


  「
一
九
四
五
年
／
一
九
七
〇
年
／
一
九
九
五
年
」と
い
う
切
断
線

 一九
九
五
年
は
、時
代
の
転
換
を
象
徴
す
る
様
々
な
で
き
ご
と
が
次
々
と
起
こ
り
、建
築
や
都
市
空
間
の
基
盤
が
揺
ら
い
だ
年
だ
っ
た
。阪
神・

淡
路
大
震
災
、オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
起
こ
り
、そ
れ
ま
で
の
物
理
的
な
イ
ン
フ
ラ
の
脆
弱
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、「W

indow
s95

」が
発
売
さ
れ
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
元
年
」と
呼
ば
れ
、新
た
な
情
報
イ
ン
フ
ラ
の
広
が
り
が
見
え
始
め
た

年
で
も
あ
っ
た
。

 

小
説
家・批
評
家
の
東
浩
紀
氏
は
社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
氏
ら
の
議
論
を
受
け
継
ぎ
、戦
後
日
本
の
文
化
的
状
況
を「
理
想
の
時

代﹇
一九
四
五
―一九
七
〇
年
﹈」「
虚
構
の
時
代﹇
一九
七
〇
―一九
九
五
年
﹈」「
動
物
の
時
代﹇
一九
九
五
―
二
〇
一一
年
﹈」と
区
分
し
て
い
る﹇
1
﹈。本
書
で
は
ま

ず
、時
代
ご
と
に
社
会
に
求
め
ら
れ
て
き
た
建
築
家
像
を
理
解
す
る
た
め
に
、東
氏
ら
が
用
い
る「
一
九
四
五
年
／一
九
七
〇
年
／一
九
九
五

年
」と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て
建
築
や
都
市
領
域
で
起
こ
っ
た
で
き
ご
と
を
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
る
。各
時
代
に
求
め
ら
れ
た
建
築
家

﹇
序
﹈

「
ア
ー
キ
テ
ク
ト
2.0
」
と
は
何
か
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村
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像
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
議
論
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
と
の
関
係
か
ら
整
理
す
る
と
、「
理
想
の
時
代
／
都
市
の
時
代﹇
一九
四
五
―一九
七
〇
年
﹈」に

求
め
ら
れ
た「
都
市
デ
ザ
イ
ナ
ー
」と
し
て
の
建
築
家
、「
虚
構
の
時
代
／
住
宅
の
時
代﹇
一
九
七
〇
―一
九
九
五
年
﹈」に
求
め
ら
れ
た「
住
宅
デ
ザ

イ
ナ
ー
」と
し
て
の
建
築
家
、「
動
物
の
時
代
／
身
体
の
時
代﹇
一
九
九
五
―
二
〇
一一
年
﹈」に
求
め
ら
れ
た「
職
人
」と
し
て
の
建
築
家
、と
し
て
ひ

と
ま
ず
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る﹇
表
1
﹈。

 

情
報
化
と
郊
外
化

 

本
書
は
、表
1
で
得
ら
れ
た「
職
人
と
し
て
の
建
築
家
」と
い
う
建
築
家
像
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。む
し
ろ
、一九
九
五
年
以
後
の
建
築・都

市
に
お
け
る
変
化
を
見
る
と
き
に
、こ
う
し
た
建
築
家
像
と
社
会
の
現
実
と
の
間
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

1─東浩紀『動物化するポストモダン』講談社、2001年

表
1

│
一九
四
五
年
以
後
の
社
会
状
況
の
区
分（
大
澤・東
）と
建
築・都
市
論
への
導
入

時
代
区
分

一九
四
五
│一九
七
〇
年

一九
七
〇
│一九
九
五
年

一九
九
五
年
│

社
会﹇
大
澤・
東
﹈

理
想
の
時
代

虚
構
の
時
代

動
物
の
時
代

建
築
領
域
で
の
ト
ピ
ッ
ク

都
市
の
時
代

│
都
市
計
画
／
合
理
主
義
／
設
計
方
法
論
／
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム

住
宅
の
時
代

│
都
市
か
ら
の
撤
退
／
住
宅
は
芸
術
で
あ
る
／「
私
」性
／
抵
抗
の
砦

身
体
の
時
代

│
感
覚
／
プ
リ
ミ
ティ
ブ
／
マ
テ
リ
ア
ル
／
細
か
な
差
異

建
築
家
像

都
市
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
建
築
家

住
宅
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
建
築
家

職
人
と
し
て
の
建
築
家
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そ
こ
で
こ
こ
で
は
ま
ず
、一九
九
五
年
以
後
の
建
築・都
市
に
お
け
る
変
化
を
捉
え
る
た
め
の
重
要
な
論
点
の一つ
と
し
て「
情
報
化
」を

取
り
上
げ
た
い
。「
情
報
化
社
会
」と
い
う
用
語
は一九
七
〇
年
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、こ
こ
で
は一九
九
〇
年
代
に
入
って
議
論
さ
れ
た

C
A
D
の
導
入
に
よ
る
図
面
作
成
技
術
の
進
化
や
、コ
ン
ピュ
ー
タ
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
設
計
概
念
の
進
化
、ま
た
そ
う
し
た
設
計
者
に

とって
の
変
化
を
超
え
て
、社
会
全
体
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
導
入
に
よ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
ま
で
を
議
論
の
射
程
と
す
る
。

 

さ
ら
に
も
う
一つ
の
重
要
な
論
点
と
し
て
、こ
こ
で
は「
郊
外
化
」を
取
り
上
げ
た
い
。社
会
学
者
の
宮
台
真
司
氏
が一九
七
〇
年
代
以
降
の

産
業
構
造
の
転
換
に
伴
う
地
域
社
会
の
空
洞
化
を
指
摘
し
、建
築
家
の
意
図
と
地
域
で
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
空
間
で
の
位
置
付
け
の
ず

れ
を
論
じ
た﹇
2
﹈の
も
、ま
さ
に一九
九
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

 

当
時
、日
本
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
閉
塞
感
が
漂
い
、冷
戦
終
結
や
E
U
統
合
な
ど
の
国
際
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
、社
会
全
体
が
急
速

に
再
編
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。こ
う
し
た
社
会
状
況
の
変
化
が
建
築
や
建
築
家
の
あ
り
方
、あ
る
い
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
ど
の
よ
う
に

影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、と
い
う
こ
と
が
本
書
に
お
け
る
主
な
関
心
事
で
あ
る
。

  「
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
」
コ
ン
ペ

 

こ
の
時
期
、建
築・都
市
領
域
で
進
む「
情
報
化
」と「
郊
外
化
」に
つい
て
建
築
家
の
間
で
議
論
が
盛
ん
に
交
わ
さ
れ
た
。そ
う
し
た
議
論
が一

つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
が
、一九
九
五
年
に
開
催
さ
れ
た「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」﹇
伊
東
豊
雄
建
築
設
計
事
務
所
、二
〇
〇
〇
﹈﹇
3
﹈の
コ
ンペ
で
あ
っ
た
。

 

コ
ンペ
の
審
査
委
員
長
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
、磯
崎
新
氏
で
あ
っ
た
。磯
崎
氏
は
計
画
さ
れ
た
施
設
に「
メ
ディ
ア
テ
ー
ク（
メ
ディ
ア
の

