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第６回 京都建築賞 結果発表
■主　　催　（一社）京都府建築士会
■後　　援　京都府・京都市・宇治市
■趣旨目的　
　 　京都府建築士会の創立60周年を記念して創設。京都の歴史
的文脈を踏まえつつ創造性の高い建築作品を表彰し、その活動
及び業績を広く社会に伝えることにより、 京都及び建築の継
承・発展に資することを目的とする。
　 　第4回からは、次代を担っていく建築士の支援を目的として、
京都建築賞に特定のテーマを設定する新たな部門として藤井
厚二賞を創設しており、藤井厚二賞については次号で紹介。
■審査委員会
　委 員 長　岸　和郎（京都造形芸術大学大学院教授）
　委　　員　米田　明（京都工芸繊維大学教授）
　　　　　　平田晃久（京都大学准教授）

■受賞一覧

　優秀賞／ ジンズ京都寺町通
 設計者：中村竜治
 　　　 （㈱中村竜治建築設計事務所）

　優秀賞／ J.GRAN THE HONOR 下鴨糺の杜
 設計者：河合哲夫・合田　靖・阪本泰智・
 　　　　丸子勇人（㈱竹中工務店）

　奨励賞／ HOSOO RESIDENCE
 設計者：細尾直久
 　　　 （HOSOO architecture）

　入　選／ 宝ホールディングス歴史記念館
 設計者：米津正臣・水野裕太・中村雅崇
 　　　 （㈱竹中工務店）
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京
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築
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審
査
総
評

審
査
委
員
長　

岸　

和
郎

京
都
府
建
築
士
会
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
賞
で
あ
る
京
都
建
築
賞
の
本
年
度
は
６
年
目
に
な
り
ま
す
。

そ
の
審
査
の
経
過
に
つ
い
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

私
、
岸
和
郎
が
委
員
長
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
大
学
院
教
授
の
米
田
明
氏
、
京
都
大
学
大
学
院
准
教
授

の
平
田
晃
久
氏
の
お
二
人
の
審
査
委
員
と
い
う
審
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
構
成
で
審
査
を
い
た
し
ま
し

た
。資

料
の
提
出
期
限
で
あ
る
２
月
28
日
時
点
で
応
募
作
品
数
は
京
都
建
築
賞
部
門
13
点
、
藤
井
厚
二
賞
部

門
６
点
、
合
計
18
点
で
あ
り
、
昨
年
度
の
合
計
27
点
に
は
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
建
築
士
会
に
よ
る
様
々

な
事
前
確
認
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
後
、
３
月
29
日
に
一
次
審
査
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
引
き
続
き
４
月
27

日
に
は
現
地
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

現
地
審
査
終
了
後
、
た
だ
ち
に
最
終
審
査
委
員
会
を
開
催
し
、
以
下
の
結
論
を
得
ま
し
た
。
最
優
秀
賞

は
該
当
作
な
し
、「
J
・
G
R
A
N 

T
H
E 

H
O
N
O
R　
下
鴨
糺
の
杜
」、「
ジ
ン
ズ
京
都
寺
町
通
」
の

２
作
品
を
優
秀
賞
、「
H
O
S
O
O 

R
E
S
I
D
E
N
C
E
」
を
奨
励
賞
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

本
年
度
の
優
秀
賞
と
し
た
「
J
・
G
R
A
N 

T
H
E 

H
O
N
O
R　

下
鴨
糺
の
杜
」
に
つ
い
て
は
、

下
鴨
神
社
の
参
道
を
マ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
開
発
す
る
と
い
う
、
社
会
的
に
も
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
も
困
難
な

課
題
へ
の
回
答
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
法
的
な
高
さ
・
形
態
な
ど
の
様
々
な
制
限
を
も
同
時
に
満

た
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
状
況
で
あ
り
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
下
鴨
神
社
へ
と
向
か
う
参

道
の
風
景
と
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
フ
ァ
サ
ー
ド
と
い
う
私
的
な
様
相
を
帯
び
な
が
ら
も
同
時
に
公
共
空

間
と
し
て
豊
か
な
遊
歩
道
空
間
を
生
成
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
ま
し
た
。

同
じ
く
優
秀
賞
の
「
ジ
ン
ズ
京
都
寺
町
通
」
に
つ
い
て
は
、
商
業
空
間
の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
と
い

う
、
ど
う
し
て
も
仮
設
的
な
回
答
に
な
り
が
ち
な
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
打
放
し
の
構
造
体
を
挿
入
す
る
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
聞
く
と
破
天
荒
に
も
思
え
る
方
法
で
あ
り
な
が
ら

も
、
デ
ィ
テ
ー
ル
へ
の
心
遣
い
や
ミ
ラ
ー
な
ど
副
次
的
な
素
材
の
選
択
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
繊
細
な

内
部
空
間
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
ま
し
た
。

ま
た
、
奨
励
賞
の
「
H
O
S
O
O 

R
E
S
I
D
E
N
C
E
」
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
素

材
と
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、
審
査
委
員
会
で
も
様
々
に
議
論
が
沸
騰
し
た
作
品
で
も
あ
り
ま
す
。
小
さ

な
町
家
の
改
装
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
素
材
に
焦
点
を
当
て
す
ぎ
た
結
果
、
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
や
断
面
方
向

の
可
能
性
に
い
ま
少
し
配
慮
が
あ
っ
て
も
い
い
と
の
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
キ
ャ
リ
ア
が
始
ま
っ
た
ば
か

