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②見越しの松（東山区）
街路際の塀越しに敷地内の植栽がのぞく「見越しの松」。私的趣味
の管轄である植裁の街路への露骨な表出を避ける都市的感性の表
現であろう。「粋な黒塀」とセットで謳われるように、塀の高さや質
感が決定的に重要。

①緑に包まれた町家（下京区）
奥行きわずか数十センチの地面に隙間なく様々な樹種を植え
こむことで形成された緑の壁。植物による建物の損傷が懸念
されるものの、植栽というよりはランドスケープと呼ぶべきス
ケールで街並みに存在感を発している。

【京都相対領域】
植栽や駐車場といった、どこの街にもあり、京都にも確実にある要素がある。
「京都らしい」と一般に認識されるものではないが、これらの要素は果たして
「京都」とは無関係なのだろうか。
そもそも植栽は都市においてどのような意味をもつのか？ 京都の都市構造に相応しい駐車場のあり方とは？
京都に駐車場は似つかわしくない！と決め込む前に、これら要素の意味と可能性あるいは
問題点について、具体的な事例を採り上げながら、敢えて検討してみたい。 京都相対領域1

緑

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

② ①

⑧
（一社）京都府建築士会



④街区の内部の様子（中京区）
屋根瓦と緑とがモザイク状に入り混じる街区の内部。このよう
な緑の存在により、建物の密集した中心市街地における都市居
住にも、潤いや通風がもたらされている。

③路地奥の緑（下京区）
街路から一歩入ると、社を覆うように鬱蒼とした樹木が生い茂
る。これにより路地の奥行きの深さと社の神聖さとが演出さ
れる。そこは街路の人工的な喧騒とはまるで別の世界である。

【緑】
「京都は緑が少ない」と言われることがあるが、少し注意して街を歩くと、緑が目に入らない道を探す方が難しいことに気付く。
そのほとんどは人の手により設けられたものである。一般に建築や都市の緑化は都市に潤いや季節感をもたらすが、近年では建
物の断熱／遮熱やヒートアイランド現象の抑止といった環境的効果も多分に期待されている。一方で、落ち葉の始末や虫を嫌っ
て、既にある樹木が伐採されることも少なくない。
京都の街において緑はどのような意味をもつであろうか。市街地における緑の様相をいくつかに類型化しながら、京都に相応し
い緑のあり方について考えたい。

⑮

③④

⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
的
に
は
街
路
沿
い

に
塀
を
設
け
た
大
塀
造
と
し
て
、
敷
地
内
の
植
裁

を
塀
越
し
に
垣
間
見
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
見
越
し

の
松
」
と
な
る（
②
）。
私
的
趣
味
の
管
轄
で
あ
る

植
裁
を
街
路
へ
露
骨
に
表
出
す
る
こ
と
を
避
け
る

都
市
的
感
性
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
黒
塀

／
見
越
し
の
松
」と
セ
ッ
ト
で
謳
わ
れ
る
よ
う
に
、

塀
の
高
さ
や
質
感
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
⑦
は
街
路
際
に
塀
を
立
て
ず
に
見
事
な
植
裁

を
育
て
た
例
で
あ
る
が
、
防
犯
上
の
懸
念
か
ら
か

類
似
例
は
少
な
い
。

㉚
は
駐
車
場
と
な
り
が
ち
な
マ
ン
シ
ョ
ン
の
街

路
際
を
繁
華
な
庭
に
仕
立
て
、
街
並
み
の
乱
れ
を

緩
和
し
て
い
る
。よ
り
意
欲
的
な
事
例
と
し
て
は
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
前
庭
に
高
さ
15
ｍ
前
後
の
樹
木
を

植
え
、
壁
面
の
連
続
す

る
街
並
み
に
配
慮
し
た

⑪
が
あ
る
。
大
規
模
施

設
の
周
囲
に
生
じ
る
オ

ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
し

ば
し
ば
刈
込
の
生
垣
で

処
理
さ
れ
る
が（
㉛
）、

街
路
際
に
建
物
が
建
ち

並
ぶ
京
都
の
街
並
み
に

は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
の

こ
と
は
街
路
際
を
密
集

し
た
中
高
木
の
並
木
で

処
理
し
た
類
似
の
事
例

と
比
較
す
る
と
分
か
り

易
い（
⑫
）。
壁
面
線
の

問
題
で
あ
る
。

ウ
ラ
の
緑

続
い
て
、
街
路
に
直
接
面
さ
な
い
街
区
の
奥
に

あ
る
「
ウ
ラ
の
緑
」
の
事
例
を
見
て
い
き
た
い
。

⑮
で
は
建
物
の
奥
の
庭
に
豊
か
な
緑
が
茂
っ
て

い
る
が
、
そ
の
様
子
は
表
の
街
路
か
ら
は
窺
い
知

京
都
の
緑

京
都
は
東
北
西
の
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
緑
を

抱
え
た
鴨
川
が
街
を
縦
断
す
る
、
地
勢
的
に
緑
を

体
感
し
や
す
い
都
市
で
あ
る
。
公
的
に
整
備
さ
れ

た
公
園
や
街
路
樹
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、
市
中
に

は
貴
重
な
原
生
林
で
あ
る
糺
の
森
や
広
大
な
京
都

御
苑
の
ほ
か
、
数
多
く
の
社
寺
境
内
が
あ
り
、
市

街
地
中
心
部
で
あ
っ
て
も
ま
と
ま
っ
た
規
模
の
緑

に
手
軽
に
触
れ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は

や
は
り
や
や
特
別
な
緑
地
で
あ
る
。
よ
り
日
常
的

か
つ
身
近
に
接
す
る
緑
は
、
街
路
を
歩
い
て
い
て

目
に
す
る
緑
で
あ
り
、
家
や
店
舗
の
中
か
ら
目
に

す
る
街
区
の
奥
に
あ
る
緑
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以

下
で
は
、
京
都
の
街
中
の
緑
を
、
街
路
に
面
し
た

「
オ
モ
テ
の
緑
」
と
街
区
の
奥
の
「
ウ
ラ
の
緑
」

に
大
き
く
分
け
て
、
そ
れ
ら
が
街
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て
具
体
例
を
見
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

オ
モ
テ
の
緑

街
路
に
面
し
た「
オ
モ
テ
の
緑
」の
あ
り
方
は
、

街
路
か
ら
建
物
ま
で
の
距
離
の
大
小
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
く
る
。

ま
ず
建
物
と
街
路
間
の
距
離
が
短
い
場
合
、
最

も
よ
く
目
に
す
る
の
は
犬
走
り
に
並
ぶ
植
木
鉢
で

あ
る（
㉕
）。
し
か
し
植
木
鉢
の
植
栽
は
ど
う
し
て

も
疎
ら
に
な
り
が
ち
で
、
ま
た
建
物
に
比
し
て
小

さ
す
ぎ
る
。
街
路
景
観
へ
の
貢
献
は
、
人
の
背
丈

ほ
ど
に
繁
っ
て
初
め
て
評
価
で
き
る（
㉖
）。
⑬
で

境
内
に
樹
木
が
生
い
茂
り
、
街
路
の
喧
騒
と
は
別

世
界
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。㉒
の
植
栽
は
、

隣
接
し
た
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
て
不
明
瞭
と
な
っ

た
路
地
と
駐
車
場
と
の
境
界
を
示
す
サ
イ
ン
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

㉑
や
34
は
路
地
奥
の
長
屋
が
取
り
壊
さ
れ
た
跡

地
に
雑
草
が
茂
っ
た
も
の
で
あ
る
。
路
地
奥
の
敷

地
は
建
築
基
準
法
上
す
ぐ
に
は
新
築
で
き
な
い
た

め
、
雑
草
が
生
長
す
る

の
に
十
分
な
時
間
が
あ

る
。
⑱
や
⑲
は
、
そ
の

よ
う
な
路
地
奥
の
空
き

地
に
、
私
物
を
置
い
た

り
野
菜
類
を
栽
培
す
る

な
ど
し
て
、
周
辺
住
民

が
意
識
的
に
活
用
し
て

い
る
事
例
で
あ
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
ウ
ラ
の
緑
は
そ
れ
が
存

在
す
る
場
所
の
属
性
に
応
じ
て
、
庭
型・路
地
型・

空
き
地
型
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
庭
型
は
、
敷

地
内
の
余
白
に
あ
た
る
庭
や
バ
ル
コ
ニ
ー
な
ど
の

屋
外
空
間
に
緑
が
あ
り
、
か
つ
オ
モ
テ
の
街
路
に

面
し
て
い
な
い
も
の
。
路
地
型
は
、
オ
モ
テ
か
ら

街
区
奥
の
建
物
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
屋
外
空
間
に

緑
が
あ
る
も
の
。
空
き
地
型
は
、
建
物
が
建
っ
て

い
な
い
敷
地
に
緑
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
緑

オ
モ
テ
と
ウ
ラ
の
緑
の
他
に
、
建
物
に
ま
つ
わ

る
植
物
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
屋
上
緑
化
だ
ろ

う
。
景
観
法
関
連
条
例
に
は
、
勾
配
屋
根
に
で
き

な
い
際
は
屋
上
緑
化
で
も
よ
い
と
す
る
緩
和
規
定

が
あ
る
。
し
か
し
適
用
事
例
は
少
な
く
、
ま
た
街

路
の
ア
イ
レ
ベ
ル
か
ら
気
づ
く
よ
う
な
屋
上
緑
化

は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
緩
和
規
定
が
街
路
か

ら
で
は
な
く
、
高
所
か
ら
の
眺
望
視
線
を
意
識
し

て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
㉓
は
、

に
お
け
る
オ
モ
テ
の
緑
の
可
能
性
の
一
つ
は
、
こ

の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
に
よ
る
街
並
み
の
欠
落
を
補
填

す
る
役
割
に
あ
る
。

京
都
に
限
ら
ず
よ
り
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
オ

モ
テ
の
緑
の
意
義
は
こ
の
よ
う
な
代
替
フ
ァ
サ
ー

ド
機
能
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
道
路
が
全
面
舗
装
さ

れ
硬
質
な
素
材
が
街
路
を
覆
う
今
日
の
都
市
に
お

い
て
、
や
は
り
緑
の
も
た
ら
す
陰
影
や
季
節
感
の

価
値
は
計
り
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
緑

の
恩
恵
を
、
奥
に
囲
い
込
ん
だ
私
的
な
庭
で
楽
し

む
だ
け
で
な
く
、
街
に
対
し
て
も
少
し
開
い
て
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
街
は
劇
的
に
変
化
す

る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
単
純
に
全
て
の
家
が
街
路

に
面
し
て
一
本
の
樹
木
を
植
え
る
だ
け
で
も
よ

い
。
オ
モ
テ
の
緑
の
事
例
か
ら
伺
え
る
の
は
、
街

に
対
し
て
は
緑
の
ス
ケ
ー
ル
が
重
要
と
い
う
点
で

あ
る
。
街
路
景
観
の
形
成
要
素
と
し
て
は
少
な
く

と
も
人
の
背
丈
以
上
の
サ
イ
ズ
が
欲
し
い
。
緑
の

設
え
次
第
で
は
、
格
子
や
庇
の
よ
う
な
視
線
や
領

域
の
制
御
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

オ
モ
テ
の
緑
の
可
能
性
は
も
っ
と
模
索
さ
れ
て
よ

い
。

■
ウ
ラ
緑
論

も
ち
ろ
ん
、
オ
モ
テ
の
舗
装
さ
れ
た
街
路
と
ウ

ラ
に
連
担
す
る
緑
と
の
温
度
差
に
よ
り
、
オ
モ
テ

と
ウ
ラ
を
つ
な
ぐ
建
物
内
部
で
の
通
風
が
期
待
で

き
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
加
え
て
、
オ
モ

テ
と
ウ
ラ
と
い
う
性
質
の
相
異
な
る
空
間
を
創
出

す
る
た
め
に
、
緑
は
ウ
ラ
に
こ
そ
設
け
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
都
の
オ
モ
テ
の
空
間
性
と
ウ
ラ
の
空
間
性
は

対
照
的
で
あ
っ
た
。
街
の
喧
騒
溢
れ
る
オ
モ
テ
に

対
し
て
、
静
寂
感
漂
う
ウ
ラ（
⑮
）。
余
所
行
き
の

人
が
行
き
交
う
オ
モ
テ
に
対
し
て
、
生
活
感
が
溢

れ
る
ウ
ラ（
⑱
）。
街
路
体
系
や
街
並
み
の
整
然
と

し
た
オ
モ
テ
に
対
し
、
混
沌
と
し
た
ウ
ラ（
⑯
）。

狭
ま
っ
て
い
く
空
間
に
も
関
わ
ら
ず
、
奥
行
き
の

㉖

㉕

㉚

34

㉛

（一社）京都府建築士会
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は
背
後
の
板
壁
と
の
組
合
せ
が
印
象
的
な
効
果
を