棚
）」と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
称
を
あ
え
て
与
え
る
こ
と
で
、情
報
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と
を
コ

ンペ
の
課
題
の一つ
と
し
た
。時
代
の
変
化
を
汲
み
取
る
こ
と
が
課
題
の一部
と
な
っ
た
こ
と
で
、計
画
中
の
施
設
の
あ
り
方
の
み
な
ら
ず
、建
築

の
枠
組
み
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
つい
て
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。

2─1990年代当時、モダニズムの形式化とバブル経済の狂乱への反省の後で、地域性をいかに表現するかが盛んに議論さ
れたが、社会学者の宮台真司氏は「建築家が地域性を表現した地方の公共施設は、ほぼ例外なくテレクラの待ち合わせ場所
になっている」と指摘した［宮台真司『まぼろしの郊外』朝日新聞社、1995年］。
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同
コ
ン
ペ
で
勝
利
し
た
伊
東
豊
雄
氏
に
よ
る
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
の
実
現
案
は
当
初
、情
報
化
に
対
す
る
建
築
の
あ
り
方
と
し
て
示
さ
れ

た
が
、そ
れ
が
実
現
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
行
政
、ユ
ー
ザ
ー
、職
人
を
巻
き
込
ん
だ
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。時
間
を

か
け
て
徐
々
に
社
会
関
係
が
立
ち
上
が
り
、そ
れ
と
と
も
に
有
機
的
な
建
築
が
活
き
活
き
と
立
ち
上
が
って
い
く
様
子
は
、郊
外
化
の
進
む

地
方
都
市
に
お
け
る
新
た
な
公
共
空
間
の
あ
り
方
を
予
感
さ
せ
た
。

 

と
こ
ろ
が
、同
施
設
が
オ
ー
プ
ン
し
、実
際
に
使
用
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
〇一
年
に
前
後
し
て
、コ
ン
ペ
や
そ
の
後
の
プ
ロ
セ
ス
で
盛
ん

だ
っ
た
情
報
化
や
郊
外
化
に
つ
い
て
の
議
論
は
、あ
ま
り
交
わ
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
代
わ
り
に
、こ
の
建
築
の
構
造
体
が
高
度
な
構
造
計
算

に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
た
こ
と
や
職
人
た
ち
の
高
度
な
溶
接
技
術
に
よ
っ
て
実
現
で
き
た
こ
と
な
ど
の
プ
ラ
ク
ティ
カ
ル
な
側
面
、ユ
ー
ザ
ー
が

ま
る
で
公
園
の
よ
う
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
こ
の
施
設
を
使
用
し
て
い
る
様
子
や
向
こ
う
側
が
見
え
隠
れ
す
る
構
造
体
の
あ
り
方
な
ど
、フィ

ジ
カ
ル
な
身
体
と
建
築
の
関
わ
り
が
よ
り
多
く
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
こ
の
建
築
が
達
成
し
た
重
要
な
成
果
の一
部
で

あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、一つ
の
施
設
の
あ
り
方
を
超
え
て
建
築
の
あ
り
方
を
広
く
問
い
掛
け
て
い
た
初
期
の
議
論
に
比
べ
る
と
、

議
論
の
射
程
範
囲
が
少
々
限
定
さ
れ
た
よ
う
な
印
象
も
残
っ
た
。

 

一
九
九
五
年
当
時
の
議
論
の
検
証

 

他
方
、一九
九
五
年
の
時
点
で
変
化
の
予
兆
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た「
情
報
化
」や「
郊
外
化
」に
つい
て
は
、二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
頃
に
は
私

た
ち
の
生
活
環
境
への
実
装
が
進
み
、具
体
的
な
検
証
が
可
能
に
な
って
き
た
。

 

特
に
情
報
化
に
つい
て
は
、商
業
空
間
を
中
心
に
ラ
ディ
カ
ル
な
再
編
成
が
進
ん
だ
。オ
ン
ラ
イ
ン
店
舗
の
普
及
に
よ
り
新
た
な
商
業
の

3─1995年に磯崎新氏を審査委員長に迎えたコンペ（設計競技）が行われ、最優秀案に選ばれた伊東豊雄氏
の設計によって2001年にオープンした図書館、ギャラリー、ホールなどからなる仙台市の公共施設。実現した建築
の空間イメージ、そこで起こった様 な々イベントの盛り上がり、東日本大震災による被災とその後の復活劇に至るまで、
この建築の出現および実現は、建築界では時代を象徴する一つの事件として記憶されているといってよいだろう。
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あ
り
方
が
生
ま
れ
る
と
同
時
に
、既
存
の
物
理
的
な
店
舗
は「
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ぶ
価
値
」が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た﹇
4
﹈。個
性
を
打
ち

出
し
た
特
定
の
店
舗
に
は
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
人
気
が
集
中
し
、よ
り
大
型
で
よ
り
至
便
な
店
舗
への
動
員
が
進
ん
だ
結
果
、中
間
的
な

規
模
の
店
舗
が
急
速
に
淘
汰
さ
れ
、閉
店
が
相
次
ぐ
結
果
と
な
っ
た
。

 

郊
外
化
に
つい
て
は
、具
体
的
な
風
景
の
変
化
が
よ
り
大
き
く
現
れ
た
。特
に一九
九
〇
年
代
後
半
の
日
米
構
造
協
議
の一つ
の
帰
結
と

し
て
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
代
は
、郊
外
開
発
が
進
展
す
る
と
同
時
に
市
街
地
の
分
散
が
加
速

し
、都
市
空
間
の
空
洞
化
は
よ
り
進
展
す
る
結
果
と
な
っ
た
。地
域
の
商
店
街
が
シ
ャッ
タ
ー
街
や
駐
車
場
の
連
な
り
と
化
し
、チ
ェ
ー
ン
店

が
並
ぶ
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
は
風
景
の
均
質
化
を
実
感
さ
せ
、都
市
か
ら
消
費
の
場
を
流
出
さ
せ
た﹇
5
﹈。

 

こ
れ
ら
の
変
化
の
数
々
は
、建
築
や
都
市
の
空
間
の
あ
り
よ
う
を
具
体
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、社
会
的
に
よ
り
大
き
な
広
が

り
を
も
つ
ト
ピッ
ク
で
あ
る
が
、建
築
家
の
議
論
は
依
然
と
し
て
身
体
感
覚
の
変
化
や
空
間
感
覚
に
つい
て
の
議
論
に
集
中
し
て
お
り
、社
会

と
の
関
係
を
十
分
に
論
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

 

し
た
が
って
、現
在
の
位
置
か
ら一九
九
五
年
以
後
に
起
き
た
変
化
を
総
括
し
、今
後
の
建
築
家
像
の
あ
る
べ
き
姿
に
つい
て
論
じ
る
こ

と
に
は
、一
定
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 

本
書
の
狙
い
と
構
成

 

本
書
の
狙
い
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。ま
ず
、「
情
報
化
」と「
郊
外
化
」を一九
九
五
年
以
後
の
建
築・都
市
領
域
に
起
き
た
も
っ
と
も
重
要

な
変
化
の
代
表
例
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
。そ
の
う
え
で
、そ
こ
で
起
き
た
建
築
家
の
役
割
の
変
化
を
見
極
め
、問
題
意
識
を
広
く
共

