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1974年に竣工した建築家・谷口吉郎氏の名建築、
迎賓館赤坂離宮・和風別館「游心亭」。

2019年、その忠実な再現が、
谷口吉生氏設計の「金沢建築館」の中に完成した。

施工を担ったのは、どちらも水澤工務店。創業から105年。
数々の名建築を、大工技術で支えてきた彼らの技術は、

いかに継承されてきたのだろうか。
聞き手・まとめ／伊藤公文　写真／川辺明伸

谷 口 建 築 設 計 研 究 所
「谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館 游心亭」
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動画をご覧
 いただけます。

「谷口吉郎・吉生記念 
金沢建築館」に再現され
た「游心亭」の広間。施
工を担当した水澤工務
店の４人。
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│
│
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
・
和
風
別
館
「
游
心
亭
」

（
以
下
、和
風
別
館
）
の
広
間
・
茶
室
の
施
工
は
、

そ
れ
ま
で
の
民
間
工
事
で
は
な
く
、
水
澤
工
務
店

に
と
っ
て
稀
な
公
共
工
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

代
表
・
水
澤
孝
彦

　創
業
者
で
あ
る
先
々
代
の
水

澤
文
次
郎
が
社
長
を
務
め
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
初
め
て
の
公
共
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
特
別

に
重
要
な
施
設
で
し
た
か
ら
、
強
い
緊
張
感
に
包

ま
れ
て
仕
事
が
な
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
、
谷
口
先
生
の
仕
事
は
「
山
種
美
術

館
」（
1
9
6
6
）
や
「
出
光
美
術
館
」（
66
）
の
内

装
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、

一
連
の
対
応
や
出
来
ば
え
に
対
す
る
信
頼
が
和
風

別
館
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
と
推
量
し
ま
す
。

│
│
今
回
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
忠
実
な
再

現（
以
下
「
写
し
」）
の
施
工
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
・
雨
宮
敏
夫

　公
共
工
事
で
す
か
ら
特
命
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
1
0
年
か
ら
資
料
作
成

な
ど
の
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状

の
調
査
、
実
測
な
ど
で
す
。
そ
こ
か
ら
足
掛
け
9

年
、
長
い
道
の
り
で
し
た
。

│
│
谷
口
吉
生
氏
の
意
気
込
み
は
大
変
な
も
の
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

水
澤

　お
じ
い
さ
ま
が
九
谷
焼
の
窯
元
で
、
戦
時

中
は
こ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
経
験
を
お
も
ち
で
、

お
そ
ら
く
お
父
さ
ま
と
の
約
束
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
私
た
ち
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

│
│
当
時
の
図
面
は
残
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

す
が
、
扱
う
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　一
般
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
そ
う
で
、
大
工

を
は
じ
め
急
速
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

た
ち
の
周
囲
で
は
や
や
事
情
は
よ
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
今
回
の
仕
事
で
い
え
ば
、
各
職
方
そ
れ
ぞ

れ
に
後
継
を
得
て
、
脈
々
と
つ
づ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
広
間
。
床
の
間
の
地
板
の

漆
仕
上
げ
は
、
和
風
別
館
を
手
が
け
た
同
一
人
が

今
回
も
手
が
け
て
い
て
見
事
な
仕
上
が
り
で
す
が
、

そ
こ
で
は
20
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
性
が
職
人
と
し
て

志
を
も
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。

雨
宮
　
襖
と
屛
風
の
表
は
同
じ
椿
の
図
柄
の
金
襴
、

銀
襴
の
織
り
で
す
が
、
工
場
に
サ
ン
プ
ル
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
当
時
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
次
の
間
の
照
明
器
具
に
し
て
も
同
様
で
、
技

量
の
継
承
は
途
切
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
職
人
は
技
量
を
習
得
す
る
た
め
の
修
業
期
間

を
要
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
若
者
が
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　私
自
身
は
知
り
合
い
の
建
具
職
人
が
水
澤

の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
の
紹
介
で
入

り
ま
し
た
が
、
今
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
そ
の

ほ
か
の
情
報
か
ら
水
澤
工
務
店
に
あ
こ
が
れ
を
抱

い
て
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
み
な
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
く
て
、
長
く
続
き
ま
す
。

│
│
修
業
と
い
う
か
研
鑽
の
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
で

す
か
。

壺
屋

　鉋
が
け
に
し
て
も
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
と

い
い
ま
す
か
ら
、
10
年
で
一
区
切
り
。
一
通
り
こ

な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
あ
と
10
年
、
計
20
年

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

│
│
鉋
が
け
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
。

壺
屋

　杉
の
表
側
の
白
い
と
こ
ろ
、
白
太
と
い
い

ま
す
が
、
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
一
人

前
で
す
ね
。
砥
石
、
台
の
調
整
（
台
な
ら
し
）
な

ど
す
べ
て
が
揃
わ
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

水
澤

　手
が
け
る
仕
事
は
種
類
も
要
求
も
違
う
。

そ
の
つ
ど
挑
戦
す
る
気
持
ち
で
い
る
う
ち
に
技
量

が
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

研
鑽
に
終
わ
り
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
と

い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　20
年
は
長
い
よ
う
で
す
が
、
過
ぎ
て
み
る

と
あ
っ
と
い
う
間
。
私
も
つ
い
こ
の
前
ま
で
10
代

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
気
が
つ
く
と
70
代（
笑
）。

内
野

　伊
勢
神
宮
の
遷
宮
が
20
年
ご
と
、
山
口
の

錦
帯
橋
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
構
築

物
の
耐
久
年
数
よ
り
は
る
か
に
短
い
期
間
で
改
築
、

新
設
が
行
わ
れ
る
の
は
、
技
量
の
継
承
と
い
う
点

か
ら
合
理
的
な
年
数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
技
量
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

水
澤
「
仕
事
は
盗
ん
で
覚
え
ろ
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
と
お
り
に
し
て
い

た
棟
梁
も
い
た
よ
う
で
す
。
水
澤
工
務
店
で
は
、

大
工
24
人
を
5
班
に
分
け
て
、
班
ご
と
に
棟
梁
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
昼
休
み
に
は
、
作
業
中
の
木

の
仕
口
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
て
隠
し
て
し
ま
う

（
笑
）。
子
方
は
す
ば
や
く
手
ぬ
ぐ
い
を
持
ち
上
げ

て
覚
え
る
。
い
じ
わ
る
と
い
う
よ
り
、
知
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
高
め
る
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
今
は
違
い
ま
す
。

壺
屋

　私
は
親
方
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
叱
ら
れ
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
も
叱
り
ま
せ
ん
。

水
澤

　棟
梁
、
叱
ら
な
い
で
仕
事
を
進
め
る
秘
訣

を
教
え
て
く
だ
さ
い
よ（
笑
）。

│
│
技
量
う
ん
ぬ
ん
は
仕
事
あ
っ
て
の
こ
と
。
数

寄
屋
の
需
要
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　10
年
ほ
ど
前
は
、
あ
る
い
は
遠
か
ら
ず
途

絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
、
若
い
人
た
ち
の
日

本
の
美
意
識
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
り
、

海
外
の
人
た
ち
を
も
て
な
す
場
と
し
て
和
風
が
好

ま
れ
る
な
ど
、
風
向
き
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
状
で
危
惧
し
て
い
る
の
は
数
寄
屋
の
設
計
者

が
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
、
水
澤
の
設
計
室

に
は
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
吉
田
五
十
八
先
生
の

薫
陶
を
受
け
た
板
垣
元
彬
先
生
の
事
務
所
に
い
た

方
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
後
継
の
育
成
に
あ
た
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

│
│
雨
宮
さ
ん
は
今
回
の
仕
事
の
全
過
程
に
た
ず

さ
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
大
事
に
さ
れ
た
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
。

雨
宮
「
写
し
」
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
雰
囲

気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
寸
法
、
材
料
、

工
法
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雰
囲
気
が
再
現
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
幸
い
、

竣
工
し
た
と
き
、
先
生
か
ら
合
格
点
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

水
澤

　以
前
、
吉
田
五
十
八
先
生
設
計
の
小
住
宅

を
老
朽
化
に
伴
い
解
体
復
元
し
ま
し
た
が
、
現
場

に
は
先
生
を
熟
知
し
て
い
た
元
現
場
員
が
た
ず
さ

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
写
し
」
と
同
程
度
に
難

し
く
、
風
合
い
に
違
い
が
出
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
和
風
の
「
写
し
」
は
難
し
く
、
奥
が

深
い
で
す
。
今
回
の
「
写
し
」
に
し
て
も
、
多
く

の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
批
評
・
感
想
を
寄
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
同
、
そ
れ
を
は
げ
み
と
し

て
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

迎
賓
館

赤
坂
離
宮
か
ら

金
沢
建
築
館
への

「
写
し
」

い
状
況
が
進
ん
で
い
ま
す
。
柱
、
鴨
居
、
廻
り
縁

な
ど
赤
松
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
赤
松
の

材
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
節
の
な
い
良
材
は
入
手

が
き
わ
め
て
難
し
い
。
今
回
の
仕
事
で
は
、
私
自

身
、
岐
阜
の
山
中
に
分
け
入
っ
た
り
し
て
、
可
能

な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
木
材
を
求
め
る
よ
う

努
力
し
ま
し
た
。

内
野

　茶
室
の
柱
は
す
べ
て
北
山
杉
の
面
皮
で
す

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
床
柱
だ
け
わ
ず
か
に
絞
り

が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
絞
り
の
具
合
が
微
妙
で

適
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
現
地
の
材
木
屋
に
出
向
き
、

直
接
目
で
確
か
め
て
最
良
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

水
澤

　目
が
す
っ
き
り
通
っ
て
い
る
材
と
か
長
い

材
は
入
手
が
本
当
に
困
難
で
す
。
き
び
し
い
自
然

環
境
の
も
と
で
育
ち
、
枝
打
ち
な
ど
の
管
理
が
行

き
届
い
て
い
る
木
か
ら
目
が
細
か
く
て
節
の
な
い
、

数
寄
屋
に
適
し
た
材
が
得
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
状
態
が
保
た
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
・
壺
屋
健
二

　広
間
の
広
縁
側
の
柱
の
ス
パ

ン
は
7
・
5
m

あ
っ
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
そ

の
長
押
・
鴨
居

の
表
面
材
は
一

枚
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
う
は

い
か
ず
、
や
む

な
く
途
中
で
継

倉
庫
に
眠
って
い
た

オ
リ
ジ
ナ
ル
の

材
料
を
発
見

雨
宮

　設
計
図
や
施
工
図
な
ど
は
、
水
澤
工
務
店

で
保
管
し
完
全
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

現
場
は
生
き
物
で
変
更
は
あ
り
ま
す
し
、
大
工
は

図
面
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
も
原
寸
を
自
ら

描
い
て
細
部
を
決
め
て
施
工
し
ま
す
か
ら
、
図
面

か
ら
仕
上
が
り
の
状
態
の
隅
々
を
確
認
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
場
監
督
・
内
野
桂
太

　と
く
に
納
ま
り
を
検
討

す
る
段
に
な
る
と
、
図
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、
和
風
別
館
に
何
度
も
足
を

運
び
ま
し
た
。
広
間
の
大
ス
パ
ン
の
長
押
・
鴨
居

と
柱
の
精
巧
な
納
ま
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
見

え
が
か
り
よ
り
は
、
形
状
を
可
能
に
し
て
い
る
仕

組
み
と
か
裏
側
の
工
夫
で
す
ね
。
実
物
に
教
え
ら

れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

│
│
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
の
が
基
本
だ
っ
た
と
し

て
も
条
件
は
違
い
、
対
応
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
し
ま
す
が
。

水
澤

　こ
こ
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
時
代
に
和

風
の
建
築
や
空
間
を
つ
く
る
際
に
は
、
消
防
法
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
す
。
和
風
の
設
え
と
消
防
法
が
定
め
る
不
燃
、

準
不
燃
な
ど
の
決
ま
り
は
な
じ
み
に
く
い
。
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
す
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
ま
り
、
昨
日
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
今
日

は
で
き
な
い
こ
と
が
間
々
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
対

応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、今
回
の「
写

し
」
で
も
数
々
の
工
夫
を
要
し
ま
し
た
。

内
野

　た
と
え
ば
、
茶
室
の
天
井
の
桐
の
網
代
は

不
燃
の
認
定
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
使
え

ま
せ
ん
が
、
寸
法
が
微
妙
に
合
わ
な
く
て
、
つ
な

ぎ
目
の
と
こ
ろ
で
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
空
調

設
備
が
昔
と
今
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
今
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
に
は
高
度
な
空
調
設
備
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
仕
上
が
り
の
姿
に
障
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
設
計
側
と
施
工
側
で

綿
密
に
検
討
を
し
ま
し
た
。

│
│
材
料
の
点
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

雨
宮

　和
風
別
館
の
施
工
か
ら
40
年
以
上
た
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
と

く
に
木
材
に
つ
い
て
は
そ
う
で
、
良
材
が
得
が
た

い
で
い
ま
す
が
、
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

雨
宮

　そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
木
材
は
、
水
澤
の

倉
庫
に
当
時
余
分
に
確
保
し
て
い
た
も
の
が
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広

縁
と
広
間
の
あ
い
だ
の
式
台
の
楠
材
、
襖
や
屛
風

の
枠
の
ケ
ン
ポ
ナ
シ
材
、
茶
室
の
地
板
の
や
に
松

が
そ
う
で
す
。

│
│
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
ね
。

水
澤

　水
澤
の
倉
庫
は
玉
手
箱
だ
と
谷
口
先
生
か

ら
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。
も
う
こ
れ
以
上
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
。

│
│
「
写
し
」
に
あ
た
っ
て
設
計
上
で
変
更
点
は

あ
り
ま
し
た
か
。

水
澤

　広
間
の
天
井
に
L
E
D
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
設
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
を
照
ら
す
よ
う
に
し
た

こ
と
で
す
。
昔
に
比
べ
る
と
室
内
環
境
が
明
る
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
明
る
さ
で
な
い

と
料
理
が
は
な
や
か
に
見
え
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
で
し
ょ
う
。

内
野

　変
更
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

和
風
別
館
と
異
な
る
の
は
、
扉
ひ
と
つ
で
モ
ダ
ン

な
空
間
と
仕
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
谷
口
先
生
は
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
の
デ

ザ
イ
ン
、
納
ま
り
に
注
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
壺

屋
棟
梁
が
何
度
も
原
寸
を
描
き
直
し
て
今
の
姿
に

な
り
ま
し
た
。

│
│
材
料
が
得
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

広間床脇の違い棚。地
板は欅、棚板は桐。２枚
の棚板を直径13㎜の竹
の吊り木で支えている。こ
の繊細な納まりを実現す
るため、仮設の架構で棚
板を支えながら施工を行
った。見えない工夫が繊
細なディテールを可能に
している。

図
面
で
は
わ
か
ら
な
い

納
ま
り
を
検
討
す
る
た
め
、

迎
賓
館
赤
坂
離
宮
に

何
度
も
通
い
ま
し
た
。

広間より水盤を見る。緑
の向こうは犀川。天気の
よい日には水盤に反射し
た光が天井で揺らぐ。

44畳の広間。中央の掘こ
たつ式のテーブルは、床
下に収納することで、一
面を畳敷きとして利用す
ることもできる。
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│
│
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
・
和
風
別
館
「
游
心
亭
」

（
以
下
、和
風
別
館
）
の
広
間
・
茶
室
の
施
工
は
、

そ
れ
ま
で
の
民
間
工
事
で
は
な
く
、
水
澤
工
務
店

に
と
っ
て
稀
な
公
共
工
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

代
表
・
水
澤
孝
彦

　創
業
者
で
あ
る
先
々
代
の
水

澤
文
次
郎
が
社
長
を
務
め
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
初
め
て
の
公
共
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
特
別

に
重
要
な
施
設
で
し
た
か
ら
、
強
い
緊
張
感
に
包

ま
れ
て
仕
事
が
な
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
、
谷
口
先
生
の
仕
事
は
「
山
種
美
術

館
」（
1
9
6
6
）
や
「
出
光
美
術
館
」（
66
）
の
内

装
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、

一
連
の
対
応
や
出
来
ば
え
に
対
す
る
信
頼
が
和
風

別
館
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
と
推
量
し
ま
す
。

│
│
今
回
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
忠
実
な
再

現（
以
下
「
写
し
」）
の
施
工
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
・
雨
宮
敏
夫

　公
共
工
事
で
す
か
ら
特
命
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
1
0
年
か
ら
資
料
作
成

な
ど
の
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状

の
調
査
、
実
測
な
ど
で
す
。
そ
こ
か
ら
足
掛
け
9

年
、
長
い
道
の
り
で
し
た
。

│
│
谷
口
吉
生
氏
の
意
気
込
み
は
大
変
な
も
の
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

水
澤

　お
じ
い
さ
ま
が
九
谷
焼
の
窯
元
で
、
戦
時

中
は
こ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
経
験
を
お
も
ち
で
、

お
そ
ら
く
お
父
さ
ま
と
の
約
束
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
私
た
ち
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

│
│
当
時
の
図
面
は
残
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

す
が
、
扱
う
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　一
般
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
そ
う
で
、
大
工

を
は
じ
め
急
速
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

た
ち
の
周
囲
で
は
や
や
事
情
は
よ
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
今
回
の
仕
事
で
い
え
ば
、
各
職
方
そ
れ
ぞ

れ
に
後
継
を
得
て
、
脈
々
と
つ
づ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
広
間
。
床
の
間
の
地
板
の

漆
仕
上
げ
は
、
和
風
別
館
を
手
が
け
た
同
一
人
が

今
回
も
手
が
け
て
い
て
見
事
な
仕
上
が
り
で
す
が
、

そ
こ
で
は
20
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
性
が
職
人
と
し
て

志
を
も
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。

雨
宮
　
襖
と
屛
風
の
表
は
同
じ
椿
の
図
柄
の
金
襴
、

銀
襴
の
織
り
で
す
が
、
工
場
に
サ
ン
プ
ル
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
当
時
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
次
の
間
の
照
明
器
具
に
し
て
も
同
様
で
、
技

量
の
継
承
は
途
切
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
職
人
は
技
量
を
習
得
す
る
た
め
の
修
業
期
間

を
要
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
若
者
が
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　私
自
身
は
知
り
合
い
の
建
具
職
人
が
水
澤

の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
の
紹
介
で
入

り
ま
し
た
が
、
今
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
そ
の

ほ
か
の
情
報
か
ら
水
澤
工
務
店
に
あ
こ
が
れ
を
抱

い
て
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
み
な
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
く
て
、
長
く
続
き
ま
す
。

│
│
修
業
と
い
う
か
研
鑽
の
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
で

す
か
。

壺
屋

　鉋
が
け
に
し
て
も
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
と

い
い
ま
す
か
ら
、
10
年
で
一
区
切
り
。
一
通
り
こ

な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
あ
と
10
年
、
計
20
年

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

│
│
鉋
が
け
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
。

壺
屋

　杉
の
表
側
の
白
い
と
こ
ろ
、
白
太
と
い
い

ま
す
が
、
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
一
人

前
で
す
ね
。
砥
石
、
台
の
調
整
（
台
な
ら
し
）
な

ど
す
べ
て
が
揃
わ
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

水
澤

　手
が
け
る
仕
事
は
種
類
も
要
求
も
違
う
。

そ
の
つ
ど
挑
戦
す
る
気
持
ち
で
い
る
う
ち
に
技
量

が
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

研
鑽
に
終
わ
り
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
と

い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　20
年
は
長
い
よ
う
で
す
が
、
過
ぎ
て
み
る

と
あ
っ
と
い
う
間
。
私
も
つ
い
こ
の
前
ま
で
10
代

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
気
が
つ
く
と
70
代（
笑
）。

内
野

　伊
勢
神
宮
の
遷
宮
が
20
年
ご
と
、
山
口
の

錦
帯
橋
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
構
築

物
の
耐
久
年
数
よ
り
は
る
か
に
短
い
期
間
で
改
築
、

新
設
が
行
わ
れ
る
の
は
、
技
量
の
継
承
と
い
う
点

か
ら
合
理
的
な
年
数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
技
量
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

水
澤
「
仕
事
は
盗
ん
で
覚
え
ろ
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
と
お
り
に
し
て
い

た
棟
梁
も
い
た
よ
う
で
す
。
水
澤
工
務
店
で
は
、

大
工
24
人
を
5
班
に
分
け
て
、
班
ご
と
に
棟
梁
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
昼
休
み
に
は
、
作
業
中
の
木

の
仕
口
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
て
隠
し
て
し
ま
う

（
笑
）。
子
方
は
す
ば
や
く
手
ぬ
ぐ
い
を
持
ち
上
げ

て
覚
え
る
。
い
じ
わ
る
と
い
う
よ
り
、
知
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
高
め
る
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
今
は
違
い
ま
す
。

壺
屋

　私
は
親
方
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
叱
ら
れ
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
も
叱
り
ま
せ
ん
。

水
澤

　棟
梁
、
叱
ら
な
い
で
仕
事
を
進
め
る
秘
訣

を
教
え
て
く
だ
さ
い
よ（
笑
）。

│
│
技
量
う
ん
ぬ
ん
は
仕
事
あ
っ
て
の
こ
と
。
数

寄
屋
の
需
要
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　10
年
ほ
ど
前
は
、
あ
る
い
は
遠
か
ら
ず
途

絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
、
若
い
人
た
ち
の
日

本
の
美
意
識
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
り
、

海
外
の
人
た
ち
を
も
て
な
す
場
と
し
て
和
風
が
好

ま
れ
る
な
ど
、
風
向
き
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
状
で
危
惧
し
て
い
る
の
は
数
寄
屋
の
設
計
者

が
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
、
水
澤
の
設
計
室

に
は
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
吉
田
五
十
八
先
生
の

薫
陶
を
受
け
た
板
垣
元
彬
先
生
の
事
務
所
に
い
た

方
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
後
継
の
育
成
に
あ
た
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

│
│
雨
宮
さ
ん
は
今
回
の
仕
事
の
全
過
程
に
た
ず

さ
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
大
事
に
さ
れ
た
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
。

雨
宮
「
写
し
」
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
雰
囲

気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
寸
法
、
材
料
、

工
法
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雰
囲
気
が
再
現
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
幸
い
、

竣
工
し
た
と
き
、
先
生
か
ら
合
格
点
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

水
澤

　以
前
、
吉
田
五
十
八
先
生
設
計
の
小
住
宅

を
老
朽
化
に
伴
い
解
体
復
元
し
ま
し
た
が
、
現
場

に
は
先
生
を
熟
知
し
て
い
た
元
現
場
員
が
た
ず
さ

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
写
し
」
と
同
程
度
に
難

し
く
、
風
合
い
に
違
い
が
出
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
和
風
の
「
写
し
」
は
難
し
く
、
奥
が

深
い
で
す
。
今
回
の
「
写
し
」
に
し
て
も
、
多
く

の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
批
評
・
感
想
を
寄
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
同
、
そ
れ
を
は
げ
み
と
し

て
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

迎
賓
館

赤
坂
離
宮
か
ら

金
沢
建
築
館
への

「
写
し
」

い
状
況
が
進
ん
で
い
ま
す
。
柱
、
鴨
居
、
廻
り
縁

な
ど
赤
松
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
赤
松
の

材
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
節
の
な
い
良
材
は
入
手

が
き
わ
め
て
難
し
い
。
今
回
の
仕
事
で
は
、
私
自

身
、
岐
阜
の
山
中
に
分
け
入
っ
た
り
し
て
、
可
能

な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
木
材
を
求
め
る
よ
う

努
力
し
ま
し
た
。

内
野

　茶
室
の
柱
は
す
べ
て
北
山
杉
の
面
皮
で
す

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
床
柱
だ
け
わ
ず
か
に
絞
り

が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
絞
り
の
具
合
が
微
妙
で

適
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
現
地
の
材
木
屋
に
出
向
き
、

直
接
目
で
確
か
め
て
最
良
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

水
澤

　目
が
す
っ
き
り
通
っ
て
い
る
材
と
か
長
い

材
は
入
手
が
本
当
に
困
難
で
す
。
き
び
し
い
自
然

環
境
の
も
と
で
育
ち
、
枝
打
ち
な
ど
の
管
理
が
行

き
届
い
て
い
る
木
か
ら
目
が
細
か
く
て
節
の
な
い
、

数
寄
屋
に
適
し
た
材
が
得
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
状
態
が
保
た
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
・
壺
屋
健
二

　広
間
の
広
縁
側
の
柱
の
ス
パ

ン
は
7
・
5
m

あ
っ
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
そ

の
長
押
・
鴨
居

の
表
面
材
は
一

枚
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
う
は

い
か
ず
、
や
む

な
く
途
中
で
継

倉
庫
に
眠
って
い
た

オ
リ
ジ
ナ
ル
の

材
料
を
発
見

雨
宮

　設
計
図
や
施
工
図
な
ど
は
、
水
澤
工
務
店

で
保
管
し
完
全
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

現
場
は
生
き
物
で
変
更
は
あ
り
ま
す
し
、
大
工
は

図
面
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
も
原
寸
を
自
ら

描
い
て
細
部
を
決
め
て
施
工
し
ま
す
か
ら
、
図
面

か
ら
仕
上
が
り
の
状
態
の
隅
々
を
確
認
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
場
監
督
・
内
野
桂
太

　と
く
に
納
ま
り
を
検
討

す
る
段
に
な
る
と
、
図
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、
和
風
別
館
に
何
度
も
足
を

運
び
ま
し
た
。
広
間
の
大
ス
パ
ン
の
長
押
・
鴨
居

と
柱
の
精
巧
な
納
ま
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
見

え
が
か
り
よ
り
は
、
形
状
を
可
能
に
し
て
い
る
仕

組
み
と
か
裏
側
の
工
夫
で
す
ね
。
実
物
に
教
え
ら

れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

│
│
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
の
が
基
本
だ
っ
た
と
し

て
も
条
件
は
違
い
、
対
応
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
し
ま
す
が
。

水
澤

　こ
こ
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
時
代
に
和

風
の
建
築
や
空
間
を
つ
く
る
際
に
は
、
消
防
法
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
す
。
和
風
の
設
え
と
消
防
法
が
定
め
る
不
燃
、

準
不
燃
な
ど
の
決
ま
り
は
な
じ
み
に
く
い
。
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
す
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
ま
り
、
昨
日
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
今
日

は
で
き
な
い
こ
と
が
間
々
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
対

応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、今
回
の「
写

し
」
で
も
数
々
の
工
夫
を
要
し
ま
し
た
。

内
野

　た
と
え
ば
、
茶
室
の
天
井
の
桐
の
網
代
は

不
燃
の
認
定
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
使
え

ま
せ
ん
が
、
寸
法
が
微
妙
に
合
わ
な
く
て
、
つ
な

ぎ
目
の
と
こ
ろ
で
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
空
調

設
備
が
昔
と
今
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
今
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
に
は
高
度
な
空
調
設
備
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
仕
上
が
り
の
姿
に
障
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
設
計
側
と
施
工
側
で

綿
密
に
検
討
を
し
ま
し
た
。

│
│
材
料
の
点
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

雨
宮

　和
風
別
館
の
施
工
か
ら
40
年
以
上
た
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
と

く
に
木
材
に
つ
い
て
は
そ
う
で
、
良
材
が
得
が
た

い
で
い
ま
す
が
、
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

雨
宮

　そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
木
材
は
、
水
澤
の

倉
庫
に
当
時
余
分
に
確
保
し
て
い
た
も
の
が
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広

縁
と
広
間
の
あ
い
だ
の
式
台
の
楠
材
、
襖
や
屛
風

の
枠
の
ケ
ン
ポ
ナ
シ
材
、
茶
室
の
地
板
の
や
に
松

が
そ
う
で
す
。

│
│
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
ね
。

水
澤

　水
澤
の
倉
庫
は
玉
手
箱
だ
と
谷
口
先
生
か

ら
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。
も
う
こ
れ
以
上
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
。

│
│
「
写
し
」
に
あ
た
っ
て
設
計
上
で
変
更
点
は

あ
り
ま
し
た
か
。

水
澤

　広
間
の
天
井
に
L
E
D
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
設
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
を
照
ら
す
よ
う
に
し
た

こ
と
で
す
。
昔
に
比
べ
る
と
室
内
環
境
が
明
る
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
明
る
さ
で
な
い

と
料
理
が
は
な
や
か
に
見
え
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
で
し
ょ
う
。

内
野

　変
更
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

和
風
別
館
と
異
な
る
の
は
、
扉
ひ
と
つ
で
モ
ダ
ン

な
空
間
と
仕
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
谷
口
先
生
は
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
の
デ

ザ
イ
ン
、
納
ま
り
に
注
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
壺

屋
棟
梁
が
何
度
も
原
寸
を
描
き
直
し
て
今
の
姿
に

な
り
ま
し
た
。

│
│
材
料
が
得
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

広間床脇の違い棚。地
板は欅、棚板は桐。２枚
の棚板を直径13㎜の竹
の吊り木で支えている。こ
の繊細な納まりを実現す
るため、仮設の架構で棚
板を支えながら施工を行
った。見えない工夫が繊
細なディテールを可能に
している。

図
面
で
は
わ
か
ら
な
い

納
ま
り
を
検
討
す
る
た
め
、

迎
賓
館
赤
坂
離
宮
に

何
度
も
通
い
ま
し
た
。

広間より水盤を見る。緑
の向こうは犀川。天気の
よい日には水盤に反射し
た光が天井で揺らぐ。

44畳の広間。中央の掘こ
たつ式のテーブルは、床
下に収納することで、一
面を畳敷きとして利用す
ることもできる。
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│
│
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
・
和
風
別
館
「
游
心
亭
」

（
以
下
、和
風
別
館
）
の
広
間
・
茶
室
の
施
工
は
、

そ
れ
ま
で
の
民
間
工
事
で
は
な
く
、
水
澤
工
務
店

に
と
っ
て
稀
な
公
共
工
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

代
表
・
水
澤
孝
彦

　創
業
者
で
あ
る
先
々
代
の
水

澤
文
次
郎
が
社
長
を
務
め
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
初
め
て
の
公
共
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
特
別

に
重
要
な
施
設
で
し
た
か
ら
、
強
い
緊
張
感
に
包

ま
れ
て
仕
事
が
な
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
、
谷
口
先
生
の
仕
事
は
「
山
種
美
術

館
」（
1
9
6
6
）
や
「
出
光
美
術
館
」（
66
）
の
内

装
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、

一
連
の
対
応
や
出
来
ば
え
に
対
す
る
信
頼
が
和
風

別
館
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
と
推
量
し
ま
す
。

│
│
今
回
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
忠
実
な
再

現（
以
下
「
写
し
」）
の
施
工
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
・
雨
宮
敏
夫

　公
共
工
事
で
す
か
ら
特
命
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
1
0
年
か
ら
資
料
作
成

な
ど
の
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状

の
調
査
、
実
測
な
ど
で
す
。
そ
こ
か
ら
足
掛
け
9

年
、
長
い
道
の
り
で
し
た
。

│
│
谷
口
吉
生
氏
の
意
気
込
み
は
大
変
な
も
の
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

水
澤

　お
じ
い
さ
ま
が
九
谷
焼
の
窯
元
で
、
戦
時

中
は
こ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
経
験
を
お
も
ち
で
、

お
そ
ら
く
お
父
さ
ま
と
の
約
束
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
私
た
ち
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

│
│
当
時
の
図
面
は
残
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

す
が
、
扱
う
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　一
般
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
そ
う
で
、
大
工

を
は
じ
め
急
速
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

た
ち
の
周
囲
で
は
や
や
事
情
は
よ
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
今
回
の
仕
事
で
い
え
ば
、
各
職
方
そ
れ
ぞ

れ
に
後
継
を
得
て
、
脈
々
と
つ
づ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
広
間
。
床
の
間
の
地
板
の

漆
仕
上
げ
は
、
和
風
別
館
を
手
が
け
た
同
一
人
が

今
回
も
手
が
け
て
い
て
見
事
な
仕
上
が
り
で
す
が
、

そ
こ
で
は
20
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
性
が
職
人
と
し
て

志
を
も
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。

雨
宮
　
襖
と
屛
風
の
表
は
同
じ
椿
の
図
柄
の
金
襴
、

銀
襴
の
織
り
で
す
が
、
工
場
に
サ
ン
プ
ル
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
当
時
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
次
の
間
の
照
明
器
具
に
し
て
も
同
様
で
、
技

量
の
継
承
は
途
切
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
職
人
は
技
量
を
習
得
す
る
た
め
の
修
業
期
間

を
要
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
若
者
が
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　私
自
身
は
知
り
合
い
の
建
具
職
人
が
水
澤

の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
の
紹
介
で
入

り
ま
し
た
が
、
今
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
そ
の

ほ
か
の
情
報
か
ら
水
澤
工
務
店
に
あ
こ
が
れ
を
抱

い
て
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
み
な
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
く
て
、
長
く
続
き
ま
す
。

│
│
修
業
と
い
う
か
研
鑽
の
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
で

す
か
。

壺
屋

　鉋
が
け
に
し
て
も
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
と

い
い
ま
す
か
ら
、
10
年
で
一
区
切
り
。
一
通
り
こ

な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
あ
と
10
年
、
計
20
年

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

│
│
鉋
が
け
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
。

壺
屋

　杉
の
表
側
の
白
い
と
こ
ろ
、
白
太
と
い
い

ま
す
が
、
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
一
人

前
で
す
ね
。
砥
石
、
台
の
調
整
（
台
な
ら
し
）
な

ど
す
べ
て
が
揃
わ
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

水
澤

　手
が
け
る
仕
事
は
種
類
も
要
求
も
違
う
。

そ
の
つ
ど
挑
戦
す
る
気
持
ち
で
い
る
う
ち
に
技
量

が
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

研
鑽
に
終
わ
り
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
と

い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　20
年
は
長
い
よ
う
で
す
が
、
過
ぎ
て
み
る

と
あ
っ
と
い
う
間
。
私
も
つ
い
こ
の
前
ま
で
10
代

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
気
が
つ
く
と
70
代（
笑
）。

内
野

　伊
勢
神
宮
の
遷
宮
が
20
年
ご
と
、
山
口
の

錦
帯
橋
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
構
築

物
の
耐
久
年
数
よ
り
は
る
か
に
短
い
期
間
で
改
築
、

新
設
が
行
わ
れ
る
の
は
、
技
量
の
継
承
と
い
う
点

か
ら
合
理
的
な
年
数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
技
量
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

水
澤
「
仕
事
は
盗
ん
で
覚
え
ろ
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
と
お
り
に
し
て
い

た
棟
梁
も
い
た
よ
う
で
す
。
水
澤
工
務
店
で
は
、

大
工
24
人
を
5
班
に
分
け
て
、
班
ご
と
に
棟
梁
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
昼
休
み
に
は
、
作
業
中
の
木

の
仕
口
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
て
隠
し
て
し
ま
う

（
笑
）。
子
方
は
す
ば
や
く
手
ぬ
ぐ
い
を
持
ち
上
げ

て
覚
え
る
。
い
じ
わ
る
と
い
う
よ
り
、
知
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
高
め
る
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
今
は
違
い
ま
す
。

壺
屋

　私
は
親
方
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
叱
ら
れ
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
も
叱
り
ま
せ
ん
。

水
澤

　棟
梁
、
叱
ら
な
い
で
仕
事
を
進
め
る
秘
訣

を
教
え
て
く
だ
さ
い
よ（
笑
）。

│
│
技
量
う
ん
ぬ
ん
は
仕
事
あ
っ
て
の
こ
と
。
数

寄
屋
の
需
要
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　10
年
ほ
ど
前
は
、
あ
る
い
は
遠
か
ら
ず
途

絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
、
若
い
人
た
ち
の
日

本
の
美
意
識
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
り
、

海
外
の
人
た
ち
を
も
て
な
す
場
と
し
て
和
風
が
好

ま
れ
る
な
ど
、
風
向
き
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
状
で
危
惧
し
て
い
る
の
は
数
寄
屋
の
設
計
者

が
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
、
水
澤
の
設
計
室

に
は
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
吉
田
五
十
八
先
生
の

薫
陶
を
受
け
た
板
垣
元
彬
先
生
の
事
務
所
に
い
た

方
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
後
継
の
育
成
に
あ
た
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

│
│
雨
宮
さ
ん
は
今
回
の
仕
事
の
全
過
程
に
た
ず

さ
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
大
事
に
さ
れ
た
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
。

雨
宮
「
写
し
」
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
雰
囲

気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
寸
法
、
材
料
、

工
法
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雰
囲
気
が
再
現
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
幸
い
、

竣
工
し
た
と
き
、
先
生
か
ら
合
格
点
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

水
澤

　以
前
、
吉
田
五
十
八
先
生
設
計
の
小
住
宅

を
老
朽
化
に
伴
い
解
体
復
元
し
ま
し
た
が
、
現
場

に
は
先
生
を
熟
知
し
て
い
た
元
現
場
員
が
た
ず
さ

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
写
し
」
と
同
程
度
に
難

し
く
、
風
合
い
に
違
い
が
出
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
和
風
の
「
写
し
」
は
難
し
く
、
奥
が

深
い
で
す
。
今
回
の
「
写
し
」
に
し
て
も
、
多
く

の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
批
評
・
感
想
を
寄
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
同
、
そ
れ
を
は
げ
み
と
し

て
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
状
況
が
進
ん
で
い
ま
す
。
柱
、
鴨
居
、
廻
り
縁

な
ど
赤
松
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
赤
松
の

材
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
節
の
な
い
良
材
は
入
手

が
き
わ
め
て
難
し
い
。
今
回
の
仕
事
で
は
、
私
自

身
、
岐
阜
の
山
中
に
分
け
入
っ
た
り
し
て
、
可
能

な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
木
材
を
求
め
る
よ
う

努
力
し
ま
し
た
。

内
野

　茶
室
の
柱
は
す
べ
て
北
山
杉
の
面
皮
で
す

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
床
柱
だ
け
わ
ず
か
に
絞
り

が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
絞
り
の
具
合
が
微
妙
で

適
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
現
地
の
材
木
屋
に
出
向
き
、

直
接
目
で
確
か
め
て
最
良
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

水
澤

　目
が
す
っ
き
り
通
っ
て
い
る
材
と
か
長
い

材
は
入
手
が
本
当
に
困
難
で
す
。
き
び
し
い
自
然

環
境
の
も
と
で
育
ち
、
枝
打
ち
な
ど
の
管
理
が
行

き
届
い
て
い
る
木
か
ら
目
が
細
か
く
て
節
の
な
い
、

数
寄
屋
に
適
し
た
材
が
得
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
状
態
が
保
た
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
・
壺
屋
健
二

　広
間
の
広
縁
側
の
柱
の
ス
パ

ン
は
7
・
5
m

あ
っ
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
そ

の
長
押
・
鴨
居

の
表
面
材
は
一

枚
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
う
は

い
か
ず
、
や
む

な
く
途
中
で
継

雨
宮

　設
計
図
や
施
工
図
な
ど
は
、
水
澤
工
務
店

で
保
管
し
完
全
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

現
場
は
生
き
物
で
変
更
は
あ
り
ま
す
し
、
大
工
は

図
面
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
も
原
寸
を
自
ら

描
い
て
細
部
を
決
め
て
施
工
し
ま
す
か
ら
、
図
面

か
ら
仕
上
が
り
の
状
態
の
隅
々
を
確
認
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
場
監
督
・
内
野
桂
太

　と
く
に
納
ま
り
を
検
討

す
る
段
に
な
る
と
、
図
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、
和
風
別
館
に
何
度
も
足
を

運
び
ま
し
た
。
広
間
の
大
ス
パ
ン
の
長
押
・
鴨
居

と
柱
の
精
巧
な
納
ま
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
見

え
が
か
り
よ
り
は
、
形
状
を
可
能
に
し
て
い
る
仕

組
み
と
か
裏
側
の
工
夫
で
す
ね
。
実
物
に
教
え
ら

れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

│
│
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
の
が
基
本
だ
っ
た
と
し

て
も
条
件
は
違
い
、
対
応
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
し
ま
す
が
。

水
澤

　こ
こ
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
時
代
に
和

風
の
建
築
や
空
間
を
つ
く
る
際
に
は
、
消
防
法
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
す
。
和
風
の
設
え
と
消
防
法
が
定
め
る
不
燃
、

準
不
燃
な
ど
の
決
ま
り
は
な
じ
み
に
く
い
。
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
す
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
ま
り
、
昨
日
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
今
日

は
で
き
な
い
こ
と
が
間
々
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
対

応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、今
回
の「
写

し
」
で
も
数
々
の
工
夫
を
要
し
ま
し
た
。

内
野

　た
と
え
ば
、
茶
室
の
天
井
の
桐
の
網
代
は

不
燃
の
認
定
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
使
え

ま
せ
ん
が
、
寸
法
が
微
妙
に
合
わ
な
く
て
、
つ
な

ぎ
目
の
と
こ
ろ
で
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
空
調

設
備
が
昔
と
今
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
今
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
に
は
高
度
な
空
調
設
備
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
仕
上
が
り
の
姿
に
障
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
設
計
側
と
施
工
側
で

綿
密
に
検
討
を
し
ま
し
た
。

│
│
材
料
の
点
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

雨
宮

　和
風
別
館
の
施
工
か
ら
40
年
以
上
た
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
と

く
に
木
材
に
つ
い
て
は
そ
う
で
、
良
材
が
得
が
た

い
で
い
ま
す
が
、
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

雨
宮

　そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
木
材
は
、
水
澤
の

倉
庫
に
当
時
余
分
に
確
保
し
て
い
た
も
の
が
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広

縁
と
広
間
の
あ
い
だ
の
式
台
の
楠
材
、
襖
や
屛
風

の
枠
の
ケ
ン
ポ
ナ
シ
材
、
茶
室
の
地
板
の
や
に
松

が
そ
う
で
す
。

│
│
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
ね
。

水
澤

　水
澤
の
倉
庫
は
玉
手
箱
だ
と
谷
口
先
生
か

ら
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。
も
う
こ
れ
以
上
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
。

│
│
「
写
し
」
に
あ
た
っ
て
設
計
上
で
変
更
点
は

あ
り
ま
し
た
か
。

水
澤

　広
間
の
天
井
に
L
E
D
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
設
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
を
照
ら
す
よ
う
に
し
た

こ
と
で
す
。
昔
に
比
べ
る
と
室
内
環
境
が
明
る
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
明
る
さ
で
な
い

と
料
理
が
は
な
や
か
に
見
え
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
で
し
ょ
う
。

内
野

　変
更
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

和
風
別
館
と
異
な
る
の
は
、
扉
ひ
と
つ
で
モ
ダ
ン

な
空
間
と
仕
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
谷
口
先
生
は
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
の
デ

ザ
イ
ン
、
納
ま
り
に
注
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
壺

屋
棟
梁
が
何
度
も
原
寸
を
描
き
直
し
て
今
の
姿
に

な
り
ま
し
た
。

│
│
材
料
が
得
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

1/65
0 0.5 1m

水澤工務店が描いた、
広間の柱と鴨居まわりの
手描き詳細図。広間の広
縁側の柱スパンは7.5m

（左ページの写真）。谷口
吉郎は、柱間に架け渡さ
れた鴨居に吊り束を用い
ないことで水平性を強調
した。鴨居がゆるまないよ
うにするために、水澤工
務店は幕板の内側に溝
を突いて、金物を通す方
法を開発。柱にボルトで
連結して締めることで、
金物が引っ張られて鴨居
が水平に保たれている。

柱と鴨居まわりの詳細図

01
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

「
写
し
」
は
寸
法
、
材
料
、
工
法
を

同
じ
に
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
雰
囲
気
の
再
現
が
大
事
。

広間の広縁側の柱。３方
向から大スパンの鴨居が
渡されている。写真奥は
12畳の次の間。

施工風景

写真右／柱と鴨居の取り
付き。柱と金物がボルトで
連結されている。左／幕
板の内側の溝に、鴨居を
ゆるませない円弧状の金
物を取り付けている。

写真2点、提供／水澤工務店
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│
│
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
・
和
風
別
館
「
游
心
亭
」

（
以
下
、和
風
別
館
）
の
広
間
・
茶
室
の
施
工
は
、

そ
れ
ま
で
の
民
間
工
事
で
は
な
く
、
水
澤
工
務
店

に
と
っ
て
稀
な
公
共
工
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

代
表
・
水
澤
孝
彦

　創
業
者
で
あ
る
先
々
代
の
水

澤
文
次
郎
が
社
長
を
務
め
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
初
め
て
の
公
共
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
特
別

に
重
要
な
施
設
で
し
た
か
ら
、
強
い
緊
張
感
に
包

ま
れ
て
仕
事
が
な
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
、
谷
口
先
生
の
仕
事
は
「
山
種
美
術

館
」（
1
9
6
6
）
や
「
出
光
美
術
館
」（
66
）
の
内

装
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、

一
連
の
対
応
や
出
来
ば
え
に
対
す
る
信
頼
が
和
風

別
館
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
と
推
量
し
ま
す
。

│
│
今
回
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
忠
実
な
再

現（
以
下
「
写
し
」）
の
施
工
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
・
雨
宮
敏
夫

　公
共
工
事
で
す
か
ら
特
命
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
1
0
年
か
ら
資
料
作
成

な
ど
の
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状

の
調
査
、
実
測
な
ど
で
す
。
そ
こ
か
ら
足
掛
け
9

年
、
長
い
道
の
り
で
し
た
。

│
│
谷
口
吉
生
氏
の
意
気
込
み
は
大
変
な
も
の
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

水
澤

　お
じ
い
さ
ま
が
九
谷
焼
の
窯
元
で
、
戦
時

中
は
こ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
経
験
を
お
も
ち
で
、

お
そ
ら
く
お
父
さ
ま
と
の
約
束
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
私
た
ち
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

│
│
当
時
の
図
面
は
残
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

す
が
、
扱
う
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　一
般
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
そ
う
で
、
大
工

を
は
じ
め
急
速
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

た
ち
の
周
囲
で
は
や
や
事
情
は
よ
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
今
回
の
仕
事
で
い
え
ば
、
各
職
方
そ
れ
ぞ

れ
に
後
継
を
得
て
、
脈
々
と
つ
づ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
広
間
。
床
の
間
の
地
板
の

漆
仕
上
げ
は
、
和
風
別
館
を
手
が
け
た
同
一
人
が

今
回
も
手
が
け
て
い
て
見
事
な
仕
上
が
り
で
す
が
、

そ
こ
で
は
20
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
性
が
職
人
と
し
て

志
を
も
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。

雨
宮
　
襖
と
屛
風
の
表
は
同
じ
椿
の
図
柄
の
金
襴
、

銀
襴
の
織
り
で
す
が
、
工
場
に
サ
ン
プ
ル
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
当
時
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
次
の
間
の
照
明
器
具
に
し
て
も
同
様
で
、
技

量
の
継
承
は
途
切
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
職
人
は
技
量
を
習
得
す
る
た
め
の
修
業
期
間

を
要
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
若
者
が
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　私
自
身
は
知
り
合
い
の
建
具
職
人
が
水
澤

の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
の
紹
介
で
入

り
ま
し
た
が
、
今
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
そ
の

ほ
か
の
情
報
か
ら
水
澤
工
務
店
に
あ
こ
が
れ
を
抱

い
て
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
み
な
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
く
て
、
長
く
続
き
ま
す
。

│
│
修
業
と
い
う
か
研
鑽
の
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
で

す
か
。

壺
屋

　鉋
が
け
に
し
て
も
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
と

い
い
ま
す
か
ら
、
10
年
で
一
区
切
り
。
一
通
り
こ

な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
あ
と
10
年
、
計
20
年

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

│
│
鉋
が
け
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
。

壺
屋

　杉
の
表
側
の
白
い
と
こ
ろ
、
白
太
と
い
い

ま
す
が
、
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
一
人

前
で
す
ね
。
砥
石
、
台
の
調
整
（
台
な
ら
し
）
な

ど
す
べ
て
が
揃
わ
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

水
澤

　手
が
け
る
仕
事
は
種
類
も
要
求
も
違
う
。

そ
の
つ
ど
挑
戦
す
る
気
持
ち
で
い
る
う
ち
に
技
量

が
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

研
鑽
に
終
わ
り
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
と

い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　20
年
は
長
い
よ
う
で
す
が
、
過
ぎ
て
み
る

と
あ
っ
と
い
う
間
。
私
も
つ
い
こ
の
前
ま
で
10
代

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
気
が
つ
く
と
70
代（
笑
）。

内
野

　伊
勢
神
宮
の
遷
宮
が
20
年
ご
と
、
山
口
の

錦
帯
橋
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
構
築

物
の
耐
久
年
数
よ
り
は
る
か
に
短
い
期
間
で
改
築
、

新
設
が
行
わ
れ
る
の
は
、
技
量
の
継
承
と
い
う
点

か
ら
合
理
的
な
年
数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
技
量
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

水
澤
「
仕
事
は
盗
ん
で
覚
え
ろ
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
と
お
り
に
し
て
い

た
棟
梁
も
い
た
よ
う
で
す
。
水
澤
工
務
店
で
は
、

大
工
24
人
を
5
班
に
分
け
て
、
班
ご
と
に
棟
梁
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
昼
休
み
に
は
、
作
業
中
の
木

の
仕
口
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
て
隠
し
て
し
ま
う

（
笑
）。
子
方
は
す
ば
や
く
手
ぬ
ぐ
い
を
持
ち
上
げ

て
覚
え
る
。
い
じ
わ
る
と
い
う
よ
り
、
知
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
高
め
る
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
今
は
違
い
ま
す
。

壺
屋

　私
は
親
方
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
叱
ら
れ
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
も
叱
り
ま
せ
ん
。

水
澤

　棟
梁
、
叱
ら
な
い
で
仕
事
を
進
め
る
秘
訣

を
教
え
て
く
だ
さ
い
よ（
笑
）。

│
│
技
量
う
ん
ぬ
ん
は
仕
事
あ
っ
て
の
こ
と
。
数

寄
屋
の
需
要
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　10
年
ほ
ど
前
は
、
あ
る
い
は
遠
か
ら
ず
途

絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
、
若
い
人
た
ち
の
日

本
の
美
意
識
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
り
、

海
外
の
人
た
ち
を
も
て
な
す
場
と
し
て
和
風
が
好

ま
れ
る
な
ど
、
風
向
き
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
状
で
危
惧
し
て
い
る
の
は
数
寄
屋
の
設
計
者

が
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
、
水
澤
の
設
計
室

に
は
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
吉
田
五
十
八
先
生
の

薫
陶
を
受
け
た
板
垣
元
彬
先
生
の
事
務
所
に
い
た

方
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
後
継
の
育
成
に
あ
た
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

│
│
雨
宮
さ
ん
は
今
回
の
仕
事
の
全
過
程
に
た
ず

さ
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
大
事
に
さ
れ
た
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
。

雨
宮
「
写
し
」
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
雰
囲

気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
寸
法
、
材
料
、

工
法
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雰
囲
気
が
再
現
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
幸
い
、

竣
工
し
た
と
き
、
先
生
か
ら
合
格
点
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

水
澤

　以
前
、
吉
田
五
十
八
先
生
設
計
の
小
住
宅

を
老
朽
化
に
伴
い
解
体
復
元
し
ま
し
た
が
、
現
場

に
は
先
生
を
熟
知
し
て
い
た
元
現
場
員
が
た
ず
さ

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
写
し
」
と
同
程
度
に
難

し
く
、
風
合
い
に
違
い
が
出
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
和
風
の
「
写
し
」
は
難
し
く
、
奥
が

深
い
で
す
。
今
回
の
「
写
し
」
に
し
て
も
、
多
く

の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
批
評
・
感
想
を
寄
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
同
、
そ
れ
を
は
げ
み
と
し

て
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
状
況
が
進
ん
で
い
ま
す
。
柱
、
鴨
居
、
廻
り
縁

な
ど
赤
松
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
赤
松
の

材
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
節
の
な
い
良
材
は
入
手

が
き
わ
め
て
難
し
い
。
今
回
の
仕
事
で
は
、
私
自

身
、
岐
阜
の
山
中
に
分
け
入
っ
た
り
し
て
、
可
能

な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
木
材
を
求
め
る
よ
う

努
力
し
ま
し
た
。

内
野

　茶
室
の
柱
は
す
べ
て
北
山
杉
の
面
皮
で
す

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
床
柱
だ
け
わ
ず
か
に
絞
り

が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
絞
り
の
具
合
が
微
妙
で

適
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
現
地
の
材
木
屋
に
出
向
き
、

直
接
目
で
確
か
め
て
最
良
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

水
澤

　目
が
す
っ
き
り
通
っ
て
い
る
材
と
か
長
い

材
は
入
手
が
本
当
に
困
難
で
す
。
き
び
し
い
自
然

環
境
の
も
と
で
育
ち
、
枝
打
ち
な
ど
の
管
理
が
行

き
届
い
て
い
る
木
か
ら
目
が
細
か
く
て
節
の
な
い
、

数
寄
屋
に
適
し
た
材
が
得
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
状
態
が
保
た
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
・
壺
屋
健
二

　広
間
の
広
縁
側
の
柱
の
ス
パ

ン
は
7
・
5
m

あ
っ
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
そ

の
長
押
・
鴨
居

の
表
面
材
は
一

枚
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
う
は

い
か
ず
、
や
む

な
く
途
中
で
継

雨
宮

　設
計
図
や
施
工
図
な
ど
は
、
水
澤
工
務
店

で
保
管
し
完
全
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

現
場
は
生
き
物
で
変
更
は
あ
り
ま
す
し
、
大
工
は

図
面
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
も
原
寸
を
自
ら

描
い
て
細
部
を
決
め
て
施
工
し
ま
す
か
ら
、
図
面

か
ら
仕
上
が
り
の
状
態
の
隅
々
を
確
認
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
場
監
督
・
内
野
桂
太

　と
く
に
納
ま
り
を
検
討

す
る
段
に
な
る
と
、
図
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、
和
風
別
館
に
何
度
も
足
を

運
び
ま
し
た
。
広
間
の
大
ス
パ
ン
の
長
押
・
鴨
居

と
柱
の
精
巧
な
納
ま
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
見

え
が
か
り
よ
り
は
、
形
状
を
可
能
に
し
て
い
る
仕

組
み
と
か
裏
側
の
工
夫
で
す
ね
。
実
物
に
教
え
ら

れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

│
│
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
の
が
基
本
だ
っ
た
と
し

て
も
条
件
は
違
い
、
対
応
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
し
ま
す
が
。

水
澤

　こ
こ
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
時
代
に
和

風
の
建
築
や
空
間
を
つ
く
る
際
に
は
、
消
防
法
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
す
。
和
風
の
設
え
と
消
防
法
が
定
め
る
不
燃
、

準
不
燃
な
ど
の
決
ま
り
は
な
じ
み
に
く
い
。
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
す
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
ま
り
、
昨
日
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
今
日

は
で
き
な
い
こ
と
が
間
々
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
対

応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、今
回
の「
写

し
」
で
も
数
々
の
工
夫
を
要
し
ま
し
た
。

内
野

　た
と
え
ば
、
茶
室
の
天
井
の
桐
の
網
代
は

不
燃
の
認
定
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
使
え

ま
せ
ん
が
、
寸
法
が
微
妙
に
合
わ
な
く
て
、
つ
な

ぎ
目
の
と
こ
ろ
で
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
空
調

設
備
が
昔
と
今
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
今
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
に
は
高
度
な
空
調
設
備
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
仕
上
が
り
の
姿
に
障
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
設
計
側
と
施
工
側
で

綿
密
に
検
討
を
し
ま
し
た
。

│
│
材
料
の
点
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

雨
宮

　和
風
別
館
の
施
工
か
ら
40
年
以
上
た
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
と

く
に
木
材
に
つ
い
て
は
そ
う
で
、
良
材
が
得
が
た

い
で
い
ま
す
が
、
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

雨
宮

　そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
木
材
は
、
水
澤
の

倉
庫
に
当
時
余
分
に
確
保
し
て
い
た
も
の
が
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広

縁
と
広
間
の
あ
い
だ
の
式
台
の
楠
材
、
襖
や
屛
風

の
枠
の
ケ
ン
ポ
ナ
シ
材
、
茶
室
の
地
板
の
や
に
松

が
そ
う
で
す
。

│
│
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
ね
。

水
澤

　水
澤
の
倉
庫
は
玉
手
箱
だ
と
谷
口
先
生
か

ら
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。
も
う
こ
れ
以
上
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
。

│
│
「
写
し
」
に
あ
た
っ
て
設
計
上
で
変
更
点
は

あ
り
ま
し
た
か
。

水
澤

　広
間
の
天
井
に
L
E
D
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
設
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
を
照
ら
す
よ
う
に
し
た

