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こ
と
は
当
然
で
あ
る
。�
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社
会
も
含
む
こ
と
が
多
い
。�
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　『大阪再発見』の試みを続けていると、その発表や研究の機会などを通し

て、大阪の歴史的な建築物の内部を案内していただくことも増えてきた。例

えば中之島公会堂。改修前、初めて3階の特別室に入った時、天井画やステ

ンドグラスなど、その荘厳な雰囲気に息をのんだが、昨年秋のリニューアル

オープンで話題を集めている。その他、例えば綿業会館も、地味で上品な外

観と内部の豪華さのギャップに驚かされた。特に談話室や貴賓室など、頻繁

には公開されていない部屋ほど装飾豊かである。7年程前か、上司の代理で、

ある財界主宰の研究会に参加するため、初めて入った大阪倶楽部も然り。

そのうち、大阪の近代を象徴する「モダニズム」と表現される大小の建築物が、

大阪のあちこちに残っており、一つの大阪の都市文化を形づくっていたこと

を知った。近代や建築を専門とする学識者の方々により、その歴史や変遷な

どが既に語られているが、一般には意外と知られていないことも多い。�

　平成8年、文化庁が登録有形文化財制度を設け、国民の財産としての建

築物を見直す動きが出ている一方で、貴重な建築物が取り壊されることも少

なくない。そんな中、最近、近代建築物の魅力を倍増する、新たな「場」を創

造するような取り組みが生まれている。本稿では、そのような近代建築物が

生まれた時代背景としての大阪を紹介した上で、その近代建築物リモデリン

グ（再生）の取り組み事例と、その「場」の可能性を記してみたい。�

近代建築物リモデリング（再生）による「場」の創造�

《 C E L シ リ ー ズ 》�
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明
治
か
ら
大
正
、昭
和
初
期
に
か
け

て
、大
阪
は
劇
的
な
形
で
近
代
化
を
遂

げ
た
。�

　
そ
の
背
景
に
は
、都
市
機
能
の
近
代

化
と
外
部
へ
の
拡
大
が
あ
る
。
明
治
七

年
に
は
、大
阪
〜
神
戸
間
に
官
営
鉄
道

が
開
通
し
、私
鉄
も
阪
堺
鉄
道
の
難
波

〜
大
和
川
間（
明
治
十
八
年
）を
手
は

じ
め
に
、次
々
に
開
通
し
て
い
く
。明
治

三
十
六
年
に
開
業
し
た
市
電
は
、そ
れ

ま
で
の
交
通
手
段
で
あ
る
舟
・
馬
車
・
人

力
車
に
取
っ
て
代
わ
り
、新
た
な
道
路

建
設
を
促
進
し
た
。
新
淀
川
、毛
馬
の

閘
門
、築
港
な
ど
も
で
き
、上
下
水
道
の

敷
設
な
ど
も
完
成
す
る
。�

　
さ
ら
に「
軒
切
」に
よ
る
道
路
の
拡
幅

が
実
施
さ
れ
た
。軒
切
と
い
う
の
は
、道

路
を
広
く
す
る
た
め
に
家
の
軒
先
を
切

り
、道
路
整
理
拡
幅
や
市
電
の
軌
道
敷

設
、都
市
計
画
道
路
建
設
な
ど
を
実
施

し
た
も
の
で
あ
る
が
、通
り
に
面
し
た
町

家
は
後
退
を
強
い
ら
れ
て
、や
む
な
く

改
築
や
新
築
を
行
っ
た
際
、洋
風
建
築

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。そ
の
代
表
例
が
堺

筋
で
、三
越
百
貨
店
や
銀
行
、商
店
な
ど

モ
ダ
ン
な
建
造
物
が
並
ぶ
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト
と
し
て
、新
た
な
都
市
景
観
が
誕

生
し
た
。�

　
近
代
都
市
と
し
て
大
阪
が
本
格
的
に

歩
み
出
し
た
の
は
、紡
績
業
を
中
心
と

す
る
商
工
業
の
勃
興
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
く
、明
治
十
六
年
に
操
業
を
開
始

し
た
大
阪
紡
績（
現
大
正
区
の
三
軒
家

に
工
場
が
あ
っ
た
）の
成
功
が
契
機
と
な

っ
た
。そ
の
後
、次
々
と
紡
績
工

場
が
建
て
ら
れ
、大
阪
の
紡
績

業
は
、全
国
の
中
で
圧
倒
的
な

地
位
を
占
め
、日
本
の
産
業
革

命
の
中
心
と
し
て
近
代
商
工
業

都
市
へ
発
展
し
た
。�

　
一
方
で
、賑
わ
い
を
生
む
都

市
の
あ
り
様
と
し
て
、新
た
な

シ
ン
ボ
ル
も
誕
生
し
た
。
明
治

二
十
一
年
、「
南
の
五
階
」と
呼

ば
れ
た
眺
望
閣
、そ
の
翌
年
に

で
き
た「
北
の
九
階
」
凌
雲
閣
、生
玉
の

浪
花
富
士
な
ど
、展
望
台
を
設
け
た
高

層
タ
ワ
ー
が
相
次
い
で
建
て
ら
れ
た
。さ

ら
に
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
、そ
の

跡
地
で
の
新
世
界
や
ル
ナ
パ
ー
ク
・
通
天

閣
な
ど
、新
し
い
娯
楽
の
場
が
次
々
と
生

み
出
さ
れ
た
。�

　
大
正
に
な
る
と
、国
内
経
済
や
世
相

な
ど
、世
の
中
の
移
り
変
わ
り
の
テ
ン
ポ

が
早
く
な
っ
て
く
る
。ま
ち
に
は
、モ
ダ
ン

ボ
ー
イ
・モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
が
現
れ
、倶
楽
部
、

喫
茶
店
、カ
フ
ェ
が
流
行
し
た
。い
わ
ゆ
る

「
ハ
イ
カ
ラ
の
時
代
」の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

経
済
面
で
も
、第
一
次
世
界
大
戦
の
特

需
に
好
景
気
を
記
録
し
、国
内
紡
績
な

ど
が
一
挙
に
発
展
し
た
。株
価
が
上
が
り
、

五
倍
・
十
倍
の
高
騰
も
珍
し
く
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た
。当
時
の
大
成
金
た
ち
は
こ

