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藤森照信「家の中心は水まわり」
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北川圭子「ダイニングキッチンの誕生」
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ま
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り

原
始
、
水
の
近
く
に
炉
を
つ
く
り

屋
根
を
掛
け
た
も
の
が
﹁
家
﹂
に
な
り
ま
し
た

ト
イ
レ
は
屋
外
、
風
呂
は
沐
浴
か
行
水

そ
ん
な
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
は

加
圧
水
道
が
敷
設
さ
れ
る
ま
で

ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
の
で
す

水
道
の
蛇
口
が
流
し
の
上
に
き
た
と
き
か
ら

﹁
家
﹂
に
お
け
る
水
の
使
わ
れ
方
が
激
変
し
ま
し
た

竃
の
火
が
ガ
ス
に
置
き
換
わ
っ
た
こ
と
も

そ
の
変
容
を
後
押
し
し
ま
し
た

そ
れ
か
ら
わ
ず
か
50
年
余

﹁
家
﹂
に
お
け
る
、
水
に
か
か
わ
る
も
の
は

﹁
水
ま
わ
り
﹂

と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

ル
ー
ツ
を
忘
れ

一
緒
く
た
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹁
水
ま
わ
り
﹂

も
う
一
度

一
つ
ひ
と
つ
の
働
き

意
味
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で

暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
た
め
の

水
の
周
り
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
が

生
み
出
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

小金井市にある江戸東京博物館分館の「江戸東京たてもの園」
7haの土地に30近くの歴史的な建物を移築し、復元、保存、展示している。（くわしくは45ページ参照）
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田
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市
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内
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省
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貸
家
構
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東
京
府
）

日
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り
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近
代
住
宅
の
変
遷

U
R
都
市
機
構
と

集
合
住
宅
の
変
遷

日
本
の
暮
ら
し
・
建
築
と

関
連
事
業

世
の
中
の
動
き
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た
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本
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家
の
中
心
は
水
ま
わ
り

藤森照信
ふじもりてるのぶ

東京大学生産技術研究所教授

建築史家　建築家　工学博士

1946年長野県生まれ。1971年、東北大学工学部建築学科卒
業。東京大学大学院及び、生産技術研究所で村松貞次郎に
師事し、近代日本建築史を研究。

主な著書に『日本の近代建築』（岩波書店 1993）『人類と建
築の歴史 』（筑摩書房 2005）ほか。熊本県立農業大学校学
生寮（熊本県菊池郡 2000年）で日本建築学会賞作品賞受賞。

女性の地位と台所は、

戦後歩みを一つにしてきた、

という藤森照信さん。

ガスと水道が完備することで、

暗くじめじめして、

低い所に置かれていた台所が

床上に上がってきました。

床の間が男性の象徴だとしたら、

明るくきれいなダイニングキッチン、

輝く一体成型のステンレス流し台は、

まさに近代女性の象徴だったのです。

そして今、

次なるトレンドは

くつろぎの風呂

に移ってきたようです。

台
所
が
床
に
上
が
る
ま
で

日
本
で
い
う
と
明
治
ご
ろ
ま
で
の
大

住
宅
、
イ
ギ
リ
ス
だ
と
ビ
ク
ト
リ
ア
ン

様
式
ま
で
、
い
わ
ば
邸
宅
と
い
わ
れ
る

住
居
で
は
、
水
ま
わ
り
を
内
に
入
れ
て

い
な
い
。

水
ま
わ
り
で
一
番
大
き
な
所
は
台
所

で
す
。
台
所
は
、
臭
い
と
音
が
お
客
さ

ん
や
主
人
に
い
か
な
い
よ
う
に
す
る
の

が
す
ご
く
重
要
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
主

人
の
い
る
所
と
は
離
す
、
と
い
う
大
原

則
が
あ
る
。
で
き
る
だ
け
、
遠
い
所
や

別
棟
で
や
っ
て
い
た
。

お
寺
に
行
く
と
庫
裡
っ
て
あ
る
で
し

ょ
。
行
事
は
お
堂
で
や
り
ま
す
が
生
活

部
分
は
庫
裡
。
そ
こ
は
お
客
さ
ん
が
来

る
所
と
は
少
し
離
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

お
客
さ
ん
が
来
る
所
に
は
、
畳
が
敷
い

て
あ
っ
て
天
井
が
張
っ
て
あ
る
。
で
も

庫
裡
は
全
然
違
っ
て
い
て
、
土
間
で
梁

が
露

あ
ら
わ

し
。
そ
れ
は
作
業
場
と
い
う
意
味

が
あ
る
。

こ
れ
は
近
代
化
以
前
の
町
家
も
そ
う

で
、
通
り
庭
に
台
所
が
あ
っ
て
、
要
す

る
に
﹁
工
場
﹂
と
い
う
こ
と
。
も
っ
と

言
う
と
、
あ
そ
こ
だ
け
は
縄
文
以
来
の

名
残
を
止
め
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
名

残
は
、
ず
ー
っ
と
水
ま
わ
り
に
引
き
継

が
れ
て
い
た
っ
て
い
う
こ
と
で
す
ね
。

東
京
で
も
、
関
東
大
震
災
復
興
前
の

時
代
の
住
宅
を
調
べ
る
と
、
や
っ
ぱ
り

水
ま
わ
り
は
土
間
。
大
隈
重
信
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
流
の
立
派
な
キ
ッ
チ
ン
を
入
れ

る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
土
間
で
、

天
井
は
が
ら
ー
ん
と
し
て
い
る
。

で
は
、
台
所
が
生
活
の
中
に
入
っ
て

く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
今
の
よ
う
な
状

UR都市機構「集合住宅の源流を探る」
をもとに、編集部で作図
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財団法人同潤会

1951年　公営住宅51C型 1947年　都営高輪アパート 1927年　同潤会代官山アパート

1951年　国鉄田畑アパート
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世
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世
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【
●
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角
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●
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の
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】

（
ヴ
ォ
ー
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宅
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改
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業
法

【
●
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潤
会
代
官
山
ア
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田
園
都
市
株
式
会
社（
渋
沢
栄
一
）

5 家の中心は水まわり

態
に
変
わ
っ
て
き
た
の
は
い
つ
な
の
か
。

震
災
復
興
期
に
は
、
下
町
の
商
家
な

ど
で
は
台
所
が
床
の
上
に
上
が
っ
て
き

て
、
板
敷
き
で
す
が
土
間
で
は
な
く
な

っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
水
道
の
敷
設
と

竃
で
は
な
く
ガ
ス
を
使
い
出
し
た
の
が

大
き
な
理
由
。
だ
っ
て
、
竃
や
水
瓶
だ

っ
た
ら
、
や
は
り
板
敷
き
の
上
に
上
げ

に
く
い
で
し
ょ
。

火
と
水
が
ち
ゃ
ん
と
し
て
、
ど
こ
か

か
ら
汲
ん
で
き
た
り
し
な
く
て
も
水
道

管
や
ガ
ス
管
を
捻
れ
ば
水
や
火
が
供
給

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
縄
文

時
代
と
の
決
別
を
促
し
た
ん
で
す
。

ガ
ス
と
、
蛇
口
を
捻
っ
て
出
る
よ
う

に
な
る
鉄
管
の
加
圧
水
道
が
完
備
し
て
、

初
め
て
台
所
と
い
う
の
は
普
通
の
空
間

に
な
っ
た
。
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
女

の
人
の
空
間
が
床
の
上
に
上
が
っ
て
き

て
、
初
め
て
普
通
の
生
活
レ
ベ
ル
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
け
れ
ど
、
相
変
わ
ら
ず
陽
の
当
た

ら
な
い
、
暗
い
汚
い
所
に
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
が
本
格
的
に
変

わ
る
の
は
、
や
は
り
戦
後
で
す
。

Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
成
立

先
駆
的
に
は
ね
、
大
正
ぐ
ら
い
か
ら

﹁
こ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
あ
、
ま
ず
い
﹂
と

い
っ
て
運
動
は
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
本

格
的
に
変
わ
る
の
は
戦
後
で
、
ま
あ
日

本
住
宅
公
団
（
現
・
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
）

で
す
ね
。

公
団
は
台
所
の
窮
状
を
な
ん
と
か
し

よ
う
と
し
て
、
ま
ず
台
所
と
食
堂
を
一

緒
に
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
台
所
が

明
る
い
所
に
出
て
く
る
ん
で
す
。

明
る
い
所
に
出
て
く
る
ん
だ
け
れ
ど
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
な
く
ち

ゃ
い
け
な
い
と
い
う
大
問
題
が
生
じ
て

く
る
。
そ
の
結
果
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
流

し
台
と
い
う
新
製
品
が
サ
ン
ウ
エ
ー
ブ

で
開
発
さ
れ
ま
す
。
ス
テ
ン
レ
ス
流
し

台
で
決
定
的
に
変
わ
る
ん
で
す
。

公
団
っ
て
い
う
の
は
偉
大
で
ね
、
戦

前
の
暮
ら
し
っ
て
い
う
の
は
座
敷
が
重

要
で
、
床
柱
を
背
に
男
の
人
が
座
る
。

そ
れ
は
一
番
良
い
席
だ
っ
た
。
南
側
の

庭
に
面
し
た
部
屋
で
、
正
月
と
か
、
お

客
さ
ん
が
来
た
と
き
だ
け
と
か
、
日
頃

は
使
っ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
座
敷

は
男
の
象
徴
だ
っ
た
。

そ
れ
が
戦
後
、
台
所
と
食
堂
、
そ
れ

と
リ
ビ
ン
グ
を
一
緒
に
す
る
。
つ
ま
り

Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
成
立
。
今
の
住
宅
は
、
ほ
と

ん
ど
こ
の
形
式
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

男
女
の
力
関
係
が
一
気
に
逆
転
し
ち
ゃ

っ
た
。
こ
れ
は
戦
後
の
家
族
像
そ
の
ま

ま
で
す
。
今
、
自
宅
の
建
築
費
の
中
で

一
番
単
価
の
高
い
所
は
台
所
。
こ
れ
は

か
っ
て
の
床
の
間
の
代
わ
り
み
た
い
な

も
ん
で
す
よ
。

同
潤
会
が
先
鞭
を
付
け
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
集
合
住
宅
と
い
う
器
に
、
公
団

が
新
し
い
生
活
の
た
め
の
間
取
り
と
設

備
を
組
み
直
し
て
入
れ
た
。
そ
の
立
役

者
は
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
だ
っ
た
。

そ
れ
以
前
の
人

じ
ん

研と

ぎ
の
流
し
台
と
い

う
の
は
、
何
と
も
汚
い
も
の
だ
っ
た
。

魚
の
鱗

う
ろ
こ

と
か
が
こ
び
り
つ
く
と
ど
う
し

よ
う
も
な
い
。
サ
ン
ウ
エ
ー
ブ
が
開
発

し
て
、
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
は
日
本
の

近
代
住
宅
に
素
晴
ら
し
い
発
展
を
う
な

が
し
た
。

不
思
議
で
す
よ
ね
、
道
具
一
つ
で
変

わ
る
ん
で
す
か
ら
。
そ
れ
ま
で
の
セ
メ

ン
ト
の
人
研
ぎ
の
流
し
台
で
や
っ
て
い

た
ら
、
Ｌ
Ｄ
Ｋ
な
ん
て
い
う
も
の
に
は

な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
日
本
は
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
先

駆
者
じ
ゃ
な
い
か
な
。

で
も
結
局
、
仕
方
な
し
に
や
っ
た
こ

と
な
ん
で
す
よ
。
狭
く
て
、
﹁
ど
う
や

っ
て
暮
ら
す
ん
だ
﹂
と
頭
を
悩
ま
す
ぐ

ら
い
の
空
間
で
し
た
か
ら
。
そ
れ
ぐ
ら

い
狭
い
場
所
は
、
食
事
を
す
る
場
所
と

寝
る
場
所
を
分
け
る
の
が
ま
ず
第
一
だ
、

と
京
大
の
西
山
夘
三
先
生
が
﹁
食
寝
分

離
論
﹂
で
言
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
お
茶
の
間
と
い
っ
て
、

昼
は
卓
袱

ち
ゃ
ぶ

台
を
出
し
て
、
夜
に
な
る
と

脚
を
畳
ん
で
し
ま
い
、
布
団
を
敷
い
て

寝
る
と
い
う
、
食
寝
同
室
だ
っ
た
。
西

山
先
生
は
、
狭
く
て
も
い
い
か
ら
食
事

室
を
安
定
し
た
も
の
と
し
な
さ
い
、
と

い
う
主
張
を
戦
前
に
し
て
い
た
ん
で
す
。

そ
れ
を
公
団
が
で
き
た
と
き
に
、
東

大
の
吉
武
泰
水
さ
ん
や
鈴
木
成
文
さ
ん

な
ど
が
参
考
に
し
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
、

も
と
も
と
は
公
団
が
考
え
た
こ
と
で
は

な
い
。
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発
し
た
。

最
後
は
鍵
。
初
め
て
鍵
つ
き
に
し
た

の
が
公
団
。
こ
れ
を
、
掘
金
物
店
に
や

ら
せ
た
。

だ
か
ら
流
し
と
風
呂
と
鍵
。

も
う
一
つ
言
う
と
、
公
団
の
初
代
総

裁
と
い
う
の
は
加
納
久
朗
で
、
東
京
銀

行
の
前
身
だ
っ
た
横
浜
正
金
銀
行
ロ
ン

ド
ン
支
店
長
を
長
く
務
め
た
。
だ
か
ら

外
国
の
暮
ら
し
に
比
べ
、
日
本
の
住
宅

が
あ
ま
り
に
悲
惨
だ
と
。
だ
か
ら
加
納

は
、
せ
め
て
一
つ
ぐ
ら
い
光
る
と
こ
ろ

を
つ
く
り
た
い
。
な
ん
と
か
し
ろ
、
と

号
令
を
か
け
た
。
と
て
も
熱
意
の
あ
る

人
だ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

鍵
は
す
ぐ
に
実
現
し
た
。

加
納
久
朗

（
か
の
う
ひ
さ
あ
き
ら
　
１
８
８
６
〜
１
９
６
３
年
）

上
総
一
宮
藩
最
後
の
藩
主
加
納
久
宜
（
か
の
う
ひ
さ

よ
し
）
の
子
で
横
浜
正
金
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
、

取
締
役
な
ど
を
歴
任
、
日
本
住
宅
公
団
の
初
代
総
裁

（
在
任
１
９
５
５
〜
１
９
５
９
）
に
。
１
９
６
２
年

（
昭
和
37
）
千
葉
県
知
事
に
当
選
す
る
も
、
在
任
わ
ず

か
１
１
０
日
で
急
逝
し
た
。
東
京
湾
の
大
規
模
埋
め

立
て
に
よ
る
新
首
都
建
設
を
提
唱
し
、
こ
の
計
画
の

解
説
書
と
し
て
『
新
し
い
首
都
建
設
』（
１
９
５
９

時
事
通
信
社
）
を
著
し
て
い
る
。

今
見
る
と
、
シ
リ
ン
ダ
ー
錠
な
ん
か
、

ち
ゃ
ち
な
も
ん
で
す
よ
。
た
だ
、
そ
れ

ま
で
の
日
本
に
は
ネ
ジ
式
の
も
っ
と
ち

ゃ
ち
な
錠
前
し
か
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
公
団
は
、
女
性
進
出
と
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
確
立
に
貢
献
し
た
ん
で
す

よ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
っ
て
い
っ
て
も
、

他
の
住
戸
か
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
鍵

で
守
る
程
度
。
中
は
た
い
し
た
扉
も
つ

い
て
い
な
い
し
、
ま
だ
個
室
化
し
て
い

西
山
夘
三

（
に
し
や
ま
う
ぞ
う
　
１
９
１
１
〜
１
９
９
４
年
）

京
都
帝
国
大
学
建
築
学
科
を
卒
業
後
、
石
本
喜
久
治

の
建
築
設
計
事
務
所
に
入
所
。
１
９
４
０
年
に
同
潤

会
研
究
部
を
経
て
、
京
大
教
授
。
食
寝
分
離
論
を
展

開
し
、
の
ち
の
住
宅
計
画
に
影
響
を
与
え
た
。

吉
武
泰
水

（
よ
し
た
け
や
す
み
　
１
９
１
６
〜
２
０
０
５
年
）

日
本
の
建
築
計
画
学
の
創
始
者
。
集
合
住
宅
の
プ
ロ

ト
タ
イ
プ
で
あ
る
「
51
Ｃ
型
」
や
、
建
築
に
お
け
る

規
模
計
画
に
用
い
ら
れ
る
数
理
・
統
計
手
法
「
あ
ふ

れ
率
法

(

α
法)

」
な
ど
で
知
ら
れ
る
。
病
院
・
学

校
・
集
合
住
宅
な
ど
の
研
究
に
業
績
を
残
し
た
。

鈴
木
成
文

（
す
ず
き
し
げ
ぶ
み
　
１
９
２
７
年
〜
）

吉
武
泰
水
の
も
と
で
、
建
築
計
画
学
を
研
究
す
る
。

東
京
大
学
工
学
部
教
授
を
経
て
、
神
戸
芸
術
工
科
大

学
学
長
。
公
営
住
宅
の
標
準
型
「
51
Ｃ
型
」
の
設
計

に
吉
武
研
究
室
の
一
員
と
し
て
参
加
。

ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
と

バ
ラ
ン
ス
型
風
呂
釜
と

シ
リ
ン
ダ
ー
錠

よ
く
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
発
祥
は
１
９
５
１
年

の
公
営
住
宅
標
準
設
計
﹁
51
Ｃ
型
﹂
と

い
い
ま
す
け
ど
ね
、
実
は
た
い
し
て
広

く
な
い
の
。
同
潤
会
と
い
い
勝
負
。
公

団
と
同
潤
会
は
組
織
と
し
て
は
つ
な
が

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
技
術
者
と
か
人
は

結
構
流
れ
て
来
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か

ら
、
同
潤
会
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
、
同
潤
会
と
同
じ
も
の
じ

ゃ
い
け
な
い
と
考
え
た
。

公
団
が
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
マ
ズ
い
と
い

っ
て
、
３
つ
改
良
点
を
挙
げ
る
ん
で
す
。

１
つ
は
一
体
成
型
の
ス
テ
ン
レ
ス
流
し

台
。
そ
れ
ま
で
に
鑞
づ
け
の
ス
テ
ン
レ

ス
流
し
台
を
や
っ
た
経
験
が
あ
っ
た
浜

口
ミ
ホ
さ
ん
︵
16
ペ
ー
ジ
参
照
︶
に
指

導
さ
せ
て
、
サ
ン
ウ
エ
ー
ブ
に
や
ら
せ

た
。
サ
ン
ウ
エ
ー
ブ
の
柴
崎
勝
男
さ
ん

は
三
菱
電
機
の
工
場
の
片
隅
を
借
り
て

や
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ス
テ
ン
レ
ス
板

を
絞
っ
て
も
絞
っ
て
も
割
れ
る
ん
だ
よ
。

そ
れ
で
巣
鴨
の
と
げ
抜
き
地
蔵
の
お
札

を
貼
っ
て
絞
っ
た
っ
て
い
う
ん
だ
よ
。

ま
あ
、
そ
う
い
う
面
白
い
人
な
ん
だ
。

熱
心
で
。

公
団
が
﹁
台
所
を
明
る
く
し
よ
う
﹂

と
思
っ
た
理
由
は
明
確
で
、
狭
い
け
れ

ど
せ
め
て
台
所
を
明
る
く
新
し
い
イ
メ

ー
ジ
に
し
た
い
、
と
。

も
っ
と
言
う
と
、
本
城
和
彦
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、
新
し
い
所

は
な
い
ん
だ
っ
て
言
う
ん
だ
よ
、
公
団

を
つ
く
っ
た
け
れ
ど
。
そ
れ
で
、
せ
め

て
、
せ
め
て
流
し
台
だ
け
は
良
く
し
よ

う
と
。
そ
れ
ぐ
ら
い
は
で
き
る
だ
ろ
う

と
。
こ
れ
は
技
術
者
側
の
思
い
。

本
城
和
彦

（
ほ
ん
じ
ょ
う
ま
さ
ひ
こ
　
１
８
９
９
〜
２
０
０
２

年
）
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
と
い
う
造
語
の
命
名
者
。

１
９
３
８
年
（
昭
和
13
）
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
建

築
学
科
を
卒
業
後
、
逓
信
省
営
繕
課
に
入
省
。
戦
後

間
も
な
く
戦
災
復
興
院
に
移
り
、
経
済
復
興
計
画
の

作
業
や
国
土
総
合
開
発
法
の
立
法
に
携
わ
る
。
日
本

住
宅
公
団
在
職
中
に
は
、
当
時
の
公
営
住
宅
規
模

（
２
Ｋ：

12
坪
）
を
超
え
た
公
団
の
規
模
（
２
Ｄ
Ｋ
）

を
決
定
し
、
住
宅
内
の
食
寝
分
離
型
を
進
め
て
居
住

水
準
を
高
め
る
な
ど
、
現
在
の
間
取
り
の
原
型
と
な

る
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
上
げ
た
。

次
に
風
呂
釜
。
こ
れ
を
東
京
ガ
ス
に

開
発
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
Ｒ
Ｃ
で
が
っ

ち
り
つ
く
っ
て
あ
る
の
で
、
今
ま
で
み

た
い
に
隙
間
風
な
ん
か
が
な
い
か
ら
中

毒
に
な
る
。
そ
れ
で
バ
ラ
ン
ス
釜
を
開
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洗
濯
機
、小
型
軽
量
化
を
実
現

「
2
0
1
型
」（
松
下
電
器
）

噴
流
式（
角
型
）洗
濯
機

国
産
第
一
号（
三
洋
電
機
）

【
占
領
軍
家
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住
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パ
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●
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高
輪
ア
パ
ー
ト
】

建
築
基
準
法
／
住
宅
金
融
公
庫
設
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公
営
住
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制
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平
洋
戦
争

終
わ
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朝
鮮
戦
争
勃
発

朝
鮮
戦
争
終
結

朝
鮮
特
需

太
平
洋
戦
争

始
ま
る

同
潤
会
解
散

住
宅
営
団
設
立

住
宅
営
団
解
散

【
国
民
住
宅
】

【
●
国
鉄
田
畑
ア
パ
ー
ト
】

【
公
営
住
宅
51
C
型
】

共
同
住
宅
建
築
規
則



7 家の中心は水まわり

ま
せ
ん
か
ら
。
個
室
化
し
て
い
く
の
は
、

こ
の
あ
と
の
段
階
で
す
。

世
界
を
席
巻
し
た
Ｌ
Ｄ
Ｋ

こ
う
い
う
人
た
ち
の
熱
意
で
公
団
住

宅
が
完
成
し
て
、
圧
倒
的
に
ス
テ
ン
レ

ス
流
し
台
が
評
価
を
受
け
た
。
あ
ん
な

に
売
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

あ
れ
で
日
本
の
住
宅
は
、
一
気
に
Ｌ
Ｄ

Ｋ
、
女
の
城
っ
て
い
う
路
線
に
な
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
世
界
の
住
宅
史
で

も
珍
し
い
ん
で
す
よ
。
最
初
は
貧
し
い

人
た
ち
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
て
、
西
山
さ
ん
の
食
寝
分

離
、
そ
し
て
戦
後
に
な
っ
て
狭
い
け
れ

ど
ち
ゃ
ん
と
し
た
住
宅
を
つ
く
ろ
う
よ
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

そ
れ
が
今
で
は
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
、

だ
い
た
い
が
Ｌ
Ｄ
Ｋ
で
し
ょ
う
。

下
か
ら
始
ま
っ
て
い
っ
て
上
を
変
え

る
と
い
う
の
は
、
大
変
に
珍
し
い
現
象

で
す
。
他
の
国
の
場
合
は
、
お
金
持
ち

は
あ
ん
な
に
狭
い
所
に
住
ん
で
い
ま
せ

ん
か
ら
、
日
本
だ
け
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
欧
米
で
も
建
築
家
の
つ
く
る

家
は
Ｌ
Ｄ
Ｋ
が
多
い
で
す
よ
。
建
築
家

っ
て
も
と
も
と
、
部
屋
を
区
切
る
の
が

嫌
い
だ
か
ら
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
日
本
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｋ

と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
富
め
る
者
も
貧
し

い
者
も
採
用
す
る
と
い
う
、
珍
し
い
ケ

ー
ス
な
ん
で
す
。
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
中
心
は
台

所
な
ん
で
す
。

立
体
最
小
限
住
宅
と

コ
ア
・
シ
ス
テ
ム

当
時
一
世
を
風
靡
し
た
立
体
最
小
限

住
宅
は
、
日
本
で
は
池
辺
陽
さ
ん
が
中

心
に
な
っ
て
や
っ
た
。
あ
れ
は
ル
・
コ

ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
と
こ
ろ
に
い
た
坂
倉
準

三
さ
ん
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
人
た
ち
が

や
っ
て
い
た
生
活
最
小
限
住
宅
に
強
く

影
響
さ
れ
て
、
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
も

の
が
基
に
な
っ
て
い
ま
す
。

池
辺
陽

（
い
け
べ
き
よ
し
　
１
９
２
０
〜
１
９
７
９
年
）

建
築
家
。
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）「
立
体
最
小
限
住

宅
」
と
呼
ば
れ
る
住
宅
を
発
表
し
、
都
市
住
宅
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
を
機
能
主
義
の
視
点
か
ら
提
案
し
た
。

ま
た
、
建
築
を
工
業
化
と
い
う
方
向
か
ら
と
ら
え
た
。

坂
倉
準
三

（
さ
か
く
ら
じ
ゅ
ん
ぞ
う
　
１
９
０
４
〜
１
９
６
９
年
）

建
築
家
。
１
９
２
９
年
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
パ
リ
工

業
大
学
で
学
び
、
引
き
続
き
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に

師
事
す
る
。
１
９
３
７
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
・
日

本
館
の
設
計
を
手
が
け
、
建
築
競
技
審
査
で
一
等
を

受
賞
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
実
践
し
た
ほ
か
、
１
９

５
９
年
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
が
基
本
設
計
し
た
東
京

国
立
西
洋
美
術
館
を
同
じ
く
弟
子
で
あ
っ
た
前
川
國

男
、
吉
阪
隆
正
と
と
も
に
担
当
す
る
な
ど
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
建
築
界
と
の
架
け
橋
と
な
っ
た
。

池
辺
さ
ん
は
東
大
に
来
る
前
は
坂
倉

事
務
所
に
い
た
。
池
辺
さ
ん
が
生
活
最

小
限
住
宅
で
小
さ
な
ア
イ
ラ
ン
ド
キ
ッ

チ
ン
を
つ
く
っ
た
と
き
に
は
、
も
ち
ろ

ん
一
体
成
型
の
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
一
体
成
型
と
い
う
の

は
、
金
型
を
つ
く
る
の
に
も
の
す
ご
く

お
金
が
か
か
る
か
ら
、
何
千
何
万
と
い

う
数
を
こ
な
す
も
の
で
な
い
と
使
え
な

い
ん
で
す
。

最
小
限
住
宅
で
台
所
を
独
立
し
て
つ

く
る
の
は
大
変
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
真

ん
中
に
置
く
。

も
っ
と
い
う
と
ね
、
配
管
を
真
ん
中

に
置
く
っ
て
い
う
考
え
。
ガ
ス
、
水
道
、

電
気
の
配
管
を
す
べ
て
真
ん
中
に
持
っ

て
く
る
。
こ
れ
は
コ
ア
っ
て
い
っ
て
、

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
つ
く
り
方
な
ん
だ
。

一
番
で
か
い
配
管
が
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
。

人
間
の
乗
り
物
と
い
う
よ
り
も
、
人
間

を
流
し
て
い
る
ん
だ
ね
。
だ
っ
て
、
み

ん
な
あ
れ
に
入
る
と
シ
ー
ン
と
し
て
黙

っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
う
。
ぎ
っ
ち
り
立
っ

て
流
れ
て
る
状
態
な
ん
で
す
。

住
宅
政
策

普
通
は
行
政
が
政
策
を
出
せ
ば
、
儲

か
っ
て
利
益
が
出
る
業
界
が
現
れ
、
業

界
利
益
を
擁
護
し
官
庁
と
結
託
す
る
族

議
員
と
い
う
の
が
誕
生
す
る
。
で
も
住

宅
の
族
議
員
な
ん
て
、
聞
い
た
こ
と
も

な
い
。
建
設
省
︵
当
時
︶
が
ど
ん
な
に

素
晴
ら
し
い
住
宅
政
策
を
出
し
て
も
、

そ
れ
が
材
料
や
物
品
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
通
産
省
︵
当
時
︶
の
産
業
政
策
と

し
て
機
能
す
る
か
ら
、
住
宅
政
策
立
案

者
を
擁
護
し
て
く
れ
る
よ
う
な
業
界
も

議
員
も
現
れ
な
か
っ
た
。

戦
後
日
本
は
、
官
僚
と
業
界
と
族
議

員
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
動
く
、
い
わ

ゆ
る
﹁
鉄
の
三
角
形
﹂
が
引
っ
張
っ
て

き
た
。
全
部
の
産
業
が
そ
う
や
っ
て
回
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日本住宅公団

地域振興整備公団

白
黒
テ
レ
ビ
・
電
気
洗
濯
機
・

電
気
冷
蔵
庫
が「
三
種
の
神
器
」

東
京
都
の
清
掃
局
、路
上
の
ゴ
ミ
箱
を
廃
止

東
京
都
、1
0
0
0
万
人
都
市
に

我
が
国
初
の
バ
ス
ル
ー
ム

ユ
ニ
ッ
ト
の
大
量
使
用

（
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）

内
風
呂
普
及
率
60
％

こ
の
頃
か
ら
小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
か
し
器
が
普
及

バ
ス
ル
ー
ム
ユ
ニ
ッ
ト

一
般
ア
パ
ー
ト
用
を
発
売（
東
洋
陶
器
）

東
京
都
、近
隣
都
市
の
人
口
増
加
。

ド
ー
ナ
ッ
ツ
現
象

東
名
高
速
道
路

全
面
開
通

米
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
、

変
動
相
場
制
を
導
入

G
N
P
戦
後
初
の

マ
イ
ナ
ス
成
長

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結

大
阪
ガ
ス
、天
然
ガ
ス
へ
の
切
換
え
開
始

建
設
省（
当
時
）、

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
を
正
式
認
可

全
新
築
住
宅
の
8.5
％（
1
5
万
8
1
0
0
戸
）が

プ
レ
ハ
ブ
住
宅
に

押
し
ボ
タ
ン
式
電
話
機「
プ
ッ
シ
ュ
ホ
ン
」登
場

バ
ラ
ン
ス
型
風
呂
釜
を
東
京
・

調
布
市
神
代
団
地
に
初
の
設
置

東
京
都
、水
洗
便
所
へ
の
改
造
促
進
運
動
開
始

神
武
景
気

東
京
タ
ワ
ー

今
上
天
皇
ご
成
婚

所
得
倍
増
・
高
度
成
長

キ
ュ
ー
バ
危
機

東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

大
阪
万
博

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

第
一
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

（
一
世
帯
一
住
宅
）

第
二
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

（
一
人
一
部
屋
）

【
●
中
銀
カ
プ
セ
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
】

（
黒
川
紀
章
）

【
●
塔
の
家
】（
東
孝
光
）

【
●
霞
ヶ
関
ビ
ル
】オ
ー
プ
ン

【
●
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ
ラ
ス
A
棟
】（
槙
文
彦
）

【
●
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
】

住
宅
地
区
改
良
法

首
都
圏
整
備
法

日
本
住
宅
公
団
設
立

【
●
蓮
根
団
地
2
D
K
】

公
共
住
宅
規
格
部
品
制
度
発
足

（
k
j
）

全
国
統
一
標
準
設
計（
63
型
）

全
国
統
一
標
準
設
計（
67
型
）

団
地
サ
イ
ズ
の
解
消

【
●
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
】

入
居
始
ま
る

【
●
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
】着
工

【
●
大
阪
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
】

公
団
住
宅
第
1
号
、

津
雲
団
地
の
建
設
始
ま
る

地
域
振
興
整
備
公
団
設
立

宅
地
開
発
公
団
設
立

【
●
高
島
平
団
地
】マ
ン
モ
ス
団
地

住
宅
部
品
の
オ
ー
プ
ン
化
の
研
究（
K
E
P
）

S
I
住
宅
の
先
駆
け

【
●
晴
海
高
層
ア
パ
ー
ト
】

【
●
金
岡
団
地（
関
西
）】

ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
全
面
採
用

シ
リ
ン
ダ
ー
錠
を
採
用

【
●
兵
庫
駅
前
市
街
地
住
宅
】

公
団
初
の
超
高
層
住
宅（
20
階
）

【
●
多
摩
平
団
地
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
】カ

ラ
ー
テ
レ
ビ
、ク
ー
ラ
ー
、カ
ー
が「
新
・
三
種
の
神
器
」

沖
縄
返
還

プ
レ
ハ
ブ
の
第
1
号「
ミ
ゼ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
」を
発
売

（
大
和
ハ
ウ
ス
）

メ
ー
ト
ル
法
実
施



わ
り
な
が
ら
、
業
績
を
伸
ば
し
て
い
っ

た
ん
だ
か
ら
、
官
僚
・
議
員
と
業
界
が

結
び
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
住

宅
産
業
に
と
っ
て
最
大
の
ネ
ッ
ク
で
す
。

だ
か
ら
、
政
策
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
住

宅
を
と
ら
え
よ
う
と
考
え
る
政
治
家
も

官
僚
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
早
い
段
階
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
。
唯

一
や
ろ
う
と
し
た
の
が
同
潤
会
だ
っ
た

ん
で
す
が
、
内
務
省
内
の
こ
の
方
面
の

担
当
だ
っ
た
池
田
宏
と
い
う
人
は
貴
族

院
に
﹁
お
前
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
社

会
主
義
だ
﹂
と
い
っ
て
潰
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。

土
地
と
住
宅
を
公
共
財
と
し
て
み
な

い
の
も
、
建
て
替
え
サ
イ
ク
ル
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
と
比
べ
て
極
端
に
短
い
と

い
う
の
も
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き

て
い
る
ん
で
す
。
先
進
国
で
こ
ん
な
考

え
方
な
の
は
、
日
本
ぐ
ら
い
で
す
ね
。

ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
で
ど
ん
ど
ん

建
て
替
え
て
も
ら
え
る
と
、
建
設
業
は

喜
ぶ
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
役
人
が
天
下

る
と
か
、
政
治
家
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
も
ら
え
る
団
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
バ
ラ
バ
ラ
に

存
在
し
て
、
回
っ
て
い
な
い
。

住
宅
の
所
管
官
庁
は
、
も
と
も
と
は

内
務
省
の
社
会
局
で
す
。
内
務
省
に
あ

っ
た
ら
、
話
が
別
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

内
務
省
は
警
察
と
地
方
自
治
が
中
心
な

ん
で
、
地
方
政
策
で
公
共
住
宅
を
つ
く

り
な
さ
い
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
た

で
し
ょ
う
ね
。

政
策
に
期
待
で
き
な
い
と
す
る
と
、

民
間
は
ど
う
か
。
売
れ
残
っ
た
不
良
資

産
を
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
、
マ
ー
ケ

ッ
ト
ベ
ー
ス
で
売
れ
る
方
策
を
努
力
し

て
開
発
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。
僕

は
な
い
と
思
う
ね
。
民
間
の
デ
ベ
ロ
ッ

パ
ー
は
公
団
の
後
追
い
。
何
も
民
間
ら

し
い
も
の
は
生
み
出
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
言
わ
れ

始
め
る
ん
だ
け
れ
ど
、
あ
る
時
期
か
ら

建
築
レ
ベ
ル
が
滅
茶
苦
茶
落
ち
て
く
る

ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が

仕
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
。
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
興
味
を

持
つ
の
は
、
投
資
と
ど
れ
だ
け
収
益
が

上
が
っ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
住

宅
の
質
と
か
つ
く
り
に
は
興
味
が
な
い

ん
だ
。

バ
ブ
ル
崩
壊
の
引
き
金

僕
が
聞
い
た
話
で
は
ね
、
本
当
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
世
界
の

バ
ブ
ル
崩
壊
と
い
う
の
は
必
ず
不
動

産
・
住
宅
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
。

最
初
の
バ
ブ
ル
崩
壊
の
引
き
金
は
パ
リ

の
大
改
造
計
画
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
あ

れ
で
住
宅
を
バ
ア
ー
ッ
と
つ
く
っ
て
ひ

ど
い
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

パ
リ
大
改
造
計
画

19
世
紀
、
セ
ー
ヌ
県
知
事
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
オ
ス
マ

ン
（
１
８
０
９
〜
１
８
９
１
年
）
が
取
り
組
ん
だ
フ

ラ
ン
ス
最
大
の
都
市
整
備
事
業
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
３
世

の
構
想
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

工
業
と
か
産
業
と
か
で
は
、
な
か
な

か
バ
ブ
ル
崩
壊
ま
で
い
か
な
い
ら
し
い
。

だ
っ
て
、
い
ら
な
い
の
に
工
場
を
い
っ

ぱ
い
つ
く
っ
て
倒
産
す
る
ヤ
ツ
は
い
な

い
。
ど
ん
な
製
品
だ
っ
て
在
庫
が
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
た
ら
銀
行
が
き
て
、
﹁
も

う
つ
く
る
な
﹂
っ
て
言
う
で
し
ょ
う
。

住
宅
っ
て
、
値
段
が
高
い
割
に
は
決

定
権
は
個
人
に
あ
る
か
ら
、
事
態
が
わ

か
る
ま
で
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
工

場
に
製
品
が
並
ん
で
い
れ
ば
す
ぐ
に
わ

か
っ
て
、
誰
か
が
や
め
ろ
っ
て
言
え
る

け
れ
ど
、
住
宅
は
や
め
ろ
っ
て
言
う
ま

で
に
時
間
が
か
か
る
。
そ
れ
に
住
宅
は

政
府
が
保
護
し
ま
す
か
ら
、
借
金
が
し

や
す
い
。
あ
と
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、

や
っ
て
み
た
ら
ダ
メ
だ
っ
た
と
い
う
先

送
り
。
そ
れ
が
今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
サ

ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
つ
な
が
っ

て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
危
う
い
面
が
あ
る
住
宅
だ

か
ら
、
日
本
も
ち
ゃ
ん
と
し
た
政
策
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
よ
。

男
も
女
も
水
ま
わ
り

僕
が
家
を
設
計
す
る
と
き
、
水
ま
わ

り
は
普
通
に
し
ま
す
よ
。
特
別
な
こ
と

は
し
な
い
。

公
団
が
Ｌ
Ｄ
Ｋ
を
考
え
た
と
き
に
、

水
ま
わ
り
は
も
う
成
熟
し
ち
ゃ
っ
た
と

思
う
。
ほ
か
に
や
り
よ
う
が
な
い
も
の
。

決
定
的
に
変
え
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
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日本住宅公団

地域振興整備公団

住宅・都市整備公団

宅地開発公団

イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争

都
市
開
発
ブ
ー
ム
、

地
価
上
昇

消
費
税
3
％
実
施

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
消
滅

温
暖
化
防
止
京
都
会
議

石
原
環
境
庁
長
官「
快
適
な
環
境
懇
談
会
」を
発
足

【
●
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ビ
ル
】

【
●
六
甲
の
集
合
住
宅
】（
安
藤
忠
雄
）

ト
イ
レ
用
の
擬
音
発
生
装
置

「
エ
チ
ケ
ッ
ト
ー
ン
」を
発
売（
折
原
製
作
所
）

東
京
都
、下
は
企
業
、上
は
住
宅
の

「
下
駄
履
き
マ
ン
シ
ョ
ン
」認
可

建
築
基
準
法
改
正
に
よ
り

木
造
3
階
建
て
可
能
に

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
施
工
が
ブ
ー
ム

シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
増
加

建
築
基
準
法
、住
宅
の
地
下
室
の

容
積
率
制
限
が
緩
和

24
時
間
風
呂
で
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌

プ
レ
ハ
ブ
住
宅
に
住
宅
保
証
制
度

（
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
）

【
●
千
葉
・
常
総
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
】

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
に
よ
る

初
の
一
戸
建
て
木
造
住
宅

東
京
・
新
宿
区
に

初
の
単
身
者
用
ワ
ン
ル
ー
ム
住
宅

J
R
発
足

55
年
体
制
の
崩
壊

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊

つ
く
ば
万
博

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド

開
園

関
西
国
際
空
港
開
港

阪
神
・
淡
路

大
震
災

新
東
京
国
際
空
港

（
成
田
）開
港

第
三
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

（
最
低
居
住
水
準
・
平
均
居
住
水
準
の
設
定
）

第
四
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

（
最
低
居
住
水
準
の
解
消
）

第
五
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

（
最
低
居
住
水
準
か
ら
誘
導
居
住
水
準
）

第
六
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

（
良
好
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
及
び
住
環
境
の
形
成
）

第
七
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
の
導
入

標
準
設
計
の
廃
止

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
設
立

【
●
ユ
ー
コ
ー
ト
】

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス

【
●
大
川
端
リ
バ
ー
シ
テ
ィ
21
】

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
開
発

公
営
賃
貸
住
宅
総
合
再
生
事
業

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ミ
ッ
ク
ス
）

【
●
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
】

都
心
の
大
規
模
複
合
開
発

【
●
キ
ャ
ナ
ル
タ
ウ
ン
ウ
エ
ス
ト
】

震
災
復
興
事
業

【
●
メ
ソ
ー
ド
つ
く
ば
Ⅰ
】つ
く
ば
方
式



9 家の中心は水まわり

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
所
で
、
男
は
ダ
メ

な
ん
だ
。

最
近
住
宅
機
器
メ
ー
カ
ー
さ
ん
と
話

し
て
い
て
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
住

宅
内
で
の
男
の
居
場
所
と
し
て
、
お
風

呂
が
充
実
し
て
き
て
い
る
ら
し
い
。
勤

め
か
ら
帰
っ
て
、
ま
あ
女
の
人
も
今
は

働
い
て
る
人
も
多
い
か
ら
帰
っ
て
く
る

ん
だ
け
れ
ど
、
お
風
呂
に
入
る
ぐ
ら
い

し
か
楽
し
み
が
な
い
。
一
時
、
﹁
書
斎

を
つ
く
ろ
う
﹂
と
い
う
動
き
も
あ
っ
た

ん
だ
け
れ
ど
、
結
局
物
置
に
し
か
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
ね
え
。
お
風
呂
は
１
g