こ
と
で
す
。
昔
に
比
べ
る
と
室
内
環
境
が
明
る
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
明
る
さ
で
な
い

と
料
理
が
は
な
や
か
に
見
え
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
で
し
ょ
う
。

内
野

　変
更
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

和
風
別
館
と
異
な
る
の
は
、
扉
ひ
と
つ
で
モ
ダ
ン

な
空
間
と
仕
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
谷
口
先
生
は
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
の
デ

ザ
イ
ン
、
納
ま
り
に
注
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
壺

屋
棟
梁
が
何
度
も
原
寸
を
描
き
直
し
て
今
の
姿
に

な
り
ま
し
た
。

│
│
材
料
が
得
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

1/65
0 0.5 1m

水澤工務店が描いた、
広間の柱と鴨居まわりの
手描き詳細図。広間の広
縁側の柱スパンは7.5m

（左ページの写真）。谷口
吉郎は、柱間に架け渡さ
れた鴨居に吊り束を用い
ないことで水平性を強調
した。鴨居がゆるまないよ
うにするために、水澤工
務店は幕板の内側に溝
を突いて、金物を通す方
法を開発。柱にボルトで
連結して締めることで、
金物が引っ張られて鴨居
が水平に保たれている。

柱と鴨居まわりの詳細図
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Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

「
写
し
」
は
寸
法
、
材
料
、
工
法
を

同
じ
に
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
雰
囲
気
の
再
現
が
大
事
。

広間の広縁側の柱。３方
向から大スパンの鴨居が
渡されている。写真奥は
12畳の次の間。

施工風景

写真右／柱と鴨居の取り
付き。柱と金物がボルトで
連結されている。左／幕
板の内側の溝に、鴨居を
ゆるませない円弧状の金
物を取り付けている。

写真2点、提供／水澤工務店
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│
│
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
・
和
風
別
館
「
游
心
亭
」

（
以
下
、和
風
別
館
）
の
広
間
・
茶
室
の
施
工
は
、

そ
れ
ま
で
の
民
間
工
事
で
は
な
く
、
水
澤
工
務
店

に
と
っ
て
稀
な
公
共
工
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

代
表
・
水
澤
孝
彦

　創
業
者
で
あ
る
先
々
代
の
水

澤
文
次
郎
が
社
長
を
務
め
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
初
め
て
の
公
共
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
特
別

に
重
要
な
施
設
で
し
た
か
ら
、
強
い
緊
張
感
に
包

ま
れ
て
仕
事
が
な
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
、
谷
口
先
生
の
仕
事
は
「
山
種
美
術

館
」（
1
9
6
6
）
や
「
出
光
美
術
館
」（
66
）
の
内

装
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、

一
連
の
対
応
や
出
来
ば
え
に
対
す
る
信
頼
が
和
風

別
館
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
と
推
量
し
ま
す
。

│
│
今
回
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
忠
実
な
再

現（
以
下
「
写
し
」）
の
施
工
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
・
雨
宮
敏
夫

　公
共
工
事
で
す
か
ら
特
命
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
1
0
年
か
ら
資
料
作
成

な
ど
の
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状

の
調
査
、
実
測
な
ど
で
す
。
そ
こ
か
ら
足
掛
け
9

年
、
長
い
道
の
り
で
し
た
。

│
│
谷
口
吉
生
氏
の
意
気
込
み
は
大
変
な
も
の
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

水
澤

　お
じ
い
さ
ま
が
九
谷
焼
の
窯
元
で
、
戦
時

中
は
こ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
経
験
を
お
も
ち
で
、

お
そ
ら
く
お
父
さ
ま
と
の
約
束
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
私
た
ち
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

│
│
当
時
の
図
面
は
残
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

す
が
、
扱
う
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　一
般
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
そ
う
で
、
大
工

を
は
じ
め
急
速
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

た
ち
の
周
囲
で
は
や
や
事
情
は
よ
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
今
回
の
仕
事
で
い
え
ば
、
各
職
方
そ
れ
ぞ

れ
に
後
継
を
得
て
、
脈
々
と
つ
づ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
広
間
。
床
の
間
の
地
板
の

漆
仕
上
げ
は
、
和
風
別
館
を
手
が
け
た
同
一
人
が

今
回
も
手
が
け
て
い
て
見
事
な
仕
上
が
り
で
す
が
、

そ
こ
で
は
20
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
性
が
職
人
と
し
て

志
を
も
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。

雨
宮
　
襖
と
屛
風
の
表
は
同
じ
椿
の
図
柄
の
金
襴
、

銀
襴
の
織
り
で
す
が
、
工
場
に
サ
ン
プ
ル
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
当
時
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
次
の
間
の
照
明
器
具
に
し
て
も
同
様
で
、
技

量
の
継
承
は
途
切
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
職
人
は
技
量
を
習
得
す
る
た
め
の
修
業
期
間

を
要
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
若
者
が
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　私
自
身
は
知
り
合
い
の
建
具
職
人
が
水
澤

の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
の
紹
介
で
入

り
ま
し
た
が
、
今
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
そ
の

ほ
か
の
情
報
か
ら
水
澤
工
務
店
に
あ
こ
が
れ
を
抱

い
て
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
み
な
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
く
て
、
長
く
続
き
ま
す
。

│
│
修
業
と
い
う
か
研
鑽
の
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
で

す
か
。

壺
屋

　鉋
が
け
に
し
て
も
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
と

い
い
ま
す
か
ら
、
10
年
で
一
区
切
り
。
一
通
り
こ

な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
あ
と
10
年
、
計
20
年

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

│
│
鉋
が
け
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
。

壺
屋

　杉
の
表
側
の
白
い
と
こ
ろ
、
白
太
と
い
い

ま
す
が
、
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
一
人

前
で
す
ね
。
砥
石
、
台
の
調
整
（
台
な
ら
し
）
な

ど
す
べ
て
が
揃
わ
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

水
澤

　手
が
け
る
仕
事
は
種
類
も
要
求
も
違
う
。

そ
の
つ
ど
挑
戦
す
る
気
持
ち
で
い
る
う
ち
に
技
量

が
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

研
鑽
に
終
わ
り
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
と

い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　20
年
は
長
い
よ
う
で
す
が
、
過
ぎ
て
み
る

と
あ
っ
と
い
う
間
。
私
も
つ
い
こ
の
前
ま
で
10
代

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
気
が
つ
く
と
70
代（
笑
）。

内
野

　伊
勢
神
宮
の
遷
宮
が
20
年
ご
と
、
山
口
の

錦
帯
橋
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
構
築

物
の
耐
久
年
数
よ
り
は
る
か
に
短
い
期
間
で
改
築
、

新
設
が
行
わ
れ
る
の
は
、
技
量
の
継
承
と
い
う
点

か
ら
合
理
的
な
年
数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
技
量
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

水
澤
「
仕
事
は
盗
ん
で
覚
え
ろ
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
と
お
り
に
し
て
い

た
棟
梁
も
い
た
よ
う
で
す
。
水
澤
工
務
店
で
は
、

大
工
24
人
を
5
班
に
分
け
て
、
班
ご
と
に
棟
梁
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
昼
休
み
に
は
、
作
業
中
の
木

の
仕
口
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
て
隠
し
て
し
ま
う

（
笑
）。
子
方
は
す
ば
や
く
手
ぬ
ぐ
い
を
持
ち
上
げ

て
覚
え
る
。
い
じ
わ
る
と
い
う
よ
り
、
知
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
高
め
る
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
今
は
違
い
ま
す
。

壺
屋

　私
は
親
方
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
叱
ら
れ
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
も
叱
り
ま
せ
ん
。

水
澤

　棟
梁
、
叱
ら
な
い
で
仕
事
を
進
め
る
秘
訣

を
教
え
て
く
だ
さ
い
よ（
笑
）。

│
│
技
量
う
ん
ぬ
ん
は
仕
事
あ
っ
て
の
こ
と
。
数

寄
屋
の
需
要
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　10
年
ほ
ど
前
は
、
あ
る
い
は
遠
か
ら
ず
途

絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
、
若
い
人
た
ち
の
日

本
の
美
意
識
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
り
、

海
外
の
人
た
ち
を
も
て
な
す
場
と
し
て
和
風
が
好

ま
れ
る
な
ど
、
風
向
き
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
状
で
危
惧
し
て
い
る
の
は
数
寄
屋
の
設
計
者

が
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
、
水
澤
の
設
計
室

に
は
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
吉
田
五
十
八
先
生
の

薫
陶
を
受
け
た
板
垣
元
彬
先
生
の
事
務
所
に
い
た

方
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
後
継
の
育
成
に
あ
た
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

│
│
雨
宮
さ
ん
は
今
回
の
仕
事
の
全
過
程
に
た
ず

さ
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
大
事
に
さ
れ
た
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
。

雨
宮
「
写
し
」
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
雰
囲

気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
寸
法
、
材
料
、

工
法
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雰
囲
気
が
再
現
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
幸
い
、

竣
工
し
た
と
き
、
先
生
か
ら
合
格
点
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

水
澤

　以
前
、
吉
田
五
十
八
先
生
設
計
の
小
住
宅

を
老
朽
化
に
伴
い
解
体
復
元
し
ま
し
た
が
、
現
場

に
は
先
生
を
熟
知
し
て
い
た
元
現
場
員
が
た
ず
さ

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
写
し
」
と
同
程
度
に
難

し
く
、
風
合
い
に
違
い
が
出
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
和
風
の
「
写
し
」
は
難
し
く
、
奥
が

深
い
で
す
。
今
回
の
「
写
し
」
に
し
て
も
、
多
く

の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
批
評
・
感
想
を
寄
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
同
、
そ
れ
を
は
げ
み
と
し

て
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
状
況
が
進
ん
で
い
ま
す
。
柱
、
鴨
居
、
廻
り
縁

な
ど
赤
松
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
赤
松
の

材
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
節
の
な
い
良
材
は
入
手

が
き
わ
め
て
難
し
い
。
今
回
の
仕
事
で
は
、
私
自

身
、
岐
阜
の
山
中
に
分
け
入
っ
た
り
し
て
、
可
能

な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
木
材
を
求
め
る
よ
う

努
力
し
ま
し
た
。

内
野

　茶
室
の
柱
は
す
べ
て
北
山
杉
の
面
皮
で
す

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
床
柱
だ
け
わ
ず
か
に
絞
り

が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
絞
り
の
具
合
が
微
妙
で

適
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
現
地
の
材
木
屋
に
出
向
き
、

直
接
目
で
確
か
め
て
最
良
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

水
澤

　目
が
す
っ
き
り
通
っ
て
い
る
材
と
か
長
い

材
は
入
手
が
本
当
に
困
難
で
す
。
き
び
し
い
自
然

環
境
の
も
と
で
育
ち
、
枝
打
ち
な
ど
の
管
理
が
行

き
届
い
て
い
る
木
か
ら
目
が
細
か
く
て
節
の
な
い
、

数
寄
屋
に
適
し
た
材
が
得
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
状
態
が
保
た
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
・
壺
屋
健
二

　広
間
の
広
縁
側
の
柱
の
ス
パ

ン
は
7
・
5
m

あ
っ
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
そ

の
長
押
・
鴨
居

の
表
面
材
は
一

枚
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
う
は

い
か
ず
、
や
む

な
く
途
中
で
継

大
工
の

独
り
立
ち
に
は

20
年
か
か
る

数
寄
屋
の
仕
事
を

途
絶
え

さ
せ
な
い
た
め
に

雨
宮

　設
計
図
や
施
工
図
な
ど
は
、
水
澤
工
務
店

で
保
管
し
完
全
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

現
場
は
生
き
物
で
変
更
は
あ
り
ま
す
し
、
大
工
は

図
面
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
も
原
寸
を
自
ら

描
い
て
細
部
を
決
め
て
施
工
し
ま
す
か
ら
、
図
面

か
ら
仕
上
が
り
の
状
態
の
隅
々
を
確
認
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
場
監
督
・
内
野
桂
太

　と
く
に
納
ま
り
を
検
討

す
る
段
に
な
る
と
、
図
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、
和
風
別
館
に
何
度
も
足
を

運
び
ま
し
た
。
広
間
の
大
ス
パ
ン
の
長
押
・
鴨
居

と
柱
の
精
巧
な
納
ま
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
見

え
が
か
り
よ
り
は
、
形
状
を
可
能
に
し
て
い
る
仕

組
み
と
か
裏
側
の
工
夫
で
す
ね
。
実
物
に
教
え
ら

れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

│
│
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
の
が
基
本
だ
っ
た
と
し

て
も
条
件
は
違
い
、
対
応
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
し
ま
す
が
。

水
澤

　こ
こ
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
時
代
に
和

風
の
建
築
や
空
間
を
つ
く
る
際
に
は
、
消
防
法
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
す
。
和
風
の
設
え
と
消
防
法
が
定
め
る
不
燃
、

準
不
燃
な
ど
の
決
ま
り
は
な
じ
み
に
く
い
。
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
す
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
ま
り
、
昨
日
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
今
日

は
で
き
な
い
こ
と
が
間
々
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
対

応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、今
回
の「
写

し
」
で
も
数
々
の
工
夫
を
要
し
ま
し
た
。

内
野

　た
と
え
ば
、
茶
室
の
天
井
の
桐
の
網
代
は

不
燃
の
認
定
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
使
え

ま
せ
ん
が
、
寸
法
が
微
妙
に
合
わ
な
く
て
、
つ
な

ぎ
目
の
と
こ
ろ
で
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
空
調

設
備
が
昔
と
今
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
今
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
に
は
高
度
な
空
調
設
備
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
仕
上
が
り
の
姿
に
障
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
設
計
側
と
施
工
側
で

綿
密
に
検
討
を
し
ま
し
た
。

│
│
材
料
の
点
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

雨
宮

　和
風
別
館
の
施
工
か
ら
40
年
以
上
た
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
と

く
に
木
材
に
つ
い
て
は
そ
う
で
、
良
材
が
得
が
た

い
で
い
ま
す
が
、
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

雨
宮

　そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
木
材
は
、
水
澤
の

倉
庫
に
当
時
余
分
に
確
保
し
て
い
た
も
の
が
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広

縁
と
広
間
の
あ
い
だ
の
式
台
の
楠
材
、
襖
や
屛
風

の
枠
の
ケ
ン
ポ
ナ
シ
材
、
茶
室
の
地
板
の
や
に
松

が
そ
う
で
す
。

│
│
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
ね
。

水
澤

　水
澤
の
倉
庫
は
玉
手
箱
だ
と
谷
口
先
生
か

ら
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。
も
う
こ
れ
以
上
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
。

│
│
「
写
し
」
に
あ
た
っ
て
設
計
上
で
変
更
点
は

あ
り
ま
し
た
か
。

水
澤

　広
間
の
天
井
に
L
E
D
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
設
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
を
照
ら
す
よ
う
に
し
た

こ
と
で
す
。
昔
に
比
べ
る
と
室
内
環
境
が
明
る
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
明
る
さ
で
な
い

と
料
理
が
は
な
や
か
に
見
え
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
で
し
ょ
う
。

内
野

　変
更
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

和
風
別
館
と
異
な
る
の
は
、
扉
ひ
と
つ
で
モ
ダ
ン

な
空
間
と
仕
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
谷
口
先
生
は
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
の
デ

ザ
イ
ン
、
納
ま
り
に
注
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
壺

屋
棟
梁
が
何
度
も
原
寸
を
描
き
直
し
て
今
の
姿
に

な
り
ま
し
た
。

│
│
材
料
が
得
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

01
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

鉋
が
け
は
、
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
。

一
通
り
こ
な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
、

計
20
年
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

立礼席の茶室全景。能
舞台状の四畳半で主人
が茶をたて、客は周囲の
席に腰掛けながら接待を
受ける。

点前座上部の天井、桐
の網代天井、竿縁の掛
込天井のあいだには、空
調設備が設置されてい
る。

水屋から入口周辺を見
る。腰壁はひしぎ竹張り。
円形の下地窓は、外光
に近くなるよう間接照明
で調光。
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│
│
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
・
和
風
別
館
「
游
心
亭
」

（
以
下
、和
風
別
館
）
の
広
間
・
茶
室
の
施
工
は
、

そ
れ
ま
で
の
民
間
工
事
で
は
な
く
、
水
澤
工
務
店

に
と
っ
て
稀
な
公
共
工
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

代
表
・
水
澤
孝
彦

　創
業
者
で
あ
る
先
々
代
の
水

澤
文
次
郎
が
社
長
を
務
め
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
初
め
て
の
公
共
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
特
別

に
重
要
な
施
設
で
し
た
か
ら
、
強
い
緊
張
感
に
包

ま
れ
て
仕
事
が
な
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
、
谷
口
先
生
の
仕
事
は
「
山
種
美
術

館
」（
1
9
6
6
）
や
「
出
光
美
術
館
」（
66
）
の
内

装
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、

一
連
の
対
応
や
出
来
ば
え
に
対
す
る
信
頼
が
和
風

別
館
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
と
推
量
し
ま
す
。

│
│
今
回
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
忠
実
な
再

現（
以
下
「
写
し
」）
の
施
工
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
・
雨
宮
敏
夫

　公
共
工
事
で
す
か
ら
特
命
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
1
0
年
か
ら
資
料
作
成

な
ど
の
作
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状

の
調
査
、
実
測
な
ど
で
す
。
そ
こ
か
ら
足
掛
け
9

年
、
長
い
道
の
り
で
し
た
。

│
│
谷
口
吉
生
氏
の
意
気
込
み
は
大
変
な
も
の
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

水
澤

　お
じ
い
さ
ま
が
九
谷
焼
の
窯
元
で
、
戦
時

中
は
こ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
経
験
を
お
も
ち
で
、

お
そ
ら
く
お
父
さ
ま
と
の
約
束
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
私
た
ち
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

│
│
当
時
の
図
面
は
残
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

す
が
、
扱
う
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　一
般
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
そ
う
で
、
大
工

を
は
じ
め
急
速
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

た
ち
の
周
囲
で
は
や
や
事
情
は
よ
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
今
回
の
仕
事
で
い
え
ば
、
各
職
方
そ
れ
ぞ

れ
に
後
継
を
得
て
、
脈
々
と
つ
づ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
広
間
。
床
の
間
の
地
板
の

漆
仕
上
げ
は
、
和
風
別
館
を
手
が
け
た
同
一
人
が

今
回
も
手
が
け
て
い
て
見
事
な
仕
上
が
り
で
す
が
、

そ
こ
で
は
20
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
性
が
職
人
と
し
て

志
を
も
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。

雨
宮
　
襖
と
屛
風
の
表
は
同
じ
椿
の
図
柄
の
金
襴
、

銀
襴
の
織
り
で
す
が
、
工
場
に
サ
ン
プ
ル
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
当
時
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
次
の
間
の
照
明
器
具
に
し
て
も
同
様
で
、
技

量
の
継
承
は
途
切
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
職
人
は
技
量
を
習
得
す
る
た
め
の
修
業
期
間

を
要
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
若
者
が
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　私
自
身
は
知
り
合
い
の
建
具
職
人
が
水
澤

の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
の
紹
介
で
入

り
ま
し
た
が
、
今
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
そ
の

ほ
か
の
情
報
か
ら
水
澤
工
務
店
に
あ
こ
が
れ
を
抱

い
て
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
み
な
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
く
て
、
長
く
続
き
ま
す
。

│
│
修
業
と
い
う
か
研
鑽
の
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
で

す
か
。

壺
屋

　鉋
が
け
に
し
て
も
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
と

い
い
ま
す
か
ら
、
10
年
で
一
区
切
り
。
一
通
り
こ

な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
あ
と
10
年
、
計
20
年

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

│
│
鉋
が
け
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
。

壺
屋

　杉
の
表
側
の
白
い
と
こ
ろ
、
白
太
と
い
い

ま
す
が
、
そ
こ
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
一
人

前
で
す
ね
。
砥
石
、
台
の
調
整
（
台
な
ら
し
）
な

ど
す
べ
て
が
揃
わ
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

水
澤

　手
が
け
る
仕
事
は
種
類
も
要
求
も
違
う
。

そ
の
つ
ど
挑
戦
す
る
気
持
ち
で
い
る
う
ち
に
技
量

が
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

研
鑽
に
終
わ
り
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
と

い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

壺
屋

　20
年
は
長
い
よ
う
で
す
が
、
過
ぎ
て
み
る

と
あ
っ
と
い
う
間
。
私
も
つ
い
こ
の
前
ま
で
10
代

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
気
が
つ
く
と
70
代（
笑
）。

内
野

　伊
勢
神
宮
の
遷
宮
が
20
年
ご
と
、
山
口
の

錦
帯
橋
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
構
築

物
の
耐
久
年
数
よ
り
は
る
か
に
短
い
期
間
で
改
築
、

新
設
が
行
わ
れ
る
の
は
、
技
量
の
継
承
と
い
う
点

か
ら
合
理
的
な
年
数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
技
量
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

水
澤
「
仕
事
は
盗
ん
で
覚
え
ろ
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
と
お
り
に
し
て
い

た
棟
梁
も
い
た
よ
う
で
す
。
水
澤
工
務
店
で
は
、

大
工
24
人
を
5
班
に
分
け
て
、
班
ご
と
に
棟
梁
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
昼
休
み
に
は
、
作
業
中
の
木

の
仕
口
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
て
隠
し
て
し
ま
う

（
笑
）。
子
方
は
す
ば
や
く
手
ぬ
ぐ
い
を
持
ち
上
げ

て
覚
え
る
。
い
じ
わ
る
と
い
う
よ
り
、
知
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
高
め
る
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
今
は
違
い
ま
す
。

壺
屋

　私
は
親
方
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
叱
ら
れ
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
も
叱
り
ま
せ
ん
。

水
澤

　棟
梁
、
叱
ら
な
い
で
仕
事
を
進
め
る
秘
訣

を
教
え
て
く
だ
さ
い
よ（
笑
）。

│
│
技
量
う
ん
ぬ
ん
は
仕
事
あ
っ
て
の
こ
と
。
数

寄
屋
の
需
要
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
澤

　10
年
ほ
ど
前
は
、
あ
る
い
は
遠
か
ら
ず
途

絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
年
、
若
い
人
た
ち
の
日

本
の
美
意
識
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
り
、

海
外
の
人
た
ち
を
も
て
な
す
場
と
し
て
和
風
が
好

ま
れ
る
な
ど
、
風
向
き
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
状
で
危
惧
し
て
い
る
の
は
数
寄
屋
の
設
計
者

が
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
、
水
澤
の
設
計
室

に
は
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
吉
田
五
十
八
先
生
の

薫
陶
を
受
け
た
板
垣
元
彬
先
生
の
事
務
所
に
い
た

方
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
後
継
の
育
成
に
あ
た
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

│
│
雨
宮
さ
ん
は
今
回
の
仕
事
の
全
過
程
に
た
ず

さ
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
大
事
に
さ
れ
た
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
。

雨
宮
「
写
し
」
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
雰
囲

気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
寸
法
、
材
料
、

工
法
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雰
囲
気
が
再
現
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
幸
い
、

竣
工
し
た
と
き
、
先
生
か
ら
合
格
点
を
い
た
だ
い

た
の
で
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

水
澤

　以
前
、
吉
田
五
十
八
先
生
設
計
の
小
住
宅

を
老
朽
化
に
伴
い
解
体
復
元
し
ま
し
た
が
、
現
場

に
は
先
生
を
熟
知
し
て
い
た
元
現
場
員
が
た
ず
さ

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
写
し
」
と
同
程
度
に
難

し
く
、
風
合
い
に
違
い
が
出
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
和
風
の
「
写
し
」
は
難
し
く
、
奥
が

深
い
で
す
。
今
回
の
「
写
し
」
に
し
て
も
、
多
く

の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
批
評
・
感
想
を
寄
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
同
、
そ
れ
を
は
げ
み
と
し

て
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
状
況
が
進
ん
で
い
ま
す
。
柱
、
鴨
居
、
廻
り
縁

な
ど
赤
松
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
赤
松
の

材
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
節
の
な
い
良
材
は
入
手

が
き
わ
め
て
難
し
い
。
今
回
の
仕
事
で
は
、
私
自

身
、
岐
阜
の
山
中
に
分
け
入
っ
た
り
し
て
、
可
能

な
限
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
木
材
を
求
め
る
よ
う

努
力
し
ま
し
た
。

内
野

　茶
室
の
柱
は
す
べ
て
北
山
杉
の
面
皮
で
す

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
床
柱
だ
け
わ
ず
か
に
絞
り

が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
絞
り
の
具
合
が
微
妙
で

適
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
現
地
の
材
木
屋
に
出
向
き
、

直
接
目
で
確
か
め
て
最
良
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

水
澤

　目
が
す
っ
き
り
通
っ
て
い
る
材
と
か
長
い

材
は
入
手
が
本
当
に
困
難
で
す
。
き
び
し
い
自
然

環
境
の
も
と
で
育
ち
、
枝
打
ち
な
ど
の
管
理
が
行

き
届
い
て
い
る
木
か
ら
目
が
細
か
く
て
節
の
な
い
、

数
寄
屋
に
適
し
た
材
が
得
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
状
態
が
保
た
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
・
壺
屋
健
二

　広
間
の
広
縁
側
の
柱
の
ス
パ

ン
は
7
・
5
m

あ
っ
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
そ

の
長
押
・
鴨
居

の
表
面
材
は
一

枚
も
の
で
し
た
。

今
回
は
そ
う
は

い
か
ず
、
や
む

な
く
途
中
で
継

大
工
の

独
り
立
ち
に
は

20
年
か
か
る

数
寄
屋
の
仕
事
を

途
絶
え

さ
せ
な
い
た
め
に

雨
宮

　設
計
図
や
施
工
図
な
ど
は
、
水
澤
工
務
店

で
保
管
し
完
全
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

現
場
は
生
き
物
で
変
更
は
あ
り
ま
す
し
、
大
工
は

図
面
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
も
原
寸
を
自
ら

描
い
て
細
部
を
決
め
て
施
工
し
ま
す
か
ら
、
図
面

か
ら
仕
上
が
り
の
状
態
の
隅
々
を
確
認
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
場
監
督
・
内
野
桂
太

　と
く
に
納
ま
り
を
検
討

す
る
段
に
な
る
と
、
図
面
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、
和
風
別
館
に
何
度
も
足
を

運
び
ま
し
た
。
広
間
の
大
ス
パ
ン
の
長
押
・
鴨
居

と
柱
の
精
巧
な
納
ま
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
見

え
が
か
り
よ
り
は
、
形
状
を
可
能
に
し
て
い
る
仕

組
み
と
か
裏
側
の
工
夫
で
す
ね
。
実
物
に
教
え
ら

れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

│
│
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
の
が
基
本
だ
っ
た
と
し

て
も
条
件
は
違
い
、
対
応
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
し
ま
す
が
。

水
澤

　こ
こ
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
時
代
に
和

風
の
建
築
や
空
間
を
つ
く
る
際
に
は
、
消
防
法
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
す
。
和
風
の
設
え
と
消
防
法
が
定
め
る
不
燃
、

準
不
燃
な
ど
の
決
ま
り
は
な
じ
み
に
く
い
。
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
す
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
ま
り
、
昨
日
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
今
日

は
で
き
な
い
こ
と
が
間
々
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
対

応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、今
回
の「
写

し
」
で
も
数
々
の
工
夫
を
要
し
ま
し
た
。

内
野

　た
と
え
ば
、
茶
室
の
天
井
の
桐
の
網
代
は

不
燃
の
認
定
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
使
え

ま
せ
ん
が
、
寸
法
が
微
妙
に
合
わ
な
く
て
、
つ
な

ぎ
目
の
と
こ
ろ
で
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
空
調

設
備
が
昔
と
今
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
今
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
に
は
高
度
な
空
調
設
備
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
仕
上
が
り
の
姿
に
障
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
設
計
側
と
施
工
側
で

綿
密
に
検
討
を
し
ま
し
た
。

│
│
材
料
の
点
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

雨
宮

　和
風
別
館
の
施
工
か
ら
40
年
以
上
た
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
と

く
に
木
材
に
つ
い
て
は
そ
う
で
、
良
材
が
得
が
た

い
で
い
ま
す
が
、
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

雨
宮

　そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
木
材
は
、
水
澤
の

倉
庫
に
当
時
余
分
に
確
保
し
て
い
た
も
の
が
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広

縁
と
広
間
の
あ
い
だ
の
式
台
の
楠
材
、
襖
や
屛
風

の
枠
の
ケ
ン
ポ
ナ
シ
材
、
茶
室
の
地
板
の
や
に
松

が
そ
う
で
す
。

│
│
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
ね
。

水
澤

　水
澤
の
倉
庫
は
玉
手
箱
だ
と
谷
口
先
生
か

ら
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。
も
う
こ
れ
以
上
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
。

│
│
「
写
し
」
に
あ
た
っ
て
設
計
上
で
変
更
点
は

あ
り
ま
し
た
か
。

水
澤

　広
間
の
天
井
に
L
E
D
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
設
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
を
照
ら
す
よ
う
に
し
た

こ
と
で
す
。
昔
に
比
べ
る
と
室
内
環
境
が
明
る
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
明
る
さ
で
な
い

と
料
理
が
は
な
や
か
に
見
え
な
い
と
い
う
判
断
か

ら
で
し
ょ
う
。

内
野

　変
更
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

和
風
別
館
と
異
な
る
の
は
、
扉
ひ
と
つ
で
モ
ダ
ン

な
空
間
と
仕
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
谷
口
先
生
は
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
の
デ

ザ
イ
ン
、
納
ま
り
に
注
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
壺

屋
棟
梁
が
何
度
も
原
寸
を
描
き
直
し
て
今
の
姿
に

な
り
ま
し
た
。

│
│
材
料
が
得
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

01
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

鉋
が
け
は
、
削
り
3
年
研
ぎ
8
年
。

一
通
り
こ
な
せ
て
独
り
立
ち
す
る
に
は
、

計
20
年
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

立礼席の茶室全景。能
舞台状の四畳半で主人
が茶をたて、客は周囲の
席に腰掛けながら接待を
受ける。

点前座上部の天井、桐
の網代天井、竿縁の掛
込天井のあいだには、空
調設備が設置されてい
る。

水屋から入口周辺を見
る。腰壁はひしぎ竹張り。
円形の下地窓は、外光
に近くなるよう間接照明
で調光。

1011



組織概要
㈱水澤工務店
創業 1914年
社員 83人
大工 24人（うち棟梁5人）、
 外部協力10人
2018年の施工棟数 16棟
大工の平均年齢 約46歳
 （最年長：71歳、最年少：21歳）
おもな使用木材の産地 奈良県吉野、長野県木曽など
加工場  東京都江東区木場、
 東京都江東区新木場

建築概要
所在地 石川県金沢市寺町
主要用途 美術館
建主 金沢市
設計 建築：谷口吉生／
 谷口建築設計研究所
構造設計 構造計画プラス・ワン
主体構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）
施工 清水・豊蔵・双建特定建設工事
 共同企業体
階数 地下1階、地上2階、塔屋
敷地面積 2,032.64㎡
建築面積 823.58㎡
延床面積 1,570.39㎡
設計期間 2015年11月～2017年2月
工事期間 2017年6月～2019年5月

おもな外部仕上げ
屋根 アスファルト防水
外壁 ブラジル産花崗岩 WJ仕上げ、
 アルミパネル 
 フッ素樹脂焼付け塗装 t＝4㎜
開口部 アルミカーテンウォール 
 フッ素樹脂焼付け塗装、
 アルミパイプルーバー 
 電解二次発色
外構 南アフリカ共和国産
 花崗岩ラステンバーグ 
 t＝30㎜ JP仕上げ、洗出し舗装
水盤 インド産花崗岩インド黒
 t＝30㎜ JP仕上げ

おもな内部仕上げ
常設展示室2（広縁・広間、茶室）
床 イタリア産玄武岩バサルティーナ 
 t＝30㎜ 水磨き仕上げ、
 京間畳 t＝55㎜ 赤松畳寄
壁 新京壁左官塗特注色、
 ヒシギ竹張腰壁 
天井 杉柾勾配天井 杉柾猿頬竿、
 杉柾うづくり目透張 特注銅鋲打ち

「谷口吉郎・吉生記念
金沢建築館 游心亭」

南東側の寺町通りから見
た外観。

1/125

広間断面図
0 1 2m

1/125

茶室断面図
0 1 2m

平面図（「游心亭」の再現箇所）
0 1 2m

うちの・けいた／1976年東京都生まれ。2000年工
学院大学工学部建築学科卒業。06年、ハウスメー
カーを退社後に水澤工務店へ入社。おもな現場
監督作品＝「流芳庵茶席増築工事」（13）、「浜離
宮庭園燕 御茶屋復元整備工事」（15）、「浜離宮
恩賜庭園鷹 御茶屋復元整備工事」（18）など。

内野桂太
Uchino Keita

あめみや・としお／1953年山梨県生まれ。76年日
本大学工学部建築学科卒業。76年～水澤工務
店へ入社。76～2002年は現場監督を経験。02年
～営業を担当。おもな現場監督作品＝「目白ハウ
ス新築工事」（1988）、「松籟亭新築工事」（90）、

「聖徳学園理事長公邸新築工事」（93）など。

雨宮敏夫
Amemiya Toshio

つぼや・けんじ／1948年東京都生まれ。1968年日
本大学短期大学部工科建設科卒業。父親が大
工だったため、幼い頃からものづくりにあこがれ、
さらに高度な数寄屋建築を勉強、希望して大工
の道へ。76年～水澤工務店。おもな施工担当作
品＝「重要文化財 自由学園明日館保存改修」

（2001）、「德藏院 本堂・社務所・釈迦堂」（05年・
12年・15年）、「鎌倉見晴邸離れ」（12）など。

壺屋健二
Tsuboya Kenji

みずさわ・たかひこ／1968年東京都生まれ。93年
大阪芸術大学建築学科卒業。93年～AA School
留学。97～99年芦原太郎建築事務所勤務。2000
年～水澤工務店。03年～同社代表取締役。祖
父・文次郎、父・晴彦に続く3代目。05年「平山郁
夫シルクロード美術館」（04）でグッドデザイン賞を
受賞。14年に水澤工務店は創業100周年を迎え
た。

水澤孝彦
Mizusawa Takahiko
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天井：杉柾
竿縁：杉柾猿頬

床：石 式台：クス

敷居 ： 赤松

柱：赤松

鴨居・力板：赤松

床：畳敷
合板（t=15㎜）

乾式二重床

幕板：杉柾 天井：杉中杢目透し張
竿縁：杉柾猿頬

框：赤松

水盤

廻縁：杉

廻縁：杉
無目：赤松

網代天井（杉）

廻縁：杉

1213



組織概要
㈱水澤工務店
創業 1914年
社員 83人
大工 24人（うち棟梁5人）、
 外部協力10人
2018年の施工棟数 16棟
大工の平均年齢 約46歳
 （最年長：71歳、最年少：21歳）
おもな使用木材の産地 奈良県吉野、長野県木曽など
加工場  東京都江東区木場、
 東京都江東区新木場

建築概要
所在地 石川県金沢市寺町
主要用途 美術館
建主 金沢市
設計 建築：谷口吉生／
 谷口建築設計研究所
構造設計 構造計画プラス・ワン
主体構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）
施工 清水・豊蔵・双建特定建設工事
 共同企業体
階数 地下1階、地上2階、塔屋
敷地面積 2,032.64㎡
建築面積 823.58㎡
延床面積 1,570.39㎡
設計期間 2015年11月～2017年2月
工事期間 2017年6月～2019年5月

おもな外部仕上げ
屋根 アスファルト防水
外壁 ブラジル産花崗岩 WJ仕上げ、
 アルミパネル 
 フッ素樹脂焼付け塗装 t＝4㎜
開口部 アルミカーテンウォール 
 フッ素樹脂焼付け塗装、
 アルミパイプルーバー 
 電解二次発色
外構 南アフリカ共和国産
 花崗岩ラステンバーグ 
 t＝30㎜ JP仕上げ、洗出し舗装
水盤 インド産花崗岩インド黒
 t＝30㎜ JP仕上げ

おもな内部仕上げ
常設展示室2（広縁・広間、茶室）
床 イタリア産玄武岩バサルティーナ 
 t＝30㎜ 水磨き仕上げ、
 京間畳 t＝55㎜ 赤松畳寄
壁 新京壁左官塗特注色、
 ヒシギ竹張腰壁 
天井 杉柾勾配天井 杉柾猿頬竿、
 杉柾うづくり目透張 特注銅鋲打ち

「谷口吉郎・吉生記念
金沢建築館 游心亭」

南東側の寺町通りから見
た外観。
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広間断面図
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1/125

茶室断面図
0 1 2m

平面図（「游心亭」の再現箇所）
0 1 2m

うちの・けいた／1976年東京都生まれ。2000年工
学院大学工学部建築学科卒業。06年、ハウスメー
カーを退社後に水澤工務店へ入社。おもな現場
監督作品＝「流芳庵茶席増築工事」（13）、「浜離
宮庭園燕 御茶屋復元整備工事」（15）、「浜離宮
恩賜庭園鷹 御茶屋復元整備工事」（18）など。

内野桂太
Uchino Keita

あめみや・としお／1953年山梨県生まれ。76年日
本大学工学部建築学科卒業。76年～水澤工務
店へ入社。76～2002年は現場監督を経験。02年
～営業を担当。おもな現場監督作品＝「目白ハウ
ス新築工事」（1988）、「松籟亭新築工事」（90）、

「聖徳学園理事長公邸新築工事」（93）など。

雨宮敏夫
Amemiya Toshio

つぼや・けんじ／1948年東京都生まれ。1968年日
本大学短期大学部工科建設科卒業。父親が大
工だったため、幼い頃からものづくりにあこがれ、
さらに高度な数寄屋建築を勉強、希望して大工
の道へ。76年～水澤工務店。おもな施工担当作
品＝「重要文化財 自由学園明日館保存改修」

（2001）、「德藏院 本堂・社務所・釈迦堂」（05年・
12年・15年）、「鎌倉見晴邸離れ」（12）など。

壺屋健二
Tsuboya Kenji

みずさわ・たかひこ／1968年東京都生まれ。93年
大阪芸術大学建築学科卒業。93年～AA School
留学。97～99年芦原太郎建築事務所勤務。2000
年～水澤工務店。03年～同社代表取締役。祖
父・文次郎、父・晴彦に続く3代目。05年「平山郁
夫シルクロード美術館」（04）でグッドデザイン賞を
受賞。14年に水澤工務店は創業100周年を迎え
た。

水澤孝彦
Mizusawa Takahiko
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とことん、木の扱い方を伝える
特集 残す、大工の技術 ケーススタディ2

設計施工にこだわりつづける、オークヴィレッジ。
設計側にも施工側にも、木をどう扱うべきか、

共通認識をもたせるためだという。
どの材種がよいか、どの構法を生かすのか、

日々の鍛錬が、現代の木造への試みにつながっている。
聞き手・まとめ／大山直美　写真／川辺明伸

オークヴィレッジ
「 杉 の 井  穂 濤・離 れ 」

設計・施工

作品
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梁

今
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貫
之
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家

上
野
英
二

「杉の井 穂濤・離れ」の
客席。金沢の伝統町家
に伝わる構法「準棟纂
冪」で組んだ空間にオー
クヴィレッジのふたり。

02
Case Study 

Special Feature

Passing
on

craftsmen’s
skills

1415



とことん、木の扱い方を伝える
特集 残す、大工の技術 ケーススタディ2

設計施工にこだわりつづける、オークヴィレッジ。
設計側にも施工側にも、木をどう扱うべきか、

共通認識をもたせるためだという。
どの材種がよいか、どの構法を生かすのか、

日々の鍛錬が、現代の木造への試みにつながっている。
聞き手・まとめ／大山直美　写真／川辺明伸

オークヴィレッジ
「 杉 の 井  穂 濤・離 れ 」

設計・施工

作品

棟
梁

今
福
貫
之

建
築
家

上
野
英
二

「杉の井 穂濤・離れ」の
客席。金沢の伝統町家
に伝わる構法「準棟纂
冪」で組んだ空間にオー
クヴィレッジのふたり。

02
Case Study 

Special Feature

Passing
on

craftsmen’s
skills

1415



02
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

金
沢
の
伝
統
町
家
の

構
法
を
取
り
入
れ
た

大
工
に
必
要
な

「
木
組
」「
人
組
」

│
│
「
杉
の
井 

穂
濤
」は
明
治
末
期
の
邸
宅
を
改

装
し
た
由
緒
あ
る
料
亭
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
隣
に

昼
膳
や
和
ス
イ
ー
ツ
が
楽
し
め
る
「
離
れ
」
が
生

ま
れ
た
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
家
・
上
野
英
二

　オ
ー
ナ
ー
は
2
0
0
4
年
、

金
沢
21
世
紀
美
術
館
の
そ
ば
に
和
甘
味
の
店
を
開

き
ま
し
た
が
、
若
い
観
光
客
が
列
を
な
す
ほ
ど
の

人
気
で
、
な
か
な
か
地
元
の
人
に
は
行
き
づ
ら
い

店
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
料
亭
の

隣
の
古
家
を
改
修
し
、
も
っ
と
地
元
の
お
客
さ
ま

に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
店
を
つ
く
り
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
設
計
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
最
近

は
畳
に
座
布
団
と
い
う
料
亭
の
ス
タ
イ
ル
を
い
や

が
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、
ま
た
将
来
店
を
継
ぐ
ご

子
息
の
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら
先
を
見
す
え
た
料

亭
と
し
て
、
椅
子
席
と
す
る
こ
と
を
親
子
で
話
し

あ
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

│
│
水
庭
を
配
し
た
モ
ダ
ン
な
空
間
に
、
あ
え
て

伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
小
屋
組
を
取
り
入
れ
た
の

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
野

　丸
太
梁
の
上
に
小
さ
な
束
柱
を
立
て
た
小

屋
組
を
見
せ
、
吹
抜
け
の
大
空
間
を
つ
く
る
こ
の

手
法
は
「
準
棟
纂
冪
」
と
呼
ば
れ
、
飛
驒
高
山
の

名
家
に
も
見
ら
れ
る
独
特
の
造
り
で
す
。
私
は
飛

驒
高
山
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、
地
元
特
有
の
構

法
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
調
べ
て
い
く
う

ち
に
金
沢
に
も
同
じ
構
法
で
建
て
た
家
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
京
町
家
に
も
似
た
構
造
は

あ
り
ま
す
が
、
大
工
が
ち
ゃ
ん
と
木
組
の
技
術
を

使
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
準
棟
纂
冪
は
金
沢
と
飛
驒

高
山
の
上
質
な
町
家
に
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
せ
っ
か
く
金
沢
で
仕
事
を
す
る
な
ら
、

本
物
の
準
棟
纂
冪
を
使
っ
た
空
間
を
つ
く
り
た
い

と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
設
計
者
は
図
面
を

描
け
ば
い
い
の
で
す
が
、
施
工
す
る
側
は
大
変
で

す
。
全
部
現
し
に
す
る
か
ら
ご
ま
か
し
が
利
か
ず
、

自
分
の
力
量
が
問
わ
れ
る
。
材
料
も
い
い
も
の
を

準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

│
│
棟
梁
の
今
福
さ
ん
は
準
棟
纂
冪
を
手
が
け
た

ご
経
験
は
あ
り
ま
し
た
か
。

棟
梁
・
今
福
貫
之

　い
や
、
こ
こ
が
初
め
て
で
す
。

│
│
最
初
に
こ
の
構
法
で
い
く
と
聞
い
た
と
き
は
、

大
変
そ
う
と
い
う
気
持
ち
と
、
腕
が
鳴
る
と
い
う

気
持
ち
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
た
ん
で
し

ょ
う
。

今
福

　う
ー
ん
、
ま
あ
図
面
ど
お
り
に
や
れ
ば
で

き
る
か
な
と（
笑
）。
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
、

材
料
の
木
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
、
そ
れ
を
生
か
せ

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
が
ど

う
こ
う
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
は
な
い
で
す

ね
。

│
│
材
料
は
地
元
産
の
も
の
が
多
い
の
で
し
ょ
う

か
。

上
野

　適
材
適
所
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
重
さ
や

風
格
、
木
目
の
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
大
黒
柱
に

は
、
飛
驒
だ
と
栗
や
欅
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、

欅
は
木
目
が
は
っ
き
り
出
て
和
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
強
く
な
い
栗

を
使
い
ま
し
た
。
梁
に
は
粘
り
が
あ
り
、
曲
が
り

に
強
い
木
を
と
い
う
こ
と
で
、
飛
驒
に
自
生
す
る

貴
重
な
姫
小
松
（
五
葉
松
）
を
使
っ
て
い
ま
す
。

│
│
材
料
は
上
野
さ
ん
が
選
ぶ
の
で
す
か
。

上
野

　迷
う
こ
と
は
あ
る
の
で
、
棟
梁
と
相
談
し

て
決
め
ま
す
。
柱
1
本
で
も
見
せ
る
面
に
よ
っ
て

木
目
の
表
情
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
落

ち
着
か
な
く
な
っ
た
り
、
非
常
に
静
寂
な
空
間
に

な
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。

│
│
丸
太
梁
み
た
い
に
ま
っ
す
ぐ
じ
ゃ
な
い
も
の

は
、
ど
こ
ま
で
工
房
で
加
工
し
て
、
ど
こ
か
ら
現

場
で
調
整
す
る
の
で
し
ょ
う
。
束
の
高
さ
な
ど
は

図
面
上
で
は
計
算
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。

今
福

　こ
こ
に
運
び
込
む
と
き
は
も
う
全
部
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
水

平
を
ど
こ
で
と
り
、

ど
れ
ぐ
ら
い
曲
線

を
つ
け
る
と
、
途

中
で
つ
な
い
だ
丸

太
梁
が
1
本
の
自
然
な
曲
線
に
見
え
る
か
を
、
墨

付
け
の
段
階
で
何
度
も
検
討
し
ま
す
。
工
房
で
本

番
ど
お
り
に
組
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
重
要

な
部
分
は
組
ん
で
確
認
し
て
い
ま
す
。

│
│
こ
の
店
の
場
合
、
強
い
木
目
の
欅
を
避
け
た

く
ら
い
だ
か
ら
、
あ
ま
り
強
い
カ
ー
ブ
が
出
す
ぎ

て
も
ま
ず
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

上
野

　そ
う
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て
、
直
線
す
ぎ

る
と
空
間
が
か
た
く
な
り
す
ぎ
る
。

│
│
上
野
さ
ん
が
求
め
る
ち
ょ
う
ど
い
い
塩
梅
が
、

今
福
さ
ん
に
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

上
野

　そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
い
く
ら
言
葉
を

つ
く
し
て
も
、
わ
か
ら
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い

（
笑
）。

　
彼
は
建
主
の
想
い
も
絶
妙
に
わ
か
っ
て
く
れ
る

の
で
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
も
非
常
に
信
頼
さ
れ
て
い

ま
す
。
き
び
し
い
設
計
者
や
オ
ー
ナ
ー
の
想
い
を

受
け
と
め
、
み
ん
な
丸
く
収
め
て
形
に
し
て
い
く

棟
梁
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
い
く
ら
技
術
を
も

っ
て
い
て
も
、
誰
に
で
も
で
き
る
仕
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

│
│
し
か
も
、
癖
の
あ
る
職
人
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
う
ま
く
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

上
野

　そ
の
と
お
り
で
す
。
法
隆
寺
の
西
岡
常
一

棟
梁
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、ま
さ
に「
木

組
も
人
組
も
で
き
る
」
人
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
。

│
│
今
福
さ
ん
は
「
人
組
」
に
つ
い
て
、
何
か
心

が
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

今
福

　初
め
て
の
業
者
さ
ん
に
は
、
こ
ち
ら
の
想

い
や
最
終
的
な
完
成
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
、

み
ん
な
が
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
る
ん
だ
と
意
識
さ

せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
一

倍
動
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
。
ま
あ
、
こ
ち

ら
が
楽
し
ん
で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
れ

ば
い
い
か
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
な

る
べ
く
「
こ
ん
な
こ
と
は
や
れ
な
い
」
と
か
、
愚

痴
は
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
ね
。
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
口
で
言
う
よ
り
体
現
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね（
笑
）。

│
│
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
自
社
で
大
工
を
抱
え
、

設
計
施
工
を
一
貫
し
て
行
う
こ
と
を
基
本
に
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

上
野

　木
造
の
場
合
、
鉄
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い

っ
た
均
質
な
工
業
材
料
で
は
な
く
、
一
本
一
本
個

性
が
異
な
る
木
を
使
う
た
め
、
木
を
ど
う
扱
う
か

が
と
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
。
木
材
も
当
然
、
自

分
た
ち
が
準
備
し
、
そ
の
材
料
を
設
計
側
も
施
工

す
る
側
も
理
解
し
た
う
え
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
組
み
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
で
用
い
た
丸
太
梁
に
し
て
も
、
設
計
が
始
ま
っ

て
か
ら
用
意
し
た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、

い
つ
使
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
毎
年
ス
ト
ッ
ク

し
て
、
何
年
も
乾
か
し
て
お
く
。
技
術
の
あ
る
棟

梁
や
職
人
を
確
保
す
る
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。
設

計
は
で
き
た
け
れ
ど
い
い
材
料
が
揃
わ
な
か
っ
た

と
か
、
せ
っ
か
く
の
材
料
を
技
術
力
の
な
い
大
工

が
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
信

頼
し
て
任
せ
て
く
れ
た
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
責
任

が
果
た
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
設
計
施
工
は
あ
た
り
ま

え
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
現
在
、
社
員
の
大
工
さ
ん
は
何
人
い
ま
す
か
。

上
野

　社
員
は
4
人
で
、
そ
れ
以
外
に
昔
か
ら
私

た
ち
の
仕
事
を
し
て
く
れ
て
い
る
常
用
の
大
工
さ

ん
が
ふ
た
り
い
ま
す
。
最
初
は
な
か
な
か
大
工
が

育
た
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
棟
梁
に
な
れ
る

人
材
が
今
福
を
は
じ
め
、
複
数
名
育
っ
た
の
で
、

彼
ら
の
も
と
に
若
い
大
工
が
つ
い
て
、
い
い
形
で

チ
ー
ム
と
し
て
動
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
│
今
福
さ
ん
は
設
計
施
工
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い

て
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

今
福

　施
工
側
だ
け
で
建
物
を
つ
く
る
と
、
ど
う

し
て
も
無
駄
が
出
な
い
よ
う
に
と
か
、
施
工
側
の

都
合
が
優
先
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て

建
て
ら
れ
た
家
は
、
だ
い
た
い
ど
れ
も
同
じ
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
点
、
設
計
サ
イ
ド
の
想
い
が
の

っ
て
く
る
と
、
毎
回
違
う
も
の
が
意
匠
と
し
て
表

現
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
が
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
そ
も
そ
も
、
今
福
さ
ん
は
大
工
の
専
門
学
校

で
学
ん
だ
後
、
ど
う
し
て
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に

就
職
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
。

今
福

　ま
さ
に
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
理
由
で

す
。
技
術
力
が
高
い
工
務
店
も
考
え
ま
し
た
が
、

伝
統
構
法
を
現
代
に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
、
現

代
の
暮
ら
し
に
合
う
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
こ

ろ
で
仕
事
が
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

│
│
今
後
、
大
工
を
育
成
し
、
技
術
を
継
承
し
て

い
く
た
め
に
は
、
何
が
大
切
で
し
ょ
う
か
。

今
福

　短
期
間
で
乾
燥
さ
せ
た
材
料
を
使
用
し
、

木
と
い
う
素
材
を
工
業
製
品
の
よ
う
に
扱
っ
て
、

木
造
住
宅
を
つ
く
っ
て
い
る
会
社
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
木
を
ち
ゃ
ん
と
生
か
し
き
れ
て
い
る
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
何
百
年
前
の
古
民
家
を
改
修
す

る
と
、
あ
あ
、
昔
の
大
工
は
こ
う
や
っ
て
き
た
の

か
と
刺
激
を
受
け
ま
す
が
、
木
は
そ
ん
な
ふ
う
に

時
を
超
え
て
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
材
料

な
の
で
、
自
分
た
ち
も
木
の
命
に
寄
り
添
え
る
よ

う
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
、
次
の
世
代
の
大
工
の

育
成
に
つ
な
が
る
の
か
な
と
。
こ
の
現
場
で
も
樹

齢
何
百
年
の
木
に
触
れ
た
こ
と
は
若
い
大
工
に
は

貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
伝
統
構
法
と

は
い
い
ま
す
が
、
今
か
ら
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い

く
構
法
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

上
野

　設
計
者
の
立
場
と
し
て
も
、
魅
力
的
な
建

物
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
る
オ
ー
ナ
ー
と
出
会
い
、

こ
う
い
う
建
築
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
い
う
印
象

を
人
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
を
発
表
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
1
0
0
年

か
か
っ
て
育
っ
た
木
を
1
0
0
年
使
え
る
も
の

に
」
と
い
う
の
が
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
モ
ッ
ト

ー
で
す
が
、
ど
う
し
た
ら
耐
久
性
だ
け
で
な
く
、

1
0
0
年
た
っ
て
生
活
様
式
が
変
わ
っ
て
も
魅
力

を
失
わ
な
い
建
築
を
つ
く
れ
る
か
が
、
私
が
考
え

つ
づ
け
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。
日
本
の
木
造
は
決

し
て
古
い
も
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
時
代
に
も
合

う
も
の
だ
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
文
化
や
技
術

を
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

→入口まわり。隣接する
明治期の建築を改装し
た料亭に合わせた門構
え。

←写真右／入口ドアまわ
りはガラス張り。左ページ
／水庭に面した客席。桜
をはじめ、季節ごとの景
色が映り込む。

→木造小屋組など伝統
技術の粋をつくす一方
で、開口まわりはフルハイ
トのガラス張りで明るくモ
ダンな造り。

施
工
す
る
側
は
大
変
で
す
。

小
屋
組
を
現
し
に
す
る
か
ら
ご
ま
か
し
が
利
か
ず
、

力
量
が
問
わ
れ
ま
す
。

1617

ほ
　
な
み

じ
ゅ
ん
と
う
さ
ん
ぺ
き



02
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

金
沢
の
伝
統
町
家
の

構
法
を
取
り
入
れ
た

大
工
に
必
要
な

「
木
組
」「
人
組
」

│
│
「
杉
の
井 

穂
濤
」は
明
治
末
期
の
邸
宅
を
改

装
し
た
由
緒
あ
る
料
亭
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
隣
に

昼
膳
や
和
ス
イ
ー
ツ
が
楽
し
め
る
「
離
れ
」
が
生

ま
れ
た
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
家
・
上
野
英
二

　オ
ー
ナ
ー
は
2
0
0
4
年
、

金
沢
21
世
紀
美
術
館
の
そ
ば
に
和
甘
味
の
店
を
開

き
ま
し
た
が
、
若
い
観
光
客
が
列
を
な
す
ほ
ど
の

人
気
で
、
な
か
な
か
地
元
の
人
に
は
行
き
づ
ら
い

店
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
料
亭
の

隣
の
古
家
を
改
修
し
、
も
っ
と
地
元
の
お
客
さ
ま

に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
店
を
つ
く
り
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
設
計
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
最
近

は
畳
に
座
布
団
と
い
う
料
亭
の
ス
タ
イ
ル
を
い
や

が
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、
ま
た
将
来
店
を
継
ぐ
ご

子
息
の
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら
先
を
見
す
え
た
料

亭
と
し
て
、
椅
子
席
と
す
る
こ
と
を
親
子
で
話
し

あ
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

│
│
水
庭
を
配
し
た
モ
ダ
ン
な
空
間
に
、
あ
え
て

伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
小
屋
組
を
取
り
入
れ
た
の

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
野

　丸
太
梁
の
上
に
小
さ
な
束
柱
を
立
て
た
小

屋
組
を
見
せ
、
吹
抜
け
の
大
空
間
を
つ
く
る
こ
の

手
法
は
「
準
棟
纂
冪
」
と
呼
ば
れ
、
飛
驒
高
山
の

名
家
に
も
見
ら
れ
る
独
特
の
造
り
で
す
。
私
は
飛

驒
高
山
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、
地
元
特
有
の
構

法
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
調
べ
て
い
く
う

ち
に
金
沢
に
も
同
じ
構
法
で
建
て
た
家
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
京
町
家
に
も
似
た
構
造
は

あ
り
ま
す
が
、
大
工
が
ち
ゃ
ん
と
木
組
の
技
術
を

使
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
準
棟
纂
冪
は
金
沢
と
飛
驒

高
山
の
上
質
な
町
家
に
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
せ
っ
か
く
金
沢
で
仕
事
を
す
る
な
ら
、

