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庇
京都絶対領域

【京都絶対領域】
「京都らしい」建築を分かり易く構成する要素、庇・格子・坪庭などなど…。
これらの要素を建築に採用することで、安易に「京都らしさ」を獲得した気になってはいないだろうか。
あるいは逆に必要以上に忌避してはいないだろうか。
そもそも格子とは何であろうか？　京都の庇とはいかにあるべきか？　
京都だから…条例にあるから…という思考停止に陥る前に、これらの要素の意味と可能性を一つずつ、 
有名無名問わず具体的な建築を参照しながら、あらためて検討してみたい。

②河井寛次郎記念館（1937年・京都市東山区）
京都市中では珍しい出桁造により2階をセットオーバーさせた町
家。突出した梁や出桁が、機能的にも景観的にも庇と同等以上の効
果を発揮している。

①『年中行事絵巻』（12世紀頃・京都大学文学研究所所蔵）
図像で確認できる最初期の町家が描かれている。軒下には見
物のため跳ね上げられた蔀戸が連続しており、庇の原型を見る
ようである。

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭ ⑧

⑤

（一社）京都府建築士会



【庇】
京都絶対領域、第一回目は「庇」である。
「庇（廂）」とはそもそも「母屋」に対して、その外側に付加された空間であるが、転じて外壁面から突出した屋根状の要素を指す。 
「軒庇」「通り庇」「付け庇」「下屋庇」「土庇」「霧除け庇」など、庇といっても形状や位置・用途に応じていろいろな呼び名があるが、本記
事では、外壁面に屋根と独立して設けられ、かつ街路に面した「庇」に絞って検討したいと思う。街との関係に主眼があるからである。

④俄ビル（2009年・京都市中京区）
景観条例によって設置が義務付けられた軒庇（奥行き90cm以
上）を、あえて必要以上に肥大化（2.4m）させた上で、アルミキ
ャストを用いたフラットな表情におさえることで、現代的な庇
の表現を獲得している。

③祇園・宮川町界隈の数寄屋建築（不詳・京都市東山区）
軒庇や通り庇のすぐ下にもう一枚庇が差し込まれており、多重の庇
が陰影に富んだファサードを作り出している。庇の機能というよ
りは意匠面に格段の配慮がはらわれた例の一つ。

⑮⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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庇
の
歴
史

現
在
京
都
市
の
市
街
地
の
大
半
で
は
、
景
観
条

例
の
定
め
に
よ
っ
て
建
築
に
庇
を
設
け
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
戸
建
て
住
宅
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ン

シ
ョ
ン
や
商
業
ビ
ル
で
も
、
モ
ダ
ン
で
ミ
ニ
マ
ル

な
建
築
が
好
き
で
も
、
庇
に
お
金
を
か
け
た
く
な

く
て
も
、
例
外
は
無
い
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
背

景
に
、
近
世
〜
戦
前
に
建
て
ら
れ
た
京
町
家
が
モ

デ
ル
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
景
観
条

例
制
定
の
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、

そ
の
モ
デ
ル
た
る
京
町
家
と
庇
の
歴
史
的
関
係
と

は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

庇
の
原
型
と
思
し
き
も
の
は
、平
安
後
期
の『
年

中
行
事
絵
巻
』
に
見
ら
れ
る
。
最
初
期
の
町
家
の

軒
下
に
、
跳
ね
上
げ
た
蔀
戸
が
庇
の
よ
う
な
形
状

で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
①
）。
中
世
の
京

都
を
描
い
た
『
洛
中
洛
外
図
』
に
な
る
と
、
通
り

に
面
し
て
並
べ
た
商
品
の
上
に
恒
久
的
な
庇
を
架

け
た
町
家
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
頃
ま
で
の
町
家
は

主
に
平
屋
建
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
豊
臣
秀
吉

の
命
令
を
発
端
に
京
町
家
の
二
層
化
が
進
む
。
そ

れ
に
伴
い
、
商
品
を
陳
列
す
る
一
階
の
開
口
上
部

に
庇
を
設
け
た
町
家
が
増
え
た
。
近
世
初
頭
に
な

る
と
二
階
が
張
出
し
た
形
の
町
家
が
数
多
く
建
て

ら
れ
た
。
こ
の
場
合
一
階
に
庇
を
つ
け
る
実
用
的

な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の

時
期
の
張
出
し
二
階
形
式
の
町
家
に
は
、
お
お
む

ね
庇
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
間
口

い
っ
ぱ
い
に
庇
（
通
り
庇
）
の
つ
い
た
、
我
々
の

慣
れ
親
し
む
京
町
家
の
姿
が
完
成
し
た
の
は
、
江

戸
時
代
も
後
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

京
町
家
の
成
立
と
変
遷
に
詳
し
い
高
橋
康
夫
氏 

（
花
園
大
学
教
授
）
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
庇
で
注

目
す
べ
き
は
道
路
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
。
近

世
の
京
都
で
は
、
建
物
の
外
壁
ま
で
は
敷
地
内
に

収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
庇
は
半
間
程
度
で

庇
の
機
能
と
空
間
性

日
本
の
伝
統
的
な
建
築
に
お
け
る
庇
は
、
外
壁

の
木
部
や
土
壁
、
大
き
く
と
ら
れ
た
開
口
部
を
雨

か
ら
守
る
と
い
う
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
き
た
。

建
物
に
差
し
込
む
日
射
を
夏
冬
で
調
整
す
る
と
い

う
役
割
も
あ
る
。
し
か
し
今
日
、
庇
を
積
極
的
に

出
そ
う
と
す
る
建
築
は
多
く
な
い
。
開
口
部
が
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
と
な
り
外
壁
の
素
材
も
水
に
強
い
素

材
が
普
及
し
た
た
め
、
雨
除
け
と
し
て
の
庇
の
意

義
が
薄
れ
た
こ
と
は
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
庇
の
出
が
深
い
と
建
築
可
能
面
積
が
目
減
り

す
る
し
、
居
室
の
法
的
採
光
面
積
を
確
保
す
る
上

で
も
不
利
と
な
る
。
斜
線
制
限
に
も
引
っ
掛
り
や

す
い
。
建
築
基
準
法
は
庇
に
厳
し
い
の
で
あ
る
。

意
匠
面
で
も
、
庇
は
和
風
／
京
都
イ
メ
ー
ジ
を
簡

易
に
獲
得
す
る
記
号
と
見
な
さ
れ
、
一
部
の
商
業

施
設
で
積
極
的
に
採
用
さ
れ
る
も
の
の
、
多
く
の

現
代
建
築
で
は
意
図
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
切

妻
形
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
も
そ
こ
に
庇
が
つ
け
ら

れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
外
壁
の

下
見
板
の
保
護
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
に
設
け

た
庇
を
、
積
極
的
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
扱
っ
て
い

る
の
が
四
条
木
製
ビ
ル
（
⑫
）
で
あ
る
。
庇
の
本

義
が
現
代
的
文
脈
の
中
で
活
か
さ
れ
て
い
る
稀
な

例
と
い
え
よ
う
。

庇
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
機
能
は
、
雨
や
日
射

を
避
け
る
半
外
半
内
の
軒
下
空
間
を
作
り
出
す
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
町
家
が
連
続
す
る
と
、
道
に

沿
っ
て
長
い
軒
下
空
間
が
生
じ
る
。
前
述
の
よ
う

に
そ
こ
は
公
／
私
の
中
間
領
域
で
も
あ
り
、
往
来

と
町
家
（
ミ
セ
）
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
交
錯
す

る
空
間
と
し
て
京
都
の
街
に
と
っ
て
不
可
欠
な
役

割
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
軒
下

空
間
の
性
格
を
大
き
く
左
右
す
る
の
が
、
庇
の
出

（
奥
行
き
）
で
あ
る
。
出
が
深
す
ぎ
る
と
通
り
と

の
関
係
性
が
薄
れ
（
⑥
）、
出
が
浅
す
ぎ
る
と
空

庇
の
形
状

庇
の
機
能
的
側
面
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る

が
、
特
に
京
都
に
お
い
て
は
、
記
号
と
し
て
の
効

果
も
含
む
庇
の
意
匠
的
側
面
に
大
き
な
関
心
が
向

け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
庇
の
意
匠
的
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
実
に
多
様
で
あ
る
が
、
以
下
で

は
そ
の
一
端
を
示
す
た
め
に
、
庇
の
数
・
庇
の
つ

く
フ
ァ
サ
ー
ド
の
断
面
構
成
・
庇
の
断
面
形
状
の

３
点
に
つ
い
て
、
左
図
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
み

た
。
こ
れ
ら
の
類
型
と
今
回
収
集
し
た
庇
の
サ
ン

プ
ル
と
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
例
え
ば
⑰
や
㉓
の

よ
う
な
伝
統
的
な
町
家
の
庇
は
壁
面
の
構
成
に
関

わ
ら
ず
﹇
Ⓐ
│
Ⅰ
﹈
で
あ
り
、
⑪
や
⑲
の
よ
う
な

現
代
建
築
で
は
﹇
あ
│
Ⅱ
﹈
の
庇
が
多
い
と
い
う

傾
向
が
わ
か
る
。

庇
の
す
ぐ
下
に
も
う
一
枚
庇
を
差
し
込
ん
だ
Ⓒ

の
よ
う
な
庇
は
、
数
寄
屋
建
築
に
よ
く
み
ら
れ
る

（
③
）。
こ
れ
は
、
霧
除
け
庇
を
拡
張
す
る
こ
と
で

フ
ァ
サ
ー
ド
の
奥
行
き
を
深
く
す
る
狙
い
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
通
常
、
庇
の
付
け
根
は
二
階
床

レ
ベ
ル
付
近
に
あ
る
た
め
、
庇
の
付
け
根
と
そ
の

下
の
開
口
部
の
間
に
は
垂
壁
が
生
じ
る
。
フ
ァ
サ

ー
ド
全
体
を
顔
と
見
て
、
開
口
部
が
「
眼
」
で
あ

る
と
考
え
る
と
、
そ
の
垂
壁
は
「
お
で
こ
」
の
よ

う
な
平
滑
な
垂
直
面
で
あ
る
。
真
壁
造
で
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
「
眉
毛
」
の
よ
う
な
軒
桁
や
ま
ぐ
さ

が
あ
る
が
、
数
寄
屋
建
築
で
は
更
に
化
粧
を
施
し

て
、「
つ
け
睫
毛
」
の
ご
と
き
巨
大
な
霧
除
け
庇

が
差
し
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

景
観
法
に
よ
る
庇

以
上
の
よ
う
に
京
都
で
見
ら
れ
る
庇
に
限
っ
て

も
、
庇
は
歴
史
的
に
変
化
し
、
ま
た
様
々
な
機
能

を
担
う
多
様
な
形
状
の
庇
が
作
ら
れ
て
き
た
。
現

在
、
庇
は
景
観
法
関
連
条
例
に
お
い
て
、
そ
の
有

無
・
出
・
勾
配
・
色
彩
が
一
定
の
範
囲
で
明
確
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
景
観
法
の
目
的
は
良
好
な
町

並
み
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
む
ろ
ん
町
並
み

は
庇
の
み
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
一
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
条
例
に
よ

る
効
果
は
て
き
め
ん
で
、
⑪
の
よ
う
に
条
例
に
忠

実
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
庇
が
連
続
す
る
新
し
い
町

並
み
が
で
き
始
め
て
い
る
。
㉔
の
よ
う
な
機
能
性

が
皆
無
の
庇
も
増
産
中
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
フェ
イ
ス
と

し
て
の
庇

条
例
の
規
定
に
賛
否
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
庇

の
価
値
と
は
基
本
的
に
無
関
係
で
あ
る
。
歴
史
的

な
経
緯
や
多
様
な
現
状
を
ヒ
ン
ト
と
し
つ
つ
、
考

え
た
い
の
は
庇
の
未
来
で
あ
る
。
現
代
の
京
都
に

お
け
る
庇
の
可
能
性
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
町
並
み
を
つ
く
る
庇
、
環
境
調
整