増
や
す
だ
け
で
も
相
当
違
い
ま
す
か
ら
。

こ
う
な
る
と
、
少
し
は
男
の
立
つ
瀬

も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
寂
し
い
け

ど
ね
。
ほ
か
に
な
い
か
ら
な
あ
。
お
父

さ
ん
だ
け
が
使
う
空
間
に
お
金
を
か
け

よ
う
と
す
る
と
、
ほ
か
の
家
族
に
却
下

さ
れ
ち
ゃ
う
。
風
呂
だ
っ
て
、
結
局
男

だ
け
じ
ゃ
な
く
家
族
み
ん
な
で
使
う
場

所
な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
触
れ
な

い
よ
う
に
し
て
男
の
城
で
あ
る
、
と
。

寂
し
い
け
ど
、
面
白
い
で
す
よ
ね
。
水

ま
わ
り
が
結
局
、
男
と
女
の
双
方
の
要

望
を
満
た
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
。

風
呂
を
屋
上
に
つ
く
る
人
と
か
、
露

天
風
呂
に
す
る
人
と
か
も
い
る
な
。
風

呂
は
、
台
所
と
同
じ
ぐ
ら
い
広
く
！

そ
う
な
る
と
、
ど
っ
ち
が
南
向
き
を
取

る
か
、
熾
烈
な
争
い
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

が
出
な
い
ぐ
ら
い
、
も
う
50
年
ぐ
ら
い

前
に
成
熟
し
て
い
る
。

公
団
と
か
池
辺
さ
ん
た
ち
の
コ
ア
シ

ス
テ
ム
と
か
、
い
ろ
い
ろ
出
尽
く
し
て

い
る
で
し
ょ
。
そ
れ
で
充
分
っ
て
感
じ

が
し
ま
す
。
台
所
に
つ
い
て
主
張
が
あ

る
建
築
家
っ
て
い
う
の
は
、
宮
脇
檀
さ

ん
が
最
後
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。

宮
脇
檀

（
み
や
わ
き
ま
ゆ
み
　
１
９
３
６
〜
１
９
９
８
年
）

建
築
家
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。
洋
画
家
の
宮
脇
晴
と
ア

ッ
プ
リ
ケ
作
家
の
宮
脇
綾
子
の
子
息
。
東
京
芸
術
大

学
で
吉
村
順
三
に
師
事
し
、
集
落
調
査
な
ど
を
経
験
。

工
学
に
軸
足
を
起
き
が
ち
な
日
本
の
建
築
を
、
美
や

芸
術
の
視
点
か
ら
見
直
す
こ
と
を
提
唱
し
た
。
打
放

し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
型
構
造
と
木
の
架
構
を
組
み

合
わ
せ
た
ボ
ッ
ク
ス
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
、「
松
川
ボ
ッ

ク
ス
」
は
１
９
７
９
年
に
第
31
回
日
本
建
築
学
会
賞

作
品
賞
を
受
賞
。
著
書
も
多
く
、
家
族
の
あ
り
方
ま

で
踏
み
込
ん
で
書
い
た
『
男
と
女
の
家
』（
新
潮
社

１
９
９
８
）
は
絶
筆
と
な
っ
た
。

台
所
の
水
ま
わ
り
と
い
う
の
は
、
女

性
の
力
が
向
上
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に

歩
ん
で
く
る
わ
け
で
す
。
悲
惨
な
江
戸

時
代
か
ら
、
今
や
一
番
単
価
の
高
い
所

に
な
る
よ
う
に
。

問
題
は
、
じ
ゃ
あ
男
は
ど
う
す
る
ん

だ
っ
て
い
う
こ
と
で
す
よ
。
ひ
た
す
ら
、

落
ち
て
い
ま
す
か
ら
。
ま
あ
、
実
際
家

に
い
て
も
、
た
い
し
て
役
に
立
た
な
い

し
。
い
や
、
昔
は
役
に
立
っ
た
ん
で
す

よ
、
薪
を
割
る
と
か
。
今
は
ほ
と
ん
ど

そ
う
い
う
役
割
は
な
い
か
ら
ね
え
。

男
の
人
は
居
場
所
も
な
い
し
、
お
金

を
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
例
え
ば

ね
、
庭
に
松
を
植
え
な
い
。
松
は
男
の

象
徴
の
よ
う
な
木
だ
っ
た
。
ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
な
ん
て
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
名
も
な
い
草
を
植
え
て
、
幼
稚

園
の
お
遊
戯
室
み
た
い
な
状
態
に
な
っ
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経
済
格
差
の
拡
大
、

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
が
顕
在
化

愛
・
地
球
博

土
地
の
デ
フ
レ
収
束
、

16
年
ぶ
り
に
上
昇
に

世
界
的
な
株
価
暴
落
、

円
の
急
騰

携
帯
電
話
の
普
及
で
公
衆
電
話
が
減
少

改
正「
定
期
借
家
制
度
」が
ス
タ
ー
ト

「
耐
震
構
造
計
算
偽
装
事
件
」が
発
覚

首
都
圏
の
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
供
給
戸
数
、堅
調

長
野
大
の
大
野
晃
教
授
、

「
限
界
集
落
」を
命
名

住
宅
品
質
確
保
促
進
法
が
施
行

「
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
」が
施
行

建
築
基
準
法
改
正
に
よ
り

「
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
対
策
」が
強
化

I
N
A
X
、超
節
水
６
リ
ッ
ト
ル
型
ト
イ
レ

長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

新
潟
県
中
越
大
震
災

ス
マ
ト
ラ
沖
大
地
震

米
国
同
時
多
発
テ
ロ

サ
ッ
カ
ー
W
杯

日
韓
共
同
開
催

第
八
期
住
宅
建
築
5
ヵ
年
計
画

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化
法

【
●
六
本
木
ヒ
ル
ズ
】（
森
ビ
ル
）

都
市
基
盤
整
備
公
団
設
立

独
立
行
政
法
人

都
市
再
生
機
構
設
立

都
市
基
盤
整
備
公
団
と
地
域
振
興
整
備
公
団

（
地
方
都
市
開
発
整
備
部
門
）が
統
合

コラム：狭小住宅考

　都市への人口流入によるスラム形成や、震災や戦災に
よる住宅の焼失は、「雨露しのげる場所さえあれば」とい
うほどの住宅難を引き起こす。日本の住宅の狭小さは、
こうした住宅難に素早く対応することを急ぐあまり、質
や広さを後まわしにしたことから始まっている。
　しかし、こうした貧しさ故の狭さではなく、思想やモダ
ニズムの見地から狭さに挑戦した人たちがいた。水まわ
り空間が一体化していく源は、そうした建築家たちの手
法にも求められるのかもしれない。

明治期の住宅改良運動
　アメリカ・シアトルで雑貨屋「橋口商店」を経営していた
橋口信助は、1909年（明治42）に帰国後、東京の洋家具発祥
の地である芝で「あめりか屋」を開業する。ツーバイフォー
式の輸入住宅と建築材料や家具の販売を始めたのだ。
　部屋の独立性の低さなどから、伝統的な住まいを改良
する必要性を訴える声が上がっていた時代に、橋口が提案
する「中廊下のある住まい」は中流層の支持を受け、橋口
は家政学者 三角錫子らと住宅改良会を立ち上げている。
　三角は、アメリカの自動車メーカー フォード社の生産
技術システムを家事労働に取り入れて、科学的管理下の
家事労働を提唱した人物。自邸は、その「動作経済」概念
を体現するものとして、橋口が設計した。当時の中流家
庭では女中がいることが珍しくなかったが、三角は主婦
が一人で家事をこなすために、思い切って台所空間を小
さくつくっている。
＊「三角錫子邸」1917年（橋口信助）間取りは年表を参照

コア・システム
　椅子式・水洗トイレ・改良台所といった近代的生活に
必要な最小限の要素を確保するために、建築費のバラン
スをとりつつ、いかに一般住宅の価格に近づけるかを、池
辺陽は平面・断面のデザインで追求した建築家だ。
　当時欧米で流行り始めたコア・システムの概念を、「プ
ランニング・コア（平面）」「コンストラクション・コア（構
造）」「エキップメント・コア（設備）」と名づけ、建築の構
成原理として理論化。水平方向（間取り）だけでなく、最
小の容積内に良質で最大の生活空間をつくろうと試み
た。藤森さんが言うように、狭さ故に設備は中央にまと
められる傾向にあり、そのことが水まわり空間の集中を
促したといえよう。

1955年　住宅No.28（池辺陽）

台
所

居間居間

台
所

和室

サービス
ヤード

浴室寝室

玄
関
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集合住宅の近代化
日本人の住まい観と設計思想を変えた公団の働き

水
ま
わ
り
は
建
築
用
語
？

み
な
さ
ん
か
ら
﹁
水
ま
わ
り
﹂
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
い
た
い
、
と
言
わ

れ
ま
し
た
と
き
に
、
改
め
て
水
ま
わ
り

だ
け
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
た
こ
と
が

な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
不
意
を
つ

か
れ
た
感
じ
が
致
し
ま
し
た
。

ま
た
、
水
回
り
と
か
水
廻
り
と
い
う

と
設
計
図
面
の
○
○
回
り
を
連
想
し
て

し
ま
い
ま
す
の
で
、
居
住
文
化
を
含
め

て
広
義
の
言
葉
と
し
て
、
平
仮
名
の

﹁
水
ま
わ
り
﹂
を
使
う
の
が
適
切
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
水
に
関
係
が
あ
る
の
で
お

話
し
し
ま
す
が
、
独
立
行
政
法
人
都
市

再
生
機
構
（
以
下
　
Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
）
の
前

中田誠
なかたまこと

独立行政法人都市再生機構

住まい技術研究チームリーダー

住宅難を解消し、戦後日本の新しい暮らしを牽引してきた旧・日本住宅公団。

集合住宅の水まわりも、当初は湿式で手間も時間もかかる工法でした。

人研ぎ流しが一体型ステンレス流し台に、

木製風呂桶がバランス型風呂釜へ、さらにバスユニットに、

やがて給湯設備も一元化されました。

住宅の工業化に成功し、技術的制約を克服した公団の

過去の歴史だけではなく、ＵＲ都市機構の次なるステップもうかがいました。

東京八王子にあるUR都市機構の敷地内には、近代日本
の集合住宅の歴史を俯瞰できるよう、主だった間取りを
復元、保存してある。
1927年（昭和2）に建てられた同潤会代官山アパートの
世帯向け住戸。コンクリート三和土（たたき）の床に簀
の子（すのこ）が敷かれた台所には、キャスター付きの
炭箱が。ガスがくるようになっても、練炭や炭団（たど
ん）を七輪や行火（あんか）で使ったり、火鉢があった
りと、まだまだ炭を使う暮らしだった。トイレは和式な
がら既に水洗に。
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身
で
あ
る
日
本
住
宅
公
団
設
立
当
初
に

は
、
井
戸
を
水
道
に
利
用
し
て
、
公
団

が
水
道
事
業
を
実
施
し
て
い
た
団
地
が

20
数
カ
所
あ
り
ま
し
た
。
鑿
井

さ
く
せ
い

団
地
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

同
様
に
、
汚
水
処
理
場
を
持
っ
て
い

た
団
地
も
あ
っ
て
、
現
在
で
も
30
団
地

近
く
が
稼
働
中
で
す
。
水
洗
ト
イ
レ
を

標
準
装
備
し
た
た
め
に
、
郊
外
型
の
団

地
で
下
水
道
が
完
備
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
こ
ろ
で
は
公
団
自
ら
が
汚
水
処
理

を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
水
ま
わ
り
の
い
う
の
は
、
住

戸
の
中
の
台
所
と
か
、
ト
イ
レ
と
か
、

洗
面
、
浴
室
を
指
す
の
で
す
が
、
建
築

の
用
語
だ
ろ
う
、
と
思
い
、
集
合
住
宅

の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る

と
、
木
造
賃
貸
集
合
住
宅
で
は
せ
い
ぜ

い
流
し
程
度
の
台
所
が
、
同
潤
会
ア
パ

ー
ト
で
は
台
所
に
加
え
便
所
が
つ
き
ま

す
。
当
時
の
記
録
を
見
る
と
、
同
潤
会

ア
パ
ー
ト
の
こ
と
を
﹁
簡
易
集
合
住
宅
﹂

と
呼
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
は
浴
室
が
つ

い
て
こ
そ
、
本
物
の
近
代
集
合
住
宅
だ

よ
、
と
い
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
日
本
の
国
力
で
は
、
そ

れ
が
精
一
杯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
本
当
の
意
味
で
水
ま
わ
り

全
般
が
整
っ
て
く
る
の
は
、
戦
後
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）

公
営
住
宅
で
51
Ｃ
型
で
洗
面
台
と
簡
易

シ
ャ
ワ
ー
室
が
つ
き
ま
し
た
。
シ
ャ
ワ

ー
と
い
っ
て
も
水
で
し
ょ
う
。
た
だ
バ

ル
コ
ニ
ー
と
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
る
と
、
洗
濯
室
を
意
識
し
て
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

当
時
は
銭
湯
で
の
入
浴
が
想
定
さ
れ

て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
充
分
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
実
際
に
こ
こ

で
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
と
い
う
こ
と
は
、

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
設
立
の
日
本

住
宅
公
団
で
初
め
て
、
今
で
言
う
水
ま

わ
り
、﹁
台
所
﹂+

﹁
便
所
﹂+

﹁
洗
面
﹂

+

﹁
浴
室
﹂
が
登
場
し
ま
す
。

こ
こ
で
や
っ
と
﹁
水
ま
わ
り
﹂
と
呼

ぶ
べ
き
素
材
が
そ
ろ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
私
見
で
す
が
、
台
所
と

便
所
だ
け
で
は
﹁
水
ま
わ
り
﹂
と
呼
ぶ

に
は
、
少
し
弱
い
か
な
と
い
う
思
い
が

し
ま
す
の
で
。

建
築
図
面
で
納
ま
り
の
詳
細
を
指
す

と
き
に
﹁
押
し
入
れ
ま
わ
り
﹂
と
か

﹁
洗
面
所
ま
わ
り
﹂
と
い
う
呼
び
方
は

割
と
古
く
か
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
日
本
住
宅
公
団
設
立
当
初
に

は
、
ま
だ
﹁
水
ま
わ
り
﹂
と
い
う
言
葉

の
用
例
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
で

水
ま
わ
り
が
自
由
度
を
獲
得

ち
な
み
に
公
団
設
立
当
初
は
、
洗
濯

機
の
設
置
は
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
徐
々
に
需
要
が
高
ま
り
、
給
水

管
を
工
夫
し
て
洗
面
所
に
無
理
矢
理
置

く
と
か
、
排
水
は
浴
室
に
ホ
ー
ス
で
流
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す
と
い
う
や
り
方
で
、
居
住
者
が
な
ん

と
か
置
き
場
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
早
い
事
例
で
は
１
９
６
７
年

（
昭
和
42
）
ご
ろ
か
ら
分
譲
住
宅
を
中
心

に
洗
濯
機
置
き
場
の
防
水
パ
ン
が
つ
き

始
め
た
よ
う
で
す
。
賃
貸
物
件
ま
で
含

め
て
、
防
水
パ
ン
が
統
一
規
格
に
な
っ

た
の
は
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
で
す
。

そ
れ
と
期
を
同
じ
く
し
て
、
浴
室
が

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

大
阪
万
博
の
こ
ろ
に
ホ
テ
ル
ブ
ー
ム
が

あ
っ
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
が
開
発
普
及

し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
給
湯
を

ど
う
す
る
か
。
そ
れ
ま
で
の
住
宅
で
は
、

風
呂
に
は
釜
を
直
接
つ
け
て
、
湯
は
浴

室
で
沸
か
し
、
台
所
は
別
に
瞬
間
湯
沸

か
し
器
、
と
い
う
よ
う
に
火
元
が
二
つ

あ
っ
た
の
で
す
。
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
で
は

火
を
燃
や
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
給
湯
の

セ
ン
ト
ラ
ル
化
が
起
こ
り
ま
す
。

こ
こ
で
大
き
く
水
ま
わ
り
が
変
化
し

ま
し
た
。
ま
た
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
か

タ
イ
ル
と
か
湿
式
で
行
な
っ
て
い
た
そ

れ
ま
で
の
浴
室
仕
上
げ
工
事
で
は
、
排

水
管
は
下
の
階
に
通
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
に
な
る
と
、

配
水
管
は
住
戸
の
床
ス
ラ
ブ
の
上
を
通

す
こ
と
と
な
り
、
上
下
階
で
浴
室
位
置

を
ず
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
で
上
下
階
の
縛
り
が
断
ち

切
ら
れ
て
、
自
由
度
を
獲
得
し
た
。
同

じ
間
取
り
で
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
わ

け
で
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
団
地
型
の
標

準
設
計
で
何
十
棟
も
同
じ
間
取
り
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅
で

違
い
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
ん

で
す
ね
。

標
準
設
計
の
廃
止

ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、
戦
後
の
住
宅

難
と
い
う
の
が
一
段
落
し
ま
し
て
ね
、

公
団
住
宅
に
空
き
部
屋
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
時
期
と
重
な
る
ん
で
す
。

そ
う
い
う
中
で
﹁
売
れ
る
も
の
﹂

﹁
選
ば
れ
る
も
の
﹂
を
つ
く
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
転
換
が
起
き
ま

し
た
。
で
す
か
ら
バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
の
採

用
に
よ
り
、
間
取
り
の
自
由
度
が
高
ま

る
と
い
う
こ
と
は
商
品
性
を
高
め
る
こ

と
に
貢
献
し
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
、
集
合
住
宅
の
﹁
水
ま
わ
り
﹂

は
第
二
段
階
に
達
し
た
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
１
９
７
８

年
（
昭
和
53
）
に
標
準
設
計
が
廃
止
さ
れ

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を
組

み
込
ん
だ
標
準
設
計
は
現
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
す
。

た
だ
、
標
準
設
計
を
な
く
し
て
、
ま

っ
た
く
０
か
ら
す
べ
て
を
設
計
す
る
と

い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
規
範
に
な

る
モ
デ
ル
を
設
定
し
て
参
考
に
す
る
、

汎
用
設
計
と
い
う
も
の
が
標
準
設
計
に

替
え
て
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

1957年（昭和21）に建てられたRC造り3、4階建ての蓮根団地。ダイニングで食
事をする生活を促すために、テーブルが備えつけられた。流しはまだ人研ぎのも
の。DK=ダイニングキッチンは南向きに配置された。脇のガラス戸は、上段だけ
でも開閉できるようにつくられている。風呂桶は木製。
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シ
ス
テ
ム
化
す
る
集
合
住
宅

も
う
し
ば
ら
く
す
る
と
、
住
宅
の
工

業
化
と
い
い
ま
す
か
、
住
宅
部
品
が
非

常
に
発
達
し
て
き
ま
す
。
実
は
給
湯
シ

ス
テ
ム
や
バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
の
実
現
は
、

排
気
や
排
水
方
式
の
変
化
と
同
時
に
起

き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
バ

ス
ユ
ニ
ッ
ト
が
で
き
て
す
ぐ
採
用
す
る
、

と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
給
湯
、
給
水
、
排
水
、

換
気
と
い
っ
た
す
べ
て
の
も
の
の
辻
褄

が
う
ま
く
合
っ
て
い
な
い
と
採
用
で
き

な
い
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
修
繕
し
な
が
ら

使
い
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
部
品
ご

と
と
か
部
品
と
駆
体
と
の
ル
ー
ル
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
の
交
換
・
耐
久
性
の
概
念
整

理
の
た
め
の
指
針
が
Ｋ
Ｅ
Ｐ
（
ケ
ッ
プ：

K
odan

E
xperim

ental
P
lanning

）
だ
と
か

Ｃ
Ｈ
Ｓ
（
シ
ー
エ
イ
チ
エ
ス：

C
e
n
tu
ry

H
ousing

S
ystem

）
だ
と
か
Ｋ
Ｓ
Ｉ
（
ケ
ー

エ
ス
ア
イ：

K
odan

S
keleton

Infill

）
。

Ｋ
Ｅ
Ｐ
と
い
う
の
は
、
公
団
の
実
験

的
な
設
計
シ
ス
テ
ム
と
い
う
意
味
で
、

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
開
発
さ
れ
ま

し
た
。

１
　
駆
体
と
設
備
内
装
を
切
り
離
す

２
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
化

３
　
駆
体
と
、
各
部
品
の
耐
用
年
数
の

明
確
化

の
３
つ
を
主
な
柱
と
し
た
シ
ス
テ
ム
で

す
。
特
に
３
番
は
、
駆
体
よ
り
耐
用
年

数
の
短
い
部
品
や
部
材
を
駆
体
の
中
に

埋
め
込
ん
で
は
い
け
な
い
、
と
い
っ
た

ル
ー
ル
を
定
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
国
の
レ
ベ
ル
で
１
９
８
０
年

（
昭
和
55
）
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
し
た
も

の
が
Ｃ
Ｈ
Ｓ
で
す
。
戸
建
て
も
集
合
住

宅
も
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
じ
ゃ
な
く

て
社
会
資
産
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
、

と
い
う
こ
と
で
１
０
０
年
長
持
ち
す
る

住
宅
を
目
指
し
た
シ
ス
テ
ム
で
す
。

Ｃ
Ｈ
Ｓ：

建
設
省
（
現
・
国
土
交
通
省
）
が
「
住
機

能
高
度
化
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
環
と
し
て
開

発
。（
財
）
ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ
が
、
戸
建
て
と
マ
ン
シ

ョ
ン
、
個
別
認
定
と
シ
ス
テ
ム
認
定
で
、
そ
れ
ぞ
れ

認
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
流
れ
が
ず
っ
と
続
い
て
い

ま
し
て
、
現
在
で
は
実
に
進
化
し
た
ス

ケ
ル
ト
ン
・
イ
ン
フ
ィ
ル
・
シ
ス
テ
ム

へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
は
ま
た
、
Ｓ
Ｉ
棟
で
く
わ
し
く
ご
説

明
し
ま
す
。

公
団
の
場
合
、
賃
貸
の
資
金
償
還
を

70
年
間
に
設
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
基

本
的
に
駆
体
は
70
年
も
つ
よ
う
に
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
築
50
年
ほ
ど
で

建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
設
備
も

古
く
、
狭
さ
や
壁
の
薄
さ
な
ど
に
課
題

が
大
き
い
昭
和
30
年
代
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
部
品
の
更
新
性
を
さ
ら

に
追
求
し
て
い
く
中
で
、
鞘
管

さ
や
か
ん

ヘ
ッ
ダ

ー
方
式
で
あ
る
と
か
、
給
排
水
ヘ
ッ
ダ

ー
方
式
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
き

右列は1958年（昭和33）竣工の
晴海高層アパートの非廊下階住
戸。SRC10階建てという公団初
の高層住宅だ。設計は前川國男
で、配管が剥き出しにされ機能
重視の合理性が見て取れる。流
し台はサンウエーブがステンレ
スの深絞りに成功したため、こ
こで初めて採用された（公団一
号型）が、調理台、ガス台とは
まだ一体化していない。
上は、晴海高層アパートの廊下
階住戸。エレベーターの止まら
ない階があるというスキップフ
ロア式のアプローチだったた
め、廊下階と非廊下階とでは開
口部や間取りに違いがあった。
この時代の流し台は、まだ一体
化が成功していないはずだが、
ここには一体成型の流し台が置
かれていた。
左は、1958年（昭和33）竣工の
多摩平テラスハウス。プレキャ
スト工法の先駆けとなるTilt-Up
工法などが試みられる。流し台
はここで初めて一体成型のステ
ンレス製が採用となった。
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ま
し
た
。
見
栄
え
だ
け
で
は
な
く
て
、

下
支
え
す
る
こ
う
い
っ
た
設
備
シ
ス
テ

ム
が
開
発
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。

バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
を
導
入
し
た
こ
と
で
、

室
内
給
排
水
系
統
が
変
わ
り
高
度
化
、

シ
ス
テ
ム
化
し
た
こ
と
が
、
水
ま
わ
り

に
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

こ
れ
が
第
三
段
階
で
す
。

昔
の
浴
室
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水

し
て
、
モ
ル
タ
ル
を
塗
っ
て
タ
イ
ル
を

貼
っ
て
、
と
い
う
湿
式
だ
っ
た
の
で
、

工
期
も
手
間
も
乾
か
す
時
間
も
か
か
っ

た
ん
で
す
。
バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
だ
っ
た
ら

持
っ
て
き
て
ポ
ン
と
置
い
て
配
管
を
つ

な
げ
る
だ
け
で
終
了
で
す
。
部
品
化
、

工
業
化
の
一
番
の
典
型
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
バ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
か

ら
の
一
方
的
な
作
用
で
は
な
く
、
給
排

水
シ
ス
テ
ム
を
含
め
た
水
ま
わ
り
の
側

に
も
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
下
地
の
よ

う
な
も
の
が
で
き
始
め
て
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
Ｋ
Ｅ
Ｐ
が

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
か
ら
で
す
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
同
時
な
ん
で
す
ね
。
む
し
ろ

理
論
が
先
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
バ

ス
ユ
ニ
ッ
ト
の
開
発
導
入
が
起
き
た
、

と
い
う
の
が
正
し
い
姿
で
し
ょ
う
。

技
術
的
制
約
が
な
く
な
っ
て

現
在
の
Ｓ
Ｉ
住
宅
で
は
、
給
排
水
管

な
ど
設
備
の
制
約
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
な

い
レ
ベ
ル
ま
で
設
計
シ
ス
テ
ム
が
進
化

し
ま
し
た
。

今
で
は
こ
れ
ら
の
設
計
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
、
間
取
り
は
何
で
も
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
超

高
層
の
住
戸
に
ジ
ャ
グ
ジ
ー
を
つ
け
た

り
、
自
由
な
水
ま
わ
り
空
間
を
設
計
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
事
労
働
の
動

線
を
考
え
れ
ば
、
水
ま
わ
り
が
ど
う
し

て
も
１
カ
所
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
の
は

仕
方
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
際
に
は
ま
っ
た
く
自
由
に
設
計
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
一
般
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
浴

室
と
い
う
と
住
宅
の
中
央
部
に
あ
り
、

窓
も
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
が
、
い
っ
た
ん
南
向
き
の
プ
ラ
ン
を

つ
く
っ
て
み
る
と
陽
が
当
た
っ
て
非
常

に
気
持
ち
が
良
い
の
で
す
。
た
と
え
隣

の
家
と
の
間
が
近
く
と
も
、
体
験
し
て

右から：集合住宅特有の居住性能、建設技術、維持管理などを
実験するためにつくられた108m（30階相当）のタワーは、世
界でも類を見ない。
環境共生実験ヤードでは、舗装の透水性、遮熱性、保水性など
を実験している。
小さい4枚の写真は、現代の「水まわり」機器。
床下には給排水管が張り巡らされている。駆体（スケルトン）
と配管（インフィル）を分離し、鞘管方式にすることで、交換
修理を容易にした。また、排水縦管を室外の共有スペースに置
くこと（配管ヘッダー方式）で、プラン変更がしやすいなど自
由度が高まった。
居住性能館3階のユニバーサル実験室。上は、6畳押入付きの1
室を改造した「楽隠居」モデル。浴槽やトイレ、流しといった
水まわりが組み込まれている。下は、車椅子で動きやすいキッ
チンカウンター。
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し
ま
う
と
そ
の
良
さ
は
失
い
難
い
も
の

に
な
る
で
し
ょ
う
。
最
近
の
設
計
で
は
、

可
能
な
場
所
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
を

で
き
る
だ
け
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

Ｋ
Ｓ
Ｉ
住
宅
実
験
棟
や
居
住
性
能
館

は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

な
わ
れ
た
開
発
の
概
要
を
展
示
し
て
い

ま
す
。

現
在
、
Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
が
提
供
し
て

い
る
物
件
は
す
べ
て
賃
貸
で
す
の
で
、

今
の
需
要
に
応
え
る
の
に
加
え
て
、
将

来
的
な
需
要
に
も
注
意
し
な
が
ら
設
計

を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

実
際
20
年
ぐ
ら
い
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
も
変
わ
れ
ば
、
住
ま
い
方
の
流
行
も

変
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
20
年
ぐ
ら
い

前
で
す
と
90
g
の
住
宅
な
ら
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

の
間
取
り
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
今

は
細
か
く
仕
切
ら
な
い
で
広
い
リ
ビ
ン

グ
や
寝
室
を
つ
く
る
ほ
う
が
人
気
で
す
。

Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
の
賃
貸
住
宅
の
中
で

は
、
空
き
家
に
な
っ
た
住
宅
の
間
取
り

を
ま
っ
た
く
別
の
も
の
に
つ
く
り
替
え

る
こ
と
も
い
く
つ
か
試
み
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
改
造
の

と
き
に
も
、
良
い
設
計
シ
ス
テ
ム
に
従

っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
、
自
由
な
つ

く
り
替
え
が
可
能
に
な
る
ん
で
す
。

極
端
な
話
で
す
が
、
新
し
い
設
計
シ

ス
テ
ム
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
間
取
り
の

ル
ー
ル
は
ま
っ
た
く
気
に
し
な
く
て
い

い
時
代
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら

こ
そ
、
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
大
事
に

し
た
﹁
商
品
企
画
﹂
が
重
要
に
な
る
ん

で
す
ね
。
つ
ま
り
水
ま
わ
り
と
は
、
設

計
的
に
は
住
棟
全
体
の
設
計
生
産
シ
ス

テ
ム
す
べ
て
と
一
体
化
し
た
も
の
に
な

り
、
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
は
商
品
性
の

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
、
今
ま
で
公
団
と
し
て
大
量
に

つ
く
っ
て
き
た
古
い
ス
ペ
ッ
ク
の
住
宅

を
ど
う
す
る
か
、
今
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
の
差
を
ど
う
埋
め
て
い
く
か
は
大
き

な
問
題
で
す
。
現
在
、
﹁
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
計
画
﹂
と
名
づ
け
て
、
住
宅
ス
ト
ッ

ク
の
住
棟
単
位
の
改
修
技
術
開
発
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

住
宅
難
の
克
服
と
い
う
最
初
の
使
命

を
果
た
し
た
公
団
が
、
Ｋ
Ｅ
Ｐ
を
生
み

出
し
、
ス
ケ
ル
ト
ン
＆
イ
ン
フ
ィ
ル
開

発
へ
と
変
遷
し
て
き
ま
し
た
。

民
間
の
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
も

だ
い
ぶ
ス
ケ
ル
ト
ン
＆
イ
ン
フ
ィ
ル
を

採
用
し
て
い
ま
す
か
ら
、
公
団
の
変
遷

は
、
一
般
の
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
さ
ん
や

マ
ン
シ
ョ
ン
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
は
、
こ
う
し
た
技
術

開
発
や
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
、
こ
れ
か
ら

の
住
宅
づ
く
り
に
反
映
さ
せ
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の

生
み
の
親

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
キ
ッ
チ
ン
を
研
究

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す

と
、
女
性
建
築
家
の
第
一
号
は
ど
な
た

だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問
か
ら
、

浜
口
ミ
ホ
さ
ん
に
行
き
着
い
た
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
女
性
建
築
家
第
一
号
に
は

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
っ
て
ハ
ッ
キ
リ
一

人
に
絞
れ
な
い
状
況
で
し
た
。
恩
師
で

あ
る
遠
藤
明
久
先
生
が
﹁
浜
口
ミ
ホ
さ

ん
で
し
ょ
う
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
心

が
決
ま
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に

興
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ

も
浜
口
ミ
ホ
さ
ん
に
興
味
が
あ
っ
て
始

め
た
こ
と
な
の
で
す
。

浜
口
ミ
ホ

（
は
ま
ぐ
ち
み
ほ
　
１
９
１
５
〜
１
９
８
８
年
）

前
川
國
男
設
計
事
務
所
を
経
て
浜
口
ミ
ホ
住
宅
相
談

所
を
１
９
４
９
年
に
設
立
。
１
９
５
５
年
に
日
本
住

宅
公
団
で
台
所
改
善
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
、
ス
テ

ン
レ
ス
の
流
し
台
が
一
般
に
広
が
る
。
１
９
４
９
年

に
書
い
た
著
書
「
日
本
住
宅
の
封
建
性
」（
相
模
書
房

１
９
４
９
）
が
出
版
さ
れ
、
土
間
や
キ
ッ
チ
ン
は
北

側
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
間
取
り
の
常
識
を
打

破
し
て
、
西
洋
風
な
考
え
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
提

案
を
す
る
。
こ
の
本
は
、
日
本
モ
ダ
ン
建
築
に
大
き

な
革
命
を
も
た
ら
し
、
以
降
日
本
の
住
宅
建
築
の
プ

ラ
ン
（
間
取
り
）
が
徐
々
に
こ
の
方
向
に
向
か
う
き

っ
か
け
と
な
っ
た
。

台
所
の
位
置
は
北
側
で
、
寒
く
て
暗

く
て
、
男
子
厨
房
に
入
る
べ
か
ら
ず
と

い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、

男
尊
女
卑
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

ダイニングキッチンの誕生
女性建築家第一号浜口ミホの描いたもの

今では当たり前になったダイニングキッチン。

そのモデルは「公団2DK」であるというのが、定説でした。

しかし、北川圭子さんは女性建築家第一号の浜口ミホを調べるうちに

そうではないルートがあったことを発見します。

戦後の日本住宅を一変させた発明品である、

ダイニングキッチン誕生の物語をうかがいました。

北川圭子
きたがわけいこ

郡山女子大学家政学部人間生活学科教授

1976年北海道工業大学工学部建築科卒業、2005年同学大学院博
士後期課程修了。工学博士、一級建築士、インテリアプランナー。
主な著書に『ガウディの生涯―バルセロナに響く音』（朝日新聞出
版 1993）『ガウディの奇跡―評伝・建築家の愛と苦悩 』（アード
ダイジェスト 2002）『ダイニング・キッチンはこうして誕生した―
女性建築家第一号浜口ミホが目指したもの』（技報堂出版 2002）

戦
後
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
よ

っ
て
食
事
と
台
所
の
両
方
が
椅
子
式
に

な
り
、
南
側
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
男
女
平
等
の
象
徴
的
な
存
在
と

な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
戦
前
と
戦
後
の
生
活
を

一
変
さ
せ
た
も
の
が
、
日
本
住
宅
公
団

（
現
・
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
）
の

﹁
55-

４
Ｎ-

２
Ｄ
Ｋ
﹂
の
ダ
イ
ニ
ン
グ

キ
ッ
チ
ン
で
す
。
７
・
９
７
g
の
ご
く

小
さ
な
空
間
で
、
造
り
付
け
の
テ
ー
ブ

ル
が
置
か
れ
ま
し
た
。

私
の
研
究
は
、
１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）

に
﹁
55-

４
Ｎ-

２
Ｄ
Ｋ
﹂
が
成
立
す
る

ま
で
の
過
程
で
す
。
私
が
行
動
を
起
こ

し
た
と
き
に
は
、
ミ
ホ
さ
ん
は
既
に
亡

く
な
ら
れ
て
い
て
、
元
・
東
大
助
教
授

で
日
本
で
初
め
て
の
建
築
評
論
家
だ
っ

寝室

バルコニー

ヴォーン・キュッヘ

WC

階段室

た
、
ご
主
人
の
浜
口
隆
一
先
生
に
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
。

ミ
ホ
さ
ん
は
、
戦
後
の
住
様
式
を
変

え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
﹃
日
本
住
宅
の

封
建
性
﹄（
相
模
書
房
１
９
４
９
）
と
い
う

著
書
を
書
か
れ
、
隆
一
さ
ん
は
ミ
ホ
さ

ん
の
功
績
は
﹃
日
本
住
宅
の
封
建
性
﹄

を
著
し
た
こ
と
と
﹁
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
﹂
で
あ
る
と
、
は
っ
き
り
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
成
立
は
、

１
９
４
１
年
（
昭
和
16
）
の
西
山
夘
三
先

生
の
食
寝
分
離
論
、
そ
れ
か
ら
10
年
後

１
９
５
１
年
（
昭
和
26
）
の
吉
武
泰
水
先

生
と
鈴
木
成
文
先
生
の
﹁
公
営
住
宅
51

Ｃ
﹂
、
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
公
団
住
宅

﹁
55-

４
Ｎ-

２
Ｄ
Ｋ
﹂
に
、
そ
し
て
全

国
に
普
及
す
る
、
と
い
う
も
の
。
こ
れ

が
定
説
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
（
６
ペ

ー
ジ
参
照
）
。

と
こ
ろ
が
、
東
京
・
等
々
力
に
建
て

た
自
邸
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
は
前

川
國
男
先
生
か
ら
教
授
さ
れ
ド
イ
ツ
で

流
行
っ
て
い
た
ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ
ッ
へ

（W
ohn

K
uche

）
で
あ
っ
た
と
い
う
、
ま

っ
た
く
違
う
話
が
隆
一
さ
ん
の
口
か
ら

聞
か
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
家
は
疎
開
前

に
売
っ
て
し
ま
い
、
戦
後
す
ぐ
に
壊
さ

れ
、
残
念
な
が
ら
写
真
も
図
面
も
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。

前
川
國
男

（
ま
え
か
わ
く
に
お
　
１
９
０
５
〜
１
９
８
６
年
）

東
京
帝
国
大
学
工
学
部
建
築
学
科
を
１
９
２
８
年
に

卒
業
し
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
事
務
所
に
入
所
。
ア

ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
元
で
も
学
び
、
モ
ダ
ニ
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Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｍ
　
近
代
建
築
国
際
会
議

（
シ
ア
ム：

C
ongr'es

International
d'A
rchitecture

M
oderne

）

都
市
・
建
築
の
将
来
に
つ
い
て
、
建
築
家
た
ち
が
討

論
を
重
ね
た
国
際
会
議
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
展
開

の
う
え
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
。
１
９
２
８
年
か

ら
１
９
５
６
年
ま
で
に
10
回
開
催
さ
れ
た
（
１
９
５

９
年
の
第
11
回
オ
ラ
ン
ダ
・
オ
ッ
テ
ル
ロ
ー
で
の
会

議
を
含
め
る
説
も
あ
る
）。

で
す
か
ら
前
川
先
生
の
ご
自
邸
（
49
ペ

ー
ジ
参
照
）
も
、
そ
う
い
う
影
響
を
受
け

た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
１
９
４

２
年
（
昭
和
17
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、

資
材
不
足
の
た
め
柱
に
電
柱
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

あ
れ
は
ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ
ッ
へ
ス
タ

イ
ル
で
は
な
く
独
立
し
た
キ
ッ
チ
ン
で

す
が
、
今
見
て
も
非
常
に
モ
ダ
ン
な
設

計
で
す
ね
。
夫
婦
二
人
で
住
む
と
い
う

こ
と
で
、
こ
う
い
う
こ
と
も
可
能
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
狭
い
敷
地

を
吹
き
抜
け
な
ど
で
広
く
見
せ
る
工
夫

を
し
て
い
ま
す
。

生
活
最
小
限
住
宅
の
中
で
試
み
ら
れ

た
の
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ
ッ
へ
な
の

で
す
。
あ
ち
ら
は
靴
を
履
き
ベ
ッ
ド
で

暮
ら
す
わ
け
で
す
か
ら
、
か
な
り
無
理

ズ
ム
建
築
の
旗
手
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

日
本
建
築
界
を
リ
ー
ド
し
た
。
主
な
作
品
に
東
京
文

化
会
館
（
１
９
６
１
年
　
昭
和
36
）、
紀
伊
國
屋
書
店

新
宿
店
（
１
９
６
４
年
　
昭
和
39
）、
東
京
都
美
術
館

（
１
９
７
５
年
　
昭
和
45
）
な
ど
。

ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ
ッ
ヘ

ミ
ホ
さ
ん
と
隆
一
さ
ん
は
前
川
國
男

先
生
の
事
務
所
の
所
員
と
し
て
出
会
い

ま
す
。
当
然
前
川
先
生
の
機
能
主
義
的

な
薫
陶
は
受
け
て
い
る
は
ず
で
す
。

ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ
ッ
へ
と
い
う
の
は
、

ド
イ
ツ
語
で
、W

o
rn
ra
u
m

︵
居
間
︶

とK
u
ch
e

︵
台
所
︶
を
合
体
さ
せ
た
言

葉
で
す
。
私
も
こ
の
ド
イ
ツ
語
は
初
め

て
聞
き
ま
し
た
し
、
今
で
は
建
築
業
界

で
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

日
本
で
は
１
９
３
０
年
（
昭
和
５
）
ご

ろ
に
﹃
国
際
建
築
﹄（
国
際
建
築
協
会
）
と
、

ほ
か
の
何
冊
か
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
広
辞
苑
に
載
っ
て
い
る
ほ
ど
広

ま
っ
た
言
葉
で
す
。
今
で
い
う
ダ
イ
ニ

ン
グ
キ
ッ
チ
ン
で
す
が
、
ミ
ホ
さ
ん
は

戦
前
に
も
う
既
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ

ッ
へ
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

１
９
４
９
年
ご
ろ
、
ド
イ
ツ
語
だ
っ

た
ヴ
ォ
ー
ン
・
キ
ュ
ッ
へ
が
、
敗
戦
と

い
う
背
景
が
あ
っ
て
英
語
の
リ
ビ
ン
グ

キ
ッ
チ
ン
に
置
き
換
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

封
建
性
の
打
破

ミ
ホ
さ
ん
が
盛
ん
に
言
っ
て
い
た
の

は
﹁
メ
イ
ド
・
レ
ス
・
リ
ビ
ン
グ
﹂
と

い
う
こ
と
で
す
。
ど
の
世
帯
で
も
、
女

中
さ
ん
が
い
な
く
て
も
使
い
や
す
い
リ

ビ
ン
グ
に
し
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
コ
ン
パ
ク
ト
に

な
っ
て
い
っ
た
。

ミ
ホ
さ
ん
が
育
っ
た
の
は
大
連
の
海

関
︵
中
国
税
関
︶
の
官
舎
で
、
れ
ん
が

造
り
の
洋
館
で
し
た
。
生
活
様
式
は
す

べ
て
椅
子
式
で
、
３
時
に
テ
ィ
ー
タ
イ

ム
を
と
る
な
ど
、
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
式

に
倣
っ
て
い
ま
し
た
。
中
国
人
の
使
用

人
に
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
家
事

を
手
伝
う
こ
と
な
ど
な
く
、
そ
の
こ
と

は
結
婚
後
に
隆
一
さ
ん
を
驚
か
せ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
生
育
環
境
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
時
代
に
﹁
メ
イ
ド
・
レ