本
物
の
準
棟
纂
冪
を
使
っ
た
空
間
を
つ
く
り
た
い

と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
設
計
者
は
図
面
を

描
け
ば
い
い
の
で
す
が
、
施
工
す
る
側
は
大
変
で

す
。
全
部
現
し
に
す
る
か
ら
ご
ま
か
し
が
利
か
ず
、

自
分
の
力
量
が
問
わ
れ
る
。
材
料
も
い
い
も
の
を

準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

│
│
棟
梁
の
今
福
さ
ん
は
準
棟
纂
冪
を
手
が
け
た

ご
経
験
は
あ
り
ま
し
た
か
。

棟
梁
・
今
福
貫
之

　い
や
、
こ
こ
が
初
め
て
で
す
。

│
│
最
初
に
こ
の
構
法
で
い
く
と
聞
い
た
と
き
は
、

大
変
そ
う
と
い
う
気
持
ち
と
、
腕
が
鳴
る
と
い
う

気
持
ち
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
た
ん
で
し

ょ
う
。

今
福

　う
ー
ん
、
ま
あ
図
面
ど
お
り
に
や
れ
ば
で

き
る
か
な
と（
笑
）。
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
、

材
料
の
木
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
、
そ
れ
を
生
か
せ

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
が
ど

う
こ
う
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
は
な
い
で
す

ね
。

│
│
材
料
は
地
元
産
の
も
の
が
多
い
の
で
し
ょ
う

か
。

上
野

　適
材
適
所
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
重
さ
や

風
格
、
木
目
の
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
大
黒
柱
に

は
、
飛
驒
だ
と
栗
や
欅
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、

欅
は
木
目
が
は
っ
き
り
出
て
和
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
強
く
な
い
栗

を
使
い
ま
し
た
。
梁
に
は
粘
り
が
あ
り
、
曲
が
り

に
強
い
木
を
と
い
う
こ
と
で
、
飛
驒
に
自
生
す
る

貴
重
な
姫
小
松
（
五
葉
松
）
を
使
っ
て
い
ま
す
。

│
│
材
料
は
上
野
さ
ん
が
選
ぶ
の
で
す
か
。

上
野

　迷
う
こ
と
は
あ
る
の
で
、
棟
梁
と
相
談
し

て
決
め
ま
す
。
柱
1
本
で
も
見
せ
る
面
に
よ
っ
て

木
目
の
表
情
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
落

ち
着
か
な
く
な
っ
た
り
、
非
常
に
静
寂
な
空
間
に

な
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。

│
│
丸
太
梁
み
た
い
に
ま
っ
す
ぐ
じ
ゃ
な
い
も
の

は
、
ど
こ
ま
で
工
房
で
加
工
し
て
、
ど
こ
か
ら
現

場
で
調
整
す
る
の
で
し
ょ
う
。
束
の
高
さ
な
ど
は

図
面
上
で
は
計
算
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。

今
福

　こ
こ
に
運
び
込
む
と
き
は
も
う
全
部
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
水

平
を
ど
こ
で
と
り
、

ど
れ
ぐ
ら
い
曲
線

を
つ
け
る
と
、
途

中
で
つ
な
い
だ
丸

太
梁
が
1
本
の
自
然
な
曲
線
に
見
え
る
か
を
、
墨

付
け
の
段
階
で
何
度
も
検
討
し
ま
す
。
工
房
で
本

番
ど
お
り
に
組
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
重
要

な
部
分
は
組
ん
で
確
認
し
て
い
ま
す
。

│
│
こ
の
店
の
場
合
、
強
い
木
目
の
欅
を
避
け
た

く
ら
い
だ
か
ら
、
あ
ま
り
強
い
カ
ー
ブ
が
出
す
ぎ

て
も
ま
ず
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

上
野

　そ
う
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て
、
直
線
す
ぎ

る
と
空
間
が
か
た
く
な
り
す
ぎ
る
。

│
│
上
野
さ
ん
が
求
め
る
ち
ょ
う
ど
い
い
塩
梅
が
、

今
福
さ
ん
に
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

上
野

　そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
い
く
ら
言
葉
を

つ
く
し
て
も
、
わ
か
ら
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い

（
笑
）。

　
彼
は
建
主
の
想
い
も
絶
妙
に
わ
か
っ
て
く
れ
る

の
で
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
も
非
常
に
信
頼
さ
れ
て
い

ま
す
。
き
び
し
い
設
計
者
や
オ
ー
ナ
ー
の
想
い
を

受
け
と
め
、
み
ん
な
丸
く
収
め
て
形
に
し
て
い
く

棟
梁
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
い
く
ら
技
術
を
も

っ
て
い
て
も
、
誰
に
で
も
で
き
る
仕
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

│
│
し
か
も
、
癖
の
あ
る
職
人
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
う
ま
く
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

上
野

　そ
の
と
お
り
で
す
。
法
隆
寺
の
西
岡
常
一

棟
梁
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、ま
さ
に「
木

組
も
人
組
も
で
き
る
」
人
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
。

│
│
今
福
さ
ん
は
「
人
組
」
に
つ
い
て
、
何
か
心

が
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

今
福

　初
め
て
の
業
者
さ
ん
に
は
、
こ
ち
ら
の
想

い
や
最
終
的
な
完
成
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
、

み
ん
な
が
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
る
ん
だ
と
意
識
さ

せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
一

倍
動
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
。
ま
あ
、
こ
ち

ら
が
楽
し
ん
で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
れ

ば
い
い
か
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
な

る
べ
く
「
こ
ん
な
こ
と
は
や
れ
な
い
」
と
か
、
愚

痴
は
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
ね
。
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
口
で
言
う
よ
り
体
現
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね（
笑
）。

│
│
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
自
社
で
大
工
を
抱
え
、

設
計
施
工
を
一
貫
し
て
行
う
こ
と
を
基
本
に
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

上
野

　木
造
の
場
合
、
鉄
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い

っ
た
均
質
な
工
業
材
料
で
は
な
く
、
一
本
一
本
個

性
が
異
な
る
木
を
使
う
た
め
、
木
を
ど
う
扱
う
か

が
と
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
。
木
材
も
当
然
、
自

分
た
ち
が
準
備
し
、
そ
の
材
料
を
設
計
側
も
施
工

す
る
側
も
理
解
し
た
う
え
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
組
み
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
で
用
い
た
丸
太
梁
に
し
て
も
、
設
計
が
始
ま
っ

て
か
ら
用
意
し
た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、

い
つ
使
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
毎
年
ス
ト
ッ
ク

し
て
、
何
年
も
乾
か
し
て
お
く
。
技
術
の
あ
る
棟

梁
や
職
人
を
確
保
す
る
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。
設

計
は
で
き
た
け
れ
ど
い
い
材
料
が
揃
わ
な
か
っ
た

と
か
、
せ
っ
か
く
の
材
料
を
技
術
力
の
な
い
大
工

が
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
信

頼
し
て
任
せ
て
く
れ
た
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
責
任

が
果
た
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
設
計
施
工
は
あ
た
り
ま

え
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
現
在
、
社
員
の
大
工
さ
ん
は
何
人
い
ま
す
か
。

上
野

　社
員
は
4
人
で
、
そ
れ
以
外
に
昔
か
ら
私

た
ち
の
仕
事
を
し
て
く
れ
て
い
る
常
用
の
大
工
さ

ん
が
ふ
た
り
い
ま
す
。
最
初
は
な
か
な
か
大
工
が

育
た
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
棟
梁
に
な
れ
る

人
材
が
今
福
を
は
じ
め
、
複
数
名
育
っ
た
の
で
、

彼
ら
の
も
と
に
若
い
大
工
が
つ
い
て
、
い
い
形
で

チ
ー
ム
と
し
て
動
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
│
今
福
さ
ん
は
設
計
施
工
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い

て
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

今
福

　施
工
側
だ
け
で
建
物
を
つ
く
る
と
、
ど
う

し
て
も
無
駄
が
出
な
い
よ
う
に
と
か
、
施
工
側
の

都
合
が
優
先
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て

建
て
ら
れ
た
家
は
、
だ
い
た
い
ど
れ
も
同
じ
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
点
、
設
計
サ
イ
ド
の
想
い
が
の

っ
て
く
る
と
、
毎
回
違
う
も
の
が
意
匠
と
し
て
表

現
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
が
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
そ
も
そ
も
、
今
福
さ
ん
は
大
工
の
専
門
学
校

で
学
ん
だ
後
、
ど
う
し
て
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に

就
職
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
。

今
福

　ま
さ
に
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
理
由
で

す
。
技
術
力
が
高
い
工
務
店
も
考
え
ま
し
た
が
、

伝
統
構
法
を
現
代
に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
、
現

代
の
暮
ら
し
に
合
う
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
こ

ろ
で
仕
事
が
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

│
│
今
後
、
大
工
を
育
成
し
、
技
術
を
継
承
し
て

い
く
た
め
に
は
、
何
が
大
切
で
し
ょ
う
か
。

今
福

　短
期
間
で
乾
燥
さ
せ
た
材
料
を
使
用
し
、

木
と
い
う
素
材
を
工
業
製
品
の
よ
う
に
扱
っ
て
、

木
造
住
宅
を
つ
く
っ
て
い
る
会
社
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
木
を
ち
ゃ
ん
と
生
か
し
き
れ
て
い
る
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
何
百
年
前
の
古
民
家
を
改
修
す

る
と
、
あ
あ
、
昔
の
大
工
は
こ
う
や
っ
て
き
た
の

か
と
刺
激
を
受
け
ま
す
が
、
木
は
そ
ん
な
ふ
う
に

時
を
超
え
て
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
材
料

な
の
で
、
自
分
た
ち
も
木
の
命
に
寄
り
添
え
る
よ

う
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
、
次
の
世
代
の
大
工
の

育
成
に
つ
な
が
る
の
か
な
と
。
こ
の
現
場
で
も
樹

齢
何
百
年
の
木
に
触
れ
た
こ
と
は
若
い
大
工
に
は

貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
伝
統
構
法
と

は
い
い
ま
す
が
、
今
か
ら
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い

く
構
法
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

上
野

　設
計
者
の
立
場
と
し
て
も
、
魅
力
的
な
建

物
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
る
オ
ー
ナ
ー
と
出
会
い
、

こ
う
い
う
建
築
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
い
う
印
象

を
人
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
を
発
表
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
1
0
0
年

か
か
っ
て
育
っ
た
木
を
1
0
0
年
使
え
る
も
の

に
」
と
い
う
の
が
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
モ
ッ
ト

ー
で
す
が
、
ど
う
し
た
ら
耐
久
性
だ
け
で
な
く
、

1
0
0
年
た
っ
て
生
活
様
式
が
変
わ
っ
て
も
魅
力

を
失
わ
な
い
建
築
を
つ
く
れ
る
か
が
、
私
が
考
え

つ
づ
け
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。
日
本
の
木
造
は
決

し
て
古
い
も
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
時
代
に
も
合

う
も
の
だ
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
文
化
や
技
術

を
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

→入口まわり。隣接する
明治期の建築を改装し
た料亭に合わせた門構
え。

←写真右／入口ドアまわ
りはガラス張り。左ページ
／水庭に面した客席。桜
をはじめ、季節ごとの景
色が映り込む。

→木造小屋組など伝統
技術の粋をつくす一方
で、開口まわりはフルハイ
トのガラス張りで明るくモ
ダンな造り。

施
工
す
る
側
は
大
変
で
す
。

小
屋
組
を
現
し
に
す
る
か
ら
ご
ま
か
し
が
利
か
ず
、

力
量
が
問
わ
れ
ま
す
。

1617

ほ
　
な
み

じ
ゅ
ん
と
う
さ
ん
ぺ
き
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Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

職
人
の
幅
を
広
げ
る

設
計
施
工

│
│
「
杉
の
井 

穂
濤
」は
明
治
末
期
の
邸
宅
を
改

装
し
た
由
緒
あ
る
料
亭
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
隣
に

昼
膳
や
和
ス
イ
ー
ツ
が
楽
し
め
る
「
離
れ
」
が
生

ま
れ
た
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
家
・
上
野
英
二

　オ
ー
ナ
ー
は
2
0
0
4
年
、

金
沢
21
世
紀
美
術
館
の
そ
ば
に
和
甘
味
の
店
を
開

き
ま
し
た
が
、
若
い
観
光
客
が
列
を
な
す
ほ
ど
の

人
気
で
、
な
か
な
か
地
元
の
人
に
は
行
き
づ
ら
い

店
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
料
亭
の

隣
の
古
家
を
改
修
し
、
も
っ
と
地
元
の
お
客
さ
ま

に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
店
を
つ
く
り
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
設
計
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
最
近

は
畳
に
座
布
団
と
い
う
料
亭
の
ス
タ
イ
ル
を
い
や

が
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、
ま
た
将
来
店
を
継
ぐ
ご

子
息
の
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら
先
を
見
す
え
た
料

亭
と
し
て
、
椅
子
席
と
す
る
こ
と
を
親
子
で
話
し

あ
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

│
│
水
庭
を
配
し
た
モ
ダ
ン
な
空
間
に
、
あ
え
て

伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
小
屋
組
を
取
り
入
れ
た
の

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
野

　丸
太
梁
の
上
に
小
さ
な
束
柱
を
立
て
た
小

屋
組
を
見
せ
、
吹
抜
け
の
大
空
間
を
つ
く
る
こ
の

手
法
は
「
準
棟
纂
冪
」
と
呼
ば
れ
、
飛
驒
高
山
の

名
家
に
も
見
ら
れ
る
独
特
の
造
り
で
す
。
私
は
飛

驒
高
山
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、
地
元
特
有
の
構

法
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
調
べ
て
い
く
う

ち
に
金
沢
に
も
同
じ
構
法
で
建
て
た
家
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
京
町
家
に
も
似
た
構
造
は

あ
り
ま
す
が
、
大
工
が
ち
ゃ
ん
と
木
組
の
技
術
を

使
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
準
棟
纂
冪
は
金
沢
と
飛
驒

高
山
の
上
質
な
町
家
に
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
せ
っ
か
く
金
沢
で
仕
事
を
す
る
な
ら
、

本
物
の
準
棟
纂
冪
を
使
っ
た
空
間
を
つ
く
り
た
い

と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
設
計
者
は
図
面
を

描
け
ば
い
い
の
で
す
が
、
施
工
す
る
側
は
大
変
で

す
。
全
部
現
し
に
す
る
か
ら
ご
ま
か
し
が
利
か
ず
、

自
分
の
力
量
が
問
わ
れ
る
。
材
料
も
い
い
も
の
を

準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

│
│
棟
梁
の
今
福
さ
ん
は
準
棟
纂
冪
を
手
が
け
た

ご
経
験
は
あ
り
ま
し
た
か
。

棟
梁
・
今
福
貫
之

　い
や
、
こ
こ
が
初
め
て
で
す
。

│
│
最
初
に
こ
の
構
法
で
い
く
と
聞
い
た
と
き
は
、

大
変
そ
う
と
い
う
気
持
ち
と
、
腕
が
鳴
る
と
い
う

気
持
ち
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
た
ん
で
し

ょ
う
。

今
福

　う
ー
ん
、
ま
あ
図
面
ど
お
り
に
や
れ
ば
で

き
る
か
な
と（
笑
）。
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
、

材
料
の
木
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
、
そ
れ
を
生
か
せ

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
が
ど

う
こ
う
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
は
な
い
で
す

ね
。

│
│
材
料
は
地
元
産
の
も
の
が
多
い
の
で
し
ょ
う

か
。

上
野

　適
材
適
所
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
重
さ
や

風
格
、
木
目
の
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
大
黒
柱
に

は
、
飛
驒
だ
と
栗
や
欅
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、

欅
は
木
目
が
は
っ
き
り
出
て
和
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
強
く
な
い
栗

を
使
い
ま
し
た
。
梁
に
は
粘
り
が
あ
り
、
曲
が
り

に
強
い
木
を
と
い
う
こ
と
で
、
飛
驒
に
自
生
す
る

貴
重
な
姫
小
松
（
五
葉
松
）
を
使
っ
て
い
ま
す
。

│
│
材
料
は
上
野
さ
ん
が
選
ぶ
の
で
す
か
。

上
野

　迷
う
こ
と
は
あ
る
の
で
、
棟
梁
と
相
談
し

て
決
め
ま
す
。
柱
1
本
で
も
見
せ
る
面
に
よ
っ
て

木
目
の
表
情
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
落

ち
着
か
な
く
な
っ
た
り
、
非
常
に
静
寂
な
空
間
に

な
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。

│
│
丸
太
梁
み
た
い
に
ま
っ
す
ぐ
じ
ゃ
な
い
も
の

は
、
ど
こ
ま
で
工
房
で
加
工
し
て
、
ど
こ
か
ら
現

場
で
調
整
す
る
の
で
し
ょ
う
。
束
の
高
さ
な
ど
は

図
面
上
で
は
計
算
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。

今
福

　こ
こ
に
運
び
込
む
と
き
は
も
う
全
部
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
水

平
を
ど
こ
で
と
り
、

ど
れ
ぐ
ら
い
曲
線

を
つ
け
る
と
、
途

中
で
つ
な
い
だ
丸

太
梁
が
1
本
の
自
然
な
曲
線
に
見
え
る
か
を
、
墨

付
け
の
段
階
で
何
度
も
検
討
し
ま
す
。
工
房
で
本

番
ど
お
り
に
組
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
重
要

な
部
分
は
組
ん
で
確
認
し
て
い
ま
す
。

│
│
こ
の
店
の
場
合
、
強
い
木
目
の
欅
を
避
け
た

く
ら
い
だ
か
ら
、
あ
ま
り
強
い
カ
ー
ブ
が
出
す
ぎ

て
も
ま
ず
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

上
野

　そ
う
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て
、
直
線
す
ぎ

る
と
空
間
が
か
た
く
な
り
す
ぎ
る
。

│
│
上
野
さ
ん
が
求
め
る
ち
ょ
う
ど
い
い
塩
梅
が
、

今
福
さ
ん
に
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

上
野

　そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
い
く
ら
言
葉
を

つ
く
し
て
も
、
わ
か
ら
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い

（
笑
）。

　
彼
は
建
主
の
想
い
も
絶
妙
に
わ
か
っ
て
く
れ
る

の
で
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
も
非
常
に
信
頼
さ
れ
て
い

ま
す
。
き
び
し
い
設
計
者
や
オ
ー
ナ
ー
の
想
い
を

受
け
と
め
、
み
ん
な
丸
く
収
め
て
形
に
し
て
い
く

棟
梁
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
い
く
ら
技
術
を
も

っ
て
い
て
も
、
誰
に
で
も
で
き
る
仕
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

│
│
し
か
も
、
癖
の
あ
る
職
人
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
う
ま
く
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

上
野

　そ
の
と
お
り
で
す
。
法
隆
寺
の
西
岡
常
一

棟
梁
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、ま
さ
に「
木

組
も
人
組
も
で
き
る
」
人
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
。

│
│
今
福
さ
ん
は
「
人
組
」
に
つ
い
て
、
何
か
心

が
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

今
福

　初
め
て
の
業
者
さ
ん
に
は
、
こ
ち
ら
の
想

い
や
最
終
的
な
完
成
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
、

み
ん
な
が
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
る
ん
だ
と
意
識
さ

せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
一

倍
動
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
。
ま
あ
、
こ
ち

ら
が
楽
し
ん
で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
れ

ば
い
い
か
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
な

る
べ
く
「
こ
ん
な
こ
と
は
や
れ
な
い
」
と
か
、
愚

痴
は
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
ね
。
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
口
で
言
う
よ
り
体
現
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね（
笑
）。

│
│
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
自
社
で
大
工
を
抱
え
、

設
計
施
工
を
一
貫
し
て
行
う
こ
と
を
基
本
に
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

上
野

　木
造
の
場
合
、
鉄
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い

っ
た
均
質
な
工
業
材
料
で
は
な
く
、
一
本
一
本
個

性
が
異
な
る
木
を
使
う
た
め
、
木
を
ど
う
扱
う
か

が
と
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
。
木
材
も
当
然
、
自

分
た
ち
が
準
備
し
、
そ
の
材
料
を
設
計
側
も
施
工

す
る
側
も
理
解
し
た
う
え
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
組
み
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
で
用
い
た
丸
太
梁
に
し
て
も
、
設
計
が
始
ま
っ

て
か
ら
用
意
し
た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、

い
つ
使
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
毎
年
ス
ト
ッ
ク

し
て
、
何
年
も
乾
か
し
て
お
く
。
技
術
の
あ
る
棟

梁
や
職
人
を
確
保
す
る
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。
設

計
は
で
き
た
け
れ
ど
い
い
材
料
が
揃
わ
な
か
っ
た

と
か
、
せ
っ
か
く
の
材
料
を
技
術
力
の
な
い
大
工

が
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
信

頼
し
て
任
せ
て
く
れ
た
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
責
任

が
果
た
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
設
計
施
工
は
あ
た
り
ま

え
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
現
在
、
社
員
の
大
工
さ
ん
は
何
人
い
ま
す
か
。

上
野

　社
員
は
4
人
で
、
そ
れ
以
外
に
昔
か
ら
私

た
ち
の
仕
事
を
し
て
く
れ
て
い
る
常
用
の
大
工
さ

ん
が
ふ
た
り
い
ま
す
。
最
初
は
な
か
な
か
大
工
が

育
た
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
棟
梁
に
な
れ
る

人
材
が
今
福
を
は
じ
め
、
複
数
名
育
っ
た
の
で
、

彼
ら
の
も
と
に
若
い
大
工
が
つ
い
て
、
い
い
形
で

チ
ー
ム
と
し
て
動
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
│
今
福
さ
ん
は
設
計
施
工
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い

て
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

今
福

　施
工
側
だ
け
で
建
物
を
つ
く
る
と
、
ど
う

し
て
も
無
駄
が
出
な
い
よ
う
に
と
か
、
施
工
側
の

都
合
が
優
先
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て

建
て
ら
れ
た
家
は
、
だ
い
た
い
ど
れ
も
同
じ
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
点
、
設
計
サ
イ
ド
の
想
い
が
の

っ
て
く
る
と
、
毎
回
違
う
も
の
が
意
匠
と
し
て
表

現
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
が
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
そ
も
そ
も
、
今
福
さ
ん
は
大
工
の
専
門
学
校

で
学
ん
だ
後
、
ど
う
し
て
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に

就
職
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
。

今
福

　ま
さ
に
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
理
由
で

す
。
技
術
力
が
高
い
工
務
店
も
考
え
ま
し
た
が
、

伝
統
構
法
を
現
代
に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
、
現

代
の
暮
ら
し
に
合
う
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
こ

ろ
で
仕
事
が
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

│
│
今
後
、
大
工
を
育
成
し
、
技
術
を
継
承
し
て

い
く
た
め
に
は
、
何
が
大
切
で
し
ょ
う
か
。

今
福

　短
期
間
で
乾
燥
さ
せ
た
材
料
を
使
用
し
、

木
と
い
う
素
材
を
工
業
製
品
の
よ
う
に
扱
っ
て
、

木
造
住
宅
を
つ
く
っ
て
い
る
会
社
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
木
を
ち
ゃ
ん
と
生
か
し
き
れ
て
い
る
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
何
百
年
前
の
古
民
家
を
改
修
す

る
と
、
あ
あ
、
昔
の
大
工
は
こ
う
や
っ
て
き
た
の

か
と
刺
激
を
受
け
ま
す
が
、
木
は
そ
ん
な
ふ
う
に

時
を
超
え
て
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
材
料

な
の
で
、
自
分
た
ち
も
木
の
命
に
寄
り
添
え
る
よ

う
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
、
次
の
世
代
の
大
工
の

育
成
に
つ
な
が
る
の
か
な
と
。
こ
の
現
場
で
も
樹

齢
何
百
年
の
木
に
触
れ
た
こ
と
は
若
い
大
工
に
は

貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
伝
統
構
法
と

は
い
い
ま
す
が
、
今
か
ら
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い

く
構
法
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

上
野

　設
計
者
の
立
場
と
し
て
も
、
魅
力
的
な
建

物
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
る
オ
ー
ナ
ー
と
出
会
い
、

こ
う
い
う
建
築
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
い
う
印
象

を
人
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
を
発
表
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
1
0
0
年

か
か
っ
て
育
っ
た
木
を
1
0
0
年
使
え
る
も
の

に
」
と
い
う
の
が
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
モ
ッ
ト

ー
で
す
が
、
ど
う
し
た
ら
耐
久
性
だ
け
で
な
く
、

1
0
0
年
た
っ
て
生
活
様
式
が
変
わ
っ
て
も
魅
力

を
失
わ
な
い
建
築
を
つ
く
れ
る
か
が
、
私
が
考
え

つ
づ
け
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。
日
本
の
木
造
は
決

し
て
古
い
も
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
時
代
に
も
合

う
も
の
だ
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
文
化
や
技
術

を
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

伝
統
構
法
は
未
来
の

構
法
で
も
あ
る

組織概要
オークヴィレッジ㈱
創業 1974年
社員 66人（正社員：49人
 パート：17人）
大工 社員4人（うち棟梁3人）、
 外部協力4人
2018年の施工棟数 5～6棟
大工の平均年齢 約40歳（最年長：52歳、
 最年少：24歳）
おもな使用木材の産地 岐阜県、長野県など
加工場 岐阜県高山市

建築概要
所在地 石川県金沢市
 清川町164番、
 165番、166番の各一部
主要用途 飲食店
設計 オークヴィレッジ
 木造建築研究所
構造 木造
施工 オークヴィレッジ
階数 平屋
敷地面積 294.40㎡
建築面積 85.93㎡
延床面積 77.67㎡
設計期間 2016年6月～11月
工事期間 2016年12月～2017年3月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板
 竪はぜ葺き、万十瓦
外壁 ジョリパット吹付、わら聚楽
開口部 木製建具、アルミサッシ
外構 水庭石：滝ケ原石、
 水庭床：カラクリート
｠
おもな内部仕上げ
玄関、客席
床 滝ケ原石
壁 サワラ板張り、
 土壁 中塗り仕舞
天井 サワラ板張り
客席2
床 滝ケ原石
壁 土壁 中塗り仕舞、
 ジョリパット吹付
天井 木製ルーバー、
 ジョリパット吹付
化粧室、便所1・2
床 滝ケ原石
壁 大津磨き
天井 サワラ板張り

「杉の井 穂濤・離れ」

いまふく・かんし／1977年福岡県生まれ。2002年
専門学校職藝学院卒業。オークヴィレッジの建築
に惹かれ、同年に大工として入社。現在まで17年
間勤務。おもな施工担当作品＝「木組みの家」

（14）、「明治神宮CAFÉ『杜のテラス』」（16）、「杉
の井 穂濤 離れ」（17）など。

今福貫之
Imafuku Kanshi

うえの・えいじ／1959年岐阜県生まれ。83年愛知
工業大学建築学科卒業。85年オークヴィレッジ入
社。設計施工の体制を確立し、建築部門を始動さ
せる。同社代表取締役社長。2018年の「第13回
木の建築賞」（木の住宅賞、「木組みの家」）など
多数受賞。

上野英二
Ueno Eiji

木
造
は
一
本
一
本

個
性
が
異
な
る
木
を
使
う
た
め
、

ど
う
扱
う
か
が
大
切
で
す
。

柱や梁には適材を用い
る。大黒柱は栗。梁は姫
小松。柱や土台に使用し
た檜と木目が似ていて、
なじみやすい。

写真上／工房にて仕口を
削り出し、仮組みまで行う。
下／木目を見て、どのよう
に削るべきか、上野さんと
担当の棟梁が話しあう。

北東側外観。犀川ほとり
の「犀星のみち」沿いに
立地する。
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Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

職
人
の
幅
を
広
げ
る

設
計
施
工

│
│
「
杉
の
井 

穂
濤
」は
明
治
末
期
の
邸
宅
を
改

装
し
た
由
緒
あ
る
料
亭
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
隣
に

昼
膳
や
和
ス
イ
ー
ツ
が
楽
し
め
る
「
離
れ
」
が
生

ま
れ
た
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
家
・
上
野
英
二

　オ
ー
ナ
ー
は
2
0
0
4
年
、

金
沢
21
世
紀
美
術
館
の
そ
ば
に
和
甘
味
の
店
を
開

き
ま
し
た
が
、
若
い
観
光
客
が
列
を
な
す
ほ
ど
の

人
気
で
、
な
か
な
か
地
元
の
人
に
は
行
き
づ
ら
い

店
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
料
亭
の

隣
の
古
家
を
改
修
し
、
も
っ
と
地
元
の
お
客
さ
ま

に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
店
を
つ
く
り
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
設
計
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
最
近

は
畳
に
座
布
団
と
い
う
料
亭
の
ス
タ
イ
ル
を
い
や

が
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、
ま
た
将
来
店
を
継
ぐ
ご

子
息
の
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら
先
を
見
す
え
た
料

亭
と
し
て
、
椅
子
席
と
す
る
こ
と
を
親
子
で
話
し

あ
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

│
│
水
庭
を
配
し
た
モ
ダ
ン
な
空
間
に
、
あ
え
て

伝
統
的
な
構
法
に
よ
る
小
屋
組
を
取
り
入
れ
た
の

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

上
野

　丸
太
梁
の
上
に
小
さ
な
束
柱
を
立
て
た
小

屋
組
を
見
せ
、
吹
抜
け
の
大
空
間
を
つ
く
る
こ
の

手
法
は
「
準
棟
纂
冪
」
と
呼
ば
れ
、
飛
驒
高
山
の

名
家
に
も
見
ら
れ
る
独
特
の
造
り
で
す
。
私
は
飛

驒
高
山
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、
地
元
特
有
の
構

法
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
調
べ
て
い
く
う

ち
に
金
沢
に
も
同
じ
構
法
で
建
て
た
家
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
京
町
家
に
も
似
た
構
造
は

あ
り
ま
す
が
、
大
工
が
ち
ゃ
ん
と
木
組
の
技
術
を

使
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
準
棟
纂
冪
は
金
沢
と
飛
驒

高
山
の
上
質
な
町
家
に
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
せ
っ
か
く
金
沢
で
仕
事
を
す
る
な
ら
、

本
物
の
準
棟
纂
冪
を
使
っ
た
空
間
を
つ
く
り
た
い

と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
設
計
者
は
図
面
を

描
け
ば
い
い
の
で
す
が
、
施
工
す
る
側
は
大
変
で

す
。
全
部
現
し
に
す
る
か
ら
ご
ま
か
し
が
利
か
ず
、

自
分
の
力
量
が
問
わ
れ
る
。
材
料
も
い
い
も
の
を

準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

│
│
棟
梁
の
今
福
さ
ん
は
準
棟
纂
冪
を
手
が
け
た

ご
経
験
は
あ
り
ま
し
た
か
。

棟
梁
・
今
福
貫
之

　い
や
、
こ
こ
が
初
め
て
で
す
。

│
│
最
初
に
こ
の
構
法
で
い
く
と
聞
い
た
と
き
は
、

大
変
そ
う
と
い
う
気
持
ち
と
、
腕
が
鳴
る
と
い
う

気
持
ち
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
た
ん
で
し

ょ
う
。

今
福

　う
ー
ん
、
ま
あ
図
面
ど
お
り
に
や
れ
ば
で

き
る
か
な
と（
笑
）。
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
、

材
料
の
木
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
、
そ
れ
を
生
か
せ

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
が
ど

う
こ
う
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
は
な
い
で
す

ね
。

│
│
材
料
は
地
元
産
の
も
の
が
多
い
の
で
し
ょ
う

か
。

上
野

　適
材
適
所
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
重
さ
や

風
格
、
木
目
の
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
大
黒
柱
に

は
、
飛
驒
だ
と
栗
や
欅
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、

欅
は
木
目
が
は
っ
き
り
出
て
和
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
強
く
な
い
栗

を
使
い
ま
し
た
。
梁
に
は
粘
り
が
あ
り
、
曲
が
り

に
強
い
木
を
と
い
う
こ
と
で
、
飛
驒
に
自
生
す
る

貴
重
な
姫
小
松
（
五
葉
松
）
を
使
っ
て
い
ま
す
。

│
│
材
料
は
上
野
さ
ん
が
選
ぶ
の
で
す
か
。

上
野

　迷
う
こ
と
は
あ
る
の
で
、
棟
梁
と
相
談
し

て
決
め
ま
す
。
柱
1
本
で
も
見
せ
る
面
に
よ
っ
て

木
目
の
表
情
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
落

ち
着
か
な
く
な
っ
た
り
、
非
常
に
静
寂
な
空
間
に

な
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。

│
│
丸
太
梁
み
た
い
に
ま
っ
す
ぐ
じ
ゃ
な
い
も
の

は
、
ど
こ
ま
で
工
房
で
加
工
し
て
、
ど
こ
か
ら
現

場
で
調
整
す
る
の
で
し
ょ
う
。
束
の
高
さ
な
ど
は

図
面
上
で
は
計
算
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。

今
福

　こ
こ
に
運
び
込
む
と
き
は
も
う
全
部
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
水

平
を
ど
こ
で
と
り
、

ど
れ
ぐ
ら
い
曲
線

を
つ
け
る
と
、
途

中
で
つ
な
い
だ
丸

太
梁
が
1
本
の
自
然
な
曲
線
に
見
え
る
か
を
、
墨

付
け
の
段
階
で
何
度
も
検
討
し
ま
す
。
工
房
で
本

番
ど
お
り
に
組
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
重
要

な
部
分
は
組
ん
で
確
認
し
て
い
ま
す
。

│
│
こ
の
店
の
場
合
、
強
い
木
目
の
欅
を
避
け
た

く
ら
い
だ
か
ら
、
あ
ま
り
強
い
カ
ー
ブ
が
出
す
ぎ

て
も
ま
ず
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

上
野

　そ
う
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て
、
直
線
す
ぎ

る
と
空
間
が
か
た
く
な
り
す
ぎ
る
。

│
│
上
野
さ
ん
が
求
め
る
ち
ょ
う
ど
い
い
塩
梅
が
、

今
福
さ
ん
に
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

上
野

　そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
い
く
ら
言
葉
を

つ
く
し
て
も
、
わ
か
ら
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い

（
笑
）。

　
彼
は
建
主
の
想
い
も
絶
妙
に
わ
か
っ
て
く
れ
る

の
で
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
も
非
常
に
信
頼
さ
れ
て
い

ま
す
。
き
び
し
い
設
計
者
や
オ
ー
ナ
ー
の
想
い
を

受
け
と
め
、
み
ん
な
丸
く
収
め
て
形
に
し
て
い
く

棟
梁
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
い
く
ら
技
術
を
も

っ
て
い
て
も
、
誰
に
で
も
で
き
る
仕
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

│
│
し
か
も
、
癖
の
あ
る
職
人
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
う
ま
く
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

上
野

　そ
の
と
お
り
で
す
。
法
隆
寺
の
西
岡
常
一

棟
梁
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、ま
さ
に「
木

組
も
人
組
も
で
き
る
」
人
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
。

│
│
今
福
さ
ん
は
「
人
組
」
に
つ
い
て
、
何
か
心

が
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

今
福

　初
め
て
の
業
者
さ
ん
に
は
、
こ
ち
ら
の
想

い
や
最
終
的
な
完
成
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
、

み
ん
な
が
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
る
ん
だ
と
意
識
さ

せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
一

倍
動
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
。
ま
あ
、
こ
ち

ら
が
楽
し
ん
で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
れ

ば
い
い
か
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
な

る
べ
く
「
こ
ん
な
こ
と
は
や
れ
な
い
」
と
か
、
愚

痴
は
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
ね
。
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
口
で
言
う
よ
り
体
現
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね（
笑
）。

│
│
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
自
社
で
大
工
を
抱
え
、

設
計
施
工
を
一
貫
し
て
行
う
こ
と
を
基
本
に
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

上
野

　木
造
の
場
合
、
鉄
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い

っ
た
均
質
な
工
業
材
料
で
は
な
く
、
一
本
一
本
個

性
が
異
な
る
木
を
使
う
た
め
、
木
を
ど
う
扱
う
か

が
と
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
。
木
材
も
当
然
、
自

分
た
ち
が
準
備
し
、
そ
の
材
料
を
設
計
側
も
施
工

す
る
側
も
理
解
し
た
う
え
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
組
み
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
で
用
い
た
丸
太
梁
に
し
て
も
、
設
計
が
始
ま
っ

て
か
ら
用
意
し
た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、

い
つ
使
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
毎
年
ス
ト
ッ
ク

し
て
、
何
年
も
乾
か
し
て
お
く
。
技
術
の
あ
る
棟

梁
や
職
人
を
確
保
す
る
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。
設

計
は
で
き
た
け
れ
ど
い
い
材
料
が
揃
わ
な
か
っ
た

と
か
、
せ
っ
か
く
の
材
料
を
技
術
力
の
な
い
大
工

が
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
信

頼
し
て
任
せ
て
く
れ
た
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
責
任

が
果
た
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
設
計
施
工
は
あ
た
り
ま

え
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
現
在
、
社
員
の
大
工
さ
ん
は
何
人
い
ま
す
か
。

上
野

　社
員
は
4
人
で
、
そ
れ
以
外
に
昔
か
ら
私

た
ち
の
仕
事
を
し
て
く
れ
て
い
る
常
用
の
大
工
さ

ん
が
ふ
た
り
い
ま
す
。
最
初
は
な
か
な
か
大
工
が

育
た
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
棟
梁
に
な
れ
る

人
材
が
今
福
を
は
じ
め
、
複
数
名
育
っ
た
の
で
、

彼
ら
の
も
と
に
若
い
大
工
が
つ
い
て
、
い
い
形
で

チ
ー
ム
と
し
て
動
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
│
今
福
さ
ん
は
設
計
施
工
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い

て
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

今
福

　施
工
側
だ
け
で
建
物
を
つ
く
る
と
、
ど
う

し
て
も
無
駄
が
出
な
い
よ
う
に
と
か
、
施
工
側
の

都
合
が
優
先
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て

建
て
ら
れ
た
家
は
、
だ
い
た
い
ど
れ
も
同
じ
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
点
、
設
計
サ
イ
ド
の
想
い
が
の

っ
て
く
る
と
、
毎
回
違
う
も
の
が
意
匠
と
し
て
表

現
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
が
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
そ
も
そ
も
、
今
福
さ
ん
は
大
工
の
専
門
学
校

で
学
ん
だ
後
、
ど
う
し
て
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に

就
職
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
。

今
福

　ま
さ
に
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
理
由
で

す
。
技
術
力
が
高
い
工
務
店
も
考
え
ま
し
た
が
、

伝
統
構
法
を
現
代
に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
、
現

代
の
暮
ら
し
に
合
う
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
こ

ろ
で
仕
事
が
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

│
│
今
後
、
大
工
を
育
成
し
、
技
術
を
継
承
し
て

い
く
た
め
に
は
、
何
が
大
切
で
し
ょ
う
か
。

今
福

　短
期
間
で
乾
燥
さ
せ
た
材
料
を
使
用
し
、

木
と
い
う
素
材
を
工
業
製
品
の
よ
う
に
扱
っ
て
、

木
造
住
宅
を
つ
く
っ
て
い
る
会
社
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
木
を
ち
ゃ
ん
と
生
か
し
き
れ
て
い
る
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
何
百
年
前
の
古
民
家
を
改
修
す

る
と
、
あ
あ
、
昔
の
大
工
は
こ
う
や
っ
て
き
た
の

か
と
刺
激
を
受
け
ま
す
が
、
木
は
そ
ん
な
ふ
う
に

時
を
超
え
て
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
材
料

な
の
で
、
自
分
た
ち
も
木
の
命
に
寄
り
添
え
る
よ

う
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
、
次
の
世
代
の
大
工
の

育
成
に
つ
な
が
る
の
か
な
と
。
こ
の
現
場
で
も
樹

齢
何
百
年
の
木
に
触
れ
た
こ
と
は
若
い
大
工
に
は

貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
伝
統
構
法
と

は
い
い
ま
す
が
、
今
か
ら
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い

く
構
法
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

上
野

　設
計
者
の
立
場
と
し
て
も
、
魅
力
的
な
建

物
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
る
オ
ー
ナ
ー
と
出
会
い
、

こ
う
い
う
建
築
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
い
う
印
象

を
人
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
を
発
表
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
1
0
0
年

か
か
っ
て
育
っ
た
木
を
1
0
0
年
使
え
る
も
の

に
」
と
い
う
の
が
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
モ
ッ
ト

ー
で
す
が
、
ど
う
し
た
ら
耐
久
性
だ
け
で
な
く
、

1
0
0
年
た
っ
て
生
活
様
式
が
変
わ
っ
て
も
魅
力

を
失
わ
な
い
建
築
を
つ
く
れ
る
か
が
、
私
が
考
え

つ
づ
け
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。
日
本
の
木
造
は
決

し
て
古
い
も
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
時
代
に
も
合

う
も
の
だ
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
文
化
や
技
術

を
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

伝
統
構
法
は
未
来
の

構
法
で
も
あ
る

組織概要
オークヴィレッジ㈱
創業 1974年
社員 66人（正社員：49人
 パート：17人）
大工 社員4人（うち棟梁3人）、
 外部協力4人
2018年の施工棟数 5～6棟
大工の平均年齢 約40歳（最年長：52歳、
 最年少：24歳）
おもな使用木材の産地 岐阜県、長野県など
加工場 岐阜県高山市

建築概要
所在地 石川県金沢市
 清川町164番、
 165番、166番の各一部
主要用途 飲食店
設計 オークヴィレッジ
 木造建築研究所
構造 木造
施工 オークヴィレッジ
階数 平屋
敷地面積 294.40㎡
建築面積 85.93㎡
延床面積 77.67㎡
設計期間 2016年6月～11月
工事期間 2016年12月～2017年3月

おもな外部仕上げ
屋根 ガルバリウム鋼板
 竪はぜ葺き、万十瓦
外壁 ジョリパット吹付、わら聚楽
開口部 木製建具、アルミサッシ
外構 水庭石：滝ケ原石、
 水庭床：カラクリート
｠
おもな内部仕上げ
玄関、客席
床 滝ケ原石
壁 サワラ板張り、
 土壁 中塗り仕舞
天井 サワラ板張り
客席2
床 滝ケ原石
壁 土壁 中塗り仕舞、
 ジョリパット吹付
天井 木製ルーバー、
 ジョリパット吹付
化粧室、便所1・2
床 滝ケ原石
壁 大津磨き
天井 サワラ板張り

「杉の井 穂濤・離れ」

いまふく・かんし／1977年福岡県生まれ。2002年
専門学校職藝学院卒業。オークヴィレッジの建築
に惹かれ、同年に大工として入社。現在まで17年
間勤務。おもな施工担当作品＝「木組みの家」

（14）、「明治神宮CAFÉ『杜のテラス』」（16）、「杉
の井 穂濤 離れ」（17）など。

今福貫之
Imafuku Kanshi

うえの・えいじ／1959年岐阜県生まれ。83年愛知
工業大学建築学科卒業。85年オークヴィレッジ入
社。設計施工の体制を確立し、建築部門を始動さ
せる。同社代表取締役社長。2018年の「第13回
木の建築賞」（木の住宅賞、「木組みの家」）など
多数受賞。

上野英二
Ueno Eiji

木
造
は
一
本
一
本

個
性
が
異
な
る
木
を
使
う
た
め
、

ど
う
扱
う
か
が
大
切
で
す
。

柱や梁には適材を用い
る。大黒柱は栗。梁は姫
小松。柱や土台に使用し
た檜と木目が似ていて、
なじみやすい。

写真上／工房にて仕口を
削り出し、仮組みまで行う。
下／木目を見て、どのよう
に削るべきか、上野さんと
担当の棟梁が話しあう。

北東側外観。犀川ほとり
の「犀星のみち」沿いに
立地する。
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▼
道

路
境
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線

屋根：
瓦葺き 小松瓦
アスファルトルーフィング
野地板 t=15㎜
胴縁 t=18㎜@303（通気層）
石膏ボード t=12.5㎜
ロックウール t=100㎜（垂木間）
垂木 スギ@454.5㎜

サワラ板 t12
化粧垂木 ヒノキ
90×90@454.5㎜

10
4

7,272 3,636
16,362

2,424 1,212 1,818
2,660

▼最高高さ
▼棟木天

▼１FL
▲設計 GL

施工風景

木の個性を
工房で

確認する

写真2点、提供／オークヴィレッジ
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ふたつの茶室を、二世代でつくる
特集 残す、大工の技術 ケーススタディ3

岸本耕さんは、棟梁・田中文男さんのもとで修業をし、
自ら大工集団「鯰組」を立ち上げた。

設計施工を一貫して行うかつての大工の姿を再考し、
現代にも通じる、大工組織のあり方を問いつづけている。

聞き手・まとめ／大井隆弘　写真／傍島利浩

鯰組
「島津山の茶室」

施工

作品

親
方

向
田
八
司 大

工
（
工
場
長
）
田
内
徹
郎

棟
梁

岸
本
耕

03
Case Study 

Special Feature

Passing
on

craftsmen’s
skills

「島津山の茶室」の２階
小間にて、鯰組の３人。
小間は親方の向田八司
さんが担当。三畳台目の
相伴席付き。床柱は赤
松、床框は杉磨き丸太。
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現
代
の
技
術
を

取
り
込
み

伝
統
の
技
術
も
残
す

03
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

技
術
の
継
承
は

見
極
め
、見
守
る

│
│
依
頼
の
経
緯
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
岸
本
耕

　お
施
主
さ
ん
は
、
茶
道
の
勉
強

会
の
稽
古
仲
間
で
す
。
世
間
話
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
ご
自
宅
脇
に
茶
室
を
つ
く
る
依
頼
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
お
施
主
さ
ん
は
裏
千
家
、
私
は
遠
州

流
な
ん
で
す
が
、
流
派
を
超
え
た
勉
強
会
が
あ
っ

て
知
り
合
い
ま
し
た
。

　話
は
少
し
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
私
は
大
学
で

建
築
を
学
ん
だ
後
、
田
中
文
男
棟
梁
の
も
と
で
修

業
し
ま
し
た
。
棟
梁
は
、
文
化
財
指
定
を
受
け
る

社
寺
の
修
理
工
事
も
数
多
く
手
が
け
て
い
ま
し
た

し
、
古
文
書
も
読
ん
だ
の
で
「
学
者
大
工
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
建
築
業
界
で
は
有
名
な

人
で
す
ね
。
た
だ
、
私
に
は
独
立
後
す
ぐ
に
社
寺

を
手
が
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
都
会

で
仕
事
を
つ
づ
け
る
な
ら
茶
室
も
で
き
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
考
え
、
茶
道
教
室
に
通
う
こ
と
に
し

た
ん
で
す
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
端
緒
で
す
ね
。

じ
つ
は
鯰
組
に
ス
カ
ウ
ト
し
た
向
田
も
そ
の
教
室

の
生
徒
な
ん
で
す
よ
。

親
方
・
向
田
八
司

　そ
う
で
し
た
ね
。
当
時
私
は
、

茶
室
を
多
く
手
が
け
る
藤
森
工
務
店
で
大
工
を
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
教
室
の
開
催
場
所
は
、
私
が

担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
茶
室
で
、
完
成
後
に
一

期
生
で
入
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
岸
本
の
先
輩
で
す

（
笑
）。

│
│
ふ
た
つ
の
出
会
い
が
こ
の
茶
室
を
生
み
出
し

た
ん
で
す
ね
。
外
観
が
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
住

宅
も
鯰
組
で
す
か
。

岸
本

　い
え
い
え
、
住
宅
は
別
な
ん
で
す
。
住
宅

の
南
側
の
土
地
が
売
り
に
出
た
際
に
購
入
さ
れ
、

新
し
く
建
て
た
の
が
こ
の
茶
室
で
す
。
外
観
が
似

て
い
る
の
は
お
施
主
さ
ん
の
ご
希
望
で
、
あ
ま
っ

て
い
た
外
壁
タ
イ
ル
を
頼
り
に
同
じ
も
の
を
探
し

ま
し
た
。
地
下
1
階
、
地
上
2
階
の
建
物
な
の
で
、

茶
室
と
い
わ
れ
て
も
ぴ
ん
と
こ
な
い
人
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
席
が
複
合

し
た
都
会
版
の
茶
室
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

│
│
プ
ラ
ン
や
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

4
室
あ
り
ま
す
ね
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
1
階
に
客
席
と
立
礼
席
、

2
階
に
小
間
、
広
間
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ま
せ
ん
。
設
備
と
の
取
り
合
い
や
段
取
り
な
ど
、

見
え
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
苦
労
の
連
続
で
し
た
。

た
だ
、
同
じ
現
場
で
す
の
で
、
親
方
の
向
田
が
見

に
来
て
く
れ
ま
し
た
し
、
休
憩
時
間
に
も
質
問
し

て
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
原
寸
図
は
私
が
描
い

た
の
で
す
が
、
そ
の
際
も
相
談
に
の
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
た
だ
、
全
部
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
け
教
え
て
く
れ
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
知
ら
ん
ぷ
り
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

わ
ざ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

向
田

　昔
は
自
分
も
そ
う
で
し
た
ね
。
先
輩
に
質

問
し
て
も
「
な
ん
だ
、
聞
い
て
損
し
た
」
な
ん
て

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た（
笑
）。
や
は
り
も
の
づ

く
り
は
自
分
で
経
験
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
部

分
が
多
い
。
聞
い
て
わ
か
っ

た
気
に
な
っ
て
は
困
り
ま
す
。

こ
の
現
場
を
や
り
き
っ
た
こ

と
で
、
田
内
は
一
皮
む
け
た

な
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い

ま
す
し
、
自
信
も
つ
い
た
で

し
ょ
う
。
ペ
ア
で
進
め
る
よ

り
成
長
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

│
│
と
こ
ろ
で
、
今
日
は
大
工
道
具
も
ご
持
参
い

た
だ
き
ま
し
た
。
銀
色
の
コ
ン
パ
ス
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
何
の
道
具
で
す
か
。

向
田

　ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
ひ
か
り

付
け
を
す
る
道
具
で
す
ね
。
ひ
か
り
付
け
と
は
、

丸
太
同
士
を
組
む
際
に
、
相
互
を
隙
間
な
く
削
り

あ
わ
せ
る
技
術
で
、
難
度
の
高
い
も
の
で
す
。
自

分
な
り
の
方
法
や
手
に
合
う
よ
う
、
板
金
屋
さ
ん

に
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
さ
じ
加
減
が
わ
か
る
に
は
経
験

が
必
要
で
す
。
技
術
の
概
要
、
道
具
の
形
式
や
依

頼
先
な
ど
は
す
ぐ
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
腕
や
道
具

は
経
験
し
な
が
ら
自
分
で
試
行
錯
誤
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
的
は
ず
れ
な
こ
と
が
あ

れ
ば
き
び
し
く
言
い
ま
す
よ
。
先
輩
大
工
と
し
て

は
、
伝
達
可
能
な
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を

見
極
め
、
大
き
く
道
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
見
守
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
会
社
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
毎
回
ま
っ
た
く
異
な
る
仕

事
で
は
、
な
か
な
か
若
手
が
成
長
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
建
築
の
タ
イ
プ
も
あ
る
程
度
は
限
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
回
同

じ
で
は
飽
き
て
し
ま
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

向
上
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
仕
事
を
と
っ
て
き
た

い
と
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
鯰
組
で
は
10

軒
ほ
ど
茶
室
を
手
が
け
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も

内
装
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
屋
根
付
き
の
茶
室
も
や
り

た
い
で
す
ね
。

向
田
・
田
内

　そ
れ
は
ぜ
ひ
や
り
た
い
で
す
ね（
笑
）。

│
│
会
社
組
織
の
側
か
ら
も
育
成
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鯰
組
で
は
大
工
が
社
員

と
し
て
働
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

岸
本

　建
設
業
界
で
は
、
社
会
保
険
を
浸
透
さ
せ

る
流
れ
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
固
い
話
に
な

り
ま
す
が
、
東
京
で
大
工
さ
ん
を
外
注
す
る
と
日

当
の
相
場
は
2
万
円
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
に
保
険
を

上
乗
せ
す
る
こ
と
は
難
し
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
仕
事
や
も
う
け

が
あ
る
こ
と
は
前
提
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
社
員
と

し
て
働
い
て
も
ら
い
保
険
も
つ
け
る
。
育
成
も
同

じ
で
、
日
当
で
雇
っ
た
若
い
大
工
を
育
成
す
る
こ

と
は
困
難
で
し
ょ

う
。
組
織
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
ず

っ
と
考
え
つ
づ
け

て
い
ま
す
が
、
や

は
り
職
人
の
会
社

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田
内

　私
は
向
田
が
上
に
い
て
、
若
手
ふ
た
り
の

大
工
が
下
に
い
ま
す
。
会
社
と
し
て
は
中
堅
で
す
。

若
手
の
頃
は
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
は
親

方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
技
術
を
、
ど
う
や
っ
て
若
手

に
伝
え
て
い
け
ば
よ
い
か
、
試
行
錯
誤
の
日
々
で

す
。
た
だ
、
会
社
内
に
各
世
代
の
人
間
が
い
る
こ

と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

岸
本

　そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で

す
ね
。
当
初
私
は
、
設
計
か
ら
大
工
仕
事
ま
で
ひ

と
り
で
で
き
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
か
つ
て
の
大
工
の
職
能
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
の
た
め
、「
設
計
か
ら
大
工
ま
で
」
を
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
し
て
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
や
り
方
で
は
、
社
員
が
増
え
て

く
る
と
ど
う
し
て
も
効
率
が
悪
く
な
る
し
、
技
術

を
若
手
に
伝
え
る
の
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
昔

の
よ
う
に
丁
稚
奉
公
で
長
期
間
必
ず
在
籍
し
て
く

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
の
た
め
現
在
、

設
計
は
監
修
の
み
、
設
計
の
実
務
は
信
用
で
き
る

会
社
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
社
員
に
は
大
工
仕
事

に
集
中
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
会

社
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
「
大
工
」
に
変
え
ま
し

た
。

│
│
大
工
を
主
軸
に
し
、
あ
る
べ
き
姿
を
問
い
つ

づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

岸
本

　そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
設
計
者
が
仕
事
を

受
け
て
施
工
者
が
完
成
さ
せ
る
と
い
う
一
般
的
な

流
れ
に
対
し
、
大
工
が
受
け
て
大
工
が
完
成
さ
せ

る
形
を
提
案
し
た
い
。
近
代
化
の
過
程
で
変
容
し

た
建
物
を
つ
く
る
行
為
を
、
現
代
社
会
に
適
合
さ

せ
つ
つ
大
工
を
主
軸
に
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
試

み
で
す
。
鯰
組
と
し
て
そ
の
一
例
を
示
し
な
が
ら
、

社
会
に
仕
掛
け
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

│
│
田
中
文
男
さ
ん
は
、
一
人
前
の
棟
梁
の
な
か

で
も
、
社
会
に
対
し
て
仕
掛
け
ら
れ
る
人
間
が
最

も
優
秀
な
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

小
間
を
見
て
く
だ
さ
い
。
客
は
待
合
を
経
て
躙
口

か
ら
入
り
ま
す
が
、
主
人
は
お
茶
を
た
て
る
の
に

茶
道
口
か
ら
、
料
理
は
給
仕
口
か
ら
運
び
入
れ
ま

す
。
そ
う
し
た
表
裏
の
動
線
が
、
4
室
す
べ
て
に

備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
細
長
い
敷
地
で
す
の

で
、
両
端
に
茶
室
を
設
け
、
表
裏
の
動
線
を
厨
房

や
手
洗
い
で
分
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
構
造
は

地
下
1
階
が
R
C
造
、
地
上
階
は
プ
レ
カ
ッ
ト
で

軸
組
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

│
│
構
造
は
プ
レ
カ
ッ
ト
な
ん
で
す
ね
。

岸
本

　普
段
か
ら
使
っ
て
い
ま
す
よ
。
技
術
の
継

承
は
私
た
ち
も
重
視
し
て
い
ま
す
が
、
全
部
そ
う

す
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
現
代
の
技
術

を
上
手
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
伝
統
の
技
術
を
残

す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
師
匠
の
田
中
棟

梁
も
、
機
械
化
で
き
る
箇
所
を
手
仕
事
で
進
め
る

と
、
す
ご
く
怒
り
ま
し
た
。
軸
組
は
プ
レ
カ
ッ
ト

で
よ
い
で
す
が
、
小
間
は
柱
も
細
い
し
曲
が
っ
て

い
る
。
手
仕
事
以
外
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
茶
室
は
現
代
の
技
術
と
伝
統
の

技
術
が
う
ま
く
す
み
わ
け
ら
れ
る
建
築
タ
イ
プ
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
だ
か
ら
茶
室
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
技
術
の
継
承
と
い
う
意
味
で
は
、
役
割
分
担