あ
げ
て
い
る
。
建
物
〜
街
路
間
の
地
面
に
地
植
え

す
る
形
式
で
は
、
下
草
か
ら
低
中
木
ま
で
織
り
交

ぜ
た
立
体
的
な
植
裁
が
可
能
と
な
る
。
㉗
で
は
高

密
な
植
裁
が
一
階
壁
面
を
覆
い
、
格
子
と
同
じ
く

街
路
に
対
す
る
ス
ク
リ

ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。

犬
走
り
に
花
壇
を
造
り

付
け
る
例
も
あ
る

（
㉘
）。
こ
れ
ら
に
共
通

す
る
の
は
、
犬
走
り
と

い
う
街
路
沿
い
の
小
さ

な
私
有
地
を
私
的
に
活

用
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
点
で
、
そ
の
意
味
で

犬
矢
来
や
駒
寄
の
現
代
版
で
あ
る
。
植
栽
が
街
路

に
与
え
る
印
象
を
左
右
す
る
の
は
、
そ
の
サ
イ
ズ

と
密
度
で
あ
る（
㉘
㉙
）。

街
路
と
建
物
が
近
い
と
し
ば
し
ば
垂
直
面
が
植

栽
に
活
用
さ
れ
る
。
垂
直
面
に
緑
の
拡
が
る
壁
面

緑
化
の
存
在
感
は
甚
大
で
あ
る
。
壁
面
を
蔦
で
覆

う
も
の
が
多
い
が（
⑧
）、
時
折
①
の
よ
う
に
生
い

茂
る
草
木
で
梱
包
さ
れ
た
町
家
も
見
か
け
る
。
も

は
や
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
で
あ
る
。
近
年
目
立
つ
の

は
外
壁
表
面
に
植
物
を
根
付
か
せ
て
、
一
種
の
外

壁
仕
上
げ
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る（
⑥
）。
⑨

は
大
規
模
商
業
施
設
で
の
採
用
事
例
で
あ
る
が
、

町
家
の
壁
面
を
緑
化
す
る
野
心
的
試
み
も
あ
る

（
⑤
）。
こ
れ
ら
の
事
例
は
い
ず
れ
も
街
路
に
向
け

て
「
緑
を
見
せ
る
」
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。

街
路
と
建
物
の
間
に
あ
る
程
度
距
離
が
あ
る
場

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
奥
に
入
っ
て
初
め
て
触
れ

ら
れ
る
緑
で
あ
る
。
32
で
は
同
様
に
奥
の
庭
に
さ

さ
や
か
な
緑
が
置
か
れ
て
い
る
。
街
路
の
喧
騒
か

ら
離
れ
た
穏
や
か
な
憩
い
の
場
を
演
出
す
る
に

は
、
こ
の
よ
う
な
少
量
の
緑
で
も
十
分
で
あ
る
。

⑯
で
は
空
中
回
廊
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
二
階
の
テ

ラ
ス
に
植
木
鉢
が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

④
は
市
街
中
心
部
の
街
区
内
を
俯
瞰
し
た
写
真
で

あ
る
が
、
屋
根
の
甍
と
緑
と
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
入

り
混
じ
っ
て
い
る
様
子
が
看
て
取
れ
る
。
緑
が
街

区
の
な
か
で
適
度
に
連
担
し
つ
つ
点
在
し
て
い
る

こ
と
で
、
鰻
の
寝
床
状
の
敷
地
に
建
つ
建
物
に
採

光
・
通
風
・
景
色
の
点
で
良
好
な
効
果
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
る
。

緑
は
街
区
内
に
伸
び
る
路
地
に
も
見
ら
れ
る
。

⑳
は
路
地
に
植
栽
が
設
け
ら
れ
て
い
る
事
例
で
あ

る
。
33
で
は
路
地
奥
の
祠
を
覆
う
よ
う
に
樹
木
が

茂
り
、
路
地
の
奥
行
き
の
深
さ
と
祠
の
神
聖
さ
と

を
演
出
し
て
い
る
。
⑰
で
は
街
区
の
中
央
の
神
社

街
路
に
対
し
て
も
際
立
っ
た
存
在
感
を
発
す
る
珍

し
い
屋
上
緑
化
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
例
が
増
え
れ
ば
、
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
と
し
て

は
も
ち
ろ
ん
、
街
並
み
の
緑
化
に
も
立
体
感
が
生

ま
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

緑
化
と
い
う
よ
り
、
建
物
が
緑
に
侵
食
さ
れ
た

よ
う
な
事
例
も
あ
る（
㉔
）。
人
工
的
に
制
御
さ
れ

な
い
自
然
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
意
味
で
、
都
市

の
中
の
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
と
し
て
評
価
で
き
る
。

オ
モ
テ
か
ウ
ラ
か

最
後
に
、
京
都
の
緑
に
関
す
る
相
異
な
る
二
つ

の
見
解
を
示
し
て
、
ま
と
め
に
変
え
た
い
。
京
都

あ
る
い
は
都
市
の
オ
モ
テ
に
は
緑
が
あ
っ
た
方
が

好
ま
し
い
と
す
る
「
オ
モ
テ
緑
論
」
と
、
京
都
に

お
い
て
は
ウ
ラ
に
こ
そ
緑
が
あ
る
べ
き
で
オ
モ
テ

の
緑
は
む
し
ろ
不
要
と
す
る
「
ウ
ラ
緑
論
」
で
あ

る
。

■
オ
モ
テ
緑
論

そ
も
そ
も
京
都
の
街
路
沿
い
の
植
栽
は
伝
統
的

に
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
一
般
的
な
町
家
で
は
街

路
際
の
犬
走
り（
軒
下
）は
商
い
の
場
で
あ
り
、
仕

舞
屋
化
し
た
際
に
は
犬
矢
来
や
駒
寄
が
設
け
ら
れ

た
。
大
塀
造
で
は
「
見
越
し
の
松
」
が
標
準
的
な

植
栽
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
街
路

際
に
緑
が
入
る
余
地
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
京

都
の
街
並
み
が
こ
の
よ
う
な
町
家
の
壁
面
と
大
塀

で
構
成
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
オ
モ
テ
の
緑

を
京
都
に
関
す
る
議
論
の
俎
上
に
あ
げ
る
理
由
は

な
い
。
犬
矢
来
に
代
わ
っ
て
巨
大
な
植
え
込
み
を

設
け
る
の
は
、
や
は
り
苦
し
い（
⑭
）。

し
か
し
な
が
ら
建
蔽
率
や
道
路
斜
線
対
応
、
駐

車
場
確
保
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
現
代
の
建
物
は

し
ば
し
ば
街
路
か
ら
後
退
す
る
。
そ
の
よ
う
な
セ

ッ
ト
バ
ッ
ク
に
よ
る
櫛
の
歯
が
欠
け
た
よ
う
な
街

並
み
の
問
題
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
る
。
京
都

深
さ
を
感
じ
る
ウ
ラ（
33
）。
こ
の
よ
う
な
ウ
ラ
空

間
の
創
出
に
緑
は
一
役
買
っ
て
い
る
。
オ
モ
テ
と

ウ
ラ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
り
ウ
ラ
特
有
の
空
間

性
が
際
立
つ
。

そ
し
て
現
在
、
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
急
速
に

薄
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
35
で
は
隣
接
す
る
建
物
が

取
り
壊
さ
れ
、
オ
モ
テ
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
か
っ

た
は
ず
の
ウ
ラ
の
緑
が
曝
け
出
さ
れ
て
い
る
。
36

で
も
路
地
奥
の
祠
と
そ
れ
を
覆
う
緑
が
、
オ
モ
テ

の
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
曝
け
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
と
、
街
区

の
奥
行
き
感
や
祠
の
神
聖
さ
の
大
部
分
が
失
わ
れ

た
よ
う
に
感
じ
る
。

都
市
に
性
質
の
相
違
す
る
二
つ
の
空
間
が
あ
る

こ
と
に
よ
り
、
都
市
空
間
に
奥
行
が
う
ま
れ
、
居

住
者
は
そ
の
二
つ
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
京
都
の
街
に
は
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
が
あ
っ
た
方

が
よ
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
緑
は
ウ
ラ
に
こ
そ
あ

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
オ
モ
テ
に
あ
る
緑

は
、
そ
の
二
つ
の
空
間
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
弱
め

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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②路地奥の駐車スペース（下京区）
京都では街区奥にアプローチするための路地が数多くあるが、それ
を駐車スペースとして活用した珍しい例。幅およそ1間（1.8m）の
路地をギリギリ通過できる小型の車両が停められている。居住者
の駐車場確保に対する執念を感じさせる。

①町家奥の駐車スペース（下京区）
伝統的な町家の奥の建物を取り壊して駐車スペースにあてている。奥
にアプローチするため表の建物の1階部分もスケルトンとし、そこもピロテ
ィ型の駐車スペースとしている。結果、ウラに連担する空地とオモテに
連続する街並みはなんとなくかろうじて保持される。このような形式は
唯一の特殊事例では決してなく、中心市街地だけでも複数みられる。

【京都相対領域】
植栽や駐車場といった、どこの街にもあり、京都にも確実にある要素がある。
「京都らしい」と一般に認識されるものではないが、これらの要素は果たして「京都」とは無関係なのだろうか。
そもそも植栽は都市においてどのような意味をもつのか？ 京都の都市構造に相応しい駐車場のあり方とは？
京都に駐車場は似つかわしくない！と決め込む前に、これら要素の意味と可能性あるいは
問題点について、具体的な事例を採り上げながら、敢えて検討してみたい。

京都相対領域2
駐車場

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

② ①

⑧
（一社）京都府建築士会



④橋弁慶町ガレージ（中京区）
規格品でできたタワー型駐車場の外側を黄緑色のパンチングメ
タルで覆い、その間にプランターを設け壁面緑化を図っている。
機能重視のため無愛想になりがちな専用駐車場のファサードを
デザインし、町並みに配慮した数少ない例。

③元銭湯の駐車場（下京区）
もともと銭湯であった建物を、最低限の改修で駐車場に転換し
た極めて珍しい事例。床はアスファルトになっているが、壁に
はタイル・鏡・カランの痕跡が残り、天井にはトップライトが
開く。外観も銭湯時から大きく変化していないため、街路から
はほとんど駐車場に見えない。

【駐車場】
自動車は現代社会に欠かせない交通手段として国土の隅々まで普及した。その結果、京都といわず日本中、人の住むところには
必ず見られるのが駐車場である。しかしその存在感に比して、駐車場のあるべき姿が議論される機会は少ない。また一方で、駐
車場は自動車を停めるための施設であると同時に、小さな初期投資で土地から収入を生む効率のよい収益施設でもある。そのよ
うな経済的原理は、京都の街に駐車場が増加していることと無関係ではない。

⑮

③④

⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔Ⓒ2012　ZENRIN

（一社）京都府建築士会
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境
内
に
設
け
ら
れ
た
〈
境
内
型
〉（
⑯
）
は
や
や

特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
京
都
の
中
心
市
街
地

で
は
非
常
に
よ
く
目
に
す
る
。

〈
一
体
型
〉に
は
規
模
が
大
き
い
も
の
で
は〈
ピ

ロ
テ
ィ
型
〉（
⑦
）、
戸
建
て
住
宅
な
ど
小
規
模
な

も
の
で
は
一
階
の
一
部
を
車
庫
に
す
る
〈
ビ
ル
ト

イ
ン
型
〉（
⑤
）
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
設
え
次
第

で
は
街
に
対
し
て
駐
車
場
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
感

じ
さ
せ
な
い
。
集
合
住
宅
や
大
規
模
商
業
施
設
で

は
〈
地
下
型
〉（
⑱
）
や
〈
屋
上
型
〉（
㉒
）
も
一

般
的
で
あ
る
。

【
専
用
】
敷
地
が
全
て
駐
車
場
あ
る
い
は
同
敷

地
で
も
駐
車
場
と
建
物
と
が
明
快
に
区
画
さ
れ
て

い
る
〈
専
用
〉
駐
車
場
は
、
露
天
か
屋
内
か
、
ま

た
地
下
・
単
層
・
複
層
と
い
っ
た
断
面
的
分
類
が

分
か
り
や
す
い
。
コ
イ
ン
パ
ー
キ
ン
グ
や
月
極
な

ど
、
街
で
最
も
よ
く
見
か
け
る
の
が
地
上
の
オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
駐
車
場
と
し
た〈
露
天
型
〉（
㉕
）

で
あ
る
。
特
殊
な
立
地
の
〈
露
天
型
〉
に
、
街
区

中
央
（
ア
ン
コ
）
の

広
い
空
地
を
駐
車
場

と
し
た〈
ア
ン
コ
型
〉

（
㉔
）や
、
路
地
を
そ

の
ま
ま
利
用
す
る

〈
路
地
型
〉（
②
）が
あ

る
。
ど
ち
ら
も
京
都

の
都
市
構
造
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
。

屋
内
の
〈
単
層
型
〉（
⑳
）
は
数
と
し
て
は
少

な
い
が
、
③
は
か
つ
て
銭
湯
で
あ
っ
た
建
物
を
そ

の
ま
ま
利
用
し
た
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。〈
複

層
型
〉
は
２
〜
４
層
の
も
の
（
⑰
）
と
高
さ
数
十

ｍ
の
タ
ワ
ー
状
の
も
の
（
⑬
）
が
主
流
で
あ
る
。

土
地
利
用
効
率
が
よ
い
た
め
繁
華
街
を
中
心
に
見

ら
れ
る
。〈
地
下
型
〉
は
御
池
通
に
あ
る
よ
う
な

大
規
模
な
公
共
駐
車
場
で
あ
る
（
⑲
）。

京
都
と
駐
車
場

自
動
車
は
日
本
に
お
い
て
は
高
度
経
済
成
長
期

以
後
、
現
代
社
会
に
欠
か
せ
な
い
交
通
手
段
と
し

て
社
会
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
た
。
８
世
紀
に
端
を

発
す
る
京
都
と
い
う
都
市
に
お
い
て
は
、
幾
度
か

の
大
き
な
変
化
を
経
つ
つ
近
世
に
は
既
に
、
直
交

す
る
主
要
街
路
と
街
区
中
央
部
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
た
め
の
路
地
と
い
う
、
中
心
市
街
地
の
街
路
体