の
時
期
に
、阪
神
間
や
郊
外
に
大
邸
宅

を
建
て
た
と
い
う
。し
か
し
高
騰
し
た
の

は
諸
物
価
全
て
で
あ
り
、異
常
な
イ
ン
フ

レ
に
給
料
が
追
い
つ
か
な
い
人
々
は
米
騒

動
を
お
こ
し
、軍
隊
が
出
動
す
る
騒
ぎ

と
な
っ
た
。�

　
大
正
十
二
年
、新
し
い
市
長
が
生
ま

れ
た
こ
と
で
、大
阪
に
さ
ら
な
る
転
機
が

訪
れ
た
。�

�

を
建
設
す
る
と
い
う
の
で
、市
民
は
た
い

北浜通りの風景／北浜二丁目から東の市電道路。左の向こうに見える株式取引所の
建物は、昭和九年改築以前の古い建物である（写真提供：大阪都市協会）�

第五回内国勧業博覧会�

凌雲閣� 初代大阪駅（写真提供：大阪都市協会）�

近
代
都
市
―
モ
ダ
ン
大
阪
―
の
成
立
�

大
大
阪
の
革
命
的
ま
ち
づ
く
り
�

五年着工）�

の
き
ぎ
り�
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ば
れ
た
眺
望
閣
、そ
の
翌
年
に

　
関
一
市
長
は
、大
正
三
年
か
ら
助
役

と
し
て
東
京
か
ら
大
阪
市
に
入
っ
て
い
た
。

都
市
問
題
を
客
観
的
に
捉
え
、具
体
的

に
方
針
を
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
学

識
者
と
し
て
勧
誘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

市
長
就
任
後
は
、理
論
の
実
践
と
し
て

卓
抜
な
都
市
政
策
を
現
実
の
も
の
に
し

て
い
っ
た
。そ
の
構
想
は
、都
心
部
を
高

層
建
築
が
並
ぶ
業
務
地
域
に
再
開
発
し
、

郊
外
住
宅
地
を
形
成
し
て
、業
務
地
域

と
地
下
鉄
で
結
び
、同
時
に
緑
地
を
保

存
し
、住
宅
建
築
を
促
進
し
て
住
み
心

地
の
よ
い
都
市
を
建
設
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。ま
ず
は
第
二
次
市
域
拡
張

と
し
て（
明
治
三
十
年
に
第
一
次
が
行

わ
れ
、大
阪
市
の
面
積
は
そ
れ
ま
で
の

三
倍
半
で
あ
る
五
五
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
と
な
っ
た
）、西
成
郡
・
東
成
郡
全

域
が
編
入
さ
れ
、広
大
な
農
地
を
含
め

た
一
八
一
・
六
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
、

大
正
十
四
年
四
月
一
日
に
大
阪
市
と
な

っ
た
。こ
の
時
、大
阪
市
の
人
口
は
二
一一

万
四
八
〇
四
人
で
、わ
が
国
第
一
、世
界

で
も
六
番
目
の
大
都
市
に
な
っ
た
。�

　
ひ
き
続
き
大
阪
の
革
命
的
改
造
計
画

が
実
施
さ
れ
た
。そ
の
事
業
の
中
心
と

な
っ
た
の
が
、御
堂
筋
の
建
設
と
地
下
鉄

の
開
通
で
あ
っ
た
。そ
れ
ま
で
の
大
阪
の

市
街
地
整
備
は
、市
電
の
敷
設
に
と
も

な
っ
て
街
路
を
新
設
・
拡
幅
し
て
お
り
、

大
正
四
年
に
開
通
し
た
堺
筋
が
、近
代

大
阪
で
初
め
に
で
き
た
大
通
り
・メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。し
か
し
、荷
馬
車

や
自
動
車
な
ど
の
増
加
に
あ
わ
せ
、北

は
梅
田
界
隈
に
省
線（
国
鉄
・
現
在
の
Ｊ

Ｒ
）や
阪
急
・
阪
神
が
集
ま
り
、南
の
難

波
や
阿
倍
野
界
隈
も
、タ
ー
ミ
ナ
ル
周
辺

が
繁
華
街
と
な
っ
て
、そ
れ
ま
で
の
中
心

地
で
あ
っ
た
船
場
と
南
北
を
結
ぶ
交
通

路
が
さ
ら
に
必
要
と
な
っ
て
い
た
。�

　
御
堂
筋
と
地
下
鉄
の
巨
額
な
工
事

費
に
は
、受
益
者
負
担
金
が
充
当
さ
れ

た
。
受
益
者
負
担
金
と
は
、都
市
計
画

事
業
で
利
益
を
受
け
た
も
の
が
、費
用

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
負
担
す
る
と
い

う
都
市
計
画
法（
大
正
八
年
制
定
）に

も
と
づ
い
た
も
の
で
、要
は
、御
堂
筋
の

拡
張
や
地
下
鉄
に
よ
っ
て
交
通
が
便
利

に
な
り
、周
辺
の
住
民
は
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
利
益
を
享
受
す
る
か
ら
、そ
の
利

益
の
代
償
と
し
て
一
定
額
の
負
担
金
を

市
に
拠
出
し
、市
は
そ
れ
を
建
設
費
の

一
部
に
充
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。該

当
す
る
船
場
商
人
な
ど
か
ら
異
論
が
続

出
し
た
も
の
の
、都
市
財
政
論
の
立
場

に
た
つ
政
策
と
し
て
、関
市
長
は
こ
れ
を

強
行
し
た
。�

　
御
堂
筋
は
、幅
二
四
間（
約
四
四
メ
ー

ト
ル
）で
、梅
田
と
難
波
の
間
を
南
北
に

一
直
線
に
結
ぶ
舗
装
道
路
と
し
て
計
画

さ
れ
た
。も
と
も
と「
御
堂
筋
」と
呼
ば

れ
た
道
は
、北
は
淡
路
町
か
ら
南
は
長

堀
ま
で
の
約
一
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幅

三
間
の
細
い
道
で
、商
家
や
長
屋
が
び
っ

し
り
と
建
て
こ
ん

で
い
た
。
そ
れ
が

北
の
梅
田
・
梅
田

新
道
と
難
波
を

結
ぶ
大
道
路
に

変
わ
る
と
い
う
の

で
、「
そ
ん
な
飛

行
場
み
た
い
な

も
の
作
っ
て
ど
う

す
る
ん
だ
」
と
い

う
声
も
あ
ち
こ

ち
か
ら
出
た
と
い

う
。さ
ら
に
地
下

に
は
高
速
鉄
道

を
建
設
す
る
と
い
う
の
で
、市
民
は
た
い

そ
う
驚
い
た
。
用
地
提
供
の
た
め
に
生

業
を
奪
わ
れ
、受
益
者
負
担
金
ま
で
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
た
ち