ス
・
リ
ビ
ン
グ
﹂
と
い
う
発
想
が
出
て

く
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
﹃
日
本
住
宅
の
封
建
性
﹄
が

出
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
本
は
、
中

原
暢
子
さ
ん
も
﹁
食
い
入
る
よ
う
に
読

ん
だ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

中
原
暢
子

（
な
か
は
ら
　
の
ぶ
こ
　
１
９
２
９
〜
２
０
０
８
年
）

埼
玉
県
出
身
の
建
築
家
。
国
際
女
性
建
築
家
会
議
日

本
支
部
初
代
会
長
。

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
に
再
版
し
た

と
き
に
、
ミ
ホ
さ
ん
が
著
者
の
言
葉
と

し
て
﹁
台
所
は
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン

が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
今

と
な
っ
て
は
見
当
違
い
の
よ
う
な
こ
と

を
書
い
て
い
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
ん
で

す
。
こ
の
５
年
の
間
に
も
の
す
ご
い
変

化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
に
日
本
住
宅

公
団
が
で
き
た
と
き
に
、
本
城
和
彦
さ

ん
（
６
ペ
ー
ジ
参
照
）
が
ミ
ホ
さ
ん
に
白
羽

の
矢
を
建
て
て
、
あ
あ
い
う
台
所
が
実

現
し
た
の
で
す
。

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
と
い
う
言
葉

は
本
城
さ
ん
が
使
い
始
め
ま
す
。
そ
の

理
由
は
、
公
団
は
面
積
制
限
の
た
め
に

居
間
が
基
本
的
に
つ
く
れ
な
か
っ
た
ん

で
す
ね
。
そ
れ
で
、
リ
ビ
ン
グ
で
は
な

く
ダ
イ
ニ
ン
グ
だ
ろ
う
と
。
図
面
に
は
、

食
事
室
兼
台
所
と
書
い
て
あ
り
ま
す
か

ら
。
終
戦
後
、
ド
イ
ツ
語
を
敬
遠
し
て

英
語
化
が
進
ん
だ
た
め
に
一
時
期
リ
ビ

ン
グ
キ
ッ
チ
ン
と
呼
ば
れ
た
時
期
も
あ

っ
て
、
名
称
に
混
乱
が
生
じ
ま
し
た
。

生
活
最
小
限
住
宅
運
動

狭
い
空
間
の
中
で
い
か
に
最
小
限
の

生
活
機
能
を
満
た
す
か
と
い
う
﹁
生
活

最
小
限
住
宅
﹂
の
概
念
が
最
初
に
出
て

く
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド

イ
ツ
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
。

敗
戦
国
で
戦
地
か
ら
の
引
揚
者
が
戻
っ

て
き
た
こ
と
に
よ
る
住
宅
不
足
が
そ
の

原
因
で
す
。
こ
の
運
動
は
ア
メ
リ
カ
に

ま
で
広
ま
り
ま
し
た
。

生
活
最
小
限
住
宅
は
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｍ
の
第

２
回
会
議
（
１
９
２
９
年
）
の
テ
ー
マ
に

も
な
り
、
前
川
先
生
は
コ
ル
ビ
ジ
ェ
の

事
務
所
か
ら
参
加
し
て
目
の
当
た
り
に

し
ま
し
た
。

が
あ
り
ま
す
。
ソ
フ
ァ
を
ベ
ッ
ド
に
し

て
、
押
し
入
れ
に
も
子
供
を
寝
か
せ
な

け
れ
ば
、
家
族
４
人
が
暮
ら
せ
な
い
よ

う
な
間
取
り
で
す
。
夫
婦
が
中
心
に
な

る
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

す
ね
。
38
g
だ
っ
た
か
な
。
日
本
の
場

合
は
、
和
室
で
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
少
し
は
楽
で
し
ょ
う
。

前
川
先
生
の
影
響
か
、
東
大
で
は
生

活
最
小
限
住
宅
運
動
が
非
常
に
盛
り
上

が
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
私
が
キ
ャ

ッ
チ
し
て
い
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ほ
か
で
は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
京
大
と
か
、
西
山
夘

三
先
生
は
ど
う
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
の
か
。
こ
の
時
代
、
東
大
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
目
が
向
い
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
な
、
と
も
思
い
ま
す
。

リ
ビ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
零
落

戦
後
、
住
宅
難
を
解
消
す
る
た
め
に

政
府
が
公
布
し
た
﹁
延
べ
床
面
積
15
坪

制
限
﹂
が
解
除
さ
れ
る
の
が
１
９
５
０

年
（
昭
和
25
）
末
な
ん
で
す
。

こ
の
こ
と
を
境
に
、
財
力
の
あ
る
人

は
、
ま
た
大
邸
宅
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。

女
中
部
屋
が
あ
っ
た
り
、
キ
ッ
チ
ン
も

独
立
型
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
１
９

６
０
年
代
の
高
度
経
済
成
長
に
入
る
と

﹁
リ
ビ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
と
い
う
の
は
狭

い
住
宅
し
か
建
て
ら
れ
な
い
人
た
ち
の

ス
タ
イ
ル
﹂
と
い
う
考
え
方
が
定
着
し

て
し
ま
い
ま
す
。

1.90ｍ

3.
44
ｍ

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
キ
ュ
ッ
ヘ

生
活
最
小
限
住
宅
が
テ
ー
マ
に
な
っ
た
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｍ
で
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
と
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
シ
ュ
ッ
テ=

リ
ホ
ツ
キ
ー
が
提
案
し
た
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
キ

ュ
ッ
へ
（
１
９
２
９
年
）
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食
器
戸
棚
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と
こ
ろ
が
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か

ら
変
わ
っ
て
き
て
、
70
年
代
に
入
る
と

リ
ビ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
が
再
び
伸
び
て
い

く
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
規
制
に
よ
る

の
で
は
な
く
、
み
ん
な
が
リ
ビ
ン
グ
キ

ッ
チ
ン
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
１
９
７
０
年
代
後
半
の
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

私
が
こ
ち
ら
に
赴
任
し
ま
し
た
の
は
、

前
任
の
菅
原
文
子
先
生
に
お
誘
い
い
た

だ
い
た
か
ら
な
ん
で
す
が
、
菅
原
先
生

は
ミ
ホ
さ
ん
の
所
員
だ
っ
た
ん
で
す
。

ち
ょ
う
ど
ミ
ホ
さ
ん
が
日
本
住
宅
公
団

の
仕
事
に
か
か
っ
て
い
る
と
き
に
、
本

学
で
学
ん
だ
家
政
学
の
素
地
を
ミ
ホ
さ

ん
に
評
価
さ
れ
、
食
器
棚
の
収
納
の
計

画
に
携
わ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
確

か
に
ミ
ホ
さ
ん
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

は
苦
手
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ご

飯
を
つ
く
る
の
が
嫌
だ
と
お
っ
し
ゃ
る

く
ら
い
で
す
か
ら
。

隆
一
さ
ん
は
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の

建
築
﹄（
雄
鶏
社
１
９
４
７
）
を
著
さ
れ
て
、

建
築
評
論
家
第
一
号
に
な
ら
れ
る
ん
で

す
が
、
ミ
ホ
さ
ん
も
同
じ
考
え
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
お
二
人
は
大
量
生
産
の

こ
と
を
よ
く
話
題
に
し
て
い
る
ん
で
す

が
、
日
本
住
宅
公
団
の
ス
テ
ン
レ
ス
流

し
台
で
日
本
の
住
宅
も
よ
う
や
く
大
量

生
産
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
評
価
し
て

い
ま
す
。
日
本
の
近
代
化
、
建
築
の
工

業
化
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た

と
い
う
考
え
で
す
ね
。
そ
れ
に
ミ
ホ
さ

ん
が
貢
献
し
た
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を

う
配
列
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
が
家
政
学

の
常
識
と
な
っ
た
の
は
、
鈴
木
式
高
等

流
し
台
以
来
で
、
長
い
間
支
持
さ
れ
て

き
た
こ
と
で
し
た
。
鈴
木
の
理
論
は
、

当
時
も
っ
と
も
進
歩
的
と
さ
れ
て
い
た

ア
メ
リ
カ
を
手
本
と
し
た
も
の
で
し
た

か
ら
、
ミ
ホ
さ
ん
の
提
案
は
大
き
な
抵

抗
を
受
け
ま
し
た
。

ミ
ホ
さ
ん
は
多
く
の
反
対
の
声
に
対

し
て
、
公
団
Ｄ
Ｋ
に
な
ら
っ
た
キ
ッ
チ

ン
を
設
計
し
て
い
た
津
幡
修
一
氏
邸
に

流し台 調理台 加熱台

調理台 流し台

流れシステム

ポイントシステム

加熱台

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

お
二
人
は
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
に
影
響
を

受
け
て
い
ま
し
た
。
隆
一
さ
ん
は
前
川

先
生
に
、
﹁
日
本
の
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
の

よ
う
に
建
築
評
論
を
や
ら
な
い
か
﹂
と

言
わ
れ
た
ら
し
い
で
す
ね
。

ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン

（S
igfried

G
iedion

１
８
８
８
〜
１
９
６
８
年
）

ス
イ
ス
人
建
築
家
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
推
進
者
で
、

第
１
回
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｍ
の
議
長
を
務
め
た
。

採
用
の
苦
労
話

と
に
か
く
ス
テ
ン
レ
ス
の
流
し
台
に

象
徴
さ
れ
ま
す
ね
。
当
時
、
ス
テ
ン
レ

ス
流
し
台
を
磨
く
こ
と
が
、
主
婦
の
幸

せ
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
で
す
か
ら
。

日
本
住
宅
公
団
の
第
一
号
に
は
間
に

合
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
前
川
先
生

が
手
掛
け
ら
れ
た
晴
海
高
層
ア
パ
ー
ト

（
１
９
５
８
年
　
昭
和
33
）
か
ら
公
団
一
号
型

が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
（
一
体
成
型
の
も
の

は
同
年
竣
工
の
多
摩
平
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
）
。

た
だ
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
流
し
台
を
中

心
に
据
え
た
ミ
ホ
さ
ん
の
﹁
ポ
イ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
﹂
︵
セ
ン
タ
ー
・
シ
ン
ク
・

シ
ス
テ
ム
︶
に
対
し
て
、
家
政
学
で
常

識
と
さ
れ
た
﹁
流
れ
シ
ス
テ
ム
﹂
が
障

害
と
な
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
実
験

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

﹁
流
れ
シ
ス
テ
ム
﹂
と
は
、
食
品
に
手

が
加
え
ら
れ
て
い
く
順
序
︵
準
備→

流

し→

調
理→

加
熱→

配
膳
︶
に
従
っ
て

﹁
流
し
台→

調
理
台→

加
熱
台
﹂
と
い

人
の
主
婦
を
被
験
者
と
し
て
、
実
際
に

献
立
を
つ
く
っ
て
﹁
調
理
時
間
﹂
と

﹁
歩
数
﹂
を
測
定
す
る
も
の
。
結
果
は

﹁
調
理
時
間
﹂
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
も
の
の
、
﹁
歩
数
﹂
で
は
27
・
５
歩

対
２
歩
と
い
う
圧
倒
的
な
差
で
﹁
ポ
イ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
﹂
に
軍
配
が
上
が
り
ま

し
た
。

ち
な
み
に
当
時
は
食
材
を
洗
う
作
業

が
多
か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果

と
な
り
ま
し
た
が
、
加
工
食
品
を
多
用

す
る
現
代
で
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
た

め
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
キ
ッ
チ
ン
は
今

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

幅
１
８
０
０
a
と
い
う
限
ら
れ
た
ス

ペ
ー
ス
に
ど
う
収
め
る
か
、
と
い
う
問

題
な
の
で
す
が
、
家
事
作
業
の
順
か
ら

考
え
る
の
が
家
政
学
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

ミ
ホ
さ
ん
は
家
事
作
業
は
慣
れ
の
問
題

だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ミ
ホ
さ
ん
の

中
に
は
建
築
家
と
し
て
、
大
量
生
産
す

る
場
合
１
パ
タ
ー
ン
で
済
ま
せ
た
い
、

と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
流
れ
式
だ
と
、
左
右
対
称

に
２
パ
タ
ー
ン
必
要
に
な
り
ま
す
か
ら
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
公
団
住
宅
の
台
所

設
計
と
い
う
仕
事
は
家
政
学
の
専
門
家

に
協
力
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
本

城
さ
ん
が
ミ
ホ
さ
ん
に
声
を
か
け
た
の

は
、
隆
一
さ
ん
が
帝
大
の
同
期
だ
っ
た

縁
も
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
ミ
ホ
さ
ん

が
﹃
日
本
住
宅
の
封
建
性
﹄
を
著
し
、

日
頃
の
主
張
か
ら
表
れ
る
見
識
に
頼
っ

た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

試
作
品
を
持
ち
込
ん

で
試
用
し
ま
す
。
津

幡
さ
ん
は
ア
ン
ト
ニ

ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
の

事
務
所
を
辞
め
て
公

団
に
入
っ
て
き
た
建

築
家
で
す
。
そ
れ
で

も
や
は
り
受
け
入
れ

ら
れ
ず
、
結
局
、
女

子
栄
養
大
学
の
助
教

授
だ
っ
た
武

た
け

保や
す

に
実

験
へ
の
協
力
を
申
し

出
ま
し
た
。

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド

（A
ntonin

R
aym
ond

１
８
８
８
〜
１
９
７
６
年
）

チ
ェ
コ
出
身
の
建
築
家
。
１
９
１
４
年
に
ア
メ
リ
カ

の
市
民
権
を
取
得
。
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト

の
も
と
で
学
び
、
帝
国
ホ
テ
ル
建
設
の
た
め
に
来
日
。

そ
の
後
日
本
に
留
ま
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
作
品

を
多
く
残
す
。
日
本
人
建
築
家
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
イ
ン
テ
リ
ア
・
ア
ー
キ
テ
ク
ト
の
ノ
エ
ミ
夫

人
は
、
公
私
に
わ
た
り
ア
ン
ト
ニ
ン
を
支
え
た
。
代

表
作
に
、
東
京
女
子
大
学
総
合
計
画
（
東
京
都
杉
並

区
／
１
９
２
１
年
）
な
ど
。

１
９
５
６
年
（
昭
和
26
）
７
月
に
女
子

栄
養
大
学
で
行
な
わ
れ
た
実
験
は
、
10

建
築
家
の
川
喜
田
煉
七
郎
が
、
１
９
３
４
年
に
発
表

し
た
狭
小
住
宅
に
適
し
た
台
所
設
備
。
川
喜
田
は
人

間
工
学
の
視
座
か
ら
、
当
時
主
流
だ
っ
た
流
れ
シ
ス

テ
ム
の
見
直
し
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
の
ち
に

浜
口
ミ
ホ
が
主
張
し
た
ポ
イ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
先
鞭

を
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



﹁
奥
さ
ん
ま
わ
り
﹂
の
改
良

当
時
の
公
団
で
は
﹁
奥
さ
ん
ま
わ
り
﹂

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
ん
で
す
が
、

台
所
を
中
心
に
、
浴
室
、
ト
イ
レ
、
洗

濯
、
洗
面
と
い
っ
た
家
事
労
働
の
場
を

そ
の
よ
う
に
呼
び
ま
し
た
。
ま
さ
に
水

ま
わ
り
空
間
そ
の
も
の
で
す
よ
ね
。
台

所
は
、
そ
の
中
心
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

世
の
中
が
男
女
平
等
に
向
か
い
ま
し

た
か
ら
、
女
性
の
地
位
を
上
げ
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
風
潮
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
だ
社
会
進
出

と
い
う
時
代
で
は
な
い
。
そ
れ
で
、
主

婦
の
地
位
向
上
を
し
よ
う
と
な
る
と
、

必
然
的
に
﹁
奥
さ
ん
ま
わ
り
﹂
の
改
良

に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

暗
く
陰
湿
な
北
側
に
あ
っ
た
台
所
を
、

南
側
に
持
っ
て
き
て
家
の
中
心
的
存
在

に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
婦
の
地
位

向
上
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。
あ
ま
り

言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、
ダ
イ

ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
は
、
こ
う
い
う
背

景
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
あ
と
、
ミ

ホ
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
の
は
﹁
次
は
洗

濯
機
を
置
く
空
間
の
確
保
ね
﹂
と
い
う

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
は
ミ

ホ
さ
ん
は
公
団
に
か
か
わ
る
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
終
わ
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
洗
濯
機
が
普
及

し
始
め
る
の
は
１
９
６
０
年
代
に
入
っ

て
か
ら
で
す
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
置

き
場
を
確
保
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
重
要

で
は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
﹁
水
ま
わ
り
﹂
と
い
う
発
想

は
、
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
で
す
か
ら
台
所
、
浴
室
、
ト
イ
レ
、

洗
濯
、
洗
面
と
い
う
空
間
を
﹁
水
ま
わ

り
﹂
と
し
て
ま
と
め
て
意
識
す
る
こ
と

は
、
当
時
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

住
ま
い
観
は
退
化
し
て
い
る
？

﹃
新
し
い
住
ま
い
の
設
計
﹄（
扶
桑
社
）

と
い
う
雑
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
遡

っ
て
、
ミ
ホ
さ
ん
が
や
っ
た
ダ
イ
ニ
ン

グ
キ
ッ
チ
ン
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い

っ
た
か
を
分
析
し
た
デ
ー
タ
が
あ
り
ま

す
。こ

こ
で
見
ら
れ
る
の
は
新
築
住
宅
で

す
し
、
斬
新
な
設
計
だ
か
ら
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
一
概
に
当

時
の
平
均
的
住
宅
と
い
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
し
、
実
は
５
年
ご
と
の
資
料

を
拾
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
で

は
あ
ま
り
に
も
ア
バ
ウ
ト
す
ぎ
る
と
い

う
こ
と
で
、
頑
張
っ
て
２
年
ご
と
の
デ

ー
タ
を
落
と
し
込
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
を
み
る
と
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）

ぐ
ら
い
に
、
す
べ
て
の
台
所
平
面
パ
タ

ー
ン
が
出
そ
ろ
っ
て
、
ほ
ぼ
同
数
で
並

ぶ
と
い
う
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
ハ

ッ
チ
で
仕
切
っ
た
り
、
独
立
型
で
豪
華

な
シ
ス
テ
ム
を
入
れ
て
み
た
り
と
い
う

経
験
を
経
て
、
今
は
も
う
リ
ビ
ン
グ
キ
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ッ
チ
ン
が
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
、
今
台
所
の
危
機
が
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
水
は
必
要
で
し
ょ
う
が
、
あ

と
は
電
子
レ
ン
ジ
と
分
別
が
で
き
る
大

き
な
ゴ
ミ
箱
が
あ
れ
ば
い
い
と
。

﹁
奥
さ
ん
ま
わ
り
﹂
な
ん
て
言
わ
れ

て
い
た
時
代
と
は
隔
世
の
感
で
、
男
女

同
権
は
言
う
に
及
ば
ず
、
家
族
形
態
も

独
居
が
激
増
し
て
い
ま
す
。
家
で
食
事

を
つ
く
ら
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
う
い

う
論
文
に
も
﹁
主
婦
﹂
と
は
書
け
ま
せ

ん
。
﹁
調
理
人
﹂
と
書
い
た
か
な
。
嘘

み
た
い
な
話
で
す
が
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
キ

ッ
チ
ン
や
食
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

様
化
し
、
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
す
。
た
だ
、
一
人
ひ
と
り
の
求

め
に
応
じ
た
キ
ッ
チ
ン
が
ち
ゃ
ん
と
与

え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

実
は
、
１
歳
児
と
３
歳
児
の
検
診
の

と
き
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｋ
タ
イ
プ
の
家
に
住
ん

で
い
る
人
と
、
田
の
字
型
つ
ま
り
続
き

間
タ
イ
プ
の
家
に
住
ん
で
い
る
人
の
二

通
り
で
調
べ
ま
し
た
。
す
る
と
、
田
の

字
型
の
住
宅
の
ほ
う
が
育
児
の
ス
ト
レ

ス
が
大
き
い
と
い
う
結
果
が
出
た
ん
で

す
。一

概
に
間
取
り
の
問
題
だ
け
と
は
い

え
ま
せ
ん
が
、
Ｌ
Ｄ
Ｋ
タ
イ
プ
の
ほ
う

が
、
子
供
の
動
き
が
目
に
届
き
や
す
い

か
ら
安
心
感
が
あ
る
。
見
え
る
、
と
い

う
の
は
想
像
以
上
に
大
事
な
こ
と
な
ん

で
す
ね
。

意
外
な
こ
と
に
、
自
分
の
家
が
南
に

面
し
て
い
る
か
北
に
面
し
て
い
る
か
と

い
っ
た
方
角
を
把
握
し
て
い
な
い
人
が

多
か
っ
た
。
住
宅
に
無
頓
着
で
生
き
て

い
る
人
の
多
さ
に
、
ち
ょ
っ
と
愕
然
と

し
ま
し
た
。
日
本
は
、
子
供
に
住
宅
に

つ
い
て
教
え
て
い
ま
せ
ん
も
の
ね
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
辺
り

で
は
住
宅
教
育
が
非
常
に
盛
ん
で
、
煙

突
の
位
置
で
熱
効
率
を
考
え
る
と
か
、

デ
ザ
イ
ン
の
善
し
悪
し
ま
で
、
子
供
の

と
き
に
考
え
さ
せ
ま
す
。

日
本
で
は
、
中
学
の
家
庭
科
で
も
住

宅
の
と
こ
ろ
は
飛
ば
さ
れ
が
ち
。
本
当

は
小
さ
い
と
き
か
ら
住
環
境
を
意
識
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

合
っ
た
住
環
境
が
つ
く
れ
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
を
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

イギリス・ロンドンの超高級住宅
地チェルシーのテラスハウス。オ
リジナリティあふれる特注品のキ
ッチンシステムとアンティークの
ダイニングセットという豪華な
DKの一例。
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前田裕子
まえだひろこ

神戸大学大学院経済学研究科講師

愛知県生まれ。一橋大学大学院社会
学研究科修士課程修了。
民間研究所、NGO、NPO勤務を経て、
神戸大学大学院国際協力研究科博士
課程修了。博士（学術）。主な著書に
『戦時期航空機工業と生産技術形成-
三菱航空エンジンと深尾淳二』（東京
大学出版会 2001）『水洗トイレの産
業史―20世紀日本の見えざるイノベー
ション』（名古屋大学出版会 2008）

水洗化がもたらした、見えざるイノベーション

現代のトイレ志向をつくった技術改革
現在の都市生活者にとって、なくてはならない水洗トイレ。

その大切な設備が、

産業史の視座から語られることは、かつてありませんでした。

開発者をはじめ、

節目節目に現れたキーパーソンに温かいまなざしを注ぎながら、

膨大な資料を収集し、まとめ上げられた前田裕子さん。

衛生設備の生産技術改革が、

日本の金具産業を一新させるほどのイノベーションを引き起こしたように、

人類に不可欠なトイレには、再び、新たなイノベーションが期待されています。

な
ぜ
、
ト
イ
レ
な
の
か

な
ぜ
ト
イ
レ
な
の
か
。

私
自
身
は
技
術
に
は
弱
い
人
間
な
の

で
す
が
、
三
菱
重
工
の
戦
時
下
の
活
動

に
つ
い
て
調
べ
て
航
空
エ
ン
ジ
ン
の
生

産
技
術
の
こ
と
を
１
冊
の
本
に
ま
と
め

た
ん
で
す
ね
（『
戦
時
期
航
空
機
工
業
と
生
産
技

術
形
成
―
三
菱
航
空
エ
ン
ジ
ン
と
深
尾
淳
二
』
東
京

大
学
出
版
会
２
０
０
１
）
。
そ
の
取
材
の
中

で
、
航
空
エ
ン
ジ
ン
の
部
門
に
非
常
に

優
秀
な
技
術
者
で
あ
る
杉
原
周
一
さ
ん

（
１
９
０
７
〜
１
９
７
２
年
）
と
い
う
方
が
お

ら
れ
、
そ
の
後
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
社
長
さ
ん

に
な
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

衛
生
陶
器
の
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
さ
ん
で
、
な

ぜ
航
空
技
術
エ
ン
ジ
ン
技
術
が
生
か
さ

れ
た
の
か
な
あ
、
と
。
私
が
今
、
専
門

に
し
て
い
る
の
は
日
本
の
産
業
技
術
史

な
の
で
、
そ
の
こ
と
に
大
変
興
味
を
引

か
れ
ま
し
た
。
し
か
も
異
分
野
か
ら
来

た
途
中
入
社
の
方
が
社
長
に
ま
で
な
る

と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
か
な
あ
と
考

え
た
の
で
す
。

そ
れ
で
自
分
な
り
に
少
し
調
べ
て
み

ま
し
た
ら
、
杉
原
さ
ん
と
い
う
方
は
便

器
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
で
は
な

く
、
金
具
を
つ
く
ら
れ
た
ん
で
す
。

業
界
で
は
水
栓
金
具
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
こ
れ
で
給
排
水
シ
ス
テ

ム
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
便
器
は
た

だ
の
穴
開
き
オ
マ
ル
で
あ
っ
て
、
水
洗

ト
イ
レ
と
し
て
は
機
能
し
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
さ
ん
と
い
う
の

を
、
私
は
ず
っ
と
衛
生
陶
器
の
会
社
だ

と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
な

く
て
金
具
の
会
社
、
金
具
で
業
績
を
伸

ば
し
た
会
社
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
航
空
エ
ン
ジ
ン
と
同
様
に
、

戦
時
期
か
ら
の
生
産
技
術
移
転
と
い
う

の
を
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
で
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
さ
ん
の
小
倉
の

本
社
に
通
い
始
め
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
業
界
関
係
者
を
別
に
し

て
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
さ
ん
に
金
具
の
こ
と
を

知
り
た
い
と
言
っ
て
行
っ
た
人
は
ほ
と

ん
ど
い
な
い
ら
し
い
。
私
が
調
べ
た
い

と
思
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
く
わ
し

い
と
こ
ろ
ま
で
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

ん
で
す
。
そ
の
内
、
﹁
せ
っ
か
く
来
た

ん
だ
か
ら
衛
生
陶
器
も
見
て
行
き
な
さ

い
﹂
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
う

ち
に
、
衛
生
陶
器
と
水
栓
金
具
の
初
期

の
こ
ろ
の
話
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。歴

史
っ
て
、
や
っ
て
い
る
う
ち
に

﹁
こ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
﹂
と
遡
る

傾
向
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
私

も
大
倉
孫
兵
衛
、
和
親
と
い
う
親
子
に

行
き
着
き
、
気
持
ち
の
中
で
恋
人
化
し

て
い
き
ま
し
た
。

大
倉
孫
兵
衛

（
お
お
く
ら
ま
ご
べ
え
　
１
８
４
３
〜
１
９
２
１
年
）

実
業
家
。
家
業
の
絵
草
紙
屋
か
ら
独
立
し
て
絵
草
紙

屋
・
萬
屋
を
開
店
し
後
に
大
倉
書
店
、
大
倉
孫
兵
衛

洋
紙
店
（
現
・
新
生
紙
パ
ル
プ
商
事
）
を
設
立
し
た
。

夏
目
漱
石
の
初
の
単
行
本
「
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
」
も

江戸東京博物館分館「江戸東京たてもの園」（くわしくは45ページ参照）
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た
と
え
１
週
間
で
も
そ
ん
な
こ
と
が
起

こ
れ
ば
、
私
た
ち
の
生
活
が
た
ち
ま
ち

悲
惨
な
状
況
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、

例
え
ば
大
災
害
を
経
験
し
た
人
は
痛
い

ほ
ど
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

こ
の
圧
倒
的
な
重
要
性
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ト
イ
レ
の
水
洗
化
に
つ
い
て
、

そ
の
工
業
化
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
研

究
は
、
企
業
の
社
史
を
除
け
ば
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
、
日
本
の
水
洗
ト
イ
レ
黎
明

期
か
ら
本
格
的
普
及
の
始
ま
っ
た
１
９

７
０
年
初
め
あ
た
り
ま
で
の
お
よ
そ
１

０
０
年
間
の
歴
史
を
、
こ
の
工
業
化
の

視
点
か
ら
書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
わ

け
で
す
。

水
洗
ト
イ
レ
を
概
観
す
る

水
洗
ト
イ
レ
は
そ
れ
自
体
が
偉
大
な

発
明
で
し
た
。
そ
し
て
排
泄
設
備
に
お

け
る
歴
史
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
︵
新
機

軸
︶
で
し
た
が
、
そ
れ
が
普
及
す
る
こ

と
で
二
重
、
三
重
に
大
き
な
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
︵
革
新
︶
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

ま
ず
第
一
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、

都
市
の
公
衆
衛
生
を
改
善
す
る
こ
と
で
、

人
間
の
健
康
維
持
に
実
質
的
に
貢
献
し

ま
し
た
。

都
市
に
人
間
が
集
住
す
る
こ
と
に
よ

り
、
衛
生
の
悪
化
と
い
う
大
問
題
が
生

じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
・

パ
リ
の
例
で
言
え
ば
、
道
路
に
捨
て
ら

る
意
識
改
革
を
促
し
ま
し
た
。

ま
た
、
上
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
こ

と
で
、
水
汲
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
々

は
、
比
較
に
な
ら
な
い
量
の
水
消
費
を

享
受
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
19
世

紀
初
頭
ま
で
の
パ
リ
で
は
、
１
日
１
世

帯
あ
た
り
に
必
要
な
水
は
５
〜
７
r
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
19
世
紀
中

ご
ろ
に
は
１
０
０
r
を
超
え
、
20
世
紀

初
頭
に
は
２
０
０
r
を
超
え
ま
す
。

こ
う
し
て
都
市
生
活
者
は
、
飲
料
水

以
外
の
生
活
用
水
の
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

を
汚
れ
を
洗
い
流
す
た
め
に
使
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
上

水
は
衛
生
と
清
潔
の
た
め
に
給
水
さ
れ
、

排
水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

密
室
の
中
で
排
泄
行
為
が
行
な
わ
れ
、

排
泄
物
は
瞬
時
に
目
の
前
か
ら
消
え
て

な
く
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
日
、
人
々
が
衛
生
設
備
機
器
メ
ー

カ
ー
に
対
し
て
、
﹁
清
潔
﹂
か
つ
﹁
好

ま
し
い
﹂
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
水
洗
ト
イ

レ
が
も
た
ら
し
た
社
会
心
理
面
で
の
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
第
三
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、

個
々
人
の
内
的
な
排
泄
行
為
へ
の
感
覚

を
刷
新
し
、
排
泄
空
間
に
お
け
る
快
適

性
の
追
求
を
顕
在
化
さ
せ
た
こ
と
で
す
。

加
え
て
、
汚
物
を
遠
ざ
け
る
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
存
在
を
意
識
か
ら
抹
殺
し
た

い
と
す
る
心
理
を
生
み
ま
し
た
。

水
洗
ト
イ
レ
の
快
適
性
が
も
た
ら
し

た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
人
々
に
己
の

廃
棄
物
の
行
く
末
を
忘
れ
さ
せ
、
水
資

源
の
貴
重
さ
へ
の
意
識
を
薄
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

結
果
的
に
、
環
境
へ
の
負
荷
︵
汚
水

処
理
と
水
資
源
の
多
用
︶
が
あ
る
こ
と

を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
教
育
が
、
新
た

に
必
要
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
意
識
に
ま
で
及
ぶ
﹁
水
洗

ト
イ
レ
﹂
が
も
た
ら
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
は
、
都
市
機
能
そ
の
も
の
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
給
排
水
シ
ス
テ

ム
︵
上
下
水
道
︶
の
構
築
の
上
に
成
り

立
つ
も
の
で
す
。

日
本
の
特
殊
事
情

日
本
は
、
人
口
の
割
に
耕
作
地
が
狭

く
地
味
が
痩
せ
て
い
て
、
牛
馬
を
は
じ

め
と
す
る
家
畜
の
数
が
少
な
い
。
そ
の

た
め
、
人
間
の
し
尿
が
極
め
て
有
効
な

肥
料
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
の
町
も
17
世
紀
あ
た
り
ま
で
は
、

ま
だ
し
尿
の
垂
れ
流
し
が
行
な
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
次
第
に
汲
取
り
の

シ
ス
テ
ム
が
整
っ
て
い
き
ま
す
。

肥
料
と
し
て
の
し
尿
は
、
干
鰯
な
ど

と
違
っ
て
遠
隔
地
へ
の
輸
送
は
不
向
き

で
す
か
ら
、
ト
イ
レ
の
視
座
か
ら
眺
め

れ
ば
、
人
口
集
積
の
度
合
い
と
近
郊
農

家
の
規
模
、
し
尿
肥
料
化
の
知
恵
と
工

夫
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
近
世
日
本
の

大
都
市
を
誕
生
さ
せ
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の
資
源

が
活
用
さ
れ
る
農
業
は
、
日
本
で
は
伝

大
倉
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
森
村
市
左
衛

門
と
の
出
会
い
か
ら
日
本
陶
器
（
現
・
ノ
リ
タ
ケ
カ

ン
パ
ニ
ー
リ
ミ
テ
ド
）、
大
倉
陶
園
の
設
立
に
参
加
し

日
本
の
陶
磁
器
産
業
に
多
大
な
る
貢
献
を
し
た
。

大
倉
和
親

（
お
お
く
ら
か
ず
ち
か
　
１
８
７
５
〜
１
９
５
５
年
）

大
倉
孫
兵
衛
の
長
男
。
慶
應
義
塾
卒
業
後
、
森
村
組

に
入
る
。
ア
メ
リ
カ
の
イ
ー
ス
ト
マ
ン
・
ビ
ジ
ネ

ス
・
カ
レ
ッ
ジ
修
了
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
モ
リ
ム

ラ
ブ
ラ
ザ
ー
ス
入
社
。
森
村
組
か
ら
分
離
さ
れ
た
日

本
陶
器
（
現
・
ノ
リ
タ
ケ
カ
ン
パ
ニ
ー
リ
ミ
テ
ド
）

の
初
代
代
表
社
員
。

現
代
の
日
本
の
都
市
部
に
暮
ら
す
人

間
に
と
っ
て
、
水
洗
ト
イ
レ
が
使
え
な

く
な
る
こ
と
は
、
飛
行
機
が
飛
ば
な
く

な
る
こ
と
よ
り
、
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ

ン
が
使
え
な
く
な
る
こ
と
よ
り
、
ガ
ス

や
電
気
が
止
ま
る
こ
と
よ
り
深
刻
で
す
。

れ
た
ゴ
ミ
や
汚
水
、
し
尿
に
よ
る
汚
泥

水
を
排
除
す
る
た
め
に
セ
ー
ヌ
川
に
通

じ
る
溝
が
切
ら
れ
た
の
が
12
世
紀
末
。

溝
は
す
ぐ
に
詰
ま
っ
た
た
め
、
14
世
紀

に
は
下
水
道
が
建
設
さ
れ
ま
す
。
当
時
、

し
尿
は
不
浄
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
た
め
、
川
に
流
さ
ず
別
途
収
集
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
満
足
の
い
く
状
態
に

は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
し
た
。

19
世
紀
後
半
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
オ
ス

マ
ン
の
パ
リ
大
改
造
計
画（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）

に
よ
っ
て
大
幹
線
下
水
道
が
完
成
し
、

パ
リ
で
は
１
８
８
０
年
に
住
居
の
ト
イ

レ
排
管
を
下
水
道
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
許

可
さ
れ
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
ン
ド

ン
で
は
１
８
１
５
年
、
ア
メ
リ
カ
・
ボ

ス
ト
ン
で
は
１
８
３
３
年
、
ド
イ
ツ
・

ハ
ン
ブ
ル
グ
で
は
１
８
４
２
年
、
ア
メ

リ
カ
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
は
１
８

５
０
年
に
、
パ
リ
よ
り
早
く
許
可
さ
れ

て
い
ま
す
。

下
水
道
は
本
来
、
雨
水
と
生
活
雑
排

水
を
集
め
て
流
す
こ
と
で
、
都
市
を
水

害
と
不
衛
生
か
ら
守
る
た
め
の
設
備
で

し
た
。
し
か
し
、
水
洗
ト
イ
レ
の
発
明

に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
と
性
格
を
変
え

て
い
き
ま
し
た
。
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
ト
イ

レ
の
水
洗
化
﹂
が
、
下
水
道
建
設
の
目

的
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
す
。

第
二
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
﹁
清

潔
﹂
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り

悪
臭
や
害
虫
の
発
生
と
い
う
不
快
な
住

環
境
に
対
し
て
﹁
不
潔
﹂
感
を
覚
え
、

よ
り
快
適
な
環
境
へ
改
善
し
よ
う
と
す
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そ
れ
な
の
に
、
日
本
で
は
ほ
ん
の
小

さ
い
ほ
う
の
陶
器
の
ほ
う
が
リ
ー
ド
し

て
、
世
界
的
な
メ
ー
カ
ー
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
比
べ
て
ま

っ
た
く
逆
だ
と
い
う
の
が
面
白
い
な
と

思
い
ま
す
。

日
本
の
生
活
を
近
代
化
す
る
志

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
創
業
に
深
く
か
か
わ
っ

た
大
倉
孫
兵
衛
は
、
シ
カ
ゴ
博
覧
会
で

純
白
の
水
洗
便
器
に
触
発
さ
れ
た
だ
ろ

う
、
と
書
い
た
の
は
私
の
完
全
な
推
測

で
す
。
た
だ
、
シ
カ
ゴ
博
覧
会
に
孫
兵

衛
が
行
っ
た
こ
と
も
、
そ
こ
に
た
く
さ

ん
の
水
洗
ト
イ
レ
が
据
え
付
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
事
実
で
す
か
ら
、
あ
な
が

ち
見
当
外
れ
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
ト
イ
レ
研
究
が
難
し
い
の
は
、

な
か
な
か
写
真
が
残
ら
な
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
よ
。

シ
カ
ゴ
博
覧
会

コ
ロ
ン
ブ
ス
大
陸
発
見
４
０
０
周
年
を
記
念
し
て
、

１
８
９
３
年
（
明
治
26
）
に
ミ
シ
ガ
ン
湖
畔
で
開
催

さ
れ
た
。
純
白
に
塗
装
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
シ
テ
ィ
ー

と
呼
ば
れ
る
パ
ビ
リ
オ
ン
群
と
、
フ
ェ
リ
ス
の
大
観

覧
車
を
展
示
。
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
工
業

力
に
勝
る
こ
と
を
誇
示
す
る
博
覧
会
と
な
っ
た
。
日

本
も
輸
出
振
興
、
近
代
化
、
工
業
化
を
世
界
に
印
象

づ
け
る
た
め
に
出
展
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
企
業
と
し
て
い
え
ば
、

便
器
を
製
造
し
た
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
︵
当
時
の

東
洋
陶
器
株
式
会
社
︶
以
前
に
日
本
陶

器
︵
現
・
ノ
リ
タ
ケ
カ
ン
パ
ニ
ー
リ
ミ

テ
ド
︶
が
あ
り
、
そ
の
母
体
は
日
本
最

初
期
の
輸
出
商
社
の
森
村
組
で
し
た
。

創
業
者
の
森
村
市
左
衛
門
は
貿
易
業
で

大
成
功
し
た
人
物
で
す
が
、
大
倉
孫
兵

衛
・
和
親
父
子
も
、
こ
の
貿
易
業
か
ら

多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
す
。

六
代
目
　
森
村
市
左
衛
門

（
も
り
む
ら
い
ち
ざ
え
も
ん
　
１
８
３
９
〜
１
９
１

９
年
）

森
村
グ
ル
ー
プ
の
開
祖
。
江
戸
末
期
、
京
橋
の
老
舗

武
具
馬
具
商
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
１
８
５
９
年

の
横
浜
開
港
の
直
後
、
渡
日
し
た
外
国
人
か
ら
欧
米

の
品
々
を
買
い
込
ん
で
江
戸
で
売
る
商
売
を
始
め
成

功
。
年
の
離
れ
た
異
母
弟
豊
（
と
よ
）
を
慶
応
義
塾

で
学
ば
せ
て
、
２
人
で
直
輸
出
貿
易
会
社
、
森
村
組

（
匿
名
組
合
）
を
１
８
７
６
年
（
明
治
９
）
に
設
立
す

る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
も
進
出
し
モ
リ
ム
ラ
ブ
ラ
ザ

ー
ズ
を
開
店
。

森
村
グ
ル
ー
プ
４
社

（
現
在
の
株
式
会
社
ノ
リ
タ
ケ
カ
ン
パ
ニ
ー
リ
ミ
テ

ド
・
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
株
式
会
社
・
日
本
ガ
イ
シ
株
式
会

社
・
日
本
特
殊
陶
業
株
式
会
社
）
の
ル
ー
ツ
は
、
１

８
７
６
年
（
明
治
９
年
）
森
村
市
左
衛
門
と
豊
の
兄

弟
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
森
村
組
に
あ
る
。
我
が
国

の
貿
易
業
界
の
草
分
け
と
も
い
う
べ
き
森
村
組
は
、

１
９
０
４
年
（
明
治
37
）
愛
知
郡
鷹
場
村
字
則
武
に
、

日
本
陶
器
合
名
会
社
を
設
立
し
た
。
１
９
１
７
年

（
大
正
６
）
に
は
、
同
社
の
衛
生
陶
器
部
門
を
分
離
し

て
東
洋
陶
器
株
式
会
社
が
、
１
９
１
９
年
（
大
正
８
）

に
は
碍
子
部
門
を
分
離
し
て
日
本
碍
子
株
式
会
社
が

設
立
さ
れ
た
。
１
９
３
６
年
（
昭
和
11
）
に
は
、
日

本
ガ
イ
シ
の
Ｎ
Ｇ
Ｋ
点
火
プ
ラ
グ
部
門
が
分
離
し
て
、

日
本
特
殊
陶
業
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
る
。
創
業
者

で
あ
る
森
村
市
左
衛
門
を
は
じ
め
、
大
倉
孫
兵
衛
、

幹
部
社
員
は
長
者
番
付
の
常
連
で
あ
っ
た
。

私
が
す
ご
い
な
と
思
う
の
は
、
製
造

業
、
そ
れ
も
窯
業
は
キ
ツ
い
仕
事
で
当

時
は
機
械
化
も
難
し
く
、
利
幅
も
少
な

く
て
大
変
だ
っ
た
の
に
、
大
倉
父
子
は

そ
れ
を
や
っ
た
。
も
の
す
ご
い
お
金
持

ち
だ
か
ら
、
苦
労
し
て
や
る
必
要
は
な

か
っ
た
の
に
敢
え
て
や
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
努
力
し
て
い
る
う
ち
に
ノ

統
的
に
尊
ば
れ
て
い
ま
し
た
し
、
そ
こ

に
は
循
環
の
思
想
が
生
き
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、
１
９
１
０
年
代
後
半
か
ら
１