系
骨
格
が
完
成
し
て
い
る
。
当
然
、
そ
こ
に
自
動

車
の
存
在
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
京
都
の
駐
車

場
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
そ
の
根
本
的
な
背

景
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
に
加
え
、

自
動
車
の
大
量
普
及
と
目
的
地
へ
の
近
接
駐
車
へ

の
強
い
要
求
が
あ
る
こ
と
は
、
は
じ
め
に
確
認
し

て
お
き
た
い
。

京
都
市
全
体
の
自
動
車
保
有
台
数
は
減
少
傾
向

に
あ
る
も
の
の
、
平
成
15
年
の
統
計
で
約
58
万
台

（
０
・
９
１
台
／
世
帯
）、
中
心
部
の
中
京
区
に
絞

る
と
約
３
万
４
千
台
（
０
・
７
２
台
／
世
帯
）
で

あ
る
。
内
外
か
ら
の
一
時
的
流
入
を
加
え
れ
ば
そ

の
数
は
さ
ら
に
増
え
る
。
増
加
す
る
自
動
車
交
通

量
へ
の
対
処
と
し
て
道
路
の
拡
幅
が
な
さ
れ
、
増

加
す
る
駐
車
需
要
に
対
し
て
は
駐
車
場
が
増
設
さ

れ
る
。京
都
市
に
お
け
る
駐
車
場
問
題
と
し
て
は
、

路
上
駐
車
の
原
因
と
し
て
の
駐
車
容
量
（
駐
車
可

能
台
数
）
不
足
の
解
決
と
い
う
テ
ー
マ
が
中
心
的

で
あ
る
が
（
例
え
ば
京
都
市
駐
車
場
整
備
連
絡
協

議
会
の
取
り
組
み
や
中
高
層
建
築
物
等
に
関
す
る

条
例
な
ど
）、
本
稿
で
は
駐
車
場
が
市
街
に
多
数

存
在
す
る
こ
と
で
生
じ
る
街
並
み
や
居
住
環
境
上

の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

図
１
は
京
都
市
中
心
部
の
あ
る
街
区
に
お
け
る

駐
車
場
の
分
布
の
様
子
で
あ
る
。
京
都
の
歴
史
的

中
心
市
街
に
お
い
て
、
現
在
駐
車
場
が
占
め
る
割

合
が
ど
れ
だ
け
多
い
か
が
見
て
取
れ
る
。

で
の
通
風
や
採
光
環
境
の
悪
化
と
い
う
点
で
も
、

望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
問
題
の
多
く

は
〈
Ｓ
Ｂ
型
〉
と
〈
露
天
型
〉
に
起
因
し
、
と
り

わ
け
後
者
の
引
き
起
こ
す
問
題
が
大
き
い
よ
う

だ
。
こ
の
〈
露
天
型
〉
の
発
生
に
は
京
都
固
有
の

文
脈
に
基
づ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
。
以
下
に
詳

し
く
見
て
み
よ
う
。

【〈
露
天
型
〉駐
車
場
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
】

町
家
の
減
少
が
激
し
い
と
い
っ
て
も
、
京
都
に

は
い
ま
だ
数
多
く
の
町
家
が
残
る
。
町
家
は
も
と

も
と
職
住
共
存
の
大
家
族
を
前
提
と
し
て
い
る
た

め
、
一
般
に
現
代
の
住
宅
よ
り
も
か
な
り
規
模
が

大
き
い
。
今
で
は
商
売
を
や
め
ご
く
少
人
数
で
住

む
か
空
き
家
と
な
っ
た
町
家
が
多
く
あ
る
が
、
大

き
な
町
家
の
維
持
に
は
多
大
な
コ
ス
ト
が
必
要
と

な
る
。
老
朽
化
し
た
建
物
の
補
修
費
用
は
も
と
よ

り
、
街
中
で
土
地
が
広
い
分
固
定
資
産
税
や
相
続

税
も
莫
大
で
あ
る
。
活
用
す
る
に
し
て
も
、
賃
貸

住
居
と
し
て
は
大
き
す
ぎ
る
し
、
商
業
テ
ナ
ン
ト

の
需
要
が
あ
る
の
は
中
心
市
街
地
で
も
ご
く
一
部

の
エ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
維
持
に
負
担
が

大
き
く
活
用
も
困
難
な
町
家
の
所
有
者
に
と
っ
て

は
、
い
っ
そ
取
り
壊
し
て
駐
車
場
に
し
て
し
ま
う

の
が
手
っ
取
り
早
い
。〈
露
天
型
〉
の
駐
車
場
で

あ
れ
ば
初
期
費
用
は
僅
か
で
あ
り
、
そ
こ
そ
こ
の

収
益
も
期
待
で
き
る
。
駐
車
場
は
ロ
ー
リ
タ
ー
ン

で
あ
れ
ロ
ー
リ
ス
ク
な
選
択
肢
で
あ
る
。
そ
し
て

ト
リ
ア
ム
駐
車
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
ゆ

え
、
京
都
の
〈
専
用
〉
駐
車
場
に
は
〈
露
天
型
〉

が
多
く
、タ
ワ
ー
パ
ー
キ
ン
グ
を
含
む
〈
屋
内
型
〉

は
少
な
い
。
京
都
市
駐
車
場
整
備
連
絡
協
議
会
の

資
料
に
よ
れ
ば
、
市
街
中
心
部
の
駐
車
容
量
は
今

の
と
こ
ろ
需
要
を
満
た
し
て
い
る
が
、「
永
続
性

に
乏
し
い
小
規
模
な
駐
車
場
」
が
な
く
な
れ
ば
容

量
が
不
足
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
駐
車
容
量
の
一

定
割
合
は
、
町
家
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
過
渡
期

に
あ
る
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
駐
車
場
に
よ
っ
て
補
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
隠
れ
た

大
き
な
問
題
で
あ
る
。

対
策
と
提
案

中
心
市
街
地
の
あ
る
街
区
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
街
区
全
体
の
居
住
世
帯
数
と
、〈
専
用
〉
駐

車
場
の
容
量
と
は
、
ほ
ぼ
等
し
か
っ
た
。
そ
の
駐

車
場
は
、
一
つ
の
〈
複
層
型
〉
を
除
き
ほ
と
ん
ど

が〈
露
天
型
〉で
あ
る
。〈
露
天
型
〉は〈
複
層
型
〉

に
比
べ
る
と
、
土
地
面
積
あ
た
り
の
駐
車
効
率
は

低
い
。
一
方
、
こ
の
街
区
に
は
数
多
く
の
マ
ン
シ

ョ
ン
が
建
っ
て
い
る
。
中
高
層
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の

土
地
面
積
あ
た
り
の
居
住
効
率
は
高
い
。
つ
ま
り

こ
の
街
区
で
は
、
ほ
ぼ
同
数
の
自
動
車
と
世
帯
を

収
容
す
る
に
あ
た
っ
て
、
前
者
は
〈
露
天
型
〉
駐

車
場
と
い
う
平
面
的
に
広
が
る
い
わ
ば
面
的
な
解

決
策
を
、
後
者
は
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
立

体
的
に
積
み
上
げ
る
い
わ
ば
点
的
な
解
決
策
を
と

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
車
を
駐
車
す
る
場
所

よ
り
も
、
人
が
住
む
場
所
の
方
を
地
面
と
近
く
し

た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
試
み
に
計
算
す
る
と
、
１
棟
だ
け
あ
る
〈
複

層
型
〉
を
４
棟
に
増
や
せ
ば
、
そ
れ
で
こ
の
街
区

の
駐
車
容
量
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
よ
り
〈
露
天
型
〉
が
占
め
る
広
大
な
土
地
を
、

㉗

㉖

㉕

（一社）京都府建築士会
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駐
車
場
の
類
型運

営
・
利
用
形
態
に
よ
っ

て
分
類
す
る
と
表
１
の
よ
う

に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
街
と

の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
、

敷
地
・
建
物
と
の
関
係
に
注

目
し
て
表
２
の
よ
う
に
分
類

し
て
み
た
。

【
併
用
】
敷
地
内
に
建
物
と
駐
車
場
が
並
存
す

る
〈
併
用
〉
駐
車
場
は
、
建
物
と
の
関
係
に
よ
り

〈
分
離
型
〉
と
〈
一
体
型
〉
に
分
け
ら
れ
る
。〈
分

離
型
〉
の
う
ち
建
物
用
途
に
関
わ
ら
ず
最
も
よ
く

見
ら
れ
る
の
は
、
道
路
境
界
か
ら
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク

し
た
分
を
駐
車
場
に
あ
て
る
〈
前
＝
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
型
（
以
下
Ｓ
Ｂ
型
）〉（
㉓
）
で
あ
る
。
街
路
際

の
わ
ず
か
な
余
地
に
横
付
け
駐
車
す
る
例
（
⑫
）

や
、
稀
に
あ
る
2
階
を
張
り
出
し
た
例
（
㉑
）
も

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
Ｓ
Ｂ
型
が
多
い
の
は
、
京
都

の
間
口
の
狭
い
土
地
に
最
も
容
易
に
駐
車
場
を
確

保
で
き
る
か
ら
だ
ろ
う
。
街
路
幅
員
が
狭
い
京
都

で
は
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
に
よ
り
道
路
斜
線
か
ら
逃

れ
ら
れ
る
利
点
も
大
き
い
。
建
物
と
駐
車
場
が
横

並
び
に
な
る
〈
横
型
〉（
⑨
）
は
同
じ
事
情
か
ら

少
な
い
。
建
物
の
奥
に
駐
車
す
る
〈
奥
型
〉（
①
）

は
、
通
り
に
面
し
て
建
物
を
残
し
、
街
区
の
中
央

に
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
社
寺

駐
車
場
の「
問
題
」

こ
れ
ら
の
駐
車
場
は
増
大
す
る
都
市
の
駐
車
需

要
に
応
え
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
い
く
つ
か
の
「
問
題
」
と
思
わ
れ
る
現
象
も
引

き
起
こ
し
て
い
る
。

一
、
デ
ザ
イ
ン
上
の
無
配
慮
：
特
に
〈
露
天
型
〉

や
〈
複
層
型
〉
に
目
立
つ
が
、
フ
ェ
ン
ス
で
囲
い

込
み
派
手
な
看
板
を
設
け
る
な
ど
と
い
っ
た
周
辺

へ
無
配
慮
な
デ
ザ
イ
ン
は
、
駐
車
場
が
基
本
的
に

無
人
の
土
地
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
街
に
殺

伐
と
し
た
印
象
を
加
え
る
（
⑰
）。

二
、
街
並
み
の
乱
れ
：
街
路
沿
い
に
〈
露
天
型
〉

や
〈
Ｓ
Ｂ
型
〉
が
設
け
ら
れ
る
と
、
そ
の
ま
ま
街

並
み
の
空
隙
と
な
る
（
㉓
）。
そ
れ
が
多
数
に
な

れ
ば
街
並
み
の
成
立
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
る
。
壁
面

線
の
揃
っ
た
街
並
み
を
基
調
と
す
る
京
都
に
と
っ

て
は
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来

見
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
建
物
側
面
の

露
出
を
も
招
く
（
㉖
）。

三
、
ウ
ラ
の
露
出
：
街
路
沿
い
の
〈
露
天
型
〉
は

街
区
の
内
奥
を
暴
露
す
る
窓
に
も
な
る
。
街
区
の

奥
に
あ
る
物
干
し
場
・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
庭
・
聖

な
る
祠
も
、
駐
車
場
を
介
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
。

本
連
載
で
何
度
か
論
じ
て
き
た
京
都
の
オ
モ
テ
／

ウ
ラ
構
造
に
則
れ
ば
、
オ
モ
テ
に
対
し
て
ウ
ラ
が

露
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
㉗
）。

四
、
路
地
空
間
の
消
滅
：
隣
接
す
る
町
家
が
壊
さ

れ
〈
露
天
型
〉
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
と
同

様
、
路
地
空
間
が
オ
モ
テ
に
露
出
し
、
街
路
と
対

照
的
な
閉
鎖
的
で
奥
行
の
あ
る
そ
の
空
間
性
が
失

わ
れ
る
（
⑪
）。

五
、
奥
庭
の
消
滅
：〈
Ｓ
Ｂ
型
〉
で
は
し
ば
し
ば

建
物
が
敷
地
奥
い
っ
ぱ
い
に
寄
せ
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
道
路
側
の
駐
車
場
と
引
き
換
え
に
奥
側
の
余

地
（
奥
庭
）
が
無
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
屋

外
居
住
空
間
の
減
少
と
い
う
点
で
も
、
街
区
全
体

そ
の
よ
う
な
駐
車
場
は
、
や
が
て
不
動
産
事
業
者

に
目
を
つ
け
ら
れ
て
買
い
取
ら
れ
、
そ
こ
に
マ
ン

シ
ョ
ン
が
建
て
ら
れ
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
は
ハ
イ
リ

ス
ク
で
あ
れ
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
中
心
市
街

地
に
お
い
て
は
、
町
家
↓
〈
露
天
型
〉
駐
車
場
↓

マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
用
途
変
化
が
、
実
際
に
数
多

く
起
こ
っ
て
い
る
（
図
１
）。　

マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
て
も
事
業
採
算
が
合
わ
な

い
土
地
の
場
合
は
、
し
ば
ら
く
は
駐
車
場
の
ま
ま

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
京
都
に
は
老
朽
化
の
著
し

い
路
地
奥
長
屋
が
数
多
く
現
存
す
る
が
、
路
地
奥

の
敷
地
は
接
道
し
て
い
な
い
た
め
再
建
築
が
で
き

な
い
。
こ
の
よ
う
な
救
い
の
な
い
ウ
ラ
敷
地
も
、

接
道
し
た
オ
モ
テ
敷
地
と
合
体
す
る
こ
と
で
価
値

を
も
つ
。
単
体
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
設
し
て
も

採
算
が
合
わ
な
い
駐
車
場
で
も
、
ウ
ラ
敷
地
と
合

体
す
る
こ
と
で
採
算
が
合
う
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
な
ぜ
な
ら
再
建
築
不
可
ゆ
え
の
低
価
格
で
土