装
置
と
し
て
の
庇
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
京

都
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
あ
え
て
強
調
し
た
い
の

は
「
中
間
領
域
と
し
て
の
庇
」
で
あ
る
。

京
都
の
よ
さ
の
一
つ
に
、
街
と
個
々
の
建
物
の

「
近
さ
」
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
道
に
沿
っ
て

建
ち
並
ぶ
家
々
の
親
密
さ
で
あ
り
、
ま
た
住
と
職

の
近
接
／
混
在
が
作
り
出
す
界
隈
性
で
あ
る
。「
近

さ
」
は
と
も
す
れ
ば
摩
擦
を
生
む
が
、
そ
れ
を
空

間
的
に
緩
衝
・
調
停
す
る
の
が
曖
昧
な
中
間
領
域

の
存
在
で
あ
る
。
道
路
の
主
役
が
人
か
ら
車
に
移

り
、
道
と
家
と
の
関
係
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、

図2　庇の数

Ⓒ各階 1枚超
　［③など］

Ⓐ各階 1枚
　［④,⑰など］

Ⓑ各階 1枚未満
　［⑧,⑬など］

（一社）京都府建築士会
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あ
れ
ば
道
に
は
み
出
し
て
構
わ
な
か
っ
た
。
庇
の

下
は
天
下
の
往
来
で
あ
る
一
方
、
柱
や
袖
壁
さ

え
設
け
な
け
れ
ば
私
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
町
家
の
庇
が
作
り

出
す
軒
下
空
間
は
、
建
物
の
内
／
外
の
中
間
で
あ

る
と
同
時
に
公
／
私
の
中
間
的
な
領
域
で
も
あ
っ

た
。
出
格
子
や
ば
っ
た
り
床
几
は
、
そ
の
よ
う
な

曖
昧
な
領
域
を
使
い
こ
な
す
た
め
の
装
置
と
し
て

発
達
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
期
に

な
っ
て
公
私
の
境
界
が
再
設
定
さ
れ
て
以
降
は
、

庇
の
先
端
ま
で
を
敷
地
内
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
軒
下
空
間
が
私

有
化
さ
れ
た
結
果
、
一
階
の
軒
下
が
室
内
化
さ
れ

た
り
（
㉕
）、
袖
壁
が
設
け
ら
れ
た
り
し
て
い
く

（
㉖
）。
そ
の
よ
う
な
町
家
は
今
も
数
多
く
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

間
が
薄
く
な
り
記
号
に
近
づ
く
（
⑨
）。
伝
統
的

な
京
町
家
の
庇
の
出
は
お
よ
そ
半
間
で
あ
る
。
伏

見
や
江
戸
で
は
一
間
程
度
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の

あ
た
り
の
寸
法
が
、
庇
が
中
間
領
域
と
し
て
機
能

す
る
の
に
適
度
な
寸
法
な
の
だ
ろ
う
。
庇
の
出
と

と
も
に
軒
下
空
間
を
断
面
的
に
規
定
す
る
の
が
勾

配
で
あ
る
。
庇
の
勾
配
は
葺
材
に
よ
っ
て
標
準
的

な
勾
配
が
定
ま
っ
て
く
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
の
逸

脱
度
合
い
に
設
計
意
図
が
見
え
隠
れ
す
る
。
昭
和

四
十
年
代
頃
に
流
行
っ
た
超
急
勾
配
の
庇
（
⑱
）

は
、
庇
の
も
つ
機
能
性
よ
り
も
瓦
の
生
む
和
の
イ

メ
ー
ジ
を
重
要
視
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
逆
に
超
低

勾
配
の
庇
（
⑩
）
か
ら
は
、
現
代
的
な
印
象
を
狙

う
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
庇
の
記
号
性
に
特
化
し

た
例
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
バ
ル
コ
ニ
ー
下
に
設
け

ら
れ
た
庇
で
あ
ろ
う
（
㉔
）。
庇
の
先
が
バ
ル
コ

ニ
ー
の
壁
面
と
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
る
の
で
庇
の
出
は

ゼ
ロ
で
あ
る
（
記
号
と
し
て
の
視
認
性
す
ら
危
う

い
）。
こ
れ
と
好
対
照
な
例
が
河
井
寛
次
郎
記
念

館
（
②
）
で
あ
る
。
一
階
に
庇
が
無
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
張
り
出
し
た
二
階
が
適
度
な
軒
下
空
間

を
作
り
出
し
て
お
り
、
し
か
も
街
並
み
に
も
十
分

に
調
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
お
で
こ
の
化
粧
」
と
し
て
の
庇

は
、
建
売
住
宅
に
も
み
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
町
家

で
は
軒
裏
に
勾
配
の
あ
る
Ⅰ
の
庇
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
が
、
建
売
住
宅
で
は
圧
倒
的
に
軒
裏
が
水
平

な
Ⅱ
の
庇
が
多
い
。
こ
れ
は
、
工
法
の
合
理
化
や

法
規
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
外
壁
が
真
壁

造
か
ら
大
壁
造
に
変
化
し
た
こ
と
も
一
つ
の
理
由

で
は
な
い
か
。
大
壁
造
の
「
お
で
こ
」
は
、
真
壁

造
に
あ
っ
た
「
眉
毛
」
が
無
い
た
め
、
ど
う
し
て

も
ノ
ッ
ペ
リ
し
て
間
が
抜
け
る
。
こ
の「
お
で
こ
」

を
隠
す
た
め
に
「
帽
子
の
つ
ば
」
の
よ
う
な
Ⅱ
の

形
状
が
採
用
さ
れ
た
、
と
い
う
過
程
が
想
像
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
え
（
②
）
や
、
Ⅳ

（
⑦
）、
Ⅴ
（
⑮
）
と
い
っ
た
形
状
の
庇
も
、
京
都

の
ま
ち
な
か
に
は
散
見
さ
れ
る
。

今
回
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
庇
の

素
材
や
垂
木
、
軒
裏
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
も
庇

の
、ひ
い
て
は
建
築
の
表
情
は
大
き
く
変
化
す
る
。

そ
こ
に
庇
の
意
匠
と
し
て
の
多
様
性
と
面
白
さ
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
の
中
間
領
域
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

と
し
て
働
く
庇
の
価
値
は
、
む
し
ろ
高
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

庇
が
建
物
の
内
外
の
中
間
領
域
で
あ
る
た
め
に

は
、
あ
る
程
度
の
深
さ
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

公
空
間
と
私
空
間
の
中
間
領
域
で
あ
る
た
め
に

は
、庇
は
道
路
に
は
み
出
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

残
念
な
が
ら
現
行
法
規
で
は
厳
し
い
が
、
今
も
合

法
的
に
は
み
出
し
て
い
る
テ
ン
ト
製
の
庇
（
㉑
）

に
あ
る
種
の
「
賑
わ
い
」
を
感
じ
る
人
は
多
い
で

あ
ろ
う
。
逆
に
、
大
幅
に
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
た
建

物
の
庇
（
⑳
）
は
到
底
中
間
領
域
を
形
成
し
え
な

い
。
街
に
歩
み
寄
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

軒
下
と
い
う
狭
小
な
ス
ペ
ー
ス
が
人
の
滞
在
す

る
空
間
と
し
て
作
用
す
る
た
め
に
は
、
軒
裏
の
デ

ザ
イ
ン
も
重
要
で
あ
る
。
勾
配
の
あ
る
彫
り
の
深

い
軒
裏
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
隣
り
あ
う

家
の
庇
が
連
続
す
る
こ
と
で
町
並
み
も
軒
下
空
間

も
魅
力
を
増
す
。
延
焼
ラ
イ
ン
を
切
る
た
め
の
袖

壁
の
設
置
は
、
そ
の
意
味
で
避
け
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。

庇
に
は
、
そ
の
建
築
が
街
に
ど
う
い
う
態
度
を

と
っ
て
い
る
か
が
表
現
さ
れ
る
。「
庇
を
貸
し
て

母
屋
を
と
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
庇
と
は
も
と
も
と
気
軽
に
公

に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
だ
。
急
な
夕
立
に
あ
い
、
手
近
な
家
の
軒
下
で

雨
や
ど
り
を
し
た
経
験
は
誰
に
で
も
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
一
つ
一
つ
の
家
が
少
し
の
庇
を
道
に
対
し

て
提
供
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
街
は
豊
か
に
な
る

は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
建
築
が
街
に
対
し
て
で
き

る
大
き
な
貢
献
で
あ
ろ
う
。究建築研究室

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

急

緩

浅 深⑪

④

⑨

③

⑥

⑩⑫

⑬
⑭

⑯
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⑱
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図1　庇の出（横軸）と勾配（縦軸）のマトリクス

図3　ファサードの断面構成図4　庇の断面形状

あフラット型
　１階と２階の壁
　面がフラット
　［⑲,㉓など］

いセットバック型
　２階の壁面が１階
　よりセットバック
　［③,㉕など］

う出窓型
　窓部分が張り出し
　その上に霧除け
　［⑤など］

えセットオーバー型
　２階の壁面が１階
　よりセットオーバー
　［②,⑥など］

Ⅰ. 軒裏勾配型
 伝統的な町家に多い
 ［③,⑭など］

Ⅱ. 軒裏フラット型
 建売や現代建築に多い
 ［⑪,⑲など］

Ⅲ. フラット型
 現代建築に多い
 ［⑩,⑫など］

Ⅳ. お椀型
 近代建築に多い
 ［⑦など］

Ⅴ. 上下凸型
 特殊ケース
 ［⑮など］

㉕㉖

（一社）京都府建築士会



【京都絶対領域】
「京都らしい」建築を分かり易く構成する要素、庇・格子・坪庭などなど…。
これらの要素を建築に採用することで、安易に「京都らしさ」を獲得した気になってはいない
だろうか。あるいは逆に必要以上に忌避してはいないだろうか。
そもそも格子とは何であろうか？　京都の庇とはいかにあるべきか？　
京都だから…条例にあるから…という思考停止に陥る前に、これらの要素の意味と可能性を
一つずつ、有名無名問わず具体的な建築を参照しながら、あらためて検討してみたい。

②空庭（2003年・京都市下京区）
「第2回京の町家学生設計コンペティション」の最優秀作品として建
設された住宅。全面を格子で覆い、場所によってそのピッチを変え
ている。夜には照明の光が外部に漏れ、建物の外観に変化のある表
情を与えている。

①『洛中洛外図』（17世紀・（財）林原美術館所蔵）
江戸初期の町家に見られる格子。街路に面した外壁の各所に、
様々な寸法、形、色の格子が施されているのがわかる。

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭ ⑧

⑤

格子
京都絶対領域2

（一社）京都府建築士会



【格子】
「格子」とは本来は角材を縦横に組んだものを指していたが、時代と共に縦方向の部材を間をすかして並べた連

れん

子
じ

が、主に「格子」と呼
ばれるようになった。格子は様々な機能を担うが、伝統的な京町家において裏に格子が設けられることがないように、京都の格子は
街路に面しているのが大きな特徴である。本記事では、部材の縦・横・斜めを問わず、外壁面と街路との間に設えられた透過性のあ
る面状の建築要素を「格子」と見なし、その様々な効果を検討したいと思う。

④グランブルー三条柳馬場（2002年・京都市中京区）
道路に面した外壁全面をセラミック製の格子で覆ったマンシ
ョン。格子はバルコニーの手すりの機能も担っている。

③川端三条の格子外壁（不詳・京都市左京区）
元々単調な外壁だったところに、後付けで全面に格子を施したも
の。外壁と格子の間に設備機器などを隠すと同時に、照明を仕込ん
で夜景にも配慮していた。近年、建物の老朽化のために取り壊され
た。

