
 

こ  

ま
い 

  

　「
住
む
の
な
ら
ば
、
や
は
り
木
の
家
」
と
考
え
る
人

は
多
い
。
木
と
い
う
素
材
の
良
さ
を
知
り
、
木
の
家
の

快
適
さ
を
望
む
住
ま
い
手
は
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん

い
る
。
し
か
し
、
杉
や
桧
、
松
な
ど
の
国
産
の
無
垢
の

木
を
使
い
、
竹
を
編
ん
だ
小
舞
に
泥
を
塗
っ
て
壁
に

し
、
家
を
つ
く
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
明
治
時
代
に
導
入
さ
れ
た
外
来
の
工
法

や
、
第
二
次
大
戦
後
の
高
度
成
長
期
に
押
し
寄
せ
た

工
業
化
の
波
が
、
日
本
古
来
の
家
づ
く
り
の
工
法
を

変
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
工
法
ば
か
り
で
な
く
、
木
材
の
供
給
体
制
も

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
安
価
な
素
材
を
求
め
て
外
材
を

輸
入
し
た
こ
と
が
、
国
内
の
林
業
の
衰
退
に
つ
な
が
り
、

そ
の
後
の
日
本
の
山
林
の
荒
廃
に
つ
な
が
っ
た 

の
で
あ
る
。 

　
本
来
、
日
本
と
い
う
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
の
地

域
で
は
、
樹
木
は
身
近
な
資
源
で
あ
り
、
真
っ
直
ぐ
に

育
つ
杉
は
、
建
物
づ
く
り
に
は
欠
か
せ
な
い
優
れ
た

建
材
と
い
わ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
昔
か
ら
身
近
で
手

に
入
り
や
す
い
豊
富
な
木
を
使
っ
て
、
日
本
の
建
築

は
木
造
技
術
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
と
い
え
る
。 

　
伝
統
構
法
と
呼
ば
れ
る
木
と
木
を
組
む
技
術
は
、

仏
教
と
と
も
に
中
国
か
ら
韓
国
を
経
て
、
古
代
の
日

本
に
伝
わ
り
独
自
の
発
展
を
し
、
大
工
職
人
と
と
も

に
日
本
各
地
に
広
ま
っ
た
。
は
じ
め
は
神
社
や
寺
院

を
造
る
技
術
で
あ
っ
た
が
、
貴
族
や
武
家
の
住
宅
に

応
用
さ
れ
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
庶
民
の
家
で
あ 

る
町
家
や
農
家
に
も
そ
の
技
術
は
伝
播
し
現
代
に 

至
っ
て
い
る
。 

　
ま
さ
に
伝
統
的
な
木
組
の
大
工
技
術
は
、
千
年
以
上

の
歴
史
の
中
で
体
系
化
さ
れ
、
素
材
と
し
て
の
木
を
生

か
す
技
術
と
し
て
大
工
棟
梁
を
頂
点
に
職
人
集
団
を

組
織
し
、
山
や
地
域
を
支
え
る
産
業
と
し
て
も
日
本
の

社
会
の
根
幹
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
で
は
伝
統
構
法
を
簡
略
化

し
た
在
来
工
法
や
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
が
シ
ェ
ア
を
の
ば

し
て
お
り
、
時
代
と
と
も
に
機
械
化
さ
れ
、
合
理
化
の

名
の
も
と
に
大
工
の
手
刻
み
を
必
要
と
し
な
い
プ
レ

カ
ッ
ト
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
２０
年
ほ
ど
の

間
に
、
い
つ
の
間
に
か
大
工
は
柱
や
梁
を
刻
む
こ
と

が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
振
り
返
る
と
、
明
治
か
ら
戦
後
の
こ
の
よ
う
な
木

造
建
築
の
変
遷
に
、
重
要
な
社
会
的
問
題
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
筆
者
は
プ
レ
ハ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
プ