地
を
拡
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
街
区
の
奥
に
敷

地
を
伸
ば
す
こ
と
は
道
路
斜
線
対
応
上
（
街
路
幅

員
の
狭
い
京
都
で
は
特
に
）
建
物
高
さ
の
確
保
に

有
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
駐
車
場
は
ウ
ラ

敷
地
を
吸
収
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
と
変
わ
る
。

維
持
・
活
用
の
負
担
回
避
と
い
う
消
極
的
理
由

で
町
家
は
〈
露
天
型
〉
駐
車
場
へ
と
変
わ
り
、
や

が
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
に
至
る
。
経
済
的
原
理

に
基
づ
き
束
の
間
生
じ
る
そ
れ
は
、
い
わ
ば
モ
ラ

人
が
住
む
ス
ペ
ー
ス
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
ま
た
〈
複
層
型
〉
は
建
物
で
も
あ
る
た
め
、

適
切
な
デ
ザ
イ
ン
を
行
え
ば
前
項
で
挙
げ
た
問
題

の
解
決
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

戸
建
て
住
宅
に
多
い
〈
併
用
〉
駐
車
場
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。〈
Ｓ
Ｂ
型
〉
に
よ
る
問

題
は
〈
ビ
ル
ド
イ
ン
型
〉
に
す
れ
ば
回
避
さ
れ
る

が
、
そ
れ
が
多
く
並
べ
ば
通
り
は
車
両
の
シ
ョ
ー

ル
ー
ム
か
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。

街
区
全
体
の
駐
車
容
量
は
、
０
・
７
２
台
／
世
帯

数
（
中
京
区
）
と
い
う
自
動
車
所
有
台
数
を
鑑
み

れ
ば
、
世
帯
数
と
同
数
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
つ

ま
り
住
宅
を
含
む
個
々
の
建
物
に
は
駐
車
場
を
設

け
ず
、
前
述
の
よ
う
に
専
用
の
〈
複
層
型
〉
だ
け

で
街
区
全
体
の
駐
車
場
を
ま
か
な
い
、
収
容
し
き

れ
な
い
外
来
者
に
つ
い
て
は
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ

ド
方
式
を
実
施
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
に
よ
っ
て
〈
境
内
型
〉
も
不
要
と
な
り
、
寺
社

境
内
に
も
自
然
が
取
り
戻
せ
る
。

〈
露
天
型
〉
駐
車
場
の
構
造
的
発
生
に
対
し
て
、

以
上
の
提
案
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、〈
専
用

／
複
層
型
〉
駐
車
場
の
設
置
を
促
進
し
、〈
専
用

／
露
天
型
〉
や
〈
併
用
〉
駐
車
場
の
新
設
を
抑
制

す
る
よ
う
な
施
策
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
よ
う
な
提
案
は
必
ず
し
も
最
善
で
は
な
い
だ

ろ
う
が
、
京
都
に
お
け
る
〈
露
天
型
〉
駐
車
場
の

多
発
生
が
、
京
都
特
有
の
都
市
構
造
と
経
済
的
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
の
現
況
が
望
ま
し

い
も
の
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
望
ま
し
い

状
況
へ
と
導
く
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

名城大学
柳沢　究

魚谷繁礼建築研究所
魚谷繁礼

池井健建築設計事務所
池井　健

図１　ある街区における土地利用の変化

表１　運営形態による分類（駐車場法による位置づけとは異なる）

表２　敷地・建物との関係による分類
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②銀月アパートメント（左京区）
建築時期不明、大正期の洋館のような雰囲気を持つ、映画の舞台と
もなった有名なアパート。トイレ共同風呂なしという格安物件だ
が、外観は連続する玄関扉やバルコニーといったアパートらしい要
素が見えず、意匠的にかなり凝ってつくられている。

①上京のマンション（上京区）
2010年に新しく建てられた３階建のマンション。景観法関連条
例を守りつつ道路に面してバルコニーを配するというオーソド
ックスなつくりながら、全面を端正な升目状のファサードとし、
どことなく長屋を連想させる。以前に取り上げた庇の文脈から
いえば、袖壁よりも庇を勝たせていれば尚良かったか。

【京都相対領域】
植栽や駐車場といった、どこの街にもあり、京都にも確実にある要素がある。
「京都らしい」と一般に認識されるものではないが、これらの要素は果たして「京都」とは無関係なのだろうか。
そもそも植栽は都市においてどのような意味をもつのか？ 京都の都市構造に相応しい駐車場のあり方とは？
京都に駐車場は似つかわしくない！と決め込む前に、これら要素の意味と可能性あるいは
問題点について、具体的な事例を採り上げながら、敢えて検討してみたい。

京都相対領域3

集合
住宅

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

② ①

⑧
（一社）京都府建築士会



④永松アパート（下京区）
建築時期不詳。2階建てで、1階6戸2階6戸の計12戸。入口が西
木屋町通に面し、全住戸が東側に高瀬川とそれに沿う桜並木を臨む。
しかし、その抜群の立地にも関わらず、東側の開口率はさして大きくな
い。1階の6住戸の玄関扉が全て通に直接面していることにもポテンシ
ャルを感じる。空室少なくなさそうだが、現在入居募集をしていない。

③光華寮（左京区）
1931年築、RC造地上5階地下1階建の元京都大学中国人留学生
寮。設計は土浦亀城の実弟である土浦稲城。所有権をめぐる
光華寮訴訟で有名だが、現存する戦前のモダニズム建築として
も貴重な存在である。現在は閉鎖され半ば廃墟と化している
が、建設当初は学生向けアパートだった。

【集合住宅】
中高層の共同住宅いわゆる「マンション」が、京都に雨後の筍のように建ちはじめてから何年が経つであろうか。
京都のまちなかを歩くと、実に数多くのマンションを目にするようになった。
統計によれば、ここ数年の間に京都の中心市街地で建設された住宅の、実に8～9割がマンションをはじめとする共同住宅なのである。
何故かくも多くのマンションが京都に建つことになったのか。マンションは本当に京都に必要なのか。
経済原理にからむ困難な問いであることを承知で、あえて考えてみたい。

⑮

③④

⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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ク
セ
ス
ビ
リ
テ
ィ
、
歴
史
的
景
観
が
残
さ
れ
た
京

都
ら
し
い
雰
囲
気
と
い
う
ア
メ
ニ
テ
ィ
な
ど
を
高

需
要
の
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る（
青
山
吉
隆『
職

住
共
存
の
都
心
再
生
』学
芸
出
版
社
、２
０
０
３
）。

事
実
こ
れ
ま
で
、
分
譲
賃
貸
問
わ
ず
新
築
さ
れ
た

マ
ン
シ
ョ
ン
の
ほ
と
ん
ど
が
即
売
満
室
と
い
う
状

態
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
加
え
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設

を
抑
制
せ
ず
む
し
ろ
促
進
さ
せ
る
制
度
的
条
件
も

あ
る
。
１
９
８
７
年
の
道
路
斜
線
制
度
の
緩
和
と

１
９
９
７
年
の
共
用
部
の
容
積
率
不
算
入
制
度
の

導
入
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
年
の
街
並
み
保
全
の
た

め
に
設
け
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
条
例
も
、
新
築
さ

れ
る
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

り
、
町
家
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
建
て
替
え
を
抑

制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
一
、
景
観
法
に
基
づ

く
ダ
ウ
ン
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
み
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設

を
一
時
的
に
抑
制
し
た
が
、
土
地
価
格
が
事
業
に

み
あ
う
よ
う
下
落
し
た
後
に
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
は

再
開
さ
れ
た
。

京
都
のマン
ションの

敷
地
と
形
状

前
回
「
駐
車
場
」
で
は
、
屋
外
駐
車
場
を
町
家

が
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
る
ま
で
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と

位
置
づ
け
た
。
そ
の
中
で
、
鰻
の
寝
床
状
の
町
家

の
敷
地
が
、
駐
車
場
を
経
て
、
裏
敷
地
を
吸
収
す

る
か
た
ち
で
大
き
な
敷
地
と
な
り
、
や
が
て
マ
ン

京
都
に
はマン
ション
が
多
い

統
計
資
料
を
一
瞥
す
る
と
、
京
都
の
中
心
市
街

地
に
新
築
さ
れ
る
住
宅
の
お
よ
そ
９
割
が
事
業
物

件
、す
な
わ
ち
共
同
住
宅
や
建
売
住
宅
と
い
っ
た
、

実
際
に
は
そ
こ
に
居
住
し
な
い
事
業
者
が
建
設
す

る
物
件
で
あ
る（
表
１
）。
実
際
に
居
住
す
る
人

自
身
が
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
や
工
務
店
、
設
計
事
務

所
に
依
頼
し
て
建
設
す
る
物
件
は
、
残
り
の
１
割

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
京
都
に
新
し
く

建
設
さ
れ
る
住
宅
の
ほ
と
ん
ど
は
共
同
住
宅
ま
た

は
建
売
住
宅
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
京
都
を
か

た
ち
づ
く
っ
た
基
本
的
な
居
住
単
位
は
町
家
で
あ

っ
た
が
、
現
代
に
お
い
て
は
共
同
住
宅
や
建
売
住

宅
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え

て
ら
れ
た
藩
邸
の
屋
敷
地
の
名
残
で
あ
る
。
街
路

か
ら
延
び
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
表
敷
地
）
を
通
し
て

見
え
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
姿
は
、
バ
ロ
ッ
ク
さ
な
が

ら
で
あ
る（
㉗
）。

グ
リ
ッ
ド
都
市
京
都
の
街
区
の
寸
法
は
他
都
市

に
比
べ
て
大
き
い
。
そ
の
大
き
さ
が
ゆ
え
、
鰻
の

寝
床
状
の
敷
地
や
路
地
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
京

都
ら
し
い
都
市
の
要
素
が
創
出
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
の
由
来
を
省
み
る

と
、
京
都
に
マ
ン
シ
ョ
ン
が
多
い
こ
と
も
一
つ
の

京
都
ら
し
い
事
態
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

マン
ション
建
設
が

京
都
に
も
た
ら
し
た
も
の

マ
ン
シ
ョ
ン
が
次
々
と
建
て
ら
れ
る
こ
と
は
、

京
都
の
街
に
ど
の
よ
う
な
事
を
も
た
ら
す
の
か
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
需
要
と
供
給
の
（
あ
る

程
度
の
）
一
致
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

は
あ
る
が
、
新
規
の
マ
ン
シ
ョ
ン
と
既
存
の
周
辺

環
境
と
の
ス
ケ
ー
ル
の
根
本
的
な
齟
齬
に
起
因
す

る
問
題
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
マ
ン
シ
ョ
ン
と

い
う
用
途
に
起
因
す
る
も
の
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

規
模
や
意
匠
に
起
因
す
る
も
の
と
に
大
き
く
分
け

ら
れ
る
。
通
り
の
賑
わ
い
の
消
失
や
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
へ
の
影
響（
若
年
独
身
人
口
の
増
加
な
ど
）

等
が
前
者
で
あ
る
。街
並
み
景
観
の
破
壊
や
日
射・

通
風
・
眺
望
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
居
住
環

境
の
悪
化
が
後
者
に
あ
た
る
。
そ
の
他
に
も
、
街

区
形
状
の
変
化
（
街
区
中
央
に
空
閑
地
を
設
け
街

路
沿
い
を
高
層
化
し
て
い
た
天
正
期
以
来
の
〈
す

り
鉢
状
〉
の
街
区
形
状
か
ら
、
街
区
中
央
を
高
く

建
て
詰
め
街
路
沿
い
は
逆
に
低
層
あ
る
い
は
セ
ッ

ト
バ
ッ
ク
す
る
と
い
う
〈
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
〉
の
形

状（
㉔
）へ
の
変
遷
）
や
、
裏
敷
地
を
吸
収
す
る

不
可
逆
的
な
敷
地
形
状
の
変
化
な
ど
は
、
目
立
た

な
い
な
が
ら
も
京
都
の
歴
史
的
都
市
構
造
に
関
わ

ほ
と
ん
ど
が
容
積
率
・
建
蔽
率
・
道
路
斜
線
等
の

規
制
の
中
で
最
大
限
の
床
面
積
獲
得
を
図
っ
た
中

高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
床
の
飽
和
し
き
っ
た

今
後
を
見
据
え
、
最
後
に
、
職
住
共
存
エ
リ
ア
に

な
じ
み
の
よ
い
、
街
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
な
が
っ

た
接
地
型
居
住
に
よ
る
低
層
高
密
度
居
住
の
可
能

性
を
、
事
例
を
交
え
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
戸
建
住
宅
と
中
高
層
マ
ン

シ
ョ
ン
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
よ
う
な
低
層
（
三

階
建
て
程
度
）
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

２
層
の
マ
ン
シ
ョ
ン
（
ア
パ
ー
ト
）
と
い
え
ば

外
廊
下
に
玄
関
扉
が
ず
ら
っ
と
並
ぶ
も
の
が
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
だ
が
、
銀
月
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト（
②
）

や
⑭
な
ど
は
、
玄
関
を
共
有
し
廊
下
を
建
物
内
部

に
お
さ
め
る
こ
と
で
ア
パ
ー
ト
ら
し
さ
が
軽
減
さ

れ
、
一
軒
の
戸
建
て
住
宅
に
近
い
街
と
の
距
離
感

を
獲
得
し
て
い
る
。

外
観
に
注
目
す
れ
ば
、
現
代
の
事
例
と
し
て
⑨

や
⑩
は
集
合
住
宅
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
バ

ル
コ
ニ
ー
の
見
せ
方
を
工
夫
し
た
例
で
あ
り
、
⑪

や
⑫
は
そ
う
し
た
要
素
そ
の
も
の
を
隠
し
た
例
で

あ
る
。
事
業
性
を
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
に
プ
ラ
ン
の

制
約
が
多
く
な
り
が
ち
な
集
合
住
宅
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
事
例
を
見
る
と
外
観
の
自
由
度
は
比
較