有
し
、二
〇一一年
以
後
の
建
築
家
の
可
能
性
を
討
議
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 

こ
こ
で
は
ま
ず
、か
つ
て一九
七
〇
年
大
阪
万
博
に
設
計
者
の一人
と
し
て
関
わ
り
、そ
の
後「
都
市
か
ら
の
撤
退
」を
宣
言
し
、一九
九
五

4─拙論「THE 2.0 CITY」では、郊外型スーパーが上下二層に分節されているという現象の観察からスタートし、そこか
ら「検索可能性／遭遇可能性」といったインターネットブラウザに類似した構造を抽出し、「コンパクトシティ」といった都市計
画上の動きから「民主主義2.0」に至るまで領域横断的な批評を展開した［藤村龍至＋東洋大学藤村研究室「THE 2.0 CITY」、 

『アーキテクチャとクラウド─情報による空間の変容』 millegraph、2010年、所収］。
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年
に「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」の
コ
ンペ
で
審
査
委
員
長
を
務
め
、そ
の
後「
海
市
」や「
証
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
セ
ン
タ
ー
」な
ど
の
プ
ロ
ジェク
ト
を

通
じ
て
現
代
都
市
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
建
築
設
計
の
情
報
化
を
論
じ
る
磯
崎
新
氏
を
、今
日
の
建
築
家
像
を
め
ぐ
る
潮
流
の
変
化
を
体
現

す
る
人
物
と
し
て
位
置
付
け
る
。

 

そ
し
て
、一九
九
五
年
の
変
化
を
象
徴
す
る「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」を
起
点
に「
情
報
化
」と「
郊
外
化
」を
め
ぐ
る
建
築
家
像
の

変
化
を
様
々
な
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

 

「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」の
実
現
案
を
設
計
し
た
伊
東
豊
雄
氏
を
は
じ
め
、伊
東
氏
と
コ
ンペ
で
最
後
ま
で
最
優
秀
を
競
い
、情
報

と
建
築
の
あ
り
得
べ
き
関
係
を
示
唆
し
た
古
谷
誠
章
氏
、同
建
築
の
現
場
を
担
当
し
、そ
こ
か
ら
独
自
の
建
築
論
を
展
開
す
る
ヨ
コ
ミ
ゾ
マ

コ
ト
氏
、そ
し
て
同
建
築
の
コ
ンペ
の
企
画
を
仕
掛
け
、新
た
な
公
共
空
間
像
を
模
索
す
る
建
築
計
画
者
の
小
野
田
泰
明
氏
な
ど
、関
係
者

た
ち
への
イ
ン
タ
ビュ
ー
は
、今
日
の
建
築
家
像
に
関
わ
る
問
題
の
多
く
が「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」を
源
流
と
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
。さ
ら
に
、そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
設
計
プ
ロ
セ
ス
、教
育
、組
織
像
な
ど
の
主
題
に
つい
て
、こ
う
し
た
ト
ピッ
ク
に
関
わ
って
い
る
小
嶋

一浩
氏
、中
山
英
之
氏
、難
波
和
彦
氏
、山
梨
知
彦
氏
ら
と
討
議
す
る
こ
と
で
検
証
を
重
ね
て
い
る
。

 

さ
ら
に
、東
京
以
外
の
都
市
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
五
十
嵐
淳
氏
、梅
林
克
氏
、宮
本
佳
明
氏
、井
手
健
一
郎
氏
、迫
慶
一
郎
氏
と
は
、

北
海
道
、関
西
、福
岡
、中
国
な
ど
の
各
都
市
か
ら
建
築
を
め
ぐ
る
課
題
を
討
議
し
、郊
外
化
に
つ
い
て
も
問
題
提
起
を
続
け
た
。ヨ
ー

ロッ
パ
在
住
の
建
築
家
や
都
市
政
策
に
関
す
る
著
作
を
も
つ
岡
部
明
子
氏
と
は
一
九
九
二
年
の
E
U
統
合
と
い
う
大
き
な
で
き
ご
と
と
と

も
に
建
築
家
の
役
割
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。さ
ら
に
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
設

計
技
術
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
み
、同
分
野
の
議
論
の
翻
訳﹇
6
﹈に
も
取
り
組
ん
で
い
る
田
中
浩
也
氏
と
松
川
昌
平
氏
と
は
、コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
新
た
な
技
術
と
、既
存
の
技
術
を
ど
の
よ
う
に
関
係
付
け
る
か
討
議
を
行
い
、結
論
と
し
て
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
い
う
概

5─論拙稿「ありうべき都市」では、商店街、百貨店、公共施設の配置や商店の新陳代謝を促す構造など、
地方都市の消費の場のあり方を描いた［藤村龍至＋東洋大学藤村研究室「ありうべき都市」、『JA』82号、新建築社、

2011年、所収］。
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念
を
技
術
で
は
な
く
思
想
と
し
て
位
置
付
け
る
試
み
を
行
っ
た
。

 
そ
し
て
、建
築
領
域
の
外
部
か
ら
は
、「
2
ち
ゃ
ん
ね
る
」や「
ニコニコ
動
画
」な
ど
の
日
本
独
特
の
ウ
ェブ
サ
ー
ビ
ス
を
例
に
情
報
環
境
の

あ
り
よ
う
を
論
じ
る
濱
野
智
史
氏
、ウェブ
サ
ー
ビ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
今
日
の
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョン
の
あ
り
よ
う
を
社
会
学
の
領
域
か
ら
論

じ
る
鈴
木
謙
介
氏
を
招
き
、意
見
交
換
を
行
って
い
る
が
、両
者
と
交
わ
し
た
議
論
は
、情
報
化
と
郊
外
化
と
い
う
本
書
の
問
題
設
定
を
見

事
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
て
い
る
。 

 

最
後
に
、一九
六
〇
年
代
よ
り
数
多
く
の
都
市
再
開
発
プ
ロ
ジェク
ト
を
手
掛
け
、阪
神・淡
路
大
震
災
後
の
震
災
復
興
に
関
連
し
た
六

甲
道
JR
駅
南
地
区
再
開
発
事
業
に
も
関
わ
っ
た
井
口
勝
文
氏
への
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、二
〇一一
年
以
後
の
建
築
家
の
都
市
と
の
関
係
を
模
索

す
る
本
書
の
狙
い
に
照
ら
し
て
、と
て
も
貴
重
な
も
の
と
な
っ
た
。

 

ア
ー
キ
テ
ク
ト 

2.0

 「
情
報
化
」と「
郊
外
化
」を
起
点
と
し
つつ
、本
書
の
至
る
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
／
地
域
主
義
／
シ
ミュレ
ー
シ
ョン
／

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
、一九
九
五
年
以
後
二
〇
〇
〇
年
代
を
通
じ
て
社
会
的
に
関
心
が
高
ま
って
き
た
ト
ピッ
ク
群
で
あ
る﹇
表
2
﹈。こ
れ
ら
に
つ

い
て
論
じ
る
た
め
に
、こ
こ
で
は
二
つ
の
ト
ピッ
ク
を
導
入
し
て
お
き
た
い
。

 

一つ
は「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
」と
い
う
概
念
で
あ
る
。直
訳
す
れ
ば「
建
築
」で
あ
る
が
、コ
ン
ピュー
タ
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
を
指
す
用
語
と
し
て

