満
智
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
と

き
に
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
家
に
し
ば
ら
く

預
け
ら
れ
、
自
転
車
に
乗
っ
た
り
し
て

遊
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前

川
國
男
、
坂
倉
準
三
と
違
い
、
吉
阪
は

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
か
わ
い
が
ら
れ
た
と

は
聞
い
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら

の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
初
耳
。
何
か
の

間
違
い
か
、
あ
る
い
は
そ
ん
な
こ
と
も

あ
っ
た
の
か
。

築
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
出

か
け
る
前
、
1
、
2
、
3
階

と
平
面
図
を
見
て
も
、
す
ぐ

に
は
全
体
像
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。
ど

の
階
段
（
ス
ロ
ー
プ
）
を
昇
れ
ば
ど
の

部
屋
に
入
る
の
か
、
各
部
屋
の
相
互
関

係
が
複
雑
で
、
複
雑
だ
け
な
ら
い
い
が
、

加
え
て
相
互
関
係
が
怪
奇
で
な
ん
と
も

判
然
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
書
斎
、
い

っ
た
い
ど
こ
か
ら
入
る
の
か
。

　
あ
る
い
は
居
間
、
ど
う
見
て
も
独
立

し
た
部
屋
に
し
か
思
え
な
い
が
、
家
の

中
核
と
な
る
べ
き
居
間
に
家
族
は
わ
ざ

わ
ざ
露
天
の
テ
ラ
ス
を
通
り
ガ
ラ
ス
戸

を
引
い
て
集
ま
る
の
か
。
当
時
、
世
は

家
族
団
欒
の
た
め
居
間
中
心
プ
ラ
ン
が

が
45
歳
で
初
め
て
設
計
に
取

り
か
か
っ
た
も
の
の
行
き
詰

ま
っ
た
と
き
、
突
破
口
を
開

い
て
く
れ
た
の
は
吉
阪
隆
正
の
若
い
頃

の
一
文
だ
っ
た
。
煎
じ
詰
め
れ
ば
、〝
周

囲
の
目
な
ど
気
に
せ
ず
、
や
り
た
い
よ

う
に
や
り
な
さ
い
〞、と
書
い
て
い
た
。

　
吉
阪
の
作
品
の
な
か
で
本
当
に
や
り

た
い
よ
う
に
や
っ
た
建
築
を
指
折
る
な

ら
、
今
回
紹
介
す
る
〈
三
澤
邸
〉
は
、

1
、
2
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん

な
住
宅
を
つ
く
れ
る
の
は
、
後
に
も
先

に
も
吉
阪
ひ
と
り
。

　
施
主
の
三
澤
至
・
満
智
子
夫
妻
は
、

親
の
代
か
ら
吉
阪
家
と
付
き
合
い
が
あ

り
、
満
智
子
さ
ん
の
父
の
大
村
雄
治
は

ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
創
立
者
で
も
あ

り
、
大
村
と
吉
阪
は
、
し
ば
し
ば
得
意

の
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
て
い
た
と
い
う
。

　
施
主
は
、
衝
動
買
い
的
に
土
地
を
入

手
し
た
後
、
吉
阪
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
。

本
当
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
結
果
、
設
計

に
2
年
、
軀
体
工
事
に
1
年
、
乾
燥
の

た
め
1
年
寝
か
せ
、
家
族
が
引
っ
越
し

た
と
き
は
ひ
と
部
屋
し
か
で
き
て
お
ら

ず
、
仮
設
の
電
気
を
使
い
、
食
事
は
外

で
焚
火
に
飯
盒
の
キ
ャ
ン
プ
状
態
。
U

研
（
吉
阪
研
究
室
）
の
ス
タ
ッ
フ
も
ど

こ
か
の
部
屋
に
寝
袋
で
寝
泊
ま
り
し
な

が
ら
、
起
き
れ
ば
設
計
と
自
力
工
事
の

日
々
。
も
ち
ろ
ん
食
事
と
お
酒
は
満
智

子
さ
ん
の
担
当
。
こ
ん
な
状
態
が
10
年

も
続
い
て
や
っ
と
U
研
の
メ
ン
バ
ー
は

東
京
へ
引
き
揚
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
怒

濤
の
10
年
に
つ
い
て
満
智
子
さ
ん
は

「
も
の
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
」。

　
吉
阪
隆
正
と
い
う
戦
前
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

　
各
部
屋
の
独
立
と
モ
グ
ラ
の
家
、
こ

の
ふ
た
つ
の
発
想
が
元
に
な
っ
て
い
る

の
は
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
モ
グ
ラ
の

家
の
イ
メ
ー
ジ
は
吉
阪
が
若
き
日
に
訪

れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
乾
燥
地
帯
の

原
始
的
に
し
て
始
原
的
な
住
ま
い
に
想

を
得
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　
各
部
屋
の
分
離
独
立
と
い
う
発
想
は

ど
こ
か
ら
湧
い
た
ん
だ
ろ
う
か
。

　
昨
年
8
月
に
出
た
『
好
き
な
こ
と
は

や
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い 

吉
阪
隆
正
と

の
対
話
』（
ア
ル
キ
テ
ク
ト
編
／
建
築
技

術
刊
）
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
と
、

吉
阪
さ
ん
が
推
測
し
て
描
い
た
葛
飾
は

柴
又
の
寅
さ
ん
の
「
と
ら
や
」
の
図
が

出
て
い
る
で
は
な
い
か
。
平
面
は
、「
茶

の
間
」（
居
間
）
を
中
心
に
は
し
て
い
る

が
、
各
部
屋
が
分
離
独
立
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
近
年
の
若
い
建

築
家
た
ち
の
住
宅
平
面
の
一
件
に
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
10
年
ほ
ど

と
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Ｕ
研
究
室
の
図
面
は

詳
細
に
描
か
れ
て
い

る
。

６
／
３
階
寝
室
の
窓
。

７
／
３
階
寝
室
。
８

／
洗
面
、
浴
室
。
右

手
の
半
円
の
家
具
状

の
も
の
は
寝
室
と
の

回
転
す
る
扉
兼
収
納
。

３
階
寝
室
と

浴
室

９
／
食
堂
。
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／
元

中
庭
。
現
在
は
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
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／
階

段
。 2

階
食
堂
と

1
階
元
中
庭

（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
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吉阪隆正
Yoshizaka Takamasa

写真提供／U研究室

建築概要
所在地　神奈川県三浦郡葉山町
主要用途　専用住宅
設計　吉阪隆正／U研究室
施工　自営
敷地面積　356.21㎡
建築面積　124.5㎡
延床面積　206.1㎡
階数　地上3階
構造　鉄筋コンクリート造
竣工　未完
図面提供　文化庁国立近現代建築
　　　　　資料館所蔵

The House of
Misawa

5051

1917年に生まれ、少年時代を外交
官であった父の任地ジュネーブで
過ごす。帰国して早稲田大学に入
り、今和次郎について民家を巡り、
また民家調査のため中国北方に出
かける。戦後、ル・コルビュジエ
に学び、早稲田大学教授として、
またＵ研のボスとして、多くの建
築家を育てる。戦後の建築界では
異例の視点とデザインで活躍した

が、80年、63歳の若さ
で病没した。もしもっ
と生きていてくれたら、
と惜しまれてならない。
象設計集団は行動も設
計も吉阪の流れを汲む。



三澤邸

平面図

建築史家。建築家。東京大学名誉
教授、工学院大学特任教授。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

現
代

住
宅

併
走

Yoshizaka Takamasa × Fujimori Terunobu

前
か
ら
若
手
の
住
宅
コ
ン
ペ
の
案
の
な

か
に
、
各
部
屋
が
ひ
と
つ
敷
地
の
な
か

で
、
時
に
は
町
の
な
か
で
分
離
し
て
配

さ
れ
る
平
面
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
西
沢

立
衛
が
「
森
山
邸
」（
2
0
0
5
／
『
T

O
T
O
通
信
』
06
年
夏
号
）
で
現
実
化

し
た
。
こ
れ
を
私
は
「
分
離
派
住
宅
」

と
呼
び
、
系
譜
を
た
ど
っ
て
山
本
理
顕

の
「
山
川
山
荘
」（
1
9
7
7
／
『
T
O

T
O
通
信
』
08
年
秋
号
）
ま
で
突
き
と

め
、
そ
の
こ
と
を
本
シ
リ
ー
ズ
に
書
い

た
。

こ
ろ
が
、
今
か
ら
約
40
年
前

の
75
年
に
家
族
の
入
居
が
な

さ
れ
、
85
年
頃
に
は
今
の
姿

と
な
っ
た
三
澤
邸
は
、
す
で
に
分
離
派

を
体
現
し
て
い
る
。
　

　
西
沢
の
森
山
邸
に
、
私
は
、
難
民
キ

ャ
ン
プ
を
読
み
取
り
、
そ
う
書
い
た
。

21
世
紀
の
住
宅
テ
ー
マ
で
あ
る
と
も
書

い
た
。
そ
し
て
吉
阪
の
三
澤
邸
は
、
人

類
史
上
の
始
原
的
住
宅
に
想
を
得
て
い

る
、
と
先
に
書
い
た
。

　
人
類
の
始
原
的
住
宅
と
難
民
キ
ャ
ン

プ
は
、
今
こ
う
書
き
な
が
ら
考
え
て
み

る
と
、
よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
共
通
性
は
、
各
部
屋
、

各
用
途
が
分
離
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

全
盛
を
き
わ
め
、
食
堂
も
台
所
も
居
間

と
一
体
化
し
た
〝
L
D
K
〞
平
面
が
先

駆
的
な
建
築
家
の
あ
い
だ
で
は
定
石
化

し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
家
と
き

た
ら
肝
所
の
居
間
は
独
立
、
と
い
う
か

孤
立
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
現
地
に
出
か
け
、
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

ど
う
し
て
図
面
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い

か
も
わ
か
っ
た
。

ず
、
入
り
口
不
明
の
書
斎
か

ら
説
明
す
る
と
、
テ
ラ
ス
に

立
ち
ド
ア
を
開
け
穴
を
潜
り
、

ハ
シ
ゴ
で
下
り
る
。
な
お
、
図
面
に
は

ハ
シ
ゴ
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
居
間
問

題
は
図
面
の
と
お
り
で
、
各
部
屋
か
ら

い
っ
た
ん
外
に
出
て
、
テ
ラ
ス
を
歩
い

て
か
ら
入
る
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
珍
し
い
平
面
計
画

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
満
智
子
さ
ん
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
最

初
は
木
造
で
考
え
て
い
た
が
、
途
中
で

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
変
わ
り
、
そ
れ

も
当
初
は
、「
ム
ク
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

固
ま
り
で
打
っ
て
、
各
部
屋
を
削
っ
て

つ
く
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
中
国

の
乾
燥
し
た
黄
土
地
帯
や
ト
ル
コ
の
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
な
ど
に
例
の
あ
る
穴
居
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
く
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
固
ま
り
の
上
辺
を

地
表
と
し
、
各
部
屋
か
ら
昇
っ
て
い
く

と
、
ポ
コ
ポ
コ
と
地
表
に
顔
の
出
る
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
も
い
う
。
モ
グ
ラ
の