は
ど
う
で
し
た
か
。

岸
本

　ま
ず
私
が
お
施
主
さ
ん
と
や
り
と
り
を
し

て
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
、
ほ
か
の
ス
タ
ッ
フ

が
C
A
D
で
図
面
に
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

小
間
は
向
田
、
広
間
は
田
内
が
手
が
け
て
い
ま
す
。

小
間
は
、
材
料
の
形
が
複
雑
で
取
合
せ
も
難
し
い

で
す
か
ら
ね
。
高
い
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
経
験
の
あ
る
向
田
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　施
工
は
、
ほ
か
2
名
の
若
手
が
加
わ
り
合
計
4

名
の
自
社
大
工
が
同
時
に
進
め
て
い
ま
す
。
工
期

短
縮
も
あ
り
ま
す
が
、
担
当
を
決
め
た
ほ
う
が
各

部
の
納
ま
り
に
整
合
性
が
と
れ
ま
す
か
ら
ね
。
じ

つ
は
、
田
内
は
今
回
初
め
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ひ
と
り
で
続
間
座
敷
に
取
り
組
ん
だ
ん
で
す
よ
。

│
│
田
内
さ
ん
、
と
く
に
苦
労
し
た
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
か
。

大
工
（
工
場
長
）
・
田
内
徹
郎

　初
め
て
の
こ
と

で
、
全
部
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
現
代
の
お
茶
室

で
す
か
ら
、
エ
ア
コ
ン
も
入
り
ま
す
。
斜
線
制
限

な
ど
で
階
高
が
限
定
さ
れ
て
、
懐
も
あ
ま
り
と
れ

お
茶
で
つ
な
が
る

大
工
と
施
主

写真上／小間の相伴席
に掛けられた下地窓。小
間と相伴席との境の敷居
は、取りはずして裏返す
ことで、四畳台目として使
用することも可能。下／
腰掛待合。沓脱ぎの手
前の床板は、名栗の加
工が施されている。

茶
室
ご
と
に
担
当
を
決
め
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
取
り
組
む
こ
と
で
、

納
ま
り
に
整
合
性
が
と
れ
ま
す
。

小間へつづく路地。右に
つくばい、左に躙口。都
市型茶室で、外光を取り
入れることが難しいため、
間接照明などを用いて空
間を演出している。

に
じ
り
ぐ
ち
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現
代
の
技
術
を

取
り
込
み

伝
統
の
技
術
も
残
す

03
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

技
術
の
継
承
は

見
極
め
、見
守
る

│
│
依
頼
の
経
緯
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
岸
本
耕

　お
施
主
さ
ん
は
、
茶
道
の
勉
強

会
の
稽
古
仲
間
で
す
。
世
間
話
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
ご
自
宅
脇
に
茶
室
を
つ
く
る
依
頼
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
お
施
主
さ
ん
は
裏
千
家
、
私
は
遠
州

流
な
ん
で
す
が
、
流
派
を
超
え
た
勉
強
会
が
あ
っ

て
知
り
合
い
ま
し
た
。

　話
は
少
し
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
私
は
大
学
で

建
築
を
学
ん
だ
後
、
田
中
文
男
棟
梁
の
も
と
で
修

業
し
ま
し
た
。
棟
梁
は
、
文
化
財
指
定
を
受
け
る

社
寺
の
修
理
工
事
も
数
多
く
手
が
け
て
い
ま
し
た

し
、
古
文
書
も
読
ん
だ
の
で
「
学
者
大
工
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
建
築
業
界
で
は
有
名
な

人
で
す
ね
。
た
だ
、
私
に
は
独
立
後
す
ぐ
に
社
寺

を
手
が
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
都
会

で
仕
事
を
つ
づ
け
る
な
ら
茶
室
も
で
き
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
考
え
、
茶
道
教
室
に
通
う
こ
と
に
し

た
ん
で
す
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
端
緒
で
す
ね
。

じ
つ
は
鯰
組
に
ス
カ
ウ
ト
し
た
向
田
も
そ
の
教
室

の
生
徒
な
ん
で
す
よ
。

親
方
・
向
田
八
司

　そ
う
で
し
た
ね
。
当
時
私
は
、

茶
室
を
多
く
手
が
け
る
藤
森
工
務
店
で
大
工
を
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
教
室
の
開
催
場
所
は
、
私
が

担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
茶
室
で
、
完
成
後
に
一

期
生
で
入
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
岸
本
の
先
輩
で
す

（
笑
）。

│
│
ふ
た
つ
の
出
会
い
が
こ
の
茶
室
を
生
み
出
し

た
ん
で
す
ね
。
外
観
が
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
住

宅
も
鯰
組
で
す
か
。

岸
本

　い
え
い
え
、
住
宅
は
別
な
ん
で
す
。
住
宅

の
南
側
の
土
地
が
売
り
に
出
た
際
に
購
入
さ
れ
、

新
し
く
建
て
た
の
が
こ
の
茶
室
で
す
。
外
観
が
似

て
い
る
の
は
お
施
主
さ
ん
の
ご
希
望
で
、
あ
ま
っ

て
い
た
外
壁
タ
イ
ル
を
頼
り
に
同
じ
も
の
を
探
し

ま
し
た
。
地
下
1
階
、
地
上
2
階
の
建
物
な
の
で
、

茶
室
と
い
わ
れ
て
も
ぴ
ん
と
こ
な
い
人
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
席
が
複
合

し
た
都
会
版
の
茶
室
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

│
│
プ
ラ
ン
や
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

4
室
あ
り
ま
す
ね
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
1
階
に
客
席
と
立
礼
席
、

2
階
に
小
間
、
広
間
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ま
せ
ん
。
設
備
と
の
取
り
合
い
や
段
取
り
な
ど
、

見
え
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
苦
労
の
連
続
で
し
た
。

た
だ
、
同
じ
現
場
で
す
の
で
、
親
方
の
向
田
が
見

に
来
て
く
れ
ま
し
た
し
、
休
憩
時
間
に
も
質
問
し

て
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
原
寸
図
は
私
が
描
い

た
の
で
す
が
、
そ
の
際
も
相
談
に
の
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
た
だ
、
全
部
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
け
教
え
て
く
れ
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
知
ら
ん
ぷ
り
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

わ
ざ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

向
田

　昔
は
自
分
も
そ
う
で
し
た
ね
。
先
輩
に
質

問
し
て
も
「
な
ん
だ
、
聞
い
て
損
し
た
」
な
ん
て

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た（
笑
）。
や
は
り
も
の
づ

く
り
は
自
分
で
経
験
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
部

分
が
多
い
。
聞
い
て
わ
か
っ

た
気
に
な
っ
て
は
困
り
ま
す
。

こ
の
現
場
を
や
り
き
っ
た
こ

と
で
、
田
内
は
一
皮
む
け
た

な
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い

ま
す
し
、
自
信
も
つ
い
た
で

し
ょ
う
。
ペ
ア
で
進
め
る
よ

り
成
長
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

│
│
と
こ
ろ
で
、
今
日
は
大
工
道
具
も
ご
持
参
い

た
だ
き
ま
し
た
。
銀
色
の
コ
ン
パ
ス
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
何
の
道
具
で
す
か
。

向
田

　ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
ひ
か
り

付
け
を
す
る
道
具
で
す
ね
。
ひ
か
り
付
け
と
は
、

丸
太
同
士
を
組
む
際
に
、
相
互
を
隙
間
な
く
削
り

あ
わ
せ
る
技
術
で
、
難
度
の
高
い
も
の
で
す
。
自

分
な
り
の
方
法
や
手
に
合
う
よ
う
、
板
金
屋
さ
ん

に
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
さ
じ
加
減
が
わ
か
る
に
は
経
験

が
必
要
で
す
。
技
術
の
概
要
、
道
具
の
形
式
や
依

頼
先
な
ど
は
す
ぐ
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
腕
や
道
具

は
経
験
し
な
が
ら
自
分
で
試
行
錯
誤
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
的
は
ず
れ
な
こ
と
が
あ

れ
ば
き
び
し
く
言
い
ま
す
よ
。
先
輩
大
工
と
し
て

は
、
伝
達
可
能
な
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を

見
極
め
、
大
き
く
道
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
見
守
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
会
社
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
毎
回
ま
っ
た
く
異
な
る
仕

事
で
は
、
な
か
な
か
若
手
が
成
長
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
建
築
の
タ
イ
プ
も
あ
る
程
度
は
限
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
回
同

じ
で
は
飽
き
て
し
ま
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

向
上
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
仕
事
を
と
っ
て
き
た

い
と
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
鯰
組
で
は
10

軒
ほ
ど
茶
室
を
手
が
け
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も

内
装
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
屋
根
付
き
の
茶
室
も
や
り

た
い
で
す
ね
。

向
田
・
田
内

　そ
れ
は
ぜ
ひ
や
り
た
い
で
す
ね（
笑
）。

│
│
会
社
組
織
の
側
か
ら
も
育
成
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鯰
組
で
は
大
工
が
社
員

と
し
て
働
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

岸
本

　建
設
業
界
で
は
、
社
会
保
険
を
浸
透
さ
せ

る
流
れ
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
固
い
話
に
な

り
ま
す
が
、
東
京
で
大
工
さ
ん
を
外
注
す
る
と
日

当
の
相
場
は
2
万
円
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
に
保
険
を

上
乗
せ
す
る
こ
と
は
難
し
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
仕
事
や
も
う
け

が
あ
る
こ
と
は
前
提
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
社
員
と

し
て
働
い
て
も
ら
い
保
険
も
つ
け
る
。
育
成
も
同

じ
で
、
日
当
で
雇
っ
た
若
い
大
工
を
育
成
す
る
こ

と
は
困
難
で
し
ょ

う
。
組
織
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
ず

っ
と
考
え
つ
づ
け

て
い
ま
す
が
、
や

は
り
職
人
の
会
社

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田
内

　私
は
向
田
が
上
に
い
て
、
若
手
ふ
た
り
の

大
工
が
下
に
い
ま
す
。
会
社
と
し
て
は
中
堅
で
す
。

若
手
の
頃
は
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
は
親

方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
技
術
を
、
ど
う
や
っ
て
若
手

に
伝
え
て
い
け
ば
よ
い
か
、
試
行
錯
誤
の
日
々
で

す
。
た
だ
、
会
社
内
に
各
世
代
の
人
間
が
い
る
こ

と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

岸
本

　そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で

す
ね
。
当
初
私
は
、
設
計
か
ら
大
工
仕
事
ま
で
ひ

と
り
で
で
き
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
か
つ
て
の
大
工
の
職
能
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
の
た
め
、「
設
計
か
ら
大
工
ま
で
」
を
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
し
て
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
や
り
方
で
は
、
社
員
が
増
え
て

く
る
と
ど
う
し
て
も
効
率
が
悪
く
な
る
し
、
技
術

を
若
手
に
伝
え
る
の
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
昔

の
よ
う
に
丁
稚
奉
公
で
長
期
間
必
ず
在
籍
し
て
く

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
の
た
め
現
在
、

設
計
は
監
修
の
み
、
設
計
の
実
務
は
信
用
で
き
る

会
社
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
社
員
に
は
大
工
仕
事

に
集
中
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
会

社
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
「
大
工
」
に
変
え
ま
し

た
。

│
│
大
工
を
主
軸
に
し
、
あ
る
べ
き
姿
を
問
い
つ

づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

岸
本

　そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
設
計
者
が
仕
事
を

受
け
て
施
工
者
が
完
成
さ
せ
る
と
い
う
一
般
的
な

流
れ
に
対
し
、
大
工
が
受
け
て
大
工
が
完
成
さ
せ

る
形
を
提
案
し
た
い
。
近
代
化
の
過
程
で
変
容
し

た
建
物
を
つ
く
る
行
為
を
、
現
代
社
会
に
適
合
さ

せ
つ
つ
大
工
を
主
軸
に
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
試

み
で
す
。
鯰
組
と
し
て
そ
の
一
例
を
示
し
な
が
ら
、

社
会
に
仕
掛
け
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

│
│
田
中
文
男
さ
ん
は
、
一
人
前
の
棟
梁
の
な
か

で
も
、
社
会
に
対
し
て
仕
掛
け
ら
れ
る
人
間
が
最

も
優
秀
な
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

小
間
を
見
て
く
だ
さ
い
。
客
は
待
合
を
経
て
躙
口

か
ら
入
り
ま
す
が
、
主
人
は
お
茶
を
た
て
る
の
に

茶
道
口
か
ら
、
料
理
は
給
仕
口
か
ら
運
び
入
れ
ま

す
。
そ
う
し
た
表
裏
の
動
線
が
、
4
室
す
べ
て
に

備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
細
長
い
敷
地
で
す
の

で
、
両
端
に
茶
室
を
設
け
、
表
裏
の
動
線
を
厨
房

や
手
洗
い
で
分
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
構
造
は

地
下
1
階
が
R
C
造
、
地
上
階
は
プ
レ
カ
ッ
ト
で

軸
組
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

│
│
構
造
は
プ
レ
カ
ッ
ト
な
ん
で
す
ね
。

岸
本

　普
段
か
ら
使
っ
て
い
ま
す
よ
。
技
術
の
継

承
は
私
た
ち
も
重
視
し
て
い
ま
す
が
、
全
部
そ
う

す
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
現
代
の
技
術

を
上
手
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
伝
統
の
技
術
を
残

す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
師
匠
の
田
中
棟

梁
も
、
機
械
化
で
き
る
箇
所
を
手
仕
事
で
進
め
る

と
、
す
ご
く
怒
り
ま
し
た
。
軸
組
は
プ
レ
カ
ッ
ト

で
よ
い
で
す
が
、
小
間
は
柱
も
細
い
し
曲
が
っ
て

い
る
。
手
仕
事
以
外
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
茶
室
は
現
代
の
技
術
と
伝
統
の

技
術
が
う
ま
く
す
み
わ
け
ら
れ
る
建
築
タ
イ
プ
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
だ
か
ら
茶
室
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
技
術
の
継
承
と
い
う
意
味
で
は
、
役
割
分
担

は
ど
う
で
し
た
か
。

岸
本

　ま
ず
私
が
お
施
主
さ
ん
と
や
り
と
り
を
し

て
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
、
ほ
か
の
ス
タ
ッ
フ

が
C
A
D
で
図
面
に
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

小
間
は
向
田
、
広
間
は
田
内
が
手
が
け
て
い
ま
す
。

小
間
は
、
材
料
の
形
が
複
雑
で
取
合
せ
も
難
し
い

で
す
か
ら
ね
。
高
い
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
経
験
の
あ
る
向
田
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　施
工
は
、
ほ
か
2
名
の
若
手
が
加
わ
り
合
計
4

名
の
自
社
大
工
が
同
時
に
進
め
て
い
ま
す
。
工
期

短
縮
も
あ
り
ま
す
が
、
担
当
を
決
め
た
ほ
う
が
各

部
の
納
ま
り
に
整
合
性
が
と
れ
ま
す
か
ら
ね
。
じ

つ
は
、
田
内
は
今
回
初
め
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ひ
と
り
で
続
間
座
敷
に
取
り
組
ん
だ
ん
で
す
よ
。

│
│
田
内
さ
ん
、
と
く
に
苦
労
し
た
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
か
。

大
工
（
工
場
長
）
・
田
内
徹
郎

　初
め
て
の
こ
と

で
、
全
部
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
現
代
の
お
茶
室

で
す
か
ら
、
エ
ア
コ
ン
も
入
り
ま
す
。
斜
線
制
限

な
ど
で
階
高
が
限
定
さ
れ
て
、
懐
も
あ
ま
り
と
れ

お
茶
で
つ
な
が
る

大
工
と
施
主

写真上／小間の相伴席
に掛けられた下地窓。小
間と相伴席との境の敷居
は、取りはずして裏返す
ことで、四畳台目として使
用することも可能。下／
腰掛待合。沓脱ぎの手
前の床板は、名栗の加
工が施されている。

茶
室
ご
と
に
担
当
を
決
め
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
取
り
組
む
こ
と
で
、

納
ま
り
に
整
合
性
が
と
れ
ま
す
。

小間へつづく路地。右に
つくばい、左に躙口。都
市型茶室で、外光を取り
入れることが難しいため、
間接照明などを用いて空
間を演出している。

に
じ
り
ぐ
ち

2223



03
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

│
│
依
頼
の
経
緯
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
岸
本
耕

　お
施
主
さ
ん
は
、
茶
道
の
勉
強

会
の
稽
古
仲
間
で
す
。
世
間
話
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
ご
自
宅
脇
に
茶
室
を
つ
く
る
依
頼
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
お
施
主
さ
ん
は
裏
千
家
、
私
は
遠
州

流
な
ん
で
す
が
、
流
派
を
超
え
た
勉
強
会
が
あ
っ

て
知
り
合
い
ま
し
た
。

　話
は
少
し
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
私
は
大
学
で

建
築
を
学
ん
だ
後
、
田
中
文
男
棟
梁
の
も
と
で
修

業
し
ま
し
た
。
棟
梁
は
、
文
化
財
指
定
を
受
け
る

社
寺
の
修
理
工
事
も
数
多
く
手
が
け
て
い
ま
し
た

し
、
古
文
書
も
読
ん
だ
の
で
「
学
者
大
工
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
建
築
業
界
で
は
有
名
な

人
で
す
ね
。
た
だ
、
私
に
は
独
立
後
す
ぐ
に
社
寺

を
手
が
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
都
会

で
仕
事
を
つ
づ
け
る
な
ら
茶
室
も
で
き
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
考
え
、
茶
道
教
室
に
通
う
こ
と
に
し

た
ん
で
す
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
端
緒
で
す
ね
。

じ
つ
は
鯰
組
に
ス
カ
ウ
ト
し
た
向
田
も
そ
の
教
室

の
生
徒
な
ん
で
す
よ
。

親
方
・
向
田
八
司

　そ
う
で
し
た
ね
。
当
時
私
は
、

茶
室
を
多
く
手
が
け
る
藤
森
工
務
店
で
大
工
を
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
教
室
の
開
催
場
所
は
、
私
が

担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
茶
室
で
、
完
成
後
に
一

期
生
で
入
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
岸
本
の
先
輩
で
す

（
笑
）。

│
│
ふ
た
つ
の
出
会
い
が
こ
の
茶
室
を
生
み
出
し

た
ん
で
す
ね
。
外
観
が
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
住

宅
も
鯰
組
で
す
か
。

岸
本

　い
え
い
え
、
住
宅
は
別
な
ん
で
す
。
住
宅

の
南
側
の
土
地
が
売
り
に
出
た
際
に
購
入
さ
れ
、

新
し
く
建
て
た
の
が
こ
の
茶
室
で
す
。
外
観
が
似

て
い
る
の
は
お
施
主
さ
ん
の
ご
希
望
で
、
あ
ま
っ

て
い
た
外
壁
タ
イ
ル
を
頼
り
に
同
じ
も
の
を
探
し

ま
し
た
。
地
下
1
階
、
地
上
2
階
の
建
物
な
の
で
、

茶
室
と
い
わ
れ
て
も
ぴ
ん
と
こ
な
い
人
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
席
が
複
合

し
た
都
会
版
の
茶
室
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

│
│
プ
ラ
ン
や
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

4
室
あ
り
ま
す
ね
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
1
階
に
客
席
と
立
礼
席
、

2
階
に
小
間
、
広
間
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

大
工
の
力
を
結
集
し

社
会
に
仕
掛
け
る

ま
せ
ん
。
設
備
と
の
取
り
合
い
や
段
取
り
な
ど
、

見
え
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
苦
労
の
連
続
で
し
た
。

た
だ
、
同
じ
現
場
で
す
の
で
、
親
方
の
向
田
が
見

に
来
て
く
れ
ま
し
た
し
、
休
憩
時
間
に
も
質
問
し

て
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
原
寸
図
は
私
が
描
い

た
の
で
す
が
、
そ
の
際
も
相
談
に
の
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
た
だ
、
全
部
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
け
教
え
て
く
れ
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
知
ら
ん
ぷ
り
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

わ
ざ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

向
田

　昔
は
自
分
も
そ
う
で
し
た
ね
。
先
輩
に
質

問
し
て
も
「
な
ん
だ
、
聞
い
て
損
し
た
」
な
ん
て

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た（
笑
）。
や
は
り
も
の
づ

く
り
は
自
分
で
経
験
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
部

分
が
多
い
。
聞
い
て
わ
か
っ

た
気
に
な
っ
て
は
困
り
ま
す
。

こ
の
現
場
を
や
り
き
っ
た
こ

と
で
、
田
内
は
一
皮
む
け
た

な
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い

ま
す
し
、
自
信
も
つ
い
た
で

し
ょ
う
。
ペ
ア
で
進
め
る
よ

り
成
長
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

│
│
と
こ
ろ
で
、
今
日
は
大
工
道
具
も
ご
持
参
い

た
だ
き
ま
し
た
。
銀
色
の
コ
ン
パ
ス
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
何
の
道
具
で
す
か
。

向
田

　ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
ひ
か
り

付
け
を
す
る
道
具
で
す
ね
。
ひ
か
り
付
け
と
は
、

丸
太
同
士
を
組
む
際
に
、
相
互
を
隙
間
な
く
削
り

あ
わ
せ
る
技
術
で
、
難
度
の
高
い
も
の
で
す
。
自

分
な
り
の
方
法
や
手
に
合
う
よ
う
、
板
金
屋
さ
ん

に
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
さ
じ
加
減
が
わ
か
る
に
は
経
験

が
必
要
で
す
。
技
術
の
概
要
、
道
具
の
形
式
や
依

頼
先
な
ど
は
す
ぐ
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
腕
や
道
具

は
経
験
し
な
が
ら
自
分
で
試
行
錯
誤
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
的
は
ず
れ
な
こ
と
が
あ

れ
ば
き
び
し
く
言
い
ま
す
よ
。
先
輩
大
工
と
し
て

は
、
伝
達
可
能
な
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を

見
極
め
、
大
き
く
道
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
見
守
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
会
社
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
毎
回
ま
っ
た
く
異
な
る
仕

事
で
は
、
な
か
な
か
若
手
が
成
長
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
建
築
の
タ
イ
プ
も
あ
る
程
度
は
限
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
回
同

じ
で
は
飽
き
て
し
ま
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

向
上
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
仕
事
を
と
っ
て
き
た

い
と
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
鯰
組
で
は
10

軒
ほ
ど
茶
室
を
手
が
け
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も

内
装
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
屋
根
付
き
の
茶
室
も
や
り

た
い
で
す
ね
。

向
田
・
田
内

　そ
れ
は
ぜ
ひ
や
り
た
い
で
す
ね（
笑
）。

│
│
会
社
組
織
の
側
か
ら
も
育
成
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鯰
組
で
は
大
工
が
社
員

と
し
て
働
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

岸
本

　建
設
業
界
で
は
、
社
会
保
険
を
浸
透
さ
せ

る
流
れ
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
固
い
話
に
な

り
ま
す
が
、
東
京
で
大
工
さ
ん
を
外
注
す
る
と
日

当
の
相
場
は
2
万
円
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
に
保
険
を

上
乗
せ
す
る
こ
と
は
難
し
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
仕
事
や
も
う
け

が
あ
る
こ
と
は
前
提
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
社
員
と

し
て
働
い
て
も
ら
い
保
険
も
つ
け
る
。
育
成
も
同

じ
で
、
日
当
で
雇
っ
た
若
い
大
工
を
育
成
す
る
こ

と
は
困
難
で
し
ょ

う
。
組
織
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
ず

っ
と
考
え
つ
づ
け

て
い
ま
す
が
、
や

は
り
職
人
の
会
社

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田
内

　私
は
向
田
が
上
に
い
て
、
若
手
ふ
た
り
の

大
工
が
下
に
い
ま
す
。
会
社
と
し
て
は
中
堅
で
す
。

若
手
の
頃
は
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
は
親

方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
技
術
を
、
ど
う
や
っ
て
若
手

に
伝
え
て
い
け
ば
よ
い
か
、
試
行
錯
誤
の
日
々
で

す
。
た
だ
、
会
社
内
に
各
世
代
の
人
間
が
い
る
こ

と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

岸
本

　そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で

す
ね
。
当
初
私
は
、
設
計
か
ら
大
工
仕
事
ま
で
ひ

と
り
で
で
き
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
か
つ
て
の
大
工
の
職
能
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
の
た
め
、「
設
計
か
ら
大
工
ま
で
」
を
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
し
て
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
や
り
方
で
は
、
社
員
が
増
え
て

く
る
と
ど
う
し
て
も
効
率
が
悪
く
な
る
し
、
技
術

を
若
手
に
伝
え
る
の
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
昔

の
よ
う
に
丁
稚
奉
公
で
長
期
間
必
ず
在
籍
し
て
く

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
の
た
め
現
在
、

設
計
は
監
修
の
み
、
設
計
の
実
務
は
信
用
で
き
る

会
社
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
社
員
に
は
大
工
仕
事

に
集
中
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
会

社
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
「
大
工
」
に
変
え
ま
し

た
。

│
│
大
工
を
主
軸
に
し
、
あ
る
べ
き
姿
を
問
い
つ

づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

岸
本

　そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
設
計
者
が
仕
事
を

受
け
て
施
工
者
が
完
成
さ
せ
る
と
い
う
一
般
的
な

流
れ
に
対
し
、
大
工
が
受
け
て
大
工
が
完
成
さ
せ

る
形
を
提
案
し
た
い
。
近
代
化
の
過
程
で
変
容
し

た
建
物
を
つ
く
る
行
為
を
、
現
代
社
会
に
適
合
さ

せ
つ
つ
大
工
を
主
軸
に
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
試

み
で
す
。
鯰
組
と
し
て
そ
の
一
例
を
示
し
な
が
ら
、

社
会
に
仕
掛
け
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

│
│
田
中
文
男
さ
ん
は
、
一
人
前
の
棟
梁
の
な
か

で
も
、
社
会
に
対
し
て
仕
掛
け
ら
れ
る
人
間
が
最

も
優
秀
な
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

小
間
を
見
て
く
だ
さ
い
。
客
は
待
合
を
経
て
躙
口

か
ら
入
り
ま
す
が
、
主
人
は
お
茶
を
た
て
る
の
に

茶
道
口
か
ら
、
料
理
は
給
仕
口
か
ら
運
び
入
れ
ま

す
。
そ
う
し
た
表
裏
の
動
線
が
、
4
室
す
べ
て
に

備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
細
長
い
敷
地
で
す
の

で
、
両
端
に
茶
室
を
設
け
、
表
裏
の
動
線
を
厨
房

や
手
洗
い
で
分
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
構
造
は

地
下
1
階
が
R
C
造
、
地
上
階
は
プ
レ
カ
ッ
ト
で

軸
組
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

│
│
構
造
は
プ
レ
カ
ッ
ト
な
ん
で
す
ね
。

岸
本

　普
段
か
ら
使
っ
て
い
ま
す
よ
。
技
術
の
継

承
は
私
た
ち
も
重
視
し
て
い
ま
す
が
、
全
部
そ
う

す
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
現
代
の
技
術

を
上
手
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
伝
統
の
技
術
を
残

す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
師
匠
の
田
中
棟

梁
も
、
機
械
化
で
き
る
箇
所
を
手
仕
事
で
進
め
る

と
、
す
ご
く
怒
り
ま
し
た
。
軸
組
は
プ
レ
カ
ッ
ト

で
よ
い
で
す
が
、
小
間
は
柱
も
細
い
し
曲
が
っ
て

い
る
。
手
仕
事
以
外
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
茶
室
は
現
代
の
技
術
と
伝
統
の

技
術
が
う
ま
く
す
み
わ
け
ら
れ
る
建
築
タ
イ
プ
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
だ
か
ら
茶
室
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
技
術
の
継
承
と
い
う
意
味
で
は
、
役
割
分
担

は
ど
う
で
し
た
か
。

岸
本

　ま
ず
私
が
お
施
主
さ
ん
と
や
り
と
り
を
し

て
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
、
ほ
か
の
ス
タ
ッ
フ

が
C
A
D
で
図
面
に
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

小
間
は
向
田
、
広
間
は
田
内
が
手
が
け
て
い
ま
す
。

小
間
は
、
材
料
の
形
が
複
雑
で
取
合
せ
も
難
し
い

で
す
か
ら
ね
。
高
い
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
経
験
の
あ
る
向
田
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　施
工
は
、
ほ
か
2
名
の
若
手
が
加
わ
り
合
計
4

名
の
自
社
大
工
が
同
時
に
進
め
て
い
ま
す
。
工
期

短
縮
も
あ
り
ま
す
が
、
担
当
を
決
め
た
ほ
う
が
各

部
の
納
ま
り
に
整
合
性
が
と
れ
ま
す
か
ら
ね
。
じ

つ
は
、
田
内
は
今
回
初
め
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ひ
と
り
で
続
間
座
敷
に
取
り
組
ん
だ
ん
で
す
よ
。

│
│
田
内
さ
ん
、
と
く
に
苦
労
し
た
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
か
。

大
工
（
工
場
長
）
・
田
内
徹
郎

　初
め
て
の
こ
と

で
、
全
部
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
現
代
の
お
茶
室

で
す
か
ら
、
エ
ア
コ
ン
も
入
り
ま
す
。
斜
線
制
限

な
ど
で
階
高
が
限
定
さ
れ
て
、
懐
も
あ
ま
り
と
れ

１階立礼席。立礼卓はガ
ラス製のモダンなもの。椅
子座になれた日本人や外
国人が来ることを想定し
て設計。床柱は槐（エン
ジュ）。

２階広間。九畳と六畳の
二間続き。大工の田内徹
郎さんが担当。床柱は松
柾目、床框は神代欅。床
以外は、プレカットの柱を
使用している。

大
工
が
仕
事
を
受
け
て
、

大
工
が
完
成
さ
せ
る
、

組
織
の
あ
り
方
を

考
え
て
い
ま
す
。

ひ
か
り
付
け
の
道
具（
写
真
左
）。

１階客席。当初は店舗に
することも考え、厨房から
畳敷きの机に直接、料理
が運べるプラン。机の下
が掘り込んであり、こちら
も外国人などにやさしい。
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03
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

│
│
依
頼
の
経
緯
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
岸
本
耕

　お
施
主
さ
ん
は
、
茶
道
の
勉
強

会
の
稽
古
仲
間
で
す
。
世
間
話
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
ご
自
宅
脇
に
茶
室
を
つ
く
る
依
頼
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
お
施
主
さ
ん
は
裏
千
家
、
私
は
遠
州

流
な
ん
で
す
が
、
流
派
を
超
え
た
勉
強
会
が
あ
っ

て
知
り
合
い
ま
し
た
。

　話
は
少
し
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
私
は
大
学
で

建
築
を
学
ん
だ
後
、
田
中
文
男
棟
梁
の
も
と
で
修

業
し
ま
し
た
。
棟
梁
は
、
文
化
財
指
定
を
受
け
る

社
寺
の
修
理
工
事
も
数
多
く
手
が
け
て
い
ま
し
た

し
、
古
文
書
も
読
ん
だ
の
で
「
学
者
大
工
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
建
築
業
界
で
は
有
名
な

人
で
す
ね
。
た
だ
、
私
に
は
独
立
後
す
ぐ
に
社
寺

を
手
が
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
都
会

で
仕
事
を
つ
づ
け
る
な
ら
茶
室
も
で
き
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
考
え
、
茶
道
教
室
に
通
う
こ
と
に
し

た
ん
で
す
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
端
緒
で
す
ね
。

じ
つ
は
鯰
組
に
ス
カ
ウ
ト
し
た
向
田
も
そ
の
教
室

の
生
徒
な
ん
で
す
よ
。

親
方
・
向
田
八
司

　そ
う
で
し
た
ね
。
当
時
私
は
、

茶
室
を
多
く
手
が
け
る
藤
森
工
務
店
で
大
工
を
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
教
室
の
開
催
場
所
は
、
私
が

担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
茶
室
で
、
完
成
後
に
一

期
生
で
入
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
岸
本
の
先
輩
で
す

（
笑
）。

│
│
ふ
た
つ
の
出
会
い
が
こ
の
茶
室
を
生
み
出
し

た
ん
で
す
ね
。
外
観
が
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
住

宅
も
鯰
組
で
す
か
。

岸
本

　い
え
い
え
、
住
宅
は
別
な
ん
で
す
。
住
宅

の
南
側
の
土
地
が
売
り
に
出
た
際
に
購
入
さ
れ
、

新
し
く
建
て
た
の
が
こ
の
茶
室
で
す
。
外
観
が
似

て
い
る
の
は
お
施
主
さ
ん
の
ご
希
望
で
、
あ
ま
っ

て
い
た
外
壁
タ
イ
ル
を
頼
り
に
同
じ
も
の
を
探
し

ま
し
た
。
地
下
1
階
、
地
上
2
階
の
建
物
な
の
で
、

茶
室
と
い
わ
れ
て
も
ぴ
ん
と
こ
な
い
人
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
席
が
複
合

し
た
都
会
版
の
茶
室
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

│
│
プ
ラ
ン
や
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

4
室
あ
り
ま
す
ね
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
1
階
に
客
席
と
立
礼
席
、

2
階
に
小
間
、
広
間
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

大
工
の
力
を
結
集
し

社
会
に
仕
掛
け
る

ま
せ
ん
。
設
備
と
の
取
り
合
い
や
段
取
り
な
ど
、

見
え
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
苦
労
の
連
続
で
し
た
。

た
だ
、
同
じ
現
場
で
す
の
で
、
親
方
の
向
田
が
見

に
来
て
く
れ
ま
し
た
し
、
休
憩
時
間
に
も
質
問
し

て
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
原
寸
図
は
私
が
描
い

た
の
で
す
が
、
そ
の
際
も
相
談
に
の
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
た
だ
、
全
部
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
け
教
え
て
く
れ
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
知
ら
ん
ぷ
り
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

わ
ざ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

向
田

　昔
は
自
分
も
そ
う
で
し
た
ね
。
先
輩
に
質

問
し
て
も
「
な
ん
だ
、
聞
い
て
損
し
た
」
な
ん
て

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た（
笑
）。
や
は
り
も
の
づ

く
り
は
自
分
で
経
験
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
部

分
が
多
い
。
聞
い
て
わ
か
っ

た
気
に
な
っ
て
は
困
り
ま
す
。

こ
の
現
場
を
や
り
き
っ
た
こ

と
で
、
田
内
は
一
皮
む
け
た

な
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い

ま
す
し
、
自
信
も
つ
い
た
で

し
ょ
う
。
ペ
ア
で
進
め
る
よ

り
成
長
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

│
│
と
こ
ろ
で
、
今
日
は
大
工
道
具
も
ご
持
参
い

た
だ
き
ま
し
た
。
銀
色
の
コ
ン
パ
ス
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
何
の
道
具
で
す
か
。

向
田

　ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
ひ
か
り

付
け
を
す
る
道
具
で
す
ね
。
ひ
か
り
付
け
と
は
、

丸
太
同
士
を
組
む
際
に
、
相
互
を
隙
間
な
く
削
り

あ
わ
せ
る
技
術
で
、
難
度
の
高
い
も
の
で
す
。
自

分
な
り
の
方
法
や
手
に
合
う
よ
う
、
板
金
屋
さ
ん

に
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
さ
じ
加
減
が
わ
か
る
に
は
経
験

が
必
要
で
す
。
技
術
の
概
要
、
道
具
の
形
式
や
依

頼
先
な
ど
は
す
ぐ
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
腕
や
道
具

は
経
験
し
な
が
ら
自
分
で
試
行
錯
誤
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
的
は
ず
れ
な
こ
と
が
あ

れ
ば
き
び
し
く
言
い
ま
す
よ
。
先
輩
大
工
と
し
て

は
、
伝
達
可
能
な
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を

見
極
め
、
大
き
く
道
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
見
守
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
会
社
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

岸
本

　そ
う
で
す
ね
。
毎
回
ま
っ
た
く
異
な
る
仕

事
で
は
、
な
か
な
か
若
手
が
成
長
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
建
築
の
タ
イ
プ
も
あ
る
程
度
は
限
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
回
同

じ
で
は
飽
き
て
し
ま
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

向
上
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
仕
事
を
と
っ
て
き
た

い
と
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
鯰
組
で
は
10

軒
ほ
ど
茶
室
を
手
が
け
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も

内
装
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
屋
根
付
き
の
茶
室
も
や
り

た
い
で
す
ね
。

向
田
・
田
内

　そ
れ
は
ぜ
ひ
や
り
た
い
で
す
ね（
笑
）。

│
│
会
社
組
織
の
側
か
ら
も
育
成
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鯰
組
で
は
大
工
が
社
員

と
し
て
働
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

岸
本

　建
設
業
界
で
は
、
社
会
保
険
を
浸
透
さ
せ

る
流
れ
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
固
い
話
に
な

り
ま
す
が
、
東
京
で
大
工
さ
ん
を
外
注
す
る
と
日

当
の
相
場
は
2
万
円
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
に
保
険
を

上
乗
せ
す
る
こ
と
は
難
し
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
仕
事
や
も
う
け

が
あ
る
こ
と
は
前
提
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
社
員
と

し
て
働
い
て
も
ら
い
保
険
も
つ
け
る
。
育
成
も
同

じ
で
、
日
当
で
雇
っ
た
若
い
大
工
を
育
成
す
る
こ

と
は
困
難
で
し
ょ

う
。
組
織
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
ず

っ
と
考
え
つ
づ
け

て
い
ま
す
が
、
や

は
り
職
人
の
会
社

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田
内

　私
は
向
田
が
上
に
い
て
、
若
手
ふ
た
り
の

大
工
が
下
に
い
ま
す
。
会
社
と
し
て
は
中
堅
で
す
。

若
手
の
頃
は
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
は
親

方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
技
術
を
、
ど
う
や
っ
て
若
手

に
伝
え
て
い
け
ば
よ
い
か
、
試
行
錯
誤
の
日
々
で

す
。
た
だ
、
会
社
内
に
各
世
代
の
人
間
が
い
る
こ

と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

岸
本

　そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で

す
ね
。
当
初
私
は
、
設
計
か
ら
大
工
仕
事
ま
で
ひ

と
り
で
で
き
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
か
つ
て
の
大
工
の
職
能
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
の
た
め
、「
設
計
か
ら
大
工
ま
で
」
を
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
し
て
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
そ
の
や
り
方
で
は
、
社
員
が
増
え
て

く
る
と
ど
う
し
て
も
効
率
が
悪
く
な
る
し
、
技
術

を
若
手
に
伝
え
る
の
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
昔

の
よ
う
に
丁
稚
奉
公
で
長
期
間
必
ず
在
籍
し
て
く

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
の
た
め
現
在
、

設
計
は
監
修
の
み
、
設
計
の
実
務
は
信
用
で
き
る

会
社
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
社
員
に
は
大
工
仕
事

に
集
中
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
会

社
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
「
大
工
」
に
変
え
ま
し

た
。

│
│
大
工
を
主
軸
に
し
、
あ
る
べ
き
姿
を
問
い
つ

づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

岸
本

　そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
設
計
者
が
仕
事
を

受
け
て
施
工
者
が
完
成
さ
せ
る
と
い
う
一
般
的
な

流
れ
に
対
し
、
大
工
が
受
け
て
大
工
が
完
成
さ
せ

る
形
を
提
案
し
た
い
。
近
代
化
の
過
程
で
変
容
し

た
建
物
を
つ
く
る
行
為
を
、
現
代
社
会
に
適
合
さ

せ
つ
つ
大
工
を
主
軸
に
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
試

み
で
す
。
鯰
組
と
し
て
そ
の
一
例
を
示
し
な
が
ら
、

社
会
に
仕
掛
け
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

│
│
田
中
文
男
さ
ん
は
、
一
人
前
の
棟
梁
の
な
か

で
も
、
社
会
に
対
し
て
仕
掛
け
ら
れ
る
人
間
が
最

も
優
秀
な
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

小
間
を
見
て
く
だ
さ
い
。
客
は
待
合
を
経
て
躙
口

か
ら
入
り
ま
す
が
、
主
人
は
お
茶
を
た
て
る
の
に

茶
道
口
か
ら
、
料
理
は
給
仕
口
か
ら
運
び
入
れ
ま

す
。
そ
う
し
た
表
裏
の
動
線
が
、
4
室
す
べ
て
に

備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
細
長
い
敷
地
で
す
の

で
、
両
端
に
茶
室
を
設
け
、
表
裏
の
動
線
を
厨
房

や
手
洗
い
で
分
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
構
造
は

地
下
1
階
が
R
C
造
、
地
上
階
は
プ
レ
カ
ッ
ト
で

軸
組
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

│
│
構
造
は
プ
レ
カ
ッ
ト
な
ん
で
す
ね
。

岸
本

　普
段
か
ら
使
っ
て
い
ま
す
よ
。
技
術
の
継

承
は
私
た
ち
も
重
視
し
て
い
ま
す
が
、
全
部
そ
う

す
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
現
代
の
技
術

を
上
手
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
伝
統
の
技
術
を
残

す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
師
匠
の
田
中
棟

梁
も
、
機
械
化
で
き
る
箇
所
を
手
仕
事
で
進
め
る

と
、
す
ご
く
怒
り
ま
し
た
。
軸
組
は
プ
レ
カ
ッ
ト

で
よ
い
で
す
が
、
小
間
は
柱
も
細
い
し
曲
が
っ
て

い
る
。
手
仕
事
以
外
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
茶
室
は
現
代
の
技
術
と
伝
統
の

技
術
が
う
ま
く
す
み
わ
け
ら
れ
る
建
築
タ
イ
プ
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
だ
か
ら
茶
室
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
技
術
の
継
承
と
い
う
意
味
で
は
、
役
割
分
担

は
ど
う
で
し
た
か
。

岸
本

　ま
ず
私
が
お
施
主
さ
ん
と
や
り
と
り
を
し

て
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
、
ほ
か
の
ス
タ
ッ
フ

が
C
A
D
で
図
面
に
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

小
間
は
向
田
、
広
間
は
田
内
が
手
が
け
て
い
ま
す
。

小
間
は
、
材
料
の
形
が
複
雑
で
取
合
せ
も
難
し
い

で
す
か
ら
ね
。
高
い
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
経
験
の
あ
る
向
田
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　施
工
は
、
ほ
か
2
名
の
若
手
が
加
わ
り
合
計
4

名
の
自
社
大
工
が
同
時
に
進
め
て
い
ま
す
。
工
期

短
縮
も
あ
り
ま
す
が
、
担
当
を
決
め
た
ほ
う
が
各

部
の
納
ま
り
に
整
合
性
が
と
れ
ま
す
か
ら
ね
。
じ

つ
は
、
田
内
は
今
回
初
め
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ひ
と
り
で
続
間
座
敷
に
取
り
組
ん
だ
ん
で
す
よ
。

│
│
田
内
さ
ん
、
と
く
に
苦
労
し
た
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
か
。

大
工
（
工
場
長
）
・
田
内
徹
郎

　初
め
て
の
こ
と

で
、
全
部
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
現
代
の
お
茶
室

で
す
か
ら
、
エ
ア
コ
ン
も
入
り
ま
す
。
斜
線
制
限

な
ど
で
階
高
が
限
定
さ
れ
て
、
懐
も
あ
ま
り
と
れ

１階立礼席。立礼卓はガ
ラス製のモダンなもの。椅
子座になれた日本人や外
国人が来ることを想定し
て設計。床柱は槐（エン
ジュ）。

２階広間。九畳と六畳の
二間続き。大工の田内徹
郎さんが担当。床柱は松
柾目、床框は神代欅。床
以外は、プレカットの柱を
使用している。

大
工
が
仕
事
を
受
け
て
、

大
工
が
完
成
さ
せ
る
、

組
織
の
あ
り
方
を

考
え
て
い
ま
す
。

ひ
か
り
付
け
の
道
具（
写
真
左
）。

１階客席。当初は店舗に
することも考え、厨房から
畳敷きの机に直接、料理
が運べるプラン。机の下
が掘り込んであり、こちら
も外国人などにやさしい。
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組織概要
㈱鯰組
創業 2009年
社員 7人
大工 社員4人（うち親方1人）、
 外部協力2人
2018年の施工棟数 5棟
大工の平均年齢 約40歳
 （最年長：64歳、最年少：23歳）
おもな使用木材の産地 静岡県、奈良県など
加工場 東京都板橋区

建築概要
所在地 東京都品川区東五反田
主要用途 茶道教室、飲食店
設計 小疇友子建築設計事務所
構造設計 OZ.An／
 尾崎設計室一級建築士事務所
構造 木造（一部鉄筋コンクリート造）
施工 鯰組
階数 地下1階、地上2階
敷地面積 182.01㎡
建築面積 106.54㎡
延床面積 309.02㎡
 （駐車場、エレベータを含む）
設計期間 2015年4月～11月
工事期間 2015年11月～2016年11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 タイル仕上げ
開口部 防火戸アルミサッシ
外構 外部床タイル仕上げ、
 外周部砂利敷き
 
おもな内部仕上げ
客席（懐石）
床 新畳（縁無 目積表）
壁 腰壁：エコカラット、上部：布クロス
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床 パイン板目無垢フローリング
壁 エコカラット
天井 布クロス
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 床の間 新畳（綿縁）
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むかいだ・はつし／1955年岩手県生まれ。74年盛
岡専修職業訓練校建築科卒業。74～77年佐藤
秀工務店。77～92年水澤工務店。92～2013年藤
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「大津百町スタジオ」の１
階土間に竹原義二さんと
谷口工務店の松岡知哉
さん。築90年の町家改
修。通し貫を梁間方向に
並べ、耐震補強を施した。

あえて大工のディテールだらけ
特集 残す、大工の技術 ケーススタディ4

30人もの自社大工をかかえる、滋賀拠点の谷口工務店。
大工技術をふんだんに生かした町家の改修で、

大津の街起こしにも貢献しているという。
建築家・竹原義二からの要求に対し、試行錯誤しながら、

自ら考え、見極められる、若手大工たちを育成中だ。
聞き手・まとめ／植林麻衣　写真／桑田瑞穂

竹 原 義 二／無 有 建 築 工 房
「 大 津 百 町 スタジオ 」

木 の 家 専 門 店  谷 口 工 務 店施工

設計

作品
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築
家

竹
原
義
二

棟
梁

松
岡
知
哉

04
Case Study 

Special Feature

Passing
on

craftsmen’s
skills

2829



「大津百町スタジオ」の１
階土間に竹原義二さんと
谷口工務店の松岡知哉
さん。築90年の町家改
修。通し貫を梁間方向に
並べ、耐震補強を施した。

あえて大工のディテールだらけ
特集 残す、大工の技術 ケーススタディ4

30人もの自社大工をかかえる、滋賀拠点の谷口工務店。
大工技術をふんだんに生かした町家の改修で、

大津の街起こしにも貢献しているという。
建築家・竹原義二からの要求に対し、試行錯誤しながら、

自ら考え、見極められる、若手大工たちを育成中だ。
聞き手・まとめ／植林麻衣　写真／桑田瑞穂

竹 原 義 二／無 有 建 築 工 房
「 大 津 百 町 スタジオ 」

木 の 家 専 門 店  谷 口 工 務 店施工

設計

作品

建
築
家

竹
原
義
二

棟
梁

松
岡
知
哉

04
Case Study 

Special Feature

Passing
on

craftsmen’s
skills

2829



│
│
2
0
1
6
年
に
滋
賀
・
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し

た
谷
口
工
務
店
の
京
滋
支
店
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
は
、
築
90
年
の
町
家
を
改
修
す
る
こ
と
自
体

が
、「
大
工
技
術
を
継
承
す
る
」
と
い
う
目
的
を
も

っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
松
岡
知
哉
　
谷
口
工
務
店
は
滋
賀
・
竜
王

を
拠
点
に
、
改
築
を
含
め
年
間
約
1
0
0
棟
を
自

社
の
設
計
施
工
で
手
が
け
て
い
ま
す
。
京
阪
神
の

お
客
さ
ま
に
も
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
場
所
に
支
店
を

出
し
た
い
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
候
補
に
あ
が
っ

た
の
が
、
大
津
駅
の
商
店
街
に
あ
る
町
家
で
す
。

竹
原
先
生
に
は
我
が
社
主
催
の
、
学
生
を
対
象
と

し
た
設
計
コ
ン
テ
ス
ト
で
審
査
員
を
つ
と
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
工
務
店
と
し
て
設
計

を
依
頼
す
る
の
は
初
め
て
で
す
。
古
建
築
に
造
詣

の
深
い
竹
原
先
生
を
お
い
て
は
、
今
回
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

建
築
家
・
竹
原
義
二
　
大
津
は
東
海
道
五
十
三
次

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
町
家
も
か
つ
て
は
木
賃
宿
で
、
そ
の
後
、
和
菓

子
屋
な
ど
に
用
途
を
変
え
、
幾
度
か
増
改
築
を
経

て
い
ま
し
た
。
雨
漏
り
な
ど
で
構
造
の
傷
み
も
ひ

ど
く
、
初
め
て
谷
口
弘
和
社
長
と
見
に
行
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
本
当
に
改
築
す
る
の
か
と
目
を
疑

っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

│
│
新
し
く
建
て
る
ほ
う
が
、
早
い
状
況
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
改
修
を
選
ん
だ
理

由
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
我
が
社
で
は
自
社
大
工
を
約
30
人
擁
し
て

お
り
、
常
用
や
手
間
受
け
が
主
流
の
現
在
で
は
珍

し
い
組
織
構
成
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

谷
口
自
身
の
出
発
点
が
大
工
で
、
町
場
の
家
を
残

し
て
い
く
の
は
大
工
し
か
い
な
い
、
と
い
う
強
い

想
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
か
つ
て
大
工
は
、
雨
漏

り
や
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
、

家
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大
工
仕
事
を

通
じ
て
、
街
の
人
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う

想
い
が
、
根
っ
こ
に
あ
る
会
社
な
ん
で
す
。

竹
原
　
谷
口
社
長
が
考
え
る
大
工
像
と
い
う
の
は
、

町
医
者
の
よ
う
な
存
在
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
大
津

を
谷
口
工
務
店
の
新
し
い
拠
点
に
す
る
以
上
、
昔

な
が
ら
の
街
の
建
物
を
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
技

術
の
習
得
の
み
な
ら
ず
、
街
に
入
っ
て
い
く
う
え

で
も
意
義
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
や
る
べ
き
だ
、
と

背
中
を
押
し
ま
し
た
。

松
岡
　
我
が
社
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
モ
ダ
ン
な
大

壁
。
構
造
は
隠
し
、
扱
う
の
も
プ
レ
カ
ッ
ト
材
が

中
心
で
、
全
工
程
を
通
じ
て
手
刻
み
を
求
め
ら
れ

る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
よ
う
な
大
工
技

術
の
結
晶
の
よ
う
な
仕
事
に
は
血
が
騒
ぎ
ま
し
た
。

│
│
今
回
、
現
場
で
采
配
を
ふ
る
こ
と
に
な
っ
た

松
岡
さ
ん
は
、
な
ぜ
大
工
を
志
し
た
の
で
す
か
。

松
岡
　
僕
は
大
学
の
建
築
学
科
出

身
で
、
設
計
志
望
で
就
職
活
動
を

し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
谷
口
工
務

店
の
会
社
説
明
会
で
、
大
工
の
先

輩
が
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
を

見
て
い
た
ら
、
設
計
よ
り
も
お
も

し
ろ
そ
う
で
。
今
は
7
年
目
で
棟

梁
と
し
て
、
若
い
大
工
3
〜
4
人

の
チ
ー
ム
で
現
場
を
ま
わ
し
て
い

ま
す
。

│
│
改
築
の
概
要
に
つ
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
。

竹
原
　
見
た
目
以
上
に
損
傷
が
ひ
ど
く
、
足
元
は

ほ
ぼ
腐
っ
て
お
り
、
建
物
も
傾
い
て
い
ま
し
た
。

元
の
構
成
は
京
町
家
に
近
く
、
前
庭
の
奥
に
中
庭
、

そ
し
て
住
居
部
が
あ
っ
た
の
で
、
減
築
で
創
建
当

初
の
空
間
に
戻
し
な
が
ら
耐
震
補
強
を
施
し
、
か

つ
技
術
継
承
と
し
て
、
手
刻
み
に
よ
る
仕
口
・
継

手
、
ひ
か
り
付
け
な
ど
、
随
所
に
大
工
の
手
技
を

生
か
す
と
い
う
方
針
で
す
。

松
岡
　
通
し
柱
は
蟻
に
喰
わ
れ
て
ボ
ソ
ボ
ソ
で
し

た
。
建
物
全
体
を
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し
て
基
礎
を

や
り
直
し
、
足
元
が
腐
っ
た
柱
に
は
根
継
ぎ
を
施

し
ま
し
た
。

竹
原
　
梁
間
方
向
は
耐
震
要
素
が
皆
無
で
、
構
造

家
の
下
山
聡
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、
通
し
貫
に
よ

る
構
造
壁
を
設
置
し
ま
し
た
。
日
本
の
木
造
な
ら

で
は
の
、
や
わ
ら
か
く
粘
る
耐
震
壁
で
す
ね
。
奥

の
旧
住
居
部
は
、
梁
断
面
が
小
さ
か
っ
た
の
で
新

規
の
梁
を
2
本
架
け
、
2
階
に
水
平
な
床
レ
ベ
ル

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

│
│
竹
原
さ
ん
の
、
大
工
さ
ん
へ
の
要
求
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

竹
原
　
今
回
の
大
工
仕
事
の
痕
跡
が
わ
か
る
よ
う

に
、
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
つ
つ
、
数
十
年
後

に
は
、
時
間
の
流
れ
が
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
に
、

材
の
加
工
・
仕
上
げ
に
は
徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
最
初
は
、
そ
の
意
図
が
な
か
な

か
伝
わ
ら
な
か
っ
た
ね（
笑
）。

松
岡
　
普
段
の
仕
事
で
は
、
古
い
梁
は
「
汚
れ
て

い
る
」
と
隠
す
も
の
で
し
た
か
ら
。
新
設
し
た
梁

も
通
常
は
機
械
仕
上
げ
の
と
こ
ろ
を
、
竹
原
先
生

か
ら
は
鋸
目
仕
上
げ
で
、
と
い
う
指
示
が
。
た
だ

そ
の
加
減
は
、
図
面
で
示
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
際
に
や
っ
て
は
「
違
う
」
と
言
わ
れ
、

イ
メ
ー
ジ
に
叶
う
ま
で
文
字
通
り
、
手
探
り
で
繰

り
返
し
で
す
。
す
べ
て
に
お
い
て
試
行
錯
誤
の
連

続
で
し
た
ね
。

竹
原
　
中
庭
の
庇
の
垂
木
も
が
ん
ば
っ
た
ね
。

松
岡
「
き
れ
い
に
仕
上
げ
ず
、
ラ
ン
ダ
ム
な
凹
凸

が
ほ
し
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
ど
う
や
っ
た
ら

で
き
る
の
か
、
社
内
の
み
ん
な
で
額
を
寄
せ
合
い

議
論
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
通
常
は
縦
使
い

に
す
る
丸
鋸
を
横
に
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、
泣
き

な
が
ら
何
百
本
と
加
工
し
ま
し
た（
笑
）。

│
│
谷
口
工
務
店
の
手
が
け
る
住
宅
は
大
壁
が
主

流
で
す
が
、
今
回
学
ん
だ
「
技
術
」
は
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
る
と
お
考
え
で
す
か
。

竹
原
　
大
工
技
術
は
、
木
の
扱
い
は
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
材
料
を
吟
味
す
る
「
眼
」
が
大
事
。
そ
の

力
が
な
い
と
メ
ー
カ
ー
の
既
製
品
を
組
み
合
わ
せ

る
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
さ
ら
に

「
考
え
る
」と
い
う
地
力
も
必
要
で
す
。
た
と
え
ば

通
し
貫
の
構
造
壁
で
、
柱
を
貫
通
す
る
貫
が
ど
の

く
ら
い
壁
か
ら
飛
び
出
す
べ
き
か
、
見
た
目
の
美

し
さ
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
ご
ら
ん
、
と
言
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ね
。
あ
れ
は
ど
う
だ
っ
た
?