的
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
公
団
に
よ
る
集
合
住
宅
は
収
益
上
の
制

約
が
比
較
的
少
な
い
た
め
か
、
魅
力
的
な
空
間
を

有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
１
９
５
０
年
代
に
建

設
さ
れ
た
堀
川
団
地（
⑥
）は
、
堀
川
通
に
面
し

た
１
階
を
店
舗
と
し
て
、
２
、
３
階
を
住
宅
と
し

て
い
る
が
、裏
側
で
は
店
舗
の
上
（
２
階
レ
ベ
ル
）

が
テ
ラ
ス
と
し
て
繋
が
っ
て
お
り
、
豊
か
な
ウ
ラ

の
生
活
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
（
本
誌
２
０
１

２
年
３
月
号
「
け
ん
ち
く
・
つ
れ
づ
れ
草
」
参

照
）。
京
都
に
お
け
る
低
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
モ
デ

ル
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
て
よ
い
。

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
事
例
と
し
て
は
、
旧
京
都
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表1　中京区と下京区における住宅着工数（戸）と事業物件数（戸）

表2　中京区と下京区における住宅着工数（戸）と共同住宅件数（戸）

図2 街区における筆の数の変遷

図1  裏敷地と合筆してマンションと
なった事例（着色部）

（一社）京都府建築士会
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て
か
、「
町
家
型
集
合
住
宅
」や「
平
成
の
京
町
家
」

と
い
っ
た
取
り
組
み
に
代
表
さ
れ
る
、
現
代
の
京

都
に
相
応
し
い
京
都
型
住
宅
モ
デ
ル
の
構
築
が
各

所
で
模
索
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
こ
で
今
回
と
次
回

の
相
対
領
域
で
は
、
京
都
の
住
宅
供
給
の
圧
倒
的

多
数
を
占
め
る
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
等
の
共

同
住
宅
（
以
下
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
統
一
）
と
建

売
住
宅
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
今
回
は
マ
ン
シ

ョ
ン
で
あ
る
。

京
都
の
ま
ち
な
か
を
実
際
に
歩
い
て
み
る
と
、

実
に
数
多
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
目
に
入
る（
㉕
）。

中
京
区
と
下
京
区
に
限

っ
た
デ
ー
タ
を
見
れ
ば
、

新
築
さ
れ
る
住
宅
件
数

の
な
ん
と
８
〜
９
割
が

マ
ン
シ
ョ
ン
な
の
で
あ

る（
表
２
）。
で
は
、
京

都
で
マ
ン
シ
ョ
ン
が
数

多
く
建
て
ら
れ
て
き
た

こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
戦
前
に
建
て
ら
れ
た
町
家
に
代
表
さ

れ
る
建
物
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
が

あ
る
（
伝
統
的
産
業
の
弱
体
化
や
、
核
家
族
化
や

職
住
分
離
し
た
現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
適

応
が
難
し
い
こ
と
、
修
繕
費
や
固
定
資
産
税
、
相

続
税
の
大
き
な
負
担
な
ど
、
そ
の
理
由
は
様
々
で

あ
る
）。
駐
車
場
の
事
例
で
見
た
よ
う
に
、
大
規

模
な
町
家
は
し
ば
し
ば
容
易
に
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
と

置
き
換
わ
る
。
第
二
に
、
京
都
で
は
都
心
と
い
え

ど
も
業
務
用
の
床
需
要
が
幹
線
道
路
沿
い
の
一
部

地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

テ
ナ
ン
ト
や
商
業
用
ビ
ル
の
需
要
は
東
京
や
大
阪

に
比
べ
か
な
り
少
な
く
、
建
設
投
資
の
多
く
が
住

宅
に
向
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
京
都

に
お
け
る
都
心
居
住
の
需
要
が
比
較
的
大
き
い
こ

と
も
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
青
山
吉
隆
は
こ
の

点
に
つ
い
て
、
通
勤
・
通
学
・
買
い
物
な
ど
の
ア

シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
紹
介

し
た
。
図
1
は
そ
の
よ
う
に
し
て
お
こ
っ
た
合
筆

の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
京
都
の
マ
ン
シ
ョ

ン
の
敷
地
に
は
、
単
純
に
「
鰻
の
寝
床
」
と
は
呼

べ
な
い
よ
う
な
複
雑
な
形
状
を
し
て
い
る
も
の
が

少
な
く
な
い
。

中
心
市
街
地
の
街
区
毎
の
筆
の
数
の
変
遷
を
み

て
み
る
と
、
１
９
２
０
年
代
及
び
１
９
４
０
年
代

後
半
の
増
加
傾
向
を
経
て
、
近
年
で
は
減
少
傾
向

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（
図
2
）。
１
９
２
０
年

代
の
増
加
は
、
老
舗
や
巨
商
の
整
理
倒
産
や
製
造

業
界
で
休
機
倒
産
が
続
出
し
た
あ
お
り
で
路
地
奥

長
屋
が
多
数
形
成
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
戦
後
の

１
９
４
０
年
代
後
半
の
増
加
は
路
地
奥
家
屋
の
区

分
所
有
化
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て

近
年
の
筆
数
減
少
傾
向
は
、
再
建
築
不
可
な
裏
敷

地
が
表
敷
地
に
吸
収
合
筆
さ
れ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が

建
て
ら
れ
る
と
い
う
現
象
に
起
因
す
る
。
こ
の
よ

う
な
裏
敷
地
吸
収
型
の
敷
地
に
建
つ
マ
ン
シ
ョ
ン

で
は
、
単
に
マ
ン
シ
ョ
ン
と
町
家
が
隣
り
合
う
に

と
ど
ま
ら
ず
、
低
層
の
町
家
を
高
層
の
マ
ン
シ
ョ

ン
が
囲
い
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
事
態
も
起
こ
っ

て
い
る（
㉖
）。

裏
敷
地
を
吸
収
せ
ず
、
町
家
の
敷
地
そ
の
ま
ま

に
ペ
ン
シ
ル
型
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ
ケ
ー
ス
は

も
ち
ろ
ん
数
多
い
。そ
の
他
に
少
数
で
は
あ
る
が
、

街
区
中
央
の
ま
と
ま
っ
た
敷
地
に
巨
大
な
マ
ン
シ

ョ
ン
が
建
て
ら
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
こ
れ
は

江
戸
末
期
に
街
区
中
央
の
空
閑
地
を
利
用
し
て
建

る
重
大
な
変
化
で
あ
る
。

マン
ションの
飽
和
状
態

都
心
居
住
の
需
要
が
あ
る
と
い
っ
て
も
当
然
都

心
部
は
周
辺
に
比
し
て
地
価
が
高
い
。
そ
の
た
め

土
地
の
利
用
効
率
が
高
く
面
積
あ
た
り
の
居
住
コ

ス
ト
が
（
戸
建
に
比
し
て
）
安
価
と
い
う
、
集
合

住
宅
一
般
に
あ
て
は
ま
る
コ
ス
ト
メ
リ
ッ
ト
が
マ

ン
シ
ョ
ン
の
大
き
な
強
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
京

都
市
街
の
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
建

設
も
、
最
近
で
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
。
飽
和
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
新
築
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
も
売

れ
残
り
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
築
賃
貸
マ

ン
シ
ョ
ン
に
も
空
室
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
高
地
価
対
策
と
し
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
優
位

性
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
人
口
に
対
し
て
土
地
が
足

り
な
い
、
と
い
う
の
は
高
層
化
の
大
き
な
理
由
と

な
る
。
し
か
し
前
回
「
駐
車
場
」
に
お
い
て
見
た

よ
う
に
、
都
心
部
に
お
い
て
も
実
際
に
は
土
地
は

余
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ご
く
最
近
ま
で
、
京
都
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建

て
ば
ほ
と
ん
ど
全
て
が
埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う
状

況
が
あ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
推
進
す
る
強
力

な
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
上
記
の

よ
う
な
需
要
に
対
し
て
、
現
況
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン

が
比
較
的
よ
く
応
え
て
い
る
こ
と
の
証
拠
に
は
な

っ
て
も
、
京
都
の
都
心
部
に
お
け
る
最
良
の
居
住

形
態
が
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。ま
た
そ
の
前
提
も
崩
れ
つ
つ
あ
る
。そ
ろ

そ
ろ「
京
都
ら
し
い
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
」

と
い
う
議
論
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
、
考
え
る

べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

低
層
高
密
度
居
住
の
可
能
性

こ
こ
ま
で
扱
っ
て
き
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
そ
の

電
気
鉄
道
堀
川
変
電
所
を
集
合
住
宅
と
し
て
転
用

し
た
梅
香
荘（
⑤
）が
あ
る
。
建
築
ス
ト
ッ
ク
の

活
用
と
い
う
観
点
で
も
、
ま
た
従
来
の
マ
ン
シ
ョ

ン
や
戸
建
て
住
宅
に
お
さ
ま
ら
な
い
多
様
な
住
ま

い
方
が
模
索
さ
れ
る
潮
流
に
お
い
て
も
、
今
後
の

可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
事
例
で
あ
る
。
実
際
、
近

年
京
都
で
は
古
い
町
家
を
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
と
し
て

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
事
例
も
少
な
く
な
い
。

建
築
計
画
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
⑦
は
廊
下

や
バ
ル
コ
ニ
ー
と
い
っ
た
要
素
を
内
側
に
対
面
さ

せ
て
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
の
街
並
み
を

整
え
る
と
同
時
に
裏
に
生
活
空
間
を
形
成
し
た
例

で
あ
る
。
⑮
は
共
同
玄
関
の
奥
の
共
用
通
路
を
ま

さ
に
街
中
の
歩
道
の
よ
う
な
空
間
と
し
た
例
で
あ

る
。
法
規
的
に
道
と
住
宅
の
関
係
に
は
な
ら
な
い

た
め
、
街
路
と
比
べ
て
よ
り
自
由
な
外
部
計
画
が

可
能
と
な
っ
て
い
る
。
⑬
は
３
層
の
集
合
住
宅
で

あ
る
が
、
や
は
り
空
に
抜
け
た
共
用
部
が
魅
力
的

な
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
地
上
階
で
な
く
て
も
街

路
の
よ
う
な
感
覚
が
得
ら
れ
る
の
は
、
エ
レ
ベ
ー

タ
を
使
わ
ず
歩
い
て
ア
ク
セ
ス
す
る
高
さ
に
納
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
要
素
か
も
し
れ

な
い
。
⑧
は
公
共
の
階
段
と
共
用
の
階
段
が
隣
り

合
い
、
街
と
集
合
住
宅
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て

い
る
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
共
用
部
を
街
の
よ
う

に
扱
う
こ
と
で
魅
力
的
な
空
間
を
形
成
し
た
事
例

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
地
面
と
近
く
、
か
つ
各
階
を

異
な
る
プ
ラ
ン
で
計
画
し
や
す
い
低
層
集
合
住
宅

の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

名城大学
柳沢　究

魚谷繁礼建築研究所
魚谷繁礼

池井健建築設計事務所
池井　健

㉗

㉖

㉕
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②六間町出水の辻
平安時代、若い女が美男子に化けた妖鬼に殺されたという伝説を持
つ場所。事件当時は御所の敷地内であり、妖鬼が出没するとされた
「宴の松原」という松林だったが、その後御所が移り現在のような辻
となっても、南西角には「宴松原」の石碑と灯篭が建てられ、未だに
異界の様相を留めている。

①本家三友（五条楽園）
建物を隅切りして辻の中心に向かって建物の主入口を開きつ
つ、それを中心軸として左右の街路に面するファサードが対称
形となるようデザインされている。お茶屋ならではの辻の祝祭
性や非日常性を強くした構えといえよう。

【京都相対領域】
植栽や駐車場といった、どこの街にもあり、京都にも確実にある要素がある。
「京都らしい」と一般に認識されるものではないが、これらの要素は果たして「京都」とは無関係なのだろうか。
そもそも植栽は都市においてどのような意味をもつのか？ 京都の都市構造に相応しい駐車場のあり方とは？
京都に駐車場は似つかわしくない！と決め込む前に、これら要素の意味と可能性あるいは
問題点について、具体的な事例を採り上げながら、敢えて検討してみたい。

京都相対領域5
辻

② ①

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

⑧

　　

（一社）京都府建築士会



④三条柳馬場の辻
角に面して塔のようなファサードを持つ日本生命京都三条ビ
ル（大正3年竣工）。幅員のあまり変わらない三条通と柳馬場通
の北西角に建ち、塔の正面は辻の中央を向けどちらの通りにも
入口を設けるなど、通りのヒエラルキーを無くしつつランドマ
ークとなるような意匠としている。

③御池車屋町の辻
御池通から車屋町通に入る南側の両角に同じデザインのビル
が建つ。御池通と車屋町通のスケールの違いも手伝って、もは
や辻というよりも異なる領域に入る門のような佇まいを見せ
ている。

【 辻 】
グリッド都市には、線（街路）、面（街区）とともに点、つまり辻がある。辻の意味や役割は歴史的に変遷してきたが、
街路がモータリゼーションに支配された現代、「辻」という語はもはや現代的な実感を帯びていない。
そのような状況を改善し、車社会の利便性に抗して街路の主役を歩行者や住民に戻そうとする試みが
各地で行われており、京都も例外ではない。そのような中で現代の辻が果たしてどのような場所であるべきか、
或いはありうるかを検討することの意味は小さくないだろう。