レ
カ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
大
工
が
架
構
を
刻
ま
な

く
な
る
こ
と
で
、
木
材
の
加
工
技
術
の
伝
承
が
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い

る
。
ま
た
林
業
の
実
態
を
知
る
ほ
ど
、
山
に
植
林
で
き

木
の
家
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と 

「
木
組
」
で
つ
く
る
日
本
の
家 
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な
い
安
価
な
素
材
価
格
で
は
、
将
来
の
日
本
の
国
土

は
ど
う
な
る
の
か
心
配
で
あ
る
。 

　
課
題
の
出
発
点
は
、
消
え
そ
う
な
大
工
技
術
と
循

環
で
き
な
い
素
材
生
産
の
現
場
に
あ
る
。 

 

　 

  

　
本
来
、
木
造
建
築
の
伝
統
構
法
に
は
多
く
の
優
れ

た
点
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
木
と
い
う
素

材
の
持
っ
て
い
る
性
能
に
あ
る
。
木
は
植
え
て
育
て

れ
ば
、
枯
渇
す
る
こ
と
の
な
い
無
限
の
資
源
で
あ
り
、

植
林
さ
れ
育
つ
間
に
酸
素
を
供
給
し
、
Ｃ
Ｏ
２
を
削
減

す
る
。
ま
た
、
木
は
大
地
に
還
る
自
然
素
材
で
あ
り
、

多
孔
性
の
素
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
室
内
に
お
い
て

は
調
温
湿
作
用
を
期
待
で
き
る
。つ
ま
り
、快
適
な
室

内
環
境
を
実
現
す
る
優
れ
た
性
能
を
有
し
て
い
る
生

物
素
材
で
あ
る
。 

　
２
番
目
に
、
伝
統
構
法
に
よ
る
丈
夫
な
木
組
を
駆

使
し
た
架
構
体
は
、
耐
久
性
が
長
く
長
寿
命
で
あ
る
。

長
寿
命
で
あ
る
こ
と
は
、
資
源
の
浪
費
に
な
ら
な
い

ば
か
り
か
、
世
代
を
超
え
て
住
み
続
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
、
優
良
な
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
社
会
的
な
財

産
と
も
な
る
。 

　
３
番
目
に
、
木
材
は
手
に
入
れ
や
す
く
か
つ
加
工

し
や
す
い
素
材
で
あ
る
た
め
、
保
守
管
理
や
維
持
管

理
に
優
れ
、
増
改
築
も
容
易
で
あ
る
の
で
、
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
や
生
活
の
変
化
に
対
応
で
き
る
。 

　
４
番
目
に
、
木
を
組
ん
で
は
、
外
す
こ
と
が
で
き
る

継
手
・
仕
口
を
つ
く
る
木
組
の
技
術
は
、
再
生
可
能
な

架
構
体
を
実
現
し
建
物
の
移
築
を
可
能
に
す
る
。
そ

の
こ
と
は
、
長
寿
命
の
仕
組
み
の
一
つ
と
い
え
る
。 

　
５
番
目
に
、
伝
統
的
な
貫
工
法
は
、
地
震
や
台
風

に
対
し
て
、
木
の
特
性
を
利
用
し
た
粘
り
強
さ
と
靭

性
を
発
揮
し
、
大
き
く
変
形
し
な
が
ら
も
脆
性
的
な

倒
壊
に
至
ら
な
い
。
つ
ま
り
人
命
を
守
る
た
め
の
生

存
空
間
を
確
保
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。 

　
６
番
目
に
、
日
本
全
域
で
大
工
技
術
と
し
て
体
系

化
さ
れ
て
お
り
、
木
取
り
、
墨
付
け
、
刻
み
、
組
み
立

て
、
造
作
、
仕
上
げ
ま
で
が
一
連
の
作
業
と
し
て
共
有

で
き
、
地
域
を
越
え
た
職
人
技
術
の
交
流
が
可
能
で

あ
る
。
さ
ら
に
経
験
を
つ
む
こ
と
で
、
よ
り
高
度
な
技

術
を
体
得
し
、
次
の
世
代
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
７
番
目
に
、
地
域
の
気
候
や
風
土
な
ど
、
日
射
や
風