松
岡
　
僕
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
建
築
家
や

構
造
家
の
仕
事
で
、
大
工
は
図
面
ど
お
り
に
施
工

す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
次
第
に
、
先
生
が
僕
ら
に
本
当
に
求
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
が
つ
く

っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
。

図
面
は
た
だ
の
指
示
図
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
設

計
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
。
現
場
で
建
築
家
と

感
性
を
共
有
す
る
こ
と
。
振
り
返
れ
ば
「
考
え
る

こ
と
」
を
徹
底
的
に
促
さ
れ
た
機
会
で
し
た
。

│
│
そ
の
「
考
え
る
こ
と
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場

面
で
糧
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
僕
ら
に
は
自
社
の
仕
事
の
や
り
方
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
方
法
し
か

知
ら
な
い
と
、
変
則
的
な
事
態
に
面
し
た
と
き
に

お
手
上
げ
に
な
る
可
能
性
も
。
し
か
し
多
彩
な
技

術
や
経
験
の
蓄
積
を
も
つ
と
、
応
用
が
利
き
ま
す
。

竹
原
先
生
の
木
を
現
し
に
す
る
デ
ザ
イ
ン
や
、
下

山
先
生
の
木
構
造
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
る
機
会

も
増
え
、
引
き
出
し
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

│
│
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
を
契
機
に
、
谷
口

工
務
店
・
竹
原
さ
ん
の
協
働
で
「
ホ
テ
ル
講
」
と

し
て
7
軒
の
宿
泊
施
設
が
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
ね
。

竹
原
　
今
後
は
い
っ
そ
う
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
活
用

が
求
め
ら
れ
、
工
務
店
の
仕
事
と
し
て
も
改
築
が

増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
改
築
物
件
で
は
臨

機
応
変
に
対
応
で
き
る
大
工
の
力
量
が
問
わ
れ
ま

す
か
ら
、
工
務
店
と
し
て
は
新
た
な
展
開
も
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
街
の
再
生
を
目
指
し
た
宿
泊
施
設
の
み
な

ら
ず
、
ご
近
所
か
ら
も
、
古
い
我
が
家
を
直
し
て

ほ
し
い
と
お
声
が
け
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
築

1
0
0
年
近
い
家
屋
を
直
せ
る
工
務
店
は
減
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
他
社
が
手
が
け
な
い
分
野
に
活

路
を
見
出
す
と
い
う
会
社
の
戦
略
も
あ
り
ま
す
。

竹
原
　
彼
ら
は
本
気
で
、
歴
史
あ
る
大
津
の
町
場

大
工
と
し
て
根
付
こ
う
と
奮
闘
し
て
い
ま
す
よ
。

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
の
現
場
中
は
、

大
工
全
員
が
毎
月
1

回
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場

に
行
く
前
に
竜
王
か

ら
大
津
に
集
合
し
、
朝
7
時
ま
で
に
現
場
周
辺
ま

で
じ
つ
に
き
れ
い
に
掃
除
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

仕
事
を
す
る
街
に
礼
儀
を
つ
く
す
、
と
い
う
姿
勢

の
現
れ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
ち
な
み
に
掃
除
の
後
は
現
場
が
始
ま
る
ま

で
は
、
竹
原
先
生
に
よ
る
勉
強
会
も
。
先
生
の
ご

自
宅
の
大
阪
・
豊
中
か
ら
、
朝
7
時
に
大
津
ま
で

来
て
も
ら
う
ん
で
す
。
時
に
は
現
場
の
後
に
も
勉

強
会
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
僕
ら
も
休
日

は
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
っ
た
日
下
部
家
住
宅
な

ど
を
実
際
に
見
に
行
き
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
、
名

建
築
に
触
れ
て
目
を
養
い
ま
し
た
。

│
│
竹
原
さ
ん
が
そ
こ
ま
で
尽
力
さ
れ
た
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
?

竹
原
　
こ
の
時
代
、
社
員
大
工
を
こ
れ
ほ
ど
抱
え

る
な
ど
、
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
谷
口
社
長
は
「
日
本
一
の
棟
梁
を
育

て
た
い
」
と
言
う
の
で
す
。
僕
の
よ
う
に
棟
梁
と

膝
を
突
き
合
わ
せ
て
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
人
間

に
は
、
無
性
に
心
に
響
く
ん
で
す
よ
。
手
を
貸
さ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

│
│
松
岡
さ
ん
は
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
経
て
、

ど
の
よ
う
に
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

松
岡
　
前
に
も
増
し
て
大
工
の
仕
事
が
楽
し
い
で

す
。
今
回
で
得
た
技
術
を
糧
に
、
ほ
か
の
現
場
を

見
な
が
ら
、
こ
ん
な
納
め
方
や
表
現
も
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す

（
笑
）。
お
客
さ
ま
の
ご
予
算
は
超
え
な
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
以
上
の
仕
事
を
す
る
の
も
、
う
ま
い
技

術
の
ひ
と
つ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ん
て
自
分
な

り
に
考
え
て
い
ま
す
ね
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回

学
ん
だ
こ
と
を
後
輩
に
教
え
る
に
し
て
も
、
さ
ら

に
咀
嚼
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
教
え
る
こ
と
で

さ
ら
に
自
分
も
成
長
で
き
る
循
環
が
う
れ
し
い
で

す
。
永
遠
に
、
勉
強
で
す
ね
。

街
の
住
ま
い
は

大
工
が
守
る

大
工
技
術
の

真
髄
は

「
考
え
る
こ
と
」

１階路地とカフェ。奥に中
庭。新旧の木材を対比さ
せつつ、ひかり付け、通
し貫といった大工技術を
ふんだんに使用。床は三
和土にタイル貼り。

04
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

写真上／１階中庭に面し
た庇の垂木。新材１本ず
つに丸鋸を使い、手仕事
で表情をつけている。下
／路地の既存柱は、根
元が腐食していたため、
若手大工たちが金輪継
ぎを試みた。

大
工
仕
事
の
痕
跡
が

数
十
年
後
に
も
わ
か
る
よ
う
、

加
工
・
仕
上
げ
を
徹
底
し
ま
し
た
。
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│
│
2
0
1
6
年
に
滋
賀
・
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し

た
谷
口
工
務
店
の
京
滋
支
店
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
は
、
築
90
年
の
町
家
を
改
修
す
る
こ
と
自
体

が
、「
大
工
技
術
を
継
承
す
る
」
と
い
う
目
的
を
も

っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
松
岡
知
哉
　
谷
口
工
務
店
は
滋
賀
・
竜
王

を
拠
点
に
、
改
築
を
含
め
年
間
約
1
0
0
棟
を
自

社
の
設
計
施
工
で
手
が
け
て
い
ま
す
。
京
阪
神
の

お
客
さ
ま
に
も
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
場
所
に
支
店
を

出
し
た
い
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
候
補
に
あ
が
っ

た
の
が
、
大
津
駅
の
商
店
街
に
あ
る
町
家
で
す
。

竹
原
先
生
に
は
我
が
社
主
催
の
、
学
生
を
対
象
と

し
た
設
計
コ
ン
テ
ス
ト
で
審
査
員
を
つ
と
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
工
務
店
と
し
て
設
計

を
依
頼
す
る
の
は
初
め
て
で
す
。
古
建
築
に
造
詣

の
深
い
竹
原
先
生
を
お
い
て
は
、
今
回
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

建
築
家
・
竹
原
義
二
　
大
津
は
東
海
道
五
十
三
次

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
町
家
も
か
つ
て
は
木
賃
宿
で
、
そ
の
後
、
和
菓

子
屋
な
ど
に
用
途
を
変
え
、
幾
度
か
増
改
築
を
経

て
い
ま
し
た
。
雨
漏
り
な
ど
で
構
造
の
傷
み
も
ひ

ど
く
、
初
め
て
谷
口
弘
和
社
長
と
見
に
行
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
本
当
に
改
築
す
る
の
か
と
目
を
疑

っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

│
│
新
し
く
建
て
る
ほ
う
が
、
早
い
状
況
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
改
修
を
選
ん
だ
理

由
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
我
が
社
で
は
自
社
大
工
を
約
30
人
擁
し
て

お
り
、
常
用
や
手
間
受
け
が
主
流
の
現
在
で
は
珍

し
い
組
織
構
成
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

谷
口
自
身
の
出
発
点
が
大
工
で
、
町
場
の
家
を
残

し
て
い
く
の
は
大
工
し
か
い
な
い
、
と
い
う
強
い

想
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
か
つ
て
大
工
は
、
雨
漏

り
や
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
、

家
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大
工
仕
事
を

通
じ
て
、
街
の
人
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う

想
い
が
、
根
っ
こ
に
あ
る
会
社
な
ん
で
す
。

竹
原
　
谷
口
社
長
が
考
え
る
大
工
像
と
い
う
の
は
、

町
医
者
の
よ
う
な
存
在
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
大
津

を
谷
口
工
務
店
の
新
し
い
拠
点
に
す
る
以
上
、
昔

な
が
ら
の
街
の
建
物
を
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
技

術
の
習
得
の
み
な
ら
ず
、
街
に
入
っ
て
い
く
う
え

で
も
意
義
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
や
る
べ
き
だ
、
と

背
中
を
押
し
ま
し
た
。

松
岡
　
我
が
社
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
モ
ダ
ン
な
大

壁
。
構
造
は
隠
し
、
扱
う
の
も
プ
レ
カ
ッ
ト
材
が

中
心
で
、
全
工
程
を
通
じ
て
手
刻
み
を
求
め
ら
れ

る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
よ
う
な
大
工
技

術
の
結
晶
の
よ
う
な
仕
事
に
は
血
が
騒
ぎ
ま
し
た
。

│
│
今
回
、
現
場
で
采
配
を
ふ
る
こ
と
に
な
っ
た

松
岡
さ
ん
は
、
な
ぜ
大
工
を
志
し
た
の
で
す
か
。

松
岡
　
僕
は
大
学
の
建
築
学
科
出

身
で
、
設
計
志
望
で
就
職
活
動
を

し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
谷
口
工
務

店
の
会
社
説
明
会
で
、
大
工
の
先

輩
が
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
を

見
て
い
た
ら
、
設
計
よ
り
も
お
も

し
ろ
そ
う
で
。
今
は
7
年
目
で
棟

梁
と
し
て
、
若
い
大
工
3
〜
4
人

の
チ
ー
ム
で
現
場
を
ま
わ
し
て
い

ま
す
。

│
│
改
築
の
概
要
に
つ
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
。

竹
原
　
見
た
目
以
上
に
損
傷
が
ひ
ど
く
、
足
元
は

ほ
ぼ
腐
っ
て
お
り
、
建
物
も
傾
い
て
い
ま
し
た
。

元
の
構
成
は
京
町
家
に
近
く
、
前
庭
の
奥
に
中
庭
、

そ
し
て
住
居
部
が
あ
っ
た
の
で
、
減
築
で
創
建
当

初
の
空
間
に
戻
し
な
が
ら
耐
震
補
強
を
施
し
、
か

つ
技
術
継
承
と
し
て
、
手
刻
み
に
よ
る
仕
口
・
継

手
、
ひ
か
り
付
け
な
ど
、
随
所
に
大
工
の
手
技
を

生
か
す
と
い
う
方
針
で
す
。

松
岡
　
通
し
柱
は
蟻
に
喰
わ
れ
て
ボ
ソ
ボ
ソ
で
し

た
。
建
物
全
体
を
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し
て
基
礎
を

や
り
直
し
、
足
元
が
腐
っ
た
柱
に
は
根
継
ぎ
を
施

し
ま
し
た
。

竹
原
　
梁
間
方
向
は
耐
震
要
素
が
皆
無
で
、
構
造

家
の
下
山
聡
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、
通
し
貫
に
よ

る
構
造
壁
を
設
置
し
ま
し
た
。
日
本
の
木
造
な
ら

で
は
の
、
や
わ
ら
か
く
粘
る
耐
震
壁
で
す
ね
。
奥

の
旧
住
居
部
は
、
梁
断
面
が
小
さ
か
っ
た
の
で
新

規
の
梁
を
2
本
架
け
、
2
階
に
水
平
な
床
レ
ベ
ル

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

│
│
竹
原
さ
ん
の
、
大
工
さ
ん
へ
の
要
求
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

竹
原
　
今
回
の
大
工
仕
事
の
痕
跡
が
わ
か
る
よ
う

に
、
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
つ
つ
、
数
十
年
後

に
は
、
時
間
の
流
れ
が
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
に
、

材
の
加
工
・
仕
上
げ
に
は
徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
最
初
は
、
そ
の
意
図
が
な
か
な

か
伝
わ
ら
な
か
っ
た
ね（
笑
）。

松
岡
　
普
段
の
仕
事
で
は
、
古
い
梁
は
「
汚
れ
て

い
る
」
と
隠
す
も
の
で
し
た
か
ら
。
新
設
し
た
梁

も
通
常
は
機
械
仕
上
げ
の
と
こ
ろ
を
、
竹
原
先
生

か
ら
は
鋸
目
仕
上
げ
で
、
と
い
う
指
示
が
。
た
だ

そ
の
加
減
は
、
図
面
で
示
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
際
に
や
っ
て
は
「
違
う
」
と
言
わ
れ
、

イ
メ
ー
ジ
に
叶
う
ま
で
文
字
通
り
、
手
探
り
で
繰

り
返
し
で
す
。
す
べ
て
に
お
い
て
試
行
錯
誤
の
連

続
で
し
た
ね
。

竹
原
　
中
庭
の
庇
の
垂
木
も
が
ん
ば
っ
た
ね
。

松
岡
「
き
れ
い
に
仕
上
げ
ず
、
ラ
ン
ダ
ム
な
凹
凸

が
ほ
し
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
ど
う
や
っ
た
ら

で
き
る
の
か
、
社
内
の
み
ん
な
で
額
を
寄
せ
合
い

議
論
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
通
常
は
縦
使
い

に
す
る
丸
鋸
を
横
に
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、
泣
き

な
が
ら
何
百
本
と
加
工
し
ま
し
た（
笑
）。

│
│
谷
口
工
務
店
の
手
が
け
る
住
宅
は
大
壁
が
主

流
で
す
が
、
今
回
学
ん
だ
「
技
術
」
は
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
る
と
お
考
え
で
す
か
。

竹
原
　
大
工
技
術
は
、
木
の
扱
い
は
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
材
料
を
吟
味
す
る
「
眼
」
が
大
事
。
そ
の

力
が
な
い
と
メ
ー
カ
ー
の
既
製
品
を
組
み
合
わ
せ

る
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
さ
ら
に

「
考
え
る
」と
い
う
地
力
も
必
要
で
す
。
た
と
え
ば

通
し
貫
の
構
造
壁
で
、
柱
を
貫
通
す
る
貫
が
ど
の

く
ら
い
壁
か
ら
飛
び
出
す
べ
き
か
、
見
た
目
の
美

し
さ
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
ご
ら
ん
、
と
言
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ね
。
あ
れ
は
ど
う
だ
っ
た
?

松
岡
　
僕
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
建
築
家
や

構
造
家
の
仕
事
で
、
大
工
は
図
面
ど
お
り
に
施
工

す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
次
第
に
、
先
生
が
僕
ら
に
本
当
に
求
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
が
つ
く

っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
。

図
面
は
た
だ
の
指
示
図
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
設

計
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
。
現
場
で
建
築
家
と

感
性
を
共
有
す
る
こ
と
。
振
り
返
れ
ば
「
考
え
る

こ
と
」
を
徹
底
的
に
促
さ
れ
た
機
会
で
し
た
。

│
│
そ
の
「
考
え
る
こ
と
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場

面
で
糧
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
僕
ら
に
は
自
社
の
仕
事
の
や
り
方
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
方
法
し
か

知
ら
な
い
と
、
変
則
的
な
事
態
に
面
し
た
と
き
に

お
手
上
げ
に
な
る
可
能
性
も
。
し
か
し
多
彩
な
技

術
や
経
験
の
蓄
積
を
も
つ
と
、
応
用
が
利
き
ま
す
。

竹
原
先
生
の
木
を
現
し
に
す
る
デ
ザ
イ
ン
や
、
下

山
先
生
の
木
構
造
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
る
機
会

も
増
え
、
引
き
出
し
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

│
│
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
を
契
機
に
、
谷
口

工
務
店
・
竹
原
さ
ん
の
協
働
で
「
ホ
テ
ル
講
」
と

し
て
7
軒
の
宿
泊
施
設
が
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
ね
。

竹
原
　
今
後
は
い
っ
そ
う
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
活
用

が
求
め
ら
れ
、
工
務
店
の
仕
事
と
し
て
も
改
築
が

増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
改
築
物
件
で
は
臨

機
応
変
に
対
応
で
き
る
大
工
の
力
量
が
問
わ
れ
ま

す
か
ら
、
工
務
店
と
し
て
は
新
た
な
展
開
も
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
街
の
再
生
を
目
指
し
た
宿
泊
施
設
の
み
な

ら
ず
、
ご
近
所
か
ら
も
、
古
い
我
が
家
を
直
し
て

ほ
し
い
と
お
声
が
け
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
築

1
0
0
年
近
い
家
屋
を
直
せ
る
工
務
店
は
減
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
他
社
が
手
が
け
な
い
分
野
に
活

路
を
見
出
す
と
い
う
会
社
の
戦
略
も
あ
り
ま
す
。

竹
原
　
彼
ら
は
本
気
で
、
歴
史
あ
る
大
津
の
町
場

大
工
と
し
て
根
付
こ
う
と
奮
闘
し
て
い
ま
す
よ
。

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
の
現
場
中
は
、

大
工
全
員
が
毎
月
1

回
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場

に
行
く
前
に
竜
王
か

ら
大
津
に
集
合
し
、
朝
7
時
ま
で
に
現
場
周
辺
ま

で
じ
つ
に
き
れ
い
に
掃
除
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

仕
事
を
す
る
街
に
礼
儀
を
つ
く
す
、
と
い
う
姿
勢

の
現
れ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
ち
な
み
に
掃
除
の
後
は
現
場
が
始
ま
る
ま

で
は
、
竹
原
先
生
に
よ
る
勉
強
会
も
。
先
生
の
ご

自
宅
の
大
阪
・
豊
中
か
ら
、
朝
7
時
に
大
津
ま
で

来
て
も
ら
う
ん
で
す
。
時
に
は
現
場
の
後
に
も
勉

強
会
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
僕
ら
も
休
日

は
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
っ
た
日
下
部
家
住
宅
な

ど
を
実
際
に
見
に
行
き
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
、
名

建
築
に
触
れ
て
目
を
養
い
ま
し
た
。

│
│
竹
原
さ
ん
が
そ
こ
ま
で
尽
力
さ
れ
た
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
?

竹
原
　
こ
の
時
代
、
社
員
大
工
を
こ
れ
ほ
ど
抱
え

る
な
ど
、
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
谷
口
社
長
は
「
日
本
一
の
棟
梁
を
育

て
た
い
」
と
言
う
の
で
す
。
僕
の
よ
う
に
棟
梁
と

膝
を
突
き
合
わ
せ
て
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
人
間

に
は
、
無
性
に
心
に
響
く
ん
で
す
よ
。
手
を
貸
さ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

│
│
松
岡
さ
ん
は
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
経
て
、

ど
の
よ
う
に
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

松
岡
　
前
に
も
増
し
て
大
工
の
仕
事
が
楽
し
い
で

す
。
今
回
で
得
た
技
術
を
糧
に
、
ほ
か
の
現
場
を

見
な
が
ら
、
こ
ん
な
納
め
方
や
表
現
も
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す

（
笑
）。
お
客
さ
ま
の
ご
予
算
は
超
え
な
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
以
上
の
仕
事
を
す
る
の
も
、
う
ま
い
技

術
の
ひ
と
つ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ん
て
自
分
な

り
に
考
え
て
い
ま
す
ね
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回

学
ん
だ
こ
と
を
後
輩
に
教
え
る
に
し
て
も
、
さ
ら

に
咀
嚼
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
教
え
る
こ
と
で

さ
ら
に
自
分
も
成
長
で
き
る
循
環
が
う
れ
し
い
で

す
。
永
遠
に
、
勉
強
で
す
ね
。

街
の
住
ま
い
は

大
工
が
守
る

大
工
技
術
の

真
髄
は

「
考
え
る
こ
と
」

１階路地とカフェ。奥に中
庭。新旧の木材を対比さ
せつつ、ひかり付け、通
し貫といった大工技術を
ふんだんに使用。床は三
和土にタイル貼り。

04
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

写真上／１階中庭に面し
た庇の垂木。新材１本ず
つに丸鋸を使い、手仕事
で表情をつけている。下
／路地の既存柱は、根
元が腐食していたため、
若手大工たちが金輪継
ぎを試みた。

大
工
仕
事
の
痕
跡
が

数
十
年
後
に
も
わ
か
る
よ
う
、

加
工
・
仕
上
げ
を
徹
底
し
ま
し
た
。
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04
Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

│
│
2
0
1
6
年
に
滋
賀
・
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し

た
谷
口
工
務
店
の
京
滋
支
店
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
は
、
築
90
年
の
町
家
を
改
修
す
る
こ
と
自
体

が
、「
大
工
技
術
を
継
承
す
る
」
と
い
う
目
的
を
も

っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
松
岡
知
哉
　
谷
口
工
務
店
は
滋
賀
・
竜
王

を
拠
点
に
、
改
築
を
含
め
年
間
約
1
0
0
棟
を
自

社
の
設
計
施
工
で
手
が
け
て
い
ま
す
。
京
阪
神
の

お
客
さ
ま
に
も
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
場
所
に
支
店
を

出
し
た
い
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
候
補
に
あ
が
っ

た
の
が
、
大
津
駅
の
商
店
街
に
あ
る
町
家
で
す
。

竹
原
先
生
に
は
我
が
社
主
催
の
、
学
生
を
対
象
と

し
た
設
計
コ
ン
テ
ス
ト
で
審
査
員
を
つ
と
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
工
務
店
と
し
て
設
計

を
依
頼
す
る
の
は
初
め
て
で
す
。
古
建
築
に
造
詣

の
深
い
竹
原
先
生
を
お
い
て
は
、
今
回
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

建
築
家
・
竹
原
義
二
　
大
津
は
東
海
道
五
十
三
次

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
町
家
も
か
つ
て
は
木
賃
宿
で
、
そ
の
後
、
和
菓

子
屋
な
ど
に
用
途
を
変
え
、
幾
度
か
増
改
築
を
経

て
い
ま
し
た
。
雨
漏
り
な
ど
で
構
造
の
傷
み
も
ひ

ど
く
、
初
め
て
谷
口
弘
和
社
長
と
見
に
行
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
本
当
に
改
築
す
る
の
か
と
目
を
疑

っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

│
│
新
し
く
建
て
る
ほ
う
が
、
早
い
状
況
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
改
修
を
選
ん
だ
理

由
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
我
が
社
で
は
自
社
大
工
を
約
30
人
擁
し
て

お
り
、
常
傭
や
手
間
受
け
が
主
流
の
現
在
で
は
珍

し
い
組
織
構
成
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

谷
口
自
身
の
出
発
点
が
大
工
で
、
町
場
の
家
を
残

し
て
い
く
の
は
大
工
し
か
い
な
い
、
と
い
う
強
い

想
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
か
つ
て
大
工
は
、
雨
漏

り
や
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
、

家
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大
工
仕
事
を

通
じ
て
、
街
の
人
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う

想
い
が
、
根
っ
こ
に
あ
る
会
社
な
ん
で
す
。

竹
原
　
谷
口
社
長
が
考
え
る
大
工
像
と
い
う
の
は
、

町
医
者
の
よ
う
な
存
在
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
大
津

を
谷
口
工
務
店
の
新
し
い
拠
点
に
す
る
以
上
、
昔

な
が
ら
の
街
の
建
物
を
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
技

術
の
習
得
の
み
な
ら
ず
、
街
に
入
っ
て
い
く
う
え

で
も
意
義
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
や
る
べ
き
だ
、
と

背
中
を
押
し
ま
し
た
。

松
岡
　
我
が
社
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
モ
ダ
ン
な
大

壁
。
構
造
は
隠
し
、
扱
う
の
も
プ
レ
カ
ッ
ト
材
が

中
心
で
、
全
工
程
を
通
じ
て
手
刻
み
を
求
め
ら
れ

る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
よ
う
な
大
工
技

術
の
結
晶
の
よ
う
な
仕
事
に
は
血
が
騒
ぎ
ま
し
た
。

│
│
今
回
、
現
場
で
采
配
を
ふ
る
こ
と
に
な
っ
た

松
岡
さ
ん
は
、
な
ぜ
大
工
を
志
し
た
の
で
す
か
。

松
岡
　
僕
は
大
学
の
建
築
学
科
出

身
で
、
設
計
志
望
で
就
職
活
動
を

し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
谷
口
工
務

店
の
会
社
説
明
会
で
、
大
工
の
先

輩
が
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
を

見
て
い
た
ら
、
設
計
よ
り
も
お
も

し
ろ
そ
う
で
。
今
は
7
年
目
で
棟

梁
と
し
て
、
若
い
大
工
3
〜
4
人

の
チ
ー
ム
で
現
場
を
ま
わ
し
て
い

ま
す
。

│
│
改
築
の
概
要
に
つ
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
。

竹
原
　
見
た
目
以
上
に
損
傷
が
ひ
ど
く
、
足
元
は

ほ
ぼ
腐
っ
て
お
り
、
建
物
も
傾
い
て
い
ま
し
た
。

元
の
構
成
は
京
町
家
に
近
く
、
前
庭
の
奥
に
中
庭
、

そ
し
て
住
居
部
が
あ
っ
た
の
で
、
減
築
で
創
建
当

初
の
空
間
に
戻
し
な
が
ら
耐
震
補
強
を
施
し
、
か

つ
技
術
継
承
と
し
て
、
手
刻
み
に
よ
る
仕
口
・
継

手
、
ひ
か
り
付
け
な
ど
、
随
所
に
大
工
の
手
技
を

生
か
す
と
い
う
方
針
で
す
。

松
岡
　
通
し
柱
は
蟻
に
喰
わ
れ
て
ボ
ソ
ボ
ソ
で
し

た
。
建
物
全
体
を
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し
て
基
礎
を

や
り
直
し
、
足
元
が
腐
っ
た
柱
に
は
根
継
ぎ
を
施

し
ま
し
た
。

竹
原
　
梁
間
方
向
は
耐
震
要
素
が
皆
無
で
、
構
造

家
の
下
山
聡
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、
通
し
貫
に
よ

る
構
造
壁
を
設
置
し
ま
し
た
。
日
本
の
木
造
な
ら

で
は
の
、
や
わ
ら
か
く
粘
る
耐
震
壁
で
す
ね
。
奥

の
旧
住
居
部
は
、
梁
断
面
が
小
さ
か
っ
た
の
で
新

規
の
梁
を
2
本
架
け
、
2
階
に
水
平
な
床
レ
ベ
ル

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

│
│
竹
原
さ
ん
の
、
大
工
さ
ん
へ
の
要
求
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

竹
原
　
今
回
の
大
工
仕
事
の
痕
跡
が
わ
か
る
よ
う

に
、
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
つ
つ
、
数
十
年
後

に
は
、
時
間
の
流
れ
が
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
に
、

材
の
加
工
・
仕
上
げ
に
は
徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
最
初
は
、
そ
の
意
図
が
な
か
な

か
伝
わ
ら
な
か
っ
た
ね（
笑
）。

松
岡
　
普
段
の
仕
事
で
は
、
古
い
梁
は
「
汚
れ
て

い
る
」
と
隠
す
も
の
で
し
た
か
ら
。
新
設
し
た
梁

も
通
常
は
機
械
仕
上
げ
の
と
こ
ろ
を
、
竹
原
先
生

か
ら
は
鋸
目
仕
上
げ
で
、
と
い
う
指
示
が
。
た
だ

そ
の
加
減
は
、
図
面
で
示
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
際
に
や
っ
て
は
「
違
う
」
と
言
わ
れ
、

イ
メ
ー
ジ
に
叶
う
ま
で
文
字
通
り
、
手
探
り
で
繰

り
返
し
で
す
。
す
べ
て
に
お
い
て
試
行
錯
誤
の
連

続
で
し
た
ね
。

竹
原
　
中
庭
の
庇
の
垂
木
も
が
ん
ば
っ
た
ね
。

松
岡
「
き
れ
い
に
仕
上
げ
ず
、
ラ
ン
ダ
ム
な
凹
凸

が
ほ
し
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
ど
う
や
っ
た
ら

で
き
る
の
か
、
社
内
の
み
ん
な
で
額
を
寄
せ
合
い

議
論
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
通
常
は
縦
使
い

に
す
る
丸
鋸
を
横
に
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、
泣
き

な
が
ら
何
百
本
と
加
工
し
ま
し
た（
笑
）。

│
│
谷
口
工
務
店
の
手
が
け
る
住
宅
は
大
壁
が
主

流
で
す
が
、
今
回
学
ん
だ
「
技
術
」
は
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
る
と
お
考
え
で
す
か
。

竹
原
　
大
工
技
術
は
、
木
の
扱
い
は
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
材
料
を
吟
味
す
る
「
眼
」
が
大
事
。
そ
の

力
が
な
い
と
メ
ー
カ
ー
の
既
製
品
を
組
み
合
わ
せ

る
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
さ
ら
に

「
考
え
る
」と
い
う
地
力
も
必
要
で
す
。
た
と
え
ば

通
し
貫
の
構
造
壁
で
、
柱
を
貫
通
す
る
貫
が
ど
の

く
ら
い
壁
か
ら
飛
び
出
す
べ
き
か
、
見
た
目
の
美

し
さ
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
ご
ら
ん
、
と
言
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ね
。
あ
れ
は
ど
う
だ
っ
た
?

松
岡
　
僕
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
建
築
家
や

構
造
家
の
仕
事
で
、
大
工
は
図
面
ど
お
り
に
施
工

す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
次
第
に
、
先
生
が
僕
ら
に
本
当
に
求
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
が
つ
く

っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
。

図
面
は
た
だ
の
指
示
図
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
設

計
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
。
現
場
で
建
築
家
と

感
性
を
共
有
す
る
こ
と
。
振
り
返
れ
ば
「
考
え
る

こ
と
」
を
徹
底
的
に
促
さ
れ
た
機
会
で
し
た
。

│
│
そ
の
「
考
え
る
こ
と
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場

面
で
糧
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
僕
ら
に
は
自
社
の
仕
事
の
や
り
方
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
方
法
し
か

知
ら
な
い
と
、
変
則
的
な
事
態
に
面
し
た
と
き
に

お
手
上
げ
に
な
る
可
能
性
も
。
し
か
し
多
彩
な
技

術
や
経
験
の
蓄
積
を
も
つ
と
、
応
用
が
利
き
ま
す
。

竹
原
先
生
の
木
を
現
し
に
す
る
デ
ザ
イ
ン
や
、
下

山
先
生
の
木
構
造
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
る
機
会

も
増
え
、
引
き
出
し
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

│
│
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
を
契
機
に
、
谷
口

工
務
店
・
竹
原
さ
ん
の
協
働
で
「
ホ
テ
ル
講
」
と

し
て
7
軒
の
宿
泊
施
設
が
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
ね
。

竹
原
　
今
後
は
い
っ
そ
う
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
活
用

が
求
め
ら
れ
、
工
務
店
の
仕
事
と
し
て
も
改
築
が

増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
改
築
物
件
で
は
臨

機
応
変
に
対
応
で
き
る
大
工
の
力
量
が
問
わ
れ
ま

す
か
ら
、
工
務
店
と
し
て
は
新
た
な
展
開
も
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
街
の
再
生
を
目
指
し
た
宿
泊
施
設
の
み
な

ら
ず
、
ご
近
所
か
ら
も
、
古
い
我
が
家
を
直
し
て

ほ
し
い
と
お
声
が
け
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
築

1
0
0
年
近
い
家
屋
を
直
せ
る
工
務
店
は
減
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
他
社
が
手
が
け
な
い
分
野
に
活

路
を
見
出
す
と
い
う
会
社
の
戦
略
も
あ
り
ま
す
。

竹
原
　
彼
ら
は
本
気
で
、
歴
史
あ
る
大
津
の
町
場

大
工
と
し
て
根
付
こ
う
と
奮
闘
し
て
い
ま
す
よ
。

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
の
現
場
中
は
、

大
工
全
員
が
毎
月
1

回
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場

に
行
く
前
に
竜
王
か

ら
大
津
に
集
合
し
、
朝
7
時
ま
で
に
現
場
周
辺
ま

で
じ
つ
に
き
れ
い
に
掃
除
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

仕
事
を
す
る
街
に
礼
儀
を
つ
く
す
、
と
い
う
姿
勢

の
現
れ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
ち
な
み
に
掃
除
の
後
は
現
場
が
始
ま
る
ま

で
は
、
竹
原
先
生
に
よ
る
勉
強
会
も
。
先
生
の
ご

自
宅
の
大
阪
・
豊
中
か
ら
、
朝
7
時
に
大
津
ま
で

来
て
も
ら
う
ん
で
す
。
時
に
は
現
場
の
後
に
も
勉

強
会
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
僕
ら
も
休
日

は
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
っ
た
日
下
部
家
住
宅
な

ど
を
実
際
に
見
に
行
き
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
、
名

建
築
に
触
れ
て
目
を
養
い
ま
し
た
。

│
│
竹
原
さ
ん
が
そ
こ
ま
で
尽
力
さ
れ
た
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
?

竹
原
　
こ
の
時
代
、
社
員
大
工
を
こ
れ
ほ
ど
抱
え

る
な
ど
、
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
谷
口
社
長
は
「
日
本
一
の
棟
梁
を
育

て
た
い
」
と
言
う
の
で
す
。
僕
の
よ
う
に
棟
梁
と

膝
を
突
き
合
わ
せ
て
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
人
間

に
は
、
無
性
に
心
に
響
く
ん
で
す
よ
。
手
を
貸
さ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

│
│
松
岡
さ
ん
は
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
経
て
、

ど
の
よ
う
に
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

松
岡
　
前
に
も
増
し
て
大
工
の
仕
事
が
楽
し
い
で

す
。
今
回
で
得
た
技
術
を
糧
に
、
ほ
か
の
現
場
を

見
な
が
ら
、
こ
ん
な
納
め
方
や
表
現
も
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す

（
笑
）。
お
客
さ
ま
の
ご
予
算
は
超
え
な
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
以
上
の
仕
事
を
す
る
の
も
、
う
ま
い
技

術
の
ひ
と
つ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ん
て
自
分
な

り
に
考
え
て
い
ま
す
ね
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回

学
ん
だ
こ
と
を
後
輩
に
教
え
る
に
し
て
も
、
さ
ら

に
咀
嚼
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
教
え
る
こ
と
で

さ
ら
に
自
分
も
成
長
で
き
る
循
環
が
う
れ
し
い
で

す
。
永
遠
に
、
勉
強
で
す
ね
。

日
本
一の
棟
梁
を

育
て
た
い

町家奥の２階（室２）。妻
側の壁は左官仕上げ。
小屋組は現し。工務店の
ギャラリーなどに利用。

町家奥の１階（室１）より
中庭を見る。階段の踏板
は厚みが異なる。建具は
既存のものや古材を利用。

多
彩
な
技
術
や

経
験
の
蓄
積
を
も
つ
と
、

大
工
技
術
の
応
用
が
利
き
ま
す
。
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on

craftsmen’s
skills

Special Feature

│
│
2
0
1
6
年
に
滋
賀
・
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し

た
谷
口
工
務
店
の
京
滋
支
店
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
は
、
築
90
年
の
町
家
を
改
修
す
る
こ
と
自
体

が
、「
大
工
技
術
を
継
承
す
る
」
と
い
う
目
的
を
も

っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

棟
梁
・
松
岡
知
哉
　
谷
口
工
務
店
は
滋
賀
・
竜
王

を
拠
点
に
、
改
築
を
含
め
年
間
約
1
0
0
棟
を
自

社
の
設
計
施
工
で
手
が
け
て
い
ま
す
。
京
阪
神
の

お
客
さ
ま
に
も
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
場
所
に
支
店
を

出
し
た
い
と
い
う
計
画
が
あ
り
、
候
補
に
あ
が
っ

た
の
が
、
大
津
駅
の
商
店
街
に
あ
る
町
家
で
す
。

竹
原
先
生
に
は
我
が
社
主
催
の
、
学
生
を
対
象
と

し
た
設
計
コ
ン
テ
ス
ト
で
審
査
員
を
つ
と
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
工
務
店
と
し
て
設
計

を
依
頼
す
る
の
は
初
め
て
で
す
。
古
建
築
に
造
詣

の
深
い
竹
原
先
生
を
お
い
て
は
、
今
回
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

建
築
家
・
竹
原
義
二
　
大
津
は
東
海
道
五
十
三
次

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
町
家
も
か
つ
て
は
木
賃
宿
で
、
そ
の
後
、
和
菓

子
屋
な
ど
に
用
途
を
変
え
、
幾
度
か
増
改
築
を
経

て
い
ま
し
た
。
雨
漏
り
な
ど
で
構
造
の
傷
み
も
ひ

ど
く
、
初
め
て
谷
口
弘
和
社
長
と
見
に
行
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
本
当
に
改
築
す
る
の
か
と
目
を
疑

っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

│
│
新
し
く
建
て
る
ほ
う
が
、
早
い
状
況
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
改
修
を
選
ん
だ
理

由
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
我
が
社
で
は
自
社
大
工
を
約
30
人
擁
し
て

お
り
、
常
傭
や
手
間
受
け
が
主
流
の
現
在
で
は
珍

し
い
組
織
構
成
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

谷
口
自
身
の
出
発
点
が
大
工
で
、
町
場
の
家
を
残

し
て
い
く
の
は
大
工
し
か
い
な
い
、
と
い
う
強
い

想
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
か
つ
て
大
工
は
、
雨
漏

り
や
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
、

家
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大
工
仕
事
を

通
じ
て
、
街
の
人
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う

想
い
が
、
根
っ
こ
に
あ
る
会
社
な
ん
で
す
。

竹
原
　
谷
口
社
長
が
考
え
る
大
工
像
と
い
う
の
は
、

町
医
者
の
よ
う
な
存
在
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
大
津

を
谷
口
工
務
店
の
新
し
い
拠
点
に
す
る
以
上
、
昔

な
が
ら
の
街
の
建
物
を
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
技

術
の
習
得
の
み
な
ら
ず
、
街
に
入
っ
て
い
く
う
え

で
も
意
義
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
や
る
べ
き
だ
、
と

背
中
を
押
し
ま
し
た
。

松
岡
　
我
が
社
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
モ
ダ
ン
な
大

壁
。
構
造
は
隠
し
、
扱
う
の
も
プ
レ
カ
ッ
ト
材
が

中
心
で
、
全
工
程
を
通
じ
て
手
刻
み
を
求
め
ら
れ

る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
よ
う
な
大
工
技

術
の
結
晶
の
よ
う
な
仕
事
に
は
血
が
騒
ぎ
ま
し
た
。

│
│
今
回
、
現
場
で
采
配
を
ふ
る
こ
と
に
な
っ
た

松
岡
さ
ん
は
、
な
ぜ
大
工
を
志
し
た
の
で
す
か
。

松
岡
　
僕
は
大
学
の
建
築
学
科
出

身
で
、
設
計
志
望
で
就
職
活
動
を

し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
谷
口
工
務

店
の
会
社
説
明
会
で
、
大
工
の
先

輩
が
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
を

見
て
い
た
ら
、
設
計
よ
り
も
お
も

し
ろ
そ
う
で
。
今
は
7
年
目
で
棟

梁
と
し
て
、
若
い
大
工
3
〜
4
人

の
チ
ー
ム
で
現
場
を
ま
わ
し
て
い

ま
す
。

│
│
改
築
の
概
要
に
つ
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
。

竹
原
　
見
た
目
以
上
に
損
傷
が
ひ
ど
く
、
足
元
は

ほ
ぼ
腐
っ
て
お
り
、
建
物
も
傾
い
て
い
ま
し
た
。

元
の
構
成
は
京
町
家
に
近
く
、
前
庭
の
奥
に
中
庭
、

そ
し
て
住
居
部
が
あ
っ
た
の
で
、
減
築
で
創
建
当

初
の
空
間
に
戻
し
な
が
ら
耐
震
補
強
を
施
し
、
か

つ
技
術
継
承
と
し
て
、
手
刻
み
に
よ
る
仕
口
・
継

手
、
ひ
か
り
付
け
な
ど
、
随
所
に
大
工
の
手
技
を

生
か
す
と
い
う
方
針
で
す
。

松
岡
　
通
し
柱
は
蟻
に
喰
わ
れ
て
ボ
ソ
ボ
ソ
で
し

た
。
建
物
全
体
を
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し
て
基
礎
を

や
り
直
し
、
足
元
が
腐
っ
た
柱
に
は
根
継
ぎ
を
施

し
ま
し
た
。

竹
原
　
梁
間
方
向
は
耐
震
要
素
が
皆
無
で
、
構
造

家
の
下
山
聡
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、
通
し
貫
に
よ

る
構
造
壁
を
設
置
し
ま
し
た
。
日
本
の
木
造
な
ら

で
は
の
、
や
わ
ら
か
く
粘
る
耐
震
壁
で
す
ね
。
奥

の
旧
住
居
部
は
、
梁
断
面
が
小
さ
か
っ
た
の
で
新

規
の
梁
を
2
本
架
け
、
2
階
に
水
平
な
床
レ
ベ
ル

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

│
│
竹
原
さ
ん
の
、
大
工
さ
ん
へ
の
要
求
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

竹
原
　
今
回
の
大
工
仕
事
の
痕
跡
が
わ
か
る
よ
う

に
、
新
旧
を
明
確
に
対
比
さ
せ
つ
つ
、
数
十
年
後

に
は
、
時
間
の
流
れ
が
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
に
、

材
の
加
工
・
仕
上
げ
に
は
徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
最
初
は
、
そ
の
意
図
が
な
か
な

か
伝
わ
ら
な
か
っ
た
ね（
笑
）。

松
岡
　
普
段
の
仕
事
で
は
、
古
い
梁
は
「
汚
れ
て

い
る
」
と
隠
す
も
の
で
し
た
か
ら
。
新
設
し
た
梁

も
通
常
は
機
械
仕
上
げ
の
と
こ
ろ
を
、
竹
原
先
生

か
ら
は
鋸
目
仕
上
げ
で
、
と
い
う
指
示
が
。
た
だ

そ
の
加
減
は
、
図
面
で
示
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
際
に
や
っ
て
は
「
違
う
」
と
言
わ
れ
、

イ
メ
ー
ジ
に
叶
う
ま
で
文
字
通
り
、
手
探
り
で
繰

り
返
し
で
す
。
す
べ
て
に
お
い
て
試
行
錯
誤
の
連

続
で
し
た
ね
。

竹
原
　
中
庭
の
庇
の
垂
木
も
が
ん
ば
っ
た
ね
。

松
岡
「
き
れ
い
に
仕
上
げ
ず
、
ラ
ン
ダ
ム
な
凹
凸

が
ほ
し
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
ど
う
や
っ
た
ら

で
き
る
の
か
、
社
内
の
み
ん
な
で
額
を
寄
せ
合
い

議
論
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
通
常
は
縦
使
い

に
す
る
丸
鋸
を
横
に
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、
泣
き

な
が
ら
何
百
本
と
加
工
し
ま
し
た（
笑
）。

│
│
谷
口
工
務
店
の
手
が
け
る
住
宅
は
大
壁
が
主

流
で
す
が
、
今
回
学
ん
だ
「
技
術
」
は
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
る
と
お
考
え
で
す
か
。

竹
原
　
大
工
技
術
は
、
木
の
扱
い
は
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
材
料
を
吟
味
す
る
「
眼
」
が
大
事
。
そ
の

力
が
な
い
と
メ
ー
カ
ー
の
既
製
品
を
組
み
合
わ
せ

る
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
さ
ら
に

「
考
え
る
」と
い
う
地
力
も
必
要
で
す
。
た
と
え
ば

通
し
貫
の
構
造
壁
で
、
柱
を
貫
通
す
る
貫
が
ど
の

く
ら
い
壁
か
ら
飛
び
出
す
べ
き
か
、
見
た
目
の
美

し
さ
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
ご
ら
ん
、
と
言
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ね
。
あ
れ
は
ど
う
だ
っ
た
?

松
岡
　
僕
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
建
築
家
や

構
造
家
の
仕
事
で
、
大
工
は
図
面
ど
お
り
に
施
工

す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
次
第
に
、
先
生
が
僕
ら
に
本
当
に
求
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
が
つ
く

っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
。

図
面
は
た
だ
の
指
示
図
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
設

計
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
。
現
場
で
建
築
家
と

感
性
を
共
有
す
る
こ
と
。
振
り
返
れ
ば
「
考
え
る

こ
と
」
を
徹
底
的
に
促
さ
れ
た
機
会
で
し
た
。

│
│
そ
の
「
考
え
る
こ
と
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場

面
で
糧
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
僕
ら
に
は
自
社
の
仕
事
の
や
り
方
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
方
法
し
か

知
ら
な
い
と
、
変
則
的
な
事
態
に
面
し
た
と
き
に

お
手
上
げ
に
な
る
可
能
性
も
。
し
か
し
多
彩
な
技

術
や
経
験
の
蓄
積
を
も
つ
と
、
応
用
が
利
き
ま
す
。

竹
原
先
生
の
木
を
現
し
に
す
る
デ
ザ
イ
ン
や
、
下

山
先
生
の
木
構
造
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
る
機
会

も
増
え
、
引
き
出
し
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

│
│
「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
を
契
機
に
、
谷
口

工
務
店
・
竹
原
さ
ん
の
協
働
で
「
ホ
テ
ル
講
」
と

し
て
7
軒
の
宿
泊
施
設
が
大
津
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
ね
。

竹
原
　
今
後
は
い
っ
そ
う
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
活
用

が
求
め
ら
れ
、
工
務
店
の
仕
事
と
し
て
も
改
築
が

増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
改
築
物
件
で
は
臨

機
応
変
に
対
応
で
き
る
大
工
の
力
量
が
問
わ
れ
ま

す
か
ら
、
工
務
店
と
し
て
は
新
た
な
展
開
も
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
街
の
再
生
を
目
指
し
た
宿
泊
施
設
の
み
な

ら
ず
、
ご
近
所
か
ら
も
、
古
い
我
が
家
を
直
し
て

ほ
し
い
と
お
声
が
け
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
築

1
0
0
年
近
い
家
屋
を
直
せ
る
工
務
店
は
減
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
他
社
が
手
が
け
な
い
分
野
に
活

路
を
見
出
す
と
い
う
会
社
の
戦
略
も
あ
り
ま
す
。

竹
原
　
彼
ら
は
本
気
で
、
歴
史
あ
る
大
津
の
町
場

大
工
と
し
て
根
付
こ
う
と
奮
闘
し
て
い
ま
す
よ
。

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ

オ
」
の
現
場
中
は
、

大
工
全
員
が
毎
月
1

回
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場

に
行
く
前
に
竜
王
か

ら
大
津
に
集
合
し
、
朝
7
時
ま
で
に
現
場
周
辺
ま

で
じ
つ
に
き
れ
い
に
掃
除
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

仕
事
を
す
る
街
に
礼
儀
を
つ
く
す
、
と
い
う
姿
勢

の
現
れ
で
し
ょ
う
。

松
岡
　
ち
な
み
に
掃
除
の
後
は
現
場
が
始
ま
る
ま

で
は
、
竹
原
先
生
に
よ
る
勉
強
会
も
。
先
生
の
ご

自
宅
の
大
阪
・
豊
中
か
ら
、
朝
7
時
に
大
津
ま
で

来
て
も
ら
う
ん
で
す
。
時
に
は
現
場
の
後
に
も
勉

強
会
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
僕
ら
も
休
日

は
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
っ
た
日
下
部
家
住
宅
な

ど
を
実
際
に
見
に
行
き
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
、
名

建
築
に
触
れ
て
目
を
養
い
ま
し
た
。

│
│
竹
原
さ
ん
が
そ
こ
ま
で
尽
力
さ
れ
た
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
?

竹
原
　
こ
の
時
代
、
社
員
大
工
を
こ
れ
ほ
ど
抱
え

る
な
ど
、
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
谷
口
社
長
は
「
日
本
一
の
棟
梁
を
育

て
た
い
」
と
言
う
の
で
す
。
僕
の
よ
う
に
棟
梁
と

膝
を
突
き
合
わ
せ
て
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
人
間

に
は
、
無
性
に
心
に
響
く
ん
で
す
よ
。
手
を
貸
さ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

│
│
松
岡
さ
ん
は
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
経
て
、

ど
の
よ
う
に
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

松
岡
　
前
に
も
増
し
て
大
工
の
仕
事
が
楽
し
い
で

す
。
今
回
で
得
た
技
術
を
糧
に
、
ほ
か
の
現
場
を

見
な
が
ら
、
こ
ん
な
納
め
方
や
表
現
も
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す

（
笑
）。
お
客
さ
ま
の
ご
予
算
は
超
え
な
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
以
上
の
仕
事
を
す
る
の
も
、
う
ま
い
技

術
の
ひ
と
つ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ん
て
自
分
な

り
に
考
え
て
い
ま
す
ね
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回

学
ん
だ
こ
と
を
後
輩
に
教
え
る
に
し
て
も
、
さ
ら

に
咀
嚼
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
教
え
る
こ
と
で

さ
ら
に
自
分
も
成
長
で
き
る
循
環
が
う
れ
し
い
で

す
。
永
遠
に
、
勉
強
で
す
ね
。

日
本
一の
棟
梁
を

育
て
た
い

町家奥の２階（室２）。妻
側の壁は左官仕上げ。
小屋組は現し。工務店の
ギャラリーなどに利用。

町家奥の１階（室１）より
中庭を見る。階段の踏板
は厚みが異なる。建具は
既存のものや古材を利用。

多
彩
な
技
術
や

経
験
の
蓄
積
を
も
つ
と
、

大
工
技
術
の
応
用
が
利
き
ま
す
。
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おもな外部仕上げ
屋根 既存桟瓦、紋付桟瓦葺き、黒色銅板一文字葺き
外壁 土佐漆喰塗り、レッドシダーべベルサイディング、
 ベイスギ板張り、焼スギ下見板張り、
 ジョリパットエンシェントブリック仕上げ、
 ガルバリウムスパンドレル
開口部 木製建具（既存利用、古建具、製作）
外構 庵治石、植栽
｠
おもな内部仕上げ
土間1・路地
床 三和土、タイル貼り
壁 土壁補修
天井 梁現し、既存天井板のうえAEP
ギャラリー
床 ヨーロピアンオークフローリングスプーンカット
壁 土壁補修
天井 梁現し、既存天井板のうえAEP
室1
床 ミャンマーチークフローリング
壁 薩摩中霧島壁
天井 針葉樹合板のうえAEP
室2
床 ウォルナットフローリング
壁 薩摩中霧島壁
天井 既存野地板、ニューわびすけ塗

組織概要
㈱木の家専門店 谷口工務店
創業 1995年
社員 84人
大工 社員42人（うち棟梁13人）、
 外部協力4人
2018年の施工棟数 新築44棟、ほか改築多数
大工の平均年齢 約30歳
 （最年長：77歳、最年少：20歳）
おもな使用木材の産地 岐阜県東濃など
加工場 滋賀県蒲生郡竜王町

建築概要
所在地 滋賀県大津市御幸町1-56
主要用途 事務所、カフェ
建主 木の家専門店 谷口工務店
 代表取締役谷口弘和
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
施工 木の家専門店 谷口工務店
階数 地上2階
敷地面積 113.88㎡
建築面積 88.47㎡
延床面積 106.47㎡
設計期間 2016年2月～3月
工事期間 2016年2月～7月

「大津百町スタジオ」

大津駅前の商店街に面
した東側外観。赤いアー
ケードが連続する。

まつおか・ともや／1989年大阪府生まれ。2012年
大阪工業大学建築学科卒業。大学では建築を
学んでいたが、大工育成に力を入れる谷口工務
店に興味をもち、12年に入社。おもな施工担当作
品＝「K邸」（18）、「S社」（18）、「U邸」（19）など。

松岡知哉
Matsuoka Tomoya

たけはら・よしじ／1948年徳島県生まれ。建築家
石井修に師事後、78年無有建築工房設立。2000
～13年大阪市立大学大学院生活科学研究科教
授。15～19年摂南大学理工学部建築学科教授。
日本建築学会賞教育賞、日本建築学会賞著作
賞、村野藤吾賞、都市住宅学会業績賞、こども環
境学会賞など多数受賞。おもな作品＝「101番目
の家」（02）、「はじまりの美術館」（14）など。

竹原義二
Takehara Yoshiji

谷口社長からの要望もあ
り、若手大工に木の見方、
扱い方を伝える勉強会を
竹原さんが開催。図面ど
おりにつくるだけでは得が
たい、技術を応用して考
える力を鍛え上げた。

凡例

通し貫構法
新設柱（非化粧）

既存柱
新設柱（化粧）

根継ぎ柱
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施工風景
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写真提供／谷口工務店
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おもな外部仕上げ
屋根 既存桟瓦、紋付桟瓦葺き、黒色銅板一文字葺き
外壁 土佐漆喰塗り、レッドシダーべベルサイディング、
 ベイスギ板張り、焼スギ下見板張り、
 ジョリパットエンシェントブリック仕上げ、
 ガルバリウムスパンドレル
開口部 木製建具（既存利用、古建具、製作）
外構 庵治石、植栽
｠
おもな内部仕上げ
土間1・路地
床 三和土、タイル貼り
壁 土壁補修
天井 梁現し、既存天井板のうえAEP
ギャラリー
床 ヨーロピアンオークフローリングスプーンカット
壁 土壁補修
天井 梁現し、既存天井板のうえAEP
室1
床 ミャンマーチークフローリング
壁 薩摩中霧島壁
天井 針葉樹合板のうえAEP
室2
床 ウォルナットフローリング
壁 薩摩中霧島壁
天井 既存野地板、ニューわびすけ塗

組織概要
㈱木の家専門店 谷口工務店
創業 1995年
社員 84人
大工 社員42人（うち棟梁13人）、
 外部協力4人
2018年の施工棟数 新築44棟、ほか改築多数
大工の平均年齢 約30歳
 （最年長：77歳、最年少：20歳）
おもな使用木材の産地 岐阜県東濃など
加工場 滋賀県蒲生郡竜王町

建築概要
所在地 滋賀県大津市御幸町1-56
主要用途 事務所、カフェ
建主 木の家専門店 谷口工務店
 代表取締役谷口弘和
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
施工 木の家専門店 谷口工務店
階数 地上2階
敷地面積 113.88㎡
建築面積 88.47㎡
延床面積 106.47㎡
設計期間 2016年2月～3月
工事期間 2016年2月～7月

「大津百町スタジオ」

大津駅前の商店街に面
した東側外観。赤いアー
ケードが連続する。

まつおか・ともや／1989年大阪府生まれ。2012年
大阪工業大学建築学科卒業。大学では建築を
学んでいたが、大工育成に力を入れる谷口工務
店に興味をもち、12年に入社。おもな施工担当作
品＝「K邸」（18）、「S社」（18）、「U邸」（19）など。

松岡知哉
Matsuoka Tomoya

たけはら・よしじ／1948年徳島県生まれ。建築家
石井修に師事後、78年無有建築工房設立。2000
～13年大阪市立大学大学院生活科学研究科教
授。15～19年摂南大学理工学部建築学科教授。
日本建築学会賞教育賞、日本建築学会賞著作
賞、村野藤吾賞、都市住宅学会業績賞、こども環
境学会賞など多数受賞。おもな作品＝「101番目
の家」（02）、「はじまりの美術館」（14）など。

竹原義二
Takehara Yoshiji

谷口社長からの要望もあ
り、若手大工に木の見方、
扱い方を伝える勉強会を
竹原さんが開催。図面ど
おりにつくるだけでは得が
たい、技術を応用して考
える力を鍛え上げた。

凡例

通し貫構法
新設柱（非化粧）

既存柱
新設柱（化粧）

根継ぎ柱

既存梁

新設梁 75x240

75
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26
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+300
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駐車場

駐車場

5,
25
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5
92
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0
97

0
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0
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80

0
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0

465 1,792 900 1,795 2,843
3,157 9,781 980

2,888 2,255
825 4,722

1,897 955 955 915

2F

1F

施工風景

竹原さんが
若手大工を
直接指導

+3,080
オフィス

+2,700

写真提供／谷口工務店
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〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
―
―
竹
原
さ
ん
は
、

自
身
の
建
築
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
こ
う

表
す
。
そ
の
視
座
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
何
か
。
10
余
年
に
わ
た
り
無
有
建
築

工
房
の
構
造
設
計
を
手
が
け
て
き
た
下

山
聡
さ
ん
は
、「
空
間
の
骨
格
が
プ
ラ
ン

と
整
合
性
が
あ
り
、
無
駄
な
く
率
直
か

つ
合
理
的
で
、
意
匠
と
し
て
も
成
立
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
語
る
。
だ
か

ら
下
山
さ
ん
が
稀
に
、「
構
造
家
と
し
て

ち
ょ
っ
と
色
気
を
出
し
た
」
提
案
を
し

て
も
、
竹
原
さ
ん
は
見
向
き
も
し
な
い
。

し
か
し
そ
の
〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
の
萌
芽

が
の
ぞ
く
提
案
を
示
す
と
、
目
を
輝
か

せ
身
を
の
り
出
し
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ

た
り
の
協
働
を
支
え
る
の
が
、
大
工
と

い
う
存
在
だ
。

　
木
構
造
の
要
と
な
る
の
が
、
接
合
部

だ
。
木
造
は
材
を
切
り
欠
い
て
組
み
合

わ
せ
る
以
上
、
材
の
強
度
が
元
よ
り
増

す
こ
と
は
な
い
。
割
り
箸
に
傷
が
入
れ

ば
、
ぽ
き
り
と
折
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、

木
造
に
お
い
て
接
合
部
は
弱
点
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
下
山
さ
ん
は
そ
の
弱
点
を