り
の
若
い
建
築
家
の
将
来
へ
可
能
性
を
信
じ
て
、
奨
励
賞
を
お
く
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

以
上
で
京
都
建
築
賞
の
審
査
過
程
と
そ
の
結
果
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
が
、
現
在
の
審
査
委
員
会
で
の

審
査
も
今
年
が
最
後
で
あ
り
、
私
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
６
年
間
の
審
査
で
も
見
落
と
し
た
作
品
が
あ
っ
た

の
で
は
、
と
反
省
し
き
り
で
す
。
こ
れ
ま
で
応
募
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
し
、
ま
た
来
年
度
か
ら

の
京
都
建
築
賞
の
更
な
る
発
展
を
祈
念
し
な
が
ら
、
本
年
度
の
審
査
報
告
を
終
了
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

古代象形絵文字作家 
竹本大亀氏による「建築」揮毫
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眼
鏡
店
の
内
装
設
計
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
ソ
フ
ィ
ス
テ

ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
異
化
作
用
を
も
っ
た
作
品
で
あ

り
、
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
も
微
細
な
、
今
ま
で
に

な
い
感
覚
を
身
体
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
に
そ
の
主
眼

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
前
の
写
真
で
見
る
限

り
で
は
、
モ
デ
レ
ー
ト
な
表
現
の
設
計
に
思
わ
れ
た

の
だ
が
、実
際
に
訪
れ
る
と
様
々
な
尋
常
で
は
な
い
、

す
な
わ
ち
慣
習
的
で
は
な
い
事
物
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ

が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
織
り
な
す
ア
ス
ペ

ク
ト
に
身
を
委
ね
て
い
く
と
、
あ
る
意
味
か
す
か
に

裏
切
ら
れ
て
い
く
感
覚
が
心
地
よ
い
。・
・
な
の
で
、

そ
れ
ら
の
経
験
を
い
ち
い
ち
論
理
立
て
て
説
明
し
、

解
説
す
る
の
は
野
暮
と
い
う
も
の
で
、
設
計
者
も
そ

れ
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た

評
者
も
そ
う
し
た
新
し
い
感
覚
が
素
晴
ら
し
か
っ
た

と
い
う
感
想
以
上
に
踏
み
込
ん
で
言
語
化
す
る
の

は
、
い
さ
さ
か
苦
痛
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
そ
れ
で
は
受
賞
評
に
は
な
ら
ず
、
読

者
に
と
っ
て
も
作
品
の
感
覚
性
を
実
感
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
ら
、
具
体
的
か
つ
概
念
的
な
説
明
を
あ
え

て
試
み
よ
う
。
場
所
は
、
ア
ー
ケ
ー
ド
街
に
面
し
た

新
築
ビ
ル
の
１
階
部
分
、い
わ
ゆ
る
路
面
店
で
あ
る
。

し
か
し
建
物
の
１
階
階
高
は
幾
分
か
高
い
。
そ
こ
で

設
計
者
は
２
個
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
そ
の

空
間
に
設
置
す
る
。
こ
の
最
初
の
布
置
に
よ
っ
て
、

幾
つ
か
の
感
覚
的
な
転
倒
が
目
論
ま
れ
る
。
作
者
自

体
、「
２
棟
の
平
屋
」
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
そ

れ
ら
は
、
什
器
家
具
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ

周
到
に
複
数
個
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
物
の

イ
ン
テ
リ
ア
に
ス
ケ
ー
ル
の
落
ち
た
街
を
構
想
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
家
具
の
よ
う
な
街
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、
な
お

か
つ
エ
ク
ス
ポ
ー
ズ
ド
で
あ
る
。
お
い
そ
れ
と
は
壊

せ
な
い
。
本
体
の
建
物
自
体
が
鉄
骨
造
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
構
造
上
の
オ
ー
ダ
ー
に
転
倒
が
起
こ
っ

て
い
る
。
作
者
は
、
そ
れ
ら
を
京
都
の
「
町
屋
の
柱

や
梁
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
が
、
む
し
ろ
橋
脚
や
堤

防
と
い
っ
た
土
木
イ
ン
フ
ラ
に
近
い
だ
ろ
う
。
家
具

の
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
。

加
え
て
、
ア
ー
ケ
ー
ド
街
に
面
し
て
い
る
と
い
う

特
性
を
生
か
し
て
、
内
部
と
外
部
の
２
重
反
転
が
仕

掛
け
ら
れ
て
い
る
。
パ
ッ
サ
ー
ジ
ュ
が
フ
ラ
ヌ
ー
ル

の
夢
想
を
亢
進
し
た
よ
う
に
内
部
性
の
高
い
ア
ー
ケ

ー
ド
街
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
し
た
店
内
に
入
る
と

そ
こ
は
、
家
具
の
よ
う
な
街
の
街
路
で
あ
る
。
あ
た

か
も
夢
の
中
で
、
場
面
が
瞬
時
に
切
り
替
わ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
平
屋
に
入
る

と
物
理
的
に
は
内
部
性
が
高
ま
る
も
の
の
、
高
架
下

の
よ
う
な
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
り
身
体
に
は
外
部

性
が
強
く
感
知
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ー
ケ
ー
ド
か

ら
の
外
↓
内
↓
外
の
感
覚
は
、
容
易
に
内
↓
外
↓
内

へ
と
転
倒
す
る
設
定
な
の
だ
。

最
後
に
商
品
で
あ
る
眼
鏡
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
こ
の
家
具
の
よ
う
な
街
が