通
し
な
ど
に
配
慮
し
た
自
然
と
共
生
す
る
構
法
で
あ

り
、
屋
根
の
形
や
軒
の
出
な
ど
地
域
に
根
ざ
し
た
型

が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
地
域
性
に
従
え
ば
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
の
少
な
い
家
づ
く
り
が
可
能
で
あ
る
。 

　
８
番
目
に
、
大
工
技
術
の
体
系
の
中
に
建
物
の
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
規
定
す
る
基
準
『
匠
明
』
な
ど
の
「
木

割
書
」
や
棟
梁
に
よ
る
口
伝
が
あ
り
、
そ
れ
が
美
し
い

日
本
の
風
景
を
つ
く
っ
て
き
た
。 

　
以
上
、
伝
統
構
法
に
よ
る
家
づ
く
り
は
、
こ
れ
ら

の
優
位
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
山
の
木
材
を
伐
り

出
す
と
こ
ろ
か
ら
建
物
の
完
成
ま
で
、
地
元
の
職
人

に
技
術
の
伝
承
と
連
携
を
保
ち
な
が
ら
、
古
来
よ
り

人
づ
く
り
と
地
域
づ
く
り
が
継
続
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
課
題
の
解
決
方
法
は
、
伝
統
構
法
の
仕
組

み
の
中
に
す
で
に
内
在
し
て
い
る
優
位
点
に
隠
さ

れ
て
い
る
。 

じ
ん 

ぬ
き 

せ
い 

し
ょ
う
め
い 

伝統構法の木組だからこそ可能な「せがい造りの家」。５段に組み上げた木組 現代的な木組の家。継手・仕口は伝統的な加工でできている 

伝
統
構
法
の
優
位
点 



あ
ら
わ 

   

　
そ
こ
で
、
課
題
解
決
の
方
法
と
し
て
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
「
き
」
組
の
仕
組
み
と
家
づ
く
り
の
実
践
を
ご
紹

介
し
た
い
。 

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
き
」
組
の
理
念
は
明
快
で
あ
る
。

「
木
の
家
が
欲
し
い
と
望
む
住
ま
い
手
に
、
適
正
価
格

で
国
産
材
無
垢
の
木
と
漆
喰
の
家
を
提
供
す
る
」「
山

に
は
植
林
費
用
を
還
し
、
職
人
に
は
腕
を
ふ
る
っ
て

も
ら
う
」「
住
ま
い
手
と
山
と
職
人
を
つ
な
ぐ
」
木
組

の
家
づ
く
り
で
あ
る
。 

　
自
然
素
材
を
使
い
、
伝
統
の
技
術
を
駆
使
す
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
工
事
費
と
い
う
透