⑮⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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例
に
、
格
子
が
バ
ル
コ
ニ
ー
の
手
摺
を
兼
ね
た
グ

ラ
ン
ブ
ル
ー
三
条
柳
馬
場
（
④
）
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
建
物
内
共
用
部
に
ま
で
格
子
が
進
入
し
て
い

る
。
そ
の
向
か
い
に
建
つ
マ
ン
シ
ョ
ン
㉕
で
も
、

同
じ
く
バ
ル
コ
ニ
ー
全
面
に
F
R
P
グ
レ
ー
チ
ン

グ
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
格
子
の

現
代
的
翻
案
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
効
果
は
前
者
ほ

ど
明
快
で
は
な
い
。

京
都
に
限
ら
ず
日
本
中
の
住
宅
で
散
見
さ
れ
る

の
は
、
防
犯
機
能
に
特
化
し
た
い
わ
ゆ
る
面
格
子

で
あ
る
（
㉓
、
㉔
）。
面
格
子
で
は
、
明
る
さ
を

求
め
格
子
の
ピ
ッ
チ
を
広
げ
た
た
め
、
視
線
の
制

御
機
能
は
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
京
都

で
近
年
増
加
し
て
い
る
の
は
、
視
線
制
御
を
突
き

詰
め
た
、
隠
蔽
の
た
め
の
格
子
で
あ
る
。
隠
さ
れ

る
の
は
室
外
機
（
⑮
）
や
駐
車
ス
ペ
ー
ス
（
⑧
）、

屋
外
階
段
（
⑱
）
等
の
「
好
ま
ざ
る
」
も
の
で
あ

る
。
町
家
の
下
屋
庇
上
の
室
外
機
を
格
子
で
覆
っ

た
例
（
⑯
）
は
市
内
に
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
当

初
の
町
家
と
は
脈
絡
の
な
い
場
所
に
あ
る
格
子

は
、
か
え
っ
て
違
和
感
を
も
っ
て
目
立
つ
（
信
じ

難
い
こ
と
に
行
政
は
こ
の
よ
う
な
処
置
を
推
奨
し

て
い
る
）。
そ
の
点
、
川
端
三
条
に
あ
っ
た
住
宅

③
は
秀
逸
で
あ
る
。
フ
ァ
サ
ー
ド
全
面
の
格
子
を

斜
め
に
組
む
こ
と
で
生
ま
れ
た
僅
か
な
隙
間
に
室

外
機
等
を
一
式
納
め
て
い
る
。
犬
矢
来
が
暴
走
し

た
か
の
よ
う
な
独
創
的
な
格
子
は
、
伝
統
と
の
連

続
性
を
一
定
保
ち
つ
つ
、
町
家
と
現
代
住
宅
の
双

格
子
の
歴
史

京
都
の
街
で
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
格
子
が
あ

る
。
も
と
よ
り
格
子
は
、
家
と
通
り
と
の
関
係
を

調
整
す
る
と
い
う
、
京
都
の
住
文
化
を
象
徴
す
る

重
要
な
存
在
で
は
あ
る
が
、
京
都
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
か
く
も
広
く
認
知
さ
れ
た
建
築
要
素
は
他
に

例
を
見
な
い
。
他
の
都
市
で
は
た
だ
の
縦
縞
に
し

か
見
え
な
い
も
の
が
、
京
都
で
は
格
子
に
見
え
て

く
る
。
こ
の
よ
う
な
格
子
と
「
京
都
イ
メ
ー
ジ
」

の
結
び
つ
き
は
、や
は
り
京
町
家
に
端
を
発
す
る
。

で
は
京
都
の
町
家
は
い
つ
か
ら
格
子
を
備
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
。

平
安
期
の
寝
殿
造
で
は
碁
盤
目
状
の
桟
に
板
を

張
っ
た
戸
が
格
子
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
桟
の
間

が
空
隙
と
な
っ
た
開
口
部
が
町
家
に
現
れ
る
の
は

室
町
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
桃
山
期
の
『
洛

中
洛
外
図
』
を
見
る
と
、
縦
横
に
組
ま
れ
た
固
定

式
の
粗
い
組
子
が
町
家
の
標
準
仕
様
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
物
騒
な
世
情
を
背
景
と
し
た
防
犯

上
の
必
要
か
ら
、
町
家
は
格
子
を
備
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
。
江
戸
初
期
に
な
る
と
、
町
家

の
窓
は
よ
り
細
身
で
密
な
格
子
で
覆
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
（
①
）。
台
鉋
の
普
及
に
よ
り
繊
細
な
格

子
が
製
作
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
備

え
る
視
線
の
制
御
効
果
が
高
密
化
す
る
都
市
生
活

で
有
用
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
以
後
の
格
子
の
発
達

の
背
景
に
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
町
家
は
、
格
子

の
他
に
も
下
地
窓
や
半
円
形
の
窓
、
カ
ラ
フ
ル
な

土
壁
な
ど
で
彩
ら
れ
て
お
り
、
多
様
な
意
匠
の
混

在
を
楽
し
む
風
潮
が
伺
わ
れ
る
。
し
か
し
江
戸
中

期
に
入
る
と
そ
の
風
潮
は
次
第
に
潜
ま
り
、
町
家

の
開
口
は
目
の
細
か
い
縦
格
子
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ

る
。
以
降
幕
末
・
明
治
に
至
る
ま
で
、
町
家
意
匠

の
画
一
化
と
並
行
し
て
、格
子
の
繊
細
化
が
進
む
。

現
在
我
々
が
抱
く
町
家
と
格
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ

の
流
れ
の
延
長
に
あ
る
。

江
戸
・
明
治
の
京
町
家
が
画
一
的
で
あ
っ
た
と

え
て
い
る
。

格
子
を
積
極
的
に
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
る
の

で
は
な
く
、
単
に
「
京
都
だ
か
ら
格
子
」
と
言
わ

ん
ば
か
り
の
ア
リ
バ
イ
的
な
格
子
利
用
は
枚
挙
に

暇
が
な
い
。
京
都
駅
近
く
の
小
学
校
㉑
も
そ
の
一

つ
で
あ
る
。
そ
の
格
子
は
（
町
家
を
意
識
し
た
デ

ザ
イ
ン
意
図
の
明
快
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
あ
る

種
の
残
念
さ
を
伴
う
違
和
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

街
路
か
ら
遠
い
二・
三
階
の
窓
に
格
子
が
あ
り
、

逆
に
一
階
に
は
無
い
と
い
う
、
内
外
の
緩
衝
装
置

と
し
て
の
格
子
の
原
型
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
使

用
法
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
ま
た
庇
や
壁
面
等
の

る
い
は
採
光
・
通
風
の
た
め
、
街
路
側
に
大
き
な

開
口
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
京
都
は
往

来
と
建
物
と
の
距
離
が
物
理
的
に
近
く
、
防
犯
や

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
配
慮
が
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
京

町
家
で
は
フ
ィ
ル
タ
ー
装
置
と
し
て
の
格
子
が
細

や
か
に
発
達
し
た
の
で
あ
る
。

何
を
「
通
す
／
通
さ
な
い
」
に
注
目
し
て
、
格

子
や
類
似
し
た
要
素
を
図
式
化
す
る
と
図
１
の
よ

う
に
な
る
。
伝
統
的
な
格
子
は
防
犯
と
視
線
の
制

御
に
主
眼
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
現
代
の
格
子
は

様
々
な
特
徴
に
特
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

京
都
に
お
け
る
格
子

京
都
の
景
観
条
例
で
は
、
格
子
の
設
置
は
一
部

の
地
域
を
除
き
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
発
的
に
格
子
が
用
い
ら
れ
る

の
は
、
前
回
取
り
上
げ
た
庇
と
対
照
的
で
あ
る
。

格
子
を
つ
け
る
建
築
が
多
い
た
め
か
、
京
都
で
は

格
子
に
関
す
る
法
規
的
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ

る
。
例
え
ば
、屋
外
階
段
に
取
付
け
る
格
子
（
⑱
）

に
は
寸
法
と
ピ
ッ
チ
に
京
都
市
独
自
の
基
準
が
あ 図1　通すもの／通さないもの

光

通さない

通す

視線モノ

丸見え

見えない 少（暗い）

大（明るい）

人

手

指

虫

風

空気

近い視線

遠い視線

網戸

網代

ガラス

障子

簾・葭戸

細かい格子
（糸屋格子）

粗い格子
（米屋格子）

防犯格子

粗い格子
（牢格子）

列柱

壁⑬

㉓

㉕

㉘

㉕

㉗

（一社）京都府建築士会
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は
い
え
、
そ
こ
に
様
々
な
格
子
の
様
式
が
あ
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
町
家
の
デ
ザ
イ
ン

に
は
、
間
口
や
構
造
、
町ち
ょ
う

並
み
の
思
想
な
ど
制

約
が
実
に
多
く
、格
子
は
自
由
度
が
比
較
的
高
い
、

数
少
な
い
箇
所
で
あ
っ
た
。
他
都
市
で
あ
れ
ば
屋

根
や
外
壁
の
デ
ザ
イ
ン
に
注
が
れ
た
で
あ
ろ
う
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
、
京
町
家
で
は
格
子
に
集
中
し
て
い

た
と
い
え
る
。
構
造
形
式
（
出
／
台
…
）
か
ら
組

子
の
構
成
（
連
子
／
狐
／
親
子
…
）、
断
面
形
状

や
見
付
・
開
口
比
（
細
目
／
小
間
返
…
）
に
至
る

ま
で
、
微
細
に
わ
た
る
分
類
は
格
子
に
対
す
る
意

識
と
洗
練
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
米
屋・糸
屋・

仕
舞
屋
と
い
っ
た
職
種
に
応
じ
て
名
付
け
ら
れ
た

格
子
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
組
み
合
わ
せ
た
一
種

の
デ
ザ
イ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
能
的
要

求
（
米
屋
は
頑
丈
さ
、
糸
屋
は
採
光
、
仕
舞
屋
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
重
視
す
る
等
）
へ
の
対
応
の
み

な
ら
ず
、
家
の
格
式
や
住
み
手
の
見
栄
、
そ
の
家

の
社
会
的
立
場
を
町
に
向
け
て
発
信
す
る
、
一
種

の
サ
イ
ン
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

現
代
に
お
け
る
格
子

京
町
家
の
格
子
の
主
た
る
機
能
は
、
通
り
と
建

物
が
接
す
る
境
界
に
あ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
り

（
後
述
）、
社
会
的
な
サ
イ
ン
で
も
あ
っ
た
。
で
は

現
代
・
京
都
の
建
築
に
お
い
て
は
、
格
子
は
ど
の

よ
う
な
機
能
や
役
割
を
担
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
格
子
が
開
口
部
に
留
ま

ら
ず
フ
ァ
サ
ー
ド
全
体
に
拡
張
さ
れ
た
も
の
だ
。

「
京
都
イ
メ
ー
ジ
」
の
獲
得
が
意
図
さ
れ
て
い
る

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
町
家
型
住
宅
「
空
庭
」

（
②
）
で
は
、
通
り
に
面
す
る
外
壁
全
面
が
格
子

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
視
線
制
御
と
防
犯
に

加
え
、日
射
の
制
御
と
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
と
い
う「
好

ま
ざ
る
」
テ
ク
ス
チ
ャ
の
隠
蔽
の
役
割
が
格
子
に

担
わ
さ
れ
て
い
そ
う
だ
。
ま
た
夜
景
の
演
出
効
果

も
期
待
さ
れ
て
い
よ
う
。
同
様
の
全
面
格
子
の
事

方
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
る
。

空
間
を
囲
い
込
む
装
置
と
し
て
の
格
子
の
利
用

も
注
目
さ
れ
る
。
庇
と
複
合
的
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
下
京
の
ビ
ル
⑩
で
は
、
格
子
を
壁
面