眼
鏡
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
様
態
は
、
訪
れ
た
客
に
あ

た
か
も
自
身
が
眼
鏡
を
か
け
た
状
態
を
喚
起
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
視
覚
的
双
対
性
を
意
識
し
た
開

口
部
と
鏡
、
あ
る
い
は
眼
鏡
と
皮
膚
と
の
触
覚
性
を

示
唆
す
る
な
め
ら
か
な
支
持
形
状
。

以
上
、
縷
々
記
述
し
た
よ
う
な
、
幾
多
の
異
化
＝

転
倒
作
用
の
精
緻
さ
を
評
価
し
て
受
賞
作
品
と
し

た
。

 

（
米
田　
明
）

【
講
評
】

ジンズ京都寺町通
設計者：中村竜治／㈱中村竜治建築設計事務所

優秀賞第６回 京都建築賞

所在地／京都市中京区
用　途／眼鏡店（テナント）
竣　工／2016年8月
建築面積／ 58.73㎡
延床面積／ 158.26㎡
構造規模／鉄筋コンクリート
　　　　　壁式構造平屋建て

コンクリートの中が眼鏡の展示空間、外が受付、検眼、待合等になっているが、
数年後のリニューアルの際は、それが反転しているかもしれない

平屋は既存ビルから構造的に独立して建ち、
既存ビルの構造よりも力強く壊しがたい構造物として存在する

既存ビルの内外、平屋の内外が入り交じる

新築ビルの1階に
コンクリートの平屋が2つ並ぶ

壁面パネルは突起が削り出されたようにある
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通
称
下
鴨
神
社
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
「
賀
茂

御
祖
神
社
」
の
「
糺
ノ
森
」
南
側
敷
地
、
北
へ
神
社

本
殿
へ
と
向
か
う
表
参
道
に
接
続
し
、
そ
の
一
方
で

南
に
一
般
住
宅
街
へ
抜
け
る
道
を
挟
ん
で
計
画
さ
れ

た
集
合
住
宅
で
あ
る
。
R
C
造
、
３
階
建
て
、
住
戸

数
１
０
８
戸
を
擁
す
る
。
底
地
は
神
社
が
保
有
し
、

周
辺
環
境
の
維
持
管
理
経
費
捻
出
の
た
め
の
、
定
期

借
地
契
約
の
分
譲
集
合
住
宅
で
あ
る
。

世
界
遺
産
と
し
て
名
高
い
下
鴨
神
社
に
隣
接
す
る

と
い
う
、
重
要
な
位
置
に
分
譲
集
合
住
宅
が
建
設
さ

れ
る
と
の
話
が
公
表
さ
れ
る
と
、
建
築
関
係
者
の
み

な
ら
ず
一
般
の
人
々
の
耳
目
を
も
引
い
た
。
事
前
に

１
０
０
戸
以
上
の
規
模
と
聞
い
て
、
貴
重
な
森
に
近

接
し
た
良
好
な
環
境
を
破
壊
す
る
集
合
住
宅
と
い
っ

た
先
入
観
が
勝
っ
た
が
、
実
際
に
訪
れ
て
み
る
と
集

合
住
宅
そ
の
も
の
が
自
然
環
境
と
齟
齬
を
き
た
し
て

い
る
と
い
っ
た
感
覚
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。設
計
者
は
、

た
ぶ
ん
建
築
そ
の
も
の
に
よ
る
表
現
は
、
こ
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
は
有
効
で
は
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
む
し
ろ
建
築
は
緑
の
背
景
と
な
る
よ
う
に
黒

子
の
役
割
に
徹
し
て
い
る
。
建
物
周
囲
に
で
き
る
だ

け
多
く
の
緑
を
配
し
て
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
と
し
、

建
物
そ
の
も
の
を
埋
没
さ
せ
、
消
し
て
い
く
。
当
然

敷
地
の
余
白
、
引
き
が
必
要
だ
が
、
賢
明
な
設
計
ア

プ
ロ
ー
チ
だ
と
感
じ
た
。
か
な
り
の
本
数
の
大
木
が

か
な
り
の
密
度
で
配
さ
れ
、
竣
工
後
間
も
な
い
時
点

で
す
で
に
樹
木
の
背
後
に
建
物
を
追
い
や
っ
て
見
せ

て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
植
樹
は
、
参
道
側
だ
け
で

は
な
く
周
囲
の
既
存
住
宅
と
の
間
で
も
積
極
的
に
試

み
ら
れ
、
南
西
部
に
あ
る
「
瀬
見
の
石
庭
」
と
い
っ

た
名
前
の
小
ぶ
り
の
庭
は
、
樹
木
の
配
置
と
隣
棟
間

隔
が
程
よ
い
、
好
ま
し
い
ス
ケ
ー
ル
感
を
も
っ
た
ナ

イ
ス
・
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
う
し
た
植
樹
に
よ
る
環
境
形
成
は
、
そ
ん
な
に

特
殊
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
が
、
建
物
に
負
け
な

い
ほ
ど
の
規
模
で
、
そ
れ
も
敷
地
外
周
余
白
の
全
般

に
樹
木
を
導
入
す
る
と
な
れ
ば
、
計
画
時
か
ら
か
な

り
周
到
な
検
討
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
さ
ら
に
年
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
樹
の
緑