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、一九
九
〇
年
代
後
半
に
至
って
ア
メ
リ
カ
の
法
律
学
者
、ロ
ー
レ
ン
ス・レッ
シ
グ
氏
が
現
代
の
権
力
の
四
類
型（
法
／
市

場
／
規
範
／
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
）の一つ
と
し
て
位
置
付
け
て
以
来
、社
会
活
動
の
基
盤
を
な
す
基
礎
的
な
構
造
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た﹇
7
﹈。

 

も
う
一つ
は「
2.0
」と
い
う
用
語
で
あ
る
。ア
メ
リ
カ
の
情
報
環
境
論
者
、テ
ィ
ム・オ
ラ
イ
リ
ー
氏
は
、ツ
イ
ッ
タ
ー
、フェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
の

S
N
S（
ソ
ー
シ
ャ
ル・ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ・サ
ー
ビ
ス
）な
ど
が
拡
充
し
、受
け
手
と
送
り
手
が
流
動
化
し
、双
方
向
化
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

6─コスタス・テルジディス、田中浩也監訳、荒岡紀子／重村珠穂／松岡昌平訳『アルゴリズミック・アーキテクチュア』彰国
社、2010年
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時
代
区
分

一九
四
五
年

一九
四
五
│一九
七
〇
年

理
想
の
時
代

一九
七
〇
年

一九
七
〇
│一九
九
五
年

虚
構
の
時
代

一九
九
五
年

一九
九
五
│
二
〇
一一
年

動
物
の
時
代

二
〇
一一年

二
〇
一一年
│

都
市
の
動
き

終
戦

拡
大
／
開
発
主
義
／
反
対
運
動
／
全
国
総
合
開
発
計
画
／

工
業
化
／
格
差
解
消

安
保
闘
争

巨
大
建
築
論
争
／
ア
ト
リ
エ
と
組
織
の
乖
離
／

バ
ブ
ル
経
済
／
民
間
活
力
導
入
／
グ
ロ
ー
バ
ル

阪
神・淡
路
大
震
災
／
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件（
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
）

情
報
化
／
郊
外
化
／
地
方
分
権

東
日
本
大
震
災

縮
小
／
エコロ
ジ
ー
／
新
し
い
公
共
／

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
／
コ
ミュニ
ティ

建
築
の
動
き

都
市
の
時
代

都
市
計
画
／
合
理
主
義
／
設
計
方
法
論
／
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム

大
阪
万
博

住
宅
の
時
代

都
市
か
ら
の
撤
退
／
住
宅
は
芸
術
で
あ
る
／「
私
」性
／
抵
抗
の
砦

せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
コ
ンペ

身
体
の
時
代

感
覚
／
プ
リ
ミ
ティ
ブ
／
マ
テ
リ
ア
ル
／
細
か
な
差
異

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
時
代

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
／
地
域
主
義
／
シ
ミュレ
ー
シ
ョン
／
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

建
築
家
像

都
市
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
建
築
家

住
宅
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
建
築
家

職
人
と
し
て
の
建
築
家

ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
の
建
築
家

＝
ア
ー
キ
テ
ク
ト 

2.0

表
2

│
一九
四
五
年
以
後
の
日
本
に
お
け
る
都
市・建
築
の
動
き
と
建
築
家
像
の
変
化
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の
状
況
を「W

E
B

2.0

」と
名
付
け
た
。オ
ラ
イ
リ
ー
は
さ
ら
に
こ
の
概
念
の
政
治
への
応
用
を
含
む
ヴ
ィ
ジ
ョン「governm

ent 2.0

」を
提
唱

し
、日
本
で
も
東
氏
ら
に
よ
り「一般
意
思 

2.0
」「
民
主
主
義 

2.0
」な
ど
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

 

こ
れ
ら
の
ト
ピッ
ク
を
導
入
す
る
と
、私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
次
世
代
の
建
築
家
像
が
浮
か
び
上
が
って
く
る
。か
つ
て「
理
想
の
時

代
／
都
市
の
時
代﹇
一九
四
五
―一九
七
〇
年
﹈」に
求
め
ら
れ
た「
都
市
デ
ザ
イ
ナ
ー
」と
し
て
の
建
築
家
、「
虚
構
の
時
代
／
住
宅
の
時
代﹇
一九
七
〇
―

一九
九
五
年
﹈」に
求
め
ら
れ
た「
住
宅
デ
ザ
イ
ナ
ー
」と
し
て
の
建
築
家
、「
動
物
の
時
代
／
身
体
の
時
代﹇
一九
九
五
―
二
〇
一一
年
」」に
求
め
ら
れ
た

「
職
人
」と
し
て
の
建
築
家
に
代
わ
り
、二
〇一一年
以
後
の「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
時
代
」に
求
め
ら
れ
る
の
は
縮
小
／
エコ
ロ
ジ
ー
／
新
し
い
公
共

／
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
／
コ
ミュニ
ティ
と
いっ
た
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
汲
み
取
り
つつ
、ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
／
地
域
主
義
／
シ
ミュレ
ー
シ
ョン
／
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

と
いっ
た
方
法
論
を
駆
使
し
て
人
々
の
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョン
の
深
層
を
設
計
す
る「
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
の
建
築
家
」で
あ
る
。本
書
で
は
さ

し
あ
た
り
こ
れ
を
既
存
の「
建
築
家
」と
区
別
し「
ア
ー
キ
テ
ク
ト 

2.0
」と
名
付
け
て
お
く
。

 

二
〇
一
一
年
以
後
、「
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
の
建
築
家
」
が
示
す
べ
き
こ
と

 

二
〇一一
年
以
後
、「
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
の
建
築
家
」＝「
ア
ー
キ
テ
ク
ト 

2.0
」は
何
を
提
示
す
る
べ
き
か
。最
後
に
仮
説
的
に
提
示
し
て
、議

論
の
射
程
を
示
し
て
お
こ
う
。

 

二
〇
一一
年
三
月
十
一日
の
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
そ
の
後
の
福
島
第
一原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、今
日
の
日
本
の
国
土
の
構
造
が

も
って
い
る
様
々
な
課
題
、特
に
、交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
脆
弱
性
、地
方
都
市
の
産
業
構
造
、エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど
、イ
ン
フ
ラ
に
関
わ
る
諸

問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。超
高
齢
化
社
会
が
到
来
し
、三
陸
の
漁
村
の
い
く
つ
か
は
、仮
に
復
旧
を
果
た
し
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
限
界

集
落
と
な
る
と
い
わ
れ
る
。四
十
兆
の
税
収
に
対
し
て
九
十
兆
を
歳
出
す
る
国
家
シ
ス
テ
ム
は
、こ
の
ま
ま
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
経
済
的

な
破
綻
は
目
に
見
え
て
い
る
。原
子
力
発
電
所
の
問
題
は
中
央
と
地
方
の
政
治
的
力
学
の
非
対
称
性
を
解
決
し
な
け
れ
ば
社
会
的
に
解