か
ら
引
き
剥
し
庇
の
先
端
に
並
べ
る
こ
と
で
、
庇

と
格
子
に
囲
ま
れ
た
実
用
的
な
緩
衝
空
間
を
生
ん

で
い
る
。
同
様
に
上
京
の
住
宅
⑤
で
も
、
格
子
を

軒
先
に
設
け
る
こ
と
で
玄
関
前
に
軒
下
空
間
を
確

保
し
て
い
る
。
格
子
の
連
続
し
た
街
並
み
形
成
に

寄
与
し
つ
つ
、
玄
関
戸
を
開
放
し
た
際
に
街
路
か

ら
の
視
線
を
制
御
す
る
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
類
似

の
事
例
が
下
京
の
住
宅
㉒
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は

獲
得
さ
れ
る
空
間
の
狭
小
さ
と
閉
鎖
性
ゆ
え
、
空

間
的
に
も
街
並
み
へ
の
影
響
の
点
で
も
好
ま
し
い

効
果
を
挙
げ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

商
業
施
設
で
は
実
用
的
機
能
性
の
無
い
、
純
粋

に
「
京
都
イ
メ
ー
ジ
」
喚
起
効
果
に
特
化
し
た
格

子
も
少
な
く
な
い
。
四
条
通
の
ブ
ラ
ン
ド
シ
ョ
ッ

プ
⑬
の
格
子
は
、
偏
光
フ
ィ
ル
ム
の
ス
ト
ラ
イ
プ

に
京
都
と
当
該
ブ
ラ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
あ

わ
せ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
戦
略
と
い
う
点
で
よ
り

純
度
が
高
い
の
は
下
京
の
ホ
テ
ル
⑳
で
あ
る
。
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
既
存
の
タ
イ
ル
貼
外
壁
全

面
に
木
格
子
を
貼
付
け
な
が
ら
も
、
丁
寧
に
開
口

部
だ
け
は
格
子
の
設
置
を
避
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
寺
町
通
の
カ
プ
セ
ル
ホ
テ
ル
㉖
も
同
様
に
、

開
口
の
無
い
壁
面
に
細
長
い
窯
業
系
部
材
を
格
子

状
に
貼
付
け
、
単
調
な
フ
ァ
サ
ー
ド
に
陰
影
を
与

周
囲
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
格
子
自
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ

ョ
ン
な
ど
に
も
起
因
し
よ
う
。
こ
の
辺
り
が
格
子

の
デ
ザ
イ
ン
の
肝
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

や
や
変
わ
っ
た
格
子
の
事
例
と
し
て
、
町
家
由

来
の
格
子
（
簾
？
）
が
R
C
造
で
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

た
宮
川
町
の
歌
舞
練
場
㉗
が
あ
る
。
東
山
の
町
家

⑦
の
格
子
は
、
杉
・
桧
・
松
と
い
っ
た
具
合
に
組

子
一
本
一
本
の
材
種
が
異
な
る
点
が
面
白
い
。
五

条
七
本
松
の
ビ
ル
⑭
は
外
壁
の
ア
ル
ミ
格
子
の
間

隔
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
表
情
を
生
ん
で
い
る
。
大

徳
寺
付
近
の
住
宅
⑨
で
は
、
掘
立
柱
状
に
地
面
か

ら
自
立
し
た
鉄
パ
イ
プ
格
子
が
ア
プ
ロ
ー
チ
を
囲

ん
で
い
る
。
祇
園
の
ビ
ル
㉘
は
格
子
の
形
状
が
縦

や
横
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。
外
壁
を
覆

う
パ
ン
チ
ン
グ
メ
タ
ル
の
開
口
サ
イ
ズ
や
配
置
を

調
整
す
る
こ
と
で
、
視
線
・
日
射
を
制
御
し
つ
つ

花
柄
模
様
の
特
徴
的
な
フ
ァ
サ
ー
ド
を
つ
く
り
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
の
格
子

格
子
と
い
う
装
置
は
、
風
は
通
し
た
い
が
視
線

は
通
し
た
く
な
い
、
風
も
視
線
も
光
も
通
し
た
い

が
人
は
通
っ
て
は
困
る
、
と
い
っ
た
要
求
に
応
え

て
用
い
ら
れ
る
。
好
ま
し
い
も
の
を
通
し
、
望
ま

な
い
も
の
を
通
さ
な
い
、
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
機

能
が
、格
子
と
い
う
建
築
要
素
の
本
質
で
あ
ろ
う
。

京
都
に
多
い
鰻
の
寝
床
状
の
敷
地
で
は
、
商
売
あ

り
、
煩
雑
な
折
衝
が
不
要
で
あ
る
。
ま
た
非
常
用

進
入
口
の
外
側
に
格
子
扉
を
取
り
付
け
る
と
い
う

適
否
判
断
の
分
か
れ
が
ち
な
設
計
も
実
現
し
や
す

い
。
近
年
、
火
災
時
の
木
格
子
が
そ
の
内
側
の
防

火
設
備
の
性
能
を
阻
害
し
な
い
こ
と
が
実
験
に
よ

り
証
明
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
格
子
使
用
の
追
い
風

の
一
つ
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
京
都
で
は
、
歴
史
的
・
制
度
的
に
恵

ま
れ
た
環
境
の
中
、
多
様
な
格
子
が
日
々
生
み
出

さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
町
家
で
「
不
自
由
の
中
の

自
由
」
だ
っ
た
格
子
は
今
、
素
材
も
形
状
も
限
り

な
く
自
由
で
あ
る
。
そ
ん
な
状
況
下
に
お
い
て
、

何
を
拠
り
所
に
格
子
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
格
子
の
フ
ィ
ル
タ
ー
機

能
は
今
な
お
有
効
性
を
保
っ
て
い
る
。
安
易
な
セ

ッ
ト
バ
ッ
ク
を
避
け
、
街
と
の
関
係
を
積
極
的
に

構
築
す
る
た
め
に
も
、
さ
ら
な
る
展
開
が
期
待
さ

れ
る
。
空
間
を
囲
い
込
む
格
子
は
そ
の
一
例
で

あ
ろ
う
。
京
都
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
利
用
も
一

概
に
否
定
し
た
く
は
な
い
。
し
か
し
、
京
都
の
格

子
の
歴
史
的
蓄
積
に
鑑
み
た
時
、
現
代
の
格
子
に

少
な
か
ら
ず
欠
け
て
い
る
の
は
、
街
に
発
す
る
表

情
へ
の
細
や
か
な
配
慮
で
は
な
い
か
。
組
子
の
寸

法
や
形
状
、
壁
面
と
の
面
積
比
な
ど
の
僅
か
な
差

が
、
雅
な
千
本
格
子
を
殺
伐
と
し
た
牢
格
子
に
変

え
る
。
格
子
が
溢
れ
る
京
都
に
お
い
て
こ
そ
、
き

め
の
細
か
い
格
子
デ
ザ
イ
ン
が
求
め
ら
れ
、ま
た
、

そ
の
差
異
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

㉘

㉖

究建築研究室
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

（一社）京都府建築士会



②高瀬川沿い路地（万寿寺通～五条通）
水面から数十センチの高さを歩く幅1m程の水際の路地。川沿いの
家へのアプローチとなっており、水際の開放感と路地の閉鎖感を合
わせ持つ魅力的な道であるが、路地沿いの家屋には老朽化が深刻な
ものもある。

①東中筋通（仏光寺通～高辻通）
幅約２ｍの石畳の両側に町家が並ぶ、見通しのよい路地。車は
通りにくいが、人がすれ違っても圧迫感は感じない。家々の活
動が路上に溢れ出しやすそうな、程よいヒューマンスケールが
ある。

⑤⑦⑧⑨ ⑥

【京都絶対領域】
「京都らしい」建築を分かり易く構成する要素、庇・格子・坪庭などなど…。
これらの要素を建築に採用することで、安易に「京都らしさ」を獲得した気になってはいない
だろうか。あるいは逆に必要以上に忌避してはいないだろうか。
そもそも格子とは何であろうか？　京都の庇とはいかにあるべきか？　
京都だから…条例にあるから…という思考停止に陥る前に、これらの要素の意味と可能性を
一つずつ、有名無名問わず具体的な建築を参照しながら、あらためて検討してみたい。

路地
京都絶対領域3

（一社）京都府建築士会



④消失寸前の路地、あるいは路地の痕跡（麩屋町高辻下ル）
路地の両側にあった町家が駐車場となり、石畳だけが畔道のよ
うに残る。奥の長屋住民の退去を待って、手前の駐車場と合筆
し、その後にマンションが建設される、という経緯が予測され
る。類似の事例は京都に数多い。石畳、路地裏長屋の虫の息。

③菅大臣社路地（仏光寺通～西洞院通～高辻通）
神社の参道ともなっている路地。幅は４ｍ以上あり車両も通
行するが、豊富な植栽と石畳などの設えが、明るく落ち着いた
路地空間を創り出している。集合住宅内の路地としてもその
まま適用できそうな事例。

⑩⑪⑫⑬⑭

【路地】
「路地」とは、端的に言えば建物と建物の間を通る幅の狭い道である。
京都では「ろうじ」と読んで、表の街路から家の隙間を縫って街区奥へアプローチする袋小路を限定的に指し、通り抜け可能な「辻

ず

子
し

（図子）」と区別することもある。京都には大小様々の路地空間が数多くあり、それらは京都の都市イメージと分かちがたく結びつい
ている。
しかしながら現在、路地は確実に姿を消しつつある。

（一社）京都府建築士会
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路
地
と
建
築
基
準
法

 

路
地
の
存
亡
は
法
規
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
建
築
基
準
法
に
お
い
て
路
地
が
ど
の
よ
う
に

扱
わ
れ
る
か
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う

に
建
築
基
準
法
で
は
、
敷
地
が
2
ｍ
以
上
道
路
に

接
し
て
い
な
け
れ
ば
建
築
行
為
（
増
築
や
建
て
替

え
等
）
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
法
43
条
）。
こ

こ
で
い
う
「
道
路
」
と
は
、
道
路
法
の
他
、
都
市

計
画
法
・
土
地
区
画
整
理
法
・
都
市
再
開
発
法
な

ど
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
道
路
、
基
準
法
施
行
時

に
現
存
し
た
既
存
道
路
、
計
画
道
路
や
位
置
指
定

道
路
な
ど
の
中
で
、
幅
員
が
4
ｍ
以
上
の
も
の
を

い
う
（
法
42
条
1
項
）。
例
外
的
に
幅
員
が
4
ｍ

未
満
の「
二
項
道
路
」が
存
在
す
る
が
、こ
の
場
合
、

将
来
的
に
幅
員
が
4
ｍ
以
上
と
な
る
よ
う
建
物
を

セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
（
法
42
条
2

項
）。
京
都
の
路
地
の
ほ
と
ん
ど
は
幅
員
4
ｍ
未

満
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
二
項
道
路
か
、
さ
も

な
く
ば
基
準
法
上
の
道
路
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

二
項
道
路
で
あ
れ
ば
、
道
路
中
心
か
ら
2
ｍ
後

退
す
れ
ば
新
築
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
道
幅
が

2
ｍ
か
ら
4
ｍ
に
拡
が
っ
た
時
、路
地
空
間
の「
路

地
ら
し
さ
」
は
果
た
し
て
維
持
さ
れ
る
か
、
と
い

う
の
は
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
（
⑯
）。

こ
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
を
１
・
３
５
ｍ
（
道
路
幅

員
2.7
ｍ
）
に
緩
和
し
う
る
の
が
「
三
項
道
路
」
の

路
地
の
発
生

京
都
に
路
地
が
発
生
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
い

く
つ
か
の
系
譜
が
あ
る
。
ま
ず
は
平
安
京
ま
で
遡

っ
て
、
京
都
に
お
け
る
街
区
構
造
の
変
容
プ
ロ
セ

ス
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

平
安
京
建
都
時
の
計
画
で
は
、
１
２
０
ｍ
四
方

の
街
区
を
１
町
と
し
、
東
西
4
行
、
南
北
8
門
に

分
割
し
た
四
行
八
門
の
宅
地
割
に
よ
る
1
／
32
町

＝
1
戸
主
を
最
小
単
位
に
、
位
階
に
応
じ
た
宅
地

班
給
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
街
路
に
面
さ

な
い
敷
地
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
小
径
も
設
け
ら
れ

て
い
た
。
グ
リ
ッ
ド
街
路
シ
ス
テ
ム
か
ら
は
ず
れ

た
、
路
地
の
原
型
で
あ
る
。

中
世
に
は
街
路
を
軸
と
し
た
両
側
町
が
成
立
す

る
。
街
路
に
面
し
て
町
家
が
建
ち
並
ぶ
一
方
で
、

街
区
の
中
央
部
に
は
空
閑
地
が
発
生
し
、
そ
こ
に

共
同
の
便
所
や
物
干
し
場
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の

空
閑
地
を
塀
で
囲
い
込
ん
で
私
有
化
し
、
市
中
の

山
居
を
見
出
し
た
の
が
、
近
世
に
成
立
す
る
京
町

家
で
あ
る
。
同
時
期
に
豊
臣
秀
吉
は
、
空
閑
地
の

有
効
利
用
を
名
目
に
街
区
中
央
を
南
北
に
貫
く
間

之
町
通
を
新
設
し
、
い
く
つ
か
の
街
区
は
60
×

１
２
０
ｍ
の
長
方
形
に
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
後
一

部
の
町
家
の
家
主
は
、
裏
の
庭
に
貸
長
屋
を
建
て

て
家
賃
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
長
屋
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
た
め
に
街
路
か
ら
ひ
か
れ
た
道
こ
そ