が
繁
茂
し
、「
糺
の
森
」
が
実
質
的
に
拡
張
し
て
い

っ
た
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
当
該
敷
地
に
は
、
老
朽
化
し
た
研
修
施

設
と
青
空
駐
車
場
が
あ
り
、「
糺
の
森
」
の
入
口
付

近
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
う
ら
び
れ
た
風
情
を
醸
し

出
し
て
い
た
。
か
つ
て
は
無
防
備
に
も
参
道
に
接
し

て
駐
車
場
が
露
出
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
庭
形

式
の
駐
車
場
と
し
て
囲
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ

と
ん
ど
外
部
道
路
側
か
ら
は
、
車
の
存
在
を
感
じ
さ

せ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
資
料
で
は
、
葵
祭
の

際
、
風
雅
な
装
い
を
ま
と
っ
た
隊
列
が
参
道
を
練
り

歩
く
の
を
至
近
距
離
か
ら
、森
の
中
に
い
る
感
覚
で
、

し
か
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
に
居
な
が
ら
に
し
て

眺
め
る
と
い
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
う
し
た
風
物
の
鑑
賞
が
可
能
に
な
る

集
合
住
宅
は
稀
有
な
存
在
で
あ
ろ
う
。

参
道
側
の
軒
先
位
置
が
高
い
こ
と
と
参
道
と
直
行

す
る
御
蔭
通
り
側
の
妻
面
フ
ァ
サ
ー
ド
意
匠
が
あ
ま

り
に
も
無
頓
着
で
若
干
気
に
な
っ
た
が
、
総
じ
て
こ

の
難
し
い
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
こ
の
規

模
の
集
合
住
宅
を
過
不
足
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
実

現
し
た
設
計
案
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

 

（
米
田　
明
）

【
講
評
】

所在地／京都市左京区
用　途／共同住宅
竣　工／2016年8月
敷地面積／9347.68㎡
建築面積／3704.13㎡
延床面積／9433.37㎡
構造規模／鉄筋コンクリート造3階建て

J.GRAN THE HONOR 下鴨糺の杜
設計者：河合哲夫・合田　靖・阪本泰智・丸子勇人／㈱竹中工務店

優秀賞

葵祭時の参道の様子：参道沿いの住戸からは葵祭の行列を眺めることができる瀬見の石庭：既存、移植、新植樹木による森のような中庭のランドスケープ

参道：
糺の森をのぞむ

空撮写真
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素
材
や
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
思
い

と
、
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
た
、
濃

密
な
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
空
間
の

中
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
様
々
な
ア
イ
デ
ア
が
詰
め

込
め
る
の
か
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。し
か
し
同
時
に
、

そ
れ
ら
各
部
に
溢
れ
る
意
匠
的
工
夫
全
体
を
結
び
つ

け
る
考
え
方
は
何
な
の
か
、
ど
こ
か
宙
ぶ
ら
り
ん
な

ま
ま
、
放
置
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な
る
。
あ

る
い
は
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
全
体
性
と
か
形
式
的

統
一
性
の
よ
う
な
も
の
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
安
易
な
全
体
性
に
な
ど

目
も
く
れ
ず
に
、
た
だ
実
直
に
、
し
か
し
執
拗
に
、

個
々
の
物
質
性
と
そ
の
結
果
生
ま
れ
る
繊
細
な
光
の

粒
子
の
振
る
舞
い
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
作
者
の

姿
勢
に
は
、
心
打
た
れ
る
も
の
が
あ
る
。
情
報
化
社

会
の
中
で
、
単
純
で
分
か
り
や
す
い
も
の
の
あ
り
よ

う
が
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
く

ま
で
ひ
た
む
き
に
も
の
に
向
き
合
う
姿
勢
は
、
共
感

を
誘
う
。

と
は
い
え
、
例
え
ば
西
陣
織
の
美
し
い
タ
ペ
ス
ト

リ
ー
を
も
う
少
し
全
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
か
、
と
か
、
空
間
や
部
分
の
プ
ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
に
も
う
少
し
統
一
的
な
考
え
方
を
持
ち
込
め

な
い
か
、
な
ど
と
素
朴
に
思
わ
な
い
で
も
な
い
。
つ

ま
り
、
作
者
が
恐
ら
く
は
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
ご

く
当
た
り
前
の
建
築
的
方
法
論
を
、
バ
ラ
バ
ラ
な
部

分
の
論
理
に
対
し
て
対
立
項
的
に
持
ち
込
ん
で
も
良

い
と
、
作
者
か
ら
見
れ
ば
「
古
風
」
な
建
築
家
で
あ

ろ
う
僕
な
ど
は
思
う
。
と
も
あ
れ
、
あ
り
が
ち
な
解

決
法
に
頼
ら
ず
自
ら
の
道
を
進
む
作
者
の
勇
気
あ
る

態
度
が
今
後
さ
ら
に
大
き
な
実
を
結
ぶ
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。 

（
平
田
晃
久
）

【
講
評
】

1952年、滋賀県大津市生まれ。高等学校にて芸術科目として書道を
選択、ライフワークとして書アーティストへの道を歩む礎を高校生時代
に築き、書一筋の人生を歩み、独自の世界を築いている。
漢字のルーツが絵文字であることに注目。現代の文字は絵・絵文字が
記号化・符号化いわば文字化したもの、またそれは絵が抽象化したもの
とも言え、現代の文字を具象化することで絵文字ならではの表情や生命
感を再現し、書道界に新境地を開き独自の世界を展開している。