な
ど
を
含
め
、周
辺
の
人
々
の
犠
牲
と

協
力
の
も
と
に
、予
定
よ
り
か
な
り
遅

れ
た
昭
和
元
年
十
月
に
、御
堂
筋
の
起

工
式
が
行
わ
れ
た
。�

�����

　
地
下
鉄
計
画
は
、最
初
、榎
坂
か
ら
梅

田
を
経
て
、難
波
、天
王
寺
、我
孫
子
に

い
た
る
と
い
う
一
号
線
が
事
業
化
さ
れ
、

昭
和
五
年
に
第
一
期
工
事
が
始
ま
っ
た
。

当
時
は
世

界
的
に
深

刻
な
経
済

不
況
に
見

舞
わ
れ
て

お
り
、大
阪

に
も
あ
ふ

れ
て
い
た

失
業
者
の

多
く
が
、労
働
者
と
し
て
建
設
工
事
に

雇
用
さ
れ
た
。
大
阪
は
、地
盤
地
質
が

軟
弱
で
、地
下
約
三
メ
ー
ト
ル
で
地
下
水

に
達
す
る
た
め
、多
量
の
湧
き
水
に
対

処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、堂
島
川
・
土
佐
堀
川
の
川
底
を
潜

る
と
い
う
難
題
、さ
ら
に
震
動
に
よ
る
、

沿
道
家
屋
の
損
傷
や
井
戸
の
干
上
が
り

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
あ
っ
た
が
、

Vol.2

北浜通
建物は

第

凌

大
大
阪
の
革
命
的
ま
ち
づ
く
り
�

市役所庁舎から見た淀屋橋南詰。御堂筋拡幅前（上）と拡幅後
（昭和四年・下）（写真提供：大阪都市協会）�

地下鉄工事中の御堂筋（昭和五年着工）�

せ
き
は
じ
め�

え

さ
か�

地下鉄開通ポスター（写真提供：大阪都市協会）�
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昭
和
八
年
五

月
二
十
日
、

地
下
鉄
の
梅

田
―
心
斎
橋

が
開
通
し
た
。

初
発
電
車
は

午
後
三
時
ス

タ
ー
ト
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ

に
乗
り
た
い

と
多
く
の
市

民
が
詰
め
掛
け
超
満
員
状
態
で
、平
常

五
分
三
十
秒
の
所
要
時
間
が
十
二
分
も

か
か
っ
た
と
い
う
。
駅
構
内
の
美
し
い
タ

イ
ル
装
飾
、ア
ー
チ
構
造
の
高
い
天
井
に

シ
ャ
ン
デ
リ
ア
、エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
豪

華
な
設
備
は
人
々
を
驚
か
せ
、自
慢
の
タ

ネ
と
な
っ
た
。そ
の
後
、昭
和
十
年
に
難

波
、十
三
年
に
は
天
王
寺
ま
で
開
通
し
、

都
市
交
通
の
ス
ピ
ー
ド
時
代
が
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
。�

　
御
堂
筋
は
昭
和
十
二
年
に
完
成
し
、

銀
杏
並
木
は
翌
年
に
植
樹
さ
れ
た
。こ

う
し
て
、大
阪
近
代
の
都
市
計
画
の
モ
デ

ル・
象
徴
と
も
い
う
べ
き
大
道
路
が
誕
生

し
、今
日
ま
で
大
阪
を
代
表
す
る
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
風
格
を
保
ち
続
け

て
い
る
。こ
の
よ
う
な「
大
大
阪
」の
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
、船
場
や
北
浜
を
中
心
に
誕