９
２
０
年
代
に
か
け
て
︵
ほ
ぼ
大
正
期
︶、

日
本
全
体
で
み
て
も
都
市
人
口
が
増
大

す
る
と
と
も
に
、
農
村
で
は
化
学
肥
料

の
使
用
量
が
急
増
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

東
京
市
で
は
広
域
下
水
道
が
完
成
す
る

前
に
、
し
尿
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
き

く
崩
れ
始
め
る
の
で
す
。

１
９
１
８
年
（
大
正
７
）
に
は
農
家
や

業
者
に
お
け
る
汲
取
り
が
停
滞
し
、
未

処
理
の
し
尿
が
下
水
や
川
に
密
か
に
捨

て
ら
れ
て
問
題
に
な
り
ま
す
。
１
９
１

９
年
（
大
正
８
）
に
は
市
費
を
投
じ
て
無

料
汲
取
り
を
開
始
し
ま
す
が
、
処
理
量

の
増
加
に
追
い
つ
け
ず
、
１
９
２
１
年

（
大
正
10
）
に
は
一
部
地
域
で
有
料
化
に

踏
み
切
り
ま
し
た
。

１
９
２
２
年
（
大
正
11
）
に
三
河
島
汚

水
処
分
場
の
運
転
開
始
に
よ
っ
て
、
よ

う
や
く
東
京
市
の
下
水
道
は
、
水
洗
ト

イ
レ
取
り
付
け
可
能
︵
直
接
放
流
可
能
︶

の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
と
は
い
っ
て

も
、
日
本
に
お
け
る
ト
イ
レ
の
水
洗
化

は
遅
々
と
し
て
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

明
治
の
こ
ろ
、
し
尿
は
農
村
に
還
元

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
そ
れ
で
も

水
洗
ト
イ
レ
を
つ
け
た
い
と
い
う
人
、

例
え
ば
外
国
人
な
ん
か
は
便
器
は
輸
入

の
既
製
品
を
買
っ
て
き
て
、
パ
イ
プ
な

ど
の
足
り
な
い
部
分
は
水
道
屋
さ
ん
が

手
づ
く
り
し
て
い
ま
し
た
。
バ
ル
ブ
な

ど
金
属
部
品
は
、
輸
入
か
ら
、
次
第
に

22

国
内
の
金
物
屋
が
専
業
化
し
て
つ
く
る

よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
概
し
て
品
質
は

悪
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
金

属
機
械
産
業
と
い
う
か
、
金
属
パ
イ
プ

と
バ
ル
ブ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
こ
そ
、
水
洗
ト
イ
レ
が

成
立
し
、
金
属
機
械
産
業
の
一
環
と
し

て
設
備
機
器
産
業
が
現
れ
る
。
は
じ
め

に
金
属
あ
り
き
で
す
。

何
も
ト
イ
レ
だ
け
で
は
な
く
て
、
ガ

ス
も
そ
う
で
す
し
、
空
調
と
か
ス
チ
ー

ム
暖
房
も
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も

の
を
セ
ッ
ト
と
し
て
金
属
機
械
産
業
と

し
て
設
備
機
器
産
業
が
発
展
し
て
い
っ

た
。ア

メ
リ
カ
的
な
特
色
で
も
あ
り
ま
す

が
、
ち
ょ
う
ど
世
紀
の
変
わ
り
目
ご
ろ

か
ら
、
大
企
業
が
ぐ
っ
と
伸
び
て
い
く
。

一
つ
は
、
金
属
機
械
産
業
と
い
う
の
は

産
業
と
し
て
も
発
展
性
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
大
企
業
が
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
占

め
る
便
器
や
洗
面
器
を
つ
く
っ
て
い
る

衛
生
陶
器
メ
ー
カ
ー
を
吸
収
合
併
し
て

さ
ら
に
成
長
し
て
い
く
。
こ
の
経
緯
は

極
め
て
自
然
に
思
え
る
わ
け
で
す
。
ア

メ
リ
カ
ン
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
社
な
ん
か
そ

の
典
型
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
設
備
機
器
メ
ー
カ
ー
と
便

器
メ
ー
カ
ー
と
は
、
非
常
に
異
な
る
も

の
な
ん
で
す
。
設
備
機
器
メ
ー
カ
ー
が

便
器
メ
ー
カ
ー
を
吸
収
す
る
と
い
う
の

は
簡
単
で
す
が
、
便
器
メ
ー
カ
ー
が
設

備
機
器
メ
ー
カ
ー
に
な
る
と
い
う
の
は
、

す
ご
い
飛
躍
が
必
要
な
ん
で
す
。
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総
合
的
特
質
を
持
ち
、
実
用
性
に
富
む

素
材
で
し
た
。
硬
質
陶
器
の
開
発
に
は
、

佐
賀
出
身
の
松
村
八
次
郎
が
成
功
し
て

い
ま
す
が
、
特
許
も
申
請
せ
ず
、
日
本

の
陶
器
産
業
の
発
展
に
尽
く
す
道
を
選

び
ま
し
た
。

私
が
感
じ
る
の
は
、
こ
う
い
う
気
概

を
持
っ
て
い
る
日
本
人
と
い
う
の
が
、

そ
の
こ
ろ
た
く
さ
ん
い
た
ん
で
す
ね
、

今
み
た
い
な
豊
か
な
時
代
よ
り
も
ね
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
中
で
、

帝
大
卒
の
エ
リ
ー
ト
な
ん
か
は
、
こ
ん

な
に
地
味
な
生
活
ま
わ
り
の
こ
と
で
は

な
く
、
鉄
道
を
敷
く
と
か
大
き
な
橋
を

架
け
る
と
か
に
い
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

だ
か
ら
、
土
木
な
ん
か
で
は
優
秀
な
人

が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

生
活
ま
わ
り
と
い
う
意
味
で
は
大
倉

さ
ん
よ
り
前
に
活
躍
さ
れ
た
配
管
屋
さ

ん
た
ち
の
中
に
も
、
す
ご
く
立
派
な
方

が
い
ま
し
た
。
本
の
中
で
西
原
脩
三
さ

ん
と
須
賀
豊
治
郎
さ
ん
を
紹
介
し
て
い

ま
す
が
、
自
力
で
会
社
を
興
さ
れ
、
技

術
開
発
さ
れ
た
起
業
家
で
す
。
今
回
の

話
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
イ

タ
リ
ア
翻
訳
家
の
須
賀
敦
子
さ
ん
は
須

賀
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
、
経
済
学
者
の
青

木
昌
彦
さ
ん
は
西
原
さ
ん
の
お
孫
さ
ん

で
す
。
そ
う
い
う
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
あ
る
ん
で

す
ね
。
西
原
さ
ん
も
須
賀
さ
ん
も
、
そ

し
て
大
倉
さ
ん
も
国
民
の
衛
生
の
た
め

に
、
い
わ
ば
縁
の
下
の
仕
事
を
続
け
て

く
れ
た
。

ま
た
、
給
排
水
と
い
う
と
下
水
管
も

必
要
で
す
が
、
こ
の
陶
管
︵
下
水
用
土

管
︶
を
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
の
前
身
の
伊
奈
製
陶

が
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
大
倉
さ
ん
は

そ
れ
も
支
援
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
の
創
業
地
で
あ
る
愛
知
県

の
常
滑
に
は
、
横
浜
居
留
地
の
下
水
道

建
設
を
管
理
し
て
い
た
ブ
ラ
ン
ト
ン
と

い
う
技
師
に
依
頼
さ
れ
て
、
１
８
７
２

年
に
鯉
江
方
寿
と
い
う
人
が
国
産
第
一

号
の
陶
製
下
水
道
管
の
製
造
に
成
功
し

た
、
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

真ま

焼や
け

土ど

管か
ん

と
呼
ば
れ
る
こ
の
土
管
は
、

従
来
の
素
焼
き
の
土
管
よ
り
も
高
温
で

焼
締
め
て
吸
水
性
を
減
ら
し
、
漏
水
し

易
か
っ
た
継
ぎ
手
部
分
を
改
良
し
た
も

の
で
す
。
鯉
江
は
常
滑
の
陶
祖
と
も
い

わ
れ
、
そ
の
後
、
常
滑
の
陶
業
が
隆
盛

し
た
礎
と
な
り
ま
し
た
。

便
器
か
ら
金
具
へ

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
と
し
て
は
、
非
水
洗
の
も

の
を
つ
く
っ
て
い
る
う
ち
は
い
い
ん
で

す
が
、
水
洗
ト
イ
レ
を
つ
く
る
上
で
は

国
産
の
水
栓
金
具
が
ち
ゃ
ん
と
し
て
こ

な
い
と
困
る
わ
け
で
す
。
日
本
で
も
輸

入
品
に
遜
色
な
い
金
具
を
つ
く
る
メ
ー

カ
ー
も
出
て
き
ま
す
が
、
な
に
せ
供
給

量
が
少
な
く
て
価
格
が
高
い
。
だ
か
ら

金
具
の
問
題
と
い
う
の
は
、
ず
っ
と
Ｔ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
く
ん

で
す
。

ア
メ
リ
カ
ン
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
社
と
か

コ
ー
ラ
ー
社
と
か
は
、
も
と
も
と
が
金

リ
タ
ケ
・
チ
ャ
イ
ナ
と
い
う
大
変
優
れ

た
も
の
が
生
ま
れ
て
成
功
し
ま
し
た
。

そ
の
辺
の
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
ね
。

大
倉
陶
園
に
し
て
も
、
お
金
持
ち
の
趣

味
人
の
道
楽
と
見
れ
ば
、
絵
草
紙
屋
さ

ん
の
美
意
識
が
あ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

負
け
な
い
美
し
い
美
術
陶
器
を
つ
く
り

た
い
と
か
ね
。

た
だ
、
食
器
と
か
碍
子
と
い
う
の
は

需
要
が
あ
っ
て
、
良
い
も
の
を
つ
く
れ

ば
売
れ
る
と
わ
か
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
衛
生
陶
器
は
輸
入
品
で
充
分

で
し
た
か
ら
、
需
要
が
な
い
ん
で
す
。

そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
つ
く
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
日
本
の
生
活
様
式
を
近
代

化
し
た
い
、
と
い
う
願
い
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
大
倉
和
親
は
、
キ
ャ
リ

ア
と
し
て
最
初
か
ら
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
の
モ
リ
ム
ラ
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
駐

在
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

若
い
こ
ろ
か
ら
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
感
覚
か

ら
す
る
と
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
テ
ー
ブ

ル
ウ
ェ
ア
も
便
器
︵
サ
ニ
タ
リ
ー
ウ
ェ

ア
︶
も
同
じ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
近
代
化
を
か
な
え
る
生
活
様
式

の
も
の
を
全
部
つ
く
っ
て
い
こ
う
、
と

い
う
気
概
だ
っ
た
。

必
ず
、
い
ず
れ
必
要
に
な
る
と
き
が

く
る
。
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
、
輸
入

に
頼
る
と
い
う
こ
と
が
嫌
な
わ
け
で
す

ね
、
こ
の
時
代
の
人
は
。

日
本
で
は
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
で

23 現代人のトイレ志向をつくった技術改革

も
30
％
程
度
の
普
及
率
で
す
か
ら
、
実

際
は
見
込
み
違
い
だ
っ
た
の
で
す
が
、

も
っ
と
早
く
水
洗
ト
イ
レ
時
代
が
く
る

と
思
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
ね
。
も
し

か
す
る
と
輸
出
産
業
と
し
て
ア
ジ
ア
地

域
に
便
器
を
輸
出
す
る
こ
と
は
、
視
野

に
入
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
ど
う
考
え
て
も
私

わ
た
く
しの

利
益
の
た

め
の
事
業
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

開
発
に
か
け
る
情
熱

磁
器
と
い
う
の
は
日
本
で
昔
か
ら
つ

く
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
あ
ん
ま
り

真
っ
白
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
日
本
陶

器
は
、
白
色
硬
質
磁
器
と
呼
ば
れ
る
真

っ
白
な
の
を
つ
く
り
た
か
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
磁
器
を
使
っ
て
立
派
な
テ
ー

ブ
ル
ウ
ェ
ア
を
つ
く
り
た
か
っ
た
。
こ

の
開
発
は
、
先
程
言
っ
た
よ
う
に
ノ
リ

タ
ケ
・
チ
ャ
イ
ナ
と
い
う
大
変
優
れ
た

も
の
が
生
ま
れ
て
成
功
し
ま
す
。

一
方
便
器
は
、
大
倉
さ
ん
が
日
本
陶

器
の
工
場
用
地
の
一
部
に
新
し
い
試
作

工
場
を
私
設
し
て
試
作
さ
れ
ま
す
。
推

測
で
す
が
、
の
ち
に
別
会
社
に
し
た
の

も
便
器
を
き
れ
い
な
食
器
と
同
じ
工
場

で
つ
く
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と

も
一
因
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
感
じ
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
力
メ
ー
カ
ー
は
、

両
方
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

当
時
の
日
本
は
そ
の
辺
の
感
覚
が
繊
細

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
Ｔ
Ｏ
Ｔ

Ｏ
︵
当
時
の
東
洋
陶
器
株
式
会
社
︶
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
取

り
入
れ
て
両
方
つ
く
り
ま
す
。

便
器
に
す
る
に
は
、
白
色
硬
質
磁
器

と
は
材
料
が
違
う
わ
け
で
、
硬
質
陶
器

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
日
本
に
は
い

ろ
い
ろ
な
種
類
の
焼
き
物
が
あ
り
ま
す

が
、
硬
質
陶
器
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
。

硬
質
陶
器
と
い
う
の
は
吸
水
性
が
低
い

の
で
、
水
だ
け
で
は
な
く
臭
い
や
汚
れ

に
も
強
く
、
便
器
に
適
し
て
い
た
ん
で

す
。
そ
の
た
め
に
大
倉
さ
ん
は
基
礎
研

究
か
ら
立
ち
上
げ
る
ん
で
す
ね
。

硬
質
陶
器
よ
り

器
の
ほ
う
が
吸
水

性
が
低
い
と
い
う
点
で
は
優
れ
て
い
ま

し
た
が
、

器
は
金
属
分
を
多
く
含
む

た
め
有
色
で
あ
る
の
に
対
し
、
硬
質
陶

器
は
白
色
磁
器
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
、

そ
れ
に
近
い
白
さ
を
持
つ
の
で
す
。

つ
ま
り
硬
質
陶
器
は
、
硬
さ
、
白
さ
、

低
い
吸
水
性
、
機
械
工
業
へ
の
適
性
、

価
格
面
で
の
優
位
性
と
い
っ
た
、
従
来

の
軟
質
陶
器
、

器
、
磁
器
に
は
な
い
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属
機
械
系
の
メ
ー
カ
ー
で
す
か
ら
、
衛

生
陶
器
が
１
つ
売
れ
れ
ば
、
金
具
も
そ

れ
に
セ
ッ
ト
し
て
売
る
わ
け
で
す
。
Ｔ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
も
意
欲
は
あ
り
な
が
ら
、
長
い

間
、
実
現
で
き
ず
に
い
て
、
そ
ん
な
状

態
で
戦
時
期
に
入
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
当
時
の
日
本
の
技
術
で
も
、

水
が
洩
れ
な
い
水
栓
金
具
を
つ
く
る
こ

と
は
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ

う
い
う
能
力
が
あ
る
工
場
で
は
、
船
と

か
機
械
と
か
、
も
っ
と
難
し
い
も
の
を

つ
く
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま
だ
、
そ
ん

な
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
ん
な
質
の
悪
い
金
具
で
も
、
全
部

そ
ろ
え
た
ら
結
構
高
い
も
の
に
つ
き
ま

し
た
。
質
の
良
い
便
器
よ
り
質
の
良
く

な
い
金
具
の
ほ
う
が
高
い
。

だ
か
ら
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
と
し
た
ら
、
自
分

の
と
こ
ろ
で
つ
く
れ
た
ほ
う
が
格
段
に

い
い
ん
で
す
が
、
窯
業
と
金
具
産
業
と

は
全
然
違
う
技
術
で
相
性
も
悪
い
ん
で

す
。
特
に
真
っ
白
な
陶
器
を
つ
く
る
と

き
に
、
金
属
粉
な
ど
が
混
入
す
る
と
ま

ず
い
ん
で
す
。

戦
後
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
で
衛
生
陶
器
工
場
と

金
具
工
場
が
隣
接
し
て
い
た
と
き
の
話

で
す
が
、
工
場
見
学
を
す
る
な
ら
衛
生

陶
器
が
先
で
金
具
は
後
、
そ
の
逆
は
ダ

メ
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
環
境
で
金
具

部
門
に
い
た
杉
原
周
一
さ
ん
が
社
長

（
１
９
６
７
〜
１
９
７
２
年
在
職
）
に
な
る
と

い
う
の
は
、
相
当
に
強
烈
な
こ
と
だ
っ

た
は
ず
で
す
。
そ
の
こ
ろ
は
会
社
名
も

東
洋
陶
器
で
し
た
か
ら
、
技
術
者
と
い

関
係
の
生
産
技
術
で
は
な
く
、
金
具
製

造
の
工
場
を
率
い
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
に
と
っ
て
大
き

な
転
換
点
に
な
り
ま
す
。

も
し
も
戦
前
期
の
金
具
生
産
の
レ
ベ

ル
が
高
か
っ
た
ら
、
そ
ん
な
に
簡
単
に

は
抜
か
れ
ま
せ
ん
よ
。
し
か
し
、
杉
原

さ
ん
の
主
導
し
た
改
革
に
よ
り
、
Ｔ
Ｏ

Ｔ
Ｏ
は
10
年
経
た
な
い
う
ち
に
、
日
本

で
断
ト
ツ
の
金
具
メ
ー
カ
ー
に
な
る
ん

で
す
。
あ
あ
い
う
小
さ
な
パ
ー
ツ
で
す

か
ら
、
統
計
が
ど
れ
ぐ
ら
い
信
頼
で
き

る
も
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の

総
売
上
の
５
割
近
く
を
生
産
し
て
、
し

か
も
品
質
の
良
い
も
の
を
つ
く
っ
て
し

ま
っ
た
。

こ
れ
は
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
成
果
で
も
あ
り

ま
し
た
が
、
日
本
の
金
具
産
業
全
体
を

あ
っ
と
い
う
間
に
変
え
る
こ
と
に
も
な

っ
た
ん
で
す
。

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
で
衛
生
陶
器
よ
り
金
具
の

売
り
上
げ
の
ほ
う
が
大
き
く
な
っ
た
の

は
、
１
９
６
２
年
（
昭
和
37
）
の
こ
と
。

陶
器
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
金
具
の
マ
ー
ケ

ッ
ト
と
で
は
、
発
展
性
も
ま
っ
た
く
違

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
点
で
既
に
陶
器

屋
さ
ん
で
な
く
、
金
具
屋
さ
ん
に
な
っ

て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
ほ
う
が

実
態
を
表
し
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、

我
々
は
ず
ー
っ
と
陶
器
屋
さ
ん
だ
と
思

い
込
ん
で
き
た
ん
で
す
。

１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
に
東
洋
陶
器

株
式
会
社
か
ら
東
陶
機
器
株
式
会
社
に

社
名
を
変
更
し
て
い
る
の
は
、
象
徴
的

な
出
来
事
で
す
。
東
陶
機
器
と
名
乗
る

こ
と
は
、
企
業
の
姿
勢
を
よ
く
表
し
て

い
て
、
つ
く
る
も
の
も
そ
う
で
す
が
、

リ
ク
ル
ー
ト
の
際
に
も
会
社
の
体
質
を

わ
か
り
や
す
く
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

創
業
時
か
ら
の
主
要
生
産
品
目
の
一
つ

で
あ
っ
た
食
器
か
ら
完
全
撤
退
し
て
、

企
業
の
方
向
性
を
明
確
に
示
し
ま
す
。

そ
し
て
、
生
産
品
目
が
多
角
化
し
て

い
く
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ウ
ォ
シ

ュ
レ
ッ
ト
や
、
現
在
で
い
え
ば
食
洗
機

な
ん
か
も
生
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

ち
な
み
に
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
シ
ャ

ワ
ー
ト
イ
レ
と
い
い
ま
す
が
、
金
具
の

部
門
で
は
な
く
陶
器
の
部
門
か
ら
開
発

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
会
社
の
体
質
が
出

て
い
て
、
面
白
い
で
す
ね
。

ユ
ー
ザ
ー
の
意
識
も
変
革

銀
座
に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
つ
く
っ
た

の
も
、
杉
原
さ
ん
の
時
代
で
す
。
コ
マ

ー
シ
ャ
ル
も
そ
の
こ
ろ
か
ら
派
手
に
な

っ
て
い
ま
す
。

今
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
も
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
も
単

な
る
衛
生
陶
器
の
メ
ー
カ
ー
で
は
な
く
、

衛
生
設
備
機
器
メ
ー
カ
ー
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
か
つ
て
衛
生
陶
器
と

い
う
の
は
個
人
が
選
ぶ
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
家
を
建
て
る
と
き
も
、
ど
こ
か

の
工
務
店
に
頼
め
ば
工
務
店
が
適
当
に

発
注
し
て
取
り
付
け
て
い
た
。
そ
う
い

う
の
が
、
今
で
は
個
人
が
﹁
こ
う
い
う

っ
た
ら
窯
業
技
術
者
を
指
す
時
代
。
そ

こ
に
機
械
技
術
出
身
の
杉
原
さ
ん
を
据

え
る
と
い
う
の
は
、
大
変
な
決
断
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

時
代
を
変
え
た
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

杉
原
周
一
さ
ん
は
、
東
京
帝
国
大
学

工
学
部
機
械
工
学
科
を
卒
業
後
す
ぐ
に

三
菱
重
工
に
入
社
、
当
時
花
形
と
な
り

つ
つ
あ
っ
た
航
空
エ
ン
ジ
ン
の
開
発
に

携
わ
り
ま
す
。
こ
こ
で
燃
料
噴
射
装
置

及
び
、
そ
の
噴
射
量
自
動
制
御
装
置
の

開
発
に
成
功
し
、
そ
の
量
産
の
た
め
の

専
門
工
場
の
工
場
長
と
し
て
生
産
ラ
イ

ン
の
立
ち
上
げ
を
任
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
敗
戦
後
は
い
ろ
い
ろ
と
複

雑
な
想
い
や
事
情
が
重
な
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
い
っ
た
ん
社
内
の
自
動
車
部
門

の
研
究
職
に
就
い
た
も
の
の
三
菱
重
工

を
辞
し
、
郷
里
大
分
で
農
業
を
営
む
決

心
を
し
ま
す
。
一
時
期
、
大
分
県
工
業

試
験
場
長
の
職
を
経
て
、
小
倉
の
東
洋

陶
器
へ
入
社
し
ま
す
。
口
を
き
い
た
の

は
、
三
菱
重
工
時
代
の
上
司
で
し
た
。

当
初
杉
原
さ
ん
が
任
命
さ
れ
た
の
は

工
務
課
長
で
あ
り
、
コ
ン
ベ
ヤ
そ
の
他

の
設
計
製
作
と
い
う
よ
う
な
肩
書
き
通

り
の
も
の
で
し
た
か
ら
、
杉
原
さ
ん
に

求
め
ら
れ
た
の
は
、
生
産
技
術
改
革
だ

っ
た
。
当
時
は
機
械
工
業
に
比
べ
、
窯

業
の
生
産
技
術
が
相
当
に
遅
れ
て
い
た

か
ら
で
す
。

し
か
し
杉
原
さ
ん
は
そ
の
後
、
製
陶



昔
だ
っ
た
ら
、
寒
い
か
ら
な
る
べ
く
我

慢
し
て
行
く
回
数
を
減
ら
し
て
い
た
も

の
が
、
今
は
な
る
べ
く
長
く
座
っ
て
い

た
い
快
適
な
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
と
は
臭
い
が
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

水
洗
に
し
た
ら
臭
い
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
な
り
に

す
ご
い
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

求
め
ら
れ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

た
だ
一
方
で
は
、
そ
れ
が
良
い
こ
と

か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
排
泄
や
臭

い
と
い
っ
た
人
間
が
持
つ
本
来
の
姿
を

見
え
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
そ
の
結
果
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う

こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
去
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

住
宅
設
備
が
消
費
財
に
な
っ
て
い
っ

た
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、
便
器
は
、

ま
あ
建
て
替
え
や
リ
フ
ォ
ー
ム
の
と
き

ぐ
ら
い
し
か
、
そ
う
簡
単
に
は
取
り
替

え
ら
れ
な
い
商
材
で
し
ょ
う
。
た
だ
、

便
器
は
取
り
替
え
ら
れ
な
く
て
も
、
暖

房
便
座
だ
け
と
か
シ
ャ
ワ
ー
機
能
だ
け

と
か
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
水
栓
金
具
の
成
熟
に

は
、
そ
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す

ね
。そ

う
い
う
や
り
方
で
、
便
器
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
に
、

貢
献
で
き
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。

本
著
で
は
、
敢
え
て
水
洗
ト
イ
レ
と

環
境
と
の
問
題
に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
地
球
上
の
す
べ
て
の
地
域

に
水
洗
ト
イ
レ
を
く
ま
な
く
普
及
さ
せ

る
方
向
性
が
良
い
と
は
い
え
な
い
で
し

ょ
う
。

水
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
時
代
か
ら
興
味
が

あ
り
ま
し
た
。
農
村
開
発
で
一
番
大
切

な
の
は
飲
み
水
で
、
第
二
は
適
切
な
排

水
処
理
を
し
て
衛
生
管
理
す
る
こ
と
な

ん
で
す
。
つ
ま
り
、
﹁
安
全
な
水
﹂
と

﹁
適
切
な
ト
イ
レ
﹂
で
す
。

既
に
莫
大
な
お
金
を
か
け
て
下
水
道

が
建
設
さ
れ
て
い
る
所
で
は
水
洗
ト
イ

レ
に
優
位
性
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
う
で
な
い
所
で
は
他
の
選
択
肢
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
も
、
水
洗
ト
イ
レ
は

や
は
り
も
の
す
ご
く
水
を
使
い
ま
す
か

ら
。
こ
れ
か
ら
先
の
水
資
源
の
こ
と
を

思
う
と
、
違
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
節
水
型

の
水
洗
ト
イ
レ
の
開
発
は
行
な
わ
れ
て

い
て
、
初
期
は
１
回
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
で

20
r
も
使
っ
て
い
た
の
が
、
今
は
６

r
を
切
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で

も
将
来
的
に
は
水
が
問
題
に
な
っ
て
い

く
と
思
い
ま
す
。

バ
イ
オ
ト
イ
レ
も
い
い
ん
で
す
が
、

こ
れ
だ
け
人
間
が
集
中
し
て
住
ん
で
い

る
都
市
部
で
、
そ
れ
が
や
っ
て
い
か
れ

る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。メ

ー
カ
ー
さ
ん
は
売
れ
る
も
の
を
つ

く
る
と
い
う
命
題
が
あ
り
、
ど
ん
ど
ん

付
加
価
値
を
高
め
て
い
か
な
い
と
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
な
い
と
製
造
業
は
ダ
メ

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
、
本
当

に
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
良
い
も
の
を

た
く
さ
ん
つ
く
っ
た
ら
、
価
格
が
下
が

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
ね
え
。
そ

れ
で
ま
た
新
し
い
も
の
を
つ
く
る
。

で
す
か
ら
、
先
程
の
お
話
で
い
え
ば
、

暖
房
便
座
と
か
シ
ャ
ワ
ー
機
能
と
か
、

替
え
易
い
と
こ
ろ
を
開
発
す
る
と
い
う

の
は
、
メ
ー
カ
ー
と
し
て
も
い
い
こ
と

な
ん
で
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
の
一
番
大
き
な
課
題
は
、

環
境
問
題
と
の
折
り
合
い
を
ど
う
つ
け

て
い
く
か
。

日
本
の
場
合
は
欧
米
と
違
っ
て
、
し

尿
が
肥
料
と
し
て
重
用
さ
れ
、
農
村
で

管
理
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
で
ト
イ
レ
の
水
洗
化
が

遅
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
代
は
そ

の
や
り
方
で
ち
ゃ
ん
と
循
環
し
、
機
能

し
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
下
水
道
が
完
備
す
る
ま
で
の

過
渡
期
に
は
、
あ
ま
り
性
能
が
良
く
な

い
単
独
浄
化
槽
を
使
っ
た
り
、
海
洋
投

棄
し
た
り
し
て
い
た
わ
け
で
す
よ
。

単
独
浄
化
槽
の
新
設

●

●

が
禁
止
さ
れ
る

の
は
、
よ
う
や
く
２
０
０
０
年
に
な
っ

て
か
ら
。
そ
れ
以
前
に
設
置
さ
れ
た
も

の
は
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
状

況
で
す
。
１
９
８
９
年
の
統
計
（
石
井

勲
・
山
田
國
廣
共
著
『
浄
化
槽
革
命
―
生
活
廃
水

の
再
生
シ
ス
テ
ム
を
め
ざ
し
て
』
合
同
出
版
１
９

９
４
）
に
よ
れ
ば
、
水
洗
化
人
口
の
実

に
20
％
が
単
独
浄
化
槽
を
使
っ
て
い
ま

す
。だ

か
ら
、
衛
生
的
な
水
洗
ト
イ
レ
と

い
い
な
が
ら
も
、
水
に
流
し
て
目
の
前

か
ら
消
え
て
な
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、

決
し
て
本
当
の
﹁
衛
生
的
﹂
な
設
備
に

は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
欧
米

で
も
経
験
さ
れ
、
今
日
な
お
世
界
各
地

で
み
ら
れ
る
状
況
で
し
た
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
お
百
姓
さ
ん

が
し
尿
を
肥
料
と
し
て
使
っ
て
い
た
時

代
よ
り
も
、
あ
る
意
味
で
は
後
退
し
た

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

世
界
人
口
の
増
加
と
水
資
源
の
分
布
、

水
質
汚
染
の
進
行
な
ど
を
考
慮
し
、
下

水
道
が
完
備
し
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ

循
環
型
シ
ス
テ
ム
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
今
、
人
類
に
不
可
欠
な
ト
イ

レ
に
は
、
再
び
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

も
の
が
欲
し
い
﹂
と
主
張
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
影
響
は
大

き
い
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
の
感
覚

も
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
み
ん
な
が
隠
し
て
い
る
と
、
な
か

な
か
言
い
出
し
に
く
い
で
す
が
、
表
に

出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
話
し
て
も

大
丈
夫
な
も
の
﹂
に
変
化
し
た
。
タ
ブ

ー
で
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ

と
が
、
商
品
に
対
す
る
清
潔
感
を
植
え

つ
け
て
い
っ
た
ん
で
す
。
ま
あ
、
日
本

の
場
合
は
欧
米
と
比
べ
る
と
、
そ
れ
ほ

ど
便
器
や
ト
イ
レ
に
対
す
る
忌
避
感
が

強
く
な
い
と
い
う
か
、
も
と
か
ら
お
お

っ
ぴ
ら
だ
っ
た
一
面
も
あ
る
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
。

こ
う
し
て
ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
が
高
ま

っ
て
、
商
品
開
発
に
も
影
響
し
て
い
く

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
消
費
者

に
と
っ
て
は
、
身
近
で
よ
り
快
適
な
も

の
が
つ
く
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
っ
た
ん
、
品
質
の
良
い
水
洗
ト
イ

レ
を
使
い
始
め
る
と
、
人
々
が
そ
の
清

潔
感
を
増
し
た
ト
イ
レ
に
求
め
る
も
の

は
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

昔
、
外
に
あ
っ
た
ト
イ
レ
に
行
く
の

が
嫌
で
、
家
の
中
に
あ
っ
て
も
子
供
時

代
は
夜
は
怖
い
と
思
っ
た
り
し
た
。
今
、

そ
ん
な
こ
と
は
思
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
今

の
ト
イ
レ
は
、
そ
う
い
う
不
浄
感
や
怖

さ
を
払
拭
し
ま
し
た
。

暖
房
便
座
一
つ
で
も
全
然
違
い
ま
す
。
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う
ち
と
こ
の
家
は
、
蛤
御
門
の
変
で
起
き
た
元
治
の
大
火
の
あ
と
、

再
建
さ
れ
た
も
の
。
棟
札
に
よ
れ
ば
、
１
８
７
０
年
（
明
治
３
）
の
上
棟

で
す
。
杉
本
家
は
１
７
４
３
年
（
寛
保
３
）
に
奈
良
屋
の
屋
号
で
呉
服
商

と
し
て
創
業
し
ま
し
た
。
１
７
６
７
年
（
明
和
４
）
に
烏
丸
四
条
下
ル
か

ら
今
の
地
に
移
り
、
京
呉
服
を
仕
入
れ
て
江え

戸ど

店だ
な

で
販
売
す
る
、

他
国
店
持
京
商
人

た
こ
く
だ
な
も
ち
き
ょ
う
あ
き
ん
ど

と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

奈
良
屋
の
江
戸
店
は
千
葉
に
あ
っ
て
、
私
の
祖
父
の
時
代
に
株
式
会

社
に
組
織
替
え
し
て
百
貨
店
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
に
時
代
が
流
れ
、

商
い
は
杉
本
家
の
手
を
離
れ
ま
し
た
。
土
地
も
建
物
も
会
社
の
資
産
で

し
た
が
、
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
財
団
法
人
を
設
立
し
今
日
に
い
た
っ

て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
が
町
家
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
ウ
ナ
ギ
の
寝
床

の
よ
う
に
間
口
が
狭
い
家
。
で
も
、
う
ち
と
こ
は
表
通
り
に
面
し
て
店

を
構
え
、
居
室
棟
を
奥
に
平
行
し
て
建
て
て
、
両
方
を
幅
の
狭
い
玄
関

棟
で
合
わ
せ
る
﹁
表
屋
づ
く
り
﹂
と
い
う
形
式
な
ん
で
す
。

町
家
町
家
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
バ
ブ
ル
期
以
降
。
古

い
建
物
が
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
て
、
景
観
を
大
切
に
す
る
京
都
と
し
て
は

大
問
題
。
失
わ
れ
て
み
て
、
初
め
て
﹁
町
家
を
保
存
し
よ
う
﹂
と
官
民

の
心
が
一
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

で
も
、
み
ん
な
﹁
う
ち
と
こ
っ
て
、
町
家
や
っ
た
ん
？
﹂
と
い
う
調

子
。
普
通
に
あ
っ
た
暮
ら
し
だ
か
ら
、
そ
ん
な
呼
ば
れ
方
、
せ
え
へ
ん
。

意
識
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

表
通
り
か
ら
見
え
る
虫
籠
窓

む
し
こ
ま
ど

の
部
屋
は
今
は
洋
間
に
な
っ
て
い
て
、

私
の
祖
父
母
が
結
婚
し
た
と
き
に
改
装
し
ま
し
た
。
普
通
、
店

み
せ

の
間ま

の

２
階
は
奉
公
人
の
居
室
。
で
も
、
洋
間
に
し
た
と
き
に
天
井
を
上
げ
た

の
で
今
は
物
置
ぐ
ら
い
に
し
か
使
え
へ
ん
。
町
家
と
い
っ
て
も
、
こ
う

し
た
暮
ら
し
方
に
添
っ
た
改
装
も
さ
れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。

で
も
、
走
り
庭
に
あ
る
オ
ダ
イ
ド
コ
に
は
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
久

し
い
竃
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
ま
す
。
嫁
い
で
50
年
経
つ
私
の
母
が
、

﹁
お
嫁
に
来
た
と
き
に
は
、
も
う
、
お
竃
戸

く

ど

さ
ん
に
火
を
入
れ
て
へ
ん

か
っ
た
﹂
と
言
う
て
ま
す
か
ら
、
使
わ
な
い
も
の
を
よ
く
残
し
た
も
の

で
す
。
商
売
を
し
て
い
た
と
き
は
奉
公
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
か
ら
、

こ
の
オ
ダ
イ
ド
コ
が
大
活
躍
し
た
ん
や
な
い
で
す
か
。
奥
に
は
米
蔵
と

炭
小
屋
、
漬
物
小
屋
も
あ
っ
て
、
大
勢
の
食
事
を
賄
う
た
め
の
蓄
え
が

備
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

敷
地
内
に
は
井
戸
が
幾
つ
も
あ
り
ま
す
。

﹁
毎
朝
の
井
戸
神
様
へ
の
ご
挨
拶
が
大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
う
ち
と
こ
は
初
代
の
新
右
衛
門

の
と
き
か
ら
西
本
願
寺
の
熱
心
な
信
者
で
、
三
代
目
新
左
衛
門
秀
明
か

ら
七
代
目
新
左
衛
門
為
一
ま
で
、
直
門
徒

じ
き
も
ん
と

と
な
っ
て
本
山
勘
定
役
を
務

め
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
神
サ
ン
事
は
一
切
し
ま
せ
ん
。
神
棚
も
な
い

し
、
オ
ダ
イ
ド
コ
に
も
荒
神
様
を
祀
り
ま
せ
ん
。
お
正
月
の
お
餅
も
お

鏡
で
な
く
、
お
仏
壇
の
御
荘
厳
と
し
て
五
つ
重
ね
に
し
た
輪
取
り
餅
を

供
え
ま
す
。

で
も
、
八
坂
神
社
の
氏
子
で
も
あ
る
ん
で
す
。
同
社
の
夏
の
祭
礼
で
、

毎
年
７
月
の
祇
園
祭
は
一
年
中
で
一
番
楽
し
み
な
ハ
レ
の
行
事
で
す
。

当
財
団
で
は
、
屏
風
飾
り
を
し
て
多
く
の
お
客
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。

ま
た
、
当
家
が
あ
る
矢
田
町
が
保
存
す
る
伯
牙
山
の
お
飾
り
所
と
な
り

ま
す
。

﹁
歳
中
覚

さ
い
ち
ゅ
う
お
ぼ
え﹂

は
、
三
代
目
に
よ
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
た
と
い
う
暮
ら

し
の
手
元
控
え
帳
。
二
十
四
節
気

に
じ
ゅ
う
し
せ
っ
き

に
の
っ
と
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
こ
ろ

の
大
切
な
記
録
で
す
。
古
い
家
の
保
存
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
。
で

も
、
町
家
を
残
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、
料
理
研
究
家
と
し
て
四
季
折
々
の

食
や
し
き
た
り
も
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

み
ず
だ
よ
り

町
家
の
暮
ら
し

杉本節子
すぎもとせつこ

財団法人奈良屋記念杉本家保存会事務局長　料理研究家

杉本家の10代目を継承し、京の食文化を守る活動も行なっている。
http://www.sugimotoke.or.jp/
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﹁
家
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
こ
と

い
う
ま
で
も
な
く
人
は
家
で
育
ち
ま

す
。
人
生
で
ど
ん
な
住
空
間
に
育
っ
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の

考
え
方
、
性
格
を
形
成
し
て
い
る
、
と

思
う
ん
で
す
。

家
と
い
う
の
は
、
日
々
そ
こ
で
暮
ら

し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
自
覚
と
い

う
も
の
が
あ
ま
り
な
い
の
が
普
通
で
す
。

と
こ
ろ
が
小
説
を
書
く
と
き
に
は
、
そ

の
人
が
ど
う
い
う
家
に
住
ん
で
い
る
の

か
、
ど
う
い
う
家
で
育
っ
た
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
ん
で
す
ね
。

例
え
ば
、
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
主

人
公
が
２
階
建
て
の
家
に
住
ん
で
い
て
、

彼
の
部
屋
が
上
階
に
あ
る
と
想
定
し
た
。

そ
の
う
ち
に
彼
が
交
通
事
故
に
あ
っ
て
、

脚
を
怪
我
し
た
。
と
た
ん
に
階
段
の
上

り
下
り
が
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
ね
。
介
添
え
は
い
る
の
か
、
ど
う

や
っ
て
階
段
を
上
り
下
り
す
る
の
か
。

我
々
は
普
段
あ
ま
り
意
識
し
な
い
け
れ

ど
、
平
屋
な
の
か
２
階
建
て
な
の
か
、

団
地
な
の
か
戸
建
て
な
の
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
か
な
り
人
の
内
面
に
影

響
を
与
え
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
思

っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、﹃﹁
家
を
つ
く
る
﹂
と
い
う

こ
と
﹄（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
１
９
９
７
）
を
書

き
ま
し
た
。
家
造
り
で
は
、
と
も
す
れ

ば
有
名
建
築
家
が
﹁
こ
れ
を
設
計
し
ま

し
た
﹂
と
い
っ
て
、
﹁
こ
こ
で
は
こ
う

い
う
生
活
を
し
な
さ
い
﹂
と
押
し
つ
け

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
暖
炉
な
ん
か
を
つ

く
っ
て
、
﹁
こ
こ
で
語
ら
い
な
さ
い
﹂

と
か
、
そ
う
い
う
あ
る
種
の
理
想
的
な

暮
ら
し
の
設
計
図
ま
で
含
め
て
建
築
家

が
設
計
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で

す
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
生
活
の

リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

い
ろ
い
ろ
と
疑
問
が
出
て
き
た
。
し
か

し
、
建
築
分
野
と
暮
ら
し
の
分
野
を
結

ぶ
も
の
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
自
分
で

調
べ
て
書
い
て
み
た
、
と
い
う
こ
と
で

す
。

リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
幻
想

高
度
経
済
成
長
期
か
ら
１
９
７
０
年

代
に
か
け
て
﹁
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
と
い

う
の
が
、
日
本
の
住
宅
の
核
に
な
る
べ

き
だ
﹂
と
い
う
漠
然
と
し
た
考
え
方
の

下
で
住
宅
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
理
想
と
し
て
は
家
族
が
語

ら
う
、
だ
ん
ら
ん
が
あ
る
。
た
ま
に
は

ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
の
よ
う
な
こ
と
を
や

る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
つ

く
ら
れ
た
。

し
か
し
、
実
際
に
調
べ
て
い
る
と
、

そ
う
い
う
生
活
を
し
た
人
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
ん
で
す
。
い
つ
の
間
に
か
そ
こ

に
コ
タ
ツ
が
出
て
き
て
、
家
に
帰
っ
て

き
た
お
父
さ
ん
が
寝
て
い
る
と
か
ね
。

結
局
テ
レ
ビ
中
心
で
だ
ん
ら
ん
は
な
い
、

藤原智美
ふじわらともみ

作家

1955年福岡市生まれ。フリーランスのライターとして活躍後、
1990年「王を撃て」で文壇デビュー。1992年に『運転士』で第
107回芥川賞を受賞。1997年には、住まいの空間構造と家族の
社会関係を独自の視点で取材したドキュメンタリー作品『「家を
つくる」ということ』（プレジデント社）がベストセラーになる。