が
、
現
代
に
も
そ
の
名
残
を
残
す
「
ろ
う
じ
（
路

地
）」
で
あ
る
。
京
都
の
60
ｍ
あ
る
い
は
１
２
０

ｍ
と
い
う
、
他
都
市
に
比
し
て
大
き
な
街
区
寸
法

が
、
京
都
特
有
の
鰻
の
寝
床
状
敷
地
や
路
地
を
誘

発
し
た
と
い
え
る
。

平
安
京
の
周
縁
に
ひ
ろ
が
る
洛
外
で
は
経
緯
が

若
干
異
な
る
。
洛
外
に
は
当
初
、
そ
の
敷
地
条
件

の
よ
さ
か
ら
主
に
京
域
の
北
と
東
に
お
い
て
寺
院

や
権
力
者
の
邸
宅
が
築
か
れ
た
。
規
模
の
大
き
な

そ
れ
ら
の
敷
地
が
、
時
代
を
経
る
中
で
小
割
り
に

さ
れ
、
民
衆
が
棲
み
こ
む
た
め
に
で
き
た
道
が
、

材
木
町
の
路
地
」
⑨
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
東
西
か

ら
伸
び
る
路
地
が
街
区
中
央
で
繋
が
っ
て
い
る

が
、
町
境
に
木
戸
が
設
置
さ
れ
、
常
時
の
行
き
来

が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

路
地
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
象
徴
か
、
路
地

奥
に
今
も
多
く
残
る
の
が
地
蔵
堂
な
ど
の
祠
で
あ

る
。「
糸
屋
町
／
繁
昌
町
路
地
」
⑤
は
、
南
北
か

ら
伸
び
た
路
地
が
街
区
の
奥
で
カ
ギ
型
に
連
結
し

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
路
地
の
突
き
当
た
り
に
祠

が
あ
る
た
め
、
こ
の
結
節
点
は
樹
木
の
生
い
茂
る

祠
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
。
京
都
の
町

の
奥
底
に
あ
る
聖
域
を
覗
き
見
る
感
が
あ
る
。

「
菅
大
臣
社
路
地
」
③
は
、
三
方
か
ら
伸
び
た

路
地
が
街
区
の
中
心
に
あ
る
神
社
で
結
び
つ
い
た

珍
し
い
路
地
で
あ
る
。
参
道
も
兼
ね
て
い
る
た
め

幅
員
は
広
く
車
も
通
行
す
る
が
、
神
社
の
管
理
下

に
あ
る
故
か
よ
く
手
入
れ
の
さ
れ
た
豊
富
な
植
栽

が
、
開
放
的
で
あ
り
な
が
ら
清
潔
感
の
あ
る
居
心

地
の
よ
い
路
地
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

■
幅
員
と
家
並
み

祇
園
の
辰
巳
稲
荷
に
面
し
た
「
元
吉
町
路
地
」

⑦
は
、
京
都
の
路
地
と
し
て
最
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

や
す
い
も
の
の
一
つ
だ
ろ
う
。
入
口
に
門
が
あ

り
、
奥
で
ク
ラ
ン
ク
し
て
い
る
た
め
視
線
は
通
ら

な
い
。
約
一
間
の
狭
い
道
の
上
に
半
間
弱
の
通
り

庇
が
両
側
か
ら
張
り
出
し
て
い
る
た
め
、
頭
上
の

空
き
は
幅
わ
ず
か
数
十
cm
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の

上
に
大
屋
根
の
庇
が
重
な
る
。
庇
で
細
く
複
雑
な

形
状
に
切
り
取
ら
れ
た
空
の
眺
め
が
興
味
深
い
。

仏
光
寺
通
〜
高
辻
通
間
の
「
東
中
筋
通
」
①
も

か
な
さ
・
天
井
の
低
さ
・
時
折
あ
る
空
隙
か
ら
指

す
ス
ポ
ッ
ト
的
な
光
…
。
路
地
の
物
理
的
空
間
そ

の
も
の
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

■
路
面

頭
上
の
抜
け
や
両
側
の
壁
面
だ
け
で
な
く
、
路

面
の
テ
ク
ス
チ
ャ
も
ま
た
路
地
の
表
情
を
大
き
く

左
右
す
る
。「
宮
川
町
の
路
地
」
⑥
は
光
の
少
な

い
路
地
で
あ
る
が
、
艶
の
あ
る
石
畳
が
鈍
い
反
射

光
を
足
元
に
伝
え
る
。
通
り
抜
け
可
能
で
生
活
臭

が
な
い
こ
と
が
、
伝
統
的
な
意
匠
と
相
ま
っ
て
、

外
部
か
ら
の
立
ち
入
り
に
対
す
る
拒
絶
感
を
緩
和

し
て
い
る
。「
東
山
の
露
地
」
⑩
の
路
面
は
市
内

で
は
珍
し
く
土
が
剥
き
出
し
で
あ
り
、
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
さ
れ
た
表
の
街
路
と
対
照
的
で
あ
る
。

■
親
水

や
や
例
外
的
で
は
あ
る
が
、
万
寿
寺
〜
五
条
間

の
「
高
瀬
川
沿
い
路
地
」
②
は
、
親
水
路
地
と
も

呼
ぶ
べ
き
路
地
で
あ
る
。
寺
町
通
か
ら
路
地
に
入

り
奥
で
折
れ
る
と
、
両
側
に
長
屋
が
建
ち
並
び
井

戸
と
地
蔵
の
あ
る
路
地
が
ひ
ら
け
る
。
長
屋
の
隙

間
か
ら
さ
ら
に
続
く
路
地
を
進
み
木
戸
を
抜
け
る

と
高
瀬
川
に
出
る
。
そ
こ
か
ら
川
辺
に
沿
っ
て
路

地
が
続
き
小
橋
を
渡
れ
ば
木
屋
町
通
へ
至
る
。
三

条
高
瀬
川
の
「
T
I
M
E
S
」
は
、
こ
の
よ
う
な

水
際
と
路
地
の
複
合
し
た
空
間
の
現
代
的
翻
訳
と

い
え
る
。

■
現
代
の
路
地

現
代
的
な
路
地
空
間
と
し
て
、
デ
ッ
ド
ス
ペ
ー

ス
と
な
り
が
ち
な
ビ
ル
の
隙
間
を
立
体
的
な
路
地

と
し
た
「
四
条
烏
丸
F
T
ス
ク
エ
ア
」
を
挙
げ
た

い
。
街
区
中
央
に
緑
地
や
ベ
ン
チ
を
設
け
、
そ
の

東
北
西
の
三
方
か
ら
、
建
物
の
隙
間
や
中
を
通
っ

て
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
公
共
的
な
空
間
で
あ
る
。

繁
華
街
の
風
の
道
と
し
て
も
有
効
に
働
い
て
い
る
。

街
路
／
路
地

京
都
の
路
地
空
間
の
特
性
と
は
何
か
。
表
の
街

⑯

図１. 糸屋町／繁昌町路地

（一社）京都府建築士会



9   Kyoto Dayori   November 2011

洛
外
に
お
け
る
路
地
の
起
源
で
あ
る
。

近
代
で
は
、
１
９
２
０
年
代
に
多
く
の
老
舗
や

巨
商
が
倒
産
す
る
に
伴
い
、
京
都
中
で
多
く
の
長

屋
が
新
た
に
建
て
ら
れ
、
路
地
も
ま
た
多
数
つ
く

ら
れ
た
。
第
二
次
大
戦
直
後
に
は
路
地
奥
の
家
屋

の
区
分
所
有
化
が
進
み
、
竿
部
分
が
数
十
セ
ン
チ

し
か
な
い
よ
う
な
旗
竿
状
の
裏
敷
地
が
数
多
く
生

ま
れ
て
い
る
。

現
在
、
老
朽
化
し
た
長
屋
や
路
地
奥
の
家
屋

は
建
て
替
え
期
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
路
地
が
法

規
上
の
道
路
で
な
い
た
め
、
建
て
替
え
が
困
難
な

ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
「
裏
」
の
敷
地
は
、

街
路
に
面
し
た
「
表
」
の
敷
地
と
合
体
す
る
こ
と

で
初
め
て
活
用
さ
れ
る
。
近
年
建
設
さ
れ
た
多
く

の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
表
敷
地
に
裏
敷
地
が
吸
収
さ

れ
る
形
の
合
筆
を
経
て
、
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
裏
敷
地
が
表
に
比
べ
低
価
格
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
敷
地
が
奥
へ
伸
び
る
こ
と
が
道
路
斜
線
へ
の

対
応
上
有
利
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
状
況
を
促
進

し
て
い
る
。
し
か
し
、
裏
敷
地
の
消
失
は
す
な
わ

ち
路
地
の
消
失
を
意
味
す
る
。

一
方
の
表
敷
地
に
建
つ
町
家
は
、
職
住
共
存
か

つ
大
規
模
家
族
の
居
住
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め

規
模
が
大
き
く
、
1
棟
の
町
家
が
4
〜
5
棟
の
建

売
住
宅
に
建
て
替
わ
る
こ
と
が
多
い
。
い
わ
ゆ
る

「
ミ
ニ
開
発
」
⑮
で
あ
る
。
鰻
の
寝
床
状
の
敷
地

に
複
数
棟
の
建
売
住
宅
を
建
て
る
た
め
に
、
新
た

な
道
が
既
存
街
路
か
ら
ひ
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
前

述
し
た
旧
来
の
路
地
と
そ
の
発
生
の
動
機
を
同
じ

く
す
る
。

適
用
で
あ
る
（
法
42
条
3
項
）。
京
都
で
の
適
用

可
能
性
は
極
め
て
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
祇
園
南

町
に
お
い
て
実
施
例
が
あ
る
。
基
準
法
上
の
道
路

で
な
い
路
地
の
場
合
は
、
路
地
内
の
敷
地
で
の
建

築
行
為
は
原
則
と
し
て
で
き
な
い
。
路
地
が
消
失

す
る
最
大
の
要
因
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
定
の
条

件
の
も
と
、
そ
の
よ
う
な
路
地
を
二
項
道
路
と
同

様
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
「
協
調

建
替
」
と
「
法
43
条
1
項
但
書
き
」
の
適
用
が
あ

る
。
京
都
市
内
で
は
、
前
者
は
こ
れ
ま
で
に
数
カ

所
の
実
施
例
が
あ
り
、
後
者
も
年
間
数
件
の
適
用

事
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
道
路
中
心
線

か
ら
2
ｍ
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
は
必
須
で
あ
る
。

「
京
都
イ
メ
ー
ジ
」
の
一
端
を
担
う
路
地
で
は

あ
る
が
、
法
規
上
の
制
約
と
建
物
が
建
て
替
え
期

に
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
既
存
の
路
地
を
そ
の

ま
ま
残
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
実
際
に
京

都
の
街
か
ら
路
地
は
消
え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
方

で
、前
述
の
ミ
ニ
開
発
に
付
随
し
た
道
の
よ
う
に
、

旧
来
の
路
地
と
発
生
動
機
が
似
た
、
現
代
版
路
地

と
も
い
え
る
道
も
生
ま
れ
て
は
い
る
。
た
だ
、
そ

の
空
間
の
質
は
旧
来
の
路
地
と
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
何
故
だ
ろ
う
か
。