明
性
も
大
切
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
山
や

設
計
者
や
職
人
に
、
各
々
の
役
割
を
お
願
い
し
て
、
木

組
の
家
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
る
。 

　
ま
ず
「
素
材
の
つ
く
り
手
」
で
あ
る
林
業
者
・
製
材

所
に
は
、
木
の
性
能
を
確
保
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

天
然
乾
燥
の
実
施
と
製
材
精
度
の
確
保
と
構
造
材
の

強
度
の
測
定
を
お
願
い
し
て
い
る
。 

　
乾
燥
に
あ
た
っ
て
は
、
人
工
乾
燥
に
よ
る
内
部
割

れ
を
避
け
た
い
の
で
天
然
乾
燥
を
実
施
し
て
い
る
。

含
水
率
は
２５
％
内
外
を
目
標
に
し
て
い
る
。 

　
製
材
の
精
度
は
９０
セ
ン
チ
を
超
え
る
場
合
、
±
１

ミ
リ
以
内
の
誤
差
で
木
組
を
表
し
で
使
っ
て
も
隙
の

出
に
く
い
数
値
を
要
求
し
て
い
る
。 

　
強
度
は
ヤ
ン
グ
係
数
（
※
）
Ｅ
７０
以
上
を
目
標
と

し
て
い
る
。 

　
ま
た
、
木
材
を
拾
う
時
に
は
図
面
を
見
て
適
材
適

所
を
見
極
め
る
よ
う
お
願
い
し
、
伝
票
か
ら
長
さ
と

太
さ
だ
け
で
出
荷
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
使
う
箇
所
に
気
づ
か
っ
て
欲

し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

　
ご
存
知
の
よ
う
に
木
材
は
一
様
で
は
な
く
、
ば
ら

つ
き
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
弱
点
に
も
な
る
が
、
選
び

方
に
よ
っ
て
は
、
等
級
の
低
い
材
で
も
表
し
で
見
せ

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
う
ま
く
使
い
回
せ

ば
、
木
材
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
手
間
か
け
る

こ
と
で
並
材
が
使
え
れ
ば
、
山
に
と
っ
て
は
大
い
に

助
か
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

　
次
に
「
家
の
つ
く
り
手
」
で
あ
る
職
人
や
工
務
店
に

は
、
伝
統
の
木
組
の
技
術
を
充
分
に
発
揮
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
大
工
手
間
は
、
工
事
費
の
２０

％
を
目
安
に
、
坪
当
た
り
７
人
工
か
ら
８
人
工
と
し

て
い
る
。
手
刻
み
で
継
手
・
仕
口
を
つ
く
り
、
柱
梁
を

組
み
上
げ
て
最
後
の
仕
上
げ
ま
で
腕
を
ふ
る
っ
て
も

ら
う
。
こ
の
手
間
を
惜
し
ん
で
プ
レ
カ
ッ
ト
を
採
用

す
る
と
、
大
工
技
術
が
伝
承
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

　
ま
た
工
事
費
の
見
積
も
り
は
、
過
不
足
の
な
い
経

費
を
計
上
し
た
上
で
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
見
積
も
り
を

お
願
い
し
て
い
る
。
今
や
材
料
や
手
間
も
、
ウ
エ
ブ
サ

イ
ト
で
誰
に
で
も
金
額
が
明
ら
か
に
わ
か
る
時
代
に
、

価
格
の
透
明
性
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
さ
ら
に

以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
世
代
の
技
術
者

を
育
て
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と

に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
き
」
組
の
建
設
現
場
で
は
、
若

い
職
人
が
多
く
作
業
し
て
い
る
。 

　
次
に
設
計
者
で
あ
る
が
、
筆
者
は
設
計
者
を
「
住
ま

い
手
」
と
「
つ
く
り
手
」
の
間
を
取
り
持
つ
「
つ
な
ぎ

手
」
と
呼
ん
で
い
る
。
設
計
の
役
割
と
し
て
は
、
美
し

さ
を
追
求
す
る
こ
と
が
一
番
で
あ
る
。
現
代
日
本
の

町
並
み
の
様
相
に
は
、
明
ら
か
に
建
物
の
美
観
が
欠

落
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。 

　
ま
た
伝
統
の
技
術
を
し
っ
か
り
学
ん
で
い
た
だ
き

た
い
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
古
民
家
の
解
体
や
再
生
が
伝

統
の
継
手
や
仕
口
を
学
ぶ
に
は
最
も
勉
強
に
な
る
。

教
材
と
な
る
の
は
、
先
人
達
の
つ
く
っ
て
き
た
歴
史

的
な
日
本
家
屋
で
あ
る
。
継
手
・
仕
口
の
加
工
は
も
ち

ろ
ん
、
間
取
り
と
木
組
の
架
構
や
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
の
決
ま
り
ご
と
は
、
古
民
家
を
読
み
取
る
と
こ