主な著書に『家族を「する」家』（プレジデント社 2003）『脳の
力こぶ』（集英社 2006）『検索バカ』（朝日新聞出版 2008）ほか

家は家族の記憶装置

かつては家業や食によって「何気なく」家族でいられたのに、

家業も食も家族をつなぎ止められなくなった今、

家族のコミュニケーション部分だけを強く意識せざるを得なくなっている、

と藤原智美さん。

解決のための答えは１つではなく、家族の数だけあって、

各々が答えを出さなくてはいけないところまで来ています。

家があって、家族がいてこその、水まわり。

まずは、家族のあり方を見直してみました。

江戸東京博物館分館「江戸東京たてもの園」
（くわしくは45ページ参照）
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と
か
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
だ
ん
だ

ん
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
よ
。

そ
の
状
態
が
今
、
ど
う
変
わ
っ
て
き

た
か
と
い
え
ば
、
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
幻

想
と
い
う
の
は
も
う
な
い
ん
だ
、
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
が
あ
る
か
ら

家
族
だ
ん
ら
ん
が
で
き
る
、
と
考
え
る

人
は
、
少
な
く
と
も
﹁
い
な
く
な
っ
た
﹂

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
く
ら
い
、
局

面
は
進
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
１
９
７
０

年
代
か
ら
90
年
代
に
か
け
て
、
ワ
ン
ボ

ッ
ク
ス
カ
ー
と
い
う
の
が
流
行
り
ま
す
。

僕
は
﹁
走
る
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
﹂
と

呼
ん
で
い
る
ん
で
す
。
失
わ
れ
た
家
族

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
戻

す
た
め
の
、
走
る
強
制
的
リ
ビ
ン
グ
ル

ー
ム
。
だ
っ
て
、
車
だ
っ
た
ら
走
り
出

し
た
ら
出
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ

に
、
ド
ッ
と
い
く
わ
け
で
す
。

し
ば
ら
く
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
だ

け
れ
ど
も
、
そ
の
内
に
み
ん
な
が
携
帯

電
話
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
走
る
強
制

的
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
も
、
み
ん
な
が
勝

手
に
電
話
で
し
ゃ
べ
る
し
、
メ
ー
ル
す

る
し
、
ゲ
ー
ム
で
遊
ぶ
し
、
と
い
う
状

態
に
な
っ
て
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
。

そ
こ
に
、
今
は
き
て
い
る
。

つ
ま
り
情
報
化
社
会
と
い
う
の
か
、

Ｉ
Ｔ
化
で
こ
こ
10
年
の
間
に
、
暮
ら
し

ぶ
り
が
も
の
す
ご
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
家
を
つ

く
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
の
す
ご
く
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

空
間
の
価
値
が
低
下
す
る

も
う
空
間
の
価
値
と
い
う
の
が
相
対

的
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家

と
い
う
住
空
間
の
価
値
が
も
の
す
ご
く

変
質
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
子
供
に
﹁
自
分
の
部
屋
と

携
帯
電
話
と
ど
っ
ち
を
取
る
？
﹂
と
聞

い
た
と
き
に
、
﹁
携
帯
電
話
﹂
と
答
え

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
昔
は
、

自
分
の
部
屋
が
も
の
す
ご
く
欲
し
か
っ

た
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
気
持
ち
は
今

は
な
い
。
携
帯
電
話
が
持
つ
魅
力
に
空

間
が
負
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。

か
つ
て
は
、
自
分
の
部
屋
に
友
だ
ち

を
呼
ぶ
と
か
、
ま
た
は
行
っ
て
話
を
す

る
と
か
音
楽
を
聴
く
と
か
い
っ
た
こ
と

を
や
っ
て
い
た
。
今
は
そ
う
い
う
空
間

を
行
き
来
す
る
こ
と
は
、
し
な
く
な
っ

た
。
む
し
ろ
携
帯
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
オ
フ
ィ
ス
で
も
そ
う
な
ん

で
す
よ
ね
。
立
派
な
オ
フ
ィ
ス
を
建
て

ま
し
た
と
い
う
時
代
で
は
な
く
て
、
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
か
に
つ
く
っ
て

い
く
か
の
ほ
う
が
大
事
。
立
派
な
オ
フ

ィ
ス
、
イ
コ
ー
ル
立
派
な
会
社
、
そ
し

て
業
績
が
上
が
る
、
と
い
う
図
式
で
は

な
い
ん
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
す
べ
て
の
空
間
が

価
値
低
下
を
起
こ
し
て
い
る
ん
で
す
。

そ
の
中
に
住
空
間
も
入
っ
て
し
ま
っ
た

ん
で
す
。
だ
か
ら
家
と
い
う
も
の
が
文

化
的
な
価
値
を
持
ち
、
そ
の
も
の
さ
し

に
な
っ
て
い
た
時
代
は
終
わ
っ
て
い
て
、

家
を
つ
く
れ
ば
誰
で
も
﹁
幸
せ
家
族
が

築
け
る
﹂
と
い
う
の
は
幻
想
だ
、
と
気

づ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
緒
に
仕
事
を
し
て
飯
を
食
う

そ
れ
と
家
族
の
有
限
性
に
気
づ
い
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。
家
族
っ
て
永

遠
に
続
く
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
け
ど
、

せ
い
ぜ
い
20
年
ぐ
ら
い
。
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
り
、
死
ん
じ
ゃ
っ
た
り
。
ま
し

て
や
今
は
単
身
世
帯
が
す
ご
く
増
え
て

い
る
。
も
し
く
は
ご
夫
婦
二
人
と
か
。

そ
う
い
う
世
帯
が
す
ご
く
増
え
て
い
る
。

僕
は
﹃
暴
走
老
人
﹄（
文
藝
春
秋
２
０
０

７
）
と
い
う
本
を
書
い
た
ん
で
す
が
、

家
族
の
絆
と
い
う
の
が
空
間
的
に
保
証

で
き
な
く
な
っ
て
、
老
人
が
孤
立
し
て

し
ま
う
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
暴
走

し
て
い
く
老
人
が
意
外
と
多
い
ん
で
す
。

じ
ゃ
あ
、
今
家
族
が
家
に
何
を
求
め

る
か
と
い
う
と
き
に
、
非
常
に
難
し
い

問
題
が
出
て
き
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。で

は
、
そ
れ
は
何
か
。

か
つ
て
は
家
の
中
に
仕
事
が
あ
っ
た

時
代
が
あ
る
。
農
家
に
し
て
も
商
家
に

し
て
も
、
家
の
中
に
仕
事
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
仕
事
を
通
し
て
、
家
の
中
に
家

族
が
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
、
家
に
は
食
が
あ
っ
た
。

早
く
帰
ら
な
い
と
ご
飯
が
な
く
な
る
。

そ
れ
は
や
は
り
、
﹁
食
卓
を
囲
む
﹂
と

い
う
生
活
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
た
時
代

な
ん
で
す
。
今
は
せ
い
ぜ
い
鍋
の
と
き

ぐ
ら
い
で
す
よ
ね
、
家
族
で
食
卓
を
囲

む
の
っ
て
。

今
は
個
食
が
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
、

時
間
差
で
バ
ラ
バ
ラ
に
食
べ
て
し
ま
う
。

な
か
な
か
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
が
な
い
。

む
し
ろ
一
緒
に
食
べ
る
と
い
う
行
為
が
、

イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
日
常

で
の
何
気
な
い
食
卓
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
に
な
り
に
く
い
世
の
中
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
仕
事
と
食
に
よ
る
つ
な

が
り
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
何
が
残

る
の
か
。
残
っ
た
の
が
﹁
家
族
﹂
。
つ

ま
り
、
﹁
家
族
﹂
と
い
う
関
係
だ
け
が

残
っ
た
。
家
族
の
絆
が
な
く
な
っ
た
と

か
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
僕
は
そ
れ

は
逆
で
、
今
ほ
ど
日
本
人
が
家
族
の
絆

を
意
識
し
て
い
る
時
代
は
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
は
仕
事
や
食
に

よ
っ
て
何
気
な
く
家
族
だ
っ
た
の
が
、

仕
事
も
食
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
残

る
の
は
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

部
分
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
家
族
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
が
残
る
と
す
る

と
、
家
族
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な

い
ん
で
す
。

例
え
ば
そ
こ
で
会
話
が
な
い
と
す
る

と
、
﹁
会
話
の
な
い
家
族
﹂
と
い
う
こ

と
を
、
す
ご
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

楽
し
い
家
族
と
い
う
理
想
を
意
識
す
る

の
な
ら
ば
﹁
我
が
家
は
楽
し
い
家
族
な

の
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

楽
し
い
家
族
で
あ
る
こ
と
に
価
値
を

置
い
て
い
ま
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
す
ご
く
意
識
し
て
﹁
楽
し
い

家
族
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
る
。
昔
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ん
て
意
識
し
な
く

て
も
よ
か
っ
た
の
に
。

﹁
土
間
の
あ
る
家
﹂
と
い
う
の
を
見

て
き
た
ん
で
す
が
、
昔
は
土
間
が
農
作

業
を
す
る
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

爺
ち
ゃ
ん
、
婆
ち
ゃ
ん
も
い
て
、
外
で

雨
が
降
っ
て
い
る
か
ら
土
間
で
縄
を
な

っ
て
い
た
り
す
る
。

そ
う
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
い

き
な
り
お
母
さ
ん
が
﹁
う
ち
は
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
わ
よ
！
﹂
と
怒

り
出
す
こ
と
は
な
い
。
黙
々
と
縄
を
編

ん
で
い
る
は
ず
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

黙
々
と
何
か
を
す
る
と
か
、
同
じ
も
の

を
食
べ
る
と
か
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、

あ
る
種
の
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
な
い
か
ら
、

言
葉
で
補
強
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

そ
こ
が
つ
ら
い
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
﹁
つ
な
ぐ
も
の
﹂
が
言
葉

中
心
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
難
し

さ
が
あ
る
。

昔
は
通
じ
な
く
と
も
同
じ
も
の
を
食

べ
て
﹁
お
い
し
い
ね
﹂
っ
て
言
っ
て
い

れ
ば
、
何
と
な
く
わ
か
り
あ
え
て
い
た
。

心
の
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば
、
少
な
い
言

葉
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
で



な
わ
け
で
、
禁
止
す
る
ほ
ど
す
ご
い
こ

と
。
共
有
し
て
﹁
食
べ
る
﹂
こ
と
の
す

ご
さ
な
ん
で
す
。

よ
く
子
供
は
ス
パ
ゲ
テ
ィ
を
食
べ
て

い
て
、
お
父
さ
ん
は
焼
き
魚
、
ま
あ
現

代
の
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
時
間
も
違
っ

て
い
た
り
す
る
。
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
を

食
べ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
時
代
的
に

仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一

緒
の
も
の
を
食
べ
る
こ
と
の
意
味
と
い

う
か
、
大
切
さ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

孤
立
感
は
暴
走
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

人
は
地
縁
・
血
縁
・
仕
事
縁
に
生
き

て
い
る
。
地
縁
と
い
う
の
は
近
年
な
く

な
っ
て
き
て
い
て
、
近
所
づ
き
合
い
も

し
な
い
。

今
、
も
の
す
ご
く
高
齢
者
の
万
引
き

が
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
昔
、
地
縁

と
い
う
の
が
生
き
て
い
た
時
代
は
万
引

き
を
す
る
と
す
ぐ
に
噂
に
な
っ
た
。
噂

は
親
戚
に
ま
で
い
っ
ち
ゃ
う
。
今
は
地

縁
が
薄
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
万
引
き

し
て
帰
っ
て
き
て
も
、
翌
朝
普
通
に
生

活
が
で
き
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
歯
止

め
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

﹁
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
た
ら
う
ち
の

家
族
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
こ

と
に
も
、
思
い
が
至
ら
な
い
。
地
縁
だ

け
で
な
く
血
縁
も
な
い
か
ら
。
ま
あ
、

血
縁
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
つ

き
合
い
が
な
い
。
し
か
も
定
年
に
な
っ

30

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
い
う
人

が
﹁
世
界
に
対
し
て
本
能
的
に
信
頼
が

な
け
れ
ば
鳥
は
巣
を
つ
く
る
だ
ろ
う

か
﹂
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
も

そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。

や
は
り
男
と
女
が
出
会
っ
て
、
巣
と

し
て
の
家
が
あ
っ
た
と
き
に
、
子
育
て

を
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
家
族
以
外
の

何
か
で
や
る
、
と
い
う
こ
と
を
今
の
人

間
社
会
は
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
。

少
な
く
と
も
、
子
供
を
育
て
る
、
一

緒
に
生
活
す
る
の
が
家
族
で
あ
る
、
と

い
う
基
本
原
理
は
変
わ
ら
な
い
ん
で
す

が
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
情
報
間
環
境
と

か
空
間
の
価
値
と
か
が
変
わ
っ
ち
ゃ
っ

た
。

食
が
つ
く
る
記
憶
の
パ
ワ
ー

僕
は
１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
博
多
の

生
ま
れ
な
ん
で
す
が
、
５
歳
か
６
歳
の

こ
ろ
の
話
で
、
親
父
が
コ
カ
コ
ー
ラ
を

買
っ
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
こ
ろ
は
、
ま
だ
あ
ま
り
コ
カ
コ
ー
ラ

を
飲
む
こ
と
が
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
時

代
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
は
よ
く

覚
え
て
い
る
。

親
父
が
帰
っ
て
く
る
な
り
、
コ
カ
コ

ー
ラ
の
ボ
ト
ル
を
ど
ん
と
置
い
て
、
み

ん
な
が
そ
れ
を
囲
む
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
﹁
ま
ず
は
お
父
さ
ん
か
ら
﹂
と
言
っ

て
、
栓
を
抜
い
て
一
口
飲
む
わ
け
で
す

よ
。
そ
の
瞬
間
親
父
が
﹁
い
か
ん
、
こ

れ
、
腐
っ
と
る
﹂
っ
て
叫
ん
で
全
部
捨

て
た
。
シ
ン
ク
に
。
そ
れ
を
ま
ざ
ま
ざ

と
覚
え
て
い
る
。
父
親
が
６
年
前
に
死

ん
だ
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
と
き
に
、
こ

ん
な
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

家
族
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
な
ん
て
、

全
然
覚
え
て
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
の
コ

カ
コ
ー
ラ
、
ど
う
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
は
覚
え
て
い
る
の
に

ね
。
そ
う
い
う
思
い
出
っ
て
、
い
っ
ぱ

い
あ
り
ま
す
よ
。
食
に
ま
つ
わ
る
こ
と

っ
て
、
小
さ
い
こ
ろ
の
こ
と
ま
で
。
実

は
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
思
い
出
の
宝
庫

と
し
て
日
常
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、

今
の
人
っ
て
あ
ん
ま
り
気
が
つ
か
な
い
。

便
利
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
。

な
ん
で
も
あ
る
し
、
す
ぐ
手
に
入
る

し
。
個
人
個
人
が
好
き
な
も
の
を
手
に

入
れ
る
。
コ
カ
コ
ー
ラ
を
ど
ー
ん
と
置

い
て
、
み
ん
な
で
わ
っ
と
見
る
、
と
い

う
瞬
間
っ
て
い
う
の
は
も
う
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
家
と
い
う
の
は
家
族

の
記
憶
装
置
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
家

と
い
う
空
間
の
中
で
実
は
隅
々
に
家
族

の
記
憶
が
染
み
込
ん
で
い
る
。
記
憶
装

置
と
し
て
の
家
の
存
在
と
い
う
の
は
、

カ
メ
ラ
や
ム
ー
ビ
ー
な
ん
か
よ
り
ず
っ

と
大
き
い
。
実
は
食
も
同
じ
な
ん
で
す
。

食
っ
て
も
の
す
ご
く
意
味
が
大
き
く

て
、
お
母
さ
ん
が
つ
く
る
も
の
、
ま
あ

お
父
さ
ん
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
そ
れ

が
つ
く
る
料
理
が
﹁
マ
ズ
い
！
﹂
と
い

う
の
は
子
供
と
し
て
つ
ら
い
。
や
は
り
、

家
庭
で
食
べ
て
い
た
い
つ
も
の
あ
の
料

理
が
お
い
し
か
っ
た
、
と
思
い
出
す
こ

と
が
幸
せ
な
気
持
ち
に
つ
な
が
る
で
し

ょ
う
。

と
も
に
支
え
合
っ
て
生
き
て
い
く
と

か
、
田
植
え
を
一
緒
に
や
る
と
か
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
の
家
族
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

結
局
、
今
の
家
族
に
と
っ
て
大
切
な

テ
ー
マ
は
﹁
思
い
出
づ
く
り
﹂
。
極
端

に
言
う
と
﹁
思
い
出
づ
く
り
﹂
の
た
め

に
家
族
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ム
ー
ビ

ー
を
担
い
で
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る

ん
で
す
。
し
か
し
、
や
は
り
ム
ー
ビ
ー

で
﹁
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
思
い
出
﹂
で

は
な
く
、
実
は
住
ま
い
と
か
食
と
か
い

う
と
て
も
日
常
的
な
と
こ
ろ
に
、
そ
の

本
質
は
あ
っ
た
。

昔
の
軍
隊
は
早
食
い
し
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
ん
で
す
よ
。
同
じ
こ
と
で
す
が
、

以
前
修
験
道
の
体
験
入
門
を
し
た
と
き

に
、
メ
シ
を
１
分
で
食
え
と
言
わ
れ
た
。

そ
れ
が
修
行
な
ん
で
す
よ
。

何
で
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
食
と

は
快
楽
に
な
る
か
ら
で
す
。
快
楽
を
禁

止
す
る
の
が
修
験
道
だ
っ
た
り
軍
隊
な

ん
で
す
。

人
間
と
い
う
の
は
、
﹁
お
い
し
い
﹂

と
い
う
こ
と
が
も
の
す
ご
く
好
き
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
ん
で
す

ね
。
逆
に
い
う
と
、
そ
れ
が
日
常
的
に

家
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
い
こ
と

き
て
い
た
ん
で
す
。

家
族
に
求
め
ら
れ
る
情
報
処
理

こ
こ
10
年
ぐ
ら
い
で
家
庭
の
中
に
も

急
速
に
Ｉ
Ｔ
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
本

当
は
そ
の
節
目
節
目
で
﹁
パ
ソ
コ
ン
は

持
つ
べ
き
か
ど
う
か
﹂
な
ど
、
確
認
し

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、

ど
ん
ど
ん
モ
ノ
の
ほ
う
が
先
に
入
っ
て

き
て
し
ま
っ
た
。
家
族
は
そ
れ
に
つ
い

て
い
く
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
。

日
々
変
わ
る
こ
と
、
例
え
ば
子
供
が

携
帯
を
持
ち
た
い
ん
だ
、
と
言
い
出
し

た
と
き
に
、
会
議
を
し
て
対
応
を
話
し

合
う
こ
と
を
僕
は
﹁
情
報
処
理
﹂
と
呼

ん
だ
ん
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
場

面
に
遭
遇
し
た
と
き
に
、
ち
ゃ
ん
と
情

報
処
理
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
価
値
観
を
共
有
し
な
け
れ
ば
い

け
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
っ
て
も
難

し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
み
ん
な
忙
し
い

し
。だ

か
ら
僕
は
家
と
い
う
空
間
は
、
情

報
処
理
を
生

な
ま

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
や
る
空
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
思

っ
て
い
ま
す
。
空
間
は
、
そ
う
い
う
機

能
を
持
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
き
て
い

る
の
に
、
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が

起
き
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
気
が
し
て

い
ま
す
。

そ
ん
な
状
況
に
な
っ
た
現
在
、
な
ぜ
、

家
族
が
一
緒
に
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
い
け



長
と
か
会
社
の
重
役
と
か
が
多
い
気
が

す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
部
下
し
か

知
ら
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
関
係
で
し

か
人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
こ
な
か
っ
た

人
が
暴
走
す
る
。
老
人
に
な
っ
た
ら
、

誰
だ
っ
て
た
だ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
で
す

が
、
そ
れ
が
耐
え
ら
れ
な
い
人
で
す
。

個
が
確
立
し
な
い
日
本

高
齢
化
社
会
っ
て
日
本
だ
け
の
現
象

じ
ゃ
な
い
。
な
の
に
、
こ
う
い
う
現
象

は
日
本
だ
け
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ

れ
は
個
人
と
家
族
の
関
係
が
、
日
本
と

特
に
欧
米
と
で
は
違
う
か
ら
で
す
。

振
り
込
め
詐
欺
と
い
う
の
が
一
つ
の

典
型
な
ん
で
す
が
、
あ
れ
が
逆
に
で
す

ね
、
親
と
偽
っ
て
子
供
に
﹁
振
り
込
め
﹂
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と
い
う
詐
欺
は
な
い
ん
で
す
よ
。
子
供

と
偽
っ
て
騙
す
。
こ
れ
が
日
本
の
親
子

関
係
な
ん
で
す
。
韓
国
は
日
本
と
似
た

状
況
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
﹁
個
﹂
が

確
立
し
て
い
る
ほ
か
の
諸
外
国
で
は
、

振
り
込
め
詐
欺
な
ん
て
あ
り
得
な
い
ん

で
す
。

た
だ
、
そ
こ
が
日
本
の
良
い
と
こ
ろ

で
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
親
が
ず
ー
っ
と

子
供
の
こ
と
を
心
配
す
る
。
つ
ま
り
非

常
に
特
殊
な
親
子
関
係
な
ん
で
す
。

日
本
以
外
の
国
で
は
、
子
供
が
成
人

す
る
と
﹁
個
﹂
と
な
っ
て
外
に
出
る
。

そ
し
て
﹁
個
﹂
と
し
て
、
自
分
で
新
し

い
関
係
を
築
い
て
い
く
ん
で
す
。
だ
か

ら
仕
事
じ
ゃ
な
い
、
家
族
じ
ゃ
な
い

﹁
個
﹂
と
し
て
の
自
分
と
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
ら

パ
ブ
に
行
っ
た
り
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
に

属
し
て
い
た
り
、
と
い
っ
た
﹁
個
﹂
と

し
て
の
﹁
私

わ
た
く
し﹂

の
つ
な
が
り
が
あ
る
。

住
み
替
え
て
い
く
と
い
う
方
法

家
と
家
族
と
い
う
の
は
、
時
間
と
と

も
に
マ
ッ
チ
し
な
い
よ
う
に
な
る
ん
で

す
。
最
初
は
夫
婦
二
人
で
始
ま
っ
た
の

が
、
子
供
が
で
き
て
家
族
が
増
え
た
り
、

親
と
同
居
し
た
り
、
ま
た
亡
く
な
っ
た

り
。
そ
う
や
っ
て
家
族
の
サ
イ
ズ
が
ど

ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
。

変
わ
る
中
で
、
本
当
は
住
み
替
え
て

い
く
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
は
ず
な
ん

で
す
。
日
本
で
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。

て
仕
事
縁
も
な
く
な
る
と
、
一
人
。

歯
止
め
が
な
い
し
、
孤
立
し
て
い
る

か
ら
暴
走
す
る
ん
で
す
よ
。
孤
立
感
と

い
う
の
は
、
寂
し
い
寂
し
い
と
言
っ
て

い
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
実
は
暴
走
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
ん
で
す
。
も
う
、

イ
ラ
イ
ラ
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
日
々

の
ス
ト
レ
ス
が
解
消
で
き
て
い
な
い
か

ら
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で

爆
発
し
て
し
ま
う
。
﹃
暴
走
老
人
﹄
の

取
材
で
得
た
感
想
は
、
そ
う
い
う
こ
と

で
す
。

家
族
が
い
れ
ば
、
そ
の
歯
止
め
や
ガ

ス
抜
き
に
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
暴
走

を
防
止
し
て
い
る
か
ら
、
事
件
化
し
な

い
。
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
良
い
面
な
ん
て
、

事
件
に
も
な
り
ま
せ
ん
か
ら
表
に
出
ま

せ
ん
よ
ね
。
家
族
が
問
題
を
未
然
に
防

い
で
い
て
も
、
表
面
化
し
な
い
で
済
ん

で
い
る
か
ら
評
価
さ
れ
に
く
い
。

だ
か
ら
家
族
は
事
件
絡
み
で
悪
い
面

で
ば
か
り
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
引

き
こ
も
り
に
し
た
っ
て
、
家
族
が
い
る

か
ら
引
き
こ
も
れ
る
ん
で
す
よ
。
人
間

関
係
が
う
ま
く
つ
く
れ
な
い
子
供
が
、

社
会
に
放
り
出
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
か

わ
か
ら
な
い
。
家
族
が
い
る
中
で
５
年

な
り
引
き
こ
も
っ
て
、
６
年
目
に
出
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
家
族

の
持
っ
て
い
る
力
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
の
が
家
族
の
価
値
な
ん
で
す
よ
。

暴
走
老
人
の
話
を
す
る
と
、
い
ろ
い

ろ
な
経
験
談
が
返
っ
て
く
る
の
で
す
が
、

暴
走
す
る
の
は
だ
い
た
い
小
学
校
の
校
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で
き
な
い
の
は
、
一
発
勝
負
で
１
回

家
を
買
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
そ
れ
で
お
し

ま
い
で
、
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

せ
い
ぜ
い
増
改
築
ぐ
ら
い
で
す
。

そ
れ
に
比
べ
て
欧
米
で
は
家
族
の

サ
イ
ズ
や
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
住
み

替
え
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
す
。
だ

か
ら
、
当
然
家
と
家
族
は
マ
ッ
チ
し

て
い
る
し
、
可
能
な
ん
で
す
ね
。

本
当
は
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
な

ん
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
日
本
は
中

古
市
場
が
無
い
に
等
し
い
で
す
か
ら
。

だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
き

て
い
て
、
郊
外
住
宅
地
と
い
う
の
は

１
９
６
０
年
代
、
70
年
代
に
ど
ん
ど

ん
で
き
て
き
た
の
に
、
今
は
そ
れ
が

限
界
集
落
化
し
て
い
る
。
も
の
す
ご

く
部
屋
が
余
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
ね
。

逆
に
部
屋
が
な
く
て
困
っ
て
い
る

人
も
い
る
ん
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
平

等
性
を
設
け
て
い
け
ば
、
住
ま
い
と

い
う
の
は
も
う
ち
ょ
っ
と
ど
う
に
か

な
る
。

家
族
の
空
間
、
個
人
の
空
間

﹃
﹁
家
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
こ
と
﹄

を
書
い
た
と
き
は
、
90
年
代
は
じ
め

ま
で
の
話
な
ん
で
す
よ
。
携
帯
電
話

も
、
ま
だ
あ
ん
ま
り
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
時
代
。
こ
の
段
階
で
は
、
リ

ビ
ン
グ
ル
ー
ム
と
そ
れ
に
付
随
す
る

キ
ッ
チ
ン
が
重
要
だ
っ
た
。
今
は
、

寝
室
と
風
呂
で
す
よ
ね
。
そ
れ
ら
が

癒
し
の
空
間
と
し
て
求
め
ら
れ
て
き

て
い
る
。
だ
か
ら
、
家
族
と
い
う
よ

り
、
個
人
が
そ
こ
で
癒
さ
れ
る
と
い

う
ほ
う
に
主
眼
が
置
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
ね
。

キ
ッ
チ
ン
の
主
流
は
、
相
変
わ
ら

ず
オ
ー
プ
ン
型
。
小
さ
な
子
供
に
目

が
届
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、﹁
私

つ
く
る
人
、
僕
食
べ
る
人
﹂
に
な
り

た
く
な
い
と
い
う
、
心
理
的
な
原
因

も
あ
り
ま
す
。

「
私
つ
く
る
人
、
僕
食
べ
る
人
」
Ｃ
Ｍ
放
送
中
止
問

題
１
９
７
５
年
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
Ｃ
Ｍ

放
映
開
始
か
ら
約
１
カ
月
後
に
「
国
際
婦
人
年
を
き

っ
か
け
と
し
て
行
動
を
起
こ
す
女
た
ち
の
会
」
の
メ

ン
バ
ー
７
人
か
ら
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
事
・
育
児

と
い
う
従
来
の
性
別
役
割
分
業
を
よ
り
定
着
さ
せ
る

も
の
」
と
し
て
Ｃ
Ｍ
中
止
要
請
が
起
き
、
放
送
中
止

と
な
っ
た
。

で
も
、
キ
ッ
チ
ン
が
オ
ー
プ
ン
だ

と
、
機
嫌
の
悪
い
お
父
さ
ん
が
帰
っ

て
き
て
野
球
な
ん
か
見
て
い
る
と
、

蛇
口
の
水
が
ジ
ャ
ー
ッ
と
大
き
な
音

を
立
て
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

う
い
う
リ
ス
ク
も
負
わ
な
き
ゃ
な
ら

な
い
。

男
子
厨
房
に
入
ろ
う
、
と
か
言
っ

て
お
父
さ
ん
が
結
構
頑
張
っ
て
い
た

り
す
る
。
で
も
、
家
族
に
と
っ
て
は

案
外
迷
惑
な
ん
で
す
よ
ね
。
お
い
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
材
料
費
は

い
っ
た
い
幾
ら
か
か
っ
て
る
ん
で
す

か
。
残
っ
た
も
の
は
ど
う
す
る
ん
で

す
か
。
や
っ
ぱ
り
日
常
的
な
食
と
い

う
の
は
、
残
り
も
の
を
ど
う
お
い
し

く
す
る
か
な
ん
で
す
よ
。

で
も
、
そ
れ
さ
え
否
定
し
て
し
ま

っ
た
ら
、
何
も
残
ら
な
い
で
す
か
ら
。

そ
う
い
う
人
は
、
や
は
り
自
分
の
父

親
と
は
違
う
、
新
し
い
お
父
さ
ん
像

を
つ
く
り
た
い
と
頑
張
っ
て
い
る
ん

で
し
ょ
う
。

趣
味
な
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
奥
さ

ん
の
ほ
う
が
稼
ぎ
が
い
い
か
ら
食
事

は
旦
那
が
全
部
つ
く
っ
て
い
る
人
も

い
る
。
も
の
す
ご
く
手
際
が
よ
く
て
、

お
い
し
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ス
タ

イ
ル
も
出
て
き
て
い
る
。
新
し
い
家

族
像
で
す
ね
。
そ
の
お
父
さ
ん
は
子

供
会
を
組
織
し
て
、
き
ち
ん
と
地
域

に
根
差
し
て
い
る
。
そ
れ
っ
て
、
か

つ
て
お
母
さ
ん
が
担
っ
て
い
た
こ
と

で
す
が
、
こ
う
い
う
自
由
さ
が
な
い

と
、
う
ま
く
い
か
な
い
。

こ
う
見
て
い
く
と
、
家
と
い
う
の

が
家
族
の
空
間
か
ら
個
人
の
空
間
へ

と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
い
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
寝
室
も
個
室

化
し
て
い
ま
す
し
。
夫
婦
別
室
と
い

う
の
も
あ
る
し
。

Ｌ
Ｄ
神
話
と
い
う
の
は
、
あ
る
時

期
に
崩
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
。

住
宅
メ
ー
カ
ー
は
、
い
ろ
ん
な
こ

と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
１
９
８
０
年

代
に
は
二
世
帯
住
宅
と
い
う
の
も
流

行
り
ま
し
た
よ
ね
。
今
、
ど
ん
ど
ん

売
り
に
出
て
い
る
ん
で
す
が
、
ま
っ

た
く
売
れ
な
い
。
そ
れ
は
ニ
ー
ズ
が

な
い
か
ら
で
す
。

Ｌ
Ｄ
神
話
と
二
世
帯
住
宅
が
ダ
メ

に
な
っ
た
と
き
に
、
結
局
、
何
や
っ

て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
一

生
懸
命
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
お

か
し
な
も
の
も
つ
く
っ
た
け
れ
ど
売

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
何
と
な
く
風

呂
と
寝
室
に
落
ち
つ
い
て
い
る
、
と
。

そ
の
と
き
そ
の
と
き
で
対
応
し
て

い
っ
た
ら
、
こ
こ
に
つ
な
が
っ
た
、

と
い
う
程
度
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
族
を
﹁
す
る
﹂

１
９
６
０
年
代
か
ら
70
年
代
に
、

錦
鯉
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。

一
戸
建
て
を
建
て
る
と
、
必
ず
池

を
つ
く
っ
て
錦
鯉
を
入
れ
た
。
だ
か

ら
人
間
っ
て
、
水
が
好
き
な
ん
で
す

よ
ね
。
池
が
あ
っ
て
、
芝
生
が
あ
っ

て
。
芝
生
の
所
で
プ
ー
ル
を
出
し
て

子
供
を
遊
ば
せ
た
り
。

し
か
し
、
維
持
す
る
の
が
大
変
だ

か
ら
、
そ
の
池
も
ど
ん
ど
ん
埋
め
ら

れ
て
い
く
。
同
じ
こ
ろ
に
園
芸
ブ
ー

ム
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
が
、
庭

木
も
そ
の
後
減
っ
て
い
き
ま
す
。
当

時
は
木
を
植
え
る
と
大
き
く
な
る
こ

と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
手
入
れ
も

大
変
だ
か
ら
、
み
ん
な
切
ら
れ
ち
ゃ

っ
た
。
今
、
ま
た
第
何
次
か
の
園
芸

ブ
ー
ム
で
す
が
、
植
え
る
の
は
ハ
ー

ブ
と
か
小
さ
い
も
の
だ
け
で
す
。

も
と
も
と
水
ま
わ
り
と
い
っ
た
ら

炊
事
で
す
。
火
の
周
り
に
囲
い
が
で

き
て
、
屋
根
が
で
き
て
、
家
に
な
っ

た
。
だ
か
ら
竃
は
家
の
中
心
で
す
。

煮
炊
き
が
最
大
の
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、

そ
こ
に
は
当
然
水
も
あ
っ
た
。
竃
が

家
の
中
心
で
あ
る
の
と
同
様
、
水
も

家
の
中
心
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

っ
て
、
食
べ
る
こ
と
が
変
わ
ら
な
い

限
り
は
普
遍
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

﹁
キ
ッ
チ
ン
不
要
論
﹂
と
い
う
の

も
あ
る
。
若
い
子
た
ち
に
と
っ
て
、

コ
ン
ビ
ニ
と
自
動
販
売
機
が
あ
れ
ば

キ
ッ
チ
ン
は
い
ら
な
い
と
思
っ
て
い

る
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
前
段

階
と
し
て
、
包
丁
が
な
い
。
俎
板
も

当
然
な
い
。
こ
れ
で
は
食
の
記
憶
も

家
族
の
記
憶
も
継
承
な
ん
か
さ
れ
な

い
で
す
よ
ね
。

家
族
っ
て
、
同
じ
も
の
を
一
緒
に

食
べ
る
集
団
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が

別
な
も
の
を
食
べ
て
も
い
い
、
別
々

に
食
べ
て
も
い
い
、
と
い
う
風
に
な

っ
て
き
た
と
き
に
、
実
は
壊
れ
て
く

る
ん
で
す
よ
。

で
は
、
こ
れ
か
ら
家
と
か
家
族
は

ど
う
な
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
そ
の
﹁
解
﹂
と
い
う
の
は
統

一
し
た
一
つ
の
答
え
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
く
て
、
各
々
の
家
族
が
出
し
て
い

く
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

１
０
０
の
家
族
が
い
た
と
き
に
１

０
０
の
答
え
が
、
お
そ
ら
く
あ
る
だ

ろ
う
と
。
た
だ
、
確
実
な
の
は
答
え
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自
分
で
つ
く
れ
ば
安
心
で
き
る
良

い
素
材
を
選
ん
で
い
く
こ
と
も
で
き

る
。
そ
う
い
う
も
の
っ
て
、
案
外
安

く
な
い
で
す
か
ら
、
粗
末
に
捨
て
た

り
食
べ
残
し
た
り
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
う
い
う
雰
囲
気
っ
て
い
う
も

の
が
、
多
少
出
て
き
て
い
る
。

働
き
方
に
し
て
も
、
一
時
在
宅
で

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
が
も
て
は
や
さ

れ
た
時
代
も
あ
る
け
れ
ど
、﹁
ち
ょ
っ

と
こ
れ
は
ね
﹂
っ
て
い
う
感
じ
で
し

ょ
。
人
間
っ
て
﹁
生な

ま

﹂
な
ん
で
す
も

ん
、﹁
生
﹂
を
大
事
に
す
る
雰
囲
気
に

変
わ
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。

空
間
の
価
値
が
ど
ん
ど
ん
低
下
し

て
０
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
空
間
は
必
要

な
い
、
と
言
っ
て
い
た
時
代
に
テ
レ

ビ
会
議
と
か
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
が
、

ご
く
例
外
的
に
し
か
行
な
わ
れ
て
い
な

い
で
し
ょ
。
だ
か
ら
会
っ
て
話
す
と
い

う
の
は
、
な
く
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

携
帯
電
話
の
Ｃ
Ｍ
で
犬
の
お
父
さ
ん

が
流
行
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
実
は
あ
れ

は
よ
く
で
き
て
い
て
、
犬
と
外
国
人
の

青
年
が
家
族
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と

は
﹁
言
葉
が
通
じ
な
い
﹂
こ
と
の
象
徴
。

パ
ロ
デ
ィ
で
す
よ
。
﹁
通
じ
て
な
い
よ
、

う
ち
も
。
お
父
さ
ん
、
犬
み
た
い
だ
し
﹂

と
感
じ
て
い
る
子
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
実
は
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
だ
っ

た
の
に
、
犬
が
や
た
ら
可
愛
く
て
人
気

に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
当
初
の
意
味
と
は

違
っ
て
き
た
り
し
て
ね
。

リ
ビ
ン
グ
だ
っ
て
人
な
ん
か
呼
ば
な

い
ん
だ
か
ら
、
こ
ん
な
に
広
い
必
要
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
か
ね
。

あ
る
日
本
の
有
名
な
映
画
監
督
の
話

な
ん
で
す
が
、
お
母
さ
ん
が
豆
腐
を
手

の
ひ
ら
に
載
せ
て
包
丁
で
切
る
の
を
見

て
、
痛
々
し
く
て
目
が
離
せ
な
か
っ
た

と
言
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
記
憶
が
な

い
と
い
う
の
は
ね
、
大
き
な
損
失
だ
と

思
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
が
電
子
レ
ン
ジ

で
チ
ン
し
て
く
れ
た
、
コ
ン
ビ
ニ
の
思

い
出
、
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
あ
ね
え
。

ま
あ
、
料
理
が
下
手
な
お
母
さ
ん
だ

っ
た
と
し
て
も
、
人
前
で
食
の
記
憶
を

語
れ
る
っ
て
い
う
こ
と
を
財
産
だ
と
思

え
る
気
づ
き
が
大
切
で
す
よ
ね
。

を
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
よ
。
流
さ
れ
た
ら
ダ
メ
な

ん
で
す
。

だ
か
ら
﹁
家
族
を
﹃
す
る
﹄
﹂
と
言

っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
﹁
家
族
を
﹃
す

る
﹄
﹂
と
い
う
自
覚
と
い
う
か
自
意
識

が
問
わ
れ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
単

に
流
さ
れ
て
い
く
と
、
家
族
を
し
て
い

く
意
義
ま
で
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ

ろ
ま
で
き
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
肝
心

な
と
き
に
家
族
が
い
な
い
、
と
い
う
状

況
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
家
族
は
意
味
が
な
い
。

ま
っ
た
く
考
え
な
し
に
自
然
に
任
せ

る
と
い
う
こ
と
が
、
許
さ
れ
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

個
別
の
状
況
を
受
け
入
れ
て
、
咀
嚼

し
て
判
断
を
下
す
。
家
族
間
で
話
し
合

っ
て
結
論
を
出
す
。
そ
う
し
て
出
て
き

た
答
え
は
、
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な
も
の

で
は
な
く
そ
の
家
族
に
と
っ
て
の
﹁
解
﹂

な
ん
で
す
。

僕
ら
が
子
供
の
こ
ろ
っ
て
い
う
の
は
、

一
緒
に
飯
を
食
う
と
か
風
呂
に
入
る
と

い
う
こ
と
が
、
み
ん
な
習
慣
と
し
て
自

然
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
だ

か
ら
わ
ざ
わ
ざ
考
え
て
﹁
解
﹂
を
出
す

必
要
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
経
済
要
因
も
あ
り
ま
す
が
、

僕
は
外
食
や
個
食
は
既
に
一
段
落
し
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
家
で
つ

く
っ
て
食
べ
た
ほ
う
が
安
い
し
、
う
ま

い
し
。
そ
う
い
う
兆
候
が
徐
々
に
出
て

き
た
と
思
い
ま
す
よ
。

「チッチーのチ」の掛け声とともに、ベーゴマが唸る。江戸東京たて

もの園の下町中通りには、ほかにも竹馬、ゴム段飛び、メンコで遊ぶ

面々が集まる。ここでは、小学生もリタイヤした悠々自適組も一緒。

日本の象徴的な風景の中に、新しい「個」のクラブが生まれている。

撮影協力／江戸東京博物館分館「江戸東京たてもの園」（くわしくは45ページ参照）
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東
京
か
ら
車
で
３
時
間
半
、
新
潟
県

十
日
町
市

竹
所

た
け
と
こ
ろ

と
い
う
山
村
に
、
古

民
家
を
再
生
し
な
が
ら
集
落
の
活
性
化

に
取
り
組
ん
で
い
る
ド
イ
ツ
人
の
建
築

デ
ザ
イ
ナ
ー
が
い
る
。
ド
イ
ツ
・
ベ
ル

リ
ン
出
身
の
カ
ー
ル
・
ベ
ン
ク
ス
さ
ん

が
そ
の
人
だ
。

単
に
仕
事
と
し
て
滞
在
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
自
ら
再
生
し
た
古
民
家

に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
出
身
の
奥
様
ク
リ

ス
テ
ィ
ー
ナ
さ
ん
と
暮
ら
し
て
い
る
。

過
疎
が
進
む
中
、
外
国
人
で
あ
る
カ

ー
ル
さ
ん
が
、
な
ぜ
竹
所
に
住
む
こ
と

に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
根
底
に
あ
る

﹁
磨
け
ば
光
る
原
石
﹂
古
民
家
を
、
再

生
す
る
志
を
う
か
が
っ
た
。

カ
ー
ル
さ
ん
と
日
本

カ
ー
ル
さ
ん
は
、
１
９
４
２
年
ド
イ

ツ
の
ベ
ル
リ
ン
で
生
ま
れ
た
。
父
は
生

ま
れ
る
１
カ
月
前
に
戦
死
。
だ
か
ら
、

カ
ー
ル
さ
ん
は
父
親
と
過
ご
し
た
思
い

出
が
な
い
。

父
は
職
業
画
家
で
、
主
に
城
や
教
会

の
古
い
絵
を
修
復
す
る
仕
事
を
し
て
い

た
と
い
う
。
そ
の
父
が
建
築
家
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
の
本
と
日
本
の
浮
世
絵
を