家
。

　
こ
の
話
を
う
か
が
っ
て
や
っ
と
わ
か

っ
た
が
、
書
斎
は
モ
グ
ラ
の
家
の
イ
メ

ー
ジ
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
。

育
ち
の
建
築
家
に
し
て
登
山
家
と
、
大

竹
十
一
を
チ
ー
フ
と
す
る
U
研
が
、
葉

山
の
小
高
い
崖
の
上
で
そ
の
本
性
を
火

薬
の
よ
う
に
爆
発
さ
せ
て
つ
く
っ
た
の

が
こ
の
住
宅
な
の
で
あ
る
。

　
建
築
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
珍
し
い

話
を
聞
い
た
の
で
忘
れ
な
い
よ
う
記
し

て
お
く
。
吉
阪
が
、
昭
和
25
（
1
9
5

0
）
年
、
早
稲
田
大
学
の
助
教
授
の
と

き
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
事
務
所
に

入
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

満
智
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
と

き
に
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
家
に
し
ば
ら
く

預
け
ら
れ
、
自
転
車
に
乗
っ
た
り
し
て

遊
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前

川
國
男
、
坂
倉
準
三
と
違
い
、
吉
阪
は

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
か
わ
い
が
ら
れ
た
と

は
聞
い
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら

の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
初
耳
。
何
か
の

間
違
い
か
、
あ
る
い
は
そ
ん
な
こ
と
も

あ
っ
た
の
か
。

築
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
出

か
け
る
前
、
1
、
2
、
3
階

と
平
面
図
を
見
て
も
、
す
ぐ

に
は
全
体
像
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。
ど

の
階
段
（
ス
ロ
ー
プ
）
を
昇
れ
ば
ど
の

部
屋
に
入
る
の
か
、
各
部
屋
の
相
互
関

係
が
複
雑
で
、
複
雑
だ
け
な
ら
い
い
が
、

加
え
て
相
互
関
係
が
怪
奇
で
な
ん
と
も

判
然
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
書
斎
、
い

っ
た
い
ど
こ
か
ら
入
る
の
か
。

　
あ
る
い
は
居
間
、
ど
う
見
て
も
独
立

し
た
部
屋
に
し
か
思
え
な
い
が
、
家
の

中
核
と
な
る
べ
き
居
間
に
家
族
は
わ
ざ

わ
ざ
露
天
の
テ
ラ
ス
を
通
り
ガ
ラ
ス
戸

を
引
い
て
集
ま
る
の
か
。
当
時
、
世
は

家
族
団
欒
の
た
め
居
間
中
心
プ
ラ
ン
が

が
45
歳
で
初
め
て
設
計
に
取

り
か
か
っ
た
も
の
の
行
き
詰

ま
っ
た
と
き
、
突
破
口
を
開

い
て
く
れ
た
の
は
吉
阪
隆
正
の
若
い
頃

の
一
文
だ
っ
た
。
煎
じ
詰
め
れ
ば
、〝
周

囲
の
目
な
ど
気
に
せ
ず
、
や
り
た
い
よ

う
に
や
り
な
さ
い
〞、と
書
い
て
い
た
。

　
吉
阪
の
作
品
の
な
か
で
本
当
に
や
り

た
い
よ
う
に
や
っ
た
建
築
を
指
折
る
な

ら
、
今
回
紹
介
す
る
〈
三
澤
邸
〉
は
、

1
、
2
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん

な
住
宅
を
つ
く
れ
る
の
は
、
後
に
も
先

に
も
吉
阪
ひ
と
り
。

　
施
主
の
三
澤
至
・
満
智
子
夫
妻
は
、

親
の
代
か
ら
吉
阪
家
と
付
き
合
い
が
あ

り
、
満
智
子
さ
ん
の
父
の
大
村
雄
治
は

ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
創
立
者
で
も
あ

り
、
大
村
と
吉
阪
は
、
し
ば
し
ば
得
意

の
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
て
い
た
と
い
う
。

　
施
主
は
、
衝
動
買
い
的
に
土
地
を
入

手
し
た
後
、
吉
阪
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
。

本
当
に
い
っ
さ
い
任
せ
た
結
果
、
設
計

に
2
年
、
軀
体
工
事
に
1
年
、
乾
燥
の

た
め
1
年
寝
か
せ
、
家
族
が
引
っ
越
し

た
と
き
は
ひ
と
部
屋
し
か
で
き
て
お
ら

ず
、
仮
設
の
電
気
を
使
い
、
食
事
は
外

で
焚
火
に
飯
盒
の
キ
ャ
ン
プ
状
態
。
U

研
（
吉
阪
研
究
室
）
の
ス
タ
ッ
フ
も
ど

こ
か
の
部
屋
に
寝
袋
で
寝
泊
ま
り
し
な

が
ら
、
起
き
れ
ば
設
計
と
自
力
工
事
の

日
々
。
も
ち
ろ
ん
食
事
と
お
酒
は
満
智

子
さ
ん
の
担
当
。
こ
ん
な
状
態
が
10
年

も
続
い
て
や
っ
と
U
研
の
メ
ン
バ
ー
は

東
京
へ
引
き
揚
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
怒

濤
の
10
年
に
つ
い
て
満
智
子
さ
ん
は

「
も
の
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
」。

　
吉
阪
隆
正
と
い
う
戦
前
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

　
各
部
屋
の
独
立
と
モ
グ
ラ
の
家
、
こ

の
ふ
た
つ
の
発
想
が
元
に
な
っ
て
い
る

の
は
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
モ
グ
ラ
の

家
の
イ
メ
ー
ジ
は
吉
阪
が
若
き
日
に
訪

れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
乾
燥
地
帯
の

原
始
的
に
し
て
始
原
的
な
住
ま
い
に
想

を
得
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　
各
部
屋
の
分
離
独
立
と
い
う
発
想
は

ど
こ
か
ら
湧
い
た
ん
だ
ろ
う
か
。

　
昨
年
8
月
に
出
た
『
好
き
な
こ
と
は

や
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い 

吉
阪
隆
正
と

の
対
話
』（
ア
ル
キ
テ
ク
ト
編
／
建
築
技

術
刊
）
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
と
、

吉
阪
さ
ん
が
推
測
し
て
描
い
た
葛
飾
は

柴
又
の
寅
さ
ん
の
「
と
ら
や
」
の
図
が

出
て
い
る
で
は
な
い
か
。
平
面
は
、「
茶

の
間
」（
居
間
）
を
中
心
に
は
し
て
い
る

が
、
各
部
屋
が
分
離
独
立
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
近
年
の
若
い
建

築
家
た
ち
の
住
宅
平
面
の
一
件
に
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
10
年
ほ
ど

と
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研
究
室
の
図
面
は

詳
細
に
描
か
れ
て
い

る
。

６
／
３
階
寝
室
の
窓
。

７
／
３
階
寝
室
。
８

／
洗
面
、
浴
室
。
右

手
の
半
円
の
家
具
状

の
も
の
は
寝
室
と
の

回
転
す
る
扉
兼
収
納
。

３
階
寝
室
と

浴
室

９
／
食
堂
。
10
／
元

中
庭
。
現
在
は
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
11
／
階

段
。 2

階
食
堂
と

1
階
元
中
庭

（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
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吉阪隆正
Yoshizaka Takamasa

写真提供／U研究室

建築概要
所在地　神奈川県三浦郡葉山町
主要用途　専用住宅
設計　吉阪隆正／U研究室
施工　自営
敷地面積　356.21㎡
建築面積　124.5㎡
延床面積　206.1㎡
階数　地上3階
構造　鉄筋コンクリート造
竣工　未完
図面提供　文化庁国立近現代建築
　　　　　資料館所蔵

The House of
Misawa
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1917年に生まれ、少年時代を外交
官であった父の任地ジュネーブで
過ごす。帰国して早稲田大学に入
り、今和次郎について民家を巡り、
また民家調査のため中国北方に出
かける。戦後、ル・コルビュジエ
に学び、早稲田大学教授として、
またＵ研のボスとして、多くの建
築家を育てる。戦後の建築界では
異例の視点とデザインで活躍した

が、80年、63歳の若さ
で病没した。もしもっ
と生きていてくれたら、
と惜しまれてならない。
象設計集団は行動も設
計も吉阪の流れを汲む。



日
本
の
森
を
元
気
に
す
る
、誇
り
を
も
て
る
家
づ
く
り

築
ま
で
を
協
業
化
し
た
ハ
ウ
ジ
ン
グ

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
。

「
建
主
の
要
望
を
か
な
え
て
愛
着
を

も
っ
て
も
ら
う
の
は
あ
た
り
ま
え
の

こ
と
。
住
宅
は
、
そ
の
う
え
で
さ
ら

に
文
化
と
し
て
残
る
も
の
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
材
料

が
大
事
に
な
る
ん
で
す
」

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
特
筆
す
べ
き
は
、

乾
燥
技
術
の
研
究
な
ど
を
重
ね
て
、

人
工
林
で
間
引
き
さ
れ
る
間
伐
材
を

建
材
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
し
た
こ

と
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
然
林
を
守

り
、
人
工
林
も
活
性
化
さ
せ
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

「『
森
を
建
て
よ
う
』と
い
う
の
が
わ

れ
わ
れ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
こ
れ
に

は
森
林
の
保
護
育
成
と
、
森
に
住
ま

う
か
の
よ
う
な
豊
か
な
家
づ
く
り
を
、

と
い
う
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
お
客
さ
ん
は
そ
の
理
念
に
共

感
し
て
く
れ
た
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
」

取
材
・
文
／
市
川
幹
朗

　写
真
／
山
下
恒
徳

代
表
取
締
役

さ
ん

石
出
和
博
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アーキテクツ㈱
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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。

地 域に 生 き る 会 社

Housing Company

　
札
幌
駅
か
ら
車
で
、
西
に
ま
っ
す

ぐ
約
10
分
。
き
れ
い
な
打
放
し
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
建
物
が
見
え
て
く
る
。