ろ
か
ら
基
本
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
。
さ
ら
に
大
工

用
語
を
理
解
し
、
職
人
が
伝
統
技
術
を
発
揮
で
き
る

よ
う
に
支
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

　
つ
ま
り
設
計
者
は
、
全
体
の
仕
事
の
流
れ
を
把
握

し
な
が
ら
、
住
ま
い
手
と
つ
く
り
手
を
つ
な
ぐ
良
い

位
置
に
い
る
。
立
場
上
、
中
立
を
保
ち
な
が
ら
、
家
づ

く
り
の
仕
組
み
を
健
全
な
方
向
に
導
き
「
共
存
共
栄
」

の
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
設
計

者
に
あ
り
が
ち
な
作
品
を
つ
く
る
こ
と
に
明
け
暮
れ

大黒柱にささえられた木組の家 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ｢

き｣

組
の
仕
組
み 

木の多様な可能性を問う Ⅱ 



松
井 

郁
夫
（
ま
つ
い
・
い
く
お
） 
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 ㈱
松
井
郁
夫
建
築
設
計
事
務
所
代
表
取
締
役
、
一
級
建
築

士
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
き
」
組
代
表
理
事
、
金
沢
美
術
工

芸
大
学
講
師
、
大
工
育
成
塾
講
師
他
。
1
9
5
5
年
福
井

県
生
ま
れ
。
７７
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
卒
業
。
７９
年

同
大
学
院
美
術
研
究
科
修
了
後
、
㈱
現
代
計
画
研
究
所
入

社
。
８５
年
建
築
設
計
事
務
所
設
立
。
2
0
0
1
年
「
職
人
が

つ
く
る
木
の
家
ネ
ッ
ト
」
発
起
人
。
主
な
著
書
は
、『「
木

組
」
で
つ
く
る
日
本
の
家
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
）、『「
木

組
の
家
」
に
住
み
た
い
！
』（
彰
国
社
）、『
私
家
版
仕
様
書
』

（
共
著
、
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ
）
な
ど
。 

CEL

る
こ
と
な
く
、
施
主

と
職
人
の
「
つ
な
ぎ

手
」
と
し
て
働
い
て

欲
し
い
。 

　
最
後
に
「
住
ま
い

手
」
の
方
に
も
役
割

を
お
願
い
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
今
の
時
代

の
環
境
認
識
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
。
つ

ま
り
植
林
費
用
や
大

工
の
手
間
に
理
解
を

示
し
て
い
た
だ
く
こ

と
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
「
公
」
の
気
持
ち
に
な
っ
て
ご
自
身
の
家
を

考
え
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
る
。
家
と
い
う
の
は
個

人
の
所
有
で
あ
り
な
が
ら
、
人
目
に
触
れ
る
存
在
で

あ
る
。
長
い
時
間
を
生
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
所
有
者

も
変
わ
り
、
幾
世
代
も
住
み
継
が
れ
て
地
域
の
財
産

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
「
あ
な
た
の
家
は
、

あ
な
た
の
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
」
な
ど
と
禅
問
答
の
よ
う
な
会
話
を
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
私
的
な
要
望
を
乗
り
越
え
て
、
幾
世
代

に
も
渡
る
地
域
の
共
有
財
産
と
な
る
よ
う
な
家
づ
く

り
を
心
が
け
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。 

    