生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
建
造
物
・
建
築
物

に
も
反
映
さ
れ
、新
た
な
都
市
景
観
が

生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。�

�

　
近
代
建
築
は
、大
き
く
三
つ
の
時
代

に
分
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。第
一

期
と
し
て
は
、明
治
二
十
年
代
以
前
。大

阪
駅（
初
代
）や
泉
布
観
、初
代
大
阪
府

庁（
江
之
子
島
に
あ
っ
た
）な
ど
、大
規

模
な
施
設
が
外
国
人
に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
た
。�

　
第
二
期
と
い
え
る
明
治
二
十
年
代
以

降
大
正
期
ま
で
は
、外
国
の
建
築
様
式

を
本
格
的
に
学
ん
だ
日
本
人
に
よ
る
作

品
が
増
え
、日
本
中
の
都
心
に
赤
煉
瓦

の
建
物
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。煉

瓦
造
り
の
性
格
か
ら
大
き
な
開
口
部
は

取
れ
な
い
た
め
、銀
行
や
官
庁
、オ
フ
ィ
ス

な
ど
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

北
浜
か
ら
高
麗
橋
も
、そ
の
時
代
は
金

融
街
で
、赤
煉
瓦
の
建
物
が
軒
を
連
ね

て
い
た
と
い
う
。
現
存
す
る
代
表
的
な

も
の
に
中
之
島
公
会
堂
が
あ
る
。
岩
本

栄
之
助
の
寄
付
を
受
け
た
大
阪
市
が
、

辰
野
金
吾
を
建
築
顧
問
と
し
て
実
施
し

た
設
計
コ
ン
ペ
に
よ
り
、岡
田
信
一
郎
の

原
案
を
も
と
に
辰
野
・
片
岡
建
築
事
務

所
が
設
計
し
、大
正
七
年
に
竣
工
し
て
い

る
。辰
野
は
大
正
三
年
竣
工
の
東
京
駅

に
全
力
を
傾
け
た
と
い
わ
れ
た
が
、そ
れ

に
並
ぶ
代
表
作
に
な
っ
た
。そ
の
他
、現

存
す
る
辰
野
の
作
品
に
、高
麗
橋
に
あ

る
旧
大
中
証
券
ビ
ル（
明
治
四
十
五
年

竣
工
）が
あ
る
。�

　
構
造
面

で
も
耐
震

性
が
重
視

さ
れ
る
よ

う
に
な
っ

た
。
と
い

う
の
も
濃

尾
地
震（
明

治
二
十
四

年
）で
、煉

瓦
や
石
造
り
の
建
物
が
大
き
な
被
害
を

受
け
た
た
め
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄

骨
石
貼
り
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。大

阪
で
は
テ
ラ
コ
ッ
タ
貼
り
が
採
用
さ
れ
、モ

ダ
ン
な
問
屋
ビ
ル
が
、昔
な
が
ら
の
町
家

の
合
間
を
埋
め
て
い
く
形
で
増
え
て
い
っ

た
。た
だ
、従
来
の
船
場
の
生
活
様
式
・

伝
統
の
中
で
、店
主
や
そ
の
家
族
・
従
業

員
た
ち
の
住
居
も
兼
ね
て
お
り
、洋
風

ビ
ル
の
上
階
に
和
風
の
座
敷
が
あ
る
の

も
珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。東
西
に
通

じ
る
各
町
に
は
、同
業
者
が
寄
り
集
ま

る
傾
向
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
あ

る
町
並
み
を
形
成
し
て
い
た
の
で
、そ
れ

に
寄
り
添
う
形
で
、小
味
な
都
会
的
意

匠
で
あ
り
な
が
ら
質
感
の
高
い
個
性
的

な
建
築
が
生
ま
れ
た
。同
時
に
、大
阪
的

な
個
性
を
も
つ
建
築
家
た
ち
が
現
れ
、

脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
。こ
う
し
て
、

大
正
後
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
第

三
期
、多
様
な
建
築
文
化
が
華
や
か
に

展
開
さ
れ
た
。昭
和
に
入
り
、大
阪
が
商

業
都
市
か
ら
工
業
都
市
へ
変
化
す
る
中

で
、御
堂
筋
の
拡
幅
は
、船
場
の
東
西
街

路
を
主
と
す
る
空
間
秩
序
を
崩
す
契

機
と
な
っ
た
。南
北
と
東
西
の
街
路
の
微

妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、自
由
で
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
豊
か
な
建
物
が
誕
生
し
て
い
っ
た
。�

　
昭
和
二
十
年
の
大
阪
大
空
襲
で
、大

阪
は
一
面
焦
土
と
化
し
た
。近
代
建
築

物
は
、耐
火
構
造
の
お
か
げ
で
ほ
と
ん
ど

が
焼
け
残
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、戦
後
、従

来
と
異
な
る
都
市
秩
序
を
目
指
し
て
建

ち
始
め
た
数
多
く
の
ビ
ル
の
中
で
、今
日

ま
で
か
な
り
の
貴
重
な
建
造
物
が
取
り

壊
さ
れ
て
き
た
。こ
の
二
十
年
間
で
、約

六
割
強
の
歴
史
的
建
築
が
滅
失
し
て
い

る
と
い
う
調
査
結
果
も
出
て
い
る
。�

　
平
成
八
年
、国
の
登
録
有
形
文
化
財

制
度
が
始
ま
っ
た
。
築
五
十
年
を
経
過

す
る
近
代
建
築
を
文
化
資
源
と
し
て
評

価
し
、そ
の
保
護
活
用
を
推
奨
す
る
も

の
で
あ
る
。平
成
十
五
年
二
月
一
日
現
在
、

全
国
で
二
九
八
〇
件
登
録
さ
れ
て
お
り
、

大
阪
府
内
で
の
登
録
数
は
一
九
九
で
全

国
一
で
あ
る
。そ
の
中
で
、建
築
物
を
維

持
保
存
し
な
が
ら
、こ
の
時
代
に
生
か
す

新
た
な
試
み
が
少
し
ず
つ
芽
生
え
て
い
る
。�

�

日
本
の
建
築
家
に
よ
る
も
の

に
違
い
な
く
、当
時
の
イ
ギ
リ

す
。例
え
ば
、電
気

ス
イ
ッ
チ
や
シ
ャ
ン リニューアルされた中央公会堂の3階特別室（もと貴賓室）�

創建時の中央公会堂�

完成した地下鉄心斎橋駅／豪華なエスカレーターに
人々は目を丸くした�

赤
煉
瓦
か
ら
テ
ラ
コ
ッ
タ
へ
�

近
代
建
築
物
の
再
生
と
活
用
�
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な
ど
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

竣
工
）が
あ
る
。�

路
を
主
と
す
る
空
間
秩
序
を
崩
す
契

　
現
代
に
お
い
て
、近
代
建
築
を
活
用

し
な
が
ら
保
存
し
て
い
く
こ
と
は
難
し
い

課
題
で
あ
る
。
建
物
の
老
朽
化
や
Ｏ
Ａ

化
へ
の
対
応
、賃
貸
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
の
経

営
困
難
な
ど
、ソ
フ
ト
・ハ
ー
ド
両
面
で
の

問
題
を
か
か
え
て
い
る
。登
録
文
化
財
制

度
で
は
、改
築
の
際
、設
計
費
の
半
分
が

補
助
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、根
本
的
な

問
題
解
決
に
は
な
ら
な
い
。民
間
の
場
合

は
、さ
ら
に
収
益
を
上
げ
な
が
ら
の
建
築

物
保
存
と
い
う
課
題
が
あ
る
。�

　
最
近
も
っ
と
も
話
題
を
集
め
た
も
の

と
い
え
ば
、中
之
島
公
会
堂
で
あ
ろ
う
。

一
時
は
取
り
壊
し
の
計
画
も
あ
っ
た
が
、

市
民
に
よ
る
保
存
運
動
や
市
議
会
か
ら

の
要
請
な
ど
に
よ
り
、昭
和
六
十
三
年

に
大
阪
市
に
よ
り
永
久
保
存
が
決
定
さ

れ
た
。中
之
島
に
本
社
を
も
つ
朝
日
新

聞
社
が
募
っ
た「
赤
レ
ン
ガ
基
金
」は
、総

額
約
七
億
六
千
万
円
に
の
ぼ
り
市
民
の

関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。平
成
十
一

年
三
月
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
ま
で
保

存
再
生
工
事
が
行
わ
れ
た
。創
建
当
時

に
戻
す
と
い
う
基
本
方
針
と
、耐
震
性

の
強
化
に
重
点
を
置
い
た
大
規
模
事
業

で
、華
や
か
な
姿
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
が
実
現
し
た
。さ
ら
に
重
要
文
化
財