遺
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
カ
ー
ル
さ
ん

と
日
本
を
つ
な
ぐ
最
初
の
絆
と
な
っ
た
。

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

（B
runo

Julius
Florian

Taut

１
８
８
０
〜
１
９
３

８
）
は
、
ド
イ
ツ
の
東
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ケ
ー
ニ
ヒ
ス

ベ
ル
ク
生
ま
れ
の
建
築
家
、
都
市
計
画
家
。
１
９
１

０
年
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
に
参
加
。
革
命
へ
の
憧
れ
を

持
っ
て
一
時
期
ソ
連
で
活
動
し
た
が
、
ナ
チ
ス
が
政

権
に
つ
い
た
た
め
、
職
と
地
位
を
奪
わ
れ
た
。
ス
イ

ス
を
経
て
、
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
か

ら
の
招
待
を
機
に
１
９
３
３
年
５
月
に
来
日
、
そ
の

ま
ま
亡
命
。
仙
台
の
商
工
省
工
芸
指
導
所
を
経
て
、

高
崎
の
井
上
工
業
及
び
、
群
馬
県
工
業
試
験
場
高
崎

分
場
に
着
任
し
、
竹
、
和
紙
、
漆
器
な
ど
日
本
の
素

材
を
生
か
し
た
モ
ダ
ン
な
家
具
、
日
用
品
を
、
自
身

が
経
営
し
た
東
京
・
銀
座
の
「
ミ
ラ
テ
ス
」
で
販
売

し
た
。
１
９
３
６
年
に
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
ト

ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
の

招
請
に
よ
り
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
移
住
、
客
死
す

る
。
桂
離
宮
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
、
日
本
建
築

の
再
発
見
を
促
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

や
が
て
空
手
と
柔
道
を
習
い
始
め
た

カ
ー
ル
さ
ん
は
、
日
本
へ
の
関
心
を
高

め
て
い
く
。
１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）
に

は
、
柔
道
の
合
宿
で
パ
リ
に
行
き
、
静

岡
出
身
の
先
生
に
も
指
導
し
て
も
ら
っ

た
。
当
時
、
柔
道
の
神
様
と
い
わ
れ
た

神
永
選
手
を
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
１
９

６
４
年
　
昭
和
39
）
の
柔
道
無
差
別
級
で
破

り
、
金
メ
ダ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
ア
ン
ト

ン
・
ヘ
ー
シ
ン
ク
（A

nthonius
G
eesink

１
９
３
４
年
〜
）
選
手
も
来
た
そ
う
で
あ

る
。
﹁
是
非
日
本
に
行
き
な
さ
い
﹂
と

勧
め
ら
れ
、
お
金
を
貯
め
て
１
９
６
６

年
の
春
に
来
日
を
果
た
し
た
。
24
歳
の

と
き
の
こ
と
だ
。

﹁
神
戸
に
着
い
た
の
で
、
足
を
伸
ば

し
て
京
都
に
行
き
ま
し
た
。
当
時
の
京

都
は
、
私
が
思
い
描
い
た
と
お
り
の
町

で
し
た
。
東
京
だ
っ
て
、
大
き
な
建
物

は
ま
だ
あ
ん
ま
り
な
か
っ
た
し
、
良
い

雰
囲
気
を
残
し
て
い
ま
し
た
。
古
き
良

き
時
代
の
日
本
の
町
並
み
を
、
私
は
壊

さ
れ
て
し
ま
う
ぎ
り
ぎ
り
前
に
見
る
こ

守るものと生まれ変わるもの
カール・ベンクスによる古民家再生

棚田の美しい新潟の山村で、

朽ち果てようとしていた古民家を再生して、

地域おこしをしようとしている人がいます。

ドイツ人の建築デザイナー、カール・ベンクスさんの

取り組みと暮らしぶりから、新しい住文化を探ります。

カール・ベンクスさん

カール・ベンクス＆アソシエイト有限会社代表

第24回 水の文化楽習実践取材
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と
が
で
き
た
の
で
す
﹂

せ
っ
か
く
戦
争
の
と
き
も
、
ア
メ
リ

カ
が
攻
撃
し
な
い
よ
う
に
し
て
保
存
し

た
の
に
、
日
本
自
身
が
壊
し
て
し
ま
っ

た
な
あ
と
、
今
の
京
都
の
変
わ
り
よ
う

を
残
念
に
思
う
そ
う
だ
。

建
築
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事

日
本
に
お
よ
そ
７
年
間
滞
在
し
た
カ

ー
ル
さ
ん
は
、
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
、
デ

ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
建
築
デ
ザ
イ
ン
の

仕
事
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
る
。
カ
ー

ル
さ
ん
が
目
指
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
在

住
の
日
本
人
に
和
風
住
宅
を
提
供
す
る

こ
と
。
し
か
し
、
洋
風
を
好
む
日
本
人

に
は
そ
の
ニ
ー
ズ
が
ま
る
で
な
く
、
か

え
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
か
ら
支

持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
で
は
価
値
を
認
め
ら
れ
な
く
て

壊
さ
れ
て
し
ま
う
、
１
０
０
年
以
上
経

っ
た
古
民
家
。
そ
の
建
築
部
材
を
ド
イ

ツ
に
輸
出
し
て
再
生
さ
せ
る
と
い
う
仕

事
で
、
カ
ー
ル
さ
ん
は
日
本
と
ド
イ
ツ

を
行
き
来
し
な
が
ら
建
築
デ
ザ
イ
ン
の

分
野
で
活
躍
し
た
。

ド
イ
ツ
も
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、

最
低
限
の
住
居
で
も
生
活
す
る
こ
と
を

ま
ず
は
優
先
し
て
、
小
さ
い
有
り
合
わ

せ
の
家
が
ど
ん
ど
ん
つ
く
ら
れ
た
が
、

東
ド
イ
ツ
に
は
幸
い
古
い
家
が
た
く
さ

ん
残
っ
た
。
今
、
大
変
な
お
金
を
か
け

て
そ
う
し
た
家
を
直
し
て
保
存
し
よ
う

と
し
て
い
る
そ
う
だ
。

﹁
日
本
人
だ
っ
て
海
外
旅
行
と
い
え

ば
、
ロ
ー
マ
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、

ロ
ン
ド
ン
。
ド
イ
ツ
だ
っ
た
ら
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
街
道
。
そ
れ
ら
は
み
ん
な
、
古

い
家
や
町
並
み
を
見
に
行
く
ん
で
し
ょ
。

だ
か
ら
、
や
は
り
み
ん
な
古
い
家
を
魅

力
と
感
じ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
れ
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
石
の
文
化

だ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
に
も
テ
ィ
ン

バ
ー
フ
レ
ー
ム
の
良
い
住
宅
が
残
っ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
の
古
民
家
の

部
材
を
ド
イ
ツ
で
再
生
し
た
ら
、
す
ご

く
人
気
が
出
た
ん
で
す
﹂

竹
所
と
の
出
会
い

１
９
９
３
年
、
ド
イ
ツ
の
お
客
さ
ん

の
注
文
で
、
日
本
の
古
い
民
家
を
探
し

て
い
た
カ
ー
ル
さ
ん
は
、
知
り
合
い
の

大
工
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
、
新
潟
の
竹
所

に
行
く
こ
と
に
な
る
。

２
０
０
５
年
の
町
村
合
併
で
十
日
町

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
新
潟
県
東

頸
城
郡
松
代

ま
つ
だ
い

町
室
野
だ
っ
た
。
松
代
は

山
の
傾
斜
地
を
利
用
し
た
棚
田
が
残
る
、

水
の
豊
か
な
土
地
柄
だ
。
ず
っ
と
都
会

暮
ら
し
を
し
て
き
た
カ
ー
ル
さ
ん
だ
が
、

竹
所
に
一
目
惚
れ
し
て
し
ま
っ
た
。

早
速
カ
ー
ル
さ
ん
は
、
外
国
人
で
も

土
地
が
買
え
る
の
か
、
調
べ
て
行
動
を

起
こ
し
た
。
地
元
の
人
に
も
、
受
け
入

れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
相
談
を
し
た
と

い
う
。

﹁
自
宅
の
土
地
は
、
ま
あ
、
家
は
ボ

ロ
ボ
ロ
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
あ
ん
ま

り
安
く
て
﹃
０
が
１
つ
足
り
な
い
の
か

な
？
﹄
と
思
う
ほ
ど
で
し
た
。

ド
イ
ツ
に
帰
っ
た
と
き
﹃
日
本
で
土

地
を
買
っ
た
﹄
と
言
っ
た
ら
、
日
本
の

土
地
が
も
の
す
ご
く
高
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
妻
は
﹃
私
の
こ
と
を
殺
す
﹄
と

言
い
ま
し
た
。
で
も
、
私
が
買
っ
た
値

段
を
言
っ
て
、
竹
所
に
足
を
運
ん
で
自

分
の
目
で
確
か
め
た
ら
、
彼
女
も
す
ご

く
気
に
入
っ
た
。
良
い
買
い
物
を
し
た

と
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
よ
﹂

﹁
双
鶴
庵
﹂
と
名
づ
け
た
自
宅
も
古

民
家
を
再
生
し
た
も
の
だ
が
、
購
入
し

た
当
時
の
写
真
を
見
る
と
、
な
ん
て
無

謀
な
計
画
を
し
た
の
か
と
驚
く
ほ
ど
だ

が
、
カ
ー
ル
さ
ん
に
は
﹁
磨
け
ば
光
る

原
石
﹂
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
の
だ
。

﹁
双
鶴
庵
﹂
再
生

﹁
入
母
屋
だ
っ
た
屋
根
の
形
を
兜
に

し
て
、
茅
葺
き
に
し
ま
し
た
。

私
が
こ
こ
に
来
た
と
き
は
、
地
元
の

人
た
ち
は
、
多
分
１
年
ぐ
ら
い
で
逃
げ

出
す
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
﹃
あ

ん
な
に
お
金
を
か
け
て
茅
葺
き
に
し

て
﹄
と
ビ
ッ
ク
リ
し
た
み
た
い
で
す
﹂

ド
イ
ツ
で
も
、
北
の
ほ
う
は
茅
も
採

れ
る
か
ら
、
茅
葺
き
の
民
家
も
あ
る
。

囲
炉
裏
で
火
を
焚
か
な
い
と
茅
葺
き
屋

根
が
う
ま
く
維
持
で
き
な
い
、
と
日
本

で
は
思
わ
れ
て
い
る
が
﹁
そ
ん
な
こ
と

は
な
い
﹂
と
カ
ー
ル
さ
ん
。
ド
イ
ツ
で

双鶴庵の外観（右ページも）
とキッチン。
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は
煙
突
つ
き
の
暖
炉
だ
っ
た
が
、
茅
葺

き
屋
根
の
保
存
に
は
何
の
問
題
も
な
か

っ
た
そ
う
だ
。

﹁
茅
か
ら
水
分
が
取
れ
れ
ば
い
い
ん

で
す
。
腐
る
の
は
、
水
分
が
溜
ま
っ
て

い
る
か
ら
。
そ
れ
を
乾
燥
さ
せ
て
や
れ

ば
い
い
ん
で
す
。
み
ん
な
、
囲
炉
裏
が

な
い
か
ら
、
私
の
家
の
こ
と
を
心
配
し

ま
す
。
で
も
大
丈
夫
で
す
。
昔
は
煙
っ

て
大
変
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

天
井
は
張
っ
て
い
な
く
て
、
茅
が
剥

き
出
し
。
空
気
は
常
に
抜
け
て
い
る
ん

で
す
が
、
一
番
厚
い
所
で
80
b
も
あ
り

ま
す
か
ら
、
緩
や
か
に
抜
け
る
だ
け
で

ま
っ
た
く
寒
く
な
い
し
、
湿
気
が
溜
ま

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂

カ
ー
ル
さ
ん
が
修
復
す
る
建
物
は
、

必
ず
断
熱
材
を
入
れ
、
ほ
と
ん
ど
に
床

暖
房
を
採
用
す
る
そ
う
だ
。
だ
か
ら
、

茅
葺
き
で
も
、
ち
っ
と
も
寒
い
思
い
は

し
な
い
と
い
う
。

昔
の
ド
イ
ツ
で
は
茅
葺
き
は
貧
乏
人

の
屋
根
の
葺
き
方
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、

今
は
見
直
さ
れ
て
、
と
て
も
流
行
っ
て

い
る
。
今
の
日
本
で
は
非
常
に
高
価
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は

そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
と
い
う
。

﹁
ハ
ン
ブ
ル
グ
に
日
本
の
大
工
さ
ん

を
連
れ
て
行
っ
て
茶
室
を
つ
く
っ
た
ん

で
す
が
、
茅
葺
き
で
や
り
ま
し
た
。
そ

の
と
き
は
意
外
と
安
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
自
分
の
家
を
日
本
で
茅
葺
き

に
す
る
と
き
に
、
見
積
も
り
を
見
て
ビ

ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
大
き
さ
に
も
よ
り

ま
す
が
、
去
年
や
っ
た
家
は
６
０
０
万

円
か
か
り
ま
し
た
。

茅
葺
き
は
火
事
に
な
る
か
ら
と
い
っ

て
、
許
可
が
下
り
な
い
地
域
も
あ
り
ま

す
。
昔
は
や
っ
ぱ
り
、
地
震
よ
り
火
事

の
ほ
う
が
恐
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
え
。

で
も
、
実
際
に
は
そ
ん
な
に
簡
単
に
燃

え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
漏

電
と
か
囲
炉
裏
の
火
が
飛
ん
で
、
と
い

う
要
因
が
あ
り
ま
し
た
が
、
設
備
も
良

く
な
っ
て
い
る
し
火
も
使
い
ま
せ
ん
か

ら
大
丈
夫
﹂

吹
き
抜
け
の
大
空
間
に
伸
び
る
キ
ャ

ッ
ト
ウ
ォ
ー
ク
を
歩
く
と
、
梁
が
露

あ
ら
わ

し

に
な
っ
た
小
屋
裏
が
間
近
に
見
え
る
。

茅
が
音
を
吸
収
す
る
の
で
、
話
し
声
も

柔
ら
か
く
な
る
。
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
な

量
の
自
然
素
材
を
目
の
前
に
す
る
と
、

敬
虔
な
気
持
ち
と
と
も
に
安
心
感
や
安

ら
ぎ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

カ
ー
ル
さ
ん
が
古
民
家
再
生
を
通
し

て
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
見
せ
び
ら
か

す
こ
と
で
は
な
く
、
豊
か
さ
を
感
じ
る

心
を
取
り
戻
す
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

い
っ
た
ん
す
べ
て
を
解
体
し
て
、
骨

組
み
が
組
み
直
さ
れ
る
。
骨
組
み
や
再

試
用
で
き
る
木
部
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど

新
し
く
す
る
と
い
う
。
壁
に
は
構
造
の

補
強
の
た
め
に
筋
交
い
を
施
し
、
断
熱

性
能
を
上
げ
る
た
め
に
断
熱
材
、
防
湿

シ
ー
ト
を
入
れ
る
。

実
は
外
壁
側
に
見
え
て
い
る
柱
は
ツ

ケ
柱
。
昔
は
室
内
側
は
竹
小
舞
を
入
れ

た
土
壁
で
、
外
壁
側
に
板
材
を
張
っ
た
。

そ
れ
が
全
部
で
５
b
ぐ
ら
い
し
か
な
か

っ
た
か
ら
寒
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

﹁
今
は
、
厚
さ
10
b
の
断
熱
材
を
入

れ
て
い
る
か
ら
、
壁
厚
は
20
b
ぐ
ら
い

あ
り
ま
す
。
柱
が
直
径
15
b
し
か
な
い

か
ら
、
外
か
ら
見
え
る
柱
は
ツ
ケ
柱
に

し
て
い
る
ん
で
す
﹂

壁
が
薄
く
て
も
、
雪
が
断
熱
材
に
な

る
の
で
、
雪
が
降
れ
ば
多
少
は
暖
か
か

っ
た
そ
う
だ
。

﹁
こ
の
家
は
そ
も
そ
も
、
た
い
し
た

家
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
庄
屋
の
家

と
か
、
も
っ
と
立
派
な
家
は
た
く
さ
ん

あ
る
。
で
も
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
、
こ

れ
ぐ
ら
い
に
は
な
る
。
そ
の
こ
と
を
、

み
ん
な
に
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
﹂

と
カ
ー
ル
さ
ん
。
ほ
ん
の
少
し
の
空

間
を
生
か
し
て
、
ロ
フ
ト
の
寝
室
の
そ

ば
に
ト
イ
レ
を
つ
く
っ
た
り
、
バ
ス
ル

ー
ム
に
も
床
暖
房
を
入
れ
て
、
冬
場
で

も
快
適
な
暮
ら
し
が
営
め
る
よ
う
に
工

夫
を
し
て
い
る
。

建
設
当
時
は
ま
だ
ド
イ
ツ
に
住
ん
で

い
た
か
ら
、
別
荘
の
つ
も
り
で
つ
く
っ

た
家
。
だ
か
ら
、
キ
ッ
チ
ン
も
少
し
簡

易
的
だ
し
、
冷
蔵
庫
も
小
さ
す
ぎ
た
。

階
段
も
急
す
ぎ
る
︱
こ
う
い
っ
た
反
省

点
は
あ
る
も
の
の
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ

さ
ん
も
カ
ー
ル
さ
ん
も
﹁
双
鶴
庵
﹂
で

の
暮
ら
し
を
楽
し
ん
で
い
る
。

自
宅
の
﹁
双
鶴
庵
﹂
で
実
績
を
つ
く

っ
た
カ
ー
ル
さ
ん
は
、
竹
所
に
お
け
る

２
軒
目
の
古
民
家
再
生
を
手
掛
け
る
こ

と
に
な
る
。
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竹
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

外
壁
の
色
か
ら
イ
エ
ロ
ー
ハ
ウ
ス
と

名
づ
け
ら
れ
た
家
は
、
築
２
０
０
年
程

経
っ
た
竹
所
最
後
の
茅
葺
き
民
家
で
、

こ
こ
も
か
な
り
傷
ん
だ
状
態
だ
っ
た
。

﹁
目
の
前
で
貴
重
な
家
が
朽
ち
果
て

て
い
く
の
を
、
ど
う
し
て
も
放
っ
て
お

け
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
に
か
く
残
し
た

い
と
思
っ
た
﹂

カ
ー
ル
さ
ん
は
あ
と
の
こ
と
は
あ
ま

り
考
え
ず
に
、
買
い
取
っ
て
２
軒
目
の

再
生
に
取
り
組
む
。

手
入
れ
の
こ
と
も
考
え
て
、
茅
葺
き

で
は
な
く
鉄
平
石
を
屋
根
材
に
選
ん
だ
。

常
駐
で
な
い
と
、
冬
場
は
茅
が
凍
っ
て

ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

幸
い
イ
エ
ロ
ー
ハ
ウ
ス
は
、
東
京
に

住
む
人
に
気
に
入
ら
れ
て
、
新
し
い
持

ち
主
が
決
ま
っ
た
。
今
は
月
に
２
回
の

ペ
ー
ス
で
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
将
来

は
引
っ
越
し
て
く
る
つ
も
り
だ
と
い
う
。

イ
エ
ロ
ー
ハ
ウ
ス
を
売
る
と
き
に
、

カ
ー
ル
さ
ん
が
言
っ
た
の
は
、

﹁
古
い
も
の
を
大
切
に
し
て
い
く
と
い

う
価
値
観
を
、
こ
の
竹
所
か
ら
発
信
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
﹂

と
い
う
一
言
だ
っ
た
と
か
。

か
つ
て
38
軒
あ
っ
た
集
落
ま
で
戻
す

こ
と
は
無
理
で
も
、
あ
と
５
、
６
軒
は

つ
く
り
た
い
と
い
う
カ
ー
ル
さ
ん
。
竹

所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
命
名
し
て
、
竹
所

を
﹁
古
民
家
再
生
の
里
﹂
に
し
よ
う
と

活
動
を
広
げ
て
い
る
。

そ
の
健
闘
ぶ
り
が
評
価
さ
れ
て
、
２

０
０
７
年
（
平
成
19
）
に
第
２
回
安
吾
賞

の
新
潟
市
特
別
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
れ

は
、
坂
口
安
吾
の
出
身
地
で
あ
る
新
潟

市
が
﹁
世
俗
の
権
威
に
と
ら
わ
れ
ず
に

本
質
を
提
示
し
、
反
骨
と
飽
く
な
き
挑

戦
者
魂
の
安
吾
精
神
を
発
揮
す
る
現
代

の
安
吾
に
光
を
当
て
た
い
﹂
と
し
て
２

０
０
６
年
（
平
成
18
）
に
設
立
し
た
賞
だ
。

で
も
、
今
の
と
こ
ろ
竹
所
に
住
ん
で

く
れ
る
の
は
東
京
の
人
か
、
新
潟
で
も

町
な
か
の
人
。
地
元
の
人
は
、
古
民
家

に
は
ま
だ
抵
抗
感
が
あ
る
と
い
う
。
そ

れ
で
も
カ
ー
ル
さ
ん
は
、
歴
史
を
刻
ん

だ
素
晴
ら
し
い
部
材
が
、
快
適
に
暮
ら

せ
る
住
ま
い
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ

と
を
実
証
し
な
が
ら
、
﹁
古
い
も
の
を

大
切
に
し
て
い
く
と
い
う
価
値
観
﹂
を

発
信
し
て
い
く
つ
も
り
だ
。

竹
所
の
魅
力
は
水

﹁
竹
所
に
私
が
来
た
と
き
に
は
９
軒

し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
ん

な
、
空
き
家
。
も
っ
と
生
活
に
便
利
な

所
に
引
っ
越
し
て
い
っ
た
。
引
っ
越
し

た
の
は
、
除
雪
車
が
く
る
低
い
土
地
に

住
む
ほ
う
が
便
利
だ
か
ら
。

で
も
、
35
年
程
前
に
古
い
民
家
を
捨

て
て
引
っ
越
し
た
の
に
、
自
分
の
家
の

水
が
一
番
お
い
し
い
と
言
っ
て
、
新
し

い
家
に
パ
イ
プ
で
水
を
引
い
て
い
る
ん

で
す
ね
。

守るものと生まれ変わるもの

水
は
生
活
に
一
番
大
切
な
も
の
で
し

た
。
だ
か
ら
、
昔
は
湧
き
水
に
し
ろ
、

井
戸
水
に
し
ろ
、
水
の
あ
る
場
所
に
家

を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。
竹
所
は
水
が
豊

か
な
場
所
で
す
。
そ
の
こ
と
は
飲
み
水

や
生
活
に
必
要
な
水
に
困
ら
な
い
と
い

う
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

水
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
食
べ
物

も
あ
る
し
、
動
物
も
い
る
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
は
、
生
き
物
を
養
う
豊
か
さ
が
あ

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

安
心
で
き
る
の
で
し
ょ
う
﹂

春
に
な
っ
た
ら
、
村
に
あ
る
何
百
年

も
前
か
ら
の
湧
き
水
の
所
を
石
積
み
に

す
る
と
い
う
。
今
は
、
塩
ビ
管
で
引
い

て
く
る
だ
け
の
味
気
な
い
仕
組
み
を
、

少
し
で
も
風
情
の
あ
る
も
の
に
変
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。
竹
所
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た

カ
ー
ル
さ
ん
の
働
き
が
少
し
ず
つ
み
ん

な
に
も
伝
わ
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

再
生
へ
の
思
い

﹁
私
が
買
っ
た
と
き
の
値
段
を
考
え

る
と
、
土
地
に
も
家
に
も
価
値
が
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
解
体
す
る
と
お
金
が
か
か

る
け
れ
ど
、
誰
か
が
買
う
と
処
分
で
き

る
か
ら
好
都
合
、
と
思
っ
て
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
﹂

建
築
家
た
ち
は
、
新
し
い
作
品
を
つ

く
り
た
い
か
ら
、
﹁
壊
し
た
ほ
う
が
い

い
﹂
と
言
う
し
、
大
工
た
ち
も
修
繕
と

右のバスルームとトイレは１階の半地下にある。
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い
う
汚
い
仕
事
よ
り
、
新
し
い
仕
事
の

ほ
う
が
早
く
で
き
る
し
、
き
れ
い
だ
し
、

良
い
と
思
っ
て
い
る
。

﹁
大
工
さ
ん
と
は
い
つ
も
闘
い
﹂
と

言
う
カ
ー
ル
さ
ん
。
古
い
柱
の
一
部
で

も
腐
っ
て
い
た
ら
、
す
ぐ
に
全
部
新
し

く
し
よ
う
と
す
る
。
本
当
は
日
本
は
世

界
中
で
一
番
、
木
を
接
ぐ
技
術
を
持
っ

て
い
て
、
傷
ん
だ
所
を
何
度
も
接
ぎ
な

が
ら
使
い
続
け
て
い
た
。
地
震
が
あ
る

国
な
の
に
平
気
で
１
０
０
年
ぐ
ら
い
は

保
た
せ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
今

の
大
工
は
や
ろ
う
と
し
な
い
か
ら
、
若

い
大
工
と
組
む
ほ
う
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
精

神
が
あ
っ
て
い
い
と
い
う
。

﹁
残
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
面
倒
く

さ
い
か
ら
、
大
工
さ
ん
た
ち
が
﹃
新
し

く
し
た
ほ
う
が
安
い
で
す
よ
﹄
と
言
う
。

安
い
わ
け
が
な
い
で
し
ょ
う
。
昔
と

今
じ
ゃ
、
材
料
の
質
が
全
然
違
う
。
同

じ
レ
ベ
ル
の
も
の
が
欲
し
か
っ
た
ら
、

い
く
ら
お
金
を
積
ん
で
も
そ
ろ
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
本
当
に
勿
体
な
い
。

プ
レ
カ
ッ
ト
さ
れ
て
き
て
組
み
立
て

る
だ
け
の
家
は
、
技
術
が
い
ら
な
い
か

ら
今
の
ま
ま
だ
と
大
工
さ
ん
の
仕
事
も

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
古
い
も
の

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
直
す
た
め
に
技
術

も
守
ら
れ
る
ん
で
す
﹂

ド
イ
ツ
に
は
文
化
財
で
な
く
て
も
、

記
念
物
と
し
て
残
そ
う
と
い
う
法
律
が

あ
る
と
い
う
。
将
来
の
思
い
出
の
た
め

に
残
そ
う
、
と
い
う
も
の
で
、
１
０
０

年
以
上
経
っ
た
建
物
を
壊
し
て
は
い
け

な
い
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
維
持
す
る

た
め
の
修
繕
費
な
ど
は
国
か
ら
支
援
さ

れ
る
。
日
本
に
は
、
ド
イ
ツ
と
違
っ
て
、

景
観
を
守
る
た
め
に
建
物
を
規
制
す
る

法
律
が
な
い
か
ら
、
個
人
の
自
由
で
壊

さ
れ
て
し
ま
う
。

﹁
田
舎
に
行
け
ば
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
い

て
、
こ
う
い
う
古
民
家
を
５
０
０
万
円

ぐ
ら
い
で
売
っ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
風
が
吹
け
ば
煤
が
落
ち
る

し
、
水
ま
わ
り
は
ま
と
も
に
使
え
な
い

し
、
寒
い
か
ら
、
奥
さ
ん
は
１
回
来
た

ら
も
う
来
ま
せ
ん
。
男
の
人
は
お
酒
を

飲
ん
で
騒
げ
ば
楽
し
い
け
ど
ね
。
だ
か

ら
、
い
く
ら
安
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

ん
な
古
民
家
を
買
っ
て
も
、
別
荘
と
し

て
も
使
え
な
い
ん
で
す
。

ち
ゃ
ん
と
直
せ
ば
、
や
は
り
３
０
０

０
万
円
ぐ
ら
い
は
か
か
り
ま
す
。
で
も
、

み
ん
な
が
価
値
を
認
め
る
よ
う
な
良
い

家
に
し
な
く
て
は
、
住
む
気
に
な
れ
な

い
し
意
味
が
な
い
ん
で
す
﹂

決
ま
り
事
は
な
い

日
本
で
は
開
口
部
が
大
き
い
た
め
に

筋
交
い
は
入
れ
な
い
で
、
梁
よ
り
上
の

所
の
構
造
で
も
た
せ
る
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
た
。
日
本
は
障
子
を
開
け
放
つ

と
、
す
ぐ
庭
。
自
然
と
一
体
と
な
っ
て

暮
ら
し
て
い
た
の
だ
が
、
夏
を
意
識
す

る
あ
ま
り
、
冬
の
こ
と
は
あ
ま
り
顧
み

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
断
熱
の
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
冬
の

寒
さ
は
我
慢
す
る
も
の
だ
っ
た
。

ド
イ
ツ
で
は
、
開
口
部
か
ら
熱
が
逃

げ
る
の
を
少
し
で
も
防
ご
う
と
、
サ
ッ

シ
が
工
夫
さ
れ
て
い
っ
た
。
オ
フ
ィ
ス

に
使
わ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
製
の
ペ
ア
ガ

ラ
ス
サ
ッ
シ
は
、
２
枚
の
ガ
ラ
ス
の
内

側
に
桟
が
入
っ
て
い
る
か
ら
、
掃
除
が

し
易
い
。

日
本
で
は
、
木
製
サ
ッ
シ
は
防
火
の

問
題
で
、
町
中
で
は
使
え
な
い
。
だ
か

ら
、
味
気
な
い
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
を
使
う

こ
と
に
な
る
が
、
断
熱
性
能
が
木
よ
り

劣
る
か
ら
、
ペ
ア
ガ
ラ
ス
で
も
結
露
す

る
。
ド
イ
ツ
は
逆
に
、
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ

は
特
殊
な
も
の
で
、
高
い
の
だ
と
い
う
。

ま
た
ド
イ
ツ
に
は
既
製
品
が
な
く
、

サ
ッ
シ
も
全
部
特
注
。
み
ん
な
が
自
由

に
家
を
つ
く
る
か
ら
、
規
格
サ
イ
ズ
が

な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
背
景
を
持

っ
た
カ
ー
ル
さ
ん
の
設
計
は
、
決
ま
り

事
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

﹁
私
は
風
水
の
こ
と
は
何
も
わ
か
ら

な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ト
イ
レ
を
ど
こ
に

つ
く
っ
て
換
気
を
ど
う
す
る
か
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
の
家
づ
く
り

に
と
っ
て
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
っ
た

ん
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
力
で
や

ら
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
か
ら
。
今

は
、
電
力
な
ど
を
使
っ
て
換
気
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か

ら
、
昔
ほ
ど
制
約
を
感
じ
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

私
は
日
本
の
古
民
家
に
先
入
観
が
な

い
の
で
、
水
ま
わ
り
も
間
取
り
も
自
由

38

上の写真は再生前の事務所棟外観。本当にボロボロだ。
左ページは、事務所棟。カールさんのオフィスは迫力満点。採用している窓は
ドイツ製のペアガラス木製サッシ。桟がペアガラスの間に挟まっていて、掃除
がしやすい。
下の写真は、再生前の双鶴庵。キッチンにいるのはカールさんのパートナー
クリスティーナさん。



に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
本
人

が
も
し
、
古
民
家
の
再
生
を
や
っ
た
ら
、

ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
を
つ
く
る
で
し

ょ
う
。

古
民
家
の
骨
組
み
は
、
今
で
は
も
う

手
に
入
ら
な
い
材
料
だ
し
、
時
間
が
経

っ
て
得
ら
れ
た
経
年
変
化
の
味
わ
い
は
、

新
し
い
材
料
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
。

だ
か
ら
、
大
切
に
し
な
く
て
は
い
け
な

い
の
は
骨
組
み
。
人
間
と
同
じ
で
、
骨

組
み
が
ダ
メ
に
な
っ
た
ら
家
は
お
し
ま

い
で
す
。
骨
組
み
さ
え
残
せ
ば
、
あ
と

は
み
ん
な
変
え
て
も
い
い
。

ほ
か
の
部
分
は
、
今
の
暮
ら
し
に
合

っ
た
よ
う
に
、
直
し
て
い
け
ば
い
い
ん

で
す
。
特
に
水
ま
わ
り
は
毎
日
使
う
も

の
だ
し
、
機
能
的
で
な
い
と
快
適
な
暮

ら
し
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
番
、
改
善
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
部
分
で
す
ね
﹂

残
す
べ
き
も
の
は
残
し
、
そ
の
人
ら

し
い
暮
ら
し
を
快
適
に
営
む
た
め
の
機

能
は
新
し
く
す
る
。
当
た
り
前
の
よ
う

だ
が
、
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は

な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
こ
と
を
し
て

く
れ
る
か
ら
、
カ
ー
ル
さ
ん
に
は
世
界

中
か
ら
仕
事
の
依
頼
が
く
る
の
だ
ろ
う
。

エ
コ
も
バ
ラ
ン
ス

﹁
地
元
の
土
を
使
っ
た
土
壁
も
い
い

で
す
が
、
あ
ん
ま
り
断
熱
効
果
が
高
く

な
い
ん
で
す
。
た
だ
防
寒
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
は
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
こ
と
を
考
え
て
断
熱
に
工
夫
を
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ド
イ
ツ
で
は
25
年
ほ
ど
ま
え
か
ら
研

究
さ
れ
て
い
て
、
個
人
の
家
で
も
実
際

に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
熱
利
用

を
し
て
み
た
い
ん
で
す
。
こ
れ
を
稼
働

す
る
の
に
電
力
が
か
か
り
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
電
気
使
用
量
が
３
分
の
１
ぐ
ら

い
で
済
み
ま
す
。
日
本
は
火
山
国
で
、

温
泉
が
ど
こ
で
で
も
出
る
ん
だ
か
ら
、

利
用
し
な
い
手
は
な
い
で
し
ょ
う
﹂

と
カ
ー
ル
さ
ん
は
新
し
い
取
り
組
み

に
意
欲
的
だ
。

日
本
で
は
、
何
か
や
ろ
う
と
す
る
と
、

す
ぐ
に
﹁
予
算
が
な
い
か
ら
﹂
と
言
わ

れ
る
け
れ
ど
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
関
心
が

集
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
や
り
始
め
た
ら

早
い
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
。

断
熱
材
の
こ
と
も
、
カ
ー
ル
さ
ん
が

始
め
た
こ
ろ
は
入
れ
な
い
の
が
当
た
り

前
だ
っ
た
が
、
今
で
は
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
し
、
窓
ガ
ラ
ス
も
だ
ん
だ

ん
ペ
ア
ガ
ラ
ス
が
標
準
に
な
っ
て
き
た
。

カ
ー
ル
さ
ん
に
、
自
分
の
家
が
こ
れ

か
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
保
つ
と
思
う
か
聞
い

て
み
た
。

﹁
木
の
部
分
は
ず
っ
と
大
丈
夫
で
し

ょ
う
。
基
礎
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
だ
か
ら
、

80
年
ぐ
ら
い
。
で
も
、
基
礎
は
ジ
ャ
ッ

キ
ア
ッ
プ
し
て
や
り
直
せ
ば
い
い
ん
だ

か
ら
、
ま
だ
ま
だ
何
百
年
も
使
え
る
は

ず
で
す
。

ド
イ
ツ
で
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
０
ハ
ウ
ス

が
流
行
っ
て
い
ま
す
が
、
カ
ッ
コ
悪
い

ん
で
す
よ
。
屋
根
に
は
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ

ル
を
並
べ
て
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
や

は
り
バ
ラ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
エ

コ
ロ
ジ
ー
と
美
し
さ
と
経
済
性
と
。

手
を
入
れ
な
が
ら
何
百
年
も
使
う
た

め
に
は
、
価
値
を
認
め
て
大
事
に
す
る

こ
と
が
大
切
。
そ
れ
に
は
、
や
は
り
美

し
い
こ
と
も
重
要
な
要
素
な
ん
で
す
﹂

国
土
交
通
省
の
調
査
で
は
日
本
の
住

宅
の
平
均
寿
命
は
26
年
。
そ
れ
を
少
な

く
と
も
１
０
０
年
に
伸
ば
す
こ
と
は
、

環
境
や
資
源
の
視
点
か
ら
も
有
意
義
な

こ
と
だ
。

そ
し
て
何
よ
り
も
﹁
使
い
捨
て
文
化
﹂

に
慣
ら
さ
れ
、
自
国
の
文
化
す
ら
捨
て

去
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
、
カ
ー
ル
さ

ん
は
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
た
。

愛
着
を
持
ち
つ
つ
、
使
い
な
が
ら
維

持
し
て
い
く
住
ま
い
を
つ
く
る
に
は
、

今
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
適
し
た
機
能

と
、
変
わ
ら
ず
守
る
も
の
を
共
存
さ
せ

れ
ば
い
い
。

家
と
生
業
が
切
り
離
さ
れ
た
時
代
に
、

多
く
の
暮
ら
し
手
は
、
便
利
を
善
し
と

し
て
都
会
に
出
て
行
っ
た
。
古
民
家
は
、

守
る
べ
き
価
値
が
あ
る
も
の
と
は
思
わ

れ
ず
に
う
ち
捨
て
ら
れ
た
の
だ
。

今
、
美
と
持
続
性
が
融
合
し
た
姿
と

し
て
再
び
古
民
家
が
注
目
を
浴
び
て
い

る
。
こ
れ
を
単
な
る
風
潮
と
し
て
終
わ

ら
せ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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床
の
間
は
舞
台
装
置

日
本
住
宅
公
団
（
現
・
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生

機
構
）

な
ど
が
つ
く
っ
て
き
た
集
合
住
宅

と
い
う
の
は
、
﹁
ど
う
す
る
と
都
市
に

集
ま
っ
て
住
め
る
か
﹂
と
い
う
役
割
の

た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ

が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
戸
建
て
住
宅
が
で
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山口昌伴
やまぐちまさとも

建築家・道具学会会長

1937年大阪府八尾生まれ、京都育ち。岡山、彦根を経て東
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主な著書に『台所の一万年』（農文協 2006）『水の道具史』
（岩波新書 2006）『ちょっと昔の道具から見なおす住まい方』
（王国社 2008）

今の住まいは

戦後の住宅難解消のために生まれた

集合住宅に影響を受けすぎている

と山口昌伴さん。

土間を再評価して通り庭をつくったり、

軒の出を深くしてベランダに風呂をつくったりすることで、

暮らし方も、水とのつき合い方も、

もっと豊かに変えることができるとも言います。

頭を柔らかくして、もう一度、住まいの水まわり設計を見直してみましょう。

イラスト：『ちょっと昔の道具から見なおす住まい方』
（王国社2008）表紙より

き
ち
ゃ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大
き

く
見
る
と
失
敗
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
水
ま
わ
り
を
ど
う
す
る
か
と

い
っ
て
も
、
最
初
か
ら
間
違
っ
て
い
る

か
ら
、
根
本
的
に
考
え
直
さ
な
い
と
小

手
先
で
ど
う
こ
う
し
よ
う
た
っ
て
話
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

ド
イ
ツ
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
直

後
に
戦
後
の
復
興
と
い
う
こ
と
で
住
む

所
が
い
る
と
い
っ
て
、
つ
く
っ
た
の
が

現
在
の
集
合
住
宅
の
原
型
に
な
っ
た
の

は
、
不
幸
な
話
。
そ
の
狭
小
住
戸
の
壁

と
壁
の
間
に
棚
板
を
何
段
も
渡
し
て
シ

ン
ク
を
落
と
し
込
ん
だ
り
小
扉
を
つ
け

た
の
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
キ
ュ
ッ

へ
、
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
の
原
型
な
ん

で
す
よ
、
そ
れ
を
日
本
で
ア
リ
ガ
タ
が

っ
て
る
の
も
ヘ
ン
で
す
。

日
本
も
そ
う
で
す
よ
。
初
期
の
公
団

の
２
Ｄ
Ｋ
が
12
坪
。
倍
ぐ
ら
い
の
広
さ

か
ら
始
め
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
桁
が

違
っ
て
い
た
と
い
う
か
。
た
だ
当
時
は
、

あ
ん
な
も
の
で
も
高
嶺
の
花
で
、
抽
選

に
当
た
っ
た
ら
大
喜
び
と
い
う
貧
し
い

時
代
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

（
上
の
図：

自
著
の
イ
ラ
ス
ト
を
見
な
が
ら
）

こ
の
本
の
表
紙
に
使
っ
て
あ
る
イ
ラ

ス
ト
は
、
東
京
・
佃
島
に
あ
っ
た
棟
割

長
屋
の
間
取
り
で
す
。
玄
関
の
土
間
に

上
が
り
框
が
つ
い
て
い
て
、
入
る
と
二

畳
の
前
室
が
あ
っ
て
六
畳
の
座
敷
が
あ

る
。
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
家
に
一
畳
の

床
の
間
が
あ
る
。
二
畳
の
前
室
に
は
、

普
段
は
卓
袱
台
が
置
い
て
あ
っ
て
、
家

族
が
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
。
お
客
さ
ん

が
来
る
と
、
卓
袱
台
の
足
を
折
っ
て
片

付
け
た
。
そ
の
た
め
に
卓
袱
台
と
い
う

の
は
脚
が
折
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

た
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
家
が
舞
台
。
お
客
を
迎
え

る
と
い
う
大
芝
居
を
演
ず
る
舞
台
に
は
、

普
段
用
の
卓
袱
台
が
出
て
き
た
ら
ツ
ヤ

消
し
。
そ
れ
で
、
大
正
時
代
に
卓
袱
台

が
一
気
に
普
及
す
る
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
が
、
大
正
期
の
家
を

見
て
い
く
と
わ
か
っ
て
く
る
。
だ
っ
て
、

何
で
脚
折
れ
の
卓
袱
台
が
、
日
本
の
住

宅
の
原
風
景
み
た
い
に
定
着
し
た
ん
だ

ろ
う
っ
て
、
不
思
議
で
し
ょ
。
都
市
に

人
口
が
集
ま
っ
て
き
て
、
こ
ん
な
狭
い

家
に
住
ま
ざ
る
を
得
な
い
、
だ
け
ど
お

客
さ
ん
が
来
た
と
き
に
は
こ
こ
で
挨
拶

を
し
て
、
床
の
間
の
前
に
座
ら
せ
な
い

と
、
も
て
な
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
風
に
、
間
取
り
と
い
う
の
が

で
き
て
い
た
ん
で
す
。

こ
の
長
屋
に
住
ん
で
い
た
人
を
捜
し

出
し
て
、
話
を
聞
い
た
ん
で
す
よ
。
町

の
ほ
う
で
水
道
屋
さ
ん
を
や
っ
て
い
た
。

昼
飯
を
食
い
な
が
ら
当
時
の
話
を
聞
い

た
ん
だ
け
ど
、
子
供
が
13
人
い
た
ん
だ

っ
て
言
う
。
親
を
入
れ
た
ら
15
人
も
の

人
間
が
、
こ
こ
に
寝
泊
ま
り
し
て
い
た

ん
だ
か
ら
す
ご
い
ね
。

お
客
さ
ん
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い

前
も
っ
て
来
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

故
郷
で
は
親
が
庄
屋
か
な
ん
か
や
っ
て

い
て
、
隣
村
の
人
ま
で
来
た
ら
し
い
。
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﹁
あ
そ
こ
の
息
子
は
東
京
に
行
っ
て
る
﹂