7─東浩紀氏らが度々論じているように、情報技術が発達し、技術への依存が進んだ1995年以後の社会では、表層に
多様なコンテンツが並列的に共存するが、深層には表層の現れ方を大きくコントロールする広大なアーキテクチャが全面的
に展開するという、二層構造型の世界像が認識されるようになった。建築・都市領域でもまた、1970年代の建築の巨大化を
境界としてアトリエ／組織という形で建築家の職能もまた二層構造化しており、建築プロジェクトの複雑化、巨大化、短期化 >>
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決
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
。こ
の
よ
う
に
、今
回
の
震
災
は
こ
の
国
が
も
と
も
と
も
って
い
た
難
問
を
突
然
顕
在
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

 

様
々
な
制
度
が
林
立
し
、利
害
が
絡
み
合
い
、技
術
への
依
存
を
強
め
、コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
っ
た
ま
ま
自
走
し
て
い
る
こ
の
国
は
、あ
た
か

も
見
え
な
い
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
って
駆
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

 

既
に
都
市
設
計
の
領
域
で
は
一九
九
五
年
の
阪
神・淡
路
大
震
災
と
前
後
し
て
、行
政
が
リ
ー
ド
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の「
都
市
計
画
」

か
ら
、住
民
が
参
加
す
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の「
ま
ち
づ
く
り
」が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
って
お
り
、今
回
も
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
復
興
計
画
が

各
所
で
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、今
回
の
原
子
力
発
電
所
問
題
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、私
た
ち
の
生
き
る「
リ
ス
ク
社
会
」﹇
ウ
ル
リ
ッ
ヒ・ベッ
ク
、社
会

学
者
﹈を
経
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
意
思
決
定
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、自
走
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
、問
題
の
解
決
を
図
る
新
た
な
意
思
決
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。「
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
の
建
築
家
」が
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、ま
さ
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

 

も
ち
ろ
ん
、こ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
駆
動
す
る「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」と
い
う
表
現
は
、結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、ど
こ
か

に
そ
の
よ
う
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
主
体
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
制
度
、組
織
、技

術
の
体
系
な
ど
に
つ
い
て
、関
係
者
ら
が
協
働
を
繰
り
返
し
、改
善
を
重
ね
る
以
外
に
道
は
な
く
、私
た
ち
も
こ
の
道
を
た
だ
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
漸
進
的
に
進
む
の
み
で
あ
る
。た
だ
、「
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
の
建
築
家
」と
い
う
建
築
家
像
と
い
う
当
初
の
仮
説
は
、本
書

を
制
作
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
重
ね
、意
見
交
換
を
続
け
る
に
連
れ
て
や
が
て
確
信
へ
と
変
わ
り
、私
た
ち
の
進
む
べ
き
方
向

を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
。そ
れ
が
こ
の
書
籍
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
。

>>が進むプロセスで表面的な内装や外装を彩るサーフェイス・デザイナーとしてのアトリエ型作家と、全体の構造
を規定するマスター・アーキテクトとしての組織型設計者の間はますます大きく引き裂かれつつある［藤村龍至
「グーグル的建築家像を目指して─批判的工学主義の可能性」『思想地図』vol.3、NHK出版、2010年、所収］。
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 ｜Chapter_2｜情報化を考える
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D
ialogue_1

C
hapter_1 | T

hinking of the C
ity and A

rchitecture after 1995

Interview
_0

T
he Im

age of 

the A
rchitect after “1995”

一
九
九
五
年

と
い
う
切
断
と
、

そ
れ
以
後
の
建
築
家
像

一九
九
五
年
に
開
催
さ
れ
た「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」の
コ
ン
ペ
は
、情
報

環
境
の
出
現
に
よ
る
建
築
家
像
の
変
容
が
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
た
ピ
ー
ク
の

一つ
で
あ
っ
た
。同
コ
ン
ペ
の
審
査
委
員
長
を
務
め
た
磯
崎
新
氏
は
、一
九
六
〇

年
代
に
世
界
で
初
め
て
設
計
事
務
所
名
に「
ア
ト
リ
エ
」を
冠
し
、「
プ
ロ
セ
ス・

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
論
」な
る
設
計
プ
ロ
セ
ス
論
を
発
表
し
た
。今
日
の
建
築
家
の

職
能
や
情
報
環
境
と
建
築
の
関
係
を
予
言
し
て
い
た
と
も
い
え
る
磯
崎
新

氏
に
、今
日
の
建
築
家
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
展
望
を
伺
っ
た
。

磯
崎
新
｜A

rata_Isozaki

建
築
家
。一九
三
一
年
大
分
県
生
ま
れ
。一九
五
四
年
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。一九
六
一年
東

京
大
学
数
物
系
大
学
院
建
築
学
博
士
課
程
修
了
。
丹
下
健
三
研
究
室﹇
都
市
建
築
設
計
研
究
所
﹈を

経
て
、一九
六
三
年
磯
崎
新
ア
ト
リ
エ
設
立

018 -
018 -

 

一
九
九
五
年
、「
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
」
コ
ン
ペ

 

藤
村 

議
論
の
起
点
と
し
て
、一
九
九
五
年
に
行
わ
れ
た「
せ
ん
だ
い
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」﹇
二
〇
〇
〇
﹈の
コ
ン
ペ
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

磯
崎 

あ
る
夏
、阿
部
仁
史
さ
ん
と
小
野
田
泰
明
さ
ん
が
現
れ
て
、コ
ン
ペ
に
関
わ
っ
て
ほ
し
い
、と
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。プ
ロ
グ

ラ
ム
を
見
る
と
、い
わ
ゆ
る
普
通
の
街
の
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
集
ま
っ
て
い
る
公
民
館
の
よ
う
な
企
画
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。僕
は

そ
の
と
き
、ふ
と
思
い
つ
い
て「
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」と
い
う
名
前
に
し
た
ら
ど
う
で
す
か
、と
言
い
ま
し
た
。

藤
村 

な
ぜ「
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
前
を
提
案
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

磯
崎 

お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
に
一つ
か
二
つ
、「
メ
ディ
ア
テ
ー
ク
」と
い
う
計
画
が
あ
っ
た
頃
だ
と
思
い
ま
す
。
直
訳
す
れ
ば「
メ

ディ
ア
館
」で
す
が
、わ
か
り
に
く
い
し
、内
容
が
想
像
で
き
な
い
と
ず
い
ぶ
ん
文
句
を
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
、建
築
の
イ
メ
ー

ジ
は
タ
イ
ト
ル
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
型
が
決
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、そ
う
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。

藤
村 

審
査
を
公
開
で
行
う
と
い
う
の
も
磯
崎
さ
ん
の
ア
イ
ディ
ア
だ
っ
た
と
伺
って
い
ま
す
。

磯
崎 

最
終
案
に
絞
り
込
む
た
め
の
審
査
を
中
継
し
た
は
ず
で
す
。そ
れ
が
あ
っ
て
、伊
東
豊
雄
さ
ん
と
古
谷
誠
章
さ
ん
と
、

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー・イ
ズ・ヴ
ァ
イ
ラ
ス（
田
島
夏
樹
、梅
根
常
三
郎
、佐
伯
吉
信
の
三
人
で
構
成
）の
三
案
が
最
後
に
残
っ
た
。
伊
東
さ
ん

は
楽
勝
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
う
し
た
ら
審
査
の
と
き
に
、確
か
月
尾
嘉
男
さ
ん
が
伊
東
さ
ん
と
同
年
代