指
定
も
受
け
て
い
る
。一
方
で
、民
間
に

よ
る
近
代
建
築
の
再
活
用
に
お
い
て
、そ

れ
ぞ
れ
の
こ
だ
わ
り
や
発
想
の
転
換
を

生
か
し
て
、収
益
性
も
考
慮
し
た
個
性

的
な「
場
」が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。�

　
こ
こ
で
は
、北
浜
界
隈
の
事
例
を
い
く

つ
か
紹
介
す
る
。�

���

　
旧
大
阪
証
券
取
引
所
の
北
向
か
い
に

あ
る
、そ
の
名
の
通
り
レ
ト
ロ
な
ビ
ル
。も

と
も
と
赤
煉
瓦
造
り
の
証
券
取
引
業
者

の
建
物
が
三
軒
接
し
て
並
ん
で
い
た
が
、

今
残
る
の
は
、も
っ
と
も
東
に
あ
っ
た
現

ビ
ル
の
み
。明
治
四
十
五
年
に
建
て
ら
れ

た
、地
上
二
階
地
下
一
階
の
ビ
ル
は
、戦

時
中
、証
券
取
引
所
が
閉
鎖
し
て
、建
築

資
材
の
専
門
商
社
で
あ
る
桂
隆
産
業（
株
）

が
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ
た
が
、平
成
六
年
に

倒
産
し
た
。�

　
そ
の
時
、も
と
も
と
大
阪
府
庁
で
中

小
企
業
の
診
断
指
導
を
担
当
し
て
い
た

小
山
寿
一
氏
が
、退
庁
を
機
会
に
買
い

取
っ
て「
北
浜
レ
ト
ロ
株
式
会
社
」
を
設

立
。イ
ギ
リ
ス
に
こ
だ
わ
っ
た
小
山
氏
自

身
の
設
計･

デ
ザ
イ

ン
に
よ
り
補
修
・
改

装
さ
れ
た
こ
の
ビ
ル

は
、テ
ィ
ー
ル
ー
ム
と

ア
ン
テ
ィ
ー
ク
・
雑
貨

店
舗
と
し
て
再
ス
タ

ー
ト
を
切
っ
た
。�

　
「
こ
の
建
物
の
設

計
者
は
不
詳
な
の
で

す
が
、イ
ギ
リ
ス
人

の
建
築
家
に
習
っ
た

日
本
の
建
築
家
に
よ
る
も
の

に
違
い
な
く
、当
時
の
イ
ギ
リ

ス
の
建
造
物
を
想
像
し
て
建

て
ら
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。た

だ
そ
れ
は
、我
々
が
外
国
で
日

本
庭
園
を
見
る
よ
う
な
も
の

で
、当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
し

た
ら
、あ
く
ま
で『
東
洋
ま
じ

り
の
イ
ギ
リ
ス
風
』だ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
私
が
最
初
に

見
た
時
は
、阪
神
大
震
災
に

よ
る
ダ
メ
ー
ジ
が
ひ
ど
く
、蛍
光
灯
や
電

気
の
配
線
が
露
出
す
る
な
ど
、ま
る
で
幽

霊
ビ
ル
で
し
た
。そ
れ
を
で
き
る
だ
け
、

元
の
姿
に
戻

し
て
あ
げ
た

い
と
思
っ
た
の

で
す
」
と
言

わ
れ
る
小
山

さ
ん
。で
き
る

だ
け『
ク
ラ
シ
ッ
ク
』に
こ
だ
わ
っ
た
空
間

を
創
ら
れ
て
お
り
、ド
ア
や
窓
な
ど
う
ま

く
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。も
と
も
と
イ
ン

テ
リ
ア
や
紅
茶
の
趣
味
を
お
持
ち
で
あ
っ

た
が
、趣
味
を
実
益
に
結
び

つ
け
る
た
め
に
、イ
ギ
リ
ス
の

市
立
カ
レ
ッ
ジ
に
短
期
留
学

し
、放
課
後
は
買
い
付
け
の

た
め
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
廻
っ
た
と
い
う
。�

　「
こ
ん
な
趣
の
あ
る
建
築

物
、今
は
も
う
誰
も
建
て
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
。だ
か
ら
、

建
造
時
の
明
治
末
頃
の
雰

囲
気
を
大
切
に
し
た
い
ん
で

す
。例
え
ば
、電
気

ス
イ
ッ
チ
や
シ
ャ
ン

デ
リ
ア
を
揃
え
た

り
…
。イ
ギ
リ
ス
は
、

何
百
年
も
デ
ザ
イ

ン
や
形
な
ど
変
わ

ら
な
い
も
の
が
多
い
。

そ
の
よ
う
に
、時
代

に
迎
合
せ
ず
、ブ
ー

ム
を
追
い
か
け
ず
、

三
十
〜
五
十
年
か

け
て
、孫
の
代
ま
で
普
遍
的
な
も
の
を
提

供
し
て
い
け
れ
ば
、と
考
え
て
い
ま
す
。

毎
年
毎
年
少
し
ず
つ
、ア
ン
テ
ィ
ー
ク
な

飾
り
を
増
や
し
て
い
く
の
も
楽
し
み
で

す
ね
」。�

　
現
在
は
、一
階
が
洋
菓
子
と
工
芸
・
雑

貨
の
シ
ョッ
プ
、二
階
が
テ
ィ
ー
ル
ー
ム
と
な

っ
て
い
て
、独
特
の
や
わ
ら
か
い
優
雅
な
時

間
が
流
れ
て
い
る
。北
側
に
拡
が
る
中
之

島
公
園
の
バ
ラ
園
が
窓
で
ト
リ
ミ
ン
グ
さ

れ
、美
し
く
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
。平
日

に
、近
所
の
ご
婦
人
が
、一
人
で
お
茶
を

飲
み
に
来
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

「
天
気
の
い
い
日
や
週
末
に
は
、ど
う
し

て
も
満
席
に
な
っ
て
し
ま
い
、本
来
の
空

間
の
味
わ
い
が
な
く
な
る
の
で
す
が
…
」

と
言
わ
れ
る
小
山
さ
ん
、昔
の
建
造
物
へ

の
愛
着
は
ひ
と
一
倍
で
、そ
の
建
物
が
も
つ

魂
の
よ
う
な
も
の
を
甦
ら
せ
た
い
と
い
う

思
い
が「
北
浜
レ
ト
ロ
ビ
ル
」に
も
反
映
さ

れ
、よ
り
あ
た
た
か
み
の
あ
る
場
が
育
っ

て
い
る
。
登
録
有
形
文
化
財
に
選
ば
れ

た
が
、外
観
だ
け
で
な
く
、内
装
も
負
け

ず
に
い
い
時
を
刻
ん
で
い
る
よ
う
だ
。�
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ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
を
繰
り
返