　
こ
こ
で
、
大
切
な
役
割
が
「
行
政
」
に
も
あ
る
。
以

下
の
こ
と
は
伝
統
的
な
木
組
の
家
づ
く
り
に
と
っ
て
、

ま
た
は
将
来
の
日
本
の
社
会
に
と
っ
て
有
意
義
な
こ

と
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
許
認
可
の
制
度
に
左
右
さ
れ

る
建
築
の
世
界
で
は
、
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

　
そ
れ
は
建
築
の
質
向
上
の
た
め
に
「
建
築
基
準
法
」

の
改
正
を
急
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
ご
存
知
の
よ
う
に
基

準
法
の
第
一
条
「
目
的
」
に
は
、
こ
の
法
律
が
「
最
低

の
基
準
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
１
９
５

０
（
昭
和
２５
）
年
に
制
定
さ
れ
た
当
時
の
事
情
か
ら
考

え
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
焦
土
と
化
し
た
日
本

の
復
興
に
は
、
ま
ず
住
む
と
こ
ろ
を
確
保
す
る
た
め

に
、
規
定
は
最
低
限
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
時
代
か
ら
す
で
に
６０
年
を
経
過
し
て
い
る
。

十
年
一
昔
と
い
う
が
、
復
興
の
た
め
に
大
量
に
家
を

供
給
す
る
期
間
と
し
て
は
、
長
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。 

　
現
在
の
日
本
の
町
並
み
景
観
を
、
決
し
て
美
し
い

と
は
い
え
な
い
最
低
の
基
準
で
規
定
さ
れ
た
建
物
が

構
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
も
っ
と
早
い
段

階
で
量
よ
り
質
の
時
代
に
移
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

景
観
が
生
活
の
総
体
を
表
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、

国
民
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
現
在
の
日
本
に
お
い
て

は
、
す
で
に
バ
ラ
ッ
ク
の
時
代
は
過
ぎ
た
は
ず
で
あ
る
。 

　「
衣
食
足
り
て
住
を
知
る
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
る

が
、
今
や
時
代
は
「
住
」
を
中
心
と
し
た
成
熟
し
た
社

会
を
実
現
す
る｢

高
い
質｣

を
求
め
て
い
る
。
今
こ
そ

が
「
建
築
基
準
法
」
か
ら｢

建
築
基
本
法｣

へ
の
移
行
の

時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
低
基
準
か
ら
理
想
の
基

準
に
駆
け
上
が
る
時
期
に
来
て
い
る
。 

　
そ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
理
想
的
な
日
本

の
家
は
、
伝
統
的
建
物
群
保
存
地
域
に
残
る
歴
史
あ
る

建
物
も
一
つ
の
答
え
で
あ
ろ
う
。
日
本
建
築
の
未
来
は
、

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
家
づ
く
り
の

中
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。 

　
問
題
は
、
伝
統
的
な
木
造
建
築
を
阻
害
す
る
法
規

制
に
あ
る
。
建
築
基
準
法
制
定
以
前
に
建
て
ら
れ
た
、

優
れ
た
木
造
建
築
を
不
適
格
建
築
に
し
て
は
い
け
な

い
。
先
人
達
が
つ
く
っ
て
き
た
開
放
的
で
柔
軟
な
日

本
家
屋
の
架
構
の
知
恵
を
、
木
の
靭
性
を
生
か
し
な

が
ら
解
析
し
、
京
都
の
町
家
や
各
地
に
残
る
歴
史
的

な
家
屋
が
、
既
存
不
適
格
と
い
う
残
念
な
結
論
を
導

か
な
い
設
計
手
法
を
開
発
し
、
日
本
の
家
づ
く
り
の

規
範
と
し
て
法
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
こ
れ
か

ら
の
行
政
の
役
割
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全

国
各
地
の
木
の
建
築
に
関
係
す
る
産
業
は
元
気
に
な

り
、
伝
統
技
術
は
受
け
継
が
れ
る
と
考
え
る
。 

 （
※
）
物
体
に
加
え
た
力
（
荷
重
）
と
た
わ
み(

変
位
）
の
関
係
を
示
す
も
の
。

 

現場があるから若い職人たちが技術を受け継ぐことができる 

質
の
高
い
建
築
を
め
ざ
し
て 