で
、割
と
は
っ
き
り
も
の
を
言
う
関
係
だ
っ
た
の
で
、「
古
谷
案
の
ほ
う
が
新
し
い
。レ
イ
ヤ
リ
ン
グ
の
コ
ン
セ
プ
ト
だ
か
ら
、空

018 -
018 - 019
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C
hapter_2 | T

hinking of Inform
atization

Interview
_0

D
are to T

hink of Internet M
ixing 

w
ith A

rchitecture

ネ
ッ
ト
と
建
築
を

あ
え
て

混
ぜ
て
考
え
る

情
報
社
会
論
を
専
門
と
す
る
濱
野
智
史
氏
は
、「
2
ち
ゃ
ん
ね
る
」や「
ニ
コ
ニ

コ
動
画
」な
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
ー
ビ
ス
の
分
析
を
通
じ
て
、無
秩
序

と
考
え
ら
れ
が
ち
な
ネ
ッ
ト
の
世
界
に「
設
計
」の
コ
ン
セ
プ
ト
を
読
み
取

ろ
う
と
す
る
。ネ
ッ
ト
と
建
築
を
別
の
も
の
と
せ
ず
、あ
え
て
同
列
に
考
察

す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る「
設
計
」思
想
の
現
代
性
と
は
何
か
。

濱
野
智
史
｜Satoshi_H

am
ano

社
会
学
者・批
評
家
。一
九
八
〇
年
千
葉
県
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
卒
業
後
、同
大

学
院
政
策・メ
ディ
ア
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。二
〇
〇
五
年
国
際
大
学G

LO
C

O
M

研
究
員
。現
在
、

日
本
技
芸
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
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042 - 043
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三
番
目
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
道
を
い
く

 

濱
野 

さ
て
、今
日
は『
思
想
地
図
』﹇1
﹈に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
、二
〇
〇
九

年
一
月
二
十
八
日
に
東
京
工
業
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
思
考
の
場
所
」で
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
た
い
と

思
い
ま
す
。磯
崎（
新
）さ
ん
の
結
論
を
聞
い
て
感
じ
た
の
は
、結
局
ウ
ェ

ブ
は
ウ
ェブ
、建
築
は
建
築
、と
い
う
話
で
終
わ
って
し
ま
って
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。最
近
の
ス
タ
ッ
フ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
設
計
し
て
い
る
の

で
、モ
ノ
の
重
み
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。だ
か
ら
、北
京
の
ス
タ
ジ
ア
ム
の

よ
う
に
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
だ
け
で
考
え
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
実
現

し
て
し
ま
う
と
磯
崎
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

そ
こ
で
、今
日
は
そ
こ
か
ら
一
歩
進
め
て
、

ウ
ェ
ブ
の
議
論
と
建
築
の
議
論
は
い
か
に

し
て
架
橋
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い

き
た
い
。

 

ま
ず
僕
か
ら
は
、藤
村
さ
ん
が『
思

想
地
図
』の
三
号
で
書
か
れ
た
論
文（「
グ
ー
グ
ル
的
建
築
家
像
を
め
ざ
し

て
―
『
批
判
的
工
学
主
義
』の
可
能
性
」）に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。こ
の
中
で
藤
村
さ
ん
は
、大
き
く
分
け
て
二
つ
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。そ
れ
は「
批
判
的
工
学
主
義
」と
い
う
建
築
家
と
し
て

の
現
状
認
識
お
よ
び
ス
タ
ン
ス
と
、「
超
線
形
設
計
プ
ロ
セ
ス
」と
い
う

方
法
論
で
す
。

 

僕
の
目
か
ら
見
る
と
、今
藤
村
さ
ん
に
対
す
る
評
価
と
い
う
の

は
、前
者
の「
批
判
的
工
学
主
義
」は
い
い
け
ど
、後
者
の「
超
線
形
設

計
プ
ロ
セ
ス
」は
い
か
が
な
も
の
か
、と
い
う
の
が
大
半
だ
と
思
い
ま

す
。例
え
ば『
建
築
雑
誌
』と
い
う
日
本
建
築
学
会
の
機
関
誌
に
、最

近
藤
村
さ
ん
の「B

U
ILD

IN
G

 K

」と
い
う
作
品
を
み
ん
な
で
論
評

す
る
と
い
う
特
集
が
載
り
ま
し
た﹇
2
﹈が
、こ
れ
を
読
む
と
、ま
さ
に

そ
ん
な
感
じ
で
す
。み
ん
な「B

U
ILD

IN
G

 K

」に
つ
い
て
は
正
面

切
って
褒
め
よ
う
と
し
な
い（
笑
）。

 

こ
の
反
応
に
は
、わ
か
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。「
批
判
的
工
学

主
義
」と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、確
か
に
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
し
、そ

こ
で
言
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、藤
村
さ
ん
が
出
し
た
本
の
タ
イ
ト
ル
を

1  
 

東
浩
紀
／
北
田
暁
大
編
集
、

特
集「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
」『
思
想
地
図
』三
号
、日
本

放
送
出
版
協
会
、二
〇
〇
九
年
五
月

2  
 

特
集「
検
証『
批
判
的
工
学

主
義
』―B

U
ILD

IN
G

 K

か
ら
考
え
る
」『
建
築

雑
誌
』二
〇
〇
八
年
八
月
号
、日
本
建
築
学
会
、所
収



Tow
ards [A

lgorism
]

as T
hought

思
想
﹇is

m

﹈
と
し
て
の

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム﹇a

lg
o

r
is

m

﹈へ

田
中
浩
也
氏
、松
川
昌
平
氏
と
は
、『R

O
U

N
D

A
B

O
U

T
 JO

U
R

N
A

L

』

の
第
一
号
で
鼎
談
を
行
い
、情
報
技
術
を
ベ
ー
ス
と
し
た
設
計
の
あ
り
方
に

つ
い
て
意
見
を
闘
わ
せ
た
。こ
こ
で
は
、コ
ス
タ
ス・テ
ル
ジ
ディ
ス
氏
の『
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ミ
ッ
ク・ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
』を
田
中
氏
、松
川
氏
ら
が
翻
訳
出
版
し

た
こ
と
を
記
念
し
て
、再
び
三
人
で
討
議
す
る
こ
と
に
し
た
。

田
中
浩
也
＋
松
川
昌
平
｜H

iroya_Tanaka
+

Shohei_M
atsukaw

a

田
中
浩
也

│
デ
ザ
イ
ン・エ
ン
ジ
ニ
ア
。一
九
七
五
年
北
海
道
生
ま
れ
。一
九
九
八
年
京
都
大
学
総
合
人

間
学
部
基
礎
科
学
科
卒
業
。二
〇
〇
〇
年
京
都
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学
研
究
科
修
了
。二
〇
〇
三

年
、東
京
大
学
工
学
系
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。二
〇
〇
四
年
久
原
真
人
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ン
ユ

ニッ
トtE

nt

設
立
。二
〇
一
〇
年
フ
ァ
ブ
ラ
ボ
ジ
ャ
パ
ン
設
立
、マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
建
築
学
科
客