し
て
き
た
日
本
と
、古
い
歴
史
あ
る
も
の

を
慈
し
む
イ
ギ
リ
ス
の
価
値
観
の
違
い
に

よ
り
、前
者
が
失
っ
て
き
た
も
の
が
い
か

に
大
き
い
か
、後
者
が
い
か
に
豊
か
な
時

間
や
場
を
紡
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
、そ
の

考
え
方
を
北
浜
レ
ト
ロ
ビ
ル
の
再
生
で
も

っ
て
、大
阪
に
最
初
に
問
い
か
け
た
試
み

な
の
か
も
し
れ
な
い
。�

������

　
生
駒
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
昭
和
五
年
に
竣

工
し
た
。大
阪
で
活
躍
し
た
商
業
建
築

の
名
手
、宗
兵
蔵
の
設
計
、大
林
組
の
施

工
。ア
ー
ル
デ
コ
様
式
で
、外
観
は
ス
ク
ラ

ッ
チ
タ
イ
ル
や
テ
ラ
コ
ッ
タ
を
用
い
た
彫
り

の
深
い
味
わ
い
が
特
徴
で
あ
る
。堺
筋
と

平
野
町
の
角
地
に
建
っ
て
お
り
、生
駒
時

計
店
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。時
計
塔

の
下
の
窓
が
振
り
子
の
形
を
し
て
い
る
の

が
ユ
ニ
ー
ク
で
、装
飾
の
鷲
な
ど
遊
び
の
あ

る
デ
ザ
イ
ン
は
、歩
い
て
い
て
も
す
ぐ
目

に
と
ま
る
。登
録
有
形
文
化
財
に
選
ば

れ
て
い
る
。�

　
生
駒
時
計
店
は
、も
と
は
明
治
三
年

「
大
坂
屋
権
七
・
大
権
堂
」と
し
て
現
在

の
御
堂
筋
に
創
業
し
た
。
御
堂
筋
の
拡

幅
と
地
下
鉄
工
事
の
た
め
に
立
ち
退
き

を
強
要
さ
れ
、現
在
の
場
所
に
新
築
さ

れ
た
の
が
生
駒
ビ
ル
ヂ
ン
グ
で
あ
る
。堅

牢
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
と
各
窓
の
シ
ャ
ッ
タ

ー
の
お
か
げ
で
、大
阪
大
空
襲
や
阪
神
大

震
災
で
も
目
立
っ
た
被
害
が
な
く
、現
役

の
建
物
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。し
か
し
、

設
備
の
老
朽
化
や
再
度
の
大
震
災
へ
の

対
策
と
し
て
耐
震
補
強
の
必
要
性
が
生

じ
て
い
た
。生
駒
時
計
店
代
表
取
締
役

の
生
駒
信
夫
氏
は
、文
化
財
と
し
て
の
こ

の
ビ
ル
を「
な
に
わ
商
人
」と
し
て
、自
ら
、

つ
ま
り
民
間
所
有
の
ま
ま
維
持
保
存
し

て
い
き
た
い
と
考
え
ら
れ
、こ
の
時
代
に

即
応
し
た
活
用
方
法
と
し
て
、収
益
性

の
あ
る
新
し
い
業
態
で
再
生
さ
せ
る
こ

と
を
発
案
さ
れ
た
。そ
し
て
、（
株
）ア
イ

デ
ィ
ー
ユ
ー
や（
株
）日
本
エ
ス
コ
ン
と
共

同
し
て
、サ
ー
ビ
ス
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
の
新

し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
導
入
に
踏
み
切
っ

た
と
い
う
。�

�����

　
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
は
こ
う
で
あ

る
。
新
た
に
Ｓ
Ｐ
Ｃ（
特
定
目
的
会
社
）

を
設
立
し
、生
駒
時
計
店
と
の
間
に
マ
ス

タ
ー
リ
ー
ス
契
約（
十
年
間
の
定
期
借
家

権
）を
締
結
。ア
イ
デ
ィ
ー
ユ
ー
と
日
本
エ

ス
コ
ン
が
、ビ
ル
の

リ
モ
デ
リ
ン
グ
企

画
か
ら
テ
ナ
ン
ト

入
居
募
集
や
オ
フ

ィ
ス
運
営
な
ど
の

業
務
を
受
託
す
る
。�

　
次
に
運
営
で
あ

る
。今
日
オ
フ
ィ
ス

ビ
ル
の
そ
れ
は
難

し
い
と
さ
れ
る
中
で
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を

重
視
し
た
、ホ
テ
ル

の
中
で
仕
事
が
で
き
る
よ
う
な「
コ
ン
シ
ェ

ル
ジ
ュ
オ
フ
ィ
ス
」
を
実
現
。「
北
浜
Ｔ
４

Ｂ（
タ
イ
ム
・
フ
ォ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
）」
と
ネ

ー
ミ
ン
グ
し
た（
Ｔ
は
生
駒
時
計
店
の
歴

史
的
価
値
を
意
味
す
る
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
、４
は
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
、パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
、バ
リ
ュ
ー
の
四
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
、Ｂ
は
Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
を
表
し

て
い
る
）。�

　
一
階
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
の
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、例
え
ば
、電
話
の

取
り
次
ぎ
、来
客
対
応
、書
類
作
成
、発

送
業
務
、コ
ピ
ー
・フ
ァッ
ク
ス
代
行
、さ
ら

に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
、各
種
備
品
購
入
、

各
種
チ
ケ
ッ
ト
の
予
約
な
ど
、秘
書
的
業

務
を
行
う
。入
り
口
に
は
専
属
の
ド
ア
マ

ン
が
常
駐
し
て
い
る
。二
階
か
ら
五
階
の

二
十
八
室
に
は
、全
て
机
・
椅
子
、多
機

能
電
話
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
が
用
意

さ
れ
て
い
る（
賃
貸
料
は
七
万
六
千
円
〜

二
十
九
万
八
千
円
、二
坪
か
ら
七
坪
ま
で

七
タ
イ
プ
の
部
屋
が
あ
る
）。そ
の
他
、ボ

ー
ド
ル
ー
ム
、ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
、ド
リ

ン
ク
コ
ー
ナ
ー
、Ｏ
Ａ
コ
ー
ナ
ー

も
あ
り
、外
観
の
イ
メ
ー
ジ
と

は
逆
の
、近
未
来
的
な
デ
ザ
イ

ン
が
施
さ
れ
た
。と
は
い
う
も

の
の
、一
階
に
は
、か
つ
て
こ
の

時
計
台
に
あ
っ
た
英
国
製
の
鐘

を
象
徴
と
し
て
飾
っ
て
あ
っ
た
り
、

旧
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
な
ど
も
残
っ
て
お
り
、外

観
と
と
も
に
創
立
当
初
の
雰

囲
気
が
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
。�

　
平
成
十
五
年
四
月
現
在
、

関
西
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
関
係
の
会
社

や
弁
護
士
、建
築
家
な
ど
十
四
件
の
入

居
者
が
あ
り
、他
に
も
交
渉
中
の
お
客

さ
ま
が
あ
る
と
い
う
。「
民
間
で
で
き
る

工
夫
で
、民
間
の
所
有
で
維
持
し
て
い
く

こ
と
、そ
れ
が
地
域
社
会
へ
の
貢
献
で
あ

り
、な
に
わ
商
人
魂
で
あ
る
」と
言
わ
れ

る
生
駒
社
長
。新
し
く
創
出
さ
れ
た
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
、今
後
ど
の
よ
う
に
実