路
地
の
空
間
性

以
下
、
路
地
の
実
例
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ

の
空
間
性
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
聖
性

表
の
街
路
に
あ
る
町
家
と
裏
路
地
の
長
屋
と
で

は
、
居
住
世
帯
間
に
経
済
的
格
差
が
あ
る
の
が
一

般
で
あ
っ
た
。
裏
の
長
屋
で
は
、
水
道
（
井
戸
）

や
便
所
が
共
同
の
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
路
地
単

位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
に
一
役
を
買
っ
て
き

た
。
現
在
で
も
井
戸
や
便
所
が
残
る
路
地
は
少
な

く
な
い
。
ま
た
、
裏
の
路
地
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
は
、
表
の
街
路
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
従
属

す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
「
高

同
様
に
一
間
幅
で
あ
る
が
、
庇
の
先
端
が
道
路
境

界
と
揃
っ
て
い
る
の
で
ず
っ
と
開
放
的
で
あ
る
。

見
通
し
の
よ
い
石
畳
の
道
の
両
側
に
二
階
建
て
の

町
家
が
並
ぶ
。
車
は
通
れ
ず
、
人
が
歩
い
て
圧
迫

感
を
感
じ
な
い
、
程
よ
い
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル

を
備
え
て
い
る
。
路
地
の
一
部
に
、
道
路
中
心
か

ら
2
ｍ
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
た
築
浅
の
住
宅
が
あ

り
、
幅
員
が
路
地
の
空
間
性
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
を
如
実
に
示
す
例
と
な
っ
て
い
る
。

逆
に
、
幅
員
が
狭
い
ま
ま
に
、
建
ち
並
ぶ
住
宅

の
フ
ァ
サ
ー
ド
が
伝
統
的
な
も
の
で
な
い
と
ど
う

な
る
か
を
示
す
の
が
、「
粟
田
口
の
路
地
」
⑫
や

「
明
智
塚
の
路
地
」
⑭
で
あ
る
。「
東
中
筋
通
」
と

同
程
度
の
幅
の
路
地
の
両
側
に
、
木
造
モ
ル
タ
ル

や
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
貼
り
の
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
。
明

ら
か
に
基
準
法
施
行
以
後
の
建
築
と
思
わ
れ
る

が
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
て
い
な
い
の
は
不
思
議
で

あ
る
。

■
狭
さ
と
暗
さ

路
地
と
い
う
の
は
概
ね
狭
く
暗
め
で
あ
る
。
そ

こ
に
面
し
た
家
の
生
活
感
や
店
舗
の
賑
わ
い
、
植

栽
な
ど
の
設
え
が
な
け
れ
ば
、
御
世
辞
に
も
快
適

な
空
間
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
こ
と
を
認
識
さ
せ

て
く
れ
る
の
が
「
三
条
京
阪
側
路
地
群
」
⑬
で
あ

る
。
幅
は
1
〜
1.5
ｍ
程
で
あ
り
大
部
分
が
ト
ン
ネ

ル
路
地
と
な
っ
て
い
る
。
無
人
で
は
な
い
が
生
活

感
は
ま
る
で
無
い
。
狭
さ
・
暗
さ
・
見
通
し
の
き

路
と
連
続
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
路
地
に

一
歩
入
っ
た
だ
け
で
別
世
界
に
入
り
込
ん
だ
感
覚

に
襲
わ
れ
る
。
表
の
街
路
と
の
対
照
性
が
、
裏
の

路
地
に
別
世
界
の
よ
う
な
空
気
を
与
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
対
照
性
を
つ
く
り
だ
す
要
素
は
、
物
理

的
に
は
幅
員
・
明
度
・
テ
ク
ス
チ
ャ
で
あ
る
。
加

え
て
、
車
の
進
入
の
可
／
不
可・植
栽
の
有
／
無・

店
舗（
パ
ブ
リ
ッ
ク
）／
生
活（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
）・

通
り
抜
け
の
可
／
不
可
、
と
い
っ
た
使
わ
れ
方
の

差
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
路
地
は
閉
鎖
的
か
つ
奥

行
き
の
あ
る
迷
宮
的
な
性
質
を
帯
び
る
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
象
徴
で
あ
る
（
あ
っ
た
）
祠
も
ま
た
、

そ
の
空
間
性
を
補
強
す
る
。「
路
地
ら
し
い
」
要

素
を
全
て
兼
ね
備
え
た
路
地
も
あ
れ
ば
、
そ
の
一

部
を
備
え
た
路
地
も
あ
ろ
う
。
旧
来
の
路
地
と
発

生
動
機
の
共
通
す
る
ミ
ニ
開
発
に
伴
う
道
が
路
地

と
は
呼
び
が
た
い
こ
と
は
、
そ
の
要
素
の
兼
ね
備

え
の
度
合
い
に
よ
っ
て
説
明
で
き
そ
う
で
あ
る
。

グ
リ
ッ
ド
都
市
で
あ
る
京
都
の
街
路
空
間
は
、

お
お
よ
そ
均
質
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と

対
照
的
な
路
地
の
空
間
が
成
立
し
易
い
。
グ
リ
ッ

ド
を
構
成
す
る
街
区
の
大
き
さ
が
路
地
の
発
生
に
、

街
路
の
均
質
さ
が
路
地
の
空
間
性
創
出
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。
京
都
は
構
造
的
に
路
地
を
生
み
出

す
都
市
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
旧
来
の
路
地

の
魅
力
と
現
行
法
規
の
矛
盾
を
に
ら
み
つ
つ
も
、

新
た
な
路
地
空
間
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
は
、

京
都
に
お
け
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

⑮

究建築研究室
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２. 元吉町路地

（一社）京都府建築士会



②柊家と俵屋（つばどめ・駒寄の設置年代は不詳、中京区）
柊家の敷地を囲む塀の前に駒寄が、俵屋の前にはつばどめがはりめ
ぐらされている。塀への接近・接触を阻止すること以外に機能ら
しいものは無い。人の進入を拒みつつ、同時に格式を高めるデザイ
ンでもある。

①『三条油小路町並絵巻』（1820年、京都府立総合資料館所蔵）
管見の限り犬矢来を確認できた最古の図。描かれた町家の大
半が大小の犬矢来を備えている。ほとんどが直線状の犬矢来
であり、〈つばどめ→犬矢来〉という変化を想像させる。現在ポ
ピュラーな曲面のものは無い。

【京都絶対領域】
「京都らしい」建築を分かり易く構成する要素、庇・格子・坪庭などなど…。
これらの要素を建築に採用することで、安易に「京都らしさ」を獲得した気になってはいない
だろうか。あるいは逆に必要以上に忌避してはいないだろうか。
そもそも格子とは何であろうか？　京都の庇とはいかにあるべきか？　
京都だから…条例にあるから…という思考停止に陥る前に、これらの要素の意味と可能性を
一つずつ、有名無名問わず具体的な建築を参照しながら、あらためて検討してみたい。 京都絶対領域4

犬矢来
駒寄・つばどめ

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭ ⑧

⑤

①

②

（一社）京都府建築士会



④紫野和久傳（1995年、北区）
大徳寺に面した石張りの外壁面。犬矢来をほのかに連想させる、
裾広がりの形状が、地面と建物をやわらかに繋げている。犬矢
来とは建物と地面の関係のデザインでもある。その前に横たえ
られた進入防止サインの丸太は蛇足か。

③壬生寺阿弥陀堂（2003年、中京区）
木とガラスでつくられた斜めの外壁は地下の資料室に光を落
とすトップライトとなっている。犬矢来のデザインをモチー
フとしたものだろうが、そう考えると手前にフェンスが立てら
れてしまっているのが惜しい。

【犬矢来・駒寄・つばどめ】
今回は「犬矢来」「駒寄」「つばどめ」といった、京都の家と街路の境界付近に設けられる要素に注目する。いずれも一種の仮設柵であり、
街路沿いの壁際に設けられる。
そもそも「矢来」とは、竹や丸太を粗く組み合わせ柵や垣としたものを言う。矢来は「遣らひ」であり、「入るのを防ぐ」の意である。矢
来の原形に近いのは、粗く組んだ丸竹を立てかけただけの「つばどめ」であろう（⑪）。丸竹を割竹にして密に組みあげると「犬矢来」に
なる。曲面形状のものが今日では一般的だ（⑬）。つばどめが自立し固定されると「駒寄」である（⑥）。

⑮

③④

⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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物
に
進
入
す
る
な
ら
正
面
よ
り
側
面
や
裏
か
ら
が

容
易
だ
ろ
う
が
、
犬
矢
来
は
玄
関
の
あ
る
正
面
に

優
先
的
に
設
け
ら
れ
、
側
面
や
裏
路
地
側
に
設
け

ら
れ
な
い
事
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
思
い
つ
く
の
が
「
犬
遣
ら
い
」
な
ら
ぬ

「
人
遣
ら
い
」
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
犬
矢
来

を
格
子
の
前
に
設
け
る
こ
と
で
、
往
来
の
人
が
格

子
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
外
か

ら
内
を
見
通
せ
な
い
格
子
も
間
際
に
近
寄
れ
ば
用

を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
犬
矢
来
は

格
子
へ
の
接
近
を
物
理
的
に
阻
止
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。あ
く
ま
で
心
理
的
な
効
果
で
あ
る
。「
近

づ
く
な
」
と
い
う
サ
イ
ン
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

そ
も
そ
も
町
家
の
軒
下
は
「
公
」
の
街
路
と
「
私
」

の
建
物
を
つ
な
ぐ
曖
昧
な
中
間
領
域
で
あ
り
、
商

売
を
営
む
町
家
の
軒
下
は
基
本
的
に
公
に
開
放
さ

れ
て
い
た
。
そ
こ
を
敢
え
て
塞
い
で
進
入
を
拒
ん

で
い
る
の
が
犬
矢
来
で
あ
る
。
こ
の
「
中
間
領
域

犬
矢
来
の
起
源

現
在
、
犬
矢
来
や
駒
寄
等
は
「
京
都
ら
し
さ
」

を
色
濃
く
演
出
す
る
要
素
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い

る
。
直
線
的
デ
ザ
イ
ン
の
多
い
京
都
の
街
に
あ
っ

て
、
曲
線
を
描
く
犬
矢
来
の
姿
は
特
異
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
街
に
並
ぶ
様
を
多
く
の
人
が
好
意
的
に
感

じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
店
舗
や
飲
食

店
に
お
け
る
犬
矢
来
設
置
率
は
、
新
旧
問
わ
ず
高

い
。
で
は
、
そ
ん
な
犬
矢
来
は
い
つ
頃
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
京
町
家
に
関
す
る
書
籍
や
研
究
を

あ
た
っ
て
も
、
犬
矢
来
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
は
管
見
の
限
り
無
い
。
そ
こ
で
絵
図
資
料
の