か
つ
て
、「
打
放
し
の
藤
田
」
と
名
を

馳
せ
た
技
術
力
を
証
明
す
る
よ
う
な

ハ
ウ
ジ
ン
グ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
ー

キ
テ
ク
ツ
（
以
下
、
H
O
P
）
の
本

社
屋
で
あ
る
。
H
O
P
は
、
石
出
和

博
さ
ん
が
建
築
を
学
ん
だ
藤
田
工
務

店
と
、
石
出
さ
ん
が
立
ち
上
げ
た
設

計
事
務
所
・
ア
ト
リ
エ
ア
ム
が
統
合

さ
れ
た
、
住
宅
の
設
計
・
施
工
を
手

が
け
る
組
織
だ
。

　
炭
鉱
の
町
・
北
海
道
芦
別
で
生
ま

れ
た
石
出
さ
ん
が
、
本
格
的
に
建
築

を
や
ろ
う
と
決
意
し
た
の
は
27
歳
の

と
き
。
当
時
勤
め
て
い
た
ビ
ー
ル
会

社
の
研
修
で
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
の

が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。

「
向
こ
う
で
は
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
に
来

た
人
を
、
勤
め
先
に
連
れ
て
い
く
の

で
す
が
、
そ
れ
で
設
計
事
務
所
に
行

く
機
会
が
あ
っ
た
の
で
す
。
す
る
と

入
り
口
に
大
き
な
五
重
塔
の
写
真
が

貼
っ
て
あ
り
、『
日
本
の
木
造
技
術
は

世
界
一
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本

の
技
術
に
学
ん
で
い
る
』
と
言
わ
れ

　
も
ち
ろ
ん
携
わ
る
職
人
も
設
計
者

も
、
み
ん
な
が
誇
り
を
も
っ
て
家
づ

く
り
に
取
り
組
む
。
そ
の
理
念
は
、

す
で
に
東
京
、
京
都
、
名
古
屋
と
全

国
各
地
へ
、
ま
た
北
海
道
で
家
を
建

て
る
海
外
の
人
た
ち
に
ま
で
広
が
っ

て
い
る
。
H
O
P
の
つ
く
る
「
森
」

が
、
北
海
道
の
枠
を
越
え
て
育
ち
続

け
て
い
る
。

近
。
藤
田
工
務
店
も
引
き
継
ぐ
こ
と

に
な
り
、
H
O
P
の
大
枠
が
形
成
さ

れ
る
。

　
設
計
か
ら
施
工
ま
で
こ
な
す
H
O

P
だ
が
、
単
純
に
設
計
事
務
所
と
工

務
店
が
合
体
し
た
組
織
で
は
な
い
。

発
足
前
、
石
出
さ
ん
は
建
築
家
や
研

究
者
ら
と
「
北
海
道
新
住
宅
産
業
開

発
協
議
会
」
を
開
い
て
、
新
し
い
工

務
店
像
を
模
索
し
た
。
そ
の
と
き
に

こ
だ
わ
っ
た
の
が
地
元
の
木
を
使
う

こ
と
だ
っ
た
。

　
石
出
さ
ん
が
育
っ
た
炭
鉱
の
町
で

は
、
坑
道
を
保
持
す
る
木
材
が
大
量

に
必
要
と
さ
れ
、
近
隣
の
山
の
木
は

軒
並
み
伐
採
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
石

出
さ
ん
は
「
高
校
時
代
の
ア
ル
バ
イ

ト
は
植
樹
ば
か
り
」
だ
っ
た
そ
う
だ

が
、
40
年
、
50
年
を
経
た

そ
れ
ら
の
人
工
林
は
使
わ

れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。

少
し
で
も
、
そ
う
し
た
木

を
使
っ
て
家
づ
く
り
が
で

き
な
い
か
。
そ
ん
な
問
題

意
識
の
な
か
で
生
ま
れ
た

の
が
、
原
木
の
確
保
か
ら

製
材
、
流
通
、
設
計
、
建

ま
し
た
。
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
」

　
衝
撃
と
と
も
に
日
本
の
古
建
築
に

強
く
魅
か
れ
た
石
出
さ
ん
は
、
一
級

建
築
士
資
格
を
取
得
後
、「
北
海
道
で

一
番
古
建
築
を
手
が
け
て
い
た
」
藤

田
工
務
店
に
転
職
し
、
木
を
覚
え
、

施
工
図
な
ど
現
場
の
実
務
を
覚
え
て

い
く
。
た
だ
、
こ
の
と
き
石
出
さ
ん

に
と
っ
て
実
務
以
上
に
勉
強
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
当
時
、
藤
田
工
務
店
で
は
60
人
近

い
宮
大
工
と
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

遠
い
と
こ
ろ
の
大
き
な
現
場
で
は
、

何
カ
月
も
そ
の
人
た
ち
と
泊
ま
り
込

み
で
一
緒
に
暮
ら
し
な
が
ら
仕
事
を

す
る
。
で
す
か
ら
、
職
人
の
動
き
は

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
気
持
ち
も
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

　
各
種
職
人
た
ち
を
含
め
て
、
家
づ

く
り
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
た
ち

が
誇
り
を
も
て
る
家
を
つ
く
り
た
い
、

と
い
う
現
在
の
想
い
は
、
こ
の
と
き

か
ら
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い

い
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
設
計
事
務
所
と
し
て
ア

ト
リ
エ
ア
ム
を
つ
く
り
、
一
時
期
藤

田
工
務
店
か
ら
離
れ
た
石
出
さ
ん
だ

っ
た
が
、
藤
田
流
の
無
垢
の
木
を
多

用
し
た
設
計
を
施
工
で
き
る
の
は
藤

田
工
務
店
し
か
な
く
、
次
第
に
再
接

間
伐
材
を
活
用
す
る

シ
ス
テ
ム
の
構
築

ア
メ
リ
カ
で
教
え
ら
れ
た

「
日
本
の
技
術
は
世
界
一」

ハウジングオペレーションアーキテクツ
Housing Operation Architects

Housing Operation Architects

いしで・かずひろ／
1946年北海道生まれ。
北海道産業短期大学建
築学部卒業後、74年に
前身の藤田工務店に入
社。「木造建築は年月が
たつと、古くならずに
深くなる」と語り、国
産木材のすばらしさを
伝える「森の教室」に
も力を入れている。

Ishide Kazuhiro

左上よりファサード、
洗面室、１階トイレ。
「心身ともに健康で快
適、かつラグジュアリ
ーに過ごす」をコンセ
プトに、世界のトップ
ブランドとコラボレー
ションする。

写真はすべて本社脇の
HOP新コンセプトハウ
ス。右はリビング・ダ
イニング。左は和室。
新コンセプトハウスは、
国産材を使用した家づ
くりに加えて、ライフ
スタイルそのものを提
案する。

68Volume
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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、
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も
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る
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も
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者

も
、
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取
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国
各
地
へ
、
ま
た
北
海
道
で
家
を
建

て
る
海
外
の
人
た
ち
に
ま
で
広
が
っ

て
い
る
。
H
O
P
の
つ
く
る
「
森
」

が
、
北
海
道
の
枠
を
越
え
て
育
ち
続

け
て
い
る
。

近
。
藤
田
工
務
店
も
引
き
継
ぐ
こ
と

に
な
り
、
H
O
P
の
大
枠
が
形
成
さ

れ
る
。

　
設
計
か
ら
施
工
ま
で
こ
な
す
H
O

P
だ
が
、
単
純
に
設
計
事
務
所
と
工

務
店
が
合
体
し
た
組
織
で
は
な
い
。

発
足
前
、
石
出
さ
ん
は
建
築
家
や
研

究
者
ら
と
「
北
海
道
新
住
宅
産
業
開

発
協
議
会
」
を
開
い
て
、
新
し
い
工

務
店
像
を
模
索
し
た
。
そ
の
と
き
に

こ
だ
わ
っ
た
の
が
地
元
の
木
を
使
う

こ
と
だ
っ
た
。

　
石
出
さ
ん
が
育
っ
た
炭
鉱
の
町
で

は
、
坑
道
を
保
持
す
る
木
材
が
大
量

に
必
要
と
さ
れ
、
近
隣
の
山
の
木
は

軒
並
み
伐
採
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
石

出
さ
ん
は
「
高
校
時
代
の
ア
ル
バ
イ

ト
は
植
樹
ば
か
り
」
だ
っ
た
そ
う
だ

が
、
40
年
、
50
年
を
経
た

そ
れ
ら
の
人
工
林
は
使
わ

れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。

少
し
で
も
、
そ
う
し
た
木

を
使
っ
て
家
づ
く
り
が
で

き
な
い
か
。
そ
ん
な
問
題

意
識
の
な
か
で
生
ま
れ
た

の
が
、
原
木
の
確
保
か
ら

製
材
、
流
通
、
設
計
、
建

ま
し
た
。
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
」

　
衝
撃
と
と
も
に
日
本
の
古
建
築
に

強
く
魅
か
れ
た
石
出
さ
ん
は
、
一
級

建
築
士
資
格
を
取
得
後
、「
北
海
道
で

一
番
古
建
築
を
手
が
け
て
い
た
」
藤

田
工
務
店
に
転
職
し
、
木
を
覚
え
、

施
工
図
な
ど
現
場
の
実
務
を
覚
え
て

い
く
。
た
だ
、
こ
の
と
き
石
出
さ
ん

に
と
っ
て
実
務
以
上
に
勉
強
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
当
時
、
藤
田
工
務
店
で
は
60
人
近

い
宮
大
工
と
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

遠
い
と
こ
ろ
の
大
き
な
現
場
で
は
、

何
カ
月
も
そ
の
人
た
ち
と
泊
ま
り
込

み
で
一
緒
に
暮
ら
し
な
が
ら
仕
事
を

す
る
。
で
す
か
ら
、
職
人
の
動
き
は

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
気
持
ち
も
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

　
各
種
職
人
た
ち
を
含
め
て
、
家
づ

く
り
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
た
ち

が
誇
り
を
も
て
る
家
を
つ
く
り
た
い
、

と
い
う
現
在
の
想
い
は
、
こ
の
と
き

か
ら
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い

い
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
設
計
事
務
所
と
し
て
ア

ト
リ
エ
ア
ム
を
つ
く
り
、
一
時
期
藤

田
工
務
店
か
ら
離
れ
た
石
出
さ
ん
だ

っ
た
が
、
藤
田
流
の
無
垢
の
木
を
多

用
し
た
設
計
を
施
工
で
き
る
の
は
藤

田
工
務
店
し
か
な
く
、
次
第
に
再
接

間
伐
材
を
活
用
す
る

シ
ス
テ
ム
の
構
築

ア
メ
リ
カ
で
教
え
ら
れ
た

「
日
本
の
技
術
は
世
界
一」

ハウジングオペレーションアーキテクツ
Housing Operation Architects

Housing Operation Architects

いしで・かずひろ／
1946年北海道生まれ。
北海道産業短期大学建
築学部卒業後、74年に
前身の藤田工務店に入
社。「木造建築は年月が
たつと、古くならずに
深くなる」と語り、国
産木材のすばらしさを
伝える「森の教室」に
も力を入れている。

Ishide Kazuhiro

左上よりファサード、
洗面室、１階トイレ。
「心身ともに健康で快
適、かつラグジュアリ
ーに過ごす」をコンセ
プトに、世界のトップ
ブランドとコラボレー
ションする。

写真はすべて本社脇の
HOP新コンセプトハウ
ス。右はリビング・ダ
イニング。左は和室。
新コンセプトハウスは、
国産材を使用した家づ
くりに加えて、ライフ
スタイルそのものを提
案する。

68Volume

あ
し
べ
つ
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「
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
館
長

大
出
大

O
de M

asaru

KOKURA FUKUOKA

１００年 の 歴 史 を 語 る「 ＴＯＴＯミュ ー ジアム 」
聞き手・まとめ／伏見 唯　写真／川辺明伸

昨年8月、2017年のTOTO創立100周年に向けた記念事業として、北九州市小倉のTOTO本社
に「TOTOミュージアム」がオープンしました。近代化産業遺産や建築設備技術遺産などに
認定されたTOTOの歴史的な商品を収蔵、展示していた「TOTO歴史資料館」のコンテンツ
を引き継ぎ、さらに新しい展示物も公開。ショールームや研修センターなども集約した複合
施設になっています。TOTOの沿革や、日本の水まわりの変遷、TOTOの歴代商品なども紹
介しています。ミュージアムの見どころを、館長の大出大さんに聞きます。