甲骨文字や青銅器文字を用いて、世界平和や人類の幸福を神に祈願す
るという揮毫（きごう）活動を行っており、初回は1997年の阪神・淡
路大震災後の復興を祈願して生田神社で行い、以後、青蓮院門跡・清水
寺・八坂神社等で奉納祈願揮毫を行う。2012年以降は京都・松尾大社
の正月行事として神に通じる古代神聖文字にて、この一年をこの文字の
もと、ポジティブに歩むという1字を募集、奉納祈願揮毫を行っている。

古代象形絵文字作家 竹
たけ

本
もと

大
だい

亀
き

 氏 プロフィール

第６回 京都建築賞 HOSOO RESIDENCE
設計者：細尾直久／HOSOO architecture

奨励賞

所在地／京都市中京区
用　途／宿泊施設、ショールーム
竣　工／2017年4月
敷地面積／66.71㎡
建築面積／39.78㎡
延床面積／69.37㎡
構造規模／木造2階建て

サロン

リビング：センターコア部分の版築を見る

西陣織の
「界壁」と吹き抜け
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第６回 京都建築賞

藤井厚二賞
結果発表
■趣旨目的
　 　藤井厚二賞は、第４回京都建築賞の募集に際
して、新たな部門として創設し、今回で３回目
となりました。この賞は幾多の実験住宅の計画
を通じて、卓越した洞察力、探究心、行動力を
もとに新しい建築のあり方を追求した藤井厚二
氏に敬意を表し、先人の叡智に学び、新たな挑
戦をしている建築士の飛躍の一助となることを
意図しています。

　 　本年も昨年と同様「木」をテーマとして、木
造作品に拘らず、内外装仕上げに利用した計画
や流通・再生に関わる提案などを広く募集しま
した。

■審査委員
　𩵋谷繁礼（㈱𩵋谷繁礼建築研究所 主宰）
　前田圭介（広島工業大学 教授）
　満田衛資（京都工芸繊維大学 教授）

■受賞一覧 （応募：6作品）
藤 井 厚 二 賞／伏見稲荷の納戸

　　　　　　　　　　設計者：垣内光司
　　　　　　　　　　　　　　下山　聡
　現地審査選出作品／絆屋ビルヂング
　　　　　　　　　　設計者：竹口健太郎　
　　　　　　　　　　　　　　山本麻子
　現地審査選出作品／光兎舎／KOUSAGISHA 
　　　　　　　　　　設計者：津田朋延
　現地審査選出作品／琴音つばさ保育園
　　　　　　　　　　設計者：神津昌哉

※現地審査選出作品は順不同

■審査経緯
　 　審査に先立ち、そつなく全体的に完成度の高
い建築ではなく、木をテーマに何がしらか挑戦
的であるものを評価したいという考えが３人の
審査委員で共有された。

　 　３月15日、書類により６件の応募作品から
４件の現地審査対象を選ぶ。４件何れも実際に
その空間を体験したいと思わずにはいられない
建築であった。５月９日、現地審査の後、作品
ごとにあらためて講評を行ったうえで、審査委
員の全員一致で『伏見稲荷の納戸』を今年度の
藤井厚二賞に選出した。

所在地／京都市伏見区
用　途／倉庫業を営まない倉庫
竣　工／2017年11月
敷地面積／ 226.76㎡
建築面積／ 65.52㎡
延床面積／ 39.74㎡
構造規模／木造1階建
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伏見稲荷の納戸
設計者：垣内光司／一級建築士事務所 八百光設計部・下山　聡／下山建築設計室
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現地審査選出作品

絆屋ビルヂング　設計者：竹口健太郎・山本麻子／㈱アルファヴィル

光兎舎／KOUSAGISHA　設計者：津田朋延／㈱ sunia 一級建築士事務所

琴音つばさ保育園　設計者：神津昌哉／㈱日建設計

所在地／京都市中京区　用途／住居兼アトリエ・ギャラリー　竣工／2017年5月
敷地面積／121.95㎡ 建築面積／83.43㎡
延床面積／198.83㎡ 構造規模／木造　地上2階・地下1階建

所在地／京都市南区　　用途／保育所　　竣工／2016年3月
敷地面積／1,035.30㎡　　建築面積／722.63㎡
延床面積／1,104.54㎡ 　  構造規模／木造　地上2階建

所在地／京都市左京区
用　途／店舗・アトリエ・住宅
竣　工／2015年10月
敷地面積／ 101.74㎡
建築面積／ 81.9㎡
延床面積／ 266.53㎡
構造規模／鉄骨造　地上4階建
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【
講
評
】

『
伏
見
稲
荷
の
納
戸
』
は
京
都
の
中
心
市
街
か
ら
少
し
離
れ
た
稲
荷

山
麓
の
住
宅
地
に
静
か
な
存
在
感
を
も
っ
て
佇
ん
で
い
た
。
印
象
的
な

そ
の
構
法
は
、
地
面
に
設
置
さ
れ
た
直
方
体
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
を
挟

み
込
む
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
た
鳥
居
型
の
木
フ
レ
ー
ム
が
建
て

並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
古
来
よ
り
地
面
に
木
柱

を
突
き
刺
し
、
或
い
は
石
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
柱
を
建
て
建
築
を