中
に
犬
矢
来
の
姿
を
追
っ
て
み
た
。

ま
ず
、
室
町
〜
江
戸
初
期
の
「
洛
中
洛
外
図
」

に
犬
矢
来
や
駒
寄
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
町
家
の

一
階
は
粗
い
台
格
子
が
嵌
め
ら
れ
て
い
る
か
、
見

世
棚
の
広
が
る
開
放
的
な
つ
く
り
で
あ
る
。
江
戸

中
期
の
眼
鏡
絵
（
18
世
紀
中
頃
）
や
都
名
所
図
会

（
１
７
８
０
）
に
描
か
れ
る
街
並
み
も
同
様
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
江
戸
後
期
の
「
三
条
油
小
路
町
並

絵
巻
」（
①
）
で
は
大
半
の
町
家
が
犬
矢
来
を
備

え
て
お
り
、
千
本
格
子
や
虫
籠
窓
・
揚
見
世
（
ば

っ
た
り
床
几
）
と
と
も
に
、
町
家
を
構
成
す
る
定

型
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
直
線
状

の
犬
矢
来
で
あ
り
、
つ
ば
ど
め
と
の
差
は
曖
昧
で

あ
る
。
台
形
の
も
の
は
若
干
あ
る
が
、
今
日
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
曲
面
の
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
花

洛
名
勝
図
会
」（
１
８
６
４
）
で
は
八
坂
神
社
門

前
に
犬
矢
来
の
あ
る
町
家
が
１
軒
確
認
で
き
る
。

明
治
期
の
写
真
を
見
る
と
、
四
条
通
な
ど
の
大
通

り
に
は
揚
見
世
の
並
ぶ
開
放
的
な
町
家
が
連
な
る

一
方
で
、
仕
舞
屋
造
の
町
家
が
並
ぶ
小
路
で
は
駒

寄
が
目
立
ち
、
犬
矢
来
は
比
較
的
少
な
い
。

こ
の
よ
う
に
絵
図
史
料
を
一
瞥
し
た
限
り
、
犬

矢
来
の
出
現
は
江
戸
後
期
ま
で
し
か
遡
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
三
条
や
四
条
と
い
っ
た
繁
華
な

犬
矢
来
の
現
在

で
は
、
敷
地
境
界
が
明
確
に
な
り
、
外
壁
の
材

料
が
多
様
化
し
た
現
代
、
犬
矢
来
に
は
ど
の
よ
う

な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体

的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
。

■
外
壁
保
護
へ
の
特
化

犬
の
小
便
や
泥
は
ね
か
ら
外
壁
を
保
護
す
る
目

的
で
あ
れ
ば
、
タ
イ
ル
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
腰
壁

を
覆
っ
て
し
ま
え
ば
容
易
に
事
足
り
る
。
実
際
そ

の
よ
う
な
事
例
は
よ
く
見
か
け
る
（
㉗
）。
現
代

京
都
に
お
い
て
泥
以
上
に
外
壁
を
脅
か
す
の
は
、

狭
小
街
路
を
行
き
交
う
車
や
自
転
車
で
あ
る
。
そ

れ
ら
へ
の
防
御
に
は
昔
な
が
ら
の
犬
矢
来
や
駒
寄

で
は
頼
り
な
く
、
よ
り
頑
丈
な
塀
や
柵
が
必
要
と

な
る
（
㉔
・
㉘
）。
機
能
面
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ

ら
は
明
ら
か
に
現
代
の
犬
矢
来
で
あ
り
駒
寄
で
あ

る
（
こ
う
し
た
柵
に
自
転
車
を
括
り
付
け
た
姿
も

よ
く
見
か
け
る
）。

■
新
機
能

現
代
的
な
要
求
へ
の
対
応
も
犬
矢
来
に
は
期
待

さ
れ
て
い
る
。
旧
来
の
犬
矢
来
の
中
に
照
明
を
仕

込
む
例
は
し
ば
し
ば
目
に
す
る
。
姉
小
路
間
之
町

の
飲
食
店
（
㉓
）
で
は
犬
矢
来
が
モ
チ
ー
フ
で
あ

ろ
う
突
起
物
が
外
壁
に
つ
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も

お
そ
ら
く
照
明
で
あ
ろ
う
。
壬
生
寺
阿
弥
陀
堂

（
③
）
で
は
逆
に
、
地
下
へ
光
を
供
給
す
る
ト
ッ

プ
ラ
イ
ト
が
直
線
状
の
犬
矢
来
と
し
て
大
胆
に
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
石
塀
小
路
に
あ
る
飲
食
店

（
⑨
）
や
伏
見
の
酒
蔵
（
⑩
）
で
は
、
門
扉
と
な

っ
た
ス
ラ
イ
ド
式
犬
矢
来
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
拒
む
犬
矢
来
」
の
系
譜
と
し
て
は
正
統
と
言
え

よ
う
か
。
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
⑫
）
で
は
駐
輪

場
の
自
転
車
固
定
台
が
犬
矢
来
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
現
代
犬
矢
来
の
多
く
に
共
通
す
る
の
は
、

従
来
の
犬
矢
来
と
は
関
係
の
な
い
現
代
的
要
求
に

対
し
、
主
と
し
て
形
態
的
連
想
か
ら
犬
矢
来
の
デ

ザ
イ
ン
を
採
用
す
る
こ
と
で
、「
京
都
ら
し
さ
」

を
も
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
機
能
は

い
ず
れ
も
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
形

態
が
犬
矢
来
で
あ
る
必
然
性
が
薄
い
と
、
単
な
る

引
用
的
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
回
収
さ
れ
る
危
険
性
が

高
い
。
犬
矢
来
の
デ
ザ
イ
ン
の
洗
練
、
つ
ま
り
装

置
で
あ
り
つ
つ
も
機
能
が
不
明
瞭
と
い
う
デ
ザ
イ

ン
の
方
向
性
は
、
現
代
に
活
か
さ
れ
て
も
よ
い
と

思
う
。

犬
矢
来
の
可
能
性

犬
矢
来
・
駒
寄
・
つ
ば
ど
め
の
本
質
は
「
人
遣

ら
い
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
一
つ
の
結

論
で
あ
る
。
し
か
し
料
亭
の
犬
矢
来
は
、
人
の
進

入
を
拒
ん
で
い
る
一
方
で
、
客
人
を
迎
え
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
穏
や
か
に
拒
み
つ
つ
選

択
的
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
は
「
格
式
」
の
デ
ザ
イ

ン
の
肝
で
あ
ろ
う
。
犬
矢
来
の
基
本
的
機
能
は
、

㉕㉖

㉗㉘

（一社）京都府建築士会
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通
り
沿
い
の
町
家
は
、
明
治
以
降
ま
で
揚
見
世
を

広
げ
た
開
放
的
な
構
え
が
一
般
的
で
あ
り
、
犬
矢

来
や
駒
寄
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
犬
矢
来
は
主
に
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
か
ら

や
や
内
に
入
っ
た
小
路
に
お
い
て
、
18
世
紀
後
半

〜
19
世
紀
前
半
に
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

時
代
に
は
町
家
の
仕
舞
屋
化
、
す
な
わ
ち
台
格
子

や
揚
見
世
に
よ
る
開
放
的
な
店
構
え
か
ら
格
子
戸

を
建
て
込
ん
だ
閉
鎖
的
な
構
え
へ
の
変
化
が
急
速

に
進
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
犬
矢
来
や

駒
寄
・
つ
ば
ど
め
な
ど
の
装
置
は
、
こ
の
仕
舞
屋

化
の
一
環
と
し
て
町
家
に
備
え
ら
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

犬
矢
来
の
役
割

犬
矢
来
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
よ
く
耳
に

す
る
の
は
、
犬
矢
来
は
「
犬
遣
ら
い
」
だ
か
ら
犬

（
の
糞
尿
）
除
け
、と
い
う
説
だ
。
よ
り
一
般
的
に
、

道
か
ら
の
泥
跳
ね
や
雨
し
ぶ
き
か
ら
外
壁
を
保
護

す
る
た
め
と
も
言
わ
れ
る
。
木
造
建
築
に
お
い
て

建
物
の
足
元
を
水
気
か
ら
守
る
こ
と
は
、
も
と
よ

り
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
大
正
時
代
の
壬
生
屯
所

跡
の
写
真
に
は
、
泥
跳
ね
除
け
と
思
わ
れ
る
板
状

の
犬
矢
来
が
見
ら
れ
る
（
㉕
：「
京
都
維
新
史
跡

寫
眞
帖
」
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）。
し
か

し
、
本
当
に
外
壁
保
護
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
犬
矢

来
は
軒
の
出
の
小
さ
い
妻
側
に
こ
そ
設
置
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
（
㉖
：
雨
跳
ね
で
足
元
が
傷
ん
だ

妻
壁
）、
実
際
に
角
地
に
建
つ
建
物
を
見
て
み
る

と
、
平
側
の
み
に
犬
矢
来
が
置
か
れ
て
い
る
事
例

が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
雨
も
犬
の
小
便
も
到
底

防
げ
な
い
よ
う
な
ス
カ
ス
カ
の
犬
矢
来
も
散
見
さ

れ
る
（
⑮
）。

犬
矢
来
は
防
犯
装
置
で
あ
る
（
曲
面
形
状
と
竹

の
滑
ら
か
さ
ゆ
え
に
泥
棒
の
足
が
か
り
に
な
り
に

く
い
）
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
や
や
怪
し
い
。
建

の
占
有
」
こ
そ
が
、
犬
矢
来
の
本
質
的
な
役
割
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
考
え
は
、
町
家
が
閉
鎖

的
に
な
る
仕
舞
屋
化
と
並
行
し
て
犬
矢
来
が
登
場

し
た
と
い
う
推
測
や
、
妻
側
で
は
な
く
庇
の
あ
る

平
側
に
も
っ
ぱ
ら
犬
矢
来
が
設
け
ら
れ
て
い
る
事

実
と
も
符
合
す
る
。
妻
側
に
は
格
子
も
中
間
領
域

も
な
い
の
だ
か
ら
。
実
際
に
、
犬
矢
来
が
広
く
普

及
し
た
の
は
、
明
治
期
に
軒
下
の
土
地
が
民
有
地

と
さ
れ
た
以
降
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ば
ど
め
と
駒
寄
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

言
え
よ
う
。
駒
寄
は
馬
を
つ
な
ぐ
た
め
と
い
う
が
、

そ
れ
な
ら
棒
を
2
、
3
本
掘
っ
立
て
て
お
け
ば
よ

い
。
馬
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
つ
ば
ど
め
は
進
入
を
防
ぐ
柵
そ
の
も

の
で
あ
る
。

人
遣
ら
い
と
し
て
の
犬
矢
来
や
駒
寄
の
存
在
は
、

訪
問
者
に
対
す
る
心
理
的
な
敷
居
を
上
げ
る
。
そ

れ
は
翻
っ
て
、
建
物
の
格
式
を
高
め
る
こ
と
に
効

果
的
で
あ
る
。
由
緒
あ
る
旅
館
や
料
亭
は
、
一
般

の
町
家
の
よ
う
に
街
路
に
開
か
ず
、
塀
で
閉
ざ
さ

れ
更
に
犬
矢
来
の
類
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
（
⑬
）。

以
上
の
よ
う
に
犬
矢
来
の
役
割
に
は
諸
説
が
あ

り
、
さ
ら
に
他
説
が
推
測
さ
れ
う
る
。
そ
の
役
割

は
複
数
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
建
物
種
や
時

代
に
よ
っ
て
異
な
り
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
犬
矢
来
は
何
か
し
ら
の
機
能
を
も
つ
装
置
で
あ