を
結
び
、他
の
近
代
建
築
物
の
再
生
に

活
用
さ
れ
る
か
、見
守
っ
て
い
き
た
い
。�

������

　
北
浜
か
ら
ほ
ど
近
い
高
麗
橋
に
旧
大

中
証
券
ビ
ル
が
あ
る
。こ
の
赤
煉
瓦
の
外

観
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
、内
部
を
改
装

し
た
フ
ラ
ン
ス
料
理
レ
ス
ト
ラ
ン
「
シ
ェ
・

ワ
ダ
高
麗
橋
本
店
」が
、平
成
十
四
年
の

十
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。�

　
こ
の
ビ
ル
は
、明
治
四
十
五
年
に
辰
野

業
が
必
要
で

十
世
紀
初
頭
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お

外
観
な
の
で
、高
そ

生
駒
ビ
ル
ヂ
ン
グ�

�

―
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
オ
フ
ィ
ス�

Ｔ
４
Ｂ
―�

旧
大
中
証
券
ビ
ル�

�

―
フ
ラ
ン
ス
料
理
レ
ス
ト
ラ
ン�

「
シ
ェ･

ワ
ダ
」
―�

エントランスロビー／コンシェルジュオフィス�

生駒ビルヂング外観�



権
）を
締
結
ア
イ
デ
ィ
ー
ユ
ー
と
日
本
エ

ー
ド
ル
ー
ム
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
ド
リ

十
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た

�

　
こ
の
ビ
ル
は
、明
治
四
十
五
年
に
辰
野

金
吾
氏（
辰
野
・
片
岡
建
築
事
務
所
）が

設
計
を
行
っ
た
、独
特
の
ア
ク
が
強
い
意

匠
が
特
徴
で
あ
る
。当
初
は
保
険
会
社

が
使
い
、そ
の
後
、大
中
証
券
が
五
十
年

あ
ま
り
入
居
後
、移
転
。ビ
ル
の
オ
ー
ナ

ー
が
再
生
方
法
の
コ
ン
ペ
を
行
い
、二
〇

〇
件
の
応
募
か
ら「
シ
ェ・
ワ
ダ
」の
オ
ー

ナ
ー
シ
ェ
フ
和
田
信
平
氏
の
案
が
採
用
さ

れ
た
。�

　
外
観
の
年
齢
を
重
ね
た
美
し
さ
を
大

切
に
す
る
た
め
、外
壁
の
煉
瓦
も
洗
い
を

一
回
に
お
さ
え
、新
し
い
樋
も
わ
ざ
と
腐

食
さ
せ
て
落
ち
着
い
た
色
に
し
た
と
い
う
。

看
板
や
メ
ニ
ュ
ー
も
あ
ま
り
目
立
た
な
い

よ
う
に
さ
り
げ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
内
装
は
、徹
底
的
に
手
が