構
築
し
て
き
た
。
こ
の
挟
み
込
む
よ
う
な
構
法
は
ま
っ
た
く
新
し
く
、

し
か
し
施
工
性
も
含
め
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
汎
用
性
を

も
ち
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
構
法
は
あ
た
か
も
ず
っ
と
以

前
よ
り
普
通
に
採
用
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
さ
え
感
じ
る
。
そ
し
て
こ
の

鳥
居
型
の
木
フ
レ
ー
ム
が
等
間
隔
で
た
だ
た
だ
連
続
す
る
だ
け
の
内
部

空
間
は
清
々
し
く
、
あ
る
種
の
神
聖
さ
を
も
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
の
敷
地
に
設
計
す
る
に
際
し
、
設
計
者
は
伏
見
稲
荷
へ
の
軸
性

と
そ
の
鳥
居
の
モ
チ
ー
フ
を
建
築
に
取
り
込
む
。
取
り
込
む
と
い
っ
て

も
、
こ
の
長
細
い
建
築
そ
の
も
の
が
伏
見
稲
荷
の
方
角
を
志
向
し
て
お

り
、
鳥
居
の
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
建
築
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
建
築
が
そ
の
ま
ま
伏
見
稲
荷
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
鳥

居
型
の
木
フ
レ
ー
ム
を
赤
く
塗
装
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

木
造
建
築
に
お
い
て
そ
の
将
来
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
場
に
痕
跡
と

し
て
の
穴
や
基
礎
を
い
か
に
留
め
る
か
、
或
い
は
部
材
の
リ
ユ
ー
ス
を

図
る
こ
と
で
い
か
に
延
命
さ
せ
る
か
で
応
え
よ
う
と
す
る
の
は
定
石
で

あ
る
が
、
こ
の
建
築
に
お
い
て
は
そ
の
両
方
に
よ
る
将
来
像
が
用
意
さ

れ
て
い
る
点
も
周
到
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
設
計
者
は
触
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
こ
の
細
長
い
建
築
に
は
、
並
列
ま
た
は
直
列
す
る
か
た
ち
で
の

さ
ら
な
る
増
築
と
い
う
将
来
も
想
起
さ
れ
う
る
。

こ
の
建
築
は
ロ
ー
コ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
が
こ
の
建
築
の

評
価
を
上
下
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
金
額
に
設
計
者
の
建
築

を
実
現
す
る
こ
と
に
対
す
る
確
た
る
意
志
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

こ
の
建
築
に
は
知
性
と
挑
戦
と
が
そ
の
ま
ま
に
あ
り
、
余
計
な
も
の

は
な
い
。
ゆ
え
に
自
然
と
品
性
を
も
纏
う
こ
の
建
築
は
藤
井
厚
二
賞
に

十
二
分
に
相
応
し
い
と
考
え
る
。

『
絆
屋
ビ
ル
ヂ
ン
グ
』
は
京
都
の
中
心
市
街
に
お
い
て
伝
統
的
な
路

地
の
奥
に
あ
る
。
オ
モ
テ
の
街
路
の
喧
騒
か
ら
路
地
を
奥
へ
奥
へ
と
進

ん
で
い
く
空
間
体
験
は
、
こ
の
建
築
の
内
部
空
間
に
も
っ
て
昇
華
さ
れ

る
。
木
造
建
築
に
お
い
て
一
般
的
な
部
材
断
面
や
空
間
ス
ケ
ー
ル
を
採

用
し
つ
つ
、
水
平
垂
直
で
は
な
い
線
材
や
面
材
に
よ
り
空
間
が
構
成
さ

れ
て
い
る
。
壁
面
線
の
揃
っ
た
街
並
み
を
形
成
す
る
オ
モ
テ
の
街
路
を

X
軸
と
す
る
と
、
町
家
な
ど
に
内
包
さ
れ
る
オ
モ
テ
の
街
路
か
ら
ウ
ラ

の
街
区
中
央
へ
と
向
か
う
奥
性
が
Y
軸
と
い
え
よ
う
。
こ
の
建
築
で
の

空
間
体
験
は
、
こ
れ
ら
京
都
に
伝
統
的
な
都
市
空
間
構
成
に
対
し
新
た

な
軸
が
付
与
さ
れ
た
も
の
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
上
部
へ
と
向
か
う
Z
軸

的
で
あ
る
と
同
時
に
斜
め
の
効
果
に
よ
り
新
た
な
次
元
を
も
獲
得
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方
で
、
建
築
の
裂
け
目
を
路
地
の
延
長
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
で
、

路
地
を
建
築
に
取
り
込
み
、
道
と
建
築
と
の
境
界
に
位
置
す
る
敷
地
と

い
う
概
念
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
は
、
実
際
に

こ
の
建
築
を
訪
れ
て
み
る
と
少
し
ば
か
り
消
化
不
良
に
感
じ
た
。

 

（
𩵋
谷
繁
礼
）

【
講
評
】

講
評
の
前
に
第
３
回
藤
井
厚
二
賞
の
審
査
に
先
立
ち
、
審
査
委
員
同

士
で
の
意
見
交
換
会
を
行
い
様
々
な
角
度
か
ら
建
築
家
藤
井
厚
二
に
つ

い
て
や
賞
の
意
義
、
本
審
査
の
評
価
基
準
な
る
も
の
に
つ
い
て
鼎
談
し

て
い
る
の
で
、
ま
ず
京
都
府
建
築
士
会
の
H
P
の
記
事
を
参
照
頂
き
た

い
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
厳
正
な
る
現
地
審
査
を
経
て
第
３
回
藤