正面外観。建物は、「水
滴」をモチーフとした手
前の低層棟と、「緑豊かな
大地」をモチーフとした
奥の高層棟の２棟からな
る。

TOTO  MUSEUM
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「ＴＯＴＯミュージアム」館長

「
水
滴
」
と

「
緑
豊
か
な
大
地
」
を

模
し
た
エ
コ
建
築

TOTOの創立

有
名
建
築
の

水
ま
わ
り

背面側の外観。水滴を模した形状は、足下に立つと迫力がある。

大 出  大（ 談 ）

　TOTOは、明治初期に設立され
た森村組という貿易会社をルーツと
しています。森村組は海外貿易に
おいて陶器に注目し、1904年に日本
陶器合名会社（現・ノリタケカンパ
ニーリミテド）を名古屋に創業して、
日本製の食器などを、欧米に輸出し
ていました。TOTOの直接的な前
身は、その日本陶器の工場構内に
つくられた製陶研究所（12年設立）
です。
　その製陶研究所において、日本
陶器の初代社長だった大倉和親
が、父親の大倉孫兵衛とともに、腰
掛式水洗便器を開発したのが、
TOTOの原点になります。当時、日
本では下水道がほとんど整備され
てなく、衛生陶器も日本にはほぼな
い時代だったので、水洗便器や衛
生陶器の開発や研究に対して、疑
問の声もあったようです。そんなな
か、大倉親子は、水洗便器がすで
に普及していたヨーロッパを視察し
た際、「近い将来、日本でも水洗便
器が必要になる」と感じ、私財を投
じて研究所を設立したそうですから、
勇気ある決断だったと思います。2
年の歳月をかけ、17,280余種もの試
作を経て、14年に国産初の腰掛式
水洗便器がようやく完成しました。
　その開発をきっかけとして、衛生
陶器の製造をさらに本格的に展開
するため、新しい工場の場所を探し
た結果、北九州の小倉の地が選ば
れました。
　天草陶石や朝鮮カオリンなどの
衛生陶器の原料や、燃料の石炭を
入手しやすく、国際貿易港の門司
港に近い、海外にも展開しやすい
場所として、小倉の地が選ばれまし
た。当時から海外市場を意識して
いたため、「東洋陶器」という社名
で17年に創立しました。

１階の中庭の玉砂利とし
て転用されているアルミ
ナという材料。

歴代の便器などが展示さ
れている。

写真右／第１展示室の入
り口。TOTOの原点であ
る1914年開発の腰掛式水
洗便器（復元）などが展
示されている。左／その
ほかにも、かつてTOTO
が製造していた食器類な
ども展示。下／低層棟の
エントランスの吹抜け。

太陽光などから集熱する
ソーラーチムニー。100
の環境配慮のひとつ。

す
。
こ
の
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
で
暖
房
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
蓄
熱
材
に
衛
生
陶
器
の
破
片
を
再
利
用
し
た
り
、
中
庭
に
敷
く
玉

砂
利
と
し
て
、
ア
ル
ミ
ナ
と
い
う
陶
器
の
原
料
を
砕
く
た
め
の
素
材
を

再
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
T
O
T
O
ら
し
い
環
境
配
慮
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ア
ル
ミ
ナ
は
、
非
常
に
重
く
て
硬
い
素
材
で
す
か
ら
、
原

料
と
一
緒
に
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
料
を
砕
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
が
、
何
回
も
何
回
も
使
っ
て
い
る
と
、
ア
ル
ミ
ナ
自
体
も
次

第
に
小
さ
く
丸
く
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の

小
さ
な
丸
い
石
が
き
れ
い
な
ん
で
す
。
本
当
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
使

い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
3
年
く
ら
い
か
け
て
も
、
残
念
な
が
ら
1
階

の
中
庭
分
く
ら
い
し
か
貯
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た（
笑
）。

―
―
有
名
建
築
に
納
入
さ
れ
た
歴
史
的

な
水
ま
わ
り
商
品
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。

大
出
　
6
つ
の
事
例
を
展
示
し
て
い
ま

す
。古
い
順
に
い
う
と
、「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」（
1
9
2
9
）、「
国
会
議
事

堂
」（
36
）、「
旧
第
一
生
命
館
」（
38
）、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」（
64
）、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」（
68
）、そ
し
て「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」（
74
改

修
）
の
水
ま
わ
り
商
品
で
す
。

―
―
「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」「
国
会
議
事
堂
」「
旧
第
一
生
命
館
」
の
水
ま

わ
り
商
品
は
、
い
か
に
も
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
と
い
う
感
じ
で
す
。
1
9
3

0
年
代
前
後
に
は
、
す
で
に
水
洗
式
の
腰
掛
便
器
が
普
及
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
い
え
、
特
別
な
高
級
品
で
し
た
。
国
会
議
事
堂
の
大
便
器
の
ふ

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

は
、
か
な
り
変
わ
っ
た
形
状
を
し
た

建
築
で
す
が
、
ど
う
い
っ
た
コ
ン
セ

プ
ト
で
す
か
。

大
出
　
2
棟
あ
り
ま
す
が
、
正
面
左
手
の
湾
曲
し
た
建
物
の
デ
ザ
イ
ン

は
、
水
滴
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
す
。
T
O
T
O
は
、
水
洗
便
器
の

開
発
を
原
点
と
し
て
創
立
し
、
そ
れ
以
来
、
ほ
と
ん
ど
が
水
ま
わ
り
、

つ
ま
り
水
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
の
で
、「
水
滴
」
を
デ
ザ

イ
ン
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。
右
手
の
4
階
建
て
の
建
物
で
は
、「
緑

豊
か
な
大
地
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
こ
れ
か
ら

の
地
球
環
境
の
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
地
球
の
「
大
地
」
を
、
も
う
ひ
と
つ
の
デ
ザ
イ
ン
モ
チ
ー
フ

に
し
ま
し
た
。
全
体
と
し
て
は
、「
大
地
を
潤
す
水
」
と
い
う
こ
と
で
、

T
O
T
O
が
水
ま
わ
り
の
仕
事
を
通
し
て
、
地
球
の
豊
か
な
環
境
づ
く

り
に
貢
献
し
た
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共
有
し
、
梓
設
計
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
を
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
―
形
状
だ
け
で
な
く
、
環
境
を
配
慮
し
た
技
術
や
手
法
を
用
い
た
建

築
で
す
ね
。

大
出
　
創
立
1
0
0
周
年
の
記
念
事
業
で
す
か
ら
、
梓
設
計
さ
ん
の
提

案
も
あ
り
、
1
0
0
種
類
の
技
術
や
手
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
太
陽

光
発
電
や
高
気
密
高
断
熱
な
ど
の
一
般
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
特

殊
な
も
の
と
し
て
は
、
ガ
ラ
ス
の
塔
に
よ
っ
て
太
陽
光
か
ら
集
熱
し
た

暖
気
を
建
物
の
地
下
の
蓄
熱
槽
に
送
る
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
が
あ
り
ま

ち
を
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
当
時
の
国
会
議
員
が
便
器
の
上
に
乗
っ
て

用
を
足
し
て
い
た
の
で
、
便
器
に
靴
の
ビ
ス
の
傷
が
つ
い
て
い
る
ん
で

す
よ
。
国
会
議
員
の
先
生
で
す
ら
、
腰
掛
便
器
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
T
O
T
O
の
出
荷
台
数
を
見
る
限
り
、
腰
掛

便
器
の
数
が
和
風
便
器
を
上
ま
わ
る
の
は
、
意
外
と
最
近
で
し
て
、
77

年
な
ん
で
す
よ
。
高
度
経
済
成
長
期
以
前
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ト
イ
レ
が

和
風
、
と
い
う
状
況
で
し
た
。

―
―
水
洗
は
い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
関
東
大
震
災
後
に
復
興
支
援
の
た
め
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
で
つ
く
ら
れ
た
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
で
は
、
す
で
に
水
洗
ト
イ
レ
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
い
え
ば
六
本
木
ヒ
ル
ズ
の
よ
う
な
高
級

集
合
住
宅
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
そ
も
そ
も
水
洗
式
の

腰
掛
便
器
の
開
発
を
原
点
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
最
初
か
ら
水
洗
化
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
は
下
水
道
の
普
及
率
が
低
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
昔
は
非
水
洗
式
の
ト
イ
レ
が
一
般
的
で
し
た
。

―
―
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、

日
本
初
（
J
I
S
規
定
に
よ
る
）
の
も
の
だ
そ
う
で
す
ね
。

大
出
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
64
）

に
あ
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
す
る
た
め
に
、
た
い
へ
ん
短
い
工
期
で
の
実
現

が
求
め
ら
れ
た
建
築
で
す
。
通
常
で
は
3

年
近
く
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
た
規
模
を
、

1
年
5
カ
月
ほ
ど
で
実
現
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
た
め
、
浴
室
の
設
置
に
も
、
大
幅
な

工
期
短
縮
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で

開
発
さ
れ
た
の
が
、
プ
レ
ハ
ブ
の
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
で
し
た
。
そ
の
後
、
ユ
ニ

ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
ど
ん
ど
ん
普
及
し
て

い
き
ま
し
た
が
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

ニ
」
が
最
初
で
し
た
。
こ
の
最
初
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、
じ
つ

は
現
存
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
奇
し
く
も
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
の
誕
生
50
周
年
に
あ
た
る
昨
年
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー

タ
ニ
」
に
当
時
の
も
の
が
、
1
台
だ
け
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

ご
寄
贈
い
た
だ
き
展
示
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
も
、
日
本
初
の
超
高
層
ビ
ル
と
し

て
、
プ
レ
ハ
ブ
化
や
ユ
ニ
ッ
ト
化
の
建
設
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
水
ま
わ
り
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

大
出
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
の
と
き
に
、
壁
付
サ
ニ
タ
リ
ー
ユ
ニ

ッ
ト
と
い
う
最
先
端
の
技
術
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
衛
生
器
具
や
仕
上

げ
材
と
と
も
に
配
管
ま
で
も
壁
に
組
み
込
ん
だ
ユ
ニ
ッ
ト
で
、
施
工
性

が
高
く
、
工
期
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
で
す
。
住
宅
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
と
違
っ
て
、
一
般
の
方
は
あ

ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
高
層
ビ
ル
に
は
ふ

つ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
で
す
。
そ
れ
を
最
初
に
導
入
し
た
の
が
、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
す
。

―
―
60
年
代
、
超
高
層
ビ
ル
や
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
の
誕
生
な
ど
、
建
築
産

業
は
大
き
な
展
開
を
見
せ
ま
す
が
、
T
O
T
O
の
技
術
開
発
も
、
こ
の

頃
に
活
性
化
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
確
か
に
、
こ
の
時
代
に
新
し
い
も
の
が
次
々
と
開
発
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
で
は
、
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
で
す
。
水

栓
金
具
の
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー
や
、
洗
面
化
粧
台
な
ど
で
す
ね
。
高
度
経

済
成
長
の
な
か
で
住
宅
需
要
が
高
ま
り
、
多
く
の
商
品
が
世
に
出
て
い

き
ま
し
た
。
生
活
の
基
本
的
な
商
品
が
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
頃
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し

時
代
が
進
む
と
、
経
済
的
に
成
熟
し
、
シ
ス
テ
ム
キ

ッ
チ
ン
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
生
活
を
支

え
る
商
品
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
水
ま
わ

り
の
歴
史
は
、
人
間
の
社
会
や
生
活
の
歴
史
と
も
リ

ン
ク
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」
の
も
の
は
、
や
は
り
豪
華
そ
う
で
す
ね
。

大
出
　
こ
の
便
器
や
浴
槽
は
、
09
年
の
竣
工
当
時
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
も

の
で
は
な
く
、
74
年
の
改
修
の
際
に
納
め
た
、
比
較
的
最
近
の
も
の
で

す
。
東
宮
御
所
に
納
め
る
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
豪
華
に
金
を
あ
し

ら
う
な
ど
の
、
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
商
品
で
す
。
量
産
し
、
普
及
し
て
い

く
よ
う
な
も
の
以
外
に
も
、
こ
う
い
っ
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
も
の
も

つ
く
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

―
―
昨
年
8
月
に
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
、

し
ば
ら
く
た
ち
ま
す
が
、
来
館
者
の
声
は

い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
じ
つ
は
T
O
T
O
で
は
、
か
つ
て

食
器
も
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
食
器
の
展
示
は
人
気
が
あ
り
ま
す
。

衛
生
陶
器
の
メ
ー
カ
ー
が
食
器
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
と
驚
か
れ
る