い
か
に
分
散
配
置
さ
せ
る
か
と
い
う
こ

と
に
尽
力
す
る
。「
大
工
さ
ん
も
そ
う
言

い
ま
す
。
木
造
の
極
意
は
、
仕
口
や
継

手
な
ど
の
接
合
部
に
あ
る
、
と
」

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
に
も
そ
の
極

意
は
見
出
さ
れ
る
。
現
代
な
ら
柱
に
梁

を
四
方
差
し
に
す
る
と
こ
ろ
を
、
こ
こ

梁
間
方
向
の
耐
震
の
た
め
、

通
し
貫
に
よ
る
構
造
壁
を

設
置
（
28
〜
35
ペ
ー
ジ
）。

貫
が
柱
を
貫
通
し
、
込
栓

で
固
定
さ
れ
る
こ
と
で
、部

材
同
士
が
め
り
込
み
、
粘

り
強
さ
が
保
た
れ
る
。

し
も
や
ま
・
さ
と
る
／

1
9
6
3
年
三
重
県
生

ま
れ
。
86
年
埼
玉
大
学
工

学
部
建
設
工
学
科
卒
業
。

梓
設
計
勤
務
を
経
て
、
96

年
下
山
建
築
設
計
室
設

立
。
2
0
0
7
年
よ
り
竹

原
義
二
の
構
造
設
計
、
計

70
棟
で
協
働
。
14
年
〜
関

西
大
学
非
常
勤
講
師
。吉

岡
賞
、藤
井
厚
二
賞
受
賞
。

下
山
さ
ん
は
隙
間
を
あ
け
た
2
本
の
柱

と
、
2
階
床
レ
ベ
ル
か
ら
の
片
持
ち
柱

と
す
る
こ
と
で
応
え
た
。

「
梅
の
里
保
育
園
」
で
も
間
仕
切
り
の

な
い
一
室
空
間
を
実
現
す
る
た
め
、
梁

を
2
本
の
柱
で
挟
ん
だ
「
キ
」
の
字
型

の
部
材
ユ
ニ
ッ
ト
を
製
作
。
工
場
建
築

で
H
型
鋼
柱
を
交
互
に
90
度
回
転
さ
せ
、

強
軸
と
弱
軸
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
ア
イ

デ
ア
か
ら
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
配
置
し
た
。

「
牛
田
の
家
」
で
は
家
族
が
ひ
と
つ
屋

根
の
下
で
集
え
る
よ
う
、
無
柱
空
間
に

ギ
ャ
ン
ブ
レ
ル
屋
根
を
か
け
る
べ
く
2

本
の
柱
で
登
り
梁
を
挟
み
、
そ
の
登
り

梁
を
2
本
の
方
杖
が
挟
む
構
成
に
。

　
共
通
す
る
の
は
、
部
材
芯
を
ず
ら
す

こ
と
で
互
い
の
欠
損
を
抑
え
な
が
ら
部

材
同
士
の
め
り
込
み
を
生
か
し
、
全
体

で
粘
る
架
構
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ

し
て
透
か
せ
て
合
わ
せ
た
柱
・
梁
。
竹

原
さ
ん
特
有
の
、
力
強
く
も
軽
や
か
な

透
け
の
あ
る
空
間
を
実
現
し
て
い
る
。

　
粘
り
の
あ
る
架
構
の
た
め
に
、
大
工

の
手
に
よ
る
継
手
・
仕
口
の
加
工
は
欠

か
せ
な
い
。
ま
た
施
工
現
場
で
は
、
強

度
も
寸
法
も
指
定
ど
お
り
に
納
入
さ
れ

た
梁
が
、
担
ぐ
と
重
さ
が
異
な
る
と
い

う
こ
と
も
。
見
た
目
に
変
わ
ら
な
い
材

を
ど
う
配
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
架

構
に
な
る
か
。
手
刻
み
が
で
き
る
大
工

は
、
そ
の
「
木
配
り
」
の
感
覚
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
プ
レ
カ
ッ
ト

技
術
は
日
進
月
歩
で
今
や
3
D
で
複
雑

な
仕
口
が
加
工
で
き
る
時
代
だ
。
た
だ

し
道
具
は
道
具
。
合
理
化
は
図
っ
て
も

設
計
者
が
高
性
能
の
加
工
機
に
任
せ
て

図
面
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い

し
、
大
工
の
適
材
適
所
・
臨
機
応
変
な

勘
所
は
現
場
か
ら
な
く
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
下
山
さ
ん
は
考
え
る
。

　
下
山
さ
ん
の
構
造
図
は
シ
ン
プ
ル
か

つ
丁
寧
で
、
建
方
の
段
取
り
ま
で
指
示

さ
れ
て
い
る
。
大
工
と
現
場
で
議
論
す

る
た
め
だ
。「
難
し
い
よ
」
と
言
わ
れ
た

ら
全
員
で
徹
底
的
に
話
し
あ
う
。
棟
梁

の
み
な
ら
ず
若
手
も
交
え
る
の
は
、
次

世
代
に
技
術
を
継
承
す
る
た
め
だ
。

　
な
ぜ
、
議
論
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ

は
、
手
刻
み
の
経
験
を
積
ん
だ
大
工
に

し
か
わ
か
り
え
な
い
地
平
が
あ
る
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
鋸
目
を
残
す
か
否
か
で
、

仕
口
の
強
度
と
剛
性
が
変
わ
っ
て
く
る

の
が
木
で
あ
る
。
構
造
図
上
で
展
開
さ

れ
る
形
と
、
1
／
1
の
〝
実
寸
〞
の
世

界
に
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
溝
が
あ

る
。
そ
れ
を
埋
め
る
の
が
大
工
と
い
う

存
在
だ
。
下
山
さ
ん
が
彼
ら
に
敬
意
を

表
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
の
下
山
さ
ん
に
、「
う
れ
し
い
こ
と

は
?
」
と
尋
ね
る
と
、
打
ち
合
わ
せ
時

に
大
工
か
ら
「
こ
ん
な
組
み
方
し
て
も

大
丈
夫
か
」
と
疑
問
を
呈
さ
れ
な
が
ら

も
、
現
場
で
「
ほ
ん
ま
や
、で
き
る
!
」

と
声
が
あ
が
る
と
き
だ
と
か
。「
大
工
さ

ん
か
ら
学
ん
だ
恩
返
し
が
で
き
た
よ
う

で
」
と
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

竹
原
義
二
と
の
構
造
設
計
術

構
造
家
の
下
山
聡
さ
ん
は
、

木
の
し
な
や
か
な
粘
り
を
生
か
し
た

構
造
設
計
を
得
意
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、大
工
が
刻
ん
だ

継
手
や
仕
口
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
。

竹
原
義
二
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
振
り
返
り
、

大
工
技
術
を
生
か
す
構
造
の
あ
り
方
を
聞
い
た
。

特
集
／
残
す
、
大
工
の
技
術
／
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
４
+
1

取
材
・
文
／
植
林
麻
衣
　
写
真
／
桑
田
瑞
穂

※

構
造
家

下
山 

聡

大
工
の

手
仕
事
を

設
計
す
る

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」

で
は
相
欠
き
に
し
て
柱
を
挟
む
梁
の
上

端
を
ず
ら
し
た
。
柱
の
断
面
欠
損
を
極

力
減
ら
す
た
め
だ
。
現
代
の
構
造
家
が

提
唱
す
る
「
弱
点
の
分
散
配
置
」
を
、

名
も
な
き
大
工
た
ち
は
あ
た
り
ま
え
の

も
の
と
し
て
や
っ
て
い
た
の
だ
。「
大
津

百
町
ス
タ
ジ
オ
」
は
下
山
さ
ん
・
若
い

大
工
と
も
に
昔
の
知
恵
を
身
体
で
会
得

す
る
生
き
た
教
科
書
で
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
耐
震
補
強
で
は
、
梁
間
方
向
が

脆
弱
な
た
め
、
現
行
法
規
で
推
奨
す
る

筋
か
い
や
合
板
・
金
物
で
固
め
る
方
向

で
は
な
く
、
建
物
の
歴
史
に
見
合
っ
た

伝
統
的
な
通
し
貫
に
よ
る
耐
震
壁
を
設

置
し
た
。
柱
間
に
通
し
貫
を
貫
通
さ
せ
、

込
栓
を
打
ち
込
み
固
定
す
る
。
地
震
な

ど
の
外
力
が
加
わ
る
と
、
貫
材
が
め
り

込
み
接
合
部
が
ぐ
っ
と
締
ま
る
。
壁
自

体
は
変
形
す
る
が
、
し
な
や
か
に
粘
っ

て
倒
壊
し
な
い
。
木
の
性
質
を
生
か
し

た
構
造
、
現
代
的
な
合
理
性
、
大
工
仕

事
へ
の
敬
意
―
―
こ
う
し
た
下
山
さ
ん

の
眼
差
し
を
、
竹
原
さ
ん
は
「
無
意
識

に
感
じ
て
い
る
可
能
性
を
言
語
化
し
、

ア
イ
デ
ア
を
発
展
さ
せ
て
く
れ
る
」
と

評
す
る
。

　
初
の
協
働
と
な
る
「
あ
け
ぼ
の
学
園

南
楓
亭
」
は
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な

2
階
建
て
の
木
造
園
舎
だ
。
木
立
の
よ

う
に
柱
を
立
て
間
仕
切
り
の
な
い
ワ
ン

ル
ー
ム
を
、
と
の
竹
原
さ
ん
の
構
想
に
、

建
物
に
宿
る

大
工
の
知
恵

木
の
粘
り
を

引
き
出
す
架
構

「あけぼの学 園 南 楓 亭 」
2007年、大阪府豊中市

2本の「合わせ柱」と
「合わせ梁」で
ツリーハウスをつくる

「 合わせ 柱 」と「 合わせ 梁 」建 方 手 順

ツリーハウスのような園舎を計画したい。1階は開放的に、
2階はワンルームとするため、2本の「合わせ柱」、2本の「合
わせ梁」を組むフレームとした。柱梁は相欠きにしてめり込
みを生かすことで、片方を欠くより粘り強くなる。しかし、相
欠きでは、木の組む順序に配慮が必要。竹原さん、下山
さん、棟梁たちの協働により、モックアップを手仕事で組み
ながら検討を行った。

事例 01
竹原義二と
下山聡の
仕事

下山さんが「合わせ柱」
「合わせ梁」の建方手順
を、大工たちに示すため
に作成した図。相欠きし
た部材の向きや組む順番
を簡潔に描いた。

Step

1
Step

2
Step

3
Step

4
Step

5

外観。開放性のあるピロ
ティ。１階は屋根のある遊
び場になっている。

２階内観。「合わせ柱」が
頂部に到達し、挟んだ梁
で屋根を支えている。

通しの「合わせ柱」と「合
わせ梁」を組み上げた様
子。

原寸大のモックアップで、
下山さんが考えた建て方
手順を大工が確認。

Shimoyama Satoru

+1
04

Case Study 

Passing
on

craftsmen’s
skills

Special Feature

写真／下山 聡写真／下山 聡写真／無有建築工房写真／無有建築工房

提供／下山 聡
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〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
―
―
竹
原
さ
ん
は
、

自
身
の
建
築
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
こ
う

表
す
。
そ
の
視
座
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
何
か
。
10
余
年
に
わ
た
り
無
有
建
築

工
房
の
構
造
設
計
を
手
が
け
て
き
た
下

山
聡
さ
ん
は
、「
空
間
の
骨
格
が
プ
ラ
ン

と
整
合
性
が
あ
り
、
無
駄
な
く
率
直
か

つ
合
理
的
で
、
意
匠
と
し
て
も
成
立
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
語
る
。
だ
か

ら
下
山
さ
ん
が
稀
に
、「
構
造
家
と
し
て

ち
ょ
っ
と
色
気
を
出
し
た
」
提
案
を
し

て
も
、
竹
原
さ
ん
は
見
向
き
も
し
な
い
。

し
か
し
そ
の
〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
の
萌
芽

が
の
ぞ
く
提
案
を
示
す
と
、
目
を
輝
か

せ
身
を
の
り
出
し
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ

た
り
の
協
働
を
支
え
る
の
が
、
大
工
と

い
う
存
在
だ
。

　
木
構
造
の
要
と
な
る
の
が
、
接
合
部

だ
。
木
造
は
材
を
切
り
欠
い
て
組
み
合

わ
せ
る
以
上
、
材
の
強
度
が
元
よ
り
増

す
こ
と
は
な
い
。
割
り
箸
に
傷
が
入
れ

ば
、
ぽ
き
り
と
折
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、

木
造
に
お
い
て
接
合
部
は
弱
点
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
下
山
さ
ん
は
そ
の
弱
点
を

い
か
に
分
散
配
置
さ
せ
る
か
と
い
う
こ

と
に
尽
力
す
る
。「
大
工
さ
ん
も
そ
う
言

い
ま
す
。
木
造
の
極
意
は
、
仕
口
や
継

手
な
ど
の
接
合
部
に
あ
る
、
と
」

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
に
も
そ
の
極

意
は
見
出
さ
れ
る
。
現
代
な
ら
柱
に
梁

を
四
方
差
し
に
す
る
と
こ
ろ
を
、
こ
こ

梁
間
方
向
の
耐
震
の
た
め
、

通
し
貫
に
よ
る
構
造
壁
を

設
置
（
28
〜
35
ペ
ー
ジ
）。

貫
が
柱
を
貫
通
し
、
込
栓

で
固
定
さ
れ
る
こ
と
で
、部

材
同
士
が
め
り
込
み
、
粘

り
強
さ
が
保
た
れ
る
。

し
も
や
ま
・
さ
と
る
／

1
9
6
3
年
三
重
県
生

ま
れ
。
86
年
埼
玉
大
学
工

学
部
建
設
工
学
科
卒
業
。

梓
設
計
勤
務
を
経
て
、
96

年
下
山
建
築
設
計
室
設

立
。
2
0
0
7
年
よ
り
竹

原
義
二
の
構
造
設
計
、
計

70
棟
で
協
働
。
14
年
〜
関

西
大
学
非
常
勤
講
師
。吉

岡
賞
、藤
井
厚
二
賞
受
賞
。

下
山
さ
ん
は
隙
間
を
あ
け
た
2
本
の
柱

と
、
2
階
床
レ
ベ
ル
か
ら
の
片
持
ち
柱

と
す
る
こ
と
で
応
え
た
。

「
梅
の
里
保
育
園
」
で
も
間
仕
切
り
の

な
い
一
室
空
間
を
実
現
す
る
た
め
、
梁

を
2
本
の
柱
で
挟
ん
だ
「
キ
」
の
字
型

の
部
材
ユ
ニ
ッ
ト
を
製
作
。
工
場
建
築

で
H
型
鋼
柱
を
交
互
に
90
度
回
転
さ
せ
、

強
軸
と
弱
軸
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
ア
イ

デ
ア
か
ら
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
配
置
し
た
。

「
牛
田
の
家
」
で
は
家
族
が
ひ
と
つ
屋

根
の
下
で
集
え
る
よ
う
、
無
柱
空
間
に

ギ
ャ
ン
ブ
レ
ル
屋
根
を
か
け
る
べ
く
2

本
の
柱
で
登
り
梁
を
挟
み
、
そ
の
登
り

梁
を
2
本
の
方
杖
が
挟
む
構
成
に
。

　
共
通
す
る
の
は
、
部
材
芯
を
ず
ら
す

こ
と
で
互
い
の
欠
損
を
抑
え
な
が
ら
部

材
同
士
の
め
り
込
み
を
生
か
し
、
全
体

で
粘
る
架
構
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ

し
て
透
か
せ
て
合
わ
せ
た
柱
・
梁
。
竹

原
さ
ん
特
有
の
、
力
強
く
も
軽
や
か
な

透
け
の
あ
る
空
間
を
実
現
し
て
い
る
。

　
粘
り
の
あ
る
架
構
の
た
め
に
、
大
工

の
手
に
よ
る
継
手
・
仕
口
の
加
工
は
欠

か
せ
な
い
。
ま
た
施
工
現
場
で
は
、
強

度
も
寸
法
も
指
定
ど
お
り
に
納
入
さ
れ

た
梁
が
、
担
ぐ
と
重
さ
が
異
な
る
と
い

う
こ
と
も
。
見
た
目
に
変
わ
ら
な
い
材

を
ど
う
配
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
架

構
に
な
る
か
。
手
刻
み
が
で
き
る
大
工

は
、
そ
の
「
木
配
り
」
の
感
覚
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
プ
レ
カ
ッ
ト

技
術
は
日
進
月
歩
で
今
や
3
D
で
複
雑

な
仕
口
が
加
工
で
き
る
時
代
だ
。
た
だ

し
道
具
は
道
具
。
合
理
化
は
図
っ
て
も

設
計
者
が
高
性
能
の
加
工
機
に
任
せ
て

図
面
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い

し
、
大
工
の
適
材
適
所
・
臨
機
応
変
な

勘
所
は
現
場
か
ら
な
く
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
下
山
さ
ん
は
考
え
る
。

　
下
山
さ
ん
の
構
造
図
は
シ
ン
プ
ル
か

つ
丁
寧
で
、
建
方
の
段
取
り
ま
で
指
示

さ
れ
て
い
る
。
大
工
と
現
場
で
議
論
す

る
た
め
だ
。「
難
し
い
よ
」
と
言
わ
れ
た

ら
全
員
で
徹
底
的
に
話
し
あ
う
。
棟
梁

の
み
な
ら
ず
若
手
も
交
え
る
の
は
、
次

世
代
に
技
術
を
継
承
す
る
た
め
だ
。

　
な
ぜ
、
議
論
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ

は
、
手
刻
み
の
経
験
を
積
ん
だ
大
工
に

し
か
わ
か
り
え
な
い
地
平
が
あ
る
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
鋸
目
を
残
す
か
否
か
で
、

仕
口
の
強
度
と
剛
性
が
変
わ
っ
て
く
る

の
が
木
で
あ
る
。
構
造
図
上
で
展
開
さ

れ
る
形
と
、
1
／
1
の
〝
実
寸
〞
の
世

界
に
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
溝
が
あ

る
。
そ
れ
を
埋
め
る
の
が
大
工
と
い
う

存
在
だ
。
下
山
さ
ん
が
彼
ら
に
敬
意
を

表
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
の
下
山
さ
ん
に
、「
う
れ
し
い
こ
と

は
?
」
と
尋
ね
る
と
、
打
ち
合
わ
せ
時

に
大
工
か
ら
「
こ
ん
な
組
み
方
し
て
も

大
丈
夫
か
」
と
疑
問
を
呈
さ
れ
な
が
ら

も
、
現
場
で
「
ほ
ん
ま
や
、で
き
る
!
」

と
声
が
あ
が
る
と
き
だ
と
か
。「
大
工
さ

ん
か
ら
学
ん
だ
恩
返
し
が
で
き
た
よ
う

で
」
と
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

竹
原
義
二
と
の
構
造
設
計
術

構
造
家
の
下
山
聡
さ
ん
は
、

木
の
し
な
や
か
な
粘
り
を
生
か
し
た

構
造
設
計
を
得
意
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、大
工
が
刻
ん
だ

継
手
や
仕
口
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
。

竹
原
義
二
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
振
り
返
り
、

大
工
技
術
を
生
か
す
構
造
の
あ
り
方
を
聞
い
た
。

特
集
／
残
す
、
大
工
の
技
術
／
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
４
+
1

取
材
・
文
／
植
林
麻
衣
　
写
真
／
桑
田
瑞
穂

※

構
造
家

下
山 

聡

大
工
の

手
仕
事
を

設
計
す
る

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」

で
は
相
欠
き
に
し
て
柱
を
挟
む
梁
の
上

端
を
ず
ら
し
た
。
柱
の
断
面
欠
損
を
極

力
減
ら
す
た
め
だ
。
現
代
の
構
造
家
が

提
唱
す
る
「
弱
点
の
分
散
配
置
」
を
、

名
も
な
き
大
工
た
ち
は
あ
た
り
ま
え
の

も
の
と
し
て
や
っ
て
い
た
の
だ
。「
大
津

百
町
ス
タ
ジ
オ
」
は
下
山
さ
ん
・
若
い

大
工
と
も
に
昔
の
知
恵
を
身
体
で
会
得

す
る
生
き
た
教
科
書
で
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
耐
震
補
強
で
は
、
梁
間
方
向
が

脆
弱
な
た
め
、
現
行
法
規
で
推
奨
す
る

筋
か
い
や
合
板
・
金
物
で
固
め
る
方
向

で
は
な
く
、
建
物
の
歴
史
に
見
合
っ
た

伝
統
的
な
通
し
貫
に
よ
る
耐
震
壁
を
設

置
し
た
。
柱
間
に
通
し
貫
を
貫
通
さ
せ
、

込
栓
を
打
ち
込
み
固
定
す
る
。
地
震
な

ど
の
外
力
が
加
わ
る
と
、
貫
材
が
め
り

込
み
接
合
部
が
ぐ
っ
と
締
ま
る
。
壁
自

体
は
変
形
す
る
が
、
し
な
や
か
に
粘
っ

て
倒
壊
し
な
い
。
木
の
性
質
を
生
か
し

た
構
造
、
現
代
的
な
合
理
性
、
大
工
仕

事
へ
の
敬
意
―
―
こ
う
し
た
下
山
さ
ん

の
眼
差
し
を
、
竹
原
さ
ん
は
「
無
意
識

に
感
じ
て
い
る
可
能
性
を
言
語
化
し
、

ア
イ
デ
ア
を
発
展
さ
せ
て
く
れ
る
」
と

評
す
る
。

　
初
の
協
働
と
な
る
「
あ
け
ぼ
の
学
園

南
楓
亭
」
は
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な

2
階
建
て
の
木
造
園
舎
だ
。
木
立
の
よ

う
に
柱
を
立
て
間
仕
切
り
の
な
い
ワ
ン

ル
ー
ム
を
、
と
の
竹
原
さ
ん
の
構
想
に
、

建
物
に
宿
る

大
工
の
知
恵

木
の
粘
り
を

引
き
出
す
架
構

「あけぼの学 園 南 楓 亭 」
2007年、大阪府豊中市

2本の「合わせ柱」と
「合わせ梁」で
ツリーハウスをつくる

「 合わせ 柱 」と「 合わせ 梁 」建 方 手 順

ツリーハウスのような園舎を計画したい。1階は開放的に、
2階はワンルームとするため、2本の「合わせ柱」、2本の「合
わせ梁」を組むフレームとした。柱梁は相欠きにしてめり込
みを生かすことで、片方を欠くより粘り強くなる。しかし、相
欠きでは、木の組む順序に配慮が必要。竹原さん、下山
さん、棟梁たちの協働により、モックアップを手仕事で組み
ながら検討を行った。

事例 01
竹原義二と
下山聡の
仕事

下山さんが「合わせ柱」
「合わせ梁」の建方手順
を、大工たちに示すため
に作成した図。相欠きし
た部材の向きや組む順番
を簡潔に描いた。

Step

1
Step

2
Step

3
Step

4
Step

5

外観。開放性のあるピロ
ティ。１階は屋根のある遊
び場になっている。

２階内観。「合わせ柱」が
頂部に到達し、挟んだ梁
で屋根を支えている。

通しの「合わせ柱」と「合
わせ梁」を組み上げた様
子。

原寸大のモックアップで、
下山さんが考えた建て方
手順を大工が確認。

Shimoyama Satoru
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〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
―
―
竹
原
さ
ん
は
、

自
身
の
建
築
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
こ
う

表
す
。
そ
の
視
座
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
何
か
。
10
余
年
に
わ
た
り
無
有
建
築

工
房
の
構
造
設
計
を
手
が
け
て
き
た
下

山
聡
さ
ん
は
、「
空
間
の
骨
格
が
プ
ラ
ン

と
整
合
性
が
あ
り
、
無
駄
な
く
率
直
か

つ
合
理
的
で
、
意
匠
と
し
て
も
成
立
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
語
る
。
だ
か

ら
下
山
さ
ん
が
稀
に
、「
構
造
家
と
し
て

ち
ょ
っ
と
色
気
を
出
し
た
」
提
案
を
し

て
も
、
竹
原
さ
ん
は
見
向
き
も
し
な
い
。

し
か
し
そ
の
〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
の
萌
芽

が
の
ぞ
く
提
案
を
示
す
と
、
目
を
輝
か

せ
身
を
の
り
出
し
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ

た
り
の
協
働
を
支
え
る
の
が
、
大
工
と

い
う
存
在
だ
。

　
木
構
造
の
要
と
な
る
の
が
、
接
合
部

だ
。
木
造
は
材
を
切
り
欠
い
て
組
み
合

わ
せ
る
以
上
、
材
の
強
度
が
元
よ
り
増

す
こ
と
は
な
い
。
割
り
箸
に
傷
が
入
れ

ば
、
ぽ
き
り
と
折
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、

木
造
に
お
い
て
接
合
部
は
弱
点
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
下
山
さ
ん
は
そ
の
弱
点
を

い
か
に
分
散
配
置
さ
せ
る
か
と
い
う
こ

と
に
尽
力
す
る
。「
大
工
さ
ん
も
そ
う
言

い
ま
す
。
木
造
の
極
意
は
、
仕
口
や
継

手
な
ど
の
接
合
部
に
あ
る
、
と
」

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
に
も
そ
の
極

意
は
見
出
さ
れ
る
。
現
代
な
ら
柱
に
梁

を
四
方
差
し
に
す
る
と
こ
ろ
を
、
こ
こ

下
山
さ
ん
は
隙
間
を
あ
け
た
2
本
の
柱

と
、
2
階
床
レ
ベ
ル
か
ら
の
片
持
ち
柱

と
す
る
こ
と
で
応
え
た
。

「
梅
の
里
保
育
園
」
で
も
間
仕
切
り
の

な
い
一
室
空
間
を
実
現
す
る
た
め
、
梁

を
2
本
の
柱
で
挟
ん
だ
「
キ
」
の
字
型

の
部
材
ユ
ニ
ッ
ト
を
製
作
。
工
場
建
築

で
H
型
鋼
柱
を
交
互
に
90
度
回
転
さ
せ
、

強
軸
と
弱
軸
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
ア
イ

デ
ア
か
ら
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
配
置
し
た
。

「
牛
田
の
家
」
で
は
家
族
が
ひ
と
つ
屋

根
の
下
で
集
え
る
よ
う
、
無
柱
空
間
に

ギ
ャ
ン
ブ
レ
ル
屋
根
を
か
け
る
べ
く
2

本
の
柱
で
登
り
梁
を
挟
み
、
そ
の
登
り

梁
を
2
本
の
方
杖
が
挟
む
構
成
に
。

　
共
通
す
る
の
は
、
部
材
芯
を
ず
ら
す

こ
と
で
互
い
の
欠
損
を
抑
え
な
が
ら
部

材
同
士
の
め
り
込
み
を
生
か
し
、
全
体

で
粘
る
架
構
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ

し
て
透
か
せ
て
合
わ
せ
た
柱
・
梁
。
竹

原
さ
ん
特
有
の
、
力
強
く
も
軽
や
か
な

透
け
の
あ
る
空
間
を
実
現
し
て
い
る
。

　
粘
り
の
あ
る
架
構
の
た
め
に
、
大
工

の
手
に
よ
る
継
手
・
仕
口
の
加
工
は
欠

か
せ
な
い
。
ま
た
施
工
現
場
で
は
、
強

度
も
寸
法
も
指
定
ど
お
り
に
納
入
さ
れ

た
梁
が
、
担
ぐ
と
重
さ
が
異
な
る
と
い

う
こ
と
も
。
見
た
目
に
変
わ
ら
な
い
材

を
ど
う
配
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
架

構
に
な
る
か
。
手
刻
み
が
で
き
る
大
工

は
、
そ
の
「
木
配
り
」
の
感
覚
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
プ
レ
カ
ッ
ト

技
術
は
日
進
月
歩
で
今
や
3
D
で
複
雑

な
仕
口
が
加
工
で
き
る
時
代
だ
。
た
だ

し
道
具
は
道
具
。
合
理
化
は
図
っ
て
も

設
計
者
が
高
性
能
の
加
工
機
に
任
せ
て

図
面
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い

し
、
大
工
の
適
材
適
所
・
臨
機
応
変
な

勘
所
は
現
場
か
ら
な
く
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
下
山
さ
ん
は
考
え
る
。

　
下
山
さ
ん
の
構
造
図
は
シ
ン
プ
ル
か

つ
丁
寧
で
、
建
方
の
段
取
り
ま
で
指
示

さ
れ
て
い
る
。
大
工
と
現
場
で
議
論
す

る
た
め
だ
。「
難
し
い
よ
」
と
言
わ
れ
た

ら
全
員
で
徹
底
的
に
話
し
あ
う
。
棟
梁

の
み
な
ら
ず
若
手
も
交
え
る
の
は
、
次

世
代
に
技
術
を
継
承
す
る
た
め
だ
。

　
な
ぜ
、
議
論
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ

は
、
手
刻
み
の
経
験
を
積
ん
だ
大
工
に

し
か
わ
か
り
え
な
い
地
平
が
あ
る
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
鋸
目
を
残
す
か
否
か
で
、

仕
口
の
強
度
と
剛
性
が
変
わ
っ
て
く
る

の
が
木
で
あ
る
。
構
造
図
上
で
展
開
さ

れ
る
形
と
、
1
／
1
の
〝
実
寸
〞
の
世

界
に
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
溝
が
あ

る
。
そ
れ
を
埋
め
る
の
が
大
工
と
い
う

存
在
だ
。
下
山
さ
ん
が
彼
ら
に
敬
意
を

表
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
の
下
山
さ
ん
に
、「
う
れ
し
い
こ
と

は
?
」
と
尋
ね
る
と
、
打
ち
合
わ
せ
時

に
大
工
か
ら
「
こ
ん
な
組
み
方
し
て
も

大
丈
夫
か
」
と
疑
問
を
呈
さ
れ
な
が
ら

も
、
現
場
で
「
ほ
ん
ま
や
、で
き
る
!
」

と
声
が
あ
が
る
と
き
だ
と
か
。「
大
工
さ

ん
か
ら
学
ん
だ
恩
返
し
が
で
き
た
よ
う

で
」
と
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

で
は
相
欠
き
に
し
て
柱
を
挟
む
梁
の
上

端
を
ず
ら
し
た
。
柱
の
断
面
欠
損
を
極

力
減
ら
す
た
め
だ
。
現
代
の
構
造
家
が

提
唱
す
る
「
弱
点
の
分
散
配
置
」
を
、

名
も
な
き
大
工
た
ち
は
あ
た
り
ま
え
の

も
の
と
し
て
や
っ
て
い
た
の
だ
。「
大
津

百
町
ス
タ
ジ
オ
」
は
下
山
さ
ん
・
若
い

大
工
と
も
に
昔
の
知
恵
を
身
体
で
会
得

す
る
生
き
た
教
科
書
で
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
耐
震
補
強
で
は
、
梁
間
方
向
が

脆
弱
な
た
め
、
現
行
法
規
で
推
奨
す
る

筋
か
い
や
合
板
・
金
物
で
固
め
る
方
向

で
は
な
く
、
建
物
の
歴
史
に
見
合
っ
た

伝
統
的
な
通
し
貫
に
よ
る
耐
震
壁
を
設

置
し
た
。
柱
間
に
通
し
貫
を
貫
通
さ
せ
、

込
栓
を
打
ち
込
み
固
定
す
る
。
地
震
な

ど
の
外
力
が
加
わ
る
と
、
貫
材
が
め
り

込
み
接
合
部
が
ぐ
っ
と
締
ま
る
。
壁
自

体
は
変
形
す
る
が
、
し
な
や
か
に
粘
っ

て
倒
壊
し
な
い
。
木
の
性
質
を
生
か
し

た
構
造
、
現
代
的
な
合
理
性
、
大
工
仕

事
へ
の
敬
意
―
―
こ
う
し
た
下
山
さ
ん

の
眼
差
し
を
、
竹
原
さ
ん
は
「
無
意
識

に
感
じ
て
い
る
可
能
性
を
言
語
化
し
、

ア
イ
デ
ア
を
発
展
さ
せ
て
く
れ
る
」
と

評
す
る
。

　
初
の
協
働
と
な
る
「
あ
け
ぼ
の
学
園

南
楓
亭
」
は
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な

2
階
建
て
の
木
造
園
舎
だ
。
木
立
の
よ

う
に
柱
を
立
て
間
仕
切
り
の
な
い
ワ
ン

ル
ー
ム
を
、
と
の
竹
原
さ
ん
の
構
想
に
、

図
面
と
実
寸
、

ふ
た
つ
の
世
界
の
溝

「牛田の家」
2016年、広島県広島市

トラスアーチを重ねて
全体でしなやかな
屋根をつくる
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断面図
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大きな「ギャンブレル屋根」
の下に、入れ子状に各
部屋を構成。トラスアーチ
の架構により、２階やロフ
トの一室空間化が実現し
た。

２階やロフトといった階層の異なる空間を一室にまとめあげ
た住宅。そのために、大きな屋根に覆われた無柱空間が
求められた。下山さんは「ギャンブレル屋根」の形式で、ト
ラス状のアーチのユニットを組み合わせ、母屋材でつなげ
る方法を提案した。また、トラスの各接合部は部材芯をず
らした相欠きとし、さらにユニットが連続することで構造が
安定、全体としてしなやかで強靭な構造体となった。

事例 03
竹原義二と
下山聡の
仕事

２階・ロフト内観。構造が
現しの一室空間で構成さ
れる。

ユニットを並列させ、母屋
材で固める。屋根全体と
して構造が成り立つ。

トラス状アーチでできたユ
ニット。１ユニットずつクレ
ーンで運ぶ。
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「梅の里保育園」
2011年、群馬県高崎市

「キ」の字型ユニットの
組み合わせで
一体的な空間をつくる

「キ」の字型ユニット建方手順

狭小地での保育園の計画。小さな面積にさまざまな必要
な部屋をつくるため、自由な位置に間仕切りを設置できる
フレームが必要だった。下山さんは「キ」の字型に合わせ
柱と梁を組み合わせるユニットを提案。そのユニットを交互
に直交させて組むことで、柱から独立した位置に間仕切り
を設置することが可能。この相欠きの加工にも大工の手仕
事が生きている。

事例 02
竹原義二と
下山聡の
仕事

写真右／「キ」の字型ユ
ニットをクレーンで吊り上
げて施工。左／「キ」の
字型を交互に組むことで
フレームができ、柱から離
れた位置に間仕切りを設
置できる。

「合わせ柱」と手刻みの
梁を組む（Step１～３）。
それをさらに交互に直交
させる（Step４～５）。一
見複雑な架構をシンプル
にまとめ上げている。

Step

1
Step

2
Step

3
Step

4
Step

5

写真／下山 聡写真／絹巻 豐
写真／下山 聡写真／絹巻 豐写真／下山 聡

提供／下山 聡

写
真
／
絹
巻 

豐

写
真
／
絹
巻 

豐

提供／無有建築工房
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〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
―
―
竹
原
さ
ん
は
、

自
身
の
建
築
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
こ
う

表
す
。
そ
の
視
座
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
何
か
。
10
余
年
に
わ
た
り
無
有
建
築

工
房
の
構
造
設
計
を
手
が
け
て
き
た
下

山
聡
さ
ん
は
、「
空
間
の
骨
格
が
プ
ラ
ン

と
整
合
性
が
あ
り
、
無
駄
な
く
率
直
か

つ
合
理
的
で
、
意
匠
と
し
て
も
成
立
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
語
る
。
だ
か

ら
下
山
さ
ん
が
稀
に
、「
構
造
家
と
し
て

ち
ょ
っ
と
色
気
を
出
し
た
」
提
案
を
し

て
も
、
竹
原
さ
ん
は
見
向
き
も
し
な
い
。

し
か
し
そ
の
〝
ほ
ん
ま
も
ん
〞
の
萌
芽

が
の
ぞ
く
提
案
を
示
す
と
、
目
を
輝
か

せ
身
を
の
り
出
し
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ

た
り
の
協
働
を
支
え
る
の
が
、
大
工
と

い
う
存
在
だ
。

　
木
構
造
の
要
と
な
る
の
が
、
接
合
部

だ
。
木
造
は
材
を
切
り
欠
い
て
組
み
合

わ
せ
る
以
上
、
材
の
強
度
が
元
よ
り
増

す
こ
と
は
な
い
。
割
り
箸
に
傷
が
入
れ

ば
、
ぽ
き
り
と
折
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、

木
造
に
お
い
て
接
合
部
は
弱
点
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
下
山
さ
ん
は
そ
の
弱
点
を

い
か
に
分
散
配
置
さ
せ
る
か
と
い
う
こ

と
に
尽
力
す
る
。「
大
工
さ
ん
も
そ
う
言

い
ま
す
。
木
造
の
極
意
は
、
仕
口
や
継

手
な
ど
の
接
合
部
に
あ
る
、
と
」

「
大
津
百
町
ス
タ
ジ
オ
」
に
も
そ
の
極

意
は
見
出
さ
れ
る
。
現
代
な
ら
柱
に
梁

を
四
方
差
し
に
す
る
と
こ
ろ
を
、
こ
こ

下
山
さ
ん
は
隙
間
を
あ
け
た
2
本
の
柱

と
、
2
階
床
レ
ベ
ル
か
ら
の
片
持
ち
柱

と
す
る
こ
と
で
応
え
た
。

「
梅
の
里
保
育
園
」
で
も
間
仕
切
り
の

な
い
一
室
空
間
を
実
現
す
る
た
め
、
梁

を
2
本
の
柱
で
挟
ん
だ
「
キ
」
の
字
型

の
部
材
ユ
ニ
ッ
ト
を
製
作
。
工
場
建
築

で
H
型
鋼
柱
を
交
互
に
90
度
回
転
さ
せ
、

強
軸
と
弱
軸
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
ア
イ

デ
ア
か
ら
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
配
置
し
た
。

「
牛
田
の
家
」
で
は
家
族
が
ひ
と
つ
屋

根
の
下
で
集
え
る
よ
う
、
無
柱
空
間
に

ギ
ャ
ン
ブ
レ
ル
屋
根
を
か
け
る
べ
く
2

本
の
柱
で
登
り
梁
を
挟
み
、
そ
の
登
り

梁
を
2
本
の
方
杖
が
挟
む
構
成
に
。

　
共
通
す
る
の
は
、
部
材
芯
を
ず
ら
す

こ
と
で
互
い
の
欠
損
を
抑
え
な
が
ら
部

材
同
士
の
め
り
込
み
を
生
か
し
、
全
体

で
粘
る
架
構
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ

し
て
透
か
せ
て
合
わ
せ
た
柱
・
梁
。
竹

原
さ
ん
特
有
の
、
力
強
く
も
軽
や
か
な

透
け
の
あ
る
空
間
を
実
現
し
て
い
る
。

　
粘
り
の
あ
る
架
構
の
た
め
に
、
大
工

の
手
に
よ
る
継
手
・
仕
口
の
加
工
は
欠

か
せ
な
い
。
ま
た
施
工
現
場
で
は
、
強

度
も
寸
法
も
指
定
ど
お
り
に
納
入
さ
れ

た
梁
が
、
担
ぐ
と
重
さ
が
異
な
る
と
い

う
こ
と
も
。
見
た
目
に
変
わ
ら
な
い
材

を
ど
う
配
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
架

構
に
な
る
か
。
手
刻
み
が
で
き
る
大
工

は
、
そ
の
「
木
配
り
」
の
感
覚
が
身
体

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
プ
レ
カ
ッ
ト

技
術
は
日
進
月
歩
で
今
や
3
D
で
複
雑

な
仕
口
が
加
工
で
き
る
時
代
だ
。
た
だ

し
道
具
は
道
具
。
合
理
化
は
図
っ
て
も

設
計
者
が
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性
能
の
加
工
機
に
任
せ
て

図
面
を
お
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そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い

し
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大
工
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適
材
適
所
・
臨
機
応
変
な

勘
所
は
現
場
か
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な
く
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
下
山
さ
ん
は
考
え
る
。
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取
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「梅の里保育園」
2011年、群馬県高崎市

「キ」の字型ユニットの
組み合わせで
一体的な空間をつくる

「キ」の字型ユニット建方手順

狭小地での保育園の計画。小さな面積にさまざまな必要
な部屋をつくるため、自由な位置に間仕切りを設置できる
フレームが必要だった。下山さんは「キ」の字型に合わせ
柱と梁を組み合わせるユニットを提案。そのユニットを交互
に直交させて組むことで、柱から独立した位置に間仕切り
を設置することが可能。この相欠きの加工にも大工の手仕
事が生きている。

事例 02
竹原義二と
下山聡の
仕事

写真右／「キ」の字型ユ
ニットをクレーンで吊り上
げて施工。左／「キ」の
字型を交互に組むことで
フレームができ、柱から離
れた位置に間仕切りを設
置できる。

「合わせ柱」と手刻みの
梁を組む（Step１～３）。
それをさらに交互に直交
させる（Step４～５）。一
見複雑な架構をシンプル
にまとめ上げている。

Step

1
Step

2
Step

3
Step

4
Step

5

写真／下山 聡写真／絹巻 豐
写真／下山 聡写真／絹巻 豐写真／下山 聡

提供／下山 聡

写
真
／
絹
巻 

豐

写
真
／
絹
巻 

豐

提供／無有建築工房
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こ
の
よ
う
に
グ
ラ
ー
ツ
は
新
旧
の
建
築
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
危
う
く

混
在
し
て
い
る
街
で
、
懐
の
深
さ
は
い
い
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
前
衛

建
築
が
古
く
な
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
い
さ
さ
か
心
配
で
も
あ
る
。

　
こ
の
ホ
テ
ル
は
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
に
あ
り
、
路
面
電
車
に
面
し
て
い

て
ハ
ウ
プ
ト
広
場
や
市
庁
舎
に
も
近
い
。
1
8
5
2
年
創
業
。

　
1
階
は
ガ
ラ
ス
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ト
が
あ
る
明
る
い
温
室
の
よ
う
な

中
庭
を
ア
ト
リ
ウ
ム
型
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
し
て
い
る
。
そ
れ
を
巡
る

4
層
の
通
路
に
は
た
く
さ
ん
の
植
物
。

　
宿
泊
し
た
部
屋
は
2
ベ
イ
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ト
で
、
部
屋
の
界
壁

に
穴
を
あ
け
た
と
思
わ
れ
る
。

　
バ
ス
ル
ー
ム
に
は
バ
ス
タ
ブ
と
シ
ャ
ワ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
が
入
っ
て
い

る
。
身
体
を
あ
た
た
め
る
バ
ス
タ
ブ
と
身
体
を
洗
う
シ
ャ
ワ
ー
と
は

本
来
用
途
が
異
な
る
。
バ
ス
タ
ブ
で
シ
ャ
ワ
ー
を
使
う
の
は
バ
ス
ル

ー
ム
が
狭
い
か
ら
で
、
バ
ス
タ
ブ
に
シ
ャ
ワ

ー
カ
ー
テ
ン
を
つ
け
て
よ
し
と
す
る
の
は
や

や
つ
ら
い
話
だ
。

　
冬
は
寒
い
の
か
入
口
ド
ア
や
窓
は
二
重
ド

ア
や
二
重
サ
ッ
シ
。

　
全
体
に
抑
え
た
色
調
の
好
ま
し
い
部
屋
で

よ
く
い
わ
れ
る
「
夢
の
よ
う
な
ホ
テ
ル
」
と

言
っ
て
い
い
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
人
口
が
ウ
ィ
ー
ン
に
次
ぐ
第
二
の
都
市
グ
ラ
ー

ツ
。

　
市
内
を
流
れ
る
ム
ー
ア
川
と
山
上
の
要
塞
シ
ュ
ロ
ス
ベ
ル
ク
を
中

心
に
し
た
美
し
い
街
。
か
つ
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
居
城
が
あ
っ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
も
侵
攻
し
て
い
る
。

　
あ
の
巨
大
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
か
ナ
マ
コ
が
中
世
の
街
を
襲
っ
て
い

る
か
の
よ
う
な
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ッ
ク
と
コ
リ
ン
・
フ
ル
ニ
エ
に
よ
る

現
代
建
築
「
ク
ン
ス
ト
ハ
ウ
ス
・
グ
ラ
ー
ツ
」（
＊
1
）
は
こ
こ
に
あ

る
。
当
時
「
浮
か
ぶ
シ
ャ
ボ
ン
玉
」
と
か
「
友
好
的
エ
イ
リ
ア
ン
」

と
も
い
わ
れ
た
そ
う
だ
が
、
私
に
も
「
巨
大
ナ
マ
コ
」
に
し
か
見
え

な
か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
外
装
が
ち
ょ
っ
と
汚
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

み
す
ぼ
ら
し
く
見
え
る
。

　
そ
の
す
ぐ
前
の
ム
ー
ア
川
の
真
ん
中
に
、
こ
ち
ら
は
カ
フ
ェ
も
あ

る
透
明
ガ
ラ
ス
張
り
の
も
う
ひ
と
つ
の
ナ
マ

コ
、「
ム
ー
ア
イ
ン
ゼ
ル
」（
＊
2
）
が
あ
る
。

鉄
骨
で
が
っ
ち
り
つ
く
っ
て
あ
る
と
は
い
え
、

そ
の
日
は
急
流
に
流
さ
れ
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
ど
ち
ら
も
い
ま
だ
に
評
価
が
分
か
れ
る
。

　
旧
市
街
の
中
心
部
は
世
界
遺
産
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。
市
庁
舎
や
美
し
い
フ
ァ
サ
ー
ド

の
古
い
建
物
が
軒
を
連
ね
る
見
所
を
ゆ
っ
く

り
と
巡
る
。
16
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
州
庁
舎

ラ
ン
ト
ハ
ウ
ス
の
中
庭
な
ど
も
。
ハ
ウ
プ
ト

広
場
中
央
に
は
こ
の
ホ
テ
ル
の
名
に
も
な
っ

た
ヨ
ハ
ン
大
公
の
銅
像
が
あ
る
。

　
街
の
シ
ン
ボ
ル
、
シ
ュ
ロ
ス
ベ
ル
ク
の
丘

に
あ
る
時
計
塔
を
目
指
す
。
針
が
1
本
し
か

な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
今
は
短
針
が
「
分
」

を
指
し
て
い
る
。
山
肌
に
張
り
付
い
た
よ
う

な
階
段
も
お
も
し
ろ
い
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
が

い
い
。
洞
窟
が
昇
降
路
に
な
っ
て
い
て
ガ
ラ

ス
張
り
の
「
か
ご
」
は
ま
る
で
テ
ー
マ
パ
ー

ク
だ
が
、
こ
ち
ら
は
本
物
。

＊
1
　
ク
ン
ス
ト
ハ
ウ
ス
・
グ
ラ
ー
ツ
：
ア
ー
キ
グ
ラ
ム

設
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
名
を
馳
せ
た
イ
ギ
リ
ス
の
建
築

家
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ッ
ク（
1
9
3
6
〜
）と
、コ
リ
ン
・
フ

ル
ニ
エ（
1
9
4
4
〜
）に
よ
る
ユ
ニッ
ト「
ス
ペ
ー
ス
・
ラ

ボ
」の
設
計
。国
際
設
計
競
技
で
あ
っ
た
。2
0
0
3

年
建
設
。州
立
博
物
館
の一
部
で
も
あ
り
、美
術
の
ほ

か
、い
ろ
い
ろ
な
展
示
会
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。『
a

＋
u
』4
0
0
号
所
収
。

＊
2
　
ム
ー
ア
イ
ン
ゼ
ル
：
2
0
0
3
年
の
文
化
首

都
を
記
念
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た「
漂
う
ガ
ラ
ス
の

島
」
。ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
芸
術
家
ヴ
ィ
ト
・
ア
コ
ン
チ

（
1
9
4
0
〜
2
0
1
7
）の
デ
ザ
イ
ン
。カ
フ
ェ
と
半

円
形
劇
場
が
あ
る
。

世
界
遺
産
の
街
に
あ
る
夢
ホ
テ
ル
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あ
る
ア
ー
チ
開
口

上
部
の
装
飾
。

「
眼
」に
見
え
る
。

古
い
州
庁
舎
の
中
庭
。

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
。
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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文／藤森照信
Text by Fujimori Terunobu
Photographs by Fugo Hitoshi

第四十五回連載

写真／普後 均
（藤井厚二のポートレイトを除く）

太田喜二郎邸  設計／藤井厚二
Fujii Koji × Fujimori Terunobu

現代
住宅
併走

幾

何

学

的

数

寄

屋

造

O
ta

 K
ijiro

 H
o

u
se

1居
間
の
天
井
。和
と

も
洋
と
も
つ
か
な
い

ヘ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
だ

が
、設
計
者
は
直
線

に
よ
る
分
割
を
ね
ら

って
い
る
。
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本
近
代
住
宅
史
上
の
名
作

は
数
あ
れ
ど
、
不
幸
な
こ

と
に
多
く
は
火
事
で
焼
け

た
り
建
て
替
え
ら
れ
た
り
し
て
今
は

な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
藤
井
厚
二

の
場
合
、
ピ
ー
ク
を
画
し
た
「
聴
竹

居
」（
1
9
2
8
／『
T
O
T
O
通
信
』

2
0
0
0
年
冬
号
）
が
保
存
さ
れ
て

い
る
か
ら
当
然
取
り
上
げ
た
し
、
同

時
期
の「
八
木
邸
」（
1
9
3
0
／『
T

O
T
O
通
信
』2
0
1
8
年
新
春
号
）

も
紹
介
し
て
き
た
。

　
藤
井
厚
二
の
〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉

（
1
9
2
4
）を
探
訪
し
よ
う
と
思
い

立
っ
た
の
は
、
八
木
邸
と
違
い
ピ
ー

ク
に
至
る
4
年
前
の
作
だ
か
ら
だ
。

こ
れ
を
見
る
と
、
ピ
ー
ク
に
至
る
過

程
が
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
設
計
者
と
施
主
の
関
係
か
ら
述
べ

よ
う
。
京
都
大
学
建
築
学
科
教
授
の

武
田
五
一
が
、
1
9
2
0
年
、
モ
ダ

ン
な
点
描
画
で
鳴
ら
す
太
田
喜
二
郎

を
、
学
生
に
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
を
教
え

る
非
常
勤
講
師
に
招
き
、
同
年
、
藤

井
を
常
勤
の
講
師
と
し
て
、
と
い
う

よ
り
自
分
の
後
任
と
し
て
呼
び
、
ふ

　
設
計
は
5
カ
月
、
施
工
は
3
カ
月

で
完
成
と
わ
か
る
。
施
工
期
間
が
建

築
家
設
計
に
し
て
は
あ
ま
り
に
早
い

が
、
当
時
の
木
造
住
宅
は
設
計
さ
え

決
ま
れ
ば
、
た
と
え
藤
井
と
い
え
ど

伝
統
を
踏
ま
え
た
材
料
と
工
法
に
よ

る
限
り
3
カ
月
も
あ
れ
ば
十
分
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
訪
れ
て
み
よ
う
。
道
路
の
側
か
ら

眺
め
る
と
あ
り
ふ
れ
た
京
都
の
造
り

に
見
え
る
が
、
画
室
で
あ
る
無
窓
の

棟
の
三
ツ
割
の
壁
面
と
塀
と
で
生
ま

れ
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の
気
で

見
る
と
い
ち
じ
る
し
く
モ
ダ
ン
だ
し
、

左
手
和
室
の
勾
欄
の
、
市
松
紋
様
と

ウ
ィ
ー
ン
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
体
化

し
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
は
い
か
に
も

藤
井
好
み
。い

路
地
を
通
り
玄
関
前
に

立
つ
と
、
ド
ア
の
造
り
の

頑
丈
さ
に
気
づ
く
。
伝
統

的
和
風
住
宅
の
玄
関
引
き
戸
の
あ
ま

り
の
防
犯
・
防
風
上
の
無
防
備
さ
へ

の
反
省
を
込
め
た
と
思
わ
れ
、
こ
の

考
え
方
が
聴
竹
居
の
土
塗
り
大
壁
ド

ア
玄
関
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
の
だ
ろ

日

う
。

　
狭
い
路
地
と
閉
鎖
的
空
間
を
く
ぐ

り
抜
け
、
2
枚
目
の
ド
ア
を
押
し
て

入
る
と
、
と
書
い
て
か
ら
気
づ
い
た

が
、
現
在
、
日
本
の
ド
ア
は
外
開
き

が
普
通
だ
が
欧
米
は
内
開
き
が
原
則

で
、
藤
井
が
こ
の
違
い
を
ど
う
し
た

か
と
見
る
と
、
欧
米
流
を
採
用
し
て

い
る
。

　
ド
ア
を
押
し
て
中
に
踏
み
込
む
と

一
気
に
視
界
は
開
け
、
ひ
と
つ
空
間

の
中
に
居
間
と
食
堂
と
裁
縫
場
と
仏

壇
が
納
ま
っ
て
い
る
し
、
隣
の
台
所

か
ら
食
堂
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
引
き
戸

で
は
な
く
ハ
ッ
チ
を
通
す
。

　
台
所
と
食
堂
が
一
体
化
す
る
の
は

戦
後
の
住
宅
公
団
以
後
に
な
り
、
そ

れ
以
前
の
モ
ダ
ン
な
住
宅
は
ハ
ッ
チ

を
使
っ
て
台
所
と
食
堂
を
つ
な
い
で

い
た
が
、
あ
る
い
は
藤
井
に
始
ま
る

工
夫
な
の
か
、
そ
れ
と
も
欧
米
住
宅

が
元
か
。

　
一
見
し
て
奇
妙
な
空
間
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
空
間
の

中
に
床
と
畳
の
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
差

が
あ
り
、
畳
の
奥
に
は
仏
壇
が
納
ま

る
。
畳
部
分
が
図
面
で
は
裁
縫
場
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

母
が
和
裁
を
や
り
、
仏
に
手
を
合
わ

せ
て
い
た
と
わ
か
る
。
畳
の
和
と
床

の
洋
の
溝
を
段
差
を
付
け
て
解
消
す

る
や
り
方
は
、
後
に
聴
竹
居
で
使
わ

れ
る
し
、
以
後
い
ろ
ん
な
モ
ダ
ン
な

住
宅
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
の
起
源
も
藤
井
か
も
し
れ
な
い
。

妙
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、

と
い
う
か
、
だ
か
ら
こ
そ

目
立
つ
ひ
と
つ
の
質
が
こ

こ
に
は
あ
る
。
床
面
と
天
井
面
、
そ

し
て
壁
面
に
注
目
す
る
と
、
誰
で
も

わ
か
る
よ
う
に
強
く
黒
い
線
が
各
面

の
上
を
タ
テ
ヨ
コ
に
走
る
。
空
間
と

い
う
立
体
が
垂
直
と
水
平
の
線
に
よ

り
幾
何
学
的
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
天
井
の
格
子
状
の
線
は
強

い
。

　
こ
の
あ
ま
り
に
強
い
立
体
格
子
状

分
割
は
、
空
間
を
数
学
的
秩
序
に
従

わ
せ
た
い
と
い
う
設
計
者
の
意
図
を

露
わ
に
す
る
。
完
成
度
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
露
わ
に
す
る
。

　
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
藤
井
と

吉
田
五
十
八
の
本
質
的
差
が
見
え
て

く
る
。
や
や
唐
突
に
吉
田
を
引
き
合

い
に
出
し
た
が
、
日
本
の
伝
統
的
住

宅
の
近
代
化
と
い
う
難
問
を
考
え
る

と
き
、
藤
井
と
吉
田
の
ふ
た
り
の
名

が
ま
ず
挙
が
る
。
伝
統
の
数
寄
屋
造

を
ベ
ー
ス
に
し
た
藤
井
の
聴
竹
居
に

一
歩
遅
れ
て
、
東
京
の
吉
田
が
数
寄

屋
造
の
近
代
化
に
取
り
組
み
、
1
9

3
0
年
頃
に
は
〝
近
代
数
寄
屋
〞
を

確
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん

吉
田
は
和
と
洋
の
段
差
の
こ
と
も
ハ

ッ
チ
の
こ
と
も
よ
く
知
り
、
実
践
し

て
い
る
し
、
空
間
の
流
動
性
や
装
飾

性
排
除
も
藤
井
と
同
じ
。
藤
井
は
西

の
京
都
大
学
の
、
吉
田
は
東
の
東
京

藝
術
大
学
の
教
授
と
し
て
、
伝
統
的

木
造
住
宅
の
近
代
化
と
い
う
方
向
で

は
一
致
し
な
が
ら
、
漂
い
出
る
雰
囲

気
が
ど
こ
か
違
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
そ
の
狭
い
が
深
い
印
象
の
差
が
何