③④

⑮⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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集
ま
り
や
す
さ
が
あ
り
、
か
つ
無
主
の
地
の
た
め

無
税
で
あ
る
、
と
い
っ
た
辻
の
実
利
的
側
面
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
辻
の
空
間
的
特
質
は
、
人
々

が
往
来
す
る
流
れ
の
小
さ
な
結
節
点
が
い
わ
ば
小

さ
な
公
共
の
広
場
と
な
り
、
都
市
住
民
の
交
流
や

情
報
交
換
の
た
め
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
点

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
街
路
や
辻
の
も
っ
て
い

た
空
間
的
性
質
は
、
し
か
し
な
が
ら
自
動
車
社
会

の
到
来
に
よ
っ
て
一
変
し
た
。
人
々
が
滞
留
し
交

流
す
る
場
と
し
て
の
辻
は
、
四
方
か
ら
迫
る
車
に

気
を
つ
け
る
べ
き
危
険
な
交
差
点
と
な
り
、
辻
の

真
ん
中
に
留
ま
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

辻
に
見
る
街
路
の

ヒエラ
ル
キ
ー

辻
そ
の
も
の
は
、
街
路
と
街
路
と
が
交
わ
っ
た

場
所
と
い
う
意
味
で
は
一
種
の
街
路
空
間
で
あ
る

が
、
そ
の
空
間
を
物
理
的
に
規
定
す
る
の
は
辻
を

囲
う
よ
う
に
し
て
角
地
に
建
つ
建
物
で
あ
る
。
辻

と
角
地
に
建
つ
建
物
と
街
路
の
関
係
に
つ
い
て
一

考
し
た
い
。

辻
に
面
す
る
建
物
は
竪
横
２
本
の
街
路
に
面
す

る
た
め
、
入
口
の
設
置
に
あ
た
っ
て
２
つ
の
選
択

肢
を
も
つ
。
角
地
に
建
つ
建
物
が
竪
横
ど
ち
ら
の

街
路
に
開
く
か
を
指
標
に
、
街
路
相
互
の
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
を
測
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
代
平
安
京
の

計
画
で
は
入
口
は
竪
街
路
に
の
み
開
く
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
大
路
に
入
口
を
開
け
る
の
は
一

部
の
階
層
の
み
で
、
低
階
層
の
者
の
宅
地
は
街
区

内
を
通
る
小
径
に
対
し
て
入
口
を
開
い
て
い
た
。

街
路
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
居
住
者
の
階
層
と
が
、

入
口
を
介
し
て
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

図
２
は
２
０
０
２
年
の
田
の
字
地
区
に
お
い
て

角
地
に
建
つ
建
物
の
入
口
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
辻
」
と
は

「
辻
」
と
い
う
字
は
、
通
路
・
通
行
を
あ
ら
わ

す
「
辵
」
に
交
差
を
意
味
す
る
「
十
」
を
加
え
た
、

会
意
に
よ
る
国
字
で
あ
る
。「
つ
じ
」
の
語
源
に

は
チ
ル
ス
ヂ
（
散
る
筋
）
や
ツ
ヂ
（
十
路
）、
ツ

ド
ヒ
ヂ
（
集
路
）
な
ど
諸
説
あ
る
が
、
街
路
が
集

散
す
る
場
所
と
い
う
の
が
辻
の
原
義
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
天
下
の
公
道
」
と
い
う
語
が
今
も

あ
る
よ
う
に
、
街
路
は
古
く
は
公
界
、
つ
ま
り
私

権
の
及
ば
な
い
無
主
の
空
間
で
あ
り
、
世
俗
と
縁

の
切
れ
た
無
縁
の
地
と
さ
れ
て
い
た
。
街
路
は
自

由
で
オ
ー
プ
ン
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、

と
り
わ
け
街
路
の
重
な
る
辻
は
そ
の
性
質
の
強
い

場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
辻
は
象
徴
的
に
は
二
つ
の

世
界
（
あ
の
世
と
こ
の
世
）
が
交
錯
す
る
境
界
で

あ
り
、
神
や
霊
と
接
触
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
怪
異
の
現
れ
る
舞
台
と
な
り
、
ま
た
古
く

か
ら
盆
の
行
事
や
神
事
・
芸
能
・
葬
祭
と
密
接
な

関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。

都
市
や
集
落
で
は
大
き
く
分
け
て
二
種
の
辻
が

典
型
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
市
街
地
に
お
け
る
街

路
と
街
路
の
交
差
点
と
し
て
の
辻
と
、
都
市
周
縁

部
に
お
け
る
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
と
し
て
の

辻
で
あ
る
。
六
道
の
辻
や
帷
子
ノ
辻
が
、
京
都
に

お
け
る
後
者
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。

京
都
の
辻

京
都
の
市
街
地
に
お
け
る
辻
の
様
相
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
鎌
倉
期
の
京
都
で
は
、

都
市
の
防
備
の
た
め
辻
ご
と
に
終
夜
か
が
り
火
を

た
く
酪か

が
り

屋や

が
設
け
ら
れ
、
戦
国
期
に
は
公
家
や
町

衆
み
ず
か
ら
門
や
櫓
を
構
築
し
て
町
を
自
衛
し
た

と
い
う
。
江
戸
期
に
は
町
内
ご
と
に
町
境
と
な
る

辻
に
木
戸
門
を
設
け
夜
間
の
通
行
を
遮
断
し
て
い

た
。
辻
に
は
木
戸
門
の
ほ
か
番
小
屋
や
塵
芥
箱
、

正
街
路
の
多
く
が
部
分
的
に
途
切
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
直
進
し
て
い
る
平
安

街
路
の
E
値
が
高
い
。
間
之
町
通
よ
り
東
で
も
途

切
れ
ず
直
進
し
て
い
る
街
路
に
高
い
E
値
が
見
ら

れ
る
。
同
様
に
横
街
路
の
E
値
を
比
較
す
る
と
、

御
池
通
・
四
条
通
・
五
条
通
に
加
え
、
三
条
通
と

松
原
通
が
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
街

路
は
何
れ
も
他
の
街
路
と
異
な
り
、
西
は
も
ち
ろ

ん
東
に
も
、
寺
町
通
を
越
え
鴨
川
に
橋
を
架
け
さ

ら
に
そ
の
先
へ
直
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
も
街
路
の
直
進
性
と
E
値
の
相
関
が
看
取
さ
れ

る
。
竪
と
横
の
街
路
の
E
値
を
比
較
す
る
と
ど
う

か
。
平
均
を
比
べ
る
と
竪
街
路
が
35
、
横
街
路
が

65
で
、
横
街
路
の
平
均
値
が
か
な
り
高
い
。
図
４

は
田
の
字
地
区
を
４
つ
の
エ
リ
ア
に
区
分
し
、
竪

と
横
の
街
路
の
E
値
を
同
時
に
比
較
し
た
も
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
の
エ
リ
ア
で
も
横
街
路
が
比
較
的

高
い
値
を
示
し
て
い
る
。

中
世
に
お
い
て
両
側
町
が
形
成
さ
れ
る
先
駆
と

な
っ
た
の
は
現
在
の
新
町
通
で
あ
っ
た
が
、
近
世

に
差
し
か
か
っ
た
頃
、
京
都
の
主
要
街
路
は
竪
か

ら
横
に
、
横
街
路
の
中
で
も
二
条
通
と
五
条
通
か

ら
三
条
通
と
四
条
通
に
繁
栄
が
移
行
し
た
。
近
現

代
に
入
る
と
御
池
通
・
四
条
通
・
五
条
通
・
堀
川

通
・
烏
丸
通
・
河
原
町
通
な
ど
が
幹
線
道
路
と
し

て
整
備
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
主
要
街
路
に
共
通
す

る
の
は
〈
繋
ぐ
〉
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
新
町
通

は
当
時
上
京
と
下
京
と
い
う
２
つ
の
分
離
し
た
市

街
を
繋
い
で
い
た
。
三
条
通
は
東
海
道
の
西
端
で

が
、
面
と
し
て
の
場
に
変
わ
る
端
緒
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。
そ
の
効
果
は
開
口
部
の
面
積
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
屋
根
形
状
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
京
都
で
一
般
的
な
切
妻
平
入
の
屋
根

の
場
合
、
妻
面
を
正
面
と
す
る
処
理
は
難
し
く
な

り
が
ち
だ
が
、
こ
こ
で
は
部
分
的
に
入
母
屋
造
と

す
る
こ
と
で
、
ど
ち
ら
の
街
路
に
対
し
て
も
庇
を

伸
ば
し
、
街
並
み
の
連
続
性
と
二
正
面
性
と
を
両

立
さ
せ
て
い
る
。

現
代
で
も
辻
を
単
な
る
通
過
空
間
と
せ
ず
、
そ

こ
に
人
が
滞
留
し
何
ら
か
の
行
為
の
場
と
な
る

（
こ
と
を
期
待
し
た
）
空
間
を
つ
く
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
旧
花
街
に
建
つ
①
は
、
辻
の
中
心
に
対
し

強
い
正
面
を
向
け
る
事
例
で
あ
り
、
辻
の
非
日
常

性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
㉑
は
そ
の
廉
価
な

現
代
版
と
言
え
よ
う
が
、
人
の
集
ま
る
場
と
し
て

の
辻
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
⑫

で
は
角
の
建
物
す
べ
て
が
隅
切
り
に
よ
る
巨
大
な

壁
面
を
辻
の
中
心
に
向
け
る
こ
と
で
、
都
市
的
な

視
覚
的
空
間
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
る
。
⑥

で
は
角
地
の
建
物
が
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
植
栽
を
設

け
る
こ
と
で
心
地
良
い
溜
ま
り
が
生
ま
れ
て
い
る
。

⑦
の
辻
で
は
一
方
の
角
に
サ
ン
ク
ン
ス
ペ
ー
ス
の

あ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
店
舗
、
そ
の
向
か
い
に
オ
ー

プ
ン
カ
フ
ェ
、
さ
ら
に
そ
の
向
か
い
に
セ
ッ
ト
バ

ッ
ク
し
た
複
合
商
業
施
設
に
よ
る
小
さ
な
空
間
が

あ
り
、
そ
れ
ら
の
建
築
形
態
と
用
途
が
連
鎖
す
る

こ
と
で
、
小
さ
な
交
差
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賑

わ
い
と
広
が
り
の
あ
る
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。 図4  田の字地区の4エリアにおける

E値の竪、横街路の比較
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髪
結
床
（
床
屋
）
な
ど
町
の
施
設
が
集
中
し
て
い

た
。
重
要
な
辻
に
は
幕
府
か
ら
の
禁
制
等
を
掲
げ

る
高
札
場
が
設
け
ら
れ
、
札
の
辻
と
呼
ば
れ
た
。

ち
な
み
に
京
都
の
髪
結
床
は
町
会
所
に
付
設
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
ほ
と
ん
ど

は
辻
や
橋
の
た
も
と
と
い
っ
た
無
主
の
地
に
あ
っ

た
。
髪
結
床
は
町
に
よ
っ
て
管
理
・
運
営
さ
れ
、

京
都
に
は
町
の
数
だ
け
髪
結
床
が
あ
っ
た
と
い
う
。

現
代
で
も
京
都
中
心
部
の
角
地
に
し
ば
し
ば
床
屋

（
の
跡
）
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
名
残
り
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
床
屋
と
同
様
に
角
地
に
数
多
く
建

つ
の
が
銭
湯
で
あ
る
。
こ
れ
は
建
物
正
面
の
主
出

入
口
と
は
別
に
、
風
呂
を
沸
か
す
た
め
の
薪
を
供

給
す
る
た
め
の
出
入
口
を
側
面
に
も
確
保
す
る
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

各
町
の
木
戸
に
固
ま
れ
た
辻
（
図
１
）
は
、
ど

の
町
に
も
属
さ
な
い
場
所
で
あ
る
た
め
、
宗
教
者

の
説
法
や
勧
進
・
商
売
・
演
芸
が
行
わ
れ
た
。
辻

説
法
・
辻
商
い
・
辻
芸
で
あ
る
。
辻
踊
や
辻
祭
・

辻
相
撲
は
秋
の
風
物
で
あ
っ
た
。
お
し
な
べ
て
辻

は
、
中
世
ま
で
は
神
や
霊
と
接
触
す
る
場
と
し
て

畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
近
世
中
頃
に
は
楽
し

み
の
場
と
な
っ
た
と
い
う
。
辻
＝
異
界
と
の
接
点

と
い
う
意
識
は
遠
ざ
か
り
、
適
当
な
広
さ
と
人
の

そ
れ
を
も
と
に
各
街
路
の
E
値
を
示
し
た
の
が
図

３
で
あ
る
。
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
E
値
と
は
あ

る
街
路
に
お
い
て
、
角
地
に
建
つ
建
物
の
入
口
が

そ
の
街
路
に
向
け
て
開
か
れ
る
割
合
を
数
値
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
E
値
が
大
き
い
ほ
ど
、
角
地
の

建
物
が
そ
の
街
路
に
向
け
て
入
口
を
設
け
て
い
る

割
合
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
交
差
す
る
街

路
に
比
し
相
対
的
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
高
い
街
路

だ
と
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

竪
街
路
の
E
値
を
比
較
す
る
と
、
１
本
置
き
に

値
が
高
低
す
る
挙
動
が
看
て
取
れ
る
。
平
安
京
建

都
以
来
の
街
路
（
以
下
、
平
安
街
路
）
で
は
高
い

値
（
平
均
53
）
を
、
天
正
地
割
以
降
の
街
路
（
以

下
、
天
正
街
路
）
で
は
低
い
値
（
平
均
15
）
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
間
之
町
通
以
西
で
は
、
天