方
も
多
い
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
陶
器
で
す
。
子
ど
も
の
頃
に
使
っ
て

い
た
食
器
を
見
て
喜
ば
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
T
O
T
O
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ラ
ー
で
あ
る
ブ
ル
ー
は
、
食
器
生
産
の
と
き
に
「
瑠

璃
色
」
と
し
て
得
意
と
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
T
O
T
O
の
歴
史

の
な
か
で
は
、
食
器
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
館
長
に
な
ら
れ
て
感
じ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

大
出
　
第
2
展
示
室
で
は
、
原
始
か
ら
現
代
ま
で
、
水
ま
わ
り
の
変
遷

を
展
示
し
て
い
る
の
で
す
が
、
来
館
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
立
ち
止
ま
っ

て
い
る
場
所
が
違
う
こ
と
に
、
最
近
気
が
つ
き
ま
し
た
。
年
配
の
方
は
、

20
〜
30
年
代
の
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
を
再
現
し
た
「
大
正
か
ら
昭
和
初
め
」

の
と
こ
ろ
、
中
年
の
方
は
「
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
」
の
と
こ
ろ
、
若

い
方
は
「
昭
和
か
ら
平
成
」
の
と
こ
ろ
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
も
し
か

し
た
ら
、
自
分
の
子
ど
も
の
頃
の
風
景
を
思
い
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
生
活
史
の
な
か
に
、
私
た
ち
の
商
品
が
息
づ
い

て
い
る
と
感
じ
、
誇
ら
し
く
、
ま
た
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
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「ＴＯＴＯミュージアム」館長

「
水
滴
」
と

「
緑
豊
か
な
大
地
」
を

模
し
た
エ
コ
建
築

TOTOの創立

有
名
建
築
の

水
ま
わ
り

背面側の外観。水滴を模した形状は、足下に立つと迫力がある。

大 出  大（ 談 ）

　TOTOは、明治初期に設立され
た森村組という貿易会社をルーツと
しています。森村組は海外貿易に
おいて陶器に注目し、1904年に日本
陶器合名会社（現・ノリタケカンパ
ニーリミテド）を名古屋に創業して、
日本製の食器などを、欧米に輸出し
ていました。TOTOの直接的な前
身は、その日本陶器の工場構内に
つくられた製陶研究所（12年設立）
です。
　その製陶研究所において、日本
陶器の初代社長だった大倉和親
が、父親の大倉孫兵衛とともに、腰
掛式水洗便器を開発したのが、
TOTOの原点になります。当時、日
本では下水道がほとんど整備され
てなく、衛生陶器も日本にはほぼな
い時代だったので、水洗便器や衛
生陶器の開発や研究に対して、疑
問の声もあったようです。そんなな
か、大倉親子は、水洗便器がすで
に普及していたヨーロッパを視察し
た際、「近い将来、日本でも水洗便
器が必要になる」と感じ、私財を投
じて研究所を設立したそうですから、
勇気ある決断だったと思います。2
年の歳月をかけ、17,280余種もの試
作を経て、14年に国産初の腰掛式
水洗便器がようやく完成しました。
　その開発をきっかけとして、衛生
陶器の製造をさらに本格的に展開
するため、新しい工場の場所を探し
た結果、北九州の小倉の地が選ば
れました。
　天草陶石や朝鮮カオリンなどの
衛生陶器の原料や、燃料の石炭を
入手しやすく、国際貿易港の門司
港に近い、海外にも展開しやすい
場所として、小倉の地が選ばれまし
た。当時から海外市場を意識して
いたため、「東洋陶器」という社名
で17年に創立しました。

１階の中庭の玉砂利とし
て転用されているアルミ
ナという材料。

歴代の便器などが展示さ
れている。

写真右／第１展示室の入
り口。TOTOの原点であ
る1914年開発の腰掛式水
洗便器（復元）などが展
示されている。左／その
ほかにも、かつてTOTO
が製造していた食器類な
ども展示。下／低層棟の
エントランスの吹抜け。

太陽光などから集熱する
ソーラーチムニー。100
の環境配慮のひとつ。

す
。
こ
の
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
で
暖
房
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
蓄
熱
材
に
衛
生
陶
器
の
破
片
を
再
利
用
し
た
り
、
中
庭
に
敷
く
玉

砂
利
と
し
て
、
ア
ル
ミ
ナ
と
い
う
陶
器
の
原
料
を
砕
く
た
め
の
素
材
を

再
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
T
O
T
O
ら
し
い
環
境
配
慮
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ア
ル
ミ
ナ
は
、
非
常
に
重
く
て
硬
い
素
材
で
す
か
ら
、
原

料
と
一
緒
に
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
料
を
砕
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
が
、
何
回
も
何
回
も
使
っ
て
い
る
と
、
ア
ル
ミ
ナ
自
体
も
次

第
に
小
さ
く
丸
く
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の

小
さ
な
丸
い
石
が
き
れ
い
な
ん
で
す
。
本
当
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
使

い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
3
年
く
ら
い
か
け
て
も
、
残
念
な
が
ら
1
階

の
中
庭
分
く
ら
い
し
か
貯
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た（
笑
）。

―
―
有
名
建
築
に
納
入
さ
れ
た
歴
史
的

な
水
ま
わ
り
商
品
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。

大
出
　
6
つ
の
事
例
を
展
示
し
て
い
ま

す
。古
い
順
に
い
う
と
、「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」（
1
9
2
9
）、「
国
会
議
事

堂
」（
36
）、「
旧
第
一
生
命
館
」（
38
）、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」（
64
）、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」（
68
）、そ
し
て「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」（
74
改

修
）
の
水
ま
わ
り
商
品
で
す
。

―
―
「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」「
国
会
議
事
堂
」「
旧
第
一
生
命
館
」
の
水
ま

わ
り
商
品
は
、
い
か
に
も
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
と
い
う
感
じ
で
す
。
1
9
3

0
年
代
前
後
に
は
、
す
で
に
水
洗
式
の
腰
掛
便
器
が
普
及
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
い
え
、
特
別
な
高
級
品
で
し
た
。
国
会
議
事
堂
の
大
便
器
の
ふ

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

は
、
か
な
り
変
わ
っ
た
形
状
を
し
た

建
築
で
す
が
、
ど
う
い
っ
た
コ
ン
セ

プ
ト
で
す
か
。

大
出
　
2
棟
あ
り
ま
す
が
、
正
面
左
手
の
湾
曲
し
た
建
物
の
デ
ザ
イ
ン

は
、
水
滴
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
す
。
T
O
T
O
は
、
水
洗
便
器
の

開
発
を
原
点
と
し
て
創
立
し
、
そ
れ
以
来
、
ほ
と
ん
ど
が
水
ま
わ
り
、

つ
ま
り
水
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
の
で
、「
水
滴
」
を
デ
ザ

イ
ン
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。
右
手
の
4
階
建
て
の
建
物
で
は
、「
緑

豊
か
な
大
地
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
こ
れ
か
ら

の
地
球
環
境
の
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
地
球
の
「
大
地
」
を
、
も
う
ひ
と
つ
の
デ
ザ
イ
ン
モ
チ
ー
フ

に
し
ま
し
た
。
全
体
と
し
て
は
、「
大
地
を
潤
す
水
」
と
い
う
こ
と
で
、

T
O
T
O
が
水
ま
わ
り
の
仕
事
を
通
し
て
、
地
球
の
豊
か
な
環
境
づ
く

り
に
貢
献
し
た
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共
有
し
、
梓
設
計
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
を
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
―
形
状
だ
け
で
な
く
、
環
境
を
配
慮
し
た
技
術
や
手
法
を
用
い
た
建

築
で
す
ね
。

大
出
　
創
立
1
0
0
周
年
の
記
念
事
業
で
す
か
ら
、
梓
設
計
さ
ん
の
提

案
も
あ
り
、
1
0
0
種
類
の
技
術
や
手
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
太
陽

光
発
電
や
高
気
密
高
断
熱
な
ど
の
一
般
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
特

殊
な
も
の
と
し
て
は
、
ガ
ラ
ス
の
塔
に
よ
っ
て
太
陽
光
か
ら
集
熱
し
た

暖
気
を
建
物
の
地
下
の
蓄
熱
槽
に
送
る
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
が
あ
り
ま

ち
を
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
当
時
の
国
会
議
員
が
便
器
の
上
に
乗
っ
て

用
を
足
し
て
い
た
の
で
、
便
器
に
靴
の
ビ
ス
の
傷
が
つ
い
て
い
る
ん
で

す
よ
。
国
会
議
員
の
先
生
で
す
ら
、
腰
掛
便
器
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
T
O
T
O
の
出
荷
台
数
を
見
る
限
り
、
腰
掛

便
器
の
数
が
和
風
便
器
を
上
ま
わ
る
の
は
、
意
外
と
最
近
で
し
て
、
77

年
な
ん
で
す
よ
。
高
度
経
済
成
長
期
以
前
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ト
イ
レ
が

和
風
、
と
い
う
状
況
で
し
た
。

―
―
水
洗
は
い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
関
東
大
震
災
後
に
復
興
支
援
の
た
め
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
で
つ
く
ら
れ
た
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
で
は
、
す
で
に
水
洗
ト
イ
レ
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
い
え
ば
六
本
木
ヒ
ル
ズ
の
よ
う
な
高
級

集
合
住
宅
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
そ
も
そ
も
水
洗
式
の

腰
掛
便
器
の
開
発
を
原
点
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
最
初
か
ら
水
洗
化
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
は
下
水
道
の
普
及
率
が
低
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
昔
は
非
水
洗
式
の
ト
イ
レ
が
一
般
的
で
し
た
。

―
―
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、

日
本
初
（
J
I
S
規
定
に
よ
る
）
の
も
の
だ
そ
う
で
す
ね
。

大
出
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
64
）

に
あ
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
す
る
た
め
に
、
た
い
へ
ん
短
い
工
期
で
の
実
現

が
求
め
ら
れ
た
建
築
で
す
。
通
常
で
は
3

年
近
く
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
た
規
模
を
、

1
年
5
カ
月
ほ
ど
で
実
現
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
た
め
、
浴
室
の
設
置
に
も
、
大
幅
な

工
期
短
縮
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で

開
発
さ
れ
た
の
が
、
プ
レ
ハ
ブ
の
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
で
し
た
。
そ
の
後
、
ユ
ニ

ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
ど
ん
ど
ん
普
及
し
て

い
き
ま
し
た
が
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

ニ
」
が
最
初
で
し
た
。
こ
の
最
初
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、
じ
つ

は
現
存
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
奇
し
く
も
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
の
誕
生
50
周
年
に
あ
た
る
昨
年
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー

タ
ニ
」
に
当
時
の
も
の
が
、
1
台
だ
け
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

ご
寄
贈
い
た
だ
き
展
示
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
も
、
日
本
初
の
超
高
層
ビ
ル
と
し

て
、
プ
レ
ハ
ブ
化
や
ユ
ニ
ッ
ト
化
の
建
設
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
水
ま
わ
り
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

大
出
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
の
と
き
に
、
壁
付
サ
ニ
タ
リ
ー
ユ
ニ

ッ
ト
と
い
う
最
先
端
の
技
術
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
衛
生
器
具
や
仕
上

げ
材
と
と
も
に
配
管
ま
で
も
壁
に
組
み
込
ん
だ
ユ
ニ
ッ
ト
で
、
施
工
性

が
高
く
、
工
期
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
で
す
。
住
宅
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
と
違
っ
て
、
一
般
の
方
は
あ

ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
高
層
ビ
ル
に
は
ふ

つ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
で
す
。
そ
れ
を
最
初
に
導
入
し
た
の
が
、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
す
。

―
―
60
年
代
、
超
高
層
ビ
ル
や
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
の
誕
生
な
ど
、
建
築
産

業
は
大
き
な
展
開
を
見
せ
ま
す
が
、
T
O
T
O
の
技
術
開
発
も
、
こ
の

頃
に
活
性
化
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
確
か
に
、
こ
の
時
代
に
新
し
い
も
の
が
次
々
と
開
発
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
で
は
、
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
で
す
。
水

栓
金
具
の
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー
や
、
洗
面
化
粧
台
な
ど
で
す
ね
。
高
度
経

済
成
長
の
な
か
で
住
宅
需
要
が
高
ま
り
、
多
く
の
商
品
が
世
に
出
て
い

き
ま
し
た
。
生
活
の
基
本
的
な
商
品
が
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
頃
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し

時
代
が
進
む
と
、
経
済
的
に
成
熟
し
、
シ
ス
テ
ム
キ

ッ
チ
ン
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
生
活
を
支

え
る
商
品
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
水
ま
わ

り
の
歴
史
は
、
人
間
の
社
会
や
生
活
の
歴
史
と
も
リ

ン
ク
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」
の
も
の
は
、
や
は
り
豪
華
そ
う
で
す
ね
。

大
出
　
こ
の
便
器
や
浴
槽
は
、
09
年
の
竣
工
当
時
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
も

の
で
は
な
く
、
74
年
の
改
修
の
際
に
納
め
た
、
比
較
的
最
近
の
も
の
で

す
。
東
宮
御
所
に
納
め
る
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
豪
華
に
金
を
あ
し

ら
う
な
ど
の
、
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
商
品
で
す
。
量
産
し
、
普
及
し
て
い

く
よ
う
な
も
の
以
外
に
も
、
こ
う
い
っ
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
も
の
も

つ
く
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

―
―
昨
年
8
月
に
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
、

し
ば
ら
く
た
ち
ま
す
が
、
来
館
者
の
声
は

い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
じ
つ
は
T
O
T
O
で
は
、
か
つ
て

食
器
も
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
食
器
の
展
示
は
人
気
が
あ
り
ま
す
。

衛
生
陶
器
の
メ
ー
カ
ー
が
食
器
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
と
驚
か
れ
る

方
も
多
い
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
陶
器
で
す
。
子
ど
も
の
頃
に
使
っ
て

い
た
食
器
を
見
て
喜
ば
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
T
O
T
O
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ラ
ー
で
あ
る
ブ
ル
ー
は
、
食
器
生
産
の
と
き
に
「
瑠

璃
色
」
と
し
て
得
意
と
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
T
O
T
O
の
歴
史

の
な
か
で
は
、
食
器
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
館
長
に
な
ら
れ
て
感
じ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

大
出
　
第
2
展
示
室
で
は
、
原
始
か
ら
現
代
ま
で
、
水
ま
わ
り
の
変
遷

を
展
示
し
て
い
る
の
で
す
が
、
来
館
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
立
ち
止
ま
っ

て
い
る
場
所
が
違
う
こ
と
に
、
最
近
気
が
つ
き
ま
し
た
。
年
配
の
方
は
、

20
〜
30
年
代
の
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
を
再
現
し
た
「
大
正
か
ら
昭
和
初
め
」

の
と
こ
ろ
、
中
年
の
方
は
「
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
」
の
と
こ
ろ
、
若

い
方
は
「
昭
和
か
ら
平
成
」
の
と
こ
ろ
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
も
し
か

し
た
ら
、
自
分
の
子
ど
も
の
頃
の
風
景
を
思
い
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
生
活
史
の
な
か
に
、
私
た
ち
の
商
品
が
息
づ
い

て
い
る
と
感
じ
、
誇
ら
し
く
、
ま
た
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
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史
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1F

す
。
こ
の
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
で
暖
房
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
蓄
熱
材
に
衛
生
陶
器
の
破
片
を
再
利
用
し
た
り
、
中
庭
に
敷
く
玉

砂
利
と
し
て
、
ア
ル
ミ
ナ
と
い
う
陶
器
の
原
料
を
砕
く
た
め
の
素
材
を

再
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
T
O
T
O
ら
し
い
環
境
配
慮
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ア
ル
ミ
ナ
は
、
非
常
に
重
く
て
硬
い
素
材
で
す
か
ら
、
原

料
と
一
緒
に
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
料
を
砕
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
が
、
何
回
も
何
回
も
使
っ
て
い
る
と
、
ア
ル
ミ
ナ
自
体
も
次

第
に
小
さ
く
丸
く
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の

小
さ
な
丸
い
石
が
き
れ
い
な
ん
で
す
。
本
当
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
使

い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
3
年
く
ら
い
か
け
て
も
、
残
念
な
が
ら
1
階

の
中
庭
分
く
ら
い
し
か
貯
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た（
笑
）。

―
―
有
名
建
築
に
納
入
さ
れ
た
歴
史
的

な
水
ま
わ
り
商
品
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。

大
出
　
6
つ
の
事
例
を
展
示
し
て
い
ま

す
。古
い
順
に
い
う
と
、「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」（
1
9
2
9
）、「
国
会
議
事

堂
」（
36
）、「
旧
第
一
生
命
館
」（
38
）、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」（
64
）、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」（
68
）、そ
し
て「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」（
74
改

修
）
の
水
ま
わ
り
商
品
で
す
。

―
―
「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」「
国
会
議
事
堂
」「
旧
第
一
生
命
館
」
の
水
ま

わ
り
商
品
は
、
い
か
に
も
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
と
い
う
感
じ
で
す
。
1
9
3

0
年
代
前
後
に
は
、
す
で
に
水
洗
式
の
腰
掛
便
器
が
普
及
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
い
え
、
特
別
な
高
級
品
で
し
た
。
国
会
議
事
堂
の
大
便
器
の
ふ

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

は
、
か
な
り
変
わ
っ
た
形
状
を
し
た

建
築
で
す
が
、
ど
う
い
っ
た
コ
ン
セ

プ
ト
で
す
か
。

大
出
　
2
棟
あ
り
ま
す
が
、
正
面
左
手
の
湾
曲
し
た
建
物
の
デ
ザ
イ
ン

は
、
水
滴
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
す
。
T
O
T
O
は
、
水
洗
便
器
の

開
発
を
原
点
と
し
て
創
立
し
、
そ
れ
以
来
、
ほ
と
ん
ど
が
水
ま
わ
り
、

つ
ま
り
水
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
の
で
、「
水
滴
」
を
デ
ザ

イ
ン
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。
右
手
の
4
階
建
て
の
建
物
で
は
、「
緑

豊
か
な
大
地
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
こ
れ
か
ら

の
地
球
環
境
の
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
地
球
の
「
大
地
」
を
、
も
う
ひ
と
つ
の
デ
ザ
イ
ン
モ
チ
ー
フ

に
し
ま
し
た
。
全
体
と
し
て
は
、「
大
地
を
潤
す
水
」
と
い
う
こ
と
で
、

T
O
T
O
が
水
ま
わ
り
の
仕
事
を
通
し
て
、
地
球
の
豊
か
な
環
境
づ
く

り
に
貢
献
し
た
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共
有
し
、
梓
設
計
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
を
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
―
形
状
だ
け
で
な
く
、
環
境
を
配
慮
し
た
技
術
や
手
法
を
用
い
た
建

築
で
す
ね
。

大
出
　
創
立
1
0
0
周
年
の
記
念
事
業
で
す
か
ら
、
梓
設
計
さ
ん
の
提

案
も
あ
り
、
1
0
0
種
類
の
技
術
や
手
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
太
陽

光
発
電
や
高
気
密
高
断
熱
な
ど
の
一
般
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
特

殊
な
も
の
と
し
て
は
、
ガ
ラ
ス
の
塔
に
よ
っ
て
太
陽
光
か
ら
集
熱
し
た

暖
気
を
建
物
の
地
下
の
蓄
熱
槽
に
送
る
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
が
あ
り
ま

ち
を
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
当
時
の
国
会
議
員
が
便
器
の
上
に
乗
っ
て

用
を
足
し
て
い
た
の
で
、
便
器
に
靴
の
ビ
ス
の
傷
が
つ
い
て
い
る
ん
で

す
よ
。
国
会
議
員
の
先
生
で
す
ら
、
腰
掛
便
器
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
T
O
T
O
の
出
荷
台
数
を
見
る
限
り
、
腰
掛

便
器
の
数
が
和
風
便
器
を
上
ま
わ
る
の
は
、
意
外
と
最
近
で
し
て
、
77

年
な
ん
で
す
よ
。
高
度
経
済
成
長
期
以
前
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ト
イ
レ
が

和
風
、
と
い
う
状
況
で
し
た
。

―
―
水
洗
は
い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
関
東
大
震
災
後
に
復
興
支
援
の
た
め
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
で
つ
く
ら
れ
た
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
で
は
、
す
で
に
水
洗
ト
イ
レ
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
い
え
ば
六
本
木
ヒ
ル
ズ
の
よ
う
な
高
級

集
合
住
宅
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
そ
も
そ
も
水
洗
式
の

腰
掛
便
器
の
開
発
を
原
点
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
最
初
か
ら
水
洗
化
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
は
下
水
道
の
普
及
率
が
低
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
昔
は
非
水
洗
式
の
ト
イ
レ
が
一
般
的
で
し
た
。

―
―
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、

日
本
初
（
J
I
S
規
定
に
よ
る
）
の
も
の
だ
そ
う
で
す
ね
。

大
出
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
64
）

に
あ
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
す
る
た
め
に
、
た
い
へ
ん
短
い
工
期
で
の
実
現

が
求
め
ら
れ
た
建
築
で
す
。
通
常
で
は
3

年
近
く
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
た
規
模
を
、

1
年
5
カ
月
ほ
ど
で
実
現
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
た
め
、
浴
室
の
設
置
に
も
、
大
幅
な

工
期
短
縮
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で

開
発
さ
れ
た
の
が
、
プ
レ
ハ
ブ
の
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
で
し
た
。
そ
の
後
、
ユ
ニ

ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
ど
ん
ど
ん
普
及
し
て

い
き
ま
し
た
が
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

ニ
」
が
最
初
で
し
た
。
こ
の
最
初
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、
じ
つ

は
現
存
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
奇
し
く
も
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
の
誕
生
50
周
年
に
あ
た
る
昨
年
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー

タ
ニ
」
に
当
時
の
も
の
が
、
1
台
だ
け
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

ご
寄
贈
い
た
だ
き
展
示
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
も
、
日
本
初
の
超
高
層
ビ
ル
と
し

て
、
プ
レ
ハ
ブ
化
や
ユ
ニ
ッ
ト
化
の
建
設
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
水
ま
わ
り
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

大
出
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
の
と
き
に
、
壁
付
サ
ニ
タ
リ
ー
ユ
ニ

ッ
ト
と
い
う
最
先
端
の
技
術
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
衛
生
器
具
や
仕
上

げ
材
と
と
も
に
配
管
ま
で
も
壁
に
組
み
込
ん
だ
ユ
ニ
ッ
ト
で
、
施
工
性

が
高
く
、
工
期
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
で
す
。
住
宅
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
と
違
っ
て
、
一
般
の
方
は
あ

ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
高
層
ビ
ル
に
は
ふ

つ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
で
す
。
そ
れ
を
最
初
に
導
入
し
た
の
が
、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
す
。