に
由
来
す
る
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
長

い
こ
と
ふ
た
り
を
一
緒
に
し
て
話
し

て
き
た
が
、〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉
の
居

間
を
見
て
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
ふ
た

り
の
差
は
空
間
の
背
後
に
幾
何
学
が

隠
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
差
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
藤
井
は
数
寄
屋
造
を
幾

何
学
と
い
う
数
学
で
洗
い
、
数
寄
屋

造
に
ま
と
わ
り
つ
く
手
技
と
い
う
か

味
わ
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
長
い

歴
史
の
な
か
で
染
み
込
ん
だ
垢
の
よ

う
な
も
の
を
流
し
去
っ
た
。
だ
か
ら
、

そ
の
後
の
木
造
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
源
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
今
は
考
え

て
い
る
。

た
り
は
知
り
合
う
。
そ
の
頃
、
太
田

は
、
点
描
画
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

印
象
派
の
画
法
で
は
日
本
の
風
景
を

包
む
湿
り
を
帯
び
た
光
と
暗
が
り
が

描
き
切
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
試

行
を
重
ね
て
い
た
。
光
も
暗
が
り
も
、

日
本
の
よ
う
に
湿
度
が
高
い
と
乾
燥

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
は
シ
ャ

ー
プ
に
な
ら
な
い
。

　
大
き
く
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

近
代
画
法
と
日
本
の
風
景
と
の
溝
を

埋
め
る
べ
く
実
績
を
重
ね
て
き
た
画

家
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
モ
ダ
ン

な
建
築
と
日
本
の
伝
統
的
木
造
建
築

の
あ
い
だ
に
橋
を
架
け
る
べ
く
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
す
建
築
家
の
ふ
た
り

が
意
気
投
合
す
る
。

　
幸
い
太
田
側
の
記
録
に
よ
り
設
計

過
程
が
次
の
よ
う
に
判
明
す
る
。

　
1
9
2
3
年
4
月
2
日
、
太
田
が

設
計
を
依
頼
。
6
月
4
日
、
太
田
、

藤
井
邸
を
訪
れ
、
相
談
。
8
月
20
日
、

太
田
、
藤
井
、
大
工
で
相
談
。
9
月

7
日
、
藤
井
、
現
場
の
縄
張
を
チ
ェ

ッ
ク
。
1
9
2
4
年
1
月
、
太
田
、

新
築
邸
へ
転
居
。

狭

2
／
入
口
の
ア
プ
ロ

ー
チ
。3
／
玄
関
を

内
側
か
ら
見
る
。ド

ア
の
頑
丈
さ
に
注

目
。4
／
四
角
い
ラ

ン
プ
シ
ェ
ー
ド
は
珍

し
い
。

2

3
4

現
代

住
宅

併
走

Fujii Koji × Fujimori Terunobu

67

5
5
／
居
間
を
西
か

ら
見
る
。畳
敷
き
は

裁
縫
と
仏
壇
の
た

め
。6
／
ウ
ィ
ー
ン
セ

セ
ッ
シ
ョン
的
木
造
デ

ザ
イ
ン
。7
／
東
側

外
観
。高
窓
は
ア
ト

リ
エ（
新
画
室
）の
採

光
の
た
め
。

ゆ
か

4445
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も
欧
米
住
宅

が
元
か
。

　
一
見
し
て
奇
妙
な
空
間
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
空
間
の

中
に
床
と
畳
の
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
差

が
あ
り
、
畳
の
奥
に
は
仏
壇
が
納
ま

る
。
畳
部
分
が
図
面
で
は
裁
縫
場
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

母
が
和
裁
を
や
り
、
仏
に
手
を
合
わ

せ
て
い
た
と
わ
か
る
。
畳
の
和
と
床

の
洋
の
溝
を
段
差
を
付
け
て
解
消
す

る
や
り
方
は
、
後
に
聴
竹
居
で
使
わ

れ
る
し
、
以
後
い
ろ
ん
な
モ
ダ
ン
な

住
宅
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
の
起
源
も
藤
井
か
も
し
れ
な
い
。

妙
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、

と
い
う
か
、
だ
か
ら
こ
そ

目
立
つ
ひ
と
つ
の
質
が
こ

こ
に
は
あ
る
。
床
面
と
天
井
面
、
そ

し
て
壁
面
に
注
目
す
る
と
、
誰
で
も

わ
か
る
よ
う
に
強
く
黒
い
線
が
各
面

の
上
を
タ
テ
ヨ
コ
に
走
る
。
空
間
と

い
う
立
体
が
垂
直
と
水
平
の
線
に
よ

り
幾
何
学
的
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
天
井
の
格
子
状
の
線
は
強

い
。

　
こ
の
あ
ま
り
に
強
い
立
体
格
子
状

分
割
は
、
空
間
を
数
学
的
秩
序
に
従

わ
せ
た
い
と
い
う
設
計
者
の
意
図
を

露
わ
に
す
る
。
完
成
度
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
露
わ
に
す
る
。

　
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
藤
井
と

吉
田
五
十
八
の
本
質
的
差
が
見
え
て

く
る
。
や
や
唐
突
に
吉
田
を
引
き
合

い
に
出
し
た
が
、
日
本
の
伝
統
的
住

宅
の
近
代
化
と
い
う
難
問
を
考
え
る

と
き
、
藤
井
と
吉
田
の
ふ
た
り
の
名

が
ま
ず
挙
が
る
。
伝
統
の
数
寄
屋
造

を
ベ
ー
ス
に
し
た
藤
井
の
聴
竹
居
に

一
歩
遅
れ
て
、
東
京
の
吉
田
が
数
寄

屋
造
の
近
代
化
に
取
り
組
み
、
1
9

3
0
年
頃
に
は
〝
近
代
数
寄
屋
〞
を

確
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん

吉
田
は
和
と
洋
の
段
差
の
こ
と
も
ハ

ッ
チ
の
こ
と
も
よ
く
知
り
、
実
践
し

て
い
る
し
、
空
間
の
流
動
性
や
装
飾

性
排
除
も
藤
井
と
同
じ
。
藤
井
は
西

の
京
都
大
学
の
、
吉
田
は
東
の
東
京

藝
術
大
学
の
教
授
と
し
て
、
伝
統
的

木
造
住
宅
の
近
代
化
と
い
う
方
向
で

は
一
致
し
な
が
ら
、
漂
い
出
る
雰
囲

気
が
ど
こ
か
違
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
そ
の
狭
い
が
深
い
印
象
の
差
が
何

に
由
来
す
る
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
長

い
こ
と
ふ
た
り
を
一
緒
に
し
て
話
し

て
き
た
が
、〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉
の
居

間
を
見
て
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
ふ
た

り
の
差
は
空
間
の
背
後
に
幾
何
学
が

隠
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
差
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
藤
井
は
数
寄
屋
造
を
幾

何
学
と
い
う
数
学
で
洗
い
、
数
寄
屋

造
に
ま
と
わ
り
つ
く
手
技
と
い
う
か

味
わ
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
長
い

歴
史
の
な
か
で
染
み
込
ん
だ
垢
の
よ

う
な
も
の
を
流
し
去
っ
た
。
だ
か
ら
、

そ
の
後
の
木
造
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
源
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
今
は
考
え

て
い
る
。

た
り
は
知
り
合
う
。
そ
の
頃
、
太
田

は
、
点
描
画
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

印
象
派
の
画
法
で
は
日
本
の
風
景
を

包
む
湿
り
を
帯
び
た
光
と
暗
が
り
が

描
き
切
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
試

行
を
重
ね
て
い
た
。
光
も
暗
が
り
も
、

日
本
の
よ
う
に
湿
度
が
高
い
と
乾
燥

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
は
シ
ャ

ー
プ
に
な
ら
な
い
。

　
大
き
く
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

近
代
画
法
と
日
本
の
風
景
と
の
溝
を

埋
め
る
べ
く
実
績
を
重
ね
て
き
た
画

家
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
モ
ダ
ン

な
建
築
と
日
本
の
伝
統
的
木
造
建
築

の
あ
い
だ
に
橋
を
架
け
る
べ
く
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
す
建
築
家
の
ふ
た
り

が
意
気
投
合
す
る
。

　
幸
い
太
田
側
の
記
録
に
よ
り
設
計

過
程
が
次
の
よ
う
に
判
明
す
る
。

　
1
9
2
3
年
4
月
2
日
、
太
田
が

設
計
を
依
頼
。
6
月
4
日
、
太
田
、

藤
井
邸
を
訪
れ
、
相
談
。
8
月
20
日
、

太
田
、
藤
井
、
大
工
で
相
談
。
9
月

7
日
、
藤
井
、
現
場
の
縄
張
を
チ
ェ

ッ
ク
。
1
9
2
4
年
1
月
、
太
田
、

新
築
邸
へ
転
居
。

狭

2
／
入
口
の
ア
プ
ロ

ー
チ
。3
／
玄
関
を

内
側
か
ら
見
る
。ド

ア
の
頑
丈
さ
に
注

目
。4
／
四
角
い
ラ

ン
プ
シ
ェ
ー
ド
は
珍

し
い
。

2

3
4

現
代

住
宅

併
走

Fujii Koji × Fujimori Terunobu

67

5
5
／
居
間
を
西
か

ら
見
る
。畳
敷
き
は

裁
縫
と
仏
壇
の
た

め
。6
／
ウ
ィ
ー
ン
セ

セ
ッ
シ
ョン
的
木
造
デ

ザ
イ
ン
。7
／
東
側

外
観
。高
窓
は
ア
ト

リ
エ（
新
画
室
）の
採

光
の
た
め
。

ゆ
か
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藤井厚二
1888（明治21）年、広島県は福山の豪商
の子として生まれ、東京大学卒業後、ま
だ社員数人の中小企業であった竹中工
務店に初の建築家として入り、数年して
京都大学に移る。伝統の数寄屋造とモ
ダンデザインのあい
だの通底性に気づ
き、1928（昭和3）
年、代表作の「聴竹
居」をつくる。ここか
ら日本の“木造モダ
ニズム”がスタート
する。38（昭和13）
年、49歳の働き盛り
に没した。

Fujim
ori Terunobu

藤森照信
建築家。建築史家。東京大学名誉教
授。東京都江戸東京博物館館長。工学
院大学特任教授。おもな受賞＝『明治の
東京計画』（岩波書店）で毎日出版文化
賞、『建築探偵の冒険東京篇』（筑摩書

房）で日本デザイン
文化賞・サントリー
学芸賞、建築作品

「赤瀬川原平邸（ニ
ラ・ハウス）」（1997）
で日本芸術大賞、

「 熊 本 県 立 農 業
大 学 校 学 生 寮 」

（2000）で日本建築
学会作品賞。

太田喜二郎邸
Ota
Kijiro
House

Fujii K
oji

本
近
代
住
宅
史
上
の
名
作

は
数
あ
れ
ど
、
不
幸
な
こ

と
に
多
く
は
火
事
で
焼
け

た
り
建
て
替
え
ら
れ
た
り
し
て
今
は

な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
藤
井
厚
二

の
場
合
、
ピ
ー
ク
を
画
し
た
「
聴
竹

居
」（
1
9
2
8
／『
T
O
T
O
通
信
』

2
0
0
0
年
冬
号
）
が
保
存
さ
れ
て

い
る
か
ら
当
然
取
り
上
げ
た
し
、
同

時
期
の「
八
木
邸
」（
1
9
3
0
／『
T

O
T
O
通
信
』2
0
1
8
年
新
春
号
）

も
紹
介
し
て
き
た
。

　
藤
井
厚
二
の
〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉

（
1
9
2
4
）を
探
訪
し
よ
う
と
思
い

立
っ
た
の
は
、
八
木
邸
と
違
い
ピ
ー

ク
に
至
る
4
年
前
の
作
だ
か
ら
だ
。

こ
れ
を
見
る
と
、
ピ
ー
ク
に
至
る
過

程
が
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
設
計
者
と
施
主
の
関
係
か
ら
述
べ

よ
う
。
京
都
大
学
建
築
学
科
教
授
の

武
田
五
一
が
、
1
9
2
0
年
、
モ
ダ

ン
な
点
描
画
で
鳴
ら
す
太
田
喜
二
郎

を
、
学
生
に
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
を
教
え

る
非
常
勤
講
師
に
招
き
、
同
年
、
藤

井
を
常
勤
の
講
師
と
し
て
、
と
い
う

よ
り
自
分
の
後
任
と
し
て
呼
び
、
ふ

　
設
計
は
5
カ
月
、
施
工
は
3
カ
月

で
完
成
と
わ
か
る
。
施
工
期
間
が
建

築
家
設
計
に
し
て
は
あ
ま
り
に
早
い

が
、
当
時
の
木
造
住
宅
は
設
計
さ
え

決
ま
れ
ば
、
た
と
え
藤
井
と
い
え
ど

伝
統
を
踏
ま
え
た
材
料
と
工
法
に
よ

る
限
り
3
カ
月
も
あ
れ
ば
十
分
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
訪
れ
て
み
よ
う
。
道
路
の
側
か
ら

眺
め
る
と
あ
り
ふ
れ
た
京
都
の
造
り

に
見
え
る
が
、
画
室
で
あ
る
無
窓
の

棟
の
三
ツ
割
の
壁
面
と
塀
と
で
生
ま

れ
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の
気
で

見
る
と
い
ち
じ
る
し
く
モ
ダ
ン
だ
し
、

左
手
和
室
の
勾
欄
の
、
市
松
紋
様
と

ウ
ィ
ー
ン
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
体
化

し
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
は
い
か
に
も

藤
井
好
み
。い

路
地
を
通
り
玄
関
前
に

立
つ
と
、
ド
ア
の
造
り
の

頑
丈
さ
に
気
づ
く
。
伝
統

的
和
風
住
宅
の
玄
関
引
き
戸
の
あ
ま

り
の
防
犯
・
防
風
上
の
無
防
備
さ
へ

の
反
省
を
込
め
た
と
思
わ
れ
、
こ
の

考
え
方
が
聴
竹
居
の
土
塗
り
大
壁
ド

ア
玄
関
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
の
だ
ろ

う
。

　
狭
い
路
地
と
閉
鎖
的
空
間
を
く
ぐ

り
抜
け
、
2
枚
目
の
ド
ア
を
押
し
て

入
る
と
、
と
書
い
て
か
ら
気
づ
い
た

が
、
現
在
、
日
本
の
ド
ア
は
外
開
き

が
普
通
だ
が
欧
米
は
内
開
き
が
原
則

で
、
藤
井
が
こ
の
違
い
を
ど
う
し
た

か
と
見
る
と
、
欧
米
流
を
採
用
し
て

い
る
。

　
ド
ア
を
押
し
て
中
に
踏
み
込
む
と

一
気
に
視
界
は
開
け
、
ひ
と
つ
空
間

の
中
に
居
間
と
食
堂
と
裁
縫
場
と
仏

壇
が
納
ま
っ
て
い
る
し
、
隣
の
台
所

か
ら
食
堂
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
引
き
戸

で
は
な
く
ハ
ッ
チ
を
通
す
。

　
台
所
と
食
堂
が
一
体
化
す
る
の
は

戦
後
の
住
宅
公
団
以
後
に
な
り
、
そ

れ
以
前
の
モ
ダ
ン
な
住
宅
は
ハ
ッ
チ

を
使
っ
て
台
所
と
食
堂
を
つ
な
い
で

い
た
が
、
あ
る
い
は
藤
井
に
始
ま
る

工
夫
な
の
か
、
そ
れ
と
も
欧
米
住
宅

が
元
か
。

　
一
見
し
て
奇
妙
な
空
間
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
空
間
の

中
に
床
と
畳
の
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
差

が
あ
り
、
畳
の
奥
に
は
仏
壇
が
納
ま

る
。
畳
部
分
が
図
面
で
は
裁
縫
場
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

母
が
和
裁
を
や
り
、
仏
に
手
を
合
わ

せ
て
い
た
と
わ
か
る
。
畳
の
和
と
床

の
洋
の
溝
を
段
差
を
付
け
て
解
消
す

る
や
り
方
は
、
後
に
聴
竹
居
で
使
わ

れ
る
し
、
以
後
い
ろ
ん
な
モ
ダ
ン
な

住
宅
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
の
起
源
も
藤
井
か
も
し
れ
な
い
。

妙
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、

と
い
う
か
、
だ
か
ら
こ
そ

目
立
つ
ひ
と
つ
の
質
が
こ

こ
に
は
あ
る
。
床
面
と
天
井
面
、
そ

し
て
壁
面
に
注
目
す
る
と
、
誰
で
も

わ
か
る
よ
う
に
強
く
黒
い
線
が
各
面

の
上
を
タ
テ
ヨ
コ
に
走
る
。
空
間
と

い
う
立
体
が
垂
直
と
水
平
の
線
に
よ

り
幾
何
学
的
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
天
井
の
格
子
状
の
線
は
強

い
。

　
こ
の
あ
ま
り
に
強
い
立
体
格
子
状

分
割
は
、
空
間
を
数
学
的
秩
序
に
従

わ
せ
た
い
と
い
う
設
計
者
の
意
図
を

露
わ
に
す
る
。
完
成
度
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
露
わ
に
す
る
。

　
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
藤
井
と

吉
田
五
十
八
の
本
質
的
差
が
見
え
て

く
る
。
や
や
唐
突
に
吉
田
を
引
き
合

い
に
出
し
た
が
、
日
本
の
伝
統
的
住

宅
の
近
代
化
と
い
う
難
問
を
考
え
る

と
き
、
藤
井
と
吉
田
の
ふ
た
り
の
名

が
ま
ず
挙
が
る
。
伝
統
の
数
寄
屋
造

を
ベ
ー
ス
に
し
た
藤
井
の
聴
竹
居
に

一
歩
遅
れ
て
、
東
京
の
吉
田
が
数
寄

屋
造
の
近
代
化
に
取
り
組
み
、
1
9

3
0
年
頃
に
は
〝
近
代
数
寄
屋
〞
を

確
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん

吉
田
は
和
と
洋
の
段
差
の
こ
と
も
ハ

ッ
チ
の
こ
と
も
よ
く
知
り
、
実
践
し

て
い
る
し
、
空
間
の
流
動
性
や
装
飾

性
排
除
も
藤
井
と
同
じ
。
藤
井
は
西

の
京
都
大
学
の
、
吉
田
は
東
の
東
京

藝
術
大
学
の
教
授
と
し
て
、
伝
統
的

木
造
住
宅
の
近
代
化
と
い
う
方
向
で

は
一
致
し
な
が
ら
、
漂
い
出
る
雰
囲

気
が
ど
こ
か
違
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
そ
の
狭
い
が
深
い
印
象
の
差
が
何

に
由
来
す
る
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
長

い
こ
と
ふ
た
り
を
一
緒
に
し
て
話
し

て
き
た
が
、〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉
の
居

間
を
見
て
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
ふ
た

り
の
差
は
空
間
の
背
後
に
幾
何
学
が

隠
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
差
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
藤
井
は
数
寄
屋
造
を
幾

何
学
と
い
う
数
学
で
洗
い
、
数
寄
屋

造
に
ま
と
わ
り
つ
く
手
技
と
い
う
か

味
わ
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
長
い

歴
史
の
な
か
で
染
み
込
ん
だ
垢
の
よ

う
な
も
の
を
流
し
去
っ
た
。
だ
か
ら
、

そ
の
後
の
木
造
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
源
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
今
は
考
え

て
い
る
。

た
り
は
知
り
合
う
。
そ
の
頃
、
太
田

は
、
点
描
画
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

印
象
派
の
画
法
で
は
日
本
の
風
景
を

包
む
湿
り
を
帯
び
た
光
と
暗
が
り
が

描
き
切
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
試

行
を
重
ね
て
い
た
。
光
も
暗
が
り
も
、

日
本
の
よ
う
に
湿
度
が
高
い
と
乾
燥

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
は
シ
ャ

ー
プ
に
な
ら
な
い
。

　
大
き
く
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

近
代
画
法
と
日
本
の
風
景
と
の
溝
を

埋
め
る
べ
く
実
績
を
重
ね
て
き
た
画

家
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
モ
ダ
ン

な
建
築
と
日
本
の
伝
統
的
木
造
建
築

の
あ
い
だ
に
橋
を
架
け
る
べ
く
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
す
建
築
家
の
ふ
た
り

が
意
気
投
合
す
る
。

　
幸
い
太
田
側
の
記
録
に
よ
り
設
計

過
程
が
次
の
よ
う
に
判
明
す
る
。

　
1
9
2
3
年
4
月
2
日
、
太
田
が

設
計
を
依
頼
。
6
月
4
日
、
太
田
、

藤
井
邸
を
訪
れ
、
相
談
。
8
月
20
日
、

太
田
、
藤
井
、
大
工
で
相
談
。
9
月

7
日
、
藤
井
、
現
場
の
縄
張
を
チ
ェ

ッ
ク
。
1
9
2
4
年
1
月
、
太
田
、

新
築
邸
へ
転
居
。

奇

N

平面図

現
代

住
宅

併
走

Fujii Koji × Fujimori Terunobu

次
の
間
（
増
築
部

分
）。右
手
襖
の
向

こ
う
が
ア
ト
リ
エ
。

11

8
10
9 8

／
ア
ト
リ
エ
。天

井
に
採
光
用
の
ガ
ラ

ス
。9
／
応
接
間
。

奥
に
ア
ト
リ
エ
。10

／
ア
ト
リ
エ
の
高
窓
。

建築概要
所在地 京都市上京区
主要用途 住宅＋アトリエ
設計 藤井厚二
施工 井口捨吉
敷地面積 360.19㎡
建築面積 150.67㎡
延床面積 201.22㎡
階数 地上2階
構造 木造
竣工年 1924年、1929年（増築）、
 1931年（増改築）
図面提供 京都大学大学院
 工学研究科建築学専攻

大通りから見た全景。白
壁の分割が伝統とは少
し違っている。

藤
井
厚
二
は
グ
ラ
フ

用
紙
上
で
案
を
検

討
し
た
後
、普
通
の

図
面
に
落
と
し
て
使

っ
た
。
彼
の
感
性
の

底
に
は
幾
何
学
が

あ
り
、そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
設
計
法
と
し

て
グ
ラ
フ
用
紙
が
選

ば
れ
た
。図
は
寸
法

等
の
な
い
設
計
当
初

の
清
書
図
面（
現
状

と
は
対
応
し
て
い
な

い
）。
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藤井厚二
1888（明治21）年、広島県は福山の豪商
の子として生まれ、東京大学卒業後、ま
だ社員数人の中小企業であった竹中工
務店に初の建築家として入り、数年して
京都大学に移る。伝統の数寄屋造とモ
ダンデザインのあい
だの通底性に気づ
き、1928（昭和3）
年、代表作の「聴竹
居」をつくる。ここか
ら日本の“木造モダ
ニズム”がスタート
する。38（昭和13）
年、49歳の働き盛り
に没した。

Fujim
ori Terunobu

藤森照信
建築家。建築史家。東京大学名誉教
授。東京都江戸東京博物館館長。工学
院大学特任教授。おもな受賞＝『明治の
東京計画』（岩波書店）で毎日出版文化
賞、『建築探偵の冒険東京篇』（筑摩書

房）で日本デザイン
文化賞・サントリー
学芸賞、建築作品

「赤瀬川原平邸（ニ
ラ・ハウス）」（1997）
で日本芸術大賞、

「 熊 本 県 立 農 業
大 学 校 学 生 寮 」

（2000）で日本建築
学会作品賞。

太田喜二郎邸
Ota
Kijiro
House

Fujii K
oji

本
近
代
住
宅
史
上
の
名
作

は
数
あ
れ
ど
、
不
幸
な
こ

と
に
多
く
は
火
事
で
焼
け

た
り
建
て
替
え
ら
れ
た
り
し
て
今
は

な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
藤
井
厚
二

の
場
合
、
ピ
ー
ク
を
画
し
た
「
聴
竹

居
」（
1
9
2
8
／『
T
O
T
O
通
信
』

2
0
0
0
年
冬
号
）
が
保
存
さ
れ
て

い
る
か
ら
当
然
取
り
上
げ
た
し
、
同

時
期
の「
八
木
邸
」（
1
9
3
0
／『
T

O
T
O
通
信
』2
0
1
8
年
新
春
号
）

も
紹
介
し
て
き
た
。

　
藤
井
厚
二
の
〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉

（
1
9
2
4
）を
探
訪
し
よ
う
と
思
い

立
っ
た
の
は
、
八
木
邸
と
違
い
ピ
ー

ク
に
至
る
4
年
前
の
作
だ
か
ら
だ
。

こ
れ
を
見
る
と
、
ピ
ー
ク
に
至
る
過

程
が
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
設
計
者
と
施
主
の
関
係
か
ら
述
べ

よ
う
。
京
都
大
学
建
築
学
科
教
授
の

武
田
五
一
が
、
1
9
2
0
年
、
モ
ダ

ン
な
点
描
画
で
鳴
ら
す
太
田
喜
二
郎

を
、
学
生
に
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
を
教
え

る
非
常
勤
講
師
に
招
き
、
同
年
、
藤

井
を
常
勤
の
講
師
と
し
て
、
と
い
う

よ
り
自
分
の
後
任
と
し
て
呼
び
、
ふ

　
設
計
は
5
カ
月
、
施
工
は
3
カ
月

で
完
成
と
わ
か
る
。
施
工
期
間
が
建

築
家
設
計
に
し
て
は
あ
ま
り
に
早
い

が
、
当
時
の
木
造
住
宅
は
設
計
さ
え

決
ま
れ
ば
、
た
と
え
藤
井
と
い
え
ど

伝
統
を
踏
ま
え
た
材
料
と
工
法
に
よ

る
限
り
3
カ
月
も
あ
れ
ば
十
分
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
訪
れ
て
み
よ
う
。
道
路
の
側
か
ら

眺
め
る
と
あ
り
ふ
れ
た
京
都
の
造
り

に
見
え
る
が
、
画
室
で
あ
る
無
窓
の

棟
の
三
ツ
割
の
壁
面
と
塀
と
で
生
ま

れ
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の
気
で

見
る
と
い
ち
じ
る
し
く
モ
ダ
ン
だ
し
、

左
手
和
室
の
勾
欄
の
、
市
松
紋
様
と

ウ
ィ
ー
ン
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
体
化

し
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
は
い
か
に
も

藤
井
好
み
。い

路
地
を
通
り
玄
関
前
に

立
つ
と
、
ド
ア
の
造
り
の

頑
丈
さ
に
気
づ
く
。
伝
統

的
和
風
住
宅
の
玄
関
引
き
戸
の
あ
ま

り
の
防
犯
・
防
風
上
の
無
防
備
さ
へ

の
反
省
を
込
め
た
と
思
わ
れ
、
こ
の

考
え
方
が
聴
竹
居
の
土
塗
り
大
壁
ド

ア
玄
関
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
の
だ
ろ

う
。

　
狭
い
路
地
と
閉
鎖
的
空
間
を
く
ぐ

り
抜
け
、
2
枚
目
の
ド
ア
を
押
し
て

入
る
と
、
と
書
い
て
か
ら
気
づ
い
た

が
、
現
在
、
日
本
の
ド
ア
は
外
開
き

が
普
通
だ
が
欧
米
は
内
開
き
が
原
則

で
、
藤
井
が
こ
の
違
い
を
ど
う
し
た

か
と
見
る
と
、
欧
米
流
を
採
用
し
て

い
る
。

　
ド
ア
を
押
し
て
中
に
踏
み
込
む
と

一
気
に
視
界
は
開
け
、
ひ
と
つ
空
間

の
中
に
居
間
と
食
堂
と
裁
縫
場
と
仏

壇
が
納
ま
っ
て
い
る
し
、
隣
の
台
所

か
ら
食
堂
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
引
き
戸

で
は
な
く
ハ
ッ
チ
を
通
す
。

　
台
所
と
食
堂
が
一
体
化
す
る
の
は

戦
後
の
住
宅
公
団
以
後
に
な
り
、
そ

れ
以
前
の
モ
ダ
ン
な
住
宅
は
ハ
ッ
チ

を
使
っ
て
台
所
と
食
堂
を
つ
な
い
で

い
た
が
、
あ
る
い
は
藤
井
に
始
ま
る

工
夫
な
の
か
、
そ
れ
と
も
欧
米
住
宅

が
元
か
。

　
一
見
し
て
奇
妙
な
空
間
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
空
間
の

中
に
床
と
畳
の
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
差

が
あ
り
、
畳
の
奥
に
は
仏
壇
が
納
ま

る
。
畳
部
分
が
図
面
で
は
裁
縫
場
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

母
が
和
裁
を
や
り
、
仏
に
手
を
合
わ

せ
て
い
た
と
わ
か
る
。
畳
の
和
と
床

の
洋
の
溝
を
段
差
を
付
け
て
解
消
す

る
や
り
方
は
、
後
に
聴
竹
居
で
使
わ

れ
る
し
、
以
後
い
ろ
ん
な
モ
ダ
ン
な

住
宅
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
の
起
源
も
藤
井
か
も
し
れ
な
い
。

妙
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、

と
い
う
か
、
だ
か
ら
こ
そ

目
立
つ
ひ
と
つ
の
質
が
こ

こ
に
は
あ
る
。
床
面
と
天
井
面
、
そ

し
て
壁
面
に
注
目
す
る
と
、
誰
で
も

わ
か
る
よ
う
に
強
く
黒
い
線
が
各
面

の
上
を
タ
テ
ヨ
コ
に
走
る
。
空
間
と

い
う
立
体
が
垂
直
と
水
平
の
線
に
よ

り
幾
何
学
的
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
天
井
の
格
子
状
の
線
は
強

い
。

　
こ
の
あ
ま
り
に
強
い
立
体
格
子
状

分
割
は
、
空
間
を
数
学
的
秩
序
に
従

わ
せ
た
い
と
い
う
設
計
者
の
意
図
を

露
わ
に
す
る
。
完
成
度
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
露
わ
に
す
る
。

　
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
藤
井
と

吉
田
五
十
八
の
本
質
的
差
が
見
え
て

く
る
。
や
や
唐
突
に
吉
田
を
引
き
合

い
に
出
し
た
が
、
日
本
の
伝
統
的
住

宅
の
近
代
化
と
い
う
難
問
を
考
え
る

と
き
、
藤
井
と
吉
田
の
ふ
た
り
の
名

が
ま
ず
挙
が
る
。
伝
統
の
数
寄
屋
造

を
ベ
ー
ス
に
し
た
藤
井
の
聴
竹
居
に

一
歩
遅
れ
て
、
東
京
の
吉
田
が
数
寄

屋
造
の
近
代
化
に
取
り
組
み
、
1
9

3
0
年
頃
に
は
〝
近
代
数
寄
屋
〞
を

確
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん

吉
田
は
和
と
洋
の
段
差
の
こ
と
も
ハ

ッ
チ
の
こ
と
も
よ
く
知
り
、
実
践
し

て
い
る
し
、
空
間
の
流
動
性
や
装
飾

性
排
除
も
藤
井
と
同
じ
。
藤
井
は
西

の
京
都
大
学
の
、
吉
田
は
東
の
東
京

藝
術
大
学
の
教
授
と
し
て
、
伝
統
的

木
造
住
宅
の
近
代
化
と
い
う
方
向
で

は
一
致
し
な
が
ら
、
漂
い
出
る
雰
囲

気
が
ど
こ
か
違
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
そ
の
狭
い
が
深
い
印
象
の
差
が
何

に
由
来
す
る
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
長

い
こ
と
ふ
た
り
を
一
緒
に
し
て
話
し

て
き
た
が
、〈
太
田
喜
二
郎
邸
〉
の
居

間
を
見
て
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
ふ
た

り
の
差
は
空
間
の
背
後
に
幾
何
学
が

隠
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
差
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
藤
井
は
数
寄
屋
造
を
幾

何
学
と
い
う
数
学
で
洗
い
、
数
寄
屋

造
に
ま
と
わ
り
つ
く
手
技
と
い
う
か

味
わ
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
長
い

歴
史
の
な
か
で
染
み
込
ん
だ
垢
の
よ

う
な
も
の
を
流
し
去
っ
た
。
だ
か
ら
、

そ
の
後
の
木
造
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
源
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
今
は
考
え

て
い
る
。

た
り
は
知
り
合
う
。
そ
の
頃
、
太
田

は
、
点
描
画
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

印
象
派
の
画
法
で
は
日
本
の
風
景
を

包
む
湿
り
を
帯
び
た
光
と
暗
が
り
が

描
き
切
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
試

行
を
重
ね
て
い
た
。
光
も
暗
が
り
も
、

日
本
の
よ
う
に
湿
度
が
高
い
と
乾
燥

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
は
シ
ャ

ー
プ
に
な
ら
な
い
。

　
大
き
く
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

近
代
画
法
と
日
本
の
風
景
と
の
溝
を

埋
め
る
べ
く
実
績
を
重
ね
て
き
た
画

家
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
モ
ダ
ン

な
建
築
と
日
本
の
伝
統
的
木
造
建
築

の
あ
い
だ
に
橋
を
架
け
る
べ
く
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
す
建
築
家
の
ふ
た
り

が
意
気
投
合
す
る
。

　
幸
い
太
田
側
の
記
録
に
よ
り
設
計

過
程
が
次
の
よ
う
に
判
明
す
る
。

　
1
9
2
3
年
4
月
2
日
、
太
田
が

設
計
を
依
頼
。
6
月
4
日
、
太
田
、

藤
井
邸
を
訪
れ
、
相
談
。
8
月
20
日
、

太
田
、
藤
井
、
大
工
で
相
談
。
9
月

7
日
、
藤
井
、
現
場
の
縄
張
を
チ
ェ

ッ
ク
。
1
9
2
4
年
1
月
、
太
田
、

新
築
邸
へ
転
居
。
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に
採
光
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の
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／
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間
。
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に
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／
ア
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エ
の
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大通りから見た全景。白
壁の分割が伝統とは少
し違っている。

藤
井
厚
二
は
グ
ラ
フ

用
紙
上
で
案
を
検

討
し
た
後
、普
通
の

図
面
に
落
と
し
て
使

っ
た
。
彼
の
感
性
の

底
に
は
幾
何
学
が

あ
り
、そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
設
計
法
と
し

て
グ
ラ
フ
用
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が
選
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て
い
な

い
）。

1/300
20 4m
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17F オフィスフロア

女子トイレ

個室 多機能トイレ

最
新
水
ま
わ
り
物
語

Number

　
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
ほ
ど

本
社
機
能
を
霞
が
関
か
ら
大
手
町
に

移
転
し
、
日
本
郵
政
、
日
本
郵
便
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
か
ん
ぽ
生
命
保
険

の
グ
ル
ー
プ
4
社
の
従
業
員
約
6
0

0
0
人
が
引
っ
越
し
を
完
了
し
た
。

新
オ
フ
ィ
ス
は
2
0
1
8
年
8
月
に

竣
工
し
た
「
大
手
町
プ
レ
イ
ス
」
ウ

エ
ス
ト
タ
ワ
ー
の
3
階
と
6
〜
24
階

を
占
め
、
延
床
面
積
は
6
万
㎡
。
見

ど
こ
ろ
満
載
の
新
本
社
と
水
ま
わ
り

を
取
材
し
た
。

　
移
転
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
陣
頭
指
揮

を
と
っ
た
齋
藤
隆
司
さ
ん
（
現
・
日

本
郵
政
不
動
産
）
に
よ
れ
ば
、
民
営

化
後
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
本
社
機
能

は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
霞
が
関

の
本
社
ビ
ル
だ
け
で
は
収
ま
り
き
ら

ず
、
周
辺
の
ビ
ル
を
含
め
た
8
カ
所

に
分
散
し
て
い
た
と
い
う
。

「
こ
れ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
の
効

率
や
グ
ル
ー
プ
間
の
意
思
疎
通
が
阻

害
さ
れ
、
交
流
に
よ
る
相
乗
効
果
も

生
ま
れ
な
い
の
で
、
ど
こ
か
1
カ
所

に
集
約
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
移
転

計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
」

　
6
0
0
0
人
が
収
容
で
き
る
ビ
ル

は
な
か
な
か
な
く
、
最
終
的
に
か
つ

て
逓
信
ビ
ル
が
あ
っ
た
敷
地
に
建
つ

再
開
発
ビ
ル
へ
の
移
転
が
決
ま
り
、

ゆ
か
り
の
あ
る
古
巣
・
大
手
町
に
戻

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
移
転
を
機
に
、
グ
ル
ー
プ
間
の
垣

根
を
な
く
す
こ
と
で
シ
ナ
ジ
ー
を
生

み
出
し
、
社
員
の
創
造
性
を
刺
激
し
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
向
上
す
る
よ
う

な
オ
フ
ィ
ス
を
つ
く
り
た
い
。
人
、

情
報
、地
域
を
結
ぶ
場
に
し
た
い
│
│

そ
れ
が
日
本
郵
政
と
し
て
の
要
望
だ

っ
た
と
齋
藤
さ
ん
は
語
る
。
そ
こ
で
、

当
然
な
が
ら
、
共
用
ス
ペ
ー
ス
の
充

実
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
齋
藤
さ
ん
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

な
か
で
も
気
合
い
が
入
っ
て
い
る
の

が
、
3
階
の
応
接
会
議
室
で
す
」
と

語
る
の
は
、
新
本
社
全
体
の
設
計
を

手
が
け
た
日
本
設
計
の
崎
山
茂
さ
ん
。

実
際
に
見
る
と
そ
の
完
成
度
に
驚
か

さ
れ
る
。
ガ
ラ
ス
で
仕
切
ら
れ
た
複

数
の
会
議
室
の
天
井
に
、
お
な
じ
み

の
前
島
密
の
1
円
切
手
を
は
じ
め
、

「
見
返
り
美
人
」「
月
に
雁
」な
ど
の
切

手
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
や
わ
ら

か
な
色
合
い
の
こ
れ
ら
の
天
井
画
は
、

交
差
点
の
向
か
い
側
か
ら
見
上
げ
る

と
ガ
ラ
ス
越
し
に
う
っ
す
ら
透
け
て

見
え
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
イ
メ
ー
ジ

を
街
に
発
信
す
る
サ
イ
ン
の
役
目
も

果
た
し
て
い
る
。

　
一
方
、
14
階
に
13
室
あ
る
会
議
室

に
は
「
北
陸
」「
沖
縄
」
な
ど
、
13
の

支
社
名
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

各
地
域
の
郵
便
番
号
で
構
成
し
た
地

図
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
描
か
れ
て
い
る
。

ガ
ラ
ス
壁
面
に
は
全
部
で
12
万
個
あ

る
と
い
う
郵
便
番
号
が
地
域
ご
と
に

び
っ
し
り
並
び
、
全
国
か
ら
訪
れ
る

お
客
さ
ま
と
の
会
話
の
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
さ
ら
に
、

社
員
食
堂
も
凝
っ
て
お
り
、
社
員
用

の
キ
ッ
チ
ン
、
座
敷
席
、
ボ
ッ
ク
ス

席
な
ど
多
様
な
コ
ー
ナ
ー
を
確
保
。

連
続
す
る
柱
に
は
社
史
の
エ
ポ
ッ
ク

と
な
る
年
表
が
描
か
れ
、
旧
逓
信
ビ

ル
の
意
匠
で
多
用
さ
れ
て
い
た
正
三

角
形
を
組
み
合
わ
せ
た
数
字
で
、
そ

の
年
号
を
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
応
接
会
議
室
、
会
議
室
、

食
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
53
回
日
本
サ

イ
ン
デ
ザ
イ
ン
賞
の
大
賞
、
銀
賞
、

入
選
を
総
な
め
に
し
て
お
り
、
同
グ

ル
ー
プ
の
新
本
社
に
か
け
た
情
熱
が

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
サ
イ
ン
デ

ザ
イ
ン
は
す
べ
て
、
テ
ラ
ダ
デ
ザ
イ

ン
の
平
手
健
一
さ
ん
が
手
が
け
た
。

　
さ
て
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
イ
ン
テ

リ
ア
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
遊
び
心
あ
ふ
れ
る
共
用
ス

ペ
ー
ス
と
比
べ
る
と
、
基
準
階
の
ト

イ
レ
は
白
さ
が
際
立
つ
シ
ン
プ
ル
な

内
装
。
窓
の
な
い
細
長
い
空
間
だ
が

明
る
い
印
象
で
、
両
サ
イ
ド
に
出
入

口
が
あ
る
の
で
閉
塞
感
も
な
い
。
崎

山
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
限
ら
れ
た
ス
ペ

ー
ス
に
必
要
な
個
数
の
衛
生
陶
器
を

配
置
す
る
制
約
上
、
用
を
足
す
エ
リ

ア
と
洗
面
エ
リ
ア
を
明
確
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
各
コ

ー
ナ
ー
の
配
置
に
は
気
を
配
っ
た
と

い
う
。
男
子
ト
イ
レ
は
中
央
に
大
便

器
ブ
ー
ス
と
小
便
器
を
向
か
い
合
わ

せ
に
配
し
、
そ
の
外
側
に
洗
面
器
、

さ
ら
に
一
番
外
側
に
歯
磨
き
に
も
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し

た
洗
面
器
を
別
途
配
置
。
女
子
ト
イ

レ
は
中
央
に
向
か
い
合
わ
せ
に
ブ
ー

ス
と
洗
面
器
を
配
し
、
両
端
に
歯
磨

き
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
洗
面

器
を
配
置
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
入

口
に
近
い
ほ
ど
、
清
潔
感
が
よ
り
求

め
ら
れ
る
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　
ま
た
、
女
子
ト
イ
レ
は
洗
面
所
の

鏡
に
隣
の
人
や
ブ
ー
ス
か
ら
出
て
き

た
人
が
映
り
込
ま
な
い
よ
う
、
鏡
の

幅
や
配
置
に
つ
い
て
も
細
か
く
検
討

し
た
と
い
う
。「
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で

気
を
遣
っ
て
く
れ
て
い
た
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
驚
く
。

「
オ
フ
ィ
ス
で
仕
事
を
し
て
い
る
と

自
分
も
感
じ
る
こ
と
で
す
が
、
昔
に

比
べ
て
煙
草
を
吸
う
人
が
減
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
ト
イ
レ
は
貴
重
な
息

抜
き
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
限
ら
れ
た
広
さ
で
も
で
き
る
だ

け
ゆ
っ
た
り
で
き
る
空
間
に
し
た
い

と
、
ト
イ
レ
づ
く
り
の
た
め
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
重
ね
る
な
ど
、
結
構
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
る
ん
で
す

よ
」
と
崎
山
さ
ん
は
語
る
。

　
な
お
、
基
準
階
の
ト
イ
レ
に
は
、

男
女
ト
イ
レ
そ
れ
ぞ
れ
の
一
方
の
入

口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
位
置
に
多
機
能

ト
イ
レ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
車
い
す

使
用
者
や
オ
ス
ト
メ
イ
ト
だ
け
で
な

く
、
L
G
B
T
（
性
的
少
数
者
）
に

も
配
慮
し
た
も
の
。
廊
下
か
ら
少
し

奥
ま
っ
た
位
置
に
配
す
る
こ
と
で
心

理
的
に
入
り
や
す
く
し
て
い
る
。

　
次
に
、
大
会
議
室
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
あ
る
22
階
の
ト
イ
レ
は
、
ゲ
ス
ト

用
に
ふ
さ
わ
し
い
上
質
な
落
ち
着
き

の
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
だ
。
洗
面
コ
ー

ナ
ー
の
鏡
の
背
後
の
壁
に
は
艶
の
あ

る
白
い
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
、
間
接
照

明
に
よ
る
陰
影
が
美
し
い
。「
今
回
こ

の
ビ
ル
の
内
装
で
は
日
本
の
伝
統
工

芸
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
タ
イ

ル
を
多
用
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
釉

薬
が
か
か
っ
た
タ
イ
ル
を
使
う
こ
と

で
、
少
し
和
を
感
じ
さ
せ
る
深
み
を

出
し
て
い
ま
す
」
と
崎
山
さ
ん
。

　
最
後
に
、
15
階
に
あ
る
シ
ャ
ワ
ー

ル
ー
ム
を
見
学
し
た
。
健
康
経
営
に

力
を
入
れ
る
同
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ

の
フ
ロ
ア
に
柔
道
や
剣
道
、
ヨ
ガ
な

ど
、
多
様
な
活
動
に
使
え
る
広
い
健

康
増
進
施
設
を
設
け
、
隣
に
シ
ャ
ワ

ー
室
も
確
保
し
て
い
る
の
だ
。
男
女

別
に
、
複
数
の
シ
ャ
ワ
ー
ブ
ー
ス
が

配
さ
れ
、
洗
面
カ
ウ
ン
タ
ー
、
ト
イ

レ
、
鍵
付
き
ロ
ッ
カ
ー
も
完
備
。
こ

こ
に
も
L
G
B
T
配
慮
の
シ
ャ
ワ
ー

ブ
ー
ス
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
齋
藤
さ
ん
い
わ
く
、「
郵
政
グ
ル
ー

プ
に
は
霞
が
関
に
本
社
が
あ
る
頃
か

ら
皇
居
の
ま
わ
り
を
ラ
ン
ニ
ン
グ
す

る
人
が
大
勢
い
ま
し
た
。
以
前
は
ジ

ム
な
ど
の
福
利
厚
生
施
設
も
あ
っ
た

の
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
不
足
か
ら
ど

ん
ど
ん
オ
フ
ィ
ス
に
用
途
転
換
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
手
町
に
移
転

す
る
な
ら
ぜ
ひ
復
活
し
て
ほ
し
い
と

い
う
声
は
多
か
っ
た
ん
で
す
。
今
は

自
転
車
で
通
勤
す
る
人
も
結
構
多
い

で
す
し
、
金
融
機
関
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
や
災
害
対
応
の
た
め
に
宿
泊
す
る

社
員
も
い
ま
す
か
ら
、
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
で
き
る
シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
は
非
常

に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
」。

　
ち
な
み
に
、
同
オ
フ
ィ
ス
は
環
境

性
能
評
価
指
標
で
あ
る
L
E
E
D
の

C
I
（C

om
m

ercial Interiors

）

部
門
に
お
い
て
ゴ
ー
ル
ド
認
証
を
取

得
。
省
エ
ネ
性
能
だ
け
で
な
く
、
節

水
性
能
、
建
設
中
の
廃
棄
物
管
理
、

室
内
温
熱
環
境
の
質
な
ど
の
性
能
に

関
し
て
も
世
界
的
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。「
ト
イ
レ
の
節
水

型
機
器
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
」
と
齋
藤
さ
ん
。

　
ど
こ
を
見
て
も
う
ら
や
ま
し
い
ば

か
り
に
快
適
で
、
企
業
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
も
感
じ
ら
れ
、
さ
ぞ
社
員
の

満
足
度
も
高
い
に
ち
が
い
な
い
最
先

端
オ
フ
ィ
ス
。
大
規
模
な
移
転
に
よ

る
オ
フ
ィ
ス
の
統
合
は
、
今
後
、
社

員
の
意
識
や
働
き
方
に
ど
ん
な
変
化

を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
各
社
を

1
カ
所
に
集
約
し
た
新
オ
フ
ィ
ス

取
材
・
文
／
大
山
直
美
　
写
真
／
傍
島
利
浩

日
本
郵
政 

大
手
町
本
社

JA
PA

N
 P

O
ST

 G
R

O
U

P
 H

E
A

D
Q

U
A

R
T

E
R

S

日
本
郵
政

な
ら
で
は
の
意
匠
が

各
所
を
彩
る

L
G
B
T
に
も

配
慮
し
た
こ
ま
や
か
な

水
ま
わ
り

51

個室の正面に洗面器を置
いた省スペースの配置。
手前に歯磨きにも用いる
ことができる洗面器、壁
面には小物入れ。

手前と奥の2方向から出
入りすることができる間
取りになっている。

トイレ全体と同様に、個
室内も清潔感のある白い
内装。

さまざまな状況の人が使
いやすいよう、男女とも
に入口に配置されている。

ガラス面に郵便番号の数
字で描かれた日本地図。

壁面に大きな郵便記号が
描かれた会議室ロビー。

ギャラリー入口の「富士
山（挾土秀平作）」。

切手のドット絵で彩られ
た応接会議室の天井。

男子トイレ

17F トイレ平面図
0 1 2m

1/250
N

多機能
トイレ女子トイレ

男子トイレ 多機能
トイレ

4849



17F オフィスフロア

女子トイレ

個室 多機能トイレ

最
新
水
ま
わ
り
物
語

Number

　
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
ほ
ど

本
社
機
能
を
霞
が
関
か
ら
大
手
町
に

移
転
し
、
日
本
郵
政
、
日
本
郵
便
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
か
ん
ぽ
生
命
保
険

の
グ
ル
ー
プ
4
社
の
従
業
員
約
6
0

0
0
人
が
引
っ
越
し
を
完
了
し
た
。

新
オ
フ
ィ
ス
は
2
0
1
8
年
8
月
に

竣
工
し
た
「
大
手
町
プ
レ
イ
ス
」
ウ

エ
ス
ト
タ
ワ
ー
の
3
階
と
6
〜
24
階

を
占
め
、
延
床
面
積
は
6
万
㎡
。
見

ど
こ
ろ
満
載
の
新
本
社
と
水
ま
わ
り

を
取
材
し
た
。

　
移
転
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
陣
頭
指
揮

を
と
っ
た
齋
藤
隆
司
さ
ん
（
現
・
日

本
郵
政
不
動
産
）
に
よ
れ
ば
、
民
営

化
後
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
本
社
機
能

は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
霞
が
関

の
本
社
ビ
ル
だ
け
で
は
収
ま
り
き
ら

ず
、
周
辺
の
ビ
ル
を
含
め
た
8
カ
所

に
分
散
し
て
い
た
と
い
う
。

「
こ
れ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
の
効

率
や
グ
ル
ー
プ
間
の
意
思
疎
通
が
阻

害
さ
れ
、
交
流
に
よ
る
相
乗
効
果
も

生
ま
れ
な
い
の
で
、
ど
こ
か
1
カ
所

に
集
約
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
移
転

計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
」

　
6
0
0
0
人
が
収
容
で
き
る
ビ
ル

は
な
か
な
か
な
く
、
最
終
的
に
か
つ

て
逓
信
ビ
ル
が
あ
っ
た
敷
地
に
建
つ

再
開
発
ビ
ル
へ
の
移
転
が
決
ま
り
、

ゆ
か
り
の
あ
る
古
巣
・
大
手
町
に
戻

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
移
転
を
機
に
、
グ
ル
ー
プ
間
の
垣

根
を
な
く
す
こ
と
で
シ
ナ
ジ
ー
を
生

み
出
し
、
社
員
の
創
造
性
を
刺
激
し
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
向
上
す
る
よ
う

な
オ
フ
ィ
ス
を
つ
く
り
た
い
。
人
、

情
報
、地
域
を
結
ぶ
場
に
し
た
い
│
│

そ
れ
が
日
本
郵
政
と
し
て
の
要
望
だ

っ
た
と
齋
藤
さ
ん
は
語
る
。
そ
こ
で
、

当
然
な
が
ら
、
共
用
ス
ペ
ー
ス
の
充

実
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
齋
藤
さ
ん
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

な
か
で
も
気
合
い
が
入
っ
て
い
る
の

が
、
3
階
の
応
接
会
議
室
で
す
」
と

語
る
の
は
、
新
本
社
全
体
の
設
計
を

手
が
け
た
日
本
設
計
の
崎
山
茂
さ
ん
。

実
際
に
見
る
と
そ
の
完
成
度
に
驚
か

さ
れ
る
。
ガ
ラ
ス
で
仕
切
ら
れ
た
複

数
の
会
議
室
の
天
井
に
、
お
な
じ
み

の
前
島
密
の
1
円
切
手
を
は
じ
め
、

「
見
返
り
美
人
」「
月
に
雁
」な
ど
の
切

手
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
や
わ
ら

か
な
色
合
い
の
こ
れ
ら
の
天
井
画
は
、

交
差
点
の
向
か
い
側
か
ら
見
上
げ
る

と
ガ
ラ
ス
越
し
に
う
っ
す
ら
透
け
て

見
え
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
イ
メ
ー
ジ

を
街
に
発
信
す
る
サ
イ
ン
の
役
目
も

果
た
し
て
い
る
。

　
一
方
、
14
階
に
13
室
あ
る
会
議
室

に
は
「
北
陸
」「
沖
縄
」
な
ど
、
13
の

支
社
名
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

各
地
域
の
郵
便
番
号
で
構
成
し
た
地

図
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
描
か
れ
て
い
る
。

ガ
ラ
ス
壁
面
に
は
全
部
で
12
万
個
あ

る
と
い
う
郵
便
番
号
が
地
域
ご
と
に

び
っ
し
り
並
び
、
全
国
か
ら
訪
れ
る

お
客
さ
ま
と
の
会
話
の
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
さ
ら
に
、

社
員
食
堂
も
凝
っ
て
お
り
、
社
員
用

の
キ
ッ
チ
ン
、
座
敷
席
、
ボ
ッ
ク
ス

席
な
ど
多
様
な
コ
ー
ナ
ー
を
確
保
。

連
続
す
る
柱
に
は
社
史
の
エ
ポ
ッ
ク

と
な
る
年
表
が
描
か
れ
、
旧
逓
信
ビ

ル
の
意
匠
で
多
用
さ
れ
て
い
た
正
三

角
形
を
組
み
合
わ
せ
た
数
字
で
、
そ

の
年
号
を
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
応
接
会
議
室
、
会
議
室
、

食
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
53
回
日
本
サ

イ
ン
デ
ザ
イ
ン
賞
の
大
賞
、
銀
賞
、

入
選
を
総
な
め
に
し
て
お
り
、
同
グ

ル
ー
プ
の
新
本
社
に
か
け
た
情
熱
が

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
サ
イ
ン
デ

ザ
イ
ン
は
す
べ
て
、
テ
ラ
ダ
デ
ザ
イ

ン
の
平
手
健
一
さ
ん
が
手
が
け
た
。

　
さ
て
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
イ
ン
テ

リ
ア
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
遊
び
心
あ
ふ
れ
る
共
用
ス

ペ
ー
ス
と
比
べ
る
と
、
基
準
階
の
ト

イ
レ
は
白
さ
が
際
立
つ
シ
ン
プ
ル
な

内
装
。
窓
の
な
い
細
長
い
空
間
だ
が

明
る
い
印
象
で
、
両
サ
イ
ド
に
出
入

口
が
あ
る
の
で
閉
塞
感
も
な
い
。
崎

山
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
限
ら
れ
た
ス
ペ

ー
ス
に
必
要
な
個
数
の
衛
生
陶
器
を

配
置
す
る
制
約
上
、
用
を
足
す
エ
リ

ア
と
洗
面
エ
リ
ア
を
明
確
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
各
コ

ー
ナ
ー
の
配
置
に
は
気
を
配
っ
た
と

い
う
。
男
子
ト
イ
レ
は
中
央
に
大
便

器
ブ
ー
ス
と
小
便
器
を
向
か
い
合
わ

せ
に
配
し
、
そ
の
外
側
に
洗
面
器
、

さ
ら
に
一
番
外
側
に
歯
磨
き
に
も
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し

た
洗
面
器
を
別
途
配
置
。
女
子
ト
イ

レ
は
中
央
に
向
か
い
合
わ
せ
に
ブ
ー

ス
と
洗
面
器
を
配
し
、
両
端
に
歯
磨

き
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
洗
面

器
を
配
置
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
入

口
に
近
い
ほ
ど
、
清
潔
感
が
よ
り
求

め
ら
れ
る
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　
ま
た
、
女
子
ト
イ
レ
は
洗
面
所
の

鏡
に
隣
の
人
や
ブ
ー
ス
か
ら
出
て
き

た
人
が
映
り
込
ま
な
い
よ
う
、
鏡
の

幅
や
配
置
に
つ
い
て
も
細
か
く
検
討

し
た
と
い
う
。「
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で

気
を
遣
っ
て
く
れ
て
い
た
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
驚
く
。

「
オ
フ
ィ
ス
で
仕
事
を
し
て
い
る
と

自
分
も
感
じ
る
こ
と
で
す
が
、
昔
に

比
べ
て
煙
草
を
吸
う
人
が
減
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
ト
イ
レ
は
貴
重
な
息

抜
き
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
限
ら
れ
た
広
さ
で
も
で
き
る
だ

け
ゆ
っ
た
り
で
き
る
空
間
に
し
た
い

と
、
ト
イ
レ
づ
く
り
の
た
め
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
重
ね
る
な
ど
、
結
構
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
る
ん
で
す