あ
り
、
京
都
と
そ
の
東
（
江
戸
）
と
を
繋
ぐ
。
四

条
通
は
祇
園
社
と
、
五
条
通
は
豊
国
廟
と
、
他
の

横
街
路
は
当
時
新
設
さ
れ
た
御
土
居
よ
り
東
の
地

域
と
洛
中
と
を
そ
れ
ぞ
れ
繋
い
で
い
た
。
こ
れ
ら

の
街
路
が
現
在
に
お
い
て
も
高
い
E
値
を
示
し
て

い
る
。
街
路
の
繋
ぐ
と
い
う
特
質
は
直
進
性
と
し

て
表
れ
る
。
直
進
し
て
い
な
い
街
路
は
、
天
正
の

都
市
改
造
で
分
割
さ
れ
な
か
っ
た
正
方
形
街
区
や

寺
町
、
鴨
川
な
ど
に
よ
り
分
断
さ
れ
た
り
行
き
止

ま
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
竪
に
比
べ

横
街
路
の
E
値
が
高
い
の
は
、
近
世
初
頭
に
お
け

る
竪
か
ら
横
へ
の
主
要
街
路
の
転
換
の
影
響
が
現

代
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
代
の
辻

形
状
や
大
き
さ
、
接
し
て
い
る
建
物
や
開
口
状

況
な
ど
に
よ
り
、
辻
の
様
相
は
か
な
り
異
な
る
。

最
後
に
現
代
の
京
都
の
市
街
地
に
お
け
る
具
体
的

な
辻
を
採
り
上
げ
つ
つ
、
現
代
的
な
文
脈
に
お
い

て
分
類
を
試
み
た
い
。

●
道
／
線
と
し
て
の
辻

辻
と
い
う
よ
り
は
交
差
点
と
呼
ぶ
方
が
な
じ
み

の
よ
い
、
現
代
で
は
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
タ
イ
プ

で
あ
る
。
２
つ
の
動
線
が
交
差
し
た
だ
け
の
場
で

あ
り
、
交
点
と
な
る
辻
に
格
別
な
意
味
は
与
え
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
辻
に
面
す
る
建
物
は
辻

を
こ
と
さ
ら
意
識
せ
ず
、
一
方
の
道
に
面
し
て
入

口
を
設
け
正
面
と
し
、
も
う
一
方
は
完
全
に
閉
じ

る
こ
と
が
多
い
（
⑪
⑬
）。
前
述
の
よ
う
に
、
こ

の
時
ど
ち
ら
の
街
路
を
正
面
と
す
る
か
の
選
択
か

ら
、
街
路
の
重
要
度
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
場
／
面
と
し
て
の
辻

ま
れ
に
２
つ
の
面
を
同
時
に
正
面
と
し
て
扱
う

建
物
も
あ
り
（
⑧
⑨
）、
街
路
の
交
点
と
し
て
の

辻
の
性
質
が
建
築
形
態
に
よ
っ
て
強
く
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
単
な
る
線
の
交
わ
り
で
あ
っ
た
辻

辻
の
空
間
性
が
、
そ
こ
に
建
つ
建
築
の
あ
り
方
に

よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

示
す
事
例
で
あ
る
。

●
境
界
／
点
と
し
て
の
辻

辻
は
ま
た
道
で
分
断
す
る
境
界
点
と
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
も
そ
も
京
都
の
両
側
町
に
お
い

て
は
、
辻
が
町
内
の
境
と
な
っ
て
お
り
、
辻
の
向

こ
う
は
別
の
町
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

③
は
辻
の
両
側
に
同
デ
ザ
イ
ン
の
建
物
を
建
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
大
通
り
か
ら
小
さ
な
道
に
入
る
、

ま
さ
に
門
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
④
は
狭
い
通

り
に
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
塔
を
建
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
や
は
り
門
柱
の
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
い
え
る
し
、
⑤
も
ま
た
全
体
を
緑
で
覆
わ
れ

た
特
異
な
建
物
が
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
の
境
界
を
示

す
標
と
な
っ
て
い
る
。

境
界
性
を
表
現
す
る
辻
は
、
街
の
中
に
性
格
の

異
な
る
複
数
の
場
所
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
す

る
た
め
、
都
市
に
お
け
る
空
間
体
験
の
複
雑
さ
や

奥
行
き
を
増
す
た
め
に
大
き
な
役
割
を
担
い
う
る
。

辻
の
空
間
や
場
所
と
し
て
の
特
性
は
、
必
ず
し
も

建
物
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
辻
に
面
し
て
建
つ
建
物
の
果
た
す
役
割
は
小

さ
く
な
い
。
辻
に
魅
力
的
な
建
物
が
建
つ
都
市
は
、

魅
力
的
な
都
市
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

名城大学
柳沢　究

魚谷繁礼建築研究所
魚谷繁礼

池井健建築設計事務所
池井　健

●出典
図1： 高橋康男・吉田伸之編
 「日本都市史入門 1：空間」

図1 木戸に囲まれた辻

図2 田の字地区における建物の入口方向
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図3 田の字地区におけるE値

（一社）京都府建築士会



June 2013   Kyoto Dayori   8

②北大路高野住宅（1978年・京都市左京区）
京都のコミュニティ単位を意識した総数120の住戸を、街路沿いに
テラスハウスとして配置、街区内奥には個々の庭とは別に共有の中
庭を設けている。住居群に囲まれた緑豊かなウラの中庭の情景は、
映画「マザーウォーター」にて印象的に描かれた。

①町田本洛中洛外図（16世紀前半・国立歴史民俗博物館所蔵）
通りに沿って壁面線が揃い、街区中央にはまとまった空地がと
られている。図にとらえきれていない街区も含め細かくみる
と、ウラには樹木や物干し、共同便所らしき小屋などが見つけ
られると同時に、部分的に塀で囲まれて私有化が発生している
様子も確認される。

【京都相対領域】
植栽や駐車場といった、どこの街にもあり、京都にも確実にある要素がある。
「京都らしい」と一般に認識されるものではないが、これらの要素は果たして「京都」とは無関係なのだろうか。
そもそも植栽は都市においてどのような意味をもつのか？ 京都の都市構造に相応しい駐車場のあり方とは？
京都に駐車場は似つかわしくない！と決め込む前に、これら要素の意味と可能性あるいは
問題点について、具体的な事例を採り上げながら、敢えて検討してみたい。

京都相対領域6
裏

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

② ①

⑧

Ⓒ2013　ZENRIN

Ⓒ2013　ZENRIN

（一社）京都府建築士会
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④京都まちなかこだわり住宅（2007年・京都市東山区）
現代の京都に相応しい一般住宅のモデル構築を主旨とした新
築住宅。オモテでセットバックせず、ウラで庭が隣家の庭やテ
ラスと連担すべく雁行型に建物を配置。将来的に隣り合う庭と
の間の塀や垣根を低くしていき、ウラが街区居住者の共有地と
して使用されることを提案している。

③虎屋京都店（2009年・京都市上京区）
オープンスペースを意識的に街区のウラに確保することで、落
ち着きのある喫茶空間をしつらえた事例。土蔵もあるこの奥
庭は、周辺にある自前の庭を持たない住宅地にも、光と緑に溢
れる快適な環境を提供している。

【裏】
京都という都市が語られる際に頻出するワードに、街並み・庇・格子・通りといったものがあるが、
これらは何れも〈オモテ〉、つまり街路沿いの空間における様相である。
一方で本連載および前連載『京都絶対領域』では、〈ウラ〉という概念にしばしば言及してきた。〈ウラ〉とは、
街路に面した〈オモテ〉の空間と対比的・対照的な、街区内奥部の空間的特性を指す、京都の都市構造を論じるうえで
決して無視できない視点である。連載最終回となる今回は、この〈ウラ〉の諸相に焦点をあてたい。

⑮

③④

⑰⑲㉑

⑯⑱⑳㉒㉓Ⓒ2013　ZENRIN

Ⓒ2013　ZENRIN

Ⓒ2013　ZENRIN

（一社）京都府建築士会
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を
、
具
体
的
に
参
照
し
て
み
た
い
。

●
古
典
的
ウ
ラ
空
間

街
路
沿
い
に
建
ち
並
ぶ
建
物
に
囲
わ
れ
た
街
区

内
奥
の
公
共
性
を
帯
び
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、

と
い
う
古
典
的
な
ウ
ラ
空
間
は
現
代
で
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
雰
囲
気
を
今
も
色

濃
く
残
す
の
が
、
新
町
・
西
洞
院
・
仏
光
寺
・
高

辻
の
各
通
り
に
囲
わ
れ
た
街
区
の
中
心
に
位
置
す

る
菅
大
臣
神
社
境
内（
⑪
）で
あ
る
。
土
や
石
畳
の

路
面
が
残
る
植
栽
豊
か
な
境
内
と
参
道
は
、
環
境

的
に
も
親
し
み
の
あ
る
散
策
や
遊
び
の
場
と
し
て

も
、
周
囲
の
住
宅
地
に
計
り
知
れ
な
い
恩
恵
を
及

ぼ
し
て
い
る
。

●
学
校

元
成
徳
小
学
校（
㉑
：
下
京
中
学
成
徳
学
舎
）、

元
明
倫
小
学
校（
㉒
：
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
）な
ど

の
明
治
創
建
の
小
学
校
で
は
、
街
路
沿
い
に
校
舎

が
建
ち
、
街
区
の
中
心
に
校
庭
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
京
都
の
伝
統
的
な
街
区
構
造
を
よ
く
残
し
て

い
る
。
校
庭
は
現
在
で
も
地
域
の
祭
り
や
イ
ベ
ン

ト
の
場
と
し
て
活
発
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
京
都

に
お
け
る
公
的
施
設
の
配
置
計
画
に
よ
る
ウ
ラ
空

間
の
活
用
手
法
と
し
て
、
今
も
評
価
に
値
す
る
で

あ
ろ
う
。

●
戸
建
て
住
宅

近
年
、
新
築
戸
建
住
宅
に
お
い
て
も
京
都
の
伝

統
的
な
街
区
構
造
を
踏
襲
し
、
限
ら
れ
た
敷
地
の

中
で
街
路
側
で
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
を
避
け
、
奥
に

庭
を
確
保
す
る
こ
と
で
奥
庭
の
連
担
に
よ
る
ウ
ラ

空
間
の
創
出
を
意
図
し
た
設
計
例
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
京
都
ま
ち
な
か
こ
だ
わ
り
住
宅

（
④
）
や
斜
庭
の
町
家（
⑦
）、N

ew
 K
yoto 

T
ow
n H

ouse

（
⑨
）、H

ouse of K
yoto

（
⑩
）な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

●
集
合
住
宅

前
項
の
戸
建
住
宅
の
事
例
は
全
体
か
ら
見
れ
ば

い
ま
だ
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
立
地
も
散
在
し
て

ウ
ラ
と
は

ま
ず
は
京
都
に
お
け
る
ウ
ラ
の
発
生
と
、
そ
の

史
的
変
遷
を
一
瞥
し
よ
う
。
平
安
建
都
時
、
東
西

の
大
路
小
路
か
ら
な
る
街
路
体
系
と
と
も
に
、
四

行
八
門
と
称
さ
れ
る
街
区
の
地
割
シ
ス
テ
ム
も
計

画
さ
れ
た（
図
１
）。
こ
れ
は
、
街
区
を
東
西
４
・

南
北
８
に
分
割
し
た
１
／
32
街
区
を
最
少
単
位
と

し
て
、
位
階
に
応
じ
て
宅
地
を
割
り
当
て
る
も
の

で
あ
る
。
街
路
と
街
区
の
境
界
に
は
築
地
塀
や
生

垣
を
設
け
る
こ
と
、
敷
地
か
ら
街
路
へ
の
出
入
り

口
の
と
り
方
は
位
階
に
よ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
ル

ー
ル
が
細
か
く
定
め
ら
れ
た
。
建
都
時
に
お
い
て

既
に
オ
モ
テ
の
あ
り
方
は
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
時
代
を
経
て
中
世
に
な
る
と
建
物
が

街
路
に
面
し
て
建
つ
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
オ
モ

テ
に
は
壁
面
線
の
揃
っ
た
街
並
み
と
両
側
町
と
呼

ば
れ
る
街
路
を
軸
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成

さ
れ
る
。
同
時
に
街
区
中
央
に
は
ま
と
ま
っ
た
空

地
が
う
ま
れ
る
。
こ
の
空
地
は
街
区
居
住
者
に
よ

っ
て
共
有
さ
れ
、
洗
濯
物
が
干
さ
れ
た
り
共
同
の

井
戸
や
便
所
が
設
け
ら
れ
た
り
、
耕
作
が
行
わ
れ

た
り
、
樹
木
が
植
え
ら
れ
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る

（
図
２
・
①
）。
こ
こ
に
ウ
ラ
の
発
生
が
見
出
さ
れ

る
。
中
世
の
京
都
の
住
民
は
、
こ
の
オ
モ
テ
／
ウ

ラ
と
い
う
２
つ
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
対
照
的

な
か
た
ち
で
活
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ウ
ラ
の
空
地
の
一
部
を
塀
で
囲
い
込
ん
で