―
―
60
年
代
、
超
高
層
ビ
ル
や
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
の
誕
生
な
ど
、
建
築
産

業
は
大
き
な
展
開
を
見
せ
ま
す
が
、
T
O
T
O
の
技
術
開
発
も
、
こ
の

頃
に
活
性
化
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
確
か
に
、
こ
の
時
代
に
新
し
い
も
の
が
次
々
と
開
発
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
で
は
、
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
で
す
。
水

栓
金
具
の
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー
や
、
洗
面
化
粧
台
な
ど
で
す
ね
。
高
度
経

済
成
長
の
な
か
で
住
宅
需
要
が
高
ま
り
、
多
く
の
商
品
が
世
に
出
て
い

き
ま
し
た
。
生
活
の
基
本
的
な
商
品
が
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
頃
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し

時
代
が
進
む
と
、
経
済
的
に
成
熟
し
、
シ
ス
テ
ム
キ

ッ
チ
ン
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
生
活
を
支

え
る
商
品
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
水
ま
わ

り
の
歴
史
は
、
人
間
の
社
会
や
生
活
の
歴
史
と
も
リ

ン
ク
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」
の
も
の
は
、
や
は
り
豪
華
そ
う
で
す
ね
。

大
出
　
こ
の
便
器
や
浴
槽
は
、
09
年
の
竣
工
当
時
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
も

の
で
は
な
く
、
74
年
の
改
修
の
際
に
納
め
た
、
比
較
的
最
近
の
も
の
で

す
。
東
宮
御
所
に
納
め
る
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
豪
華
に
金
を
あ
し

ら
う
な
ど
の
、
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
商
品
で
す
。
量
産
し
、
普
及
し
て
い

く
よ
う
な
も
の
以
外
に
も
、
こ
う
い
っ
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
も
の
も

つ
く
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

―
―
昨
年
8
月
に
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
、

し
ば
ら
く
た
ち
ま
す
が
、
来
館
者
の
声
は

い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
じ
つ
は
T
O
T
O
で
は
、
か
つ
て

食
器
も
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
食
器
の
展
示
は
人
気
が
あ
り
ま
す
。

衛
生
陶
器
の
メ
ー
カ
ー
が
食
器
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
と
驚
か
れ
る

方
も
多
い
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
陶
器
で
す
。
子
ど
も
の
頃
に
使
っ
て

い
た
食
器
を
見
て
喜
ば
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
T
O
T
O
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ラ
ー
で
あ
る
ブ
ル
ー
は
、
食
器
生
産
の
と
き
に
「
瑠

璃
色
」
と
し
て
得
意
と
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
T
O
T
O
の
歴
史

の
な
か
で
は
、
食
器
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
館
長
に
な
ら
れ
て
感
じ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

大
出
　
第
2
展
示
室
で
は
、
原
始
か
ら
現
代
ま
で
、
水
ま
わ
り
の
変
遷

を
展
示
し
て
い
る
の
で
す
が
、
来
館
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
立
ち
止
ま
っ

て
い
る
場
所
が
違
う
こ
と
に
、
最
近
気
が
つ
き
ま
し
た
。
年
配
の
方
は
、

20
〜
30
年
代
の
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
を
再
現
し
た
「
大
正
か
ら
昭
和
初
め
」

の
と
こ
ろ
、
中
年
の
方
は
「
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
」
の
と
こ
ろ
、
若

い
方
は
「
昭
和
か
ら
平
成
」
の
と
こ
ろ
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
も
し
か

し
た
ら
、
自
分
の
子
ど
も
の
頃
の
風
景
を
思
い
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
生
活
史
の
な
か
に
、
私
た
ち
の
商
品
が
息
づ
い

て
い
る
と
感
じ
、
誇
ら
し
く
、
ま
た
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
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活
史
の
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に
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国会議事堂
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旧総理大臣官邸
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10：00～17：00（入館は16：30まで）
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ージアム館長。1966年東京都生まれ。90年武蔵工業大学（現東
京都市大学）工学部建築学科卒業後、東陶機器（現TOTO）入
社。トイレシステム事業部、文化推進部（TOTOギャラリー・間／
TOTO出版）を経て、2014年より現職。

日本初（JIS規定による）
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内部。基本的な構成はこ
の頃に完成していた。

外から見たユニットバス
ルーム。通常は壁の中で
見えない技術的な部分も
見ることができる。

水まわりの変遷を再現した第 2 展示室。

1F

す
。
こ
の
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
で
暖
房
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
蓄
熱
材
に
衛
生
陶
器
の
破
片
を
再
利
用
し
た
り
、
中
庭
に
敷
く
玉

砂
利
と
し
て
、
ア
ル
ミ
ナ
と
い
う
陶
器
の
原
料
を
砕
く
た
め
の
素
材
を

再
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
T
O
T
O
ら
し
い
環
境
配
慮
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ア
ル
ミ
ナ
は
、
非
常
に
重
く
て
硬
い
素
材
で
す
か
ら
、
原

料
と
一
緒
に
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
料
を
砕
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
が
、
何
回
も
何
回
も
使
っ
て
い
る
と
、
ア
ル
ミ
ナ
自
体
も
次

第
に
小
さ
く
丸
く
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の

小
さ
な
丸
い
石
が
き
れ
い
な
ん
で
す
。
本
当
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
使

い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
3
年
く
ら
い
か
け
て
も
、
残
念
な
が
ら
1
階

の
中
庭
分
く
ら
い
し
か
貯
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た（
笑
）。

―
―
有
名
建
築
に
納
入
さ
れ
た
歴
史
的

な
水
ま
わ
り
商
品
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。

大
出
　
6
つ
の
事
例
を
展
示
し
て
い
ま

す
。古
い
順
に
い
う
と
、「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」（
1
9
2
9
）、「
国
会
議
事

堂
」（
36
）、「
旧
第
一
生
命
館
」（
38
）、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」（
64
）、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」（
68
）、そ
し
て「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」（
74
改

修
）
の
水
ま
わ
り
商
品
で
す
。

―
―
「
旧
総
理
大
臣
官
邸
」「
国
会
議
事
堂
」「
旧
第
一
生
命
館
」
の
水
ま

わ
り
商
品
は
、
い
か
に
も
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
と
い
う
感
じ
で
す
。
1
9
3

0
年
代
前
後
に
は
、
す
で
に
水
洗
式
の
腰
掛
便
器
が
普
及
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
い
え
、
特
別
な
高
級
品
で
し
た
。
国
会
議
事
堂
の
大
便
器
の
ふ

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

は
、
か
な
り
変
わ
っ
た
形
状
を
し
た

建
築
で
す
が
、
ど
う
い
っ
た
コ
ン
セ

プ
ト
で
す
か
。

大
出
　
2
棟
あ
り
ま
す
が
、
正
面
左
手
の
湾
曲
し
た
建
物
の
デ
ザ
イ
ン

は
、
水
滴
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
す
。
T
O
T
O
は
、
水
洗
便
器
の

開
発
を
原
点
と
し
て
創
立
し
、
そ
れ
以
来
、
ほ
と
ん
ど
が
水
ま
わ
り
、

つ
ま
り
水
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
の
で
、「
水
滴
」
を
デ
ザ

イ
ン
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。
右
手
の
4
階
建
て
の
建
物
で
は
、「
緑

豊
か
な
大
地
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
こ
れ
か
ら

の
地
球
環
境
の
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
地
球
の
「
大
地
」
を
、
も
う
ひ
と
つ
の
デ
ザ
イ
ン
モ
チ
ー
フ

に
し
ま
し
た
。
全
体
と
し
て
は
、「
大
地
を
潤
す
水
」
と
い
う
こ
と
で
、

T
O
T
O
が
水
ま
わ
り
の
仕
事
を
通
し
て
、
地
球
の
豊
か
な
環
境
づ
く

り
に
貢
献
し
た
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共
有
し
、
梓
設
計
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
を
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
―
形
状
だ
け
で
な
く
、
環
境
を
配
慮
し
た
技
術
や
手
法
を
用
い
た
建

築
で
す
ね
。

大
出
　
創
立
1
0
0
周
年
の
記
念
事
業
で
す
か
ら
、
梓
設
計
さ
ん
の
提

案
も
あ
り
、
1
0
0
種
類
の
技
術
や
手
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
太
陽

光
発
電
や
高
気
密
高
断
熱
な
ど
の
一
般
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
特

殊
な
も
の
と
し
て
は
、
ガ
ラ
ス
の
塔
に
よ
っ
て
太
陽
光
か
ら
集
熱
し
た

暖
気
を
建
物
の
地
下
の
蓄
熱
槽
に
送
る
ソ
ー
ラ
ー
チ
ム
ニ
ー
が
あ
り
ま

ち
を
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
当
時
の
国
会
議
員
が
便
器
の
上
に
乗
っ
て

用
を
足
し
て
い
た
の
で
、
便
器
に
靴
の
ビ
ス
の
傷
が
つ
い
て
い
る
ん
で

す
よ
。
国
会
議
員
の
先
生
で
す
ら
、
腰
掛
便
器
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
T
O
T
O
の
出
荷
台
数
を
見
る
限
り
、
腰
掛

便
器
の
数
が
和
風
便
器
を
上
ま
わ
る
の
は
、
意
外
と
最
近
で
し
て
、
77

年
な
ん
で
す
よ
。
高
度
経
済
成
長
期
以
前
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ト
イ
レ
が

和
風
、
と
い
う
状
況
で
し
た
。

―
―
水
洗
は
い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
関
東
大
震
災
後
に
復
興
支
援
の
た
め
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
で
つ
く
ら
れ
た
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
で
は
、
す
で
に
水
洗
ト
イ
レ
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
い
え
ば
六
本
木
ヒ
ル
ズ
の
よ
う
な
高
級

集
合
住
宅
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
T
O
T
O
は
、
そ
も
そ
も
水
洗
式
の

腰
掛
便
器
の
開
発
を
原
点
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
最
初
か
ら
水
洗
化
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
は
下
水
道
の
普
及
率
が
低
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
昔
は
非
水
洗
式
の
ト
イ
レ
が
一
般
的
で
し
た
。

―
―
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、

日
本
初
（
J
I
S
規
定
に
よ
る
）
の
も
の
だ
そ
う
で
す
ね
。

大
出
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
」
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
64
）

に
あ
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
す
る
た
め
に
、
た
い
へ
ん
短
い
工
期
で
の
実
現

が
求
め
ら
れ
た
建
築
で
す
。
通
常
で
は
3

年
近
く
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
た
規
模
を
、

1
年
5
カ
月
ほ
ど
で
実
現
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
た
め
、
浴
室
の
設
置
に
も
、
大
幅
な

工
期
短
縮
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で

開
発
さ
れ
た
の
が
、
プ
レ
ハ
ブ
の
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
で
し
た
。
そ
の
後
、
ユ
ニ

ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
ど
ん
ど
ん
普
及
し
て

い
き
ま
し
た
が
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

ニ
」
が
最
初
で
し
た
。
こ
の
最
初
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
は
、
じ
つ

は
現
存
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
奇
し
く
も
ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
ル
ー
ム
の
誕
生
50
周
年
に
あ
た
る
昨
年
、「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー

タ
ニ
」
に
当
時
の
も
の
が
、
1
台
だ
け
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

ご
寄
贈
い
た
だ
き
展
示
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
も
、
日
本
初
の
超
高
層
ビ
ル
と
し

て
、
プ
レ
ハ
ブ
化
や
ユ
ニ
ッ
ト
化
の
建
設
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
水
ま
わ
り
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