加
え
ら
れ
た
。「
九
十
年
前
の
建
物
を
ど

う
保
存
す
る
か
と
い
う
時
、残
す
意
味

が
あ
れ
ば
、長
期
的
な
視
点
で
取
り
組

み
た
か
っ
た
。短
期
的
な
計
画
で
改
装
す

る
の
は
、建
物
を
た
だ
い
じ
め
て
い
る
だ

け
だ
」と
和
田
シ
ェ
フ
。実
際
、建
物
調
査

を
し
て
み
る
と
、

建
築
上
ゆ
が

み
や
矛
盾
だ

ら
け
で
、持
続

さ
せ
る
た
め

に
は「
木
の
床

を
取
り
去
り
、

腐
っ
た
土
を

掘
っ
て
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
打

ち
な
お
す
」（
和

田
氏
談
）
作

業
が
必
要
で

あ
り
、昔
の
面

影
を
残
す
こ

と
よ
り
、新
た

な
コ
ン
セ
プ
ト

を
生
か
す
こ

と
を
優
先
さ
せ
た
。も
と
も
と
本
格
的

な
フ
レ
ン
チ
の
店
を
目
指
し
て
い
た
た
め
、

内
装
も
銀
・
プ
ラ
チ
ナ
カ
ラ
ー
を
コ
ン
セ
プ

ト
に（
金
は
メ
ッ
キ
の
イ
メ
ー
ジ
で
ニ
セ
モ
ノ

感
が
免
れ
な
い
か
ら
だ
そ
う
だ
）、フ
ラ
ン

ス
か
ら
取
り
寄
せ
た
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
、

か
な
り
の
こ
だ
わ
り
が
見
て
と
れ
る
。「
華

美
に
し
な
い
、ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
に

し
な
い
、レ
ト
ロ
に
し
な
い
、陰
気
臭
い・
湿

気
臭
い
と
い
う
の
は
Ｎ
Ｇ
」。暖
炉
や
職

人
に
よ
る
漆
喰
塗
り
の
壁
、時
間
を
経

る
に
つ
れ
て
腐
食
す
る
鏡
な
ど
、生
き
て

い
る
建
物
と
し
て「
い
い
皺
」が
で
き
る
よ

う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
隣
接
す
る
浪
花

教
会（
昭
和
五
年
、ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設
計
）裏

に
あ
っ
た
三
十
坪
の
空
き
地
が
、調
理
場

と
し
て
利
用
で
き
た
偶
然
も
重
な
る
。「
今
、

大
阪
人
が
外
国
の
Ｖ
Ｉ
Ｐ
を
も
て
な
す

の
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、た
い
て
い
ホ
テ
ル

チ
ェ
ー
ン
の
店
。や
は
り
大
阪
自
慢
の
店

と
し
て
、守
る
べ
き
も
の
を
創
っ
て
い
き
た

い
」と
い
う
和
田
シ
ェ
フ
の
思
い
が
、こ
の

建
築
物
を
今
息
づ
か
せ
て
い
る
。�

���

　
も
と
は
報
徳
銀
行
大
阪
支
店
。大
正

十
一
年
、河
合
浩
蔵
の
設
計
で
あ
る
。登

録
有
形
文
化
財
。十
九
世
紀
末
か
ら
二

十
世
紀
初
頭
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お

き
た
伝
統
様
式
か
ら
の
解
放
を

志
向
す
る
建
築
運
動
に
よ
り
生

ま
れ
た
新
様
式
の
デ
ザ
イ
ン
は
、

様
式
的
細
部
を
幾
何
学
的
な

線
に
置
き
換
え
た
ゼ
ツ
ェッ
シ
ョ
ン

（
分
離
派
）と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ
れ
た
柱

頭
が
特
徴
的
で
あ
る
。
新
井
ビ

ル
に
は
、報
徳
銀
行
の
後
、レ
ス
ト

ラ
ン・
弘
得
社
が
入
り
、二
十
五
年
程
営

業
し
て
い
た
が
、昨
年
九
月
、無
国
籍
料

理
「D

IN
IN
G
&
B
A
R
K
o
s

」
と
し
て

経
営
者
が
変
わ
っ
た
。外
か
ら
見
た
だ
け

で
は
、も
と
銀

行
だ
と
わ
か

り
に
く
い
が
、

中
に
入
る
と

吹
き
抜
け
の

回
廊
や
個
室

が
あ
り
、上
の

廊
下
か
ら
執
務
を
監
視
し
て
い
た
の
が

想
像
で
き
る
。天
井
が
高
く
、大
理
石
や

瓦
な
ど
の
重
厚
な
雰
囲
気
は
そ
の
ま
ま

残
さ
れ
て
お
り
、ひ
と
昔
前
の
映
画
に

出
て
き
そ
う
な
、妙
な
懐
か
し
さ
と
落

ち
着
き
が
感
じ
ら
れ
る
贅
沢
な
空
間
が

広
が
る
。�

　
ホ
ー
ル
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の

大
西
淳
平

氏
に
よ
る
と
、

「
登
録
有
形

文
化
財
に
選

ば
れ
る
程
の

外
観
な
の
で
、高
そ

う
な
お
店
だ
と
思
っ

て
、若
い
お
客
さ
ま

が
入
り
に
く
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
懸

念
も
あ
り
ま
す
。お

客
さ
ま
に
、い
ろ
い

ろ
な
料
理
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
た
く

て
無
国
籍
料
理
に

し
ま
し
た
が
、そ
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
感
と
外

観
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
す
ね
。個
人
的

に
は
趣
が
あ
る
雰
囲
気
は
気
に
入
っ
て
い

ま
す
が
、空
間
の
創
り
方
や
営
業
手
法

に
つ
い
て
、今
は
手
探
り
状
態
で
す
」。だ

が
、ラ
ン
チ
は
非
常
に
人
気
が
あ
り
、行

列
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
昔
の
面
影

を
残
し
な
が
ら
も
新
た
に
バ
ー
カ
ウ
ン
タ

ー
を
設
置
す
る
な
ど
、時
代
を
意
識
し

た
独
自
の
場
づ
く
り
に
挑
戦
し
て
い
る
。�

　
こ
の
ビ
ル
に
は
、レ
ス
ト

ラ
ン
の
他
に
貸
室
も
あ
り
、

小
さ
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ

ー
ス
に
も
な
る
。
急
な
螺

旋
階
段
も
、創
建
当
時
の

面
影
を
そ
の
ま
ま
残
し

て
い
る
。�
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築
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潤
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昭
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秋
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平
成
一
三
年�

「
大
阪
人
」
Ｖ
Ｏ
Ｌ
五
四
、五
五
、五
六
他�

大
阪
都
市
協
会�

「
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経
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
」�

二
〇
〇
三
・
二
〜
三
平
成
一
五
年

日
経
Ｂ
Ｐ
社�

「
モ
ダ
ン
都
市
大
阪
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代
の
中
之
島
・
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場
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」�

大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム�

平
成
一
四
年�他�

　
こ
の
他
に
も
、

大
阪
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
近
代
建
造
物

が
維
持
活
用
さ
れ

続
け
て
い
る
。
例

え
ば
、大
正
十
年

に
建
設
さ
れ
た「
青

山
ビ
ル
」
。
喫
茶

店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
、こ
ぢ
ん
ま

り
と
し
た
あ
た
た

か
さ
を
感
じ
ら
れ

る
。そ
の
隣
の
「
伏

見
ビ
ル
」は
、昭
和
の
初
め
に
建
て
ら
れ
、

当
初
は
ホ
テ
ル
で
あ
っ
た
が
、現
在
は
主

に
貸
し
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。こ
こ
に
入
居
し
た
人
た
ち
は
成
功

す
る
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
が
あ
る
よ
う
で
、「
出

世
ビ
ル
」と
い
う
別
名
が
あ
る
と
か
。オ

ー
ナ
ー
さ
ん
の

趣
味
を
生
か

し
た
一
階
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー「
も

ず
」や
、入
居

者
と
の
フ
ェ
イ

ス
ツ
ー
フ
ェ
イ

ス
の
お
付
き

合
い
も
、こ
の

ビ
ル
の
魅
力
の

一
つ
に
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。そ
の
他
、「
高
麗
橋
野
村

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」（
昭
和
二
年
）、「
船
場

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」（
大
正
十
四
年
）な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
反
映
す
る
建
造
物

で
、界
隈
の
歴
史
的
景
観
を
支
え
て
い
る
。

ま
た
「
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
」（
昭
和
八
年
）も
、

昨
年
、八
階
の
ガ
ス
ビ
ル
食
堂
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
、創
建
時
の
文
化
を
再
現

す
る
方
向
で
、新
た
な
発
信
を

試
み
て
い
る
。�

　
も
と
も
と
住
宅
や
オ
フ
ィ
ス

仕
様
で
、一
般
の
人
に
と
っ
て
は
、

外
観
で
し
か
そ
の
雰
囲
気
を

味
わ
え
な
い
近
代
建
築
物
が

多
か
っ
た
。が
最
近
、仕
様
変
更

も
含
め
た
改
装
に
よ
っ
て
、レ
ス

ト
ラ
ン
や
喫
茶
店
、ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
開
か
れ
た
場
に
変
わ
り
、

そ
の
独
自
の
空
間
で
、ゆ
っ

く
り
時
間
を
楽
し
む
こ
と

の
で
き
る
建
築
物
も
少
し

ず
つ
だ
が
増
え
て
い
る
。建

築
当
初
の
面
影
を
重
視
し

て
改
装
さ
れ
た
も
の
や
、全

く
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ

り
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
演
出
が
施

さ
れ
た
も
の
な
ど
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が
、各
々
オ
ー
ナ
ー
や
経
営
者

の
思
い
入
れ
や
メッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い「
場
」

が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。�

　
今
回
紹
介
し
た
北
浜
界
隈
以
外
に
も
、

大
阪
に
は
保
存
活
用
さ
れ
て
い
る
近
代

建
築
物
が
数
多
く
あ
り
、リ
モ
デ
リ
ン
グ

（
再
生
）の
事
例
も
増
え
て
い
る
。そ
の
遺

産
を
見
直
し
、今
日
的
な
ニ
ー
ズ
と
セ
ン

ス
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
活
用
し
て
生
か
す
、

そ
の
試
み
は
、大
阪
と
い
う
都
市
自
体
の

リ
モ
デ
リ
ン
グ
を
支
え
、新
た
な
都
市
文

化
を
生
み
出
す
大
き
な
力
に
な
る
に
違

い
な
い
。�
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