私
有
化
し
、
そ
こ
に
市
中
の
山
居
と
称
さ
れ
る
自

然
景
観
を
見
出
し
た
の
が
近
世
京
町
家
で
あ
る

（
⑤
）。
隣
地
の
植
栽
は
借
景
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

近
代
に
入
る
と
、
そ
の
よ
う
な
文
化
的
と
も
い
え

る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
鉄
製
の
バ
ル
コ
ニ
ー

に
洗
濯
物
が
干
さ
れ
、
エ
ア
コ
ン
室
外
機
が
無
造

作
に
置
か
れ
る
よ
う
な
、
再
び
日
常
生
活
に
供
さ

れ
る
場
と
な
っ
た（
⑥
・
⑰
）。
こ
の
頃
ま
で
は
、

私
有
化
さ
れ
つ
つ
も
街
区
内
奥
に
連
担
す
る
空
地

あ
る
墓
地
が
た
た
ず
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ

ラ
に
墓
地
を
内
包
す
る
よ
う
な
街
区
は
こ
こ
の
み

な
ら
ず
南
北
に
つ
づ
く（
㉓
）。
豊
臣
秀
吉
に
よ
る

寺
町
整
備
の
名
残
で
あ
る
。

街
区
構
成
と
ウ
ラ
空
間

次
に
個
別
の
事
例
で
は
な
く
、
街
区
レ
ベ
ル
で

の
事
例
を
そ
の
変
化
を
追
っ
て
見
て
み
よ
う
。
図

３
は
１
９
３
８
年
の
綾
小
路
・
仏
光
寺
・
新
町
・

室
町
の
各
通
り
に
囲
ま
れ
た
街
区
の
様
子
で
あ

る
。
街
路
に
面
し
て
２
階
建
の
小
さ
な
建
物
が
建

ち
並
び
、
ウ
ラ
に
は
平
屋
と
空
地
が
多
く
見
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
２
０
０
２
年
の
同
街
区
の
様

子
を
示
し
た
の
が
図
４
で
あ
る
。
建
物
の
巨
大
化

だ
け
で
な
く
ウ
ラ
に
ま
で
高
層
建
築
が
建
て
込

み
、
逆
に
オ
モ
テ
に
は
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
に
よ
る
空

地
と
屋
外
駐
車
場
が
歯
抜
け
状
に
発
生
し
て
い

る
。
こ
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
た
建
物
を
単
純
に
道

路
境
界
線
に
寄
せ
る
と
い
う
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
し
た
も
の
が
図
５
で
あ
る
。
僅
か
で
は
あ
る
が

裏
の
空
地
が
連
担
し
て
ま
と
ま
っ
た
空
間
が
発
生

し
、
当
然
な
が
ら
オ
モ
テ
の
壁
面
線
は
揃
っ
て
く

る
。
街
区
内
の
総
建
築
面
積
を
変
え
ず
と
も
建
物

配
置
を
少
し
変
え
る
だ
け
で
ウ
ラ
の
空
間
と
オ
モ

テ
の
町
並
み
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ウ
ラ
主
義

最
後
に
連
載
の
結
び
に
代
え
て
、
あ
ら
た
め
て

京
都
に
お
け
る
ウ
ラ
の
有
意
性
を
論
じ
て
み
た

い
。洗

濯
物
や
室
外
機
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
ウ
ラ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
オ
モ
テ
の
街
並
み
を

整
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
レ
に
対
応
す
る
ケ
の

空
間
と
し
て
の
ウ
ラ
で
あ
る
。
ま
た
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ウ
ラ
は
京
都
特
有
の

の
街
並
み
景
観
を
乱
す
と
さ
れ
る
高
層
建
築
は
、

敷
地
や
街
区
の
奥
す
な
わ
ち
ウ
ラ
に
建
て
る
こ
と

を
促
さ
れ
て
き
た
。
雑
然
と
し
た
ウ
ラ
が
あ
る
か

ら
こ
そ
整
然
と
し
た
オ
モ
テ
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、オ
モ
テ
を
歩
く
者
か
ら
は
ウ
ラ
が
見
え
な
い
。

そ
れ
を
い
い
事
に
し
た
オ
モ
テ
至
上
主
義
が
そ
こ

に
は
あ
る
。
ま
た
、
自
動
車
交
通
に
よ
り
街
路
が

支
配
さ
れ
た
現
代
に
お
い
て
も
街
路
が
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
舞
台
だ
っ
た
近
世
の
情
景
に
拘
泥
し
、
中

世
に
は
ウ
ラ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
舞
台
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
眼
中
に
入
ら
な
い
近
世

（
近
視
）主
義
が
そ
こ
に
あ
る
。
寧
ろ
今
こ
そ
ウ
ラ

の
活
用
の
仕
方
を
模
索
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
現

代
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
京
都
だ
か
ら
こ
そ
、
中
世

に
お
け
る
住
ま
い
方
を
参
照
し
つ
つ
、
オ
モ
テ
／

ウ
ラ
の
２
つ
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
活
か
し
た
都

市
空
間
の
あ
り
方
に
可
能
性
を
見
出
し
た
い
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
今
更
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
、
そ

し
て
引
き
続
き
、〈
ウ
ラ
主
義
〉
を
唱
え
た
い
。図3. 1938 年の街区の様子（※1）

図1. 四行八門の地割

図2. 中世における街区の様子

（一社）京都府建築士会
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に
よ
り
形
成
さ
れ
る
ウ
ラ

が
存
続
し
て
い
た
。
庇
や

格
子
な
ど
で
整
え
ら
れ
た

オ
モ
テ
に
対
す
る
、
室
外

機
や
洗
濯
物
・
植
栽
な
ど

が
雑
然
と
溢
れ
る
ウ
ラ
で

あ
る
。
重
要
な
の
は
こ
の

ウ
ラ
の
様
子
が
、
街
路
に
建
ち
並
ぶ
建
物
に
よ
り

遮
ら
れ
オ
モ
テ
か
ら
は
決
し
て
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
代
、
多
く
の
建
物
が
セ
ッ
ト

バ
ッ
ク
し
て
建
て
ら
れ
る（
⑱
・
㉔
）。
そ
れ
は
京

都
特
有
の
狭
い
街
路
幅
、
道
路
斜
線
制
度
や
景
観

条
例
と
い
っ
た
法
規
、
施
工
性
、
経
済
性
の
追
求

な
ど
が
複
合
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
セ
ッ
ト

バ
ッ
ク
の
直
接
的
な
影
響
と
し
て
、
ウ
ラ
の
空
地

そ
の
も
の
の
消
失
が
進
行
し
て
い
る
。
結
果
行
き

場
を
失
っ
た
室
外
機
や
洗
濯
物
な
ど
は
オ
モ
テ
に

押
し
出
さ
れ
る
。
僅
か
に
残
る
ウ
ラ
の
空
地
も
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
曝
さ
れ
た
落
ち
着

き
の
な
い
場
所
と
な
り（
⑲
）、
虫
食
い
状
に
多
発

し
た
屋
外
駐
車
場
を
通
じ
て
オ
モ
テ
の
街
路
に
露

出
す
る
な
ど（
⑳
）、
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
の
区
別
は
消

失
し
つ
つ
あ
る
。
中
世
以
降
形
を
変
え
つ
つ
も
維

持
さ
れ
て
き
た
、
京
都
の
都
市
空
間
に
お
け
る
オ

モ
テ
／
ウ
ラ
の
二
重
構
造
は
、
現
在
絶
滅
危
惧
の

状
態
に
あ
る
。

現
代
の
ウ
ラ
活
用
事
例

以
上
の
よ
う
に
京
都
の
中
心
市
街
地
の
街
区
で

は
、
近
代
以
降
徐
々
に
ウ
ラ
空
間
が
消
失
、
あ
る

い
は
オ
モ
テ
空
間
の
ウ
ラ
へ
の
侵
食
が
進
行
し
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
ウ
ラ
空
間
と
は
現

代
の
都
市
に
お
い
て
無
用
の
長
物
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
今
も
京
都
に
も
残
る
、
あ
る
い
は
新
た
な
ウ

ラ
空
間
の
創
出
を
企
図
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例

い
る
た
め
設
計
者
が
意
図
し
た
形
で
の
奥
庭
の
連

担
は
ま
だ
実
現
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
一
方

こ
の
理
念
を
街
区
規
模
の
集
合
住
宅
と
し
て
一
体

的
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
先
駆
的
な
事
例
と
し
て
、
北

大
路
高
野
住
宅（
②
）が
あ
る
。
総
数
１
２
０
戸
を

40
〜
60
ｍ
四
方
の
６
街
区
の
街
路
沿
い
に
テ
ラ
ス

ハ
ウ
ス
と
し
て
配
置
し
、
街
区
内
部
に
は
個
々
の

庭
と
は
別
に
、
コ
モ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
な
る
中
庭
を

広
く
設
け
て
い
る
。
住
居
群
に
囲
ま
れ
た
緑
豊
か

な
中
庭
の
情
景
は
、映
画
『
マ
ザ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
』

に
て
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

府
庁
前
の
集
合
住
宅（
⑧
）は
、
街
区
の
背
割
り

線
に
あ
た
る
場
所
に
中
庭
を
と
り
、
そ
の
中
庭
を

街
区
居
住
者
全
体
で
は
な
い
が
、
施
主
の
異
な
る

２
棟
の
集
合
住
宅
で
共
有
し
て
い
る
。
各
居
室
の

バ
ル
コ
ニ
ー
や
室
外
機
の
類
は
こ
の
中
庭
に
向
か

っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
街
路
に
面
し
て
は
バ

ル
コ
ニ
ー
が
な
く
、
オ
モ
テ
か
ら
一
見
す
る
と
集

合
住
宅
ら
し
く
な
い
外
観
を
有
し
て
い
る
。

●
商
業
施
設

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
意
識
的
に
ウ
ラ
に
確
保

す
る
こ
と
で
、
落
ち
着
き
の
あ
る
喫
茶
空
間
を
し

つ
ら
え
て
い
る
の
が
虎
屋
京
都
店（
③
）で
あ
る
。

敷
地
規
模
に
比
し
て
中
庭
の
サ
イ
ズ
は
控
え
め
で

は
あ
る
が
、
街
路
と
中
庭
の
間
に
位
置
す
る
ガ
ラ

ス
張
り
の
棟
か
ら
柱
や
壁
を
極
力
排
し
透
明
性
を

高
め
る
こ
と
で
、
街
路
か
ら
の
視
線
を
奥
の
庭
へ

と
引
き
こ
む
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

三
条
名
店
街
に
あ
る
J
E
U
G
I
A
三
条
本
店

と
新
京
極
通
に
面
し
た
ド
ト
ー
ル
新
京
極
三
条
店

の
裏
は
、
小
さ
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
よ
っ
て

繋
が
れ
て
い
る（
⑬
）。
路
地
の
空
間
性
に
も
通
じ

る
密
集
し
た
商
業
エ
リ
ア
の
中
の
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト

の
よ
う
な
ウ
ラ
空
間
で
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
す

ぐ
横
、
三
条
河
原
町
と
い
う
京
都
で
最
も
繁
華
な

交
差
点
の
す
ぐ
西
南
の
街
区
奥
に
は
、
人
が
滅
多

に
立
ち
入
ら
な
い
広
大
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で

鰻
の
寝
床
状
の
敷
地
に
光
と
風
・
自
然
景
観
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
ウ
ラ
は
街
区
寸
法
の
大
き
い
京

都
だ
か
ら
こ
そ
存
在
し
え
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

で
あ
り（
同
じ
く
グ
リ
ッ
ド
都
市
で
あ
る
大
阪
で

は
、
京
都
の
反
省
を
活
か
し
て
小
さ
な
街
区
寸
法

で
計
画
さ
れ
た
。ウ
ラ
の
空
地
が
発
生
し
な
い
分
、

土
地
利
用
効
率
は
高
い
）、
計
画
の
及
ば
な
か
っ

た
一
種
の
余
剰
空
間
で
あ
る
。
そ
こ
を
創
意
工
夫

に
よ
り
活
用
し
た
結
果
、
単
調
に
な
り
が
ち
な
グ

リ
ッ
ド
都
市
の
オ
モ
テ
空
間
に
対
置
さ
れ
る
、
豊

穣
で
陰
影
と
奥
行
き
に
富
む
ウ
ラ
空
間
が
獲
得
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
街
路
が
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
支
配
さ
れ
た
現
代
に
お
い
て
は
、
ウ
ラ
は

オ
モ
テ
に
代
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
舞
台
と
も
な

り
う
る
だ
ろ
う
。

都
市
に
お
い
て
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
の
区
別
が
な
さ

れ
な
け
れ
ば
、
日
常
生
活
に
必
要
な
猥
雑
と
し
た

も
の
が
外
来
者
に
曝
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ

を
「
生
活
感
の
あ
ふ
れ
だ
し
」
と
し
て
肯
定
的
に

捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う

な
場
所
は
居
住
す
る
場
所
と
し
て
は
敬
遠
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
空
き
家
空
室
の
増
加
に
よ

る
地
域
の
荒
廃
や
不
動
産
価
値
の
低
下
、
ス
ラ
ム

化
と
い
っ
た
悪
循
環
は
、
日
本
の
あ
ち
こ
ち
の
地

域
や
建
物
で
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
も
、
都
市
に
は
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
京
都
の
都
市
は
オ
モ
テ
と
ウ
ラ

が
生
じ
や
す
い
街
区
構
造
を
も
ち
、
歴
史
的
に
も

そ
の
構
造
を
生
活
の
中
で
活
用
し
て
き
た
。
オ
モ

テ
／
ウ
ラ
の
二
重
構
造
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
京
都

特
有
の
街
並
み
や
、
町
家
、
路
地
と
い
っ
た
も
の

が
成
立
し
え
た
と
言
え
ば
過
言
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
そ
れ
が
今
喪
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

京
都
を
め
ぐ
る
有
識
者
の
言
説
や
行
政
の
施
策

の
視
線
は
、
概
し
て
オ
モ
テ
の
保
全
や
復
元
に
向

け
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
ウ
ラ
の
喪
失
を
助

長
す
る
こ
と
に
繋
が
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
オ
モ
テ
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池井　健 図4. 2002 年の街区の様子図5. 街路に面して建物を建てた場合

凡例（図3 ～ 5）
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※1　森田慶一ほか「都市測量の
新方向～京都市中心部における街
割調査」中の図版より作成
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