大
出
「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
の
と
き
に
、
壁
付
サ
ニ
タ
リ
ー
ユ
ニ

ッ
ト
と
い
う
最
先
端
の
技
術
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
衛
生
器
具
や
仕
上

げ
材
と
と
も
に
配
管
ま
で
も
壁
に
組
み
込
ん
だ
ユ
ニ
ッ
ト
で
、
施
工
性

が
高
く
、
工
期
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
で
す
。
住
宅
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
ル
ー
ム
と
違
っ
て
、
一
般
の
方
は
あ

ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
高
層
ビ
ル
に
は
ふ

つ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
で
す
。
そ
れ
を
最
初
に
導
入
し
た
の
が
、

「
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
で
す
。

―
―
60
年
代
、
超
高
層
ビ
ル
や
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
の
誕
生
な
ど
、
建
築
産

業
は
大
き
な
展
開
を
見
せ
ま
す
が
、
T
O
T
O
の
技
術
開
発
も
、
こ
の

頃
に
活
性
化
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
出
　
確
か
に
、
こ
の
時
代
に
新
し
い
も
の
が
次
々
と
開
発
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
で
は
、
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
で
す
。
水

栓
金
具
の
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー
や
、
洗
面
化
粧
台
な
ど
で
す
ね
。
高
度
経

済
成
長
の
な
か
で
住
宅
需
要
が
高
ま
り
、
多
く
の
商
品
が
世
に
出
て
い

き
ま
し
た
。
生
活
の
基
本
的
な
商
品
が
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
頃
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し

時
代
が
進
む
と
、
経
済
的
に
成
熟
し
、
シ
ス
テ
ム
キ

ッ
チ
ン
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
生
活
を
支

え
る
商
品
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
水
ま
わ

り
の
歴
史
は
、
人
間
の
社
会
や
生
活
の
歴
史
と
も
リ

ン
ク
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
」
の
も
の
は
、
や
は
り
豪
華
そ
う
で
す
ね
。

大
出
　
こ
の
便
器
や
浴
槽
は
、
09
年
の
竣
工
当
時
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
も

の
で
は
な
く
、
74
年
の
改
修
の
際
に
納
め
た
、
比
較
的
最
近
の
も
の
で

す
。
東
宮
御
所
に
納
め
る
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
豪
華
に
金
を
あ
し

ら
う
な
ど
の
、
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
商
品
で
す
。
量
産
し
、
普
及
し
て
い

く
よ
う
な
も
の
以
外
に
も
、
こ
う
い
っ
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
も
の
も

つ
く
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

―
―
昨
年
8
月
に
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
、

し
ば
ら
く
た
ち
ま
す
が
、
来
館
者
の
声
は

い
か
が
で
す
か
。

大
出
　
じ
つ
は
T
O
T
O
で
は
、
か
つ
て

食
器
も
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
食
器
の
展
示
は
人
気
が
あ
り
ま
す
。

衛
生
陶
器
の
メ
ー
カ
ー
が
食
器
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
と
驚
か
れ
る

方
も
多
い
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
陶
器
で
す
。
子
ど
も
の
頃
に
使
っ
て

い
た
食
器
を
見
て
喜
ば
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
T
O
T
O
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ラ
ー
で
あ
る
ブ
ル
ー
は
、
食
器
生
産
の
と
き
に
「
瑠

璃
色
」
と
し
て
得
意
と
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
T
O
T
O
の
歴
史

の
な
か
で
は
、
食
器
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

―
―
「
T
O
T
O
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
館
長
に
な
ら
れ
て
感
じ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

大
出
　
第
2
展
示
室
で
は
、
原
始
か
ら
現
代
ま
で
、
水
ま
わ
り
の
変
遷

を
展
示
し
て
い
る
の
で
す
が
、
来
館
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
立
ち
止
ま
っ

て
い
る
場
所
が
違
う
こ
と
に
、
最
近
気
が
つ
き
ま
し
た
。
年
配
の
方
は
、

20
〜
30
年
代
の
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
を
再
現
し
た
「
大
正
か
ら
昭
和
初
め
」

の
と
こ
ろ
、
中
年
の
方
は
「
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
」
の
と
こ
ろ
、
若

い
方
は
「
昭
和
か
ら
平
成
」
の
と
こ
ろ
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
も
し
か

し
た
ら
、
自
分
の
子
ど
も
の
頃
の
風
景
を
思
い
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
生
活
史
の
な
か
に
、
私
た
ち
の
商
品
が
息
づ
い

て
い
る
と
感
じ
、
誇
ら
し
く
、
ま
た
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
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HGM13806　価格 98,000円（税別）

時代に流されることなく、常にモダニスト
として走り続ける建築家・岸 和郎の作
品集。デビュー作「京都芸術短期大学
高原校舎」から海外で進行中のビッグ
プロジェクトまで、厳選39作品を美しい
写真や図面、スケッチにより紹介。巻頭
では「岸 和郎をつくった14の出来事」と
題し、30年以上にわたる活動のなかで、
折に触れ立ち戻るという14の建築作品
を通して得た体験を、自らの言葉で綴る。
巻末には、氏の作品を西欧と日本双方

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 2016 New Year

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。 N e w s  F i l e

TOTO乃木坂ビル

六本木通り

● 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2016年4月上旬発行の予定です。

TOTOの小物部品包装用ダンボール
箱『“感嘆”開閉BOX「PON-PA」』が、
公益社団法人日本包装技術協会が主
催する「2015日本パッケージングコンテ
スト」において、最高位の「ジャパンスタ
ー賞 経済産業大臣賞」を受賞しました。

『WARO KISHI 岸 和郎の建築』

TOTOの最新情報

TOTO News 1

「Dow Jones
Sustainability
Indices（DJSI）World」に
5年連続で選定されました

TOTO News 4

「生体医工学
シンポジウム」で
「ベストリサーチ
アワード」受賞

ドイツの水栓メーカー・ハンスグローエ社
と日本の浄水器メーカー・メイスイ社の
共同開発により実現した、浄水器兼用
キッチン水栓「TALIS VARIARC」シリ
ーズを発売いたしました。1本の水栓で、
飲料や料理に使う浄水と水道水を、簡
単に使い分けることができます。左側の
ハンドルで浄水、右側で水道水をそれ
ぞれ吐水。デザインにも健康にも気を配
りたい方へおすすめの商品です。

当商品を掲載した「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

海外のデザイン性と
日本の機能性が融合した、
浄水器兼用キッチン水栓

「TALIS VARIARC」

DJSIとは、米国のS&Pダウ・ジョーンズ
社と、スイスの社会的責任投資に関す
る調査専門会社ロベコSAM社が提携
して開発した指標で、「経済」「環境」
「社会」の3つの側面から企業を分析し、
持続可能性（サステナビリティ）にすぐれ
た上位約10％の企業が「DJSI World」
に選定されます。対象銘柄は毎年9月に
見直され、2015年度は世界の大手企
業約2,500社のなかから317社が選ば
れ、日本企業からはTOTOを含む20社
が選ばれました。　
TOTOは創業以来「水」にかかわる事
業を展開してきた企業として、水まわり
から地球環境に貢献することで “真に
持続可能な社会” を目指して参ります。

TOTO News 3

「おりひめトイレ」が
第1回「日本トイレ大賞」で

「女性活躍担当大臣・男女共同参画担当大臣賞」受賞

TOTOは「脳ト
レ」で有名な川
島 隆 太 教 授

（東北大学）と、
TOTOのシス
テムバスルーム

「SYNLA」を
題材に共同研
究を行い、入浴

（浴槽形状と入浴姿勢、照明）がヒトに
与える影響を脳科学と生体工学の視
点から解き明かしました。その成果が認
められ、医学と工学の領域を融合した日
本最大の学術団体である日本生体医
工学会より「ベストリサーチアワード」を
受賞しました。TOTOのバスルームは、
心身ともに“やすらげる”ことを世界で初
めて示し、評価されました。

TOTO News 2

2015日本
パッケージングコンテストで

「ジャパンスター賞
経済産業大臣賞」受賞

積水ハウスとTOTOが開発した移動式
仮設トイレ「おりひめトイレ」が、「日本トイ
レ大賞」（主催：内閣官房）において「女
性活躍担当大臣・男女共同参画担当
大臣賞」を共同受賞しました。「おりひめ
トイレ」は、従来の仮設トイレへの不満を
解消すべく女性の視点で開発されまし
た。ウォシュレット付きの水洗トイレやベビ
ーチェアの導入、荷物置きの確保といっ
た心配りが随所に取り入れられていま
す。

セラのお知らせ
www.toto.co.jp/publishing

TOTO出版のお知らせ

「PON-PA」は、粘着テープやカッターナ
イフが不要で、ワンタッチで開閉ができ
る画期的なダンボール箱です。「TOTO
グローバル環境ビジョン」のもと、包装に
おいても環境貢献に積極的に取り組ん
でいます。

Book

● 著者／岸 和郎
● 定価／4,300円+税
● 体裁／B5判変形（190mm×250mm）、
並製、392ページ、和英併記
● 発行／2016年1月27日

の文脈から位置付けた京都大学名誉
教授・髙橋康夫氏による論文も掲載。歴
史都市・京都に自らのアイデンティティを
定めるに至った氏の活動の全容を、多
角的に見つめ直すことができる1冊。

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。

Present!

開封時梱包時

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

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

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

6263



HGM13806　価格 98,000円（税別）
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高原校舎」から海外で進行中のビッグ
プロジェクトまで、厳選39作品を美しい
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共同開発により実現した、浄水器兼用
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「女性活躍担当大臣・男女共同参画担当大臣賞」受賞
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レ」で有名な川
島 隆 太 教 授

（東北大学）と、
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テムバスルーム

「SYNLA」を
題材に共同研
究を行い、入浴

（浴槽形状と入浴姿勢、照明）がヒトに
与える影響を脳科学と生体工学の視
点から解き明かしました。その成果が認
められ、医学と工学の領域を融合した日
本最大の学術団体である日本生体医
工学会より「ベストリサーチアワード」を
受賞しました。TOTOのバスルームは、
心身ともに“やすらげる”ことを世界で初
めて示し、評価されました。

TOTO News 2

2015日本
パッケージングコンテストで

「ジャパンスター賞
経済産業大臣賞」受賞

積水ハウスとTOTOが開発した移動式
仮設トイレ「おりひめトイレ」が、「日本トイ
レ大賞」（主催：内閣官房）において「女
性活躍担当大臣・男女共同参画担当
大臣賞」を共同受賞しました。「おりひめ
トイレ」は、従来の仮設トイレへの不満を
解消すべく女性の視点で開発されまし
た。ウォシュレット付きの水洗トイレやベビ
ーチェアの導入、荷物置きの確保といっ
た心配りが随所に取り入れられていま
す。

セラのお知らせ
www.toto.co.jp/publishing

TOTO出版のお知らせ

「PON-PA」は、粘着テープやカッターナ
イフが不要で、ワンタッチで開閉ができ
る画期的なダンボール箱です。「TOTO
グローバル環境ビジョン」のもと、包装に
おいても環境貢献に積極的に取り組ん
でいます。

Book

● 著者／岸 和郎
● 定価／4,300円+税
● 体裁／B5判変形（190mm×250mm）、
並製、392ページ、和英併記
● 発行／2016年1月27日

の文脈から位置付けた京都大学名誉
教授・髙橋康夫氏による論文も掲載。歴
史都市・京都に自らのアイデンティティを
定めるに至った氏の活動の全容を、多
角的に見つめ直すことができる1冊。

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。

Present!

開封時梱包時

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

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

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
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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。