井
厚
二
賞
は
審
査
委
員
満
場
一
致
で「
伏
見
稲
荷
の
納
戸
」に
決
定
し
た
。

作
品
の
タ
イ
ト
ル
と
建
築
の
外
観
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
敷

地
周
辺
に
あ
る
伏
見
稲
荷
大
社
の
千
本
鳥
居
と
対
峙
す
る
よ
う
な
形
態

で
、
大
通
り
か
ら
少
し
入
っ
た
路
地
の
空
地
に
ポ
ツ
ン
と
建
築
が
座
っ

て
い
た
。
鳥
居
の
フ
レ
ー
ム
が
朱
色
で
な
い
も
の
の
建
物
周
囲
が
木
々

に
包
ま
れ
て
い
よ
う
も
の
な
ら
、
道
行
く
人
が
つ
い
つ
い
手
を
あ
わ
せ

た
く
な
る
よ
う
な
一
見
お
社
に
も
見
え
る
と
て
も
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
佇

ま
い
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
用
途
は
施
主
の
要
望
に
よ
る
倉
庫
。
そ
の

書
類
物
を
収
納
す
る
段
ボ
ー
ル
箱
や
資
材
規
格
寸
法
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
鳥
居
フ
レ
ー
ム
の
反
復
が
心
地
い
い
リ
ズ
ム
を

つ
く
り
だ
し
て
い
た
。
こ
の
伏
見
稲
荷
大
社
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
反
映

し
た
何
気
な
い
佇
ま
い
の
中
に
、
設
計
者
が
思
考
し
た
緻
密
か
つ
執
拗

な
ま
で
の
工
夫
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
場
所
性
の

表
象
か
ら
は
じ
ま
り
、
建
築
コ
ス
ト
や
将
来
の
移
設
・
輸
送
効
率
も
想

定
し
た
構
造
形
式
、
お
よ
び
徹
底
し
て
施
工
性
を
考
え
抜
い
た
木
材
加

工
・
組
み
立
て
か
ら
折
版
屋
根
と
波
板
外
壁
な
ど
の
汎
用
素
材
の
扱
い

方
、
そ
し
て
換
気
・
採
光
計
画
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
隙
が
な
い
。

特
筆
す
べ
き
は
鳥
居
フ
レ
ー
ム
の
間
口
が
一
間
半
で
構
成
さ
れ
て
い
る

な
か
、
東
西
面
外
部
に
出
て
い
る
ひ
と
つ
目
の
鳥
居
フ
レ
ー
ム
の
間
口

寸
法
が
少
し
狭
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
設
計
者
曰
く
鳥
居
の
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
モ

ジ
ュ
ー
ル
で
構
成
し
て
い
け
ば
当
然
同
寸
法
で
フ
レ
ー
ム
を
つ
く
り
納

め
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
美
し
さ
に
対
し
て
飄
々

と
や
っ
て
の
け
る
あ
た
り
が
と
て
も
藤
井
厚
二
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ

た
。設

計
か
ら
竣
工
、
そ
し
て
こ
の
先
の
未
来
の
移
設
ま
で
見
据
え
た
素

晴
ら
し
い
建
築
を
実
現
す
る
に
あ
た
り
、
建
築
家
垣
内
光
司
と
構
造
家

下
山
聡
の
協
同
作
業
は
ま
る
で
、
藤
井
厚
二
と
大
工
棟
梁
の
酒
徳
金
之

助
と
の
関
係
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
、
ま
さ
に
本
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
作

品
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
他
の
現
地
審
査
作
品
で
あ
る
「
琴
音
つ
ば
さ
保
育
園
」
に
関
し

て
は
昨
今
騒
が
れ
て
い
る
騒
音
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
な
ど
踏
ま
え
て

も
、
も
う
少
し
外
部
と
の
直
接
的
環
境
の
連
続
性
を
も
っ
た
気
持
ち
良

さ
が
ほ
し
い
と
感
じ
た
。「
光
兎
舎
」
は
ス
パ
イ
ラ
ル
に
上
階
へ
繋
が
っ

て
い
く
外
部
に
対
し
て
内
部
と
の
連
続
性
が
少
し
希
薄
に
感
じ
た
こ
と

と
西
側
へ
広
が
る
瓦
屋
根
の
風
景
に
対
す
る
場
所
性
が
感
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。「
絆
屋
ビ
ル
ヂ
ン
グ
」
は
応
募
写
真
の
建
築
空
間
と
実
際
訪
れ
た

時
の
施
主
の
力
強
い
生
活
感
に
い
い
意
味
で
意
表
を
突
か
れ
た
が
、
要

望
に
対
し
て
設
計
者
が
ど
の
程
度
意
識
的
に
こ
の
空
間
を
考
え
た
か
が

気
に
な
っ
た
だ
け
に
直
接
設
計
者
に
伺
え
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ

た
。

 