っ
て
。
子
供
た
ち
の
う
ち
で
挨
拶
が
で

き
る
子
は
、
こ
こ
で
も
っ
て
挨
拶
を
し

て
ね
、
こ
っ
ち
を
通
っ
て
裏
か
ら
逃
げ

て
、
近
所
の
家
に
行
っ
て
お
客
が
帰
る

ま
で
遊
ん
で
い
る
。
場
合
に
よ
っ
ち
ゃ
、

夕
飯
ま
で
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
り
し
て

ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
家
だ
っ

た
し
、
近
所
付
き
合
い
だ
っ
た
。
そ
の

間
、
お
客
さ
ん
は
床
の
間
を
前
に
し
て

一
献
傾
け
た
り
し
て
ね
。
そ
う
い
う
演

出
が
で
き
た
っ
て
こ
と
。

二
畳
と
六
畳
、
ふ
た
間
し
か
な
い
の

に
ま
る
ま
る
一
畳
の
床
の
間
！
　
今
な

ら
そ
ん
な
無
茶
な
、
と
思
う
け
ど
当
時

は
ち
ゃ
ん
と
客
を
も
て
な
せ
な
け
れ
ば

家
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
玄
関
先
で
追
い
返

し
た
ら
郷

く
に

に
帰
っ
て
何
と
言
わ
れ
る
か

わ
か
ら
な
い
。
床
の
間
が
な
け
れ
ば
タ

コ
部
屋
だ
、
上
京
は
失
敗
だ
っ
た
か
ら

と
、
親
か
ら
﹁
帰
っ
て
来
て
畑
を
ヤ
レ
﹂

と
指
令
が
く
る
。
生
活
の
型
が
住
ま
い

の
型
の
決
め
手
だ
っ
た
。
今
ど
き
の
家

は
型
な
し
、
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

水
ま
わ
り
は
土
間
と
半
屋
外
、
と
い

う
型
も
見
事
に
決
ま
っ
て
ま
す
よ
ね
。

水
を
溜
め
て
使
う
知
恵

昔
、
嫁
取
り
の
仲
人
が
輿
入
れ
先
を

見
分
す
る
の
に
、
水
場
の
遠
さ
と
井
戸

の
深
さ
を
確
か
め
た
そ
う
で
す
。
毎
日

毎
日
の
こ
と
だ
か
ら
、
ほ
ん
の
少
し
の

違
い
で
も
積
み
上
げ
れ
ば
大
き
な
差
に

な
る
。
水
場
の
遠
さ
は
、
手
桶
で
汲
ん

で
き
た
水
を
水

み
ず

甕が
め

に
満
た
す
と
き
の
回

数
に
、
井
戸
の
深
さ
は
、
釣
瓶

つ
る
べ

で
汲
む

回
数
に
如
実
に
出
た
ん
で
す
。

そ
ん
な
に
大
変
な
水
汲
み
だ
っ
た
ら
、

筧
か
け
い

を
掛
け
て
、
山
か
ら
水
を
引
い
た
ら

ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
労
働
を
軽
減

す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
よ
う
な
精
神
性

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

低
い
身
分
の
者
の
生
活
保
障
は
﹁
働

き
者
﹂
か
ど
う
か
で
計
ら
れ
た
の
で
、

怠
け
心
を
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
気
持

ち
が
、
ど
こ
か
で
働
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
精
神
性
も
な
に
も
か
も
、
明

治
時
代
に
水
道
が
で
き
て
各
家
の
中
に

入
っ
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
変

わ
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
初
期
の

こ
ろ
は
そ
れ
ま
で
の
水
の
道
同
様
、
１

軒
に
１
カ
所
、
井
戸
が
あ
っ
た
所
に
水

道
管
を
立
て
て
水
を
汲
ん
で
、
そ
こ
か

ら
運
ん
で
い
っ
て
使
っ
た
と
い
う
一
時

代
が
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
大
正
時
代
の
雛
道
具

に
も
見
ら
れ
ま
す
。
流
し
の
上
に
水
道

の
蛇
口
が
な
い
ん
で
す
よ
。
元
の
井
戸

の
所
に
水
道
を
引
い
て
き
て
、
そ
こ
か

ら
手
桶
で
運
ん
で
使
っ
た
。
そ
れ
が
流

し
の
上
に
蛇
口
が
き
て
し
ま
う
と
、
そ

れ
は
も
う
、
絶
対
に
節
水
な
ん
て
で
き

な
い
わ
け
で
す
よ
。

集
合
住
宅
に
な
る
と
、
高
架
水
槽
に

水
を
溜
め
て
い
ま
す
か
ら
、
１
階
の
人

が
一
番
圧
が
高
く
な
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
１
階
の
人
が
一
番
水
を
浪
費
し
て

い
る
だ
ろ
う
、
と
。

各
家
で
、
水
を
い
っ
た
ん
溜
め
た
ら

い
い
ん
で
す
よ
。
溜
め
て
お
く
間
に
、

水
の
質
を
良
く
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

し
。
だ
か
ら
、
水
は
い
っ
た
ん
溜
め
て

使
う
、
と
い
う
の
は
一
つ
の
選
択
肢
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
災
害

時
に
も
役
立
ち
ま
す
し
ね
。

土
間
の
復
権

次
ペ
ー
ジ
の
イ
ラ
ス
ト
は
集
合
住
宅

に
お
け
る
革
命
的
な
プ
ラ
ン
な
ん
だ
け

ど
、
ま
ず
今
の
集
合
住
宅
に
は
出
入
り

口
が
一
つ
し
か
な
い
。
こ
れ
は
マ
チ
ガ

っ
て
い
る
、
勝
手
口
と
玄
関
に
分
け
る

べ
き
で
す
よ
。

勝
手
口
と
玄
関
と
い
う
の
は
、
全
然

性
格
が
違
う
も
の
で
す
よ
。
玄
関
と
い

う
の
は
、
ま
あ
お
客
様
が
来
た
と
き
の

も
の
。
送
迎
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る

舞
台
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
勝

手
口
と
い
う
の
は
勝
手
な
所
だ
か
ら
。

今では想像もつかないが、目黒区は昭和初期ま
で筍の特産地として知られていた。〈旧栗山家
主屋〉は、「年寄（としより）」という役職の家
柄で、長屋門を構えることを許された格式の家。
目黒ゆかりの竹林が残る〈すずめのお宿緑地公
園〉内に1984年に移築、公開されている。江
戸時代中期の様式で復元保存されており、水甕、
竃がある土間での暮らしが体感できる。
社会科見学はもとより、学芸大学から碑文谷の
〈目黒区古民家〉を経由して西小山辺りまでの
散策路として人気が高い。毎日竃に火が焚かれ、
沸かした湯でお茶がふるまわれている。
撮影協力／目黒区古民家〈旧栗山家主屋〉東京都目黒区碑
文谷3-11-22 問い合わせ：めぐろ歴史資料館　電話03-
3715-3571



選
択
肢
が
あ
れ
ば
面
白
か
ろ
う
、
と
。

例
え
ば
、
座
り
流
し
の
勧
め
。

調
理
と
食
器
洗
い
と
は
ま
っ
た
く
別

の
仕
事
な
ん
で
す
よ
。
水
道
敷
設
前
に

は
、
台
所
の
水
甕
に
水
が
満
た
し
て
あ

っ
た
と
し
て
も
、
用
途
に
合
わ
せ
て
水

場
、
井
戸
端
、
川
端
の
ほ
う
へ
出
向
い

て
行
っ
た
。
泥
つ
き
野
菜
を
洗
い
上
げ

て
切
る
の
は
屋
外
の
水
場
で
済
ま
せ
た

し
、
膳
椀
も
月
に
１
回
ま
と
め
て
井
戸

端
で
洗
い
ま
し
た
。

﹁
台
所
は
動
線
を
短
く
し
ろ
﹂
な
ん

て
つ
ま
ん
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
日
本
で
は
調
理
と
洗
い
も
の
は

本
来
別
の
仕
事
。
だ
か
ら
設
計
自
体
が

間
違
っ
て
い
る
。
西
洋
で
は
そ
う
な
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
シ
ン
ク
を
調

理
台
の
隣
に
は
め
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

間
違
い
設
計
の
キ
ッ
チ
ン
で
水
ま
わ
り

を
ど
う
し
よ
う
、
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
、

い
く
ら
考
え
て
も
答
え
は
出
て
こ
な
い

で
し
ょ
う
。

川
端
で
水
を
使
っ
て
い
る
風
景
、
そ

う
い
う
水
の
場
の
景
色
を
、
そ
う
い
う

目
で
、
日
本
中
で
見
直
し
て
み
る
こ
と

も
大
切
で
す
ね
。
田
舎
の
良
い
所
に
引

っ
越
し
た
の
に
、
都
会
で
苦
し
紛
れ
に

つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
プ
ラ
ン
の
家
で
暮

ら
し
て
い
る
な
ん
て
い
う
皮
肉
も
あ
り

ま
す
し
ね
。

今
は
い
ろ
い
ろ
見
直
し
が
進
ん
で
、

屋
上
庭
園
だ
、
家
庭
菜
園
だ
っ
て
い
う

話
に
は
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ト
イ
レ

の
と
こ
ろ
で
は
あ
ん
ま
り
変
わ
っ
て
い
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そ
れ
を
一
緒
に
す
る
と
い
う
の
は
、
滅

茶
苦
茶
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
今
ど
き

の
玄
関
は
足
の
踏
み
場
ど
こ
ろ
か
、
靴

の
踏
み
場
も
な
い
っ
て
い
う
状
態
。
そ

ん
な
凄
絶
な
所
で
お
客
様
を
お
迎
え
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
コ
ー
ト
だ
っ
て
外
に
出
る
と

き
に
着
替
え
る
わ
け
だ
か
ら
、
何
も
寝

室
の
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
中
に
あ
る
必
要

は
な
い
。
そ
れ
で
玄
関
の
そ
ば
に
﹁
変

装
室
﹂
と
い
う
の
を
こ
し
ら
え
た
ん
で

す
よ
。
要
は
蔵
な
ん
で
す
。

勝
手
口
の
ほ
う
は
土
間
に
し
て
お
け

ば
、
泥
つ
き
の
野
菜
な
ん
か
も
置
い
て

お
け
る
。
キ
ッ
チ
ン
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
が

あ
っ
て
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
は
土
間
の
続
き
。

﹁
土
間
で
飯
を
食
お
う
﹂
と
い
う
プ
ラ

ン
で
す
。
こ
う
考
え
て
い
く
と
、
一
度

も
上
が
ら
な
い
う
ち
に
ベ
ラ
ン
ダ
ま
で

出
ち
ゃ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
通
り
庭
。

こ
れ
で
ベ
ラ
ン
ダ
が
生
き
て
く
る
ん
で

す
よ
。
今
の
ベ
ラ
ン
ダ
は
死
ん
で
い
る
。

な
ぜ
死
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
ク

ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
場
所
が
な
い
。
玄
関

か
ら
す
ぐ
部
屋
に
な
っ
て
履
物
を
脱
ぐ
。

そ
れ
に
し
て
は
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
る
と
き

の
靴
を
脱
い
で
置
い
て
お
く
所
が
な
い

で
し
ょ
。
室
内
に
置
く
と
床
が
汚
れ
る

し
、
ベ
ラ
ン
ダ
外
に
出
し
て
お
く
と
履

物
が
汚
れ
る
。
ベ
ラ
ン
ダ
で
サ
ン
ダ
ル

履
き
で
土
い
じ
り
な
ん
か
す
る
と
足
が

汚
れ
る
け
れ
ど
、
這
っ
て
風
呂
場
ま
で

行
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
空
間
が
考

え
ら
れ
て
い
な
く
て
、
空
間
が
つ
な
が

っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
土
間
が
こ
こ

ま
で
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
、
水
へ
の
考

え
方
も
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。

ベ
ラ
ン
ダ
に
置
く
よ
う
な
屋
外
家
具

な
ん
か
も
、
取
り
込
む
場
所
が
な
い
か

ら
出
し
た
ら
出
し
た
き
り
に
な
る
。
だ

か
ら
外
で
く
つ
ろ
ご
う
な
ん
て
考
え
る

と
、
出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
雨
で
汚
れ

た
家
具
を
き
れ
い
に
し
な
く
ち
ゃ
な
ら

な
い
か
ら
、
一
仕
事
な
ん
で
す
よ
。

風
呂
も
同
様
で
す
。﹁
身
体
を
洗
う
﹂

と
い
う
こ
と
と
、
日
本
人
が
考
え
る

﹁
湯
に
入
る
﹂
こ
と
と
は
違
う
。
身
体

を
洗
う
と
い
う
の
は
、
芋
を
洗
う
の
と

同
じ
。
湯
に
入
る
の
は
、
精
神
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
ベ
ラ

ン
ダ
を
ち
ょ
っ
と
広
く
し
て
岩
風
呂
を

こ
し
ら
え
た
ん
で
す
。

そ
れ
と
軒
の
出
。
建
築
基
準
法
で
１

ｍ
以
上
軒
が
出
て
い
る
と
建
物
面
積
に

含
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
い
う
こ
と

だ
け
で
、
こ
ん
な
大
事
な
空
間
を
日
本

中
こ
ぞ
っ
て
１
ｍ
以
内
に
制
限
し
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
馬
鹿
み
た
い
な
ん

で
す
。
片
持
ち
で
３
ｍ
ぐ
ら
い
出
す
の

は
簡
単
で
す
よ
ね
、
そ
う
す
れ
ば
ず
っ

と
使
い
出
の
あ
る
空
間
が
で
き
る
の
に
。

つ
ま
り
プ
ラ
ン
が
な
い
の
に
水
ま
わ

り
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ

の
プ
ラ
ン
が
狂
っ
て
い
る
の
に
、
水
ま

わ
り
を
描
い
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で

す
。
鼻
歌
ま
じ
り
で
パ
パ
ッ
と
描
い
ち

ゃ
っ
た
ん
で
す
が
ね
、
こ
れ
が
１
０
０

g
で
で
き
る
ん
で
す
よ
。

今
は
ね
、
や
た
ら
に
部
屋
を
仕
切
っ

て
、
結
局
は
モ
ノ
を
で
た
ら
め
に
配
し

て
混
乱
さ
せ
て
い
る
。
ナ
ン
セ
ン
ス
な

ん
で
す
。

プ
ラ
ン
あ
り
き
の
水
ま
わ
り

私
が
所
属
し
て
い
る
道
具
学
会
で
は

﹁
茶
道
﹂
を
拡
大
し
た
﹁
生
活
道
﹂
と

い
う
の
が
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
ん
で

す
が
、
お
茶
の
飲
み
方
一
つ
に
作
法
が

あ
る
な
ら
、
メ
シ
の
食
い
方
に
も
作
法

が
あ
る
。
水
に
も
そ
の
使
い
方
に
作
法

が
あ
っ
て
、
お
茶
事
の
よ
う
に
表
や
裏

が
あ
っ
て
当
然
。
水
栓
一
本
槍
で
な
く
、

通り庭のあるプラン
ちょっと昔の和の住まいは、お座敷（接客演出の舞台）と普段の居どころ（高
床の板の間）、そして働く場としての土間が三分の一ずつを占めていた。その土
間が失われて台所を含めた水づかいの場が失われて不自由な住まいと化した。
土間に置いた椅子・テーブルも活きイキと息を吹き返して見える。本来土間に
置く家具だったから、当然だよなァ、と山口さん。
イラスト：著者のイラストを編集部にて一部修正

ハーブ園

野天風呂

工房

土間食卓

脱衣籠
顔あらい
身あらい（シャワー）
着物あらい（洗濯）

土間台所きもの収納

きもの収納

勝手口

がらくた収納

分別ゴミ

薄型冷蔵庫

着付け変装室
床はタタミ

傘はきもの

見える収納

展示収納

玄関性

小道具蔵

変装室

茶室

閨房

身体衣装洗濯

心神洗濯キッチンガーデン

と
お
り
に
わ

ふ
み
ば
ん

下着・リネン棚



な
い
ね
。
道
具
学
会
で
は
大
阪
で
箱
を

テ
ー
マ
に
会
議
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
で
出
た
話
で
す
が
、
日

本
語
で
普
通
に
﹁
箱
﹂
と
言
っ
た
ら
オ

マ
ル
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。

十
返
舎
一
九
（
１
７
６
５
〜
１
８
３
１
年
）

の
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄（
１
８
０
２
年

享
和
２
）
が
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
す
で

に
江
戸
に
砲
台
が
で
き
て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
の
時
代
と

い
う
の
は
、
日
本
文
化
の
最
後
な
ん
で

す
。
そ
こ
か
ら
50
年
か
そ
こ
ら
で
、
開

国
を
し
て
い
る
。

そ
こ
で
弥
次
喜
多
道
中
の
中
に
ね
、

旅
の
途
中
で
お
し
っ
こ
を
し
て
い
け
っ

て
言
わ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
大
根
３
本

と
引
き
換
え
に
ね
。
当
時
の
日
本
の
ト

イ
レ
は
、
肥
料
庫
だ
っ
た
。
同
じ
こ
ろ

に
西
洋
で
は
近
代
化
だ
っ
て
い
っ
て
ト

イ
レ
の
水
洗
化
を
進
め
て
い
た
。
ど
っ

ち
の
ほ
う
が
文
明
的
か
、
と
私
は
言
い

た
い
で
す
ね
。

ベ
ラ
ン
ダ
で
コ
ン
ポ
ス
ト
穴
を
つ
く

っ
て
、
生
ゴ
ミ
は
そ
こ
に
捨
て
る
。
ト

イ
レ
も
箱
を
使
っ
て
、
そ
の
穴
に
埋
め

る
。
僕
の
育
っ
た
東
京
近
郊
の
家
で
、

僕
は
ご
み
穴
掘
り
係
だ
っ
た
け
れ
ど
、

１
年
で
穴
は
１
つ
。
分
解
す
る
か
ら
、

そ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
ん
で

す
。
庭
は
50
坪
ぐ
ら
い
だ
っ
た
け
れ
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
収
穫
で
き
た
。

﹁
食
べ
ら
れ
る
庭
﹂
で
す
。
木
陰
を
つ

く
る
藤
棚
を
ぶ
ど
う
棚
に
仕
立
て
れ
ば
、

﹁
ワ
イ
ン
が
採
れ
る
空
調
機
﹂
で
し
ょ
。
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だ
か
ら
。
工
夫
次
第
で
す
。
で
き
る
こ

と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
。

僕
は
農
村
出
身
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
東
京
の
近
郊
で
充
分
そ
う
い
う
暮

ら
し
が
で
き
て
い
た
ん
で
す
。

こ
の
ご
ろ
、
通
信
技
術
の
発
達
や
交

通
網
も
発
達
し
て
る
か
ら
、
都
市
に
集

中
し
な
い
で
分
散
し
て
住
む
こ
と
に
も

可
能
性
が
出
て
き
て
い
ま
す
よ
ね
。
で

も
、
﹁
都
市
に
集
ま
っ
て
住
む
﹂
と
い

う
役
割
の
た
め
に
生
ま
れ
た
集
合
住
宅

に
生
ま
れ
育
っ
た
か
ら
、
そ
の
条
件
が

外
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
な
ん
に
も
考
え
ら
れ

な
い
の
ね
。

そ
の
縛
り
を
外
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
な

ん
に
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ど
こ
に
で
も

住
ん
で
い
い
よ
、
と
言
わ
れ
た
と
き
に

ハ
タ
と
困
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
住

む
所
だ
け
で
は
な
く
、
水
ま
わ
り
に
つ

い
て
も
同
じ
で
す
。

我
々
は
洋
館
建
て
を
有
り
難
が
る
け

れ
ど
、
洋
と
い
う
の
は
北
緯
50
度
の
地

域
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
日
本
に
持
っ
て

き
て
モ
デ
ル
に
す
る
な
ん
て
、
馬
鹿
げ

て
ま
す
よ
ね
。
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を

旅
す
る
と
ね
、
や
は
り
金
持
ち
が
北
緯

50
度
の
家
を
建
て
た
が
る
。
本
当
の
大

金
持
ち
は
ク
ー
ラ
ー
が
入
れ
ら
れ
る
か

ら
い
い
。
下
々
は
床
も
ス
ケ
ス
ケ
、
壁

も
ス
ケ
ス
ケ
だ
か
ら
快
適
な
ん
で
す
が
、

小
金
持
ち
は
ク
ー
ラ
ー
を
入
れ
ら
れ
な

い
か
ら
一
番
暑
苦
し
い
。
馬
鹿
の
見
本

で
す
よ
。
日
本
も
同
類
の
馬
鹿
を
重
ね

て
き
た
、
も
う
卒
業
し
ま
し
ょ
う
よ
。

家
業
だ
か
ら
一
緒
に
飯
を
食
う

昔
は
、
使
う
も
の
と
い
ら
な
い
も
の

を
、
季
節
ご
と
に
蔵
か
ら
出
し
入
れ
し

た
。
だ
か
ら
今
の
台
所
の
よ
う
に
収
納

が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
こ
と
に
魅
力

を
感
じ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か

ら
僕
は
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
は
﹁
タ
ン

ス
の
上
に
流
し
を
落
と
し
込
ん
で
い
る

だ
け
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
ね
、
し
ま
う
こ
と
が
不
得

手
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
し
ま
う
と
ね
、

今
の
人
は
﹁
な
く
な
っ
た
﹂
と
認
識
し
、

た
ま
た
ま
開
け
て
見
つ
け
た
と
き
に
は

﹁
発
見
﹂
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
二
度

と
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
出
し
て
お
く
。

だ
か
ら
モ
ノ
が
あ
ふ
れ
て
片
づ
か
な
い
。

蔵
が
あ
っ
た
時
代
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
片

づ
け
て
い
た
の
に
。
何
も
か
も
、
生
活

の
場
に
出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
く
こ

と
は
な
い
ん
だ
よ
ね
。

消
費
社
会
と
い
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
で

最
初
に
成
立
す
る
ん
で
す
。
自
分
で
使

う
も
の
で
は
な
く
、
他
人
が
使
う
も
の

を
つ
く
っ
て
売
る
こ
と
で
生
活
が
成
り

立
っ
た
の
が
、
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
後

半
。
つ
く
れ
ば
売
れ
る
、
と
い
う
こ
と

で
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
進
歩
発
展
と

い
う
﹁
量
の
時
代
﹂
に
な
る
。
こ
の
時

代
の
精
神
は
﹁
進
歩
発
展
﹂
だ
っ
た
け

れ
ど
、
﹁
ど
こ
へ
﹂
と
い
う
目
標
が
欠

落
し
て
い
た
。
そ
れ
で
消
費
財
を
大
量

生
産
し
て
売
る
と
い
う
消
費
産
業
社
会

ホ
ウ
キ
草
を
植
え
て
お
け
ば
、
﹁
掃
除

道
具
が
採
れ
る
庭
﹂
。
あ
れ
は
食
べ
る

こ
と
も
で
き
る
し
ね
。

こ
う
い
う
暮
ら
し
方
の
タ
イ
プ
が
あ

っ
て
、
水
ま
わ
り
も
決
ま
っ
て
く
る
わ

け
だ
か
ら
ね
。

13
人
子
供
が
い
た
あ
の
家
に
と
っ
て
、

床
の
間
が
占
有
す
る
一
畳
の
重
さ
を
考

え
た
ら
、
そ
う
い
う
暮
ら
し
を
ち
ゃ
ん

と
設
計
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
と

思
う
。
設
計
っ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
だ

っ
た
ん
だ
な
あ
、
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た

よ
。
現
代
で
も
大
切
に
す
べ
き
も
の
が

あ
る
に
違
い
な
い
。
今
さ
ら
床
の
間
じ

ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
、
﹁
水
場
や
台
所
か

ら
住
ま
い
の
再
設
計
を
﹂
と
僕
が
唱
え

て
い
る
理
由
で
す
。

都
市
生
活
に
も
工
夫
が
必
要

僕
は
道
具
学
会
の
常
設
の
サ
ロ
ン
と

し
て
高
田
の
馬
場
の
喫
茶
店
を
使
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
学
会
員
が
岐
阜
の
人

を
連
れ
て
き
た
。
食
育
な
ら
ぬ
木
育
を

や
っ
て
い
る
、
ま
だ
若
い
人
で
す
。
そ

の
人
が
言
う
に
は
ね
、
や
っ
と
自
分
の

運
動
に
対
し
て
エ
コ
ー
が
返
っ
て
く
る

よ
う
に
な
っ
た
と
。

岐
阜
は
森
林
で
生
き
て
き
た
県
で
す
。

過
疎
が
進
ん
で
な
ん
と
か
し
な
い
と
、

と
い
っ
て
で
き
た
の
が
県
立
の
森
林
文

化
ア
カ
デ
ミ
ー
で
、
徐
々
に
人
が
戻
っ

て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
人
た
ち
、

交
通
の
不
便
に
耐
え
る
た
め
に
戻
っ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
考
え
る

力
の
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
人
た
ち

に
モ
デ
ル
を
示
せ
れ
ば
、
も
っ
と
人
が

集
ま
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

そ
の
一
つ
に
、
自
給
自
足
に
近
い
生

活
が
で
き
る
と
い
う
魅
力
が
あ
る
。
そ

の
ほ
う
が
安
全
だ
か
ら
。
そ
れ
を
都
市

に
も
応
用
で
き
る
は
ず
な
ん
で
す
よ
。

さ
っ
き
の
ベ
ラ
ン
ダ
を
ち
ょ
っ
と
広
く

す
る
、
と
い
う
こ
と
で
可
能
に
な
る
ん

醒ケ井（さめがい）の井戸ならぬ川戸：　各家の前、
石段下りると川端の水場。鮑（あわび）の貝殻には
孔が並ぶ。タワシを入れて握って振ると水切れがよ
い。鮑とタワシは全国的にセットだった。（撮影／山口
昌伴）



が
成
立
し
た
。
消
費
産
業
社
会
で
は
ね
、

商
品
は
買
っ
た
と
き
に
消
費
が
完
了
す

る
ん
で
す
よ
。
生
活
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
先
で
商
品
が
道
具
に
な
れ
る
か
ど

う
か
が
問
題
な
ん
で
す
。

工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
の
は
、
本

来
、
生
活
者
を
代
表
す
る
立
場
で
つ
く

る
も
の
を
考
え
な
く
て
は
、
悪
の
道
だ

よ
と
言
っ
て
き
た
。

消
費
産
業
社
会
で
は
目
的
が
な
く
て

量
的
な
進
歩
発
展
で
き
た
。
そ
れ
が
も

う
限
界
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ろ

い
ろ
な
事
件
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
生
き
て
い
る
甲
斐
が
な
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
来
ち
ゃ
っ
た
。
生
活
産

業
社
会
へ
、
と
い
う
第
二
次
産
業
革
命

が
起
き
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。

第
一
次
産
業
革
命
以
前
の
仕
事
に
つ

い
て
、
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
塗
師

ぬ
し

︵
漆
職
人
︶
は
親
方
に
叱
ら
れ
な
が
ら

仕
事
を
す
る
。
職
人
が
あ
ん
ま
り
手
を

入
れ
る
と
コ
ス
ト
が
か
さ
む
か
ら
、
親

方
は
程
々
に
し
て
ほ
し
い
。
で
も
職
人

は
手
を
か
け
て
完
成
度
を
上
げ
た
い
か

ら
親
方
の
目
を
盗
ん
で
手
を
か
け
る
。

管
理
す
る
親
方
だ
っ
て
、
も
と
も
と
は

自
分
も
﹁
手
﹂
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

む
げ
に
叱
り
き
れ
な
い
。
そ
れ
で
な
ん

と
か
食
べ
ら
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ

で
や
っ
て
い
る
。

労
賃
の
こ
と
も
忘
れ
て
、
な
ぜ
そ
ん

な
に
手
を
か
け
た
が
る
の
か
と
い
う
と
、

そ
れ
が
も
と
も
と
家
業
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
親
が
や
っ
て
い
て
そ
れ
を
継
い
で
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加
工
食
品
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
だ
っ
た
ら
食
べ
て
い
た
大

根
の
葉
っ
ぱ
と
か
魚
の
あ
ら
も
、
商
品

化
の
過
程
で
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
家
庭
で
も
手
を
か
け
る
こ
と

を
面
倒
く
さ
が
っ
て
﹁
食
べ
ら
れ
る
生

ゴ
ミ
﹂
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

を
反
省
し
て
、
﹁
安
心
、
安
全
な
食
材

は
自
分
で
調
理
し
な
く
て
は
﹂
と
い
う

気
運
が
生
ま
れ
始
め
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
自
然
態
の
食
材
は
サ
イ
ズ
が
大

き
い
し
、
下
ご
し
ら
え
の
た
め
の
場
所

や
保
存
の
た
め
の
場
所
も
必
要
。

今
ど
き
の
キ
ッ
チ
ン
に
、
そ
れ
を
扱

え
る
装
備
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
。
今

の
台
所
は
﹁
間
違
い
の
結
晶
﹂
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

泥
つ
き
野
菜
を
洗
う
場
所
が
な
い
、

魚
１
尾
を
下
ろ
せ
る
調
理
台
が
な
い
、

火
に
も
力
が
な
い
。
ひ
ど
い
場
合
は
、

火
そ
の
も
の
が
な
い
！
　
そ
の
せ
い
で
、

人
類
が
１
万
年
か
か
っ
て
積
み
重
ね
て

き
た
せ
っ
か
く
の
調
理
の
知
恵
と
味
を

途
切
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

今
ど
き
の
キ
ッ
チ
ン
は
、
住
宅
メ
ー

カ
ー
と
キ
ッ
チ
ン
セ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
が

つ
く
っ
て
い
る
。
生
活
者
の
立
場
に
ち

ゃ
ん
と
立
っ
て
食
べ
る
営
み
の
場
や
水

の
場
を
考
え
る
ホ
ン
ト
の
設
計
者
が
イ

ナ
イ
ん
で
す
。
近
代
日
本
型
キ
ッ
チ
ン

に
は
、
﹁
台
所
は
自
然
態
に
近
い
食
材

を
駆
使
し
て
お
い
し
い
料
理
を
つ
く
る

場
所
﹂
と
い
う
考
え
が
欠
落
し
て
い
ま

し
た
。
近
代
台
所
の
設
計
思
想
の
根
底

に
、
﹁
家
事
は
必
要
悪
と
し
て
の
労
働

で
あ
り
、
極
力
家
事
労
働
を
減
ら
す
べ

き
﹂
と
い
う
欧
米
の
婦
人
解
放
運
動
の

見
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
で
オ
オ

マ
チ
ガ
イ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
だ

と
思
う
ん
で
す
。

私
は
、
洗
濯
や
掃
除
、
裁
縫
や
炊
事

と
い
っ
た
家
事
は
、
家
族
の
心
身
の
健

康
を
守
り
、
食
卓
を
囲
む
楽
し
み
を
知

ら
せ
、
経
済
的
に
も
合
理
性
を
も
た
ら

す
創
造
的
な
行
為
の
体
系
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
け
っ
し
て
軽
減
す
べ
き

﹁
労
働
﹂
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

生
活
の
中
心
は
食た

べ
事

ご
と

に
あ
り
、
台

所
は
大
切
な
﹁
食
べ
る
営
み
の
場
所
﹂
、

水
ま
わ
り
の
カ
ナ
メ
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
大
事
な
台
所
や
水
を

活
か
す
場
を
こ
の
50
年
間
、
誰
も
真
面

目
に
設
計
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を

取
り
戻
す
に
は
、
生
活
者
が
﹁
食
べ
る

こ
と
が
生
き
る
こ
と
、
水
を
活
か
す
こ

と
が
生
き
る
こ
と
﹂
と
い
う
食
べ
事
や

水
仕
事
に
対
す
る
態
度
を
し
っ
か
り
持

っ
て
、
望
ま
し
い
住
ま
い
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
き
ち
ん
と
要
求
し
て
い
く
こ

と
で
す
ね
。

そ
こ
に
目
を
注
い
で
い
け
ば
、
住
ま

い
全
体
の
あ
り
方
が
妙
な
西
洋
か
ぶ
れ

を
払
拭
し
た
21
世
紀
日
本
型
、
あ
る
い

は
新
和
風
型
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に

き
っ
と
変
わ
る
。
私
は
そ
う
信
じ
て
、

ず
っ
と
発
言
し
て
い
き
ま
す
よ
。

い
く
。
よ
く
よ
く
考
え
た
ら
、
農
業
だ

っ
て
家
業
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一

つ
屋
根
の
下
に
い
て
、
一
緒
に
飯
を
食

う
意
味
が
あ
る
。
今
は
家
業
が
な
い
か

ら
ね
、
飯
を
食
う
意
味
も
な
い
ん
だ
。

力
を
合
わ
せ
て
い
こ
う
ね
、
っ
て
い

う
こ
と
。
派
遣
労
働
の
問
題
も
、
根
っ

こ
の
部
分
は
働
く
意
義
の
喪
失
に
あ
る
。

本
来
、
仕
事
と
労
働
と
は
違
う
ん
で

す
よ
ね
。
仕
事
の
中
に
も
労
働
の
形
は

あ
る
け
れ
ど
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。

中
国
の
水
郷
地
帯
で
、
小
さ
な
舟
を

つ
く
っ
て
生
計
を
立
て
る
村
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
家
族
総
出
で
舟
を

つ
く
っ
て
い
て
、
子
供
た
ち
は
そ
の
木

っ
端
で
遊
ん
で
い
る
。

そ
れ
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
舟
を
つ
く

る
工
場
が
で
き
て
働
き
に
出
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
る
と
、
同
じ
よ
う
な
仕
事

内
容
な
の
に
、
労
働
者
が
と
て
も
惨
め

な
様
子
に
な
る
。
そ
う
い
う
の
を
見
る

と
、
や
は
り
仕
事
と
労
働
と
は
違
う
の

だ
な
、
と
痛
感
し
ま
し
た
。

台
所
の
見
直
し

人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
生
き
方
が
あ
る
。

そ
れ
に
見
合
っ
た
家
や
水
ま
わ
り
を
設

計
で
き
る
よ
う
に
、
生
活
設
計
家
も
勉

強
し
な
い
と
い
け
な
い
し
、
暮
ら
す
人

も
ス
タ
イ
ル
を
持
た
な
く
て
は
良
い
暮

ら
し
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

医
食
同
源
っ
て
言
い
ま
す
よ
ね
。
正

し
く
食
べ
る
こ
と
が
健
康
を
保
つ
に
は

一
番
い
い
。
で
も
食
品
が
商
品
に
さ
れ

る
と
、
季
節
を
偽
る
不
自
然
食
品
や
お

い
し
そ
う
に
見
え
て
増
量
材
や
保
存
材

を
放
り
込
ん
だ
見
せ
か
け
食
品
、
手
軽

に
食
べ
ら
れ
る
け
れ
ど
何
が
入
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
偽
装
か
も
し
れ
な
い

水屋に収めた川戸：水のめぐる町・雨森にて。水路を我が家
に引き込んで使い水に。白菜を洗ったり、洗面も洗濯もここ
で。（撮影／山口昌伴）



45 暮らしのプランありき

近代化以前の様式に添った住まいも、重要な
歴史的建築物である。
昭和初期は住宅改善が盛んにいわれた時期。
その中心は、台所だった。まず第一に流し。公
団が実現した一体型のステンレス流し台が、な
ぜあれほどまでに評価されているか、今の私た
ちにとってなかなか理解しにくい。その背景に
は、土間に据えられた流しの前に簀の子を敷き、
しゃがんで使う座り流し以来の、きつい家事労
働の歴史がある。
座り流しは水の飛沫が飛び散って、特に冬場
は寒さがこたえたと日本家具道具史研究家の小
泉和子さんは『昭和 台所なつかし図鑑』（平凡
社 1998）に書いている。当時の流し台は、木
製かブリキを張ったもの。水がすぐに染みて、
大変腐りやすかった。セメント製や人研ぎは丈
夫だったが、陶磁器が当たると割れるため、簀

の子を敷く。その簀の子がすぐにぬるぬるする
し、やはり腐りやすかった。
流しに次いで改良の対象とされたのは竃であ
った。昭和20年代後半から30年代にかけて、改
良竃の普及が農村の生活改善運動として進めら
れた。これは煙突などをつけて燃焼効率をよく
したもの。それ以前の竃は煙突がなく燻される
ため、トラホームが多く発生した程だという。
それでも「嫁や女は牛馬以下」とされていた農
村では、改善運動は遅々として進まなかった。
戦後に台所改善運動が加速したのは、GHQ
の強い指導があったことと、一連の民主主義革
命のお陰である。とはいうものの、歴史的資産
としては改善された台所は不都合が多い。使い
続けられるのが住まいだから、不便のある所は
改築されてしまうのは当然なのだが、記録に残
りにくい庶民の暮らしは時代考証がしにくく、

復元も難しい。
江戸東京たてもの園は、そうした当時の暮ら
しをしのぶには、うってつけの所だ。約７haの
園内には、現在、江戸時代から昭和初期までの
27棟の復元建造物が建ち並んでいる。これらは
文化的価値の高い歴史的建造物でありながら、
現地保存が不可能な建物。移築し、復元・保
存・展示することで、貴重な文化遺産として次
代に継承することを目指している。
問い合わせ：0423-388-3300（代表）

上段左側は、江戸時代後期の住宅群の屋内外。右側は
1925年（大正14）竣工の「田園調布の家（大川邸）」
で、増築、改築をかさねながら1995年（平成5）まで
現役で住み続けられていた、瀟洒な平屋住宅である。
下段は左から、足立区千住元町にあった1929年（昭和
4）の「子宝湯」の赤ちゃん用体重計、明治後期のも
のと推定される「万世橋交番」の流しとコンロ、昭和
初期の荒物屋「丸二商店」と並ぶ、しもた屋。

昔の暮らしを知る歴史的建築物　江戸東京たてもの園
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日
本
が
貧
し
か
っ
た
１
９
５
０
年
代
、

我
が
家
の
水
ま
わ
り
は
、
ま
さ
し
く
貧
弱
、

非
衛
生
、
不
便
性
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
水

道
は
共
同
栓
で
外
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
汲

ん
で
土
間
の
台
所
の
甕
に
溜
め
、
柄
杓
に

す
く
い
、
流
し
台
で
料
理
に
使
っ
た
。
ご

飯
は
釜
に
薪
で
焚
き
、
コ
ー
ク
ス
で
熾お

こ

し

た
七
輪
で
煮
炊
き
を
行
な
っ
た
。
ト
イ
レ

は
外
に
あ
り
、
汲
み
取
り
式
で
悪
臭
に
悩

ま
さ
れ
た
。
ま
た
風
呂
は
銭
湯
に
通
っ
た
。

洗
濯
は
盥
に
洗
濯
板
、
石
鹸
で
衣
類
を
洗

っ
た
。
勿
論
テ
レ
ビ
も
な
く
ラ
ジ
オ
が
唯

一
の
娯
楽
で
あ
っ
た
。
今
で
は
想
像
も
で

き
な
い
。

水
は
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
。
生
命

の
維
持
ば
か
り
で
な
く
安
全
上
、
衛
生
上
、

支
障
が
な
い
よ
う
に
住
宅
に
は
必
ず
水
ま

わ
り
の
施
設
が
整
っ
て
い
る
。
給
排
水
設

備
、
給
湯
設
備
、
排
水
・
通
気
設
備
、
衛

生
器
具
設
備
、
糞
尿
浄
化
槽
設
備
、
厨
房

設
備
、
洗
濯
設
備
な
ど
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
台
所
、
風
呂
、
洗
濯
、
ト
イ
レ
で
あ

り
、
そ
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
は
水
の
文
化

そ
の
も
の
で
あ
る
。

榮
森
康
治
郎

著
﹃
水
と
暮
ら
し
の
文
化

史
﹄(

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
出
版

１
９
９
４)

に
は
、

水の文化書誌22

《水まわり盥
たらい

と桶のモダニズム》

江
戸
期
に
お
け
る
神
田
・
玉
川
両
上
水
道

か
ら
明
治
期
に
コ
レ
ラ
の
発
生
に
伴
い
近

代
水
道
の
敷
設
、
そ
し
て
家
庭
で
の
台
所
、

風
呂
、
便
所
、
の
移
り
変
わ
り
を
追
っ
て

い
る
。

明
治
期
台
所
は
座
っ
て
流
し
台
を
使
い
、

じ
め
じ
め
し
て
暗
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
箱

流
し
台
に
な
り
、
大
正
期
に
は
明
る
い
こ

と
、
涼
し
い
こ
と
、
乾
い
て
い
る
こ
と
、

皿
洗
い
は
台
所
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
の

改
善
が
な
さ
れ
、
立
っ
て
料
理
を
つ
く
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
昭
和
10
年
ご
ろ
一

部
の
家
庭
に
は
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
が
普

及
、
昭
和
30
年
代
公
団
住
宅
に
は
ダ
イ
ニ

ン
グ
キ
ッ
チ
ン
が
導
入
さ
れ
、
プ
レ
ス
加

工
の
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
、
昭
和
40
年
代

シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
と
な
り
、
洗
う
こ
と
、

調
理
す
る
こ
と
、
過
熱
す
る
こ
と
、
冷
却

す
る
こ
と
、
収
納
す
る
こ
と
の
機
能
が
一

体
化
し
て
く
る
。
風
呂
に
つ
い
て
は
、
次

第
に
銭
湯
か
ら
家
庭
風
呂
に
変
わ
っ
て
い

く
が
、
鉄
砲
風
呂
、
五
右
衛
門
風
呂
、
長

州
風
呂
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
︵
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
︶、

昭
和
40
年
代
に
は
ホ
ー
ロ
ー
、
ス
テ
ン
レ

ス
、
タ
イ
ル
の
浴
槽
が
登
場
す
る
。

長
い
間
、
台
所
、
浴
室
、
洗
濯
は
日
常

生
活
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
な
が
ら
、

住
宅
空
間
の
主
要
部
分
で
な
く
、
付
属
部

分
と
み
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
和
田
菜

穂
子

著
﹃
近
代
ニ
ッ
ポ
ン
の
水
ま
わ
り
︱

台
所
・
風
呂
・
洗
濯
の
デ
ザ
イ
ン
半
世
紀
﹄

︵
学
芸
出
版
社

２
０
０
８
︶
は
、
ガ
ス
、

電
気
、
水
道
が
一
般
的
に
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
大
正
期
か
ら
昭
和
30
年
代
高
度
経