員
研
究
員
。現
在
、慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
准
教
授

松
川
昌
平

│
建
築
家
。一九
七
四
年
石
川
県
生
ま
れ
。一九
九
八
年
東
京
理
科
大
学
工
学
部
建
築
学

科
卒
業
。一
九
九
九
年000

studio

﹇
ゼ
ロ
ス
タ
ジ
オ
﹈設
立
、主
宰
。
現
在
、ハ
ー
バ
ー
ド
大
学G

SD

文

化
庁
派
遣
芸
術
家
在
外
研
修
員
お
よ
び
客
員
研
究
員
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  「
誘
導
」
か
ら
「
栽
培
」へ

 

田
中 

藤
村
さ
ん
た
ち
が
二
〇
〇
七
年
か
ら
発
行
し
て
い
る

『R
O

U
N

D
A

B
O

U
T

 JO
U

R
N

A
L

』と
い
う
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
の
創
刊

号
で
、こ
の
三
人
の
鼎
談
を
行
い
ま
し
た
。そ
の
と
き
は「
誘
導
か
ら

栽
培
へ
!?
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ミ
ッ
ク・デ
ザ
イ
ン
の
可
能

性
に
つい
て
語
り
合
い
ま
し
た
。そ
の
後
、様
々
な
実
践
を
各
自
が
重

ね
て
き
ま
し
た
。そ
の
文
脈
を
踏
ま
え
な
が
ら
、今
日
は
さ
ら
に
発

展
的
な
議
論
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

「
誘
導
か
ら
栽
培
へ
!?
」の
鼎
談
で
は
、当
時「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ミ
ッ
ク・

デ
ザ
イ
ン」に
つい
て
日
本
で
は
あ
ま
り
正
確
に
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

少
し
理
解
が
甘
い
部
分
が
あ
る
と
思
って
い
ま
し
た
の
で
、い
く
つ
か
の

大
前
提
を
確
認
し
ま
し
た
。ま
ず「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ミ
ッ

ク・デ
ザ
イ
ン
は
自
動
生
成
で
あ
る
」と
い
う
紋
切
り

型
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
て
お
き
た
い
と
い
う
考
え

が
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
、最
初
か
ら
目
的
が
定
ま
っ

た
う
え
で
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
実
行
さ
せ
る
と
い
う
の
が「
誘
導
」だ
と

す
る
と
、未
知
の
デ
ザ
イ
ン
解
を
探
索
し
な
が
ら
評
価
関
数
そ
の
も

の
も
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
探
し
て
い
く
行
為
を「
栽
培
」と
呼
ん
だ

の
で
す
。つ
ま
り
、コ
ン
ピュー
タ
を「
答
え
を
出
し
て
く
れ
る
道
具
」と

位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ「
探
索
の
パ
ー
ト
ナ
ー
」と
捉
え
て

み
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

今
回『
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ミ
ッ
ク・ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュア
』﹇1
﹈と
い
う
本
を

翻
訳
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、こ
の
本
で
は「
エ
イ
リ
ア
ン（
異
質
な

知
性・他
者
）」と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
い
ま
す
。「
パ
ー
ト
ナ
ー
」だ
と

ど
う
し
て
も
擬
人
化
さ
れ
た
ニュア
ン
ス
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
が
、コ
ス

タ
ス
が「
エ
イ
リ
ア
ン
」と
い
う
言
葉
に
託
し
て
い
る
の
は
、「
人
間
の
知

性
と
は
異
な
る
特
質
を
も
っ
た
知
性
で
あ
る
」と
い
う
捉
え
方
だ
と

思
い
ま
す
。藤
村
さ
ん
は
こ
の
本
を
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
ま
し
た
か
。

藤
村 

こ
の
本
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
用
語
が
定
義
さ
れ
て

い
る
の
で
す
が
、一番
重
要
だ
と
感
じ
た
も
の
の一つ
は

ギ
リ
シ
ャ
語
の「allo

」と
い
う
言
葉
で
す
ね
。日
本
語

で
は「
他
者
性
」、英
語
で
言
う
と「otherness

」な
ん

1  
 

コ
ス
タ
ス・テ
ル
ジ
ディ
ス『
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ミ
ッ

ク・ア
ー
キ
テ
ク
チュア
』田
中
浩
也
監
訳
、荒
岡
紀
子

／
重
村
珠
穂
／
松
川
昌
平
訳
、彰
国
社
、二
〇一〇
年
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C
hapter_3 | T

hinking of Suburbanization

Interview
_0

T
he Im

agination to 

D
esign a Strong P

lace

濃
密
な
場
所
を

設
計
す
る
た
め
の

想
像
力

鈴
木
謙
介
氏
と
私
は
、高
校
を
卒
業
す
る
年
に「一九
九
五
年
」を
迎
え
、震
災

の
報
道
を
見
な
が
ら
受
験
勉
強
を
し
て
い
た
世
代
で
あ
り
、と
も
に
郊
外

の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
何
も
な
か
っ
た
土
地
に
育
っ
た
。「一九
九
五
年
」と

「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」と
い
う
原
風
景
か
ら
描
か
れ
る
社
会
像
と
は
何
か
。

鈴
木
謙
介
｜K

ensuke_Suzuki

社
会
学
者
。一
九
七
六
年
福
岡
県
生
ま
れ
。一
九
九
九
年
國
學
院
大
學
文
学
部
卒
業
。二
〇
〇
一
年
法

政
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
社
会
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。二
〇
〇
四
年
東
京
都
立
大
学
大
学

院
社
会
科
学
研
究
科
社
会
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
現
在
、関
西
学
院
大
学
社
会
学
部

准
教
授
、国
際
大
学G

LO
C

O
M

研
究
員

164 -
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オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
バ
ン
ド

 

鈴
木 

「一九
九
五
年
」と
い
え
ば
、僕
の
師
匠
で
あ
る
宮
台
真
司
が『
終

わ
り
な
き
日
常
を
生
き
ろ
』﹇1
﹈を
出
し
た
年
で
す
。こ
れ
は
同
年
に

起
き
た
オ
ウ
ム
事
件
を
受
け
て
緊
急
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、タ

イ
ト
ル
が
結
論
に
な
って
い
ま
す
。要
す
る
に
、「〝
で
か
い一発
〞が
き
て

も
世
界
は
終
わ
ら
な
い
」﹇
鶴
見
済『
完
全
自
殺
マニュア
ル
』一九
九
三
年
、太
田

出
版
﹈﹇
2
﹈と
い
う
こ
と
で
す
。オ
ウ
ム
事
件
は
、巨
大
戦
争
が
起
こって

世
界
が
滅
び
て
し
ま
う
よ
う
な
男
の
子
の
マ
ン
ガ
を
下
敷
き
に
し
て

い
た
わ
け
で
す
が
、そ
の
よ
う
な
終
わ
り

は
こ
な
い
し
、世
界
は
ず
っ
と
続
い
て
い

く
。そ
の
退
屈
さ
に
耐
え
て
生
き
な
き
ゃ

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

 

こ
の
本
が
主
張
し
た
の
は
、大
き
な

理
想
を
求
め
る
生
き
方
を
否
定
す
る
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。大
き
な
理
想
の

た
め
に
人
を
犠
牲
に
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
考
え
は
、オ
ウ
ム
に
限

ら
ず
散
見
さ
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て「
そ
ん
な
大
き
な
理
想
は
も
う

存
在
し
な
い
ん
だ
か
ら
、そ
の
状
況
に
耐
え
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い

ん
だ
」と
。

 