（
前
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【
講
評
】

受
賞
式
で
の
講
評
に
お
い
て
こ
の
伏
見
稲
荷
の
納
戸
の
設
計
に
つ
い

て
「
い
ち
い
ち
上
手
い
」
と
表
現
し
た
。
伏
見
稲
荷
の
千
本
鳥
居
に
呼

応
し
た
鳥
居
型
フ
レ
ム
の
連
続
と
い
う
ス
ト
リ
の
ベ
タ
さ
に
目

が
行
き
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
建
築
の
方
向
性
を
与
え
る
き
か
け
に
過

ぎ
な
い
。
建
築
物
は
建
材
を
用
い
て
構
築
し
た
結
果
で
あ
る
。
従
て
、

建
材
の
用
法
と
構
築
の
方
法
を
考
え
る
こ
と
、
は
建
築
設
計
の
基
本
で

あ
る
。
そ
の
ま
ま
建
築
表
現
と
な
る
鳥
居
型
フ
レ
ム
は
９
１
０
と
い

う
生
産
側
の
論
理
で
並
び
コ
ス
ト
に
貢
献
し
て
い
る
が
、
鳥
居
の
柱
は

持
ち
上
げ
ら
れ
た
床
コ
ン
ク
リ
ト
側
面
に
抱
か
せ
る
こ
と
で
柱
脚
固

定
度
が
与
え
ら
れ
、
貫
を
併
用
す
る
こ
と
で
１
０
５
角
の
天
然
乾
燥
桧

材
の
み
で
シ
ン
プ
ル
に
壁
の
な
い
ラ
メ
ン
構
造
を
実
現
し
て
い
る
。

接
合
ボ
ル
ト
は
精
度
の
出
し
や
す
い
コ
ン
ク
リ
ト
側
面
に
出
し
、
フ

レ
ム
毎
に
東
西
逆
方
向
か
ら
柱
を
ス
ラ
イ
ド
挿
入
可
能
に
す
る
こ
と

で
地
組
後
の
建
て
方
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
フ
レ
ム
毎
に
挿
す
方
向

を
逆
に
す
る
こ
と
で
柱
の
倒
れ
に
対
し
交
互
に
利
く
状
態
と
し
つ
つ
、

倒
れ
に
伴
う
割
裂
を
防
止
す
る
デ
テ
ル
と
な
て
い
る
。
そ
れ
ら

加
工
は
標
準
的
な
プ
レ
カ
ト
工
場
で
全
て
対
応
で
き
る
簡
易
な
も
の

だ
。
最
大
部
材
が
１
０
５
角
で
あ
る
た
め
１
フ
レ
ム
は
軽
量
で
地
組

を
行
い
な
が
ら
人
力
の
み
で
１
日
で
建
方
で
き
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す

べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
材
の
特
性
を
理
解
し
、
考
え
込
ま
れ
た
構
造
シ
ス

テ
ム
が
全
く
嫌
味
な
く
作
品
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
の
は
意
匠
設
計

者
と
構
造
設
計
者
の
高
度
な
コ
ラ
ボ
レ
シ
ン
の
成
果
で
あ
り
、
連

名
で
の
受
賞
に
相
応
し
い
藤
井
厚
二
賞
作
品
と
言
え
る
。

絆
屋
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
、
通
常
に
は
な
い
ス
ケ
ル
の
木
造
住
宅
を
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
の
生
活
に
適
合
さ
せ
た
魅
力
あ
る
建
物
で
あ
た
が
、
そ

の
ス
ケ
ル
の
逸
脱
に
よ
る
負
の
側
面
が
少
な
か
ら
ず
気
に
な
た
。

階
高
の
増
大
は
風
荷
重
を
増
大
さ
せ
、
結
果
的
に
軸
組
み
の
負
荷
を
増

や
す
。
コ
ス
ト
的
な
制
約
か
ら
か
通
常
ス
ケ
ル
の
建
物
用
の
安
価
な

金
物
を
選
択
し
て
い
る
も
の
の
、
通
常
と
は
異
な
る
用
い
ら
れ
方
を
す

る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
建
方
日
数
な
ど
現
場
に
苦
労
を
強
い
て
し

ま
た
点
は
、
少
な
か
ら
ず
受
賞
作
と
の
差
と
し
て
顕
在
化
し
た
。

琴
音
つ
ば
さ
保
育
園
は
、
軽
量
の
膜
屋
根
を
用
い
て
木
造
に
し
て
は

大
き
め
の
ス
パ
ン
に
対
応
さ
せ
る
な
ど
楽
し
み
に
現
地
審
査
に
臨
ん
だ

が
、
設
計
者
が
意
匠
・
構
造
と
も
に
小
中
規
模
の
木
造
は
あ
ま
り
行

わ
な
い
大
き
な
組
織
事
務
所
に
属
し
て
い
る
せ
い
か
、
目
に
つ
く
箇
所

で
の
金
物
の
選
定
等
、
表
現
に
つ
な
が
る
箇
所
で
感
心
で
き
な
い
デ

テ
ル
が
多
く
見
ら
れ
、
木
造
全
般
に
つ
い
て
の
経
験
の
浅
さ
が
浮
き

彫
り
と
な
た
。

光
兎
舎
を
含
め
、
ど
の
作
品
も
建
築
主
の
要
望
を
満
足
さ
せ
、
現
地

審
査
を
行
う
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
た
が
、
設
計
と
い
う
行
為
に
お

け
る
「
ち

と
し
た
上
手
な
」
積
み
重
ね
の
集
積
が
、
結
果
的
に
大

き
な
差
と
な
て
表
れ
た
よ
う
に
思
う
。

 

（
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