済
成
長
期
ま
で
振
り
返
り
、
水
を
用
い
る

生
活
道
具
と
生
活
空
間
に
注
目
し
、
台
所
、

風
呂
、
洗
濯
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
、

そ
の
中
で
も
特
に
水
と
接
す
る
部
分
で
あ

る
シ
ン
ク
︵
水
槽
︶
の
変
遷
を
辿
る
。

こ
の
書
の
内
容
は
水
ま
わ
り
設
備
で
あ

る
﹁
台
所
設
備
﹂、﹁
風
呂
設
備
﹂、﹁
洗
濯

設
備
﹂
の
歴
史
を
道
具
論
的
に
展
開
し
、

本
論
で
は
﹁
水
ま
わ
り
空
間
﹂、﹁
水
ま
わ

り
設
備
﹂
に
関
し
て
論
じ
る
。
そ
の
観
点

は１
　
技
術
革
新
の
プ
ロ
セ
ス：

水
ま
わ
り

デ
ザ
イ
ン
の
形
、
素
材
、
技
術
の
革
新

２
　
空
間
構
成
の
特
徴：

水
ま
わ
り
空
間

の
変
容

３
　
流
通
と
消
費
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
あ
り
、
水
ま
わ
り
設
備
の
普
及
を
多

角
的
に
捉
え
、
そ
こ
か
ら
近
代
日
本
の
生

活
を
浮
き
彫
り
す
る
。
時
代
的
に
は
、
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ィ
ー
・
台
所
座
り
式
か
ら

立
ち
式
へ
の
変
化
、
関
東
大
震
災
前
後
・

風
呂
釜
の
発
明
︵
町
工
場
の
創
意
工
夫
︶
、

第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
戦
後
ア
メ
リ

カ
文
化
の
流
入
︵
進
駐
軍
住
宅
の
水
ま
わ

り
︶、
洗
濯
機
の
丸
型
か
ら
角
型
へ
の
デ
ザ

イ
ン
化
、
日
本
住
宅
公
団
に
よ
る
新
し
い

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
・
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ

ン
の
登
場
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
洗
濯

機
、
冷
蔵
庫
、
テ
レ
ビ
の
量
産
化
の
半
世

紀
を
辿
る
。
そ
れ
は
欧
米
か
ら
多
大
な
影

響
を
受
け
、
住
宅
空
間
が
近
代
化
す
る
過

渡
期
に
あ
た
り
、
そ
の
後
は
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。

こ
の
書
で
画
期
的
な
水
ま
わ
り
の
変
化

に
つ
い
て
、
３
つ
ほ
ど
挙
げ
て
み
た
い
。

１
　
国
家
レ
ベ
ル
で
住
宅
政
策
が
本
格
化

す
る
の
は
１
９
５
５
年
︵
昭
和
30
︶
の
日

本
住
宅
公
団
の
設
立
以
降
と
な
る
。
食
寝

を
分
離
し
、
本
格
的
な
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ

チ
ン
と
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
の
登
場
で
あ

る
。
台
所
・
食
事
室
の
台
所
空
間
に
テ
ー

ブ
ル
と
椅
子
を
備
え
た
固
定
化
で
あ
り
、

古賀邦雄
こがくにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団

（現・独立行政法人水資源機構）に入社
30年間にわたり

水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会

筑後川水問題研究会に所属

2008年5月に収集した書籍を所蔵する「古賀河川図書館」を開設
URL：http://mymy.jp/koga/



47 水まわり

イ
レ
機
器
の
生
産
に
踏
み
出
し
た
こ
と
で

あ
る
。

水
洗
ト
イ
レ
は
そ
れ
自
体
偉
大
な
３
つ

の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
。

１
　
公
衆
衛
生
面
で
、
都
市
の
衛
生
状
態

を
改
善
し
人
間
の
健
康
維
持
に
寄
与
す
る
。

２
　
清
潔
の
面
で
、
疫
病
の
予
防
、
悪
臭

や
汚
物
の
放
置
の
改
善
。

３
　
心
理
的
な
面
で
、
排
泄
行
為
へ
の
感

覚
を
刷
新
し
、
排
泄
空
間
の
快
適
さ
を
生

ん
だ
。

前
述
の
戦
後
占
領
軍
の
要
求
に
は
、﹁
６

０
０
名
の
士
官
の
た
め
、
浴
室
、
及
び
便

所
の
施
設
を
有
す
る
ホ
テ
ル
、
ま
た
宿
舎

と
﹂
あ
り
、
水
ま
わ
り
設
備
に
対
す
る
も

の
で
、
こ
の
と
き
東
陶
が
９
割
を
受
注
し

た
と
い
う
。

現
在
、
水
洗
ト
イ
レ
の
シ
ス
テ
ム
が
確

立
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
14
世
紀
ご
ろ
の
糞

尿
ま
み
れ
の
パ
リ
の
よ
う
な
状
況
が
続
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で

は
近
代
的
な
水
洗
ト
イ
レ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
は
、
衛
生
や
清
潔
へ
の
希
求
は
勿
論

の
こ
と
、
快
適
空
間
へ
移
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
。
な
お
、
ト
イ
レ
に
関
し
て
は
、
あ

く
ば
︵
灰
汁
場
・
芥
場
︶、
石
雪
隠
、
陰
所

な
ど
多
数
収
め
た
森
田
英
樹

著
﹃
便
所
異

名
集
覧
﹄︵
下
水
文
化
研
究
会

２
０
０
２
︶、

そ
れ
に
雨
水
を
ト
イ
レ
の
水
に
使
う
こ
と

を
提
言
す
る
湯
川
清
貴

著
﹃
雨
水
利
用
シ

ス
テ
ム
の
製
作
﹄︵
パ
ワ
ー
社

２
０
０
６
︶

を
挙
げ
る
。

最
近
、
雨
水
を
捉
え
な
お
そ
う
と
い
う

考
え
方
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
雨
を
溜

め
れ
ば
水
資
源
、
捨
て
れ
ば
勿
体
な
い
。

雨
水
を
溜
め
、
家
庭
菜
園
、
洗
車
、
防
火

水
槽
な
ど
に
使
い
、
残
り
は
地
下
に
浸
透

さ
せ
る
。
ま
た
、
住
宅
、
集
合
住
宅
、
ビ

ル
な
ど
は
新
築
、
増
改
築
を
施
し
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
雨
水
貯
留
槽
を
地
下
に
埋
設

し
、
雨
樋
か
ら
水
を
集
め
、
雨
水
貯
留
槽

に
溜
め
、
そ
れ
を
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
、
散

水
、
洗
車
に
使
う
。
こ
の
こ
と
は
日
本
建

築
学
会

編
﹃
雨
の
建
築
学
﹄︵
北
斗
出
版

２
０
０
０
︶、
同

編
﹃
暮
ら
し
に
活
か
す

雨
の
建
築
術
﹄
︵
北
斗
出
版

２
０
０
５
︶

に
、
図
で
わ
か
り
や
す
く
記
さ
れ
て
い
る
。

急
速
な
都
市
化
で
真
間
川
な
ど
の
水
害

に
悩
ま
さ
れ
た
千
葉
県
市
川
市
は
、
新
住

宅
を
建
築
す
る
場
合
は
、
雨
水
利
用
施
設

の
設
置
を
条
例
化
し
て
い
る
。
こ
の
雨
水

施
設
は
、
中
水
道
を
利
用
す
る
新
し
い
水

ま
わ
り
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
、
水
ま
わ
り
に
つ
い
て
概
観
し
て

き
た
が
、
前
書
﹃
近
代
ニ
ッ
ポ
ン
の
水
ま

わ
り
﹄
で
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

﹁
近
代
化
以
前
の
水
ま
わ
り
の
道
具
と
し
て
、

盥
と
桶
が
あ
り
、
自
由
に
時
間
的
に
、
空

間
的
に
、
地
域
的
に
移
動
、
利
用
で
き
た
。

⋯
日
本
独
特
の
水
ま
わ
り
空
間
が
確
立
す

る
の
は
１
９
５
０
年
代
以
降
で
あ
っ
た
。

欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
、
そ

こ
か
ら
派
生
し
た
日
本
独
特
の
盥
と
桶
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
化
が
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
め

た
﹂。
そ
の
こ
と
は
﹁
女
性
を
解
放
す
る
電

気
洗
濯
機
﹂
と
い
う
キ
ャ
チ
フ
レ
ー
ズ
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
水
ま
わ
り
の
近
代
化
、

即
ち
﹁
盥
と
桶
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
化
﹂
は
、

住
宅
、
生
活
改
善
に
伴
う
衛
生
的
、
利
便

性
、
快
適
性
を
希
求
し
た
結
果
、
女
性

︵
男
性
も
︶
が
解
放
さ
れ
た
と
同
時
に
民
主

化
を
も
た
ら
し
た
一
面
を
担
っ
た
と
い
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
ま
で
の
板
の
間
の
台
所
に
卓
袱
台
を
置

い
た
食
事
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。

２
　
ま
た
戦
後
進
駐
軍
住
宅
に
お
け
る
台

所
・
浴
室
・
洗
濯
機
の
登
場
に
触
発
さ
れ
、

水
ま
わ
り
も
技
術
と
デ
ザ
イ
ン
の
革
新
が

行
な
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
洗
濯
機
は
撹
拌

式
か
ら
噴
流
式
に
変
わ
り
、
デ
ザ
イ
ン
も

丸
型
か
ら
角
型
に
変
わ
っ
た
。

３
　
風
呂
釜
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
流
し
台
、

電
気
洗
濯
機
の
流
通
は
、
最
初
雑
誌
に
よ

る
通
販
、
メ
ー
カ
ー
小
売
店
、
そ
れ
か
ら

デ
パ
ー
ト
に
よ
る
高
級
品
デ
モ
ン
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
、
現
在
で
は
秋
葉
原
電
気
街
、

電
気
専
門
店
の
販
売
、
月
賦
販
売
を
可
能

に
し
、
拡
大
す
る
。
さ
ら
に
広
告
デ
ザ
イ

ン
を
み
て
み
る
と
、﹁
冷
た
い
冬
の
お
洗
濯
﹂、

﹁
女
性
を
解
放
す
る
洗
濯
機
﹂、﹁
ス
イ
ッ
チ

一
つ
の
お
洗
濯
﹂、﹁
洗
濯
し
な
が
ら
本
が

よ
め
る
﹂、﹁
洗
濯
を
楽
し
く
、
明
る
く
！
﹂

の
キ
ャ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
入
れ
、
イ
メ
ー
ジ

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
新
珠
三
千
代
、
八

千
草
薫
、
高
峰
秀
子
、
木
暮
実
千
代
、
若

尾
文
子
ら
、
女
優
を
登
場
さ
せ
て
電
気
洗

濯
機
の
普
及
を
図
っ
た
。

電
気
洗
濯
機
の
価
格
変
遷
は
、
森
永
卓

郎

監
修
﹃
明
治
／
大
正
／
昭
和
／
平
成
／

物
価
の
文
化
史
事
典
﹄︵
展
望
社

２
０
０

８
︶
に
よ
る
と
、
昭
和
27
年
５
月
米
軍
か

ら
日
本
側
に
洗
濯
機
１
０
０
台
の
発
注
が

あ
り
、
日
立
が
攪
拌
式
角
型
洗
濯
機
を
納

入
、
価
格
は
５
万
３
９
０
０
円
で
あ
っ
た
。

大
卒
男
性
初
任
給
１
万
９
０
０
円
の
こ
ろ

で
あ
る
。

日
常
生
活
に
か
か
わ
る
水
に
つ
い
て
は
、

紀
谷
文
樹
ら
著
﹃
暮
ら
し
を
さ
さ
え
る
水
﹄

︵
彰
国
社
１
９
８
７
︶、
同
編
著
﹃
建
物
を

め
ぐ
る
水
の
話
﹄︵
井
上
書
院

１
９
８
６
︶

が
あ
り
、
料
理
と
水
、
食
器
洗
い
、
給
水

と
給
湯
の
流
れ
、
水
洗
便
器
、
配
管
と
管

材
料
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
深
井
英
一
、

高
地
進

著
﹃
建
設
設
備
の
節
水
ガ
イ
ド
﹄

︵
理
工
図
書

１
９
９
５
︶
は
、
新
設
や
改

修
に
お
け
る
節
水
機
器
の
利
用
法
、
循
環

利
用
、
排
水
再
利
用
な
ど
を
中
心
に
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
一
方
、
泉
忠
之

編
著

﹃
住
ま
い
の
水
ま
わ
り
学
入
門
﹄(

Ｔ
Ｏ
Ｔ

Ｏ
出
版

１
９
９
５
︶
で
は
、
水
ま
わ
り
に

関
連
し
て
、
住
宅
の
構
法
や
仕
上
げ
、
色

彩
計
画
、
照
明
計
画
、
水
ま
わ
り
機
器
、

給
排
水
設
備
を
言
及
し
、
室
内
の
利
便
性
、

快
適
性
を
追
及
す
る
。

人
は
汗
や
糞
尿
を
排
泄
し
な
け
れ
ば
生

き
て
い
け
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
華
の
都
パ
リ

で
は
、
１
０
０
０
年
間
、
市
民
は
糞
尿
ま

み
れ
の
日
常
生
活
が
続
い
た
と
い
う
か
ら

驚
嘆
す
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク

ラ
ン

著
﹃
排
出
す
る
都
市
パ
リ
︱
泥
・
ご

み
・
汚
臭
と
疫
病
の
時
代
﹄︵
悠
書
館

２

０
０
７
︶
に
は
、
12
世
紀
か
ら
18
世
紀
に

か
け
て
人
や
動
物
に
よ
る
糞
尿
が
あ
ふ
れ
、

悪
臭
と
疫
病
が
蔓
延
し
、
王
た
ち
が
そ
の

対
策
に
悪
戦
苦
闘
す
る
、
パ
リ
に
お
け
る

状
況
を
詳
細
に
描
く
。

我
が
国
で
は
糞
尿
は
農
産
物
の
肥
料
と

し
て
取
引
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
戦
後
化

学
肥
料
が
主
流
と
な
り
、
そ
の
後
上
、
下

水
道
シ
ス
テ
ム
の
設
置
に
よ
り
水
洗
ト
イ

レ
が
普
及
す
る
。
前
田
裕
子

著
﹃
水
洗
ト

イ
レ
の
産
業
史
︱
20
世
紀
日
本
の
見
え
ざ

る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
﹄︵
名
古
屋
大
学
出
版

会

２
０
０
８
︶
は
、
日
本
近
代
化
に
お
け

る
水
洗
ト
イ
レ
が
、
給
排
水
シ
ス
テ
ム
に

組
み
込
ま
れ
る
過
程
を
ト
イ
レ
産
業
に
か

か
わ
る
森
村
組
、
日
本
陶
器
、
東
洋
陶
器

な
ど
メ
ー
カ
ー
側
か
ら
追
求
す
る
。
面
白

い
こ
と
は
、
陶
器
会
社
が
そ
の
後
水
洗
ト



の
が
ト
イ
レ
で
、
現
代
日
本
で
は
水
洗

で
あ
る
こ
と
が
必
須
だ
。
原
始
時
代
と

は
逆
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

水
洗
ト
イ
レ
が
い
か
に
重
要
で
あ
る

か
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
の
経

験
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
被
災
者
は
食

事
は
炊
き
出
し
、
風
呂
や
洗
濯
は
取
り

敢
え
ず
我
慢
し
た
が
、
水
洗
ト
イ
レ
が

使
え
な
い
こ
と
で
、
日
々
非
常
な
困
難

を
強
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
清
潔
な

ト
イ
レ
が
人
間
の
生
活
の
質
に
深
く
か

か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
痛
感
さ
れ
た

経
験
で
あ
る
。

﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
の
術

す
べ

﹂
は
、

長
ら
く
原
始
時
代
の
ル
ー
ツ
に
添
っ
て

続
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
竃
が
ガ
ス

に
置
き
換
わ
り
、
加
圧
水
道
が
蛇
口
の

上
に
く
る
こ
と
で
、
一
気
に
変
貌
を
遂

げ
た
の
で
あ
る
。

不
勉
強
の
故
だ
が
、
加
圧
水
道
が
敷

設
さ
れ
て
、
水
消
費
が
一
気
に
変
わ
っ

た
よ
う
に
誤
解
し
て
い
た
。
し
か
し
実

際
に
は
、
当
初
、
水
道
の
蛇
口
は
井
戸

の
あ
っ
た
場
所
も
し
く
は
水
甕
の
上
に

設
け
ら
れ
、
い
っ
た
ん
溜
め
て
使
わ
れ

て
い
た
、
と
山
口
昌
伴
さ
ん
に
教
え
ら

れ
た
。

経
済
成
長
期
に
生
ま
れ
た
人
間
は
、

原
始
時
代
の
こ
と
は
習
っ
て
い
て
も
、

暮
ら
し
方
の
変
貌

バ
ブ
ル
時
代
に
隆
盛
を
極
め
た
ス
ポ

ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
中
に
は
、
減
っ
た
会
員

の
穴
埋
め
に
、
安
価
な
午
前
中
限
定
会

員
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
利
用
者
は
主
に
高
齢
者
。

軽
い
運
動
を
し
、
顔
見
知
り
と
話
が
で

き
る
と
好
評
だ
。

そ
こ
に
思
わ
ぬ
副
産
物
が
あ
っ
た
。

広
々
と
し
た
風
呂
を
利
用
で
き
る
か
ら
、

自
宅
の
浴
室
を
何
年
も
使
っ
て
い
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
た
ら
、
銭
湯
復
活
の
あ
る

種
の
あ
り
方
と
も
い
え
る
。
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
節
約
に
も
な
る
し
、
広
く
て
快
適

だ
し
、
何
よ
り
掃
除
を
し
な
く
て
い
い

と
い
う
の
が
人
気
の
要
因
だ
。

経
済
成
長
期
に
は
﹁
内
風
呂
が
な
い
﹂

と
い
う
の
は
、
貧
し
さ
の
象
徴
の
よ
う

で
、
言
い
出
し
難
い
雰
囲
気
ま
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
え
ば
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。

同
様
な
現
象
は
、
台
所
に
も
起
き
て

い
る
。

持
ち
帰
り
が
で
き
る
中

な
か

食
し
ょ
く

や
外
食

産
業
を
使
っ
た
ほ
う
が
効
率
が
よ
い
単

身
者
、
夫
婦
だ
け
の
少
人
数
世
帯
が
増

え
て
い
る
の
だ
。
自
分
で
調
理
す
る
と
、

使
い
き
れ
な
く
て
材
料
を
無
駄
に
し
て

し
ま
う
少
人
数
世
帯
や
、
仕
事
が
忙
し

く
て
時
間
的
に
余
裕
が
な
い
家
庭
で
は
、

加
工
食
や
外
食
を
う
ま
く
利
用
し
な
い

と
生
活
が
回
っ
て
い
か
な
い
状
況
に
あ

る
。東

南
ア
ジ
ア
、
特
に
タ
イ
で
は
、
い

つ
ご
ろ
か
ら
の
習
慣
か
は
知
ら
な
い
が
、

安
価
で
種
類
も
豊
富
な
屋
台
を
利
用
す

る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。

食
事
は
家
で
お
母
さ
ん
︵
お
父
さ
ん
︶

が
つ
く
っ
て
家
族
み
ん
な
で
食
べ
る
も

の
、
と
い
う
風
習
が
、
既
に
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

原
始
時
代
の
ル
ー
ツ

原
始
時
代
、﹁
家
﹂︵
棲
み
家
︶
は
水

の
近
く
に
炉
を
つ
く
っ
た
所
か
ら
始
ま

る
。
炉
に
屋
根
を
掛
け
た
も
の
が
﹁
家
﹂。

﹁
家
﹂
は
、﹁
家
族
﹂
と
い
う
最
小
単
位

の
社
会
だ
っ
た
。

台
所
以
外
の
水
の
場
は
、
風
呂
は
沐

浴
か
行
水
、
ト
イ
レ
も
屋
外
。
も
ち
ろ

ん
、
ト
イ
レ
は
穴
を
掘
っ
た
肥
溜
め
式

だ
っ
た
か
ら
水
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
で
は
、
台
所
も
風
呂
も

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
き
る
時
代
に
な

っ
て
い
る
。
絶
対
に
、
外
に
出
せ
な
い

も
、
長
屋
を
脱
し
た
集
合
住
宅
に
し
て

も
、
そ
れ
は
﹁
家
﹂
と
﹁
水
に
か
か
わ

る
生
活
の
術

す
べ

﹂
を
工
業
化
す
る
こ
と
と

同
意
義
だ
っ
た
。
均
質
な
製
品
を
大
量

生
産
す
る
こ
と
で
、
一
般
市
民
に
高
品

質
な
住
宅
を
供
給
し
よ
う
、
と
い
う
意

気
に
燃
え
て
開
発
さ
れ
た
製
品
で
あ
っ

た
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
。

こ
う
し
て
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
の

術
す
べ

﹂
は
、
﹁
家
﹂
と
運
命
共
同
体
と
な

っ
て
、
﹁
製
品
﹂
化
し
て
い
っ
た
。
こ

れ
は
、
わ
ず
か
50
年
程
の
間
に
起
こ
っ

た
現
象
に
過
ぎ
な
い
が
、
あ
ま
り
に
偉

大
な
発
明
で
あ
っ
た
た
め
、
す
べ
て
を

巻
き
込
み
つ
つ
、
そ
れ
以
前
の
ス
タ
イ

ル
を
ほ
ぼ
席
巻
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

技
術
的
制
約
は
な
い

多
層
階
の
集
合
住
宅
の
性
質
上
、
こ

れ
ま
で
は
給
排
水
管
が
縦
管
と
し
て
、

上
階
か
ら
下
階
ま
で
１
カ
所
に
通
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
﹁
水
に
か
か
わ

る
生
活
の
術

す
べ

﹂
を
配
置
上
ま
と
め
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
、
﹁
水
ま
わ
り
﹂
と

い
う
言
葉
が
現
れ
た
。
本
来
、
多
様
な

機
能
や
用
途
が
あ
る
別
個
の
術

す
べ

を
、
乱

暴
に
ま
と
め
て
﹁
水
ま
わ
り
﹂
と
し
て
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文
化
を
つ
く
る
　

集
約
か
ら
分
離
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部

ご
く
近
い
昔
の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
水
の

文
化
の
継
承
に
不
安
を
覚
え
る
こ
と
に

も
な
っ
た
。

Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
誕
生

激
変
し
た
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
の

術
す
べ

﹂
を
、
も
う
一
段
階
押
し
進
め
た
出

来
事
が
あ
る
。
日
本
住
宅
公
団
（
現
・
独
立

行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
）

に
よ
っ
て
開
発
さ
れ

た
Ｄ
Ｋ
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の

後
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
を
巻
き
込
ん
で
、

Ｌ
Ｄ
Ｋ
と
い
う
不
動
の
ス
タ
イ
ル
を
生

み
出
し
て
い
く
。

都
市
の
住
宅
難
に
対
応
す
る
た
め
に

大
量
に
つ
く
ら
れ
た
集
合
住
宅
は
、
非

常
に
狭
か
っ
た
た
め
、
空
間
を
最
大
限

効
率
よ
く
利
用
す
る
間
取
り
と
し
て
、

考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、

藤
森
照
信
さ
ん
と
北
川
圭
子
さ
ん
の
ペ

ー
ジ
を
参
照
し
て
ほ
し
い
が
、
当
時
の

日
本
の
住
宅
事
情
、
家
庭
婦
人
の
置
か

れ
た
状
況
、
寒
く
、
汚
く
、
暗
い
台
所

環
境
を
改
善
す
る
画
期
的
な
発
明
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
象
徴
と
な
る
一
体
成
型
ス
テ
ン

レ
ス
流
し
台
は
一
世
を
風
靡
す
る
が
、

一
体
成
型
ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
に
し
て
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し
ま
っ
た
の
だ
。

し
か
も
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
駆
体
と

給
排
水
管
は
耐
用
年
数
に
ズ
レ
が
あ
っ

た
た
め
、
駆
体
は
ま
だ
保
つ
の
に
給
排

水
管
が
傷
ん
で
水
漏
れ
が
し
た
り
、
駆

体
内
部
に
組
み
入
れ
て
施
工
し
て
い
た

た
め
に
修
繕
が
利
か
ず
取
り
壊
さ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
り
、
と
い
う
不
都
合

が
生
じ
た
。

日
本
住
宅
公
団
で
は
、
こ
う
し
た
不

都
合
に
随
時
対
応
し
、
ス
ケ
ル
ト
ン
＆

イ
ン
フ
ィ
ル
工
法
と
い
う
優
れ
た
方
式

を
開
発
す
る
だ
け
で
な
く
、
給
排
水
管

の
高
耐
用
化
、
修
繕
の
し
易
さ
を
実
現
。

１
カ
所
に
通
さ
れ
て
い
た
縦
管
を
共
有

ス
ペ
ー
ス
に
持
っ
て
い
き
、
屋
内
に
は

水
平
方
向
に
配
管
す
る
こ
と
で
、
﹁
水

に
か
か
わ
る
生
活
の
術

す
べ

﹂
を
自
由
に
配

置
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

従
来
の
日
本
家
屋
で
重
視
さ
れ
た
風

水
を
中
心
と
す
る
配
置
の
制
約
も
、
人

工
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
こ
と
で
解

決
さ
れ
る
し
、
床
の
間
を
背
に
し
た
家

父
長
の
権
限
も
民
主
主
義
の
名
の
下
に

消
え
去
っ
て
い
る
。

効
率
化
と
建
物
と
し
て
の
必
然
性
、

及
び
様
式
が
す
べ
て
消
滅
し
た
今
、

﹁
水
ま
わ
り
﹂
は
解
放
さ
れ
、
再
び
自

由
な
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
の
術

す
べ

﹂
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
れ
る
機
会
が
与
え
ら

れ
た
。

い
わ
ば
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
の
術

す
べ

﹂

の
復
権
で
あ
る
。

１
０
０
の
家
族
に
、

１
０
０
の
水
ま
わ
り

と
こ
ろ
が
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単

で
は
な
い
。
い
っ
た
ん
途
切
れ
て
し
ま

っ
た
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
の
術

す
べ

﹂
は

継
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
自
分
ら
し

く
何
で
も
で
き
る
と
い
わ
れ
て
も
、
要

望
が
な
い
の
だ
か
ら
現
状
に
不
都
合
も

感
じ
な
い
。
だ
か
ら
、
何
を
ど
う
し
て

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
せ
っ
か
く
与

え
ら
れ
た
復
権
の
切
り
札
を
、
ど
う
使

っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。

１
０
０
の
家
族
に
１
０
０
の
水
ま
わ

り
が
実
現
で
き
る
の
に
、
実
現
し
た
い

ス
タ
イ
ル
が
提
示
で
き
な
い
の
は
勿
体

な
い
。
し
か
も
、
﹁
家
﹂
で
暮
ら
す
肝

心
の
﹁
家
族
﹂
が
バ
ラ
バ
ラ
だ
。
﹁
水

に
か
か
わ
る
生
活
の
術

す
べ

﹂
ど
こ
ろ
で
は

な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

今
ま
で
は
、
家
と
同
様
、
家
族
に
も

モ
デ
ル
が
あ
っ
て
、
黙
っ
て
い
て
も
そ

れ
に
従
い
さ
え
す
れ
ば
生
き
て
い
け
た
。

そ
れ
が
、
自
由
に
な
っ
た
ば
か
り
に

﹁
選
択
﹂
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。選

択
し
て
、
創
造
し
て
、
答
え
を
出

す
。
あ
る
意
味
、
面
倒
で
厳
し
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
労
働
以
外
に
使
う
時
間

を
大
切
に
す
る
た
め
に
は
、
﹁
生
活
の

術
す
べ

﹂
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
集
約
さ
れ
た
﹁
水
ま
わ
り
﹂

が
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
っ
た
こ
と
を

チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
自
分
は
ど
う
暮
ら

し
た
い
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
自
分
な

ら
で
は
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
タ
イ
ル
を

追
求
す
る
こ
と
は
、
案
外
楽
し
め
る
は

ず
で
あ
る
。

家
族
と
囲
む
食
卓
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

の
た
め
の
風
呂
、
清
潔
な
ト
イ
レ
と
い

う
よ
う
に
、
す
べ
て
の
﹁
水
に
か
か
わ

る
生
活
の
術

す
べ

﹂
は
、
豊
か
な
暮
ら
し
に

欠
か
せ
な
い
重
要
な
ア
イ
テ
ム
だ
か
ら

だ
。

様式から解放された自由な水まわり　前川國男自邸
近代化以前の住まいは、時代性や格式といった様式に支配されていた。農民の家は農家らしくとか、風水
による間取りの決定といった具合に。それは、用途に即していたし、自然環境を考慮したら当然の成り行き
だったので、理にかなったことだった。
近代住宅は、そうした支配から住まいを解放しようとしたもの。水まわりにも、創意工夫が満ちているよ
うに思える。LDKの登場で画一化してしまった現在の住宅から見ると、なんとも自由で、「設計の思想」が
迫ってくるのである。
江戸東京たてもの園に移築・保存されている前川國男自邸は、まさにその代表だ。1942年（昭和16）、建
築資材と延べ床面積の制限（「木造建物建築統制規制」1939年）という厳しい条件下で竣工した。
ごく小さな空間にもかかわらず、貧乏臭いところがなく実に豊かな空間が生み出されているから不思議だ。
最小限ながら、機能的でゆとりさえ感じさせる設計には、感心させられる。玄関を入ると左手にリビング、
正面に廊下があって、廊下の右手に女中部屋とトイレ、突き当たりが書斎である。リビングは吹き抜けで家
の中央を占める。書斎などとは線対称に台所、浴室（トイレ）、寝室という配置。
実は銀座にあった事務所が1945年（昭和20）に空襲で焼失、以来1954年（昭和29）四谷にミドビルが完
成するまで、美代夫人との生活と事務所機能が同居。浴室はトイレと一体型で、寝室の続き間のように考え
られおり、ヨーロッパでの生活が反映されている。台所、浴室（トイレ）、寝室は、完全なプライベート空
間で、リビングと行き来する扉もごく小さなものとしてつくられている。書斎には、なぜか小さな洗面台が
ついているが、それはプライベート空間に他人を入れないで済ませるためであった。前川邸には、LDKでは
表現できない暮らしのスタイルがあったのだ。
ちなみにこの家は、一時期完全に失われたと思われていた。ご遺族である甥御さんに藤森照信さんが尋ね
たところ、1973年（昭和48）に解体されて前川の父の軽井沢の別荘に保存されていることがわかった。壊さ
なくてはいけない事情がありながら、価値のある建物だから、完全に廃棄するわけにはいかなかったのだと
いう。藤森さんの奔走のおかげで、江戸東京たてもの園で再び日の目を見ることができた。今も、建築を志
す若者に、大きな示唆を与え続けている。

前川國男邸

2階

1階

居間（サロン）

居間上部

2階

台所

寝室書斎

女中
部屋

玄関
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「共生とは何か」～水立国日本の理念～

2008年11月14日 開催

「共生」は疑いのない大きな理念として語られています。しかし、そこで考え
ることをやめてしまうわけにはいきません。「共に水を守っていこう」という
思想の背景には、多様な水利用の現場で「それぞれの共生の理念」があるはず
です。私たちはそのような理念をどうすればつくれるのか。さらに、日本は水
との共生のためにどのような貢献できるのか。こうした意図の下、報告とディ
スカッションを行ないました。

問
題
提
起
・
報
告

問
題
提
起
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
沖
大

幹
さ
ん
。
我
々
が
共
生
と
い
う
と
き
、
そ

れ
は
、
自
然
の
恵
み
を
人
間
が
一
方
通
行

で
受
け
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で

は
な
い
か
。
逆
に
人
間
が
自
然
に
貢
献
す

る
と
い
う
の
は
有
り
得
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
前
提
で
、
多
く
の
人
が

「
都
市
に
も
、
豊
か
な
水
辺
環
境
が
ほ
し
い
」

と
思
う
一
方
、
治
水
も
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、

自
然
と
人
工
物
と
の
関
係
も
考
え
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
共
生
の
問
題
な

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

河
川
生
態
工
学
者
と
し
て
全
国
の
水
辺

を
歩
い
て
い
る
島
谷
幸
宏
さ
ん
は
、
水
田

を
例
に
、
水
害
と
稲
作
と
い
う
、
リ
ス
ク

と
恵
み
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
と
る
の
か
が

問
題
と
い
う
。
そ
し
て
「
ア
ト
ム
型
国
家
」

「
ト
ト
ロ
型
国
家
」
と
い
う
言
葉
で
、
若
い

人
た
ち
が
自
然
再
生
が
重
要
な
鍵
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

豊
富
な
現
場
写
真
を
も
と
に
、
自
然
の
コ

モ
ン
ズ
管
理
も
含
め
て
解
説
し
た
。

倉
阪
秀
史
さ
ん
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
経
済

学
の
考
え
方
を
説
明
し
、
少
な
い
環
境
負

荷
で
よ
り
多
く
の
経
済
的
付
加
価
値
を
生

み
出
す
経
済
発
展
が
選
び
と
ら
れ
る
よ
う

に
経
済
の
ル
ー
ル
を
変
え
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
脱
物
質
化
、

脱
有
害
物
質
化
、
脱
炭
素
化
と
な
る
が
、

こ
れ
を
導
く
政
策
と
し
て
は
、
無
駄
を
省

く
こ
と
、
製
品
の
長
寿
命
化
、
小
水
力
発

電
の
よ
う
な
分
散
的
資
源
の
ロ
ー
カ
ル
活

用
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。

国
際
河
川
紛
争
を
研
究
し
て
い
る
中
山

幹
康
さ
ん
は
、
国
際
流
域
が
世
界
の
半
分

を
占
め
て
い
る
と
指
摘
し
、
国
家
間
で
の

水
紛
争
、
水
折
衝
の
ケ
ー
ス
を
い
く
つ
か

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

◆
討
論
は
、
先
生
方
の
頭
の
中
が
の
ぞ
け
た
よ
う

で
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
水
と
共
生
、
人
と

人
と
の
共
生
、
経
済
と
水
と
の
共
生
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
、
新
し
い
視
点
を
も
ら

い
ま
し
た
。

◆
国
際
河
川
の
話
を
聞
い
て
、「
日
本
は
島
国
だ
か

ら
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
変
わ
る
と
き
が
き
た
よ

う
で
す
。

◆
基
本
的
に
共
生
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
。
４
名

の
分
野
・
考
え
方
に
違
い
が
あ
り
、
面
白
い
話
が

聞
け
た
。

◆
水
と
の
共
生
を
考
え
る
と
き
、
日
本
の
持
つ
技

術
、
文
化
の
役
割
を
認
識
し
た
。

紹
介
し
た
。
そ
し
て
ナ
イ
ル
川
、
ヨ
ル
ダ

ン
川
、
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
の

よ
う
な
乾
燥
地
の
場
合
は
、
リ
ア
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
ゲ
ー
ム
が
通
用
す
る
が
、
モ
ン

ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の
メ
コ
ン
川
や
ガ
ン
ジ
ス

川
な
ど
で
は
渇
水
・
洪
水
問
題
が
加
わ
る

た
め
に
、
異
な
る
展
開
を
示
す
こ
と
が
あ

る
こ
と
に
言
及
。
日
本
は
そ
う
い
う
領
域

で
世
界
に
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
し
た
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
沖
大
幹
さ
ん
。

と
も
す
る
と
拡
散
し
や
す
い
「
共
生
」
と

い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
討
議
を
行
な
っ

た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
セ
ン
タ
ー
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
く
と
し
て
、

最
後
に
沖
さ
ん
の
ま
と
め
の
言
葉
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。

「
人
の
幸
せ
の
た
め
に
、
心
豊
か
に
自
然
を

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
は
我
々

人
類
の
た
め
に
も
な
り
ま
す
が
、
そ
の
こ

と
自
体
が
自
然
と
共
生
す
る
と
い
う
意
味

だ
」。

ミツカン水の文化センター10周年記念

【問題提起】

「水循環における共生」～これからが正念場？！～
沖大幹　東京大学生産技術研究所教授

【報告】

「川は何と共生してきたのか」
島谷幸宏　九州大学大学院工学研究科教授

「自然と共生するために必要な社会の論理と倫理」
倉阪秀史　千葉大学法経学部総合政策学科教授

「水の越境紛争から共生のメカニズムを探る」
中山幹康　東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

【パネルディスカッション】

「水との共生のために日本が貢献できること」
コーディネーター：沖大幹　登壇者：上記報告者



■水の文化32号予告

特集「治水」（仮）

川の歴史の半分は

「治水」の歴史と呼べるかもしれません。

現在の治水、治水家の果たした役割、治水の遺産。

治水の文化は

意外な多様性に満ちています。
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水の文化

第31号

ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」

に焦点を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。

ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根

差した調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問い

ませんので、事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用くだ

さい。

水の文化人ネットワーク　春の登場者

当センターホームページ・水の文化「人」ネットワークコーナー。

以下の方をアップロードする予定です。

中川功 拓殖大学政経学部教授

編
集
後
記

◆

昔
の
暮
ら
し
の
﹁
水
﹂
は
屋
外
で
、
家
の
中
で
水

が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
劇
的
な
環
境
変

化
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
快
適
な
あ
ま
り
水
ま
わ
り
の

技
術
は
ど
ん
ど
ん
高
度
化
し
た
の
だ
が
、
暮
ら
し
の

デ
ザ
イ
ン
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
。
水
ま
わ
り
の
自
由

度
が
も
っ
と
認
知
さ
れ
れ
ば
、
新
し
い
暮
ら
し
の
デ

ザ
イ
ン
も
生
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。︵
新
︶

◆

幅
30
cm
の
流
し
台
に
コ
ン
ロ
は
一
口
。
友
人
の
所

の
キ
ッ
チ
ン
は
そ
ん
な
感
じ
ら
し
い
。
そ
れ
よ
り
は

マ
シ
だ
が
、
う
ち
も
似
た
よ
う
な
も
の
。
料
理
を
作

る
気
に
な
ら
な
い
の
は
キ
ッ
チ
ン
の
せ
い
⋯
と
い
う

の
は
言
い
訳
か
。
理
想
の
生
活
か
ら
、
今
の
間
取
り

は
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
。
家
を
造
る
・
部
屋
を
探
す

時
に
は
、
そ
こ
で
ど
う
暮
ら
し
た
い
か
？
　
と
い
う

視
点
が
大
切
だ
と
改
め
て
思
っ
た
。︵
百
︶

◆

子
供
の
頃
の
築
30
年
の
家
の
記
憶
が
甦
っ
た
。
冬

の
湯
沸
器
の
お
湯
の
あ
り
が
た
か
っ
た
こ
と
！
お
風

呂
は
広
く
、
大
き
な
窓
か
ら
庭
が
見
え
た
。
水
ま
わ

り
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
窓
付
き
の
お
風
呂
。

今
風
に
言
う
な
ら
ビ
ュ
ー
バ
ス
か
。
キ
ッ
チ
ン
よ
り

風
呂
。
オ
ヤ
ジ
現
象
も
こ
こ
ま
で
来
た
か
。︵
ゆ
︶

◆

私
の
水
ま
わ
り
は
﹁
空
白
の
日
常
﹂
だ
。
何
も
不

満
が
な
い
。
災
害
に
遭
遇
し
た
り
、
身
体
が
不
自
由

に
な
っ
た
り
、
水
道
の
な
い
所
で
自
然
を
相
手
に
食

べ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
。
そ
の
と
き
、

真
剣
に
水
回
り
を
考
え
る
ん
だ
ろ
う
な
。︵
中
︶

◆

海
外
で
は
、
高
級
ホ
テ
ル
で
あ
っ
て
も
、
ト
イ

レ
・
バ
ス
・
洗
面
所
が
一
体
と
な
っ
た
“
３
点
ユ
ニ

ッ
ト
”
が
珍
し
く
な
い
ら
し
い
が
、
多
く
の
日
本
人

に
と
っ
て
“
バ
ス
・
ト
イ
レ
別
”
は
譲
れ
な
い
間
取

り
条
件
で
あ
る
。
我
々
の
水
ま
わ
り
へ
の
こ
だ
わ
り
、

侮
る
な
か
れ
。︵
緒
︶

◆

普
段
定
め
ら
れ
た
条
件
で
何
気
な
く
使
っ
て
い
る

水
ま
わ
り
。
考
え
て
み
れ
ば
他
の
居
住
空
間
は
家
具

な
ど
で
後
々
で
も
ス
タ
イ
ル
を
決
め
ら
れ
る
。
む
し

ろ
そ
れ
ら
は
ア
バ
ウ
ト
で
も
、
一
度
決
め
た
ら
容
易

に
変
更
で
き
な
い
水
ま
わ
り
こ
そ
、
真
剣
に
考
え
こ

だ
わ
っ
て
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。︵
力
︶

◆
﹁
生
き
る
工
夫
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
我
が
家

で
流
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
具
現
化
し
て
水
ま
わ
り

に
落
と
し
込
ん
だ
の
が
、
我
が
家
流
の
水
ま
わ
り
だ
。

流
し
台
は
タ
イ
ル
を
貼
っ
た
手
づ
く
り
の
特
大
サ
イ

ズ
。
も
ち
ろ
ん
、
床
は
土
間
だ
。
沢
庵
用
の
大
根
は

川
で
、
雑
巾
バ
ケ
ツ
は
外
川
端
で
洗
う
か
ら
、
屋
外

に
も
進
出
中
で
あ
る
。︵
賀
︶

水の文化

Information



表紙上：輝くステンレス流し台は、漏ない、腐らない、染みがつかない、陶器を落としても割れない、大量生産が利く…と、いいこ
とづくめ。でも、洋食屋のステンレスの皿と同じで、どこか味気ない。

表紙下：庭がある人には、外流しをお勧めしたい。泥付き野菜や糠、雑巾などは、外流しで洗って地下浸透に。現代人には、座り式
より立ち式のほうが使い勝手がいい。

裏表紙上：「いただきます」。口から入る食物は、身体だけでなく、心を育ててくれる大切な糧だ。

裏表紙下左：汲んで、溜めて使えば、ご覧の通りに排水は「地中浸透」で充分。土に戻らないものを使わわなかったから、という理
由も大きいのだが、ジャージャー流しっぱなしにはできないのだから当然の成り行きだ。（撮影協力／江戸東京たてもの園）

裏表紙下中：流しに続き、竃も床の上に進出してきた。板の間に上がった竃の珍しい例。（撮影協力／江戸東京たてもの園）

裏表紙下右：現在、人糞は肥料としての使用が認められない。薬をはじめ、何を摂取しているか不明瞭だからだ。肥料にして悪いも
のは、身体にも良いとは思えない。水まわりの復権のためには、考えるべき事柄がたくさんある。

水
の
文
化
　
２
０
０
９
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