一九
八
〇
年
代
に
大
塚
英
志
さ
ん（
評
論
家・小
説
家
）は「
物
語
消

費
論
」﹇
3
﹈で
、「
子
ど
も
た
ち
は
、ビッ
ク
リ
マ
ン
チ
ョコ
の
シ
ー
ル
に
物
語

の
体
系
を
読
み
取
って
消
費
し
て
い
る
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
論
じ

て
い
ま
し
た
。あ
る
意
味
で
、「
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
」を
引
用
し
な
が
ら

「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
の
到
来
」を
主
張
し
て
い
た
オ
ウ
ム
に
も
通
じ
る
態
度

で
す
。し
か
し
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
って
東
浩
紀
さ
ん（
小
説
家
・
批
評
家
）

は
、オ
タ
ク
の
消
費
行
動
を
分
析
し
て
、こ
う
論
じ
た
ん
で
す
ね
。す

な
わ
ち
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
パ
ー
ツ（
情
報
）の
組
み
合
わ
せ
に
萌
え
る
ゼ

ロ
年
代
の
オ
タ
ク
は
、物
語
な
ん
て
求
め
て
い
な
い
と
。

 

仲
正
昌
樹
さ
ん（
思
想
史
）に
よ
る
と
、宮
台
さ
ん
と
東
さ
ん
は
、

ど
ち
ら
も
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
を
通
じ
て
他
者
と
の
合
意
に
至
る
の

は
も
は
や
無
意
味
だ
と
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
れ
よ
り

も
、一人
一人
が
自
由
に
振
る
舞
い
な
が
ら
も
秩
序
が
破
綻
し
な
い
よ

1  
 

宮
台
真
司 『
終
わ
り
な
き
日

常
を
生
き
ろ

―
オ
ウ
ム
完
全
克
服
マ
ニュ
ア
ル
』

筑
摩
書
房
、一九
九
八
年

2  
 

鶴
見
済『
完
全
自
殺
マ
ニュ
ア

ル
』太
田
出
版
、一九
九
三
年

3  
 

大
塚
英
志『
物
語
消
費

論

―
「
ビ
ッ
ク
リ
マ
ン
」の
神
話
学
』新
曜
社
、

一九
八
九
年
／
角
川
書
店
、二
〇
〇
一年

164 -
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T
hinking of “D

esigning”, 

C
onfronting to Society

 「
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
」

に
つ
い
て
考
え
、

社
会
に
対
峙
す
る

井
手
健
一
郎
氏
は
、福
岡
市
で
設
計
事
務
所rhythm

design

を
主
宰
す

る
傍
ら
、デ
ザ
イ
ン・イ
ベ
ン
ト「
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
展
／D

E
S

IG
N

IN
G

?

」の
企

画・制
作
も
手
掛
け
る
。二
〇
一一
年
で
七
回
を
数
え
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、数

万
人
単
位
を
動
員
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
。建
築
家
と
し
て
福
岡
に
何
が

で
き
る
の
か
、真
剣
に
思
考
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、こ
の
イ
ベ
ン
ト

を
通
じ
て
社
会
と
対
峙
し
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。

井
手
健
一
郎
｜K

enichiro_Ide

建
築
家
。一
九
七
八
年
福
岡
県
生
ま
れ
。二
〇
〇
〇
年
福
岡
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
後
、渡
欧
。

帰
国
後
、二
〇
〇
〇
―
〇
二
年
イ
モ
ト
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
、二
〇
〇
三
―
〇
四
年
松
岡
祐
作
都
市
建
築
計
画
事

務
所
勤
務
。二
〇
〇
四
年rhythm

design

（
リ
ズ
ム
デ
ザ
イ
ン
）設
立

C
hapter_3 | T

hinking of Suburbanization

Interview
_6
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フ
ラ
ッ
ト
な
作
品
発
表
の
場
を
つ
く
り
た
か
っ
た

 

藤
村 

井
手
さ
ん
が「
デ
ザ
イ
ニン
グ
展 

／ D
E

SIG
N

IN
G

?

」と
い
う
イ

ベン
ト
を
始
め
よ
う
と
さ
れ
た
の
は
いつ
で
す
か
。

井
手 

企
画
を
考
え
始
め
た
の
が
二
〇
〇
四
年
の
六
月
く
ら
い
で
、一回

目
の
イ
ベ
ン
ト
は
二
〇
〇
五
年
の
春
で
す
。

藤
村 

何
か
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

井
手 

仕
事
が
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す（
笑
）。東
京
の
イ
ベ

ン
ト
に
自
分
た
ち
の
作
品
を
持
っ
て
行
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、あ
ん

ま
り
面
白
く
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

藤
村 

ど
の
イ
ベン
ト
に
参
加
し
て
い
た
ん
で
す
か
。

井
手 

僕
ら
が
出
し
て
い
た
の
は「
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ・ブ

ロッ
ク
」と
い
う
イ
ベン
ト
で
、そ
こ
に
い
ろ
ん
な
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
や
バ
イ
ヤ
ー
の
方
が
来
る
の
で
す
が
、僕
ら

は
駆
け
出
し
で
、し
か
も
福
岡
か
ら
の
参
加
だ
っ
た

の
で
コ
ネ
ク
シ
ョン
も
な
く
、最
初
は
ほ
と
ん
ど
注
目

さ
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。モ
ノ
の
良
し
悪
し
が
公
平
に
同
じ
土
俵
の
上

で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、最
初
か
ら
情
報
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が

あ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。だ
か
ら
も
っ
と
フ
ラ
ッ
ト
に
、学
生
も
プ
ロ

の
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
、新
人
も
大
御
所
も
、同
じ
土
俵
の
上
で
作
品
が

発
表
で
き
て
、公
平
に
評
価
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
フ
ラ
ッ
ト
な
イ
ベ
ン

ト
を
や
って
み
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

藤
村 

最
初
は
ど
う
い
う
人
に
声
を
掛
け
た
ん
で
す
か
。

井
手 

建
築
家
の
方
で
す
ね
。上
は
葉
祥
栄
さ
ん
と
か
、下
は
僕
ら
み

た
い
な
駆
け
出
し
の
方
ま
で
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
回
り
ま
し
た
。

藤
村 

他
の
都
市
で
こ
う
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
起
こ
し
た
い
、と
い
う
人
が

具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
順
番
に
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す

け
ど
、最
初
は
ま
ず
企
画
書
を
書
き
ま
す
よ
ね
。

井
手 

そ
う
で
す
ね
。ま
ぁ「
企
画
書
」と
いっ
て
も
A
4 

一
枚
で
す（
笑
）。「
こ
ん
な
こ
と
が
や
り
た
い
ん
で
す
」と

説
明
す
る
た
め
の
サ
ロ
ー
ネ
の
冊
子
や
、僕
ら
が
出
て

い
た「
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ・ブ
ロッ
ク
」の
冊
子
を
と
り
あ

え
ず
ネ
タ
と
し
て
お
持
ち
し
て
、後
は
行
っ
て
大
体

モ
ノ
の
良
し
悪
し
が
公
平
に
評

価
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、最

初
か
ら
情
報
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た 

228 -
A

R
C

H
IT

E
C

T
2.0_T

he R
ole Im

age of A
rch

itect after 2011 | C
hapter_3 | Interview

_6 | K
enichiro_Ide

228 - 229