よ
」
と
崎
山
さ
ん
は
語
る
。

　
な
お
、
基
準
階
の
ト
イ
レ
に
は
、

男
女
ト
イ
レ
そ
れ
ぞ
れ
の
一
方
の
入

口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
位
置
に
多
機
能

ト
イ
レ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
車
い
す

使
用
者
や
オ
ス
ト
メ
イ
ト
だ
け
で
な

く
、
L
G
B
T
（
性
的
少
数
者
）
に

も
配
慮
し
た
も
の
。
廊
下
か
ら
少
し

奥
ま
っ
た
位
置
に
配
す
る
こ
と
で
心

理
的
に
入
り
や
す
く
し
て
い
る
。

　
次
に
、
大
会
議
室
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
あ
る
22
階
の
ト
イ
レ
は
、
ゲ
ス
ト

用
に
ふ
さ
わ
し
い
上
質
な
落
ち
着
き

の
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
だ
。
洗
面
コ
ー

ナ
ー
の
鏡
の
背
後
の
壁
に
は
艶
の
あ

る
白
い
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
、
間
接
照

明
に
よ
る
陰
影
が
美
し
い
。「
今
回
こ

の
ビ
ル
の
内
装
で
は
日
本
の
伝
統
工

芸
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
タ
イ

ル
を
多
用
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
釉

薬
が
か
か
っ
た
タ
イ
ル
を
使
う
こ
と

で
、
少
し
和
を
感
じ
さ
せ
る
深
み
を

出
し
て
い
ま
す
」
と
崎
山
さ
ん
。

　
最
後
に
、
15
階
に
あ
る
シ
ャ
ワ
ー

ル
ー
ム
を
見
学
し
た
。
健
康
経
営
に

力
を
入
れ
る
同
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ

の
フ
ロ
ア
に
柔
道
や
剣
道
、
ヨ
ガ
な

ど
、
多
様
な
活
動
に
使
え
る
広
い
健

康
増
進
施
設
を
設
け
、
隣
に
シ
ャ
ワ

ー
室
も
確
保
し
て
い
る
の
だ
。
男
女

別
に
、
複
数
の
シ
ャ
ワ
ー
ブ
ー
ス
が

配
さ
れ
、
洗
面
カ
ウ
ン
タ
ー
、
ト
イ

レ
、
鍵
付
き
ロ
ッ
カ
ー
も
完
備
。
こ

こ
に
も
L
G
B
T
配
慮
の
シ
ャ
ワ
ー

ブ
ー
ス
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
齋
藤
さ
ん
い
わ
く
、「
郵
政
グ
ル
ー

プ
に
は
霞
が
関
に
本
社
が
あ
る
頃
か

ら
皇
居
の
ま
わ
り
を
ラ
ン
ニ
ン
グ
す

る
人
が
大
勢
い
ま
し
た
。
以
前
は
ジ

ム
な
ど
の
福
利
厚
生
施
設
も
あ
っ
た

の
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
不
足
か
ら
ど

ん
ど
ん
オ
フ
ィ
ス
に
用
途
転
換
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
手
町
に
移
転

す
る
な
ら
ぜ
ひ
復
活
し
て
ほ
し
い
と

い
う
声
は
多
か
っ
た
ん
で
す
。
今
は

自
転
車
で
通
勤
す
る
人
も
結
構
多
い

で
す
し
、
金
融
機
関
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
や
災
害
対
応
の
た
め
に
宿
泊
す
る

社
員
も
い
ま
す
か
ら
、
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
で
き
る
シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
は
非
常

に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
」。

　
ち
な
み
に
、
同
オ
フ
ィ
ス
は
環
境

性
能
評
価
指
標
で
あ
る
L
E
E
D
の

C
I
（C

om
m

ercial Interiors

）

部
門
に
お
い
て
ゴ
ー
ル
ド
認
証
を
取

得
。
省
エ
ネ
性
能
だ
け
で
な
く
、
節

水
性
能
、
建
設
中
の
廃
棄
物
管
理
、

室
内
温
熱
環
境
の
質
な
ど
の
性
能
に

関
し
て
も
世
界
的
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。「
ト
イ
レ
の
節
水

型
機
器
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
」
と
齋
藤
さ
ん
。

　
ど
こ
を
見
て
も
う
ら
や
ま
し
い
ば

か
り
に
快
適
で
、
企
業
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
も
感
じ
ら
れ
、
さ
ぞ
社
員
の

満
足
度
も
高
い
に
ち
が
い
な
い
最
先

端
オ
フ
ィ
ス
。
大
規
模
な
移
転
に
よ

る
オ
フ
ィ
ス
の
統
合
は
、
今
後
、
社

員
の
意
識
や
働
き
方
に
ど
ん
な
変
化

を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
各
社
を

1
カ
所
に
集
約
し
た
新
オ
フ
ィ
ス

取
材
・
文
／
大
山
直
美
　
写
真
／
傍
島
利
浩

日
本
郵
政 

大
手
町
本
社
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日
本
郵
政

な
ら
で
は
の
意
匠
が

各
所
を
彩
る

L
G
B
T
に
も

配
慮
し
た
こ
ま
や
か
な

水
ま
わ
り

51

個室の正面に洗面器を置
いた省スペースの配置。
手前に歯磨きにも用いる
ことができる洗面器、壁
面には小物入れ。

手前と奥の2方向から出
入りすることができる間
取りになっている。

トイレ全体と同様に、個
室内も清潔感のある白い
内装。

さまざまな状況の人が使
いやすいよう、男女とも
に入口に配置されている。

ガラス面に郵便番号の数
字で描かれた日本地図。

壁面に大きな郵便記号が
描かれた会議室ロビー。

ギャラリー入口の「富士
山（挾土秀平作）」。

切手のドット絵で彩られ
た応接会議室の天井。
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日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
ほ
ど

本
社
機
能
を
霞
が
関
か
ら
大
手
町
に

移
転
し
、
日
本
郵
政
、
日
本
郵
便
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
か
ん
ぽ
生
命
保
険

の
グ
ル
ー
プ
4
社
の
従
業
員
約
6
0

0
0
人
が
引
っ
越
し
を
完
了
し
た
。

新
オ
フ
ィ
ス
は
2
0
1
8
年
8
月
に

竣
工
し
た
「
大
手
町
プ
レ
イ
ス
」
ウ

エ
ス
ト
タ
ワ
ー
の
3
階
と
6
〜
24
階

を
占
め
、
延
床
面
積
は
6
万
㎡
。
見

ど
こ
ろ
満
載
の
新
本
社
と
水
ま
わ
り

を
取
材
し
た
。

　
移
転
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
陣
頭
指
揮

を
と
っ
た
齋
藤
隆
司
さ
ん
（
現
・
日

本
郵
政
不
動
産
）
に
よ
れ
ば
、
民
営

化
後
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
本
社
機
能

は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
霞
が
関

の
本
社
ビ
ル
だ
け
で
は
収
ま
り
き
ら

ず
、
周
辺
の
ビ
ル
を
含
め
た
8
カ
所

に
分
散
し
て
い
た
と
い
う
。

「
こ
れ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
の
効

率
や
グ
ル
ー
プ
間
の
意
思
疎
通
が
阻

害
さ
れ
、
交
流
に
よ
る
相
乗
効
果
も

生
ま
れ
な
い
の
で
、
ど
こ
か
1
カ
所

に
集
約
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
移
転

計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
」

　
6
0
0
0
人
が
収
容
で
き
る
ビ
ル

は
な
か
な
か
な
く
、
最
終
的
に
か
つ

て
逓
信
ビ
ル
が
あ
っ
た
敷
地
に
建
つ

再
開
発
ビ
ル
へ
の
移
転
が
決
ま
り
、

ゆ
か
り
の
あ
る
古
巣
・
大
手
町
に
戻

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
移
転
を
機
に
、
グ
ル
ー
プ
間
の
垣

根
を
な
く
す
こ
と
で
シ
ナ
ジ
ー
を
生

み
出
し
、
社
員
の
創
造
性
を
刺
激
し
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
向
上
す
る
よ
う

な
オ
フ
ィ
ス
を
つ
く
り
た
い
。
人
、

情
報
、地
域
を
結
ぶ
場
に
し
た
い
│
│

そ
れ
が
日
本
郵
政
と
し
て
の
要
望
だ

っ
た
と
齋
藤
さ
ん
は
語
る
。
そ
こ
で
、

当
然
な
が
ら
、
共
用
ス
ペ
ー
ス
の
充

実
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
齋
藤
さ
ん
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

な
か
で
も
気
合
い
が
入
っ
て
い
る
の

が
、
3
階
の
応
接
会
議
室
で
す
」
と

語
る
の
は
、
新
本
社
全
体
の
設
計
を

手
が
け
た
日
本
設
計
の
崎
山
茂
さ
ん
。

実
際
に
見
る
と
そ
の
完
成
度
に
驚
か

さ
れ
る
。
ガ
ラ
ス
で
仕
切
ら
れ
た
複

数
の
会
議
室
の
天
井
に
、
お
な
じ
み

の
前
島
密
の
1
円
切
手
を
は
じ
め
、

「
見
返
り
美
人
」「
月
に
雁
」な
ど
の
切

手
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
や
わ
ら

か
な
色
合
い
の
こ
れ
ら
の
天
井
画
は
、

交
差
点
の
向
か
い
側
か
ら
見
上
げ
る

と
ガ
ラ
ス
越
し
に
う
っ
す
ら
透
け
て

見
え
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
イ
メ
ー
ジ

を
街
に
発
信
す
る
サ
イ
ン
の
役
目
も

果
た
し
て
い
る
。

　
一
方
、
14
階
に
13
室
あ
る
会
議
室

に
は
「
北
陸
」「
沖
縄
」
な
ど
、
13
の

支
社
名
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

各
地
域
の
郵
便
番
号
で
構
成
し
た
地

図
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
描
か
れ
て
い
る
。

ガ
ラ
ス
壁
面
に
は
全
部
で
12
万
個
あ

る
と
い
う
郵
便
番
号
が
地
域
ご
と
に

び
っ
し
り
並
び
、
全
国
か
ら
訪
れ
る

お
客
さ
ま
と
の
会
話
の
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
さ
ら
に
、

社
員
食
堂
も
凝
っ
て
お
り
、
社
員
用

の
キ
ッ
チ
ン
、
座
敷
席
、
ボ
ッ
ク
ス

席
な
ど
多
様
な
コ
ー
ナ
ー
を
確
保
。

連
続
す
る
柱
に
は
社
史
の
エ
ポ
ッ
ク

と
な
る
年
表
が
描
か
れ
、
旧
逓
信
ビ

ル
の
意
匠
で
多
用
さ
れ
て
い
た
正
三

角
形
を
組
み
合
わ
せ
た
数
字
で
、
そ

の
年
号
を
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
応
接
会
議
室
、
会
議
室
、

食
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
53
回
日
本
サ

イ
ン
デ
ザ
イ
ン
賞
の
大
賞
、
銀
賞
、

入
選
を
総
な
め
に
し
て
お
り
、
同
グ

ル
ー
プ
の
新
本
社
に
か
け
た
情
熱
が

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
サ
イ
ン
デ

ザ
イ
ン
は
す
べ
て
、
テ
ラ
ダ
デ
ザ
イ

ン
の
平
手
健
一
さ
ん
が
手
が
け
た
。

　
さ
て
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
イ
ン
テ

リ
ア
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
遊
び
心
あ
ふ
れ
る
共
用
ス

ペ
ー
ス
と
比
べ
る
と
、
基
準
階
の
ト

イ
レ
は
白
さ
が
際
立
つ
シ
ン
プ
ル
な

内
装
。
窓
の
な
い
細
長
い
空
間
だ
が

明
る
い
印
象
で
、
両
サ
イ
ド
に
出
入

口
が
あ
る
の
で
閉
塞
感
も
な
い
。
崎

山
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
限
ら
れ
た
ス
ペ

ー
ス
に
必
要
な
個
数
の
衛
生
陶
器
を

配
置
す
る
制
約
上
、
用
を
足
す
エ
リ

ア
と
洗
面
エ
リ
ア
を
明
確
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
各
コ

ー
ナ
ー
の
配
置
に
は
気
を
配
っ
た
と

い
う
。
男
子
ト
イ
レ
は
中
央
に
大
便

器
ブ
ー
ス
と
小
便
器
を
向
か
い
合
わ

せ
に
配
し
、
そ
の
外
側
に
洗
面
器
、

さ
ら
に
一
番
外
側
に
歯
磨
き
に
も
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し

た
洗
面
器
を
別
途
配
置
。
女
子
ト
イ

レ
は
中
央
に
向
か
い
合
わ
せ
に
ブ
ー

ス
と
洗
面
器
を
配
し
、
両
端
に
歯
磨

き
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
洗
面

器
を
配
置
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
入

口
に
近
い
ほ
ど
、
清
潔
感
が
よ
り
求

め
ら
れ
る
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　
ま
た
、
女
子
ト
イ
レ
は
洗
面
所
の

鏡
に
隣
の
人
や
ブ
ー
ス
か
ら
出
て
き

た
人
が
映
り
込
ま
な
い
よ
う
、
鏡
の

幅
や
配
置
に
つ
い
て
も
細
か
く
検
討

し
た
と
い
う
。「
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で

気
を
遣
っ
て
く
れ
て
い
た
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
驚
く
。

「
オ
フ
ィ
ス
で
仕
事
を
し
て
い
る
と

自
分
も
感
じ
る
こ
と
で
す
が
、
昔
に

比
べ
て
煙
草
を
吸
う
人
が
減
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
ト
イ
レ
は
貴
重
な
息

抜
き
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
限
ら
れ
た
広
さ
で
も
で
き
る
だ

け
ゆ
っ
た
り
で
き
る
空
間
に
し
た
い

と
、
ト
イ
レ
づ
く
り
の
た
め
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
重
ね
る
な
ど
、
結
構
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
る
ん
で
す

よ
」
と
崎
山
さ
ん
は
語
る
。

　
な
お
、
基
準
階
の
ト
イ
レ
に
は
、

男
女
ト
イ
レ
そ
れ
ぞ
れ
の
一
方
の
入

口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
位
置
に
多
機
能

ト
イ
レ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
車
い
す

使
用
者
や
オ
ス
ト
メ
イ
ト
だ
け
で
な

く
、
L
G
B
T
（
性
的
少
数
者
）
に

も
配
慮
し
た
も
の
。
廊
下
か
ら
少
し

奥
ま
っ
た
位
置
に
配
す
る
こ
と
で
心

理
的
に
入
り
や
す
く
し
て
い
る
。

　
次
に
、
大
会
議
室
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
あ
る
22
階
の
ト
イ
レ
は
、
ゲ
ス
ト

用
に
ふ
さ
わ
し
い
上
質
な
落
ち
着
き

の
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
だ
。
洗
面
コ
ー

ナ
ー
の
鏡
の
背
後
の
壁
に
は
艶
の
あ

る
白
い
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
、
間
接
照

明
に
よ
る
陰
影
が
美
し
い
。「
今
回
こ

の
ビ
ル
の
内
装
で
は
日
本
の
伝
統
工

芸
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
タ
イ

ル
を
多
用
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
釉

薬
が
か
か
っ
た
タ
イ
ル
を
使
う
こ
と

で
、
少
し
和
を
感
じ
さ
せ
る
深
み
を

出
し
て
い
ま
す
」
と
崎
山
さ
ん
。

　
最
後
に
、
15
階
に
あ
る
シ
ャ
ワ
ー

ル
ー
ム
を
見
学
し
た
。
健
康
経
営
に

力
を
入
れ
る
同
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ

の
フ
ロ
ア
に
柔
道
や
剣
道
、
ヨ
ガ
な

ど
、
多
様
な
活
動
に
使
え
る
広
い
健

康
増
進
施
設
を
設
け
、
隣
に
シ
ャ
ワ

ー
室
も
確
保
し
て
い
る
の
だ
。
男
女

別
に
、
複
数
の
シ
ャ
ワ
ー
ブ
ー
ス
が

配
さ
れ
、
洗
面
カ
ウ
ン
タ
ー
、
ト
イ

レ
、
鍵
付
き
ロ
ッ
カ
ー
も
完
備
。
こ

こ
に
も
L
G
B
T
配
慮
の
シ
ャ
ワ
ー

ブ
ー
ス
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
齋
藤
さ
ん
い
わ
く
、「
郵
政
グ
ル
ー

プ
に
は
霞
が
関
に
本
社
が
あ
る
頃
か

ら
皇
居
の
ま
わ
り
を
ラ
ン
ニ
ン
グ
す

る
人
が
大
勢
い
ま
し
た
。
以
前
は
ジ

ム
な
ど
の
福
利
厚
生
施
設
も
あ
っ
た

の
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
不
足
か
ら
ど

ん
ど
ん
オ
フ
ィ
ス
に
用
途
転
換
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
手
町
に
移
転

す
る
な
ら
ぜ
ひ
復
活
し
て
ほ
し
い
と

い
う
声
は
多
か
っ
た
ん
で
す
。
今
は

自
転
車
で
通
勤
す
る
人
も
結
構
多
い

で
す
し
、
金
融
機
関
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
や
災
害
対
応
の
た
め
に
宿
泊
す
る

社
員
も
い
ま
す
か
ら
、
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
で
き
る
シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
は
非
常

に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
」。

　
ち
な
み
に
、
同
オ
フ
ィ
ス
は
環
境

性
能
評
価
指
標
で
あ
る
L
E
E
D
の

C
I
（C

om
m

ercial Interiors

）

部
門
に
お
い
て
ゴ
ー
ル
ド
認
証
を
取

得
。
省
エ
ネ
性
能
だ
け
で
な
く
、
節

水
性
能
、
建
設
中
の
廃
棄
物
管
理
、

室
内
温
熱
環
境
の
質
な
ど
の
性
能
に

関
し
て
も
世
界
的
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。「
ト
イ
レ
の
節
水

型
機
器
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
」
と
齋
藤
さ
ん
。

　
ど
こ
を
見
て
も
う
ら
や
ま
し
い
ば

か
り
に
快
適
で
、
企
業
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
も
感
じ
ら
れ
、
さ
ぞ
社
員
の

満
足
度
も
高
い
に
ち
が
い
な
い
最
先

端
オ
フ
ィ
ス
。
大
規
模
な
移
転
に
よ

る
オ
フ
ィ
ス
の
統
合
は
、
今
後
、
社

員
の
意
識
や
働
き
方
に
ど
ん
な
変
化

を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

日本郵政 大手町本社

健康増進施設　15F

オフィスフロア　17F

ギャラリー階　22F

●シャワーユニット　JSV0812TW

●男子トイレ／女子トイレ
壁掛壁排水大便器　C473P
ウォシュレットP　TCF585Y
クリーンドライ（高速両面タイプ）　TYC420W
アンダーカウンター式洗面器　L520
ベッセル式手洗器　L652D
●男子トイレ
壁掛壁排水小便器　UU500
●多機能トイレ
多機能トイレユニット（特注）

ネオレスト（特注）
マイクロ波センサー壁掛小便器　XPU11
洗面器　CEL531R-MW（セラオリジナル）

東京都千代田区
大手町二丁目3番1号
大手町プレイス 
ウエストタワー 3階と6～24階

大手町プレイス ウエストタワー

所在地

施行者 NTT都市開発（ウエストタワー）
 都市再生機構（イーストタワー）
主要用途 事務所、店舗、カンファレンス、
 地域冷暖房施設、 駐車場など
 日本郵政グループ：3階と6～24階
設計 日本設計
施工 竹中工務店
 斎久工業（衛生）
敷地面積 19,898.68㎡
 （面積は、いずれもウエストタワー、
 イーストタワーの合計）
建築面積 13,668.48㎡
延床面積 353,830.54㎡
階数 地下3階、地上35階、塔屋2階
高さ 178m
構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、
 鉄筋コンクリート造
設計期間 2009年1月～2015年5月
施工期間 2015年5月～2018年8月

おもなTOTO使用機器

建築概要

齋藤隆司

日本郵政不動産
事業創造部長

（前 日本郵政 本社移転推進室長）

多様性に配慮し、性別を
問わずに利用できる個室
タイプを併設している。

男子用。洗面カウンター、
鍵付きロッカー、トイレ
も完備している。

男子シャワールームの入
口。バリアフリーのため
にスロープを設置。

屛風のような壁面と間接
照明が、高級感のある空
間を演出している。

外部の方の使用が多いフ
ロアのため、高級感のあ
る木調の内装。

大手町プレイス ウエスト
タワー（日本郵政グルー
プ：３階と６～24階）。

15F 健康増進施設

シャワールーム

22F ギャラリー階

男子トイレ個室

社内の部活動などで活用
している施設。奥に男女
別のシャワールーム。

22F トイレ平面図

1/250

Saito Takashi

崎山 茂

日本設計
PM・CM部
理事

Sakiyama Shigeru

15F シャワールーム平面図

1/250

入口健康増進施設

0 1 2m

0 1 2m

N

「どなたでも
ご利用いただけます」と
表示されたシャワールーム

N

男子シャワールーム

女子シャワールーム

女子トイレ

男子トイレ

5051



　
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
ほ
ど

本
社
機
能
を
霞
が
関
か
ら
大
手
町
に

移
転
し
、
日
本
郵
政
、
日
本
郵
便
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
か
ん
ぽ
生
命
保
険

の
グ
ル
ー
プ
4
社
の
従
業
員
約
6
0

0
0
人
が
引
っ
越
し
を
完
了
し
た
。

新
オ
フ
ィ
ス
は
2
0
1
8
年
8
月
に

竣
工
し
た
「
大
手
町
プ
レ
イ
ス
」
ウ

エ
ス
ト
タ
ワ
ー
の
3
階
と
6
〜
24
階

を
占
め
、
延
床
面
積
は
6
万
㎡
。
見

ど
こ
ろ
満
載
の
新
本
社
と
水
ま
わ
り

を
取
材
し
た
。

　
移
転
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
陣
頭
指
揮

を
と
っ
た
齋
藤
隆
司
さ
ん
（
現
・
日

本
郵
政
不
動
産
）
に
よ
れ
ば
、
民
営

化
後
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
本
社
機
能

は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
霞
が
関

の
本
社
ビ
ル
だ
け
で
は
収
ま
り
き
ら

ず
、
周
辺
の
ビ
ル
を
含
め
た
8
カ
所

に
分
散
し
て
い
た
と
い
う
。

「
こ
れ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
の
効

率
や
グ
ル
ー
プ
間
の
意
思
疎
通
が
阻

害
さ
れ
、
交
流
に
よ
る
相
乗
効
果
も

生
ま
れ
な
い
の
で
、
ど
こ
か
1
カ
所

に
集
約
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
移
転

計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
」

　
6
0
0
0
人
が
収
容
で
き
る
ビ
ル

は
な
か
な
か
な
く
、
最
終
的
に
か
つ

て
逓
信
ビ
ル
が
あ
っ
た
敷
地
に
建
つ

再
開
発
ビ
ル
へ
の
移
転
が
決
ま
り
、

ゆ
か
り
の
あ
る
古
巣
・
大
手
町
に
戻

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
移
転
を
機
に
、
グ
ル
ー
プ
間
の
垣

根
を
な
く
す
こ
と
で
シ
ナ
ジ
ー
を
生

み
出
し
、
社
員
の
創
造
性
を
刺
激
し
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
向
上
す
る
よ
う

な
オ
フ
ィ
ス
を
つ
く
り
た
い
。
人
、

情
報
、地
域
を
結
ぶ
場
に
し
た
い
│
│

そ
れ
が
日
本
郵
政
と
し
て
の
要
望
だ

っ
た
と
齋
藤
さ
ん
は
語
る
。
そ
こ
で
、

当
然
な
が
ら
、
共
用
ス
ペ
ー
ス
の
充

実
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
齋
藤
さ
ん
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

な
か
で
も
気
合
い
が
入
っ
て
い
る
の

が
、
3
階
の
応
接
会
議
室
で
す
」
と

語
る
の
は
、
新
本
社
全
体
の
設
計
を

手
が
け
た
日
本
設
計
の
崎
山
茂
さ
ん
。

実
際
に
見
る
と
そ
の
完
成
度
に
驚
か

さ
れ
る
。
ガ
ラ
ス
で
仕
切
ら
れ
た
複

数
の
会
議
室
の
天
井
に
、
お
な
じ
み

の
前
島
密
の
1
円
切
手
を
は
じ
め
、

「
見
返
り
美
人
」「
月
に
雁
」な
ど
の
切

手
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
や
わ
ら

か
な
色
合
い
の
こ
れ
ら
の
天
井
画
は
、

交
差
点
の
向
か
い
側
か
ら
見
上
げ
る

と
ガ
ラ
ス
越
し
に
う
っ
す
ら
透
け
て

見
え
、
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
イ
メ
ー
ジ

を
街
に
発
信
す
る
サ
イ
ン
の
役
目
も

果
た
し
て
い
る
。

　
一
方
、
14
階
に
13
室
あ
る
会
議
室

に
は
「
北
陸
」「
沖
縄
」
な
ど
、
13
の

支
社
名
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

各
地
域
の
郵
便
番
号
で
構
成
し
た
地

図
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
描
か
れ
て
い
る
。

ガ
ラ
ス
壁
面
に
は
全
部
で
12
万
個
あ

る
と
い
う
郵
便
番
号
が
地
域
ご
と
に

び
っ
し
り
並
び
、
全
国
か
ら
訪
れ
る

お
客
さ
ま
と
の
会
話
の
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
さ
ら
に
、

社
員
食
堂
も
凝
っ
て
お
り
、
社
員
用

の
キ
ッ
チ
ン
、
座
敷
席
、
ボ
ッ
ク
ス

席
な
ど
多
様
な
コ
ー
ナ
ー
を
確
保
。

連
続
す
る
柱
に
は
社
史
の
エ
ポ
ッ
ク

と
な
る
年
表
が
描
か
れ
、
旧
逓
信
ビ

ル
の
意
匠
で
多
用
さ
れ
て
い
た
正
三

角
形
を
組
み
合
わ
せ
た
数
字
で
、
そ

の
年
号
を
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
応
接
会
議
室
、
会
議
室
、

食
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
53
回
日
本
サ

イ
ン
デ
ザ
イ
ン
賞
の
大
賞
、
銀
賞
、

入
選
を
総
な
め
に
し
て
お
り
、
同
グ

ル
ー
プ
の
新
本
社
に
か
け
た
情
熱
が

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
サ
イ
ン
デ

ザ
イ
ン
は
す
べ
て
、
テ
ラ
ダ
デ
ザ
イ

ン
の
平
手
健
一
さ
ん
が
手
が
け
た
。

　
さ
て
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が
イ
ン
テ

リ
ア
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
遊
び
心
あ
ふ
れ
る
共
用
ス

ペ
ー
ス
と
比
べ
る
と
、
基
準
階
の
ト

イ
レ
は
白
さ
が
際
立
つ
シ
ン
プ
ル
な

内
装
。
窓
の
な
い
細
長
い
空
間
だ
が

明
る
い
印
象
で
、
両
サ
イ
ド
に
出
入

口
が
あ
る
の
で
閉
塞
感
も
な
い
。
崎

山
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
限
ら
れ
た
ス
ペ

ー
ス
に
必
要
な
個
数
の
衛
生
陶
器
を

配
置
す
る
制
約
上
、
用
を
足
す
エ
リ

ア
と
洗
面
エ
リ
ア
を
明
確
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
各
コ

ー
ナ
ー
の
配
置
に
は
気
を
配
っ
た
と

い
う
。
男
子
ト
イ
レ
は
中
央
に
大
便

器
ブ
ー
ス
と
小
便
器
を
向
か
い
合
わ

せ
に
配
し
、
そ
の
外
側
に
洗
面
器
、

さ
ら
に
一
番
外
側
に
歯
磨
き
に
も
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し

た
洗
面
器
を
別
途
配
置
。
女
子
ト
イ

レ
は
中
央
に
向
か
い
合
わ
せ
に
ブ
ー

ス
と
洗
面
器
を
配
し
、
両
端
に
歯
磨

き
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
洗
面

器
を
配
置
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
入

口
に
近
い
ほ
ど
、
清
潔
感
が
よ
り
求

め
ら
れ
る
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　
ま
た
、
女
子
ト
イ
レ
は
洗
面
所
の

鏡
に
隣
の
人
や
ブ
ー
ス
か
ら
出
て
き

た
人
が
映
り
込
ま
な
い
よ
う
、
鏡
の

幅
や
配
置
に
つ
い
て
も
細
か
く
検
討

し
た
と
い
う
。「
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で

気
を
遣
っ
て
く
れ
て
い
た
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
驚
く
。

「
オ
フ
ィ
ス
で
仕
事
を
し
て
い
る
と

自
分
も
感
じ
る
こ
と
で
す
が
、
昔
に

比
べ
て
煙
草
を
吸
う
人
が
減
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
ト
イ
レ
は
貴
重
な
息

抜
き
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
限
ら
れ
た
広
さ
で
も
で
き
る
だ

け
ゆ
っ
た
り
で
き
る
空
間
に
し
た
い

と
、
ト
イ
レ
づ
く
り
の
た
め
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
重
ね
る
な
ど
、
結
構
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
る
ん
で
す

よ
」
と
崎
山
さ
ん
は
語
る
。

　
な
お
、
基
準
階
の
ト
イ
レ
に
は
、

男
女
ト
イ
レ
そ
れ
ぞ
れ
の
一
方
の
入

口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
位
置
に
多
機
能

ト
イ
レ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
車
い
す

使
用
者
や
オ
ス
ト
メ
イ
ト
だ
け
で
な

く
、
L
G
B
T
（
性
的
少
数
者
）
に

も
配
慮
し
た
も
の
。
廊
下
か
ら
少
し

奥
ま
っ
た
位
置
に
配
す
る
こ
と
で
心

理
的
に
入
り
や
す
く
し
て
い
る
。

　
次
に
、
大
会
議
室
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
あ
る
22
階
の
ト
イ
レ
は
、
ゲ
ス
ト

用
に
ふ
さ
わ
し
い
上
質
な
落
ち
着
き

の
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
だ
。
洗
面
コ
ー

ナ
ー
の
鏡
の
背
後
の
壁
に
は
艶
の
あ

る
白
い
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
、
間
接
照

明
に
よ
る
陰
影
が
美
し
い
。「
今
回
こ

の
ビ
ル
の
内
装
で
は
日
本
の
伝
統
工

芸
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
タ
イ

ル
を
多
用
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
釉

薬
が
か
か
っ
た
タ
イ
ル
を
使
う
こ
と

で
、
少
し
和
を
感
じ
さ
せ
る
深
み
を

出
し
て
い
ま
す
」
と
崎
山
さ
ん
。

　
最
後
に
、
15
階
に
あ
る
シ
ャ
ワ
ー

ル
ー
ム
を
見
学
し
た
。
健
康
経
営
に

力
を
入
れ
る
同
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ

の
フ
ロ
ア
に
柔
道
や
剣
道
、
ヨ
ガ
な

ど
、
多
様
な
活
動
に
使
え
る
広
い
健

康
増
進
施
設
を
設
け
、
隣
に
シ
ャ
ワ

ー
室
も
確
保
し
て
い
る
の
だ
。
男
女

別
に
、
複
数
の
シ
ャ
ワ
ー
ブ
ー
ス
が

配
さ
れ
、
洗
面
カ
ウ
ン
タ
ー
、
ト
イ

レ
、
鍵
付
き
ロ
ッ
カ
ー
も
完
備
。
こ

こ
に
も
L
G
B
T
配
慮
の
シ
ャ
ワ
ー

ブ
ー
ス
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
齋
藤
さ
ん
い
わ
く
、「
郵
政
グ
ル
ー

プ
に
は
霞
が
関
に
本
社
が
あ
る
頃
か

ら
皇
居
の
ま
わ
り
を
ラ
ン
ニ
ン
グ
す

る
人
が
大
勢
い
ま
し
た
。
以
前
は
ジ

ム
な
ど
の
福
利
厚
生
施
設
も
あ
っ
た

の
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
不
足
か
ら
ど

ん
ど
ん
オ
フ
ィ
ス
に
用
途
転
換
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
手
町
に
移
転

す
る
な
ら
ぜ
ひ
復
活
し
て
ほ
し
い
と

い
う
声
は
多
か
っ
た
ん
で
す
。
今
は

自
転
車
で
通
勤
す
る
人
も
結
構
多
い

で
す
し
、
金
融
機
関
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
や
災
害
対
応
の
た
め
に
宿
泊
す
る

社
員
も
い
ま
す
か
ら
、
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
で
き
る
シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
は
非
常

に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
」。

　
ち
な
み
に
、
同
オ
フ
ィ
ス
は
環
境

性
能
評
価
指
標
で
あ
る
L
E
E
D
の

C
I
（C

om
m

ercial Interiors

）

部
門
に
お
い
て
ゴ
ー
ル
ド
認
証
を
取

得
。
省
エ
ネ
性
能
だ
け
で
な
く
、
節

水
性
能
、
建
設
中
の
廃
棄
物
管
理
、

室
内
温
熱
環
境
の
質
な
ど
の
性
能
に

関
し
て
も
世
界
的
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。「
ト
イ
レ
の
節
水

型
機
器
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
」
と
齋
藤
さ
ん
。

　
ど
こ
を
見
て
も
う
ら
や
ま
し
い
ば

か
り
に
快
適
で
、
企
業
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
も
感
じ
ら
れ
、
さ
ぞ
社
員
の

満
足
度
も
高
い
に
ち
が
い
な
い
最
先

端
オ
フ
ィ
ス
。
大
規
模
な
移
転
に
よ

る
オ
フ
ィ
ス
の
統
合
は
、
今
後
、
社

員
の
意
識
や
働
き
方
に
ど
ん
な
変
化

を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

日本郵政 大手町本社

健康増進施設　15F

オフィスフロア　17F

ギャラリー階　22F

●シャワーユニット　JSV0812TW

●男子トイレ／女子トイレ
壁掛壁排水大便器　C473P
ウォシュレットP　TCF585Y
クリーンドライ（高速両面タイプ）　TYC420W
アンダーカウンター式洗面器　L520
ベッセル式手洗器　L652D
●男子トイレ
壁掛壁排水小便器　UU500
●多機能トイレ
多機能トイレユニット（特注）

ネオレスト（特注）
マイクロ波センサー壁掛小便器　XPU11
洗面器　CEL531R-MW（セラオリジナル）

東京都千代田区
大手町二丁目3番1号
大手町プレイス 
ウエストタワー 3階と6～24階

大手町プレイス ウエストタワー

所在地

施行者 NTT都市開発（ウエストタワー）
 都市再生機構（イーストタワー）
主要用途 事務所、店舗、カンファレンス、
 地域冷暖房施設、 駐車場など
 日本郵政グループ：3階と6～24階
設計 日本設計
施工 竹中工務店
 斎久工業（衛生）
敷地面積 19,898.68㎡
 （面積は、いずれもウエストタワー、
 イーストタワーの合計）
建築面積 13,668.48㎡
延床面積 353,830.54㎡
階数 地下3階、地上35階、塔屋2階
高さ 178m
構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、
 鉄筋コンクリート造
設計期間 2009年1月～2015年5月
施工期間 2015年5月～2018年8月

おもなTOTO使用機器

建築概要

齋藤隆司

日本郵政不動産
事業創造部長

（前 日本郵政 本社移転推進室長）

多様性に配慮し、性別を
問わずに利用できる個室
タイプを併設している。

男子用。洗面カウンター、
鍵付きロッカー、トイレ
も完備している。

男子シャワールームの入
口。バリアフリーのため
にスロープを設置。

屛風のような壁面と間接
照明が、高級感のある空
間を演出している。

外部の方の使用が多いフ
ロアのため、高級感のあ
る木調の内装。

大手町プレイス ウエスト
タワー（日本郵政グルー
プ：３階と６～24階）。

15F 健康増進施設

シャワールーム

22F ギャラリー階

男子トイレ個室

社内の部活動などで活用
している施設。奥に男女
別のシャワールーム。

22F トイレ平面図

1/250

Saito Takashi

崎山 茂

日本設計
PM・CM部
理事

Sakiyama Shigeru

15F シャワールーム平面図

1/250

入口健康増進施設

0 1 2m

0 1 2m

N

「どなたでも
ご利用いただけます」と
表示されたシャワールーム

N

男子シャワールーム

女子シャワールーム

女子トイレ

男子トイレ
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会期／2020年1月16日（木）～3月22日（日） 増田信吾＋大坪克亘展 TOTOギャラリー・間で展覧会をします

たった一枚の塀から設計活動を始め、
「躯体の窓」や第32回吉岡賞を受賞した「リビングプール」により高い評価を受けて、

建築界の注目を集めた増田信吾＋大坪克亘。
彼らは、「場」に大きく影響する部位に着目し、

細やかな「観察」と「診断」によって場に寄与する対象を見極め、設計すべき「計画」へと導いていきます。
本当に必要なことをどのように見出していくのか、彼らの探求の軌跡をご覧ください。

次回
予告

会期
2020年5月14日（木）～8月9日（日）
講演会
2020年5月15日（金）／
有楽町朝日ホール

本展は、世界中で建築設計のめざ
ましい活動を続け、2010年には建築
界のノーベル賞と称されるプリツカ
ー賞を受賞した、建築家ユニット、妹
島和世＋西沢立衛／SANAAの展
覧会です。国内外での最新プロジェ
クトの状況を紹介します。

TOTOギャラリー・間

Next Exhibition
at

TOTO
GALLERY · MA

https://jp.toto.com/gallerma

それは本当に必要か。 
妹島和世＋西沢立衛／

SANAA展

六本木通り

赤坂通り

至赤坂▶◀至渋谷

六本木駅4a番出口

東京ミッドタウン

六本木駅8番出口

乃木神社

赤坂郵便局青山ツインタワー

外苑東通り

青山一丁目駅
4番出口

乃木坂駅3番出口

　
大
学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
手
が
け
た
最
初
の
設
計
は
、
住
宅

の
塀
だ
っ
た
。
家
の
境
界
を
成
す
そ
の
一
枚
の
壁
に
よ
っ
て
、

僕
た
ち
の
建
築
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
は
一
変
し
た
。

10
m
足
ら
ず
の
長
さ
の
壁
が
、
公
私
を
分
け
る
切
実
な
境
界
で

あ
り
、
人
の
生
活
と
庭
の
植
生
、
街
並
み
を
巻
き
込
ん
で
い
っ

た
。
そ
の
壁
は
、
そ
の
家
の
暮
ら
し
と
そ
の
界
隈
に
と
っ
て
、

最
も
優
先
的
に
設
計
す
べ
き
「
前
提
」
に
思
え
た
。
以
降
、
僕

た
ち
は
、
設
計
を
行
う
際
に
、「
そ
れ
は
本
当
に
必
要
か
。」を
常

に
自
分
自
身
に
問
い
か
け
て
き
た
。

　
そ
の
後
の
2
0
1
5
年
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
建
築
家
協
会
を
統

括
す
る
組
織
ア
ル
カ
シ
ア
（A

R
C

A
SIA

）
か
ら
依
頼
を
受
け

た
。
タ
イ
、
イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
中
国
、
日
本
の
若
手

建
築
家
に
、「F

uture of the Past

（
過
去
の
未
来
）」
と
い
う

テ
ー
マ
で
自
国
の
リ
サ
ー
チ
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
の
デ
ザ
イ
ン

の
可
能
性
を
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
提
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
多
く
の
「
伝
統
」
が
現
代
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

も
し
く
は
活
用
よ
り
も
保
存
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
今

日
、〝Past

〞
に
戻
っ
て
、
あ
り
得
た
〝F

uture

〞
を
再
構
築
す

る
、
と
い
う
目
的
だ
っ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
が
リ
サ
ー
チ
し
た
の
は
、
外
来
宗
教
が
渡
来
す
る

以
前
の
日
本
に
存
在
し
て
い
た
宗
教
の
原
初
的
形
態
と
さ
れ
る

「
磐
座
」で
あ
る
。
磐
座
と
は
神
の
鎮
座
す
る
所
で
あ
り
、
多
く

の
場
合
は
自
然
の
岩
石
を
さ
す
。
古
神
道
に
お
け
る
自
然
崇
拝

〈
ア
ニ
ミ
ズ
ム
〉で
は
、
太
陽
、
山
河
、
森
林
、
海
を
神
域
と
し
、

石
や
樹
木
を
神
霊
が
依
り
憑
く
対
象
物
で
あ
る
ご
神
体
と
見
立

て
、
磐
座
信
仰
や
神
籬
信
仰
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後

に
建
て
ら
れ
た
神
を
祀
る
建
物
、「
社
」
は
あ
く
ま
で
そ
の
場
所

を
示
す
サ
イ
ン
で
し
か
な
く
、
岩
と
周
辺
環
境
か
ら
な
る
場
所

性
そ
の
も
の
が
重
要
だ
と
し
て
い
る
。
ご
神
体
で
あ
る
岩
や
樹

木
が
及
ぼ
す
影
響
で
そ
の
周
辺
の
植
生
や
景
色
、
気
候
条
件
が

変
わ
り
、
ほ
か
と
は
異
な
る
場
所
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
に
人
が

惹
き
つ
け
ら
れ
て
集
ま
り
、
踊
り
、
祈
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

人
と
場
の
あ
い
だ
を
絶
妙
に
取
り
も
ち
な
が
ら
圧
倒
的
な
存
在

で
ま
わ
り
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
磁
力
、
そ
ん
な
力
強
い
場
所
性

を
岩
石
が
生
ん
だ
。

　
僕
た
ち
も
、
人
と
場
の
密
接
な
関
係
を
構
築
し
た
い
。
そ
の

場
に
根
本
的
な
影
響
を
与
え
ら
れ
る
仕
組
み
が
設
計
さ
れ
る
こ

と
に
価
値
は
あ
る
。
異
な
る
場
が
ぶ
つ
か
る
境
界
上
や
、
窓
や

基
礎
や
軒
と
い
っ
た
部
分
、
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
細
か
な
気
付

き
に
、
そ
の
価
値
の
源
が
潜
ん
で
い
た
り
す
る
。

　
本
展
覧
会
で
は
、
今
ま
で
実
施
し
て
き
た
試
み
を
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
ご
と
に
完
結
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

す
る
方
法
は
と
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
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ますだ・しんご＋おおつぼ・かつひさ／2007年に増田信吾（1982年生ま
れ）は武蔵野美術大学を卒業、大坪克亘（1983年生まれ）は東京藝術大
学を卒業し、増田信吾＋大坪克亘を共同主宰。増田信吾は2019年より明
治大学特任准教授。おもな作品に「躯体の窓」（2014）、「リビングプール」

（14）、「始めの屋根」（16）、「街の家」（18）、「つなぎの小屋」（18）、「庭先
のランドマーク」（19）など。 
おもな受賞にAR Emerging Architecture Awards大賞（14）、第32回
吉岡賞（16）などがある。

増田信吾（左）＋大坪克亘（右）
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電話／03（3402）1010
ファクス／03（3423）4085
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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
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「六本木」駅下車 8番出口徒歩6分
●東京メトロ日比谷線
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会期／2020年1月16日（木）～3月22日（日） 増田信吾＋大坪克亘展 TOTOギャラリー・間で展覧会をします

たった一枚の塀から設計活動を始め、
「躯体の窓」や第32回吉岡賞を受賞した「リビングプール」により高い評価を受けて、

建築界の注目を集めた増田信吾＋大坪克亘。
彼らは、「場」に大きく影響する部位に着目し、

細やかな「観察」と「診断」によって場に寄与する対象を見極め、設計すべき「計画」へと導いていきます。
本当に必要なことをどのように見出していくのか、彼らの探求の軌跡をご覧ください。

次回
予告

会期
2020年5月14日（木）～8月9日（日）
講演会
2020年5月15日（金）／
有楽町朝日ホール

本展は、世界中で建築設計のめざ
ましい活動を続け、2010年には建築
界のノーベル賞と称されるプリツカ
ー賞を受賞した、建築家ユニット、妹
島和世＋西沢立衛／SANAAの展
覧会です。国内外での最新プロジェ
クトの状況を紹介します。

TOTOギャラリー・間

Next Exhibition
at

TOTO
GALLERY · MA

https://jp.toto.com/gallerma

それは本当に必要か。 
妹島和世＋西沢立衛／

SANAA展

六本木通り

赤坂通り

至赤坂▶◀至渋谷

六本木駅4a番出口

東京ミッドタウン

六本木駅8番出口

乃木神社

赤坂郵便局青山ツインタワー

外苑東通り

青山一丁目駅
4番出口

乃木坂駅3番出口
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吉岡賞（16）などがある。
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「青山一丁目」駅下車
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次号『TOTO通信』は2020年4月発行の予定です。

TOTOは、「未来のオフィス
空間」を目指した会員型コ
ワーキングスペース『point 
0 marunouchi』での実証
試験にオカムラ、ダイキン工
業などとともに参画していま
す。ここでは、各社の最新
技術やデータ、ノウハウを
活用し、多様な働き方に合
わせた空間コンテンツを導
入しています。TOTOでは
シャワーブースにて使用実
態のデータ収集と分析を行
い、他企業との協創により、
コンテンツの高度化や新し
いサービスの創出に取り組
んでいます。

TOTO News 2

TOTOギャラリー・間は、
北九州巡回展「堀部安嗣
の建築展――懐かしい未
来へ向かって」をTOTOミ
ュージアムにて開催中です。
デビュー作である「ある町
医者の記念館」（1995）や
代表作の「竹林寺納骨堂」

（2013）、客船「ガンツウ」
（17）、福岡市にあるモデル
ハウス「fca」（17）などの最
新撮り下ろし映像を含め、
建築写真、模型、スケッチ
など堀部氏の建築の真髄
がご覧いただけます。建築
こそが、慣れ親しんだ変わ
らない価値を示し、人 に々と
って大切な未来の原風景
になってほしいという堀部
氏の熱い想いをぜひ味わ
ってください。

TOTO News 3

NewsInformation CeraBooks

TOTOの最新情報

https://jp.toto.com/publishing

News FileTOTOからのお知らせページです。
イベント、新商品、最新情報など知っておいていただくと

お役に立つ情報を心がけています。
合わせてご注目ください。

TOTO TSUSHIN New Year 2020

Book 2

2018年ヴェネチア・ビエン
ナーレ国際建築展で銀獅
子賞を受賞し、世界で注目
を集めはじめているベルギ
ー若手建築家ユニットの作
品集。写真・図面・テキス
トの3部構成で63作品を収
録。個々の場の条件のなか
でポジティブに建築に取り
組む彼らの姿勢が読み取
れる1冊。巻頭には彼らの

活動に造詣の深い建築
家・塚本由晴氏との対談
を収録。彼らの作品を理解
するうえで、とても重要なテ
キストとなっている。

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。

独自性に富んだ作品を生
み出す２人組の若手建築
家ユニット増田信吾＋大坪
克亘の初の作品集。2014
年発表の「躯体の窓」以降
の10作品を掲載。あたりま
えの現実に向き合い、率直
なアプローチでまだ見ぬ建
築の可能性を拓く彼らの姿
勢が読み取れる1冊。写真
家・永井杏奈氏が本書の

ために撮り下ろした場の空
気感を取り込んだ写真も見
どころ。TOTOギャラリー・
間での展覧会に合わせて
発行。

Book

TOTO出版のお知らせ セラトレーディングのお知らせ

1

アーキテクテン・デ・
ヴィルダー・ヴィンク・タユー
2,900円＋税
128×182㎜、ソフトカバー、
360ページ
2019年9月

著者

定価
体裁

発行日

増田信吾＋大坪克亘
3,000円＋税
200×247㎜、ハードカバー、
176ページ
2020年1月

著者
定価
体裁

発行日

セラトレーディングでは、ド
イツ・Duravit（デュラビッ
ト）社の洗面キャビネット
「L-CUBE（エル キュー
ブ）」シリーズをラインアップ
しています。
近年の水まわり空間は、孤
立させず、より居住空間に
近い位置へと変化してきて
いる傾向にあります。そのよ
うななか、L-CUBEシリーズ
のキャビネットの面材にはオ
ークの突板を使用。インテリ
アのように魅せる水まわり
で、丁寧な暮らしを始めて
みませんか。

未来のオフィス空間
「point 0 marunouchi」内観。

TOTO宮島おもてなしトイレ外観。

世界遺産・厳島神社を有
する観光地・宮島に、廿日
市市とTOTOが官民協働
で整備した「TOTO宮島
おもてなしトイレ」は、2019
年8月1日のオープンから5カ
月がたちました。宮島を訪
れる外国人を含む多くの観
光客に利用され、喜びや感
嘆の声をたくさんいただい
ています。施設1階には各
男女トイレのほかに、ファミリ
ートイレ、車いす専用トイレ
など全7タイプのトイレがあ
り、訪日外国人を含めた多
くの方に使いやすいパブリ
ックトイレの最新事例となっ
ています。観光案内所と休
憩スペースも併設していま
すので、広島・宮島観光の
折にはぜひお立ち寄りくだ
さい。
TOTO宮島おもてなしトイレ
広島県廿日市市宮島町536-1
（宮島郵便局隣）

4TOTO News

https://www.facebook.com/
point0marunouchi/

https://jp.toto.com/museum

TOTO News 1

TOTOギャラリー・間
北九州巡回展

「堀部安嗣の建築展
――懐かしい未来へ向かって」
会期：2020年3月8日（日）まで
休館日：月曜日
場所：TOTOミュージアム

（北九州市小倉北区中島2-1-1）
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2020年のカレンダーは石上
純也氏の建築ドローイング
集です。石上氏は2010年
のヴェネチア・ビエンナーレ
国際建築展で最高賞であ
る金獅子賞を受賞。また19
年は芸術選奨・美術部門
において文部科学大臣新
人賞を受賞、建築的な思
考を発展させながらも、建
築の枠にとらわれない自由
な発想で、斬新な作品を発
表しつづけています。本カ
レンダーでは、石上氏が手
がける多彩な作品の世界
を魅力的なドローイングを
通じてご紹介します。

2020年版TOTO
ドローイングカレンダー。

093-563-2055

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。

Tel

e-mail

お申し込みはTOTO通信
データ管理室まで
＊法人あての送付となります。

赤坂通り
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外苑東通り

TOTO乃木坂ビル

六本木駅4a番出口

東京ミッドタウン

乃木神社
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青山ツインタワー

青山一丁目駅
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乃木坂駅
3番出口

Bookshop ＴＯＴＯ
ＴＯＴＯ出版
セラトレーディング

六本木通り

青山通り

TOTO宮島
おもてなし
トイレ

TOTOギャラリー・間
北九州巡回展

「堀部安嗣の建築展
――懐かしい未来へ
向かって」を開催中

『アーキテクテン・デ・
ヴィルダー・ヴィンク・
タユー建築作品集』

『Adaptation
増田信吾＋大坪克亘
作品集』

ドイツ・Duravit社
フローティングタイプの
洗面キャビネット

「L-CUBE」シリーズ

未来のオフィス空間
「point 0 
marunouchi」に
参画しています
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所在地

電話
定休日

東京都港区南青山
1-24-3
TOTO乃木坂ビル2階
03（3402）1525
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 2F

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。

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

所在地

電話

東京都港区南青山
1-24-3
TOTO乃木坂ビル2階
03（3402）7138

所在地

電話

定休日

東京都港区南青山
1-24-3
TOTO乃木坂ビル
03（3402）7134

（東京ショールーム）
月曜日・祝日・
夏期休暇・年末年始

セラトレーディング

2F

B1・1F

TOTO出版

竹林寺納骨堂（高知県、2013年）
写真／鈴木研一
（堀部安嗣氏ポートレイト）

六本木駅8番出口

ドイツ・Duravit社 L-CUBEシリーズ

当商品を掲載した「セラ総合カタロ
グ2018」は、上記二次元バーコード・
ウェブサイト、またはファクスにてご請
求ください。

L-CUBEシリーズ
洗面キャビネット DV8001-11
希望小売価格：306,000円 （税別）

WEB：https://www.cera.co.jp
FAX：03-3402-7185
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次号『TOTO通信』は2020年4月発行の予定です。

TOTOは、「未来のオフィス
空間」を目指した会員型コ
ワーキングスペース『point 
0 marunouchi』での実証
試験にオカムラ、ダイキン工
業などとともに参画していま
す。ここでは、各社の最新
技術やデータ、ノウハウを
活用し、多様な働き方に合
わせた空間コンテンツを導
入しています。TOTOでは
シャワーブースにて使用実
態のデータ収集と分析を行
い、他企業との協創により、
コンテンツの高度化や新し
いサービスの創出に取り組
んでいます。

TOTO News 2

TOTOギャラリー・間は、
北九州巡回展「堀部安嗣
の建築展――懐かしい未
来へ向かって」をTOTOミ
ュージアムにて開催中です。
デビュー作である「ある町
医者の記念館」（1995）や
代表作の「竹林寺納骨堂」

（2013）、客船「ガンツウ」
（17）、福岡市にあるモデル
ハウス「fca」（17）などの最
新撮り下ろし映像を含め、
建築写真、模型、スケッチ
など堀部氏の建築の真髄
がご覧いただけます。建築
こそが、慣れ親しんだ変わ
らない価値を示し、人 に々と
って大切な未来の原風景
になってほしいという堀部
氏の熱い想いをぜひ味わ
ってください。

TOTO News 3

NewsInformation CeraBooks

TOTOの最新情報

https://jp.toto.com/publishing

News FileTOTOからのお知らせページです。
イベント、新商品、最新情報など知っておいていただくと

お役に立つ情報を心がけています。
合わせてご注目ください。

TOTO TSUSHIN New Year 2020

Book 2

2018年ヴェネチア・ビエン
ナーレ国際建築展で銀獅
子賞を受賞し、世界で注目
を集めはじめているベルギ
ー若手建築家ユニットの作
品集。写真・図面・テキス
トの3部構成で63作品を収
録。個々の場の条件のなか
でポジティブに建築に取り
組む彼らの姿勢が読み取
れる1冊。巻頭には彼らの

活動に造詣の深い建築
家・塚本由晴氏との対談
を収録。彼らの作品を理解
するうえで、とても重要なテ
キストとなっている。

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。

独自性に富んだ作品を生
み出す２人組の若手建築
家ユニット増田信吾＋大坪
克亘の初の作品集。2014
年発表の「躯体の窓」以降
の10作品を掲載。あたりま
えの現実に向き合い、率直
なアプローチでまだ見ぬ建
築の可能性を拓く彼らの姿
勢が読み取れる1冊。写真
家・永井杏奈氏が本書の

ために撮り下ろした場の空
気感を取り込んだ写真も見
どころ。TOTOギャラリー・
間での展覧会に合わせて
発行。

Book

TOTO出版のお知らせ セラトレーディングのお知らせ

1

アーキテクテン・デ・
ヴィルダー・ヴィンク・タユー
2,900円＋税
128×182㎜、ソフトカバー、
360ページ
2019年9月

著者

定価
体裁

発行日

増田信吾＋大坪克亘
3,000円＋税
200×247㎜、ハードカバー、
176ページ
2020年1月

著者
定価
体裁

発行日

セラトレーディングでは、ド
イツ・Duravit（デュラビッ
ト）社の洗面キャビネット
「L-CUBE（エル キュー
ブ）」シリーズをラインアップ
しています。
近年の水まわり空間は、孤
立させず、より居住空間に
近い位置へと変化してきて
いる傾向にあります。そのよ
うななか、L-CUBEシリーズ
のキャビネットの面材にはオ
ークの突板を使用。インテリ
アのように魅せる水まわり
で、丁寧な暮らしを始めて
みませんか。

未来のオフィス空間
「point 0 marunouchi」内観。

TOTO宮島おもてなしトイレ外観。

世界遺産・厳島神社を有
する観光地・宮島に、廿日
市市とTOTOが官民協働
で整備した「TOTO宮島
おもてなしトイレ」は、2019
年8月1日のオープンから5カ
月がたちました。宮島を訪
れる外国人を含む多くの観
光客に利用され、喜びや感
嘆の声をたくさんいただい
ています。施設1階には各
男女トイレのほかに、ファミリ
ートイレ、車いす専用トイレ
など全7タイプのトイレがあ
り、訪日外国人を含めた多
くの方に使いやすいパブリ
ックトイレの最新事例となっ
ています。観光案内所と休
憩スペースも併設していま
すので、広島・宮島観光の
折にはぜひお立ち寄りくだ
さい。
TOTO宮島おもてなしトイレ
広島県廿日市市宮島町536-1
（宮島郵便局隣）

4TOTO News

https://www.facebook.com/
point0marunouchi/

https://jp.toto.com/museum

TOTO News 1

TOTOギャラリー・間
北九州巡回展

「堀部安嗣の建築展
――懐かしい未来へ向かって」
会期：2020年3月8日（日）まで
休館日：月曜日
場所：TOTOミュージアム

（北九州市小倉北区中島2-1-1）
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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。
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