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ま
つ
く
ま・あ
き
ら
／
㈱
竹
中
工
務
店
設
計
本
部
設
計
企
画
部
副
部

長
、聴
竹
居
倶
楽
部
代
表
。一
般
社
団
法
人
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス
ト
監
事
。

2
0
1
0
年
よ
り
本
社・設
計
本
部
所
属
。設
計
業
務
の
傍
ら
近
代
建

築
の
保
存
活
用
やGA

LLERY
A
4

で
の
企
画
展
を
は
じ
め
と
す
る
数

多
く
の
建
築
展
に
携
わ
る
。著
書
に『
聴
竹
居 

藤
井
厚
二
の
木
造
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
』（
平
凡
社
コ
ロ
ナ・ブ
ッ
ク
ス
）が
あ
る
。

　
灯
台
も
と
暗
し
、
自
ら
の
こ
と
は
な
か
な
か
分
か

ら
な
い
も
の
だ
。

　
こ
こ
数
年
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
い
う
言
葉
を
よ
く

耳
に
す
る
が
、
京
都
や
東
京
な
ど
の
著
名
な
観
光
地

に
限
ら
ず
、
各
地
で
外
国
人
観
光
客
の
姿
を
目
に
す

る
こ
と
が
多
い
。
私
た
ち
が
忘
れ
て
い
る
日
本
の
優

れ
た
と
こ
ろ
を
彼
ら
が
敏
感
に
感
じ
取
り
、
貪
欲
に

体
感
、
吸
収
し
て
い
る
。
一
方
、
無
国
籍
な
デ
ザ
イ

ン
の
建
物
に
住
み
、
お
び
た
だ
し
い
情
報
が
飛
び
交

う
現
代
日
本
に
お
い
て
、
日
本
人
が
「
日
本
人
の
暮

ら
し
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
「
日
本
人
の
暮
ら
し
」
の
原
点
を
教
え

て
く
れ
る
理
想
の
住
ま
い
が
、京
都
・
大
山
崎
に
あ
る
。

今
も
約
90
年
前
の
姿
の
ま
ま
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず佇

む
、
建
築
家
・
藤
井
厚
二
（
１
８
８
８
〜
１

９
３
８
）
の
自
邸
「
聴
竹
居
」（
１
９
２
８
年
竣
工
）
だ
。

　
藤
井
は
、
教
鞭
を
と
っ
た
京
都
帝
国
大
学
で
自
ら
は
じ
め
た
環
境
工
学
の
知
見
を
活
か
し
、

日
本
の
気
候
風
土
と
日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
感
性
に
適
合
し
た
、新
し
い
時
代
の「
日

本
の
住
宅
」
を
志
向
し
実
践
し
た
建
築
家
。
世
界
の
気
候
風
土
と
比
べ
つ
つ
、「
聴
竹
居
」

を
実
例
と
し
て
図
面
や
写
真
で
紹
介
し
な
が
ら
、「
日
本
の
住
宅
」
と
い
う
考
え
方
を
欧
米

に
紹
介
す
る
英
文
書“T

H
E JA

PA
N
ESE D

W
ELLIN

G-H
O
U
SE”

（
明
治
書
房
刊
。
以
下
、

邦
訳
は
全
て
松
原
裕
美
子
氏
に
よ
る
）
を
１
９
３
０
年
に
発
行
し
て
い
る
。

　
同
書
中
、
藤
井
は
床
の
間
に
つ
い
て
、「
日
本
の
住
宅
内
部
の
装
飾
は
、
非
常
に
簡
素
だ

が
趣
味
の
良
い
も
の
で
あ
る
。
欧
米
の
住
宅
で
は
し
ば
し
ば
絵
画
や
彫
刻
が
豊
富
に
、
し
か

し
乱
雑
に
並
べ
ら
れ
、
季
節
を
通
じ
て
不
変
の
ま
ま
で
あ
る
の
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
で
住
宅
の
芸
術
品
展
示
室
を
つ
く
る
代
わ
り
に
日
本
の
部
屋
は
床
の
間
と

呼
ば
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
ア
ル
コ
ー
ブ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
部
屋
の
最
も
目
に
付
く

部
分
を
占
め
て
お
り
、
芸
術
品
が
中
に
配
置
さ
れ
て

い
る
。
芸
術
品
以
外
に
も
花
や
そ
の
他
の
美
し
い
自

然
の
品
々
が
そ
こ
に
置
か
れ
る
。
調
和
が
日
本
の
家

の
装
飾
の
真
髄
で
あ
り
、（
中
略
）
床
の
間
で
は
、

そ
こ
に
目
を
留
め
る
人
へ
の
啓
発
の
た
め
に
ふ
さ
わ

し
く
配
置
さ
れ
た
品
物
に
よ
っ
て
一
種
の
無
言
劇
が

演
じ
ら
れ
て
い
る
」と
い
う
。ま
た
、縁
側
に
つ
い
て
、

「
日
本
の
家
で
は
、主
な
部
屋
は
外
側
に
縁
側
が
あ
り
、

そ
の
上
に
は
大
き
く
突
出
し
た
軒
が
あ
る
た
め
、
部

屋
の
内
部
と
外
部
の
境
界
線
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
厳

密
に
い
う
こ
と
は
難
し
い
」
と
記
す
。
日
本
人
の
生

活
感
覚
に
も
触
れ
る
、
注
目
す
べ
き
指
摘
だ
。

　
藤
井
が
世
界
に
向
け
て
発
信
し
た
の
は
、「
日
本

の
住
宅
」
は
外
部
に
対
し
て
閉
じ
た
ハ
コ
で
は
な
く
、
人
の
営
み
と
自
然
と
を
つ
な
ぐ
デ
ザ

イ
ン
が
そ
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
風
景
に
な
じ
む
よ
う
な
色
や
材
料
、
形
態
に
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
建
物
を
周
辺
の
環
境
に
同
化
さ
せ
、
窓
か
ら
は
す
り
ガ
ラ
ス
や
障
子
を

通
し
た
柔
ら
か
い
自
然
光
と
四
季
折
々
の
変
化
を
見
せ
る
美
し
い
風
景
を
取
り
入
れ
る
。
ま

た
縁
側
を
設
け
、
内
部
空
間
と
周
囲
の
自
然
を
上
手
く
融
合
さ
せ
る
中
間
領
域
を
し
つ
ら
え

る
。
さ
ら
に
「
茶
」「
花
」「
陶
芸
」
な
ど
の
生
活
文
化
を
た
し
な嗜
み
、
自
然
と
一
体
に
な
る
こ

と
の
豊
か
さ
や
心
地
良
さ
を
綿
密
に
デ
ザ
イ
ン
し
、
愉
快
に
暮
ら
す
。
そ
れ
が
、
藤
井
の
い

う
「
日
本
の
住
宅
」
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
自
ら
が
完
成
形
と
し
た
「
聴
竹
居
」
を
通
じ
て

私
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
「
日
本
人
の
暮
ら
し
」
の
理
想
形
だ
っ
た
。

「
そ
の
国
を
代
表
す
る
も
の
は
住
宅
建
築
で
あ
る
」と
い
う
名
言
も
遺
し
た
藤
井
。「
聴
竹
居
」

に
学
び
、
豊
か
な
「
日
本
人
の
暮
ら
し
」
を
再
び
取
り
戻
す
こ
と
が
、
3
・
11
を
経
験
し
た
今
、

大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
こ
う
し
た
発
想
の
原
点
は
、
1
9
2
3
年
に
関
東
大

震
災
の
惨
状
を
見
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
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