る
（
と
皆
が
感
じ
て
い
る
）。
し
か
し
、
犬
矢
来

の
姿
形
か
ら
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

装
置
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
明
瞭
な
形
態
と

機
能
の
関
係
。
そ
れ
ゆ
え
に
犬
矢
来
は
人
々
の
関

心
を
惹
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
的

洗
練
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
り
、
犬
矢
来
の
魅
力

の
一
端
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

■
シ
ン
ボ
ル

境
界
明
示
の
役
割
は
L
字
側
溝
に
と
っ
て
か
わ

ら
れ
た
が
、
敷
居
を
上
げ
格
式
を
高
め
る
犬
矢
来

の
役
割
は
現
代
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
。
ま
た

「
京
都
ら
し
い
」
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
も
期
待
し
う

る
。
紫
野
和
久
傳
（
④
）
の
外
壁
設
置
部
は
裾
広

が
り
の
形
態
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
外
壁
保

護
機
能
が
あ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
直
接
的
に

犬
矢
来
の
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
し
か
し
、
犬
矢
来
が
も
つ
格
式
を
高
め
る
効

果
と
控
え
目
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
作
用
は
、
老

舗
料
亭
と
い
う
店
舗
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
非
常

に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑯

の
よ
う
な
石
の
犬
矢
来
も
同
様
で
あ
る
。
材
料
と

い
う
面
で
は
、
鉄
製
の
犬
矢
来
も
よ
く
見
か
け
る

（
⑰
、
⑱
）。

■
設
備
の
隠
蔽

京
都
の
街
並
み
を
考
え
る
際
、
メ
ー
タ
ー
や
室

外
機
な
ど
建
物
外
部
に
露
出
し
が
ち
な
各
種
設
備

機
器
は
悩
ま
し
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
隠
蔽

に
犬
矢
来
が
活
用
さ
れ
る
。
竹
の
間
隔
が
広
め
の

犬
矢
来
の
中
に
エ
ア
コ
ン
室
外
機
を
納
め
る
事
例

は
、
機
器
効
率
に
支
障
が
あ
り
そ
う
で
は
あ
る
が
、

よ
く
あ
る
。
㉙
は
内
部
に
大
型
の
設
備
機
器
を
納

め
て
い
る
。
点
検
用
の
開
閉
扉
が
設
け
ら
れ
て
い

る
た
め
、
通
常
時
の
外
観
は
普
通
の
犬
矢
来
に
近

い
。
㉑
は
エ
ア
コ
ン
室
外
機
を
隠
す
た
め
に
、
駒

寄
と
い
う
に
は
小
さ
す
ぎ
る
ピ
ッ
チ
と
ス
ケ
ー
ル

と
な
っ
て
い
る
が
、
名
栗
仕
上
げ
が
か
ろ
う
じ
て

駒
寄
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

人
に
せ
よ
犬
に
せ
よ
「
拒
む
」
こ
と
に
あ
る
が
、

一
般
に
拒
絶
す
る
装
置
と
い
う
の
は
、
見
て
気
持

ち
の
い
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
防
犯
カ

メ
ラ
し
か
り
忍
び
返
し
や
有
刺
鉄
線
し
か
り
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
犬
矢
来
は
、
多
く
の
人
に
好

意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
実
こ
そ
、

犬
矢
来
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
特
筆
さ
れ
る
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。
人
の
接
近
や
出
入
り
を
不
快
感
を

感
じ
さ
せ
ず
（
む
し
ろ
自
発
的
に
）
制
御
す
る
デ

ザ
イ
ン
と
し
て
評
価
す
れ
ば
、
現
代
に
お
い
て
も

町
家
に
限
定
さ
れ
な
い
発
展
的
な
可
能
性
が
見
い

だ
せ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
「
犬
遣
ら
い
」
な
ど

と
取
り
繕
わ
ず
、
こ
れ
は
「
人
遣
ら
い
」
で
あ
る

と
自
覚
す
る
こ
と
が
ま
ず
は
必
要
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
可
能
性
は
「
迎
え
る
」
犬
矢
来
で

あ
る
。
犬
矢
来
は
町
家
の
閉
鎖
化
の
一
環
と
し
て

軒
下
の
中
間
領
域
へ
の
立
ち
入
り
を
「
拒
み
」、

街
か
ら
距
離
を
と
る
た
め
に
生
ま
れ
た
。
し
か
し

「
町
家
店
舗
」
が
一
般
化
し
た
今
日
、
町
家
は
再

び
街
に
開
き
は
じ
め
て
い
る
。
犬
矢
来
は
拒
む
姿

勢
を
解
除
し
、
逆
に
中
間
領
域
に
人
を
迎
え
入
れ

る
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ー
ニ
チ
ャ
ー
と
し
て
形
を
変

え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
単
純
に
犬
矢
来
の

表
面
曲
率
が
反
転
す
れ
ば
ベ
ン
チ
と
な
る
。
中
間

領
域
に
は
も
う
一
つ
忘
れ
去
ら
れ
た
遺
物
的
装
置

「
ば
っ
た
り
床
几
」
が
あ
る
が
、
ば
っ
た
り
床
几

と
犬
矢
来
の
再
生
的
融
合
は
一
つ
の
方
向
性
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

究建築研究室
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

㉙

（一社）京都府建築士会



②京つけもの西利（1990年・京都市下京区）
地上5層にわたる大きなボリュームとそれを貫通する円筒形のシリ
ンダー、随所に見られるガラスや鉄といった、主張の強い要素を、瓦
の大屋根でまとめ上げ、寺に通じるような重厚な安定感を生んでい
る。

①祇園町南の景観（上：1994年、下：2012年）
歴史的景観保全修景地区として指定されている地域。約20年
を経てもルーフスケープに大きな変化は見られず、瓦が順次葺
きかえられている様子がわかる。このような地区は京都市街
中心部でも、もはや稀である。

【京都絶対領域】
「京都らしい」建築を分かり易く構成する要素、庇・格子・坪庭などなど…。
これらの要素を建築に採用することで、安易に「京都らしさ」を獲得した気になってはいないだろうか。
あるいは逆に必要以上に忌避してはいないだろうか。
そもそも格子とは何であろうか？　京都の庇とはいかにあるべきか？　
京都だから…条例にあるから…という思考停止に陥る前に、これらの要素の意味と可能性を一つずつ、
有名無名問わず具体的な建築を参照しながら、あらためて検討してみたい。 京都絶対領域5

甍

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

② ①

⑧
（一社）京都府建築士会



④明治初期の町並みを再現した模型
　（京都市景観・まちづくりセンター所蔵）
街路に面した表の建物は切妻平入屋根で統一されているが、奥
の空間では建物は細かに分節され、それぞれに自由な形の屋根
が掛けられていることがわかる。

③弥栄会館（1936年・京都市東山区）
やはり地上5層にわたる大きなボリュームであるが、こちらは
屋根や庇を複数かけるとともに、壁面を分節することで、壁面
よりも屋根の存在感を増す手法が採られている。葺材は本瓦
を模した銅板である。

【甍】
今回のテーマはルーフスケープ、すなわち屋根の連なりが形づくる風景である。
「京都のルーフスケープとは？」と問われた時、町家や寺院の「甍

いらか

（屋根瓦／瓦屋根）」が連なる風景を漠然とイメージする人は多い
だろう。しかし瓦が京都の街を覆うようになった歴史は、実はそれほど古くない。そしてそのような風景は、次第にイメージの
中だけにある風景となりつつある。
瓦屋根に焦点を当てながら、京都の古今の屋根事情を見てみよう。

⑮

③④

⑰⑲㉑㉓

⑯⑱⑳㉒㉔
（一社）京都府建築士会
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図（
㉕
）を
み
る
と
、
町
家
は
総
じ
て
平
屋
の
切
妻

平
入
で
あ
る
。
中
世
末（
㉗
）も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

が
一
部
に
二
階
建
て
が
登
場
す
る
。
街
路
に
面
し

た
町
家
の
奥
行
き
は
い
ず
れ
も
浅
く
、
そ
の
内
側

に
は
空
閑
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
近
世
初
め（
㉘
）

に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
町
家
が
二
階
建
て
と
な
り
、

そ
の
上
に
望
楼
を
設
け
た
も
の
や
三
階
建
て
の
倉
、

豪
華
な
卯
建
も
数
多
く
見
ら
れ
、
多
彩
な
ル
ー
フ

ス
ケ
ー
プ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
二
階
建
て
推
奨
政
策
の
時
期
と

も
重
な
る
。
今
で
は
「
低
層
」
の
２
階
建
て
も
、

当
時
は
バ
ロ
ッ
ク
化
を
狙
っ
た
「
高
層
」
化
推
進

策
で
あ
っ
た
。

近
世
は
ま
た
、
町
家
が
そ
れ
ま
で
共
用
の
空
閑

地
で
あ
っ
た
街
区
の
内
部
に
向
か
っ
て
伸
び
、
表

と
奥
の
棟
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
表
屋
造
」
が
成
立

す
る
時
期
で
も
あ
る
。
表
屋
造
の
町
家
で
は
表
と

裏
で
屋
根
形
状
が
異
な
っ
て
い
た
。
街
路
に
面
す

る
表
棟
に
は
切
妻
平
入
の
屋
根
が
架
か
り
、
隣
家

と
軒
を
連
ね
て
（
け
ら
ば
を
重
ね
て
）
い
た
一
方

で
、
奥
の
棟
は
細
か
く
分
節
さ
れ
、
様
々
な
形
状

の
屋
根
が
架
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
④
）。

と
こ
ろ
で
「
な
ぜ
京
都
の
町
家
は
平
入
か
」
と

い
う
議
論
が
あ
る
。
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
長
い

建
物
に
切
妻
屋
根
を
架
け
る
場
合
、
材
料
効
率
の

点
か
ら
は
妻
入
が
有
利
だ
か
ら
で
あ
る（
平
入
で

は
奥
行
き
に
比
例
し
て
棟
が
高
く
な
り
、
そ
の
分

長
い
柱
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
付
随
し
て
巨
大
な

小
屋
裏
空
間
が
生
じ
て
し
ま
う
）。
し
か
し
前
述

の
よ
う
に
、
も
と
も
と
町
家
は
そ
れ
ほ
ど
奥
行
き

が
長
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
奥
の
空
閑
地
に
進

出
す
る
近
世
以
前
に
は
、
表
屋
造
の
表
棟
だ
け
が

建
っ
て
い
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、

間
口
の
方
が
奥
行
き
よ
り
も
長
い
く
ら
い
で
あ
る
。

街
路
沿
い
に
家
屋
を
建
て
詰
め
る
場
合
、
雨
仕
舞

い
上
は
も
ち
ろ
ん
平
入
が
適
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
町
家
の
変
遷
の
過
程
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
そ
も

ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
は
個
々
の
建
築
の
屋
根
の
形

状
や
表
情
、
さ
ら
に
そ
の
集
合
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
。
想
定
す
る
の
は
あ
る
程
度
離
れ
た
場
所
や
、

や
や
高
い
地
点
か
ら
眺
め
る
視
点
で
あ
る
。
現
在

京
都
で
は
景
観
法
関
連
条
例
に
よ
り
屋
根
の
勾

配
・
葺
材
の
色
や
材
質
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
町
家
や
寺
院
の
瓦
屋
根
と
の
調
和

を
意
図
し
た
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
例
に
よ
っ

て
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
京
都
の
ル
ー
フ
ス

ケ
ー
プ
の
歴
史
的
変
遷
を
、
葺
材
と
形
状
の
二
つ

の
観
点
か
ら
追
っ
て
み
た
い
。

屋
根
の
葺
材

最
も
古
い
葺
材
は
草
で
あ
ろ
う
。
農
村
部
で
は

現
代
に
い
た
る
ま
で
草
（
茅
や
藁
）
を
葺
い
た
屋

根
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
京
都
の
街
並
み
を
描

く
最
古
の
絵
図（
㉕
）か
ら
は
、
京
都
で
は
平
安
時

代
に
は
板
葺
屋
根
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
ま
た
同
資
料
の
別
の
絵（
㉖
）に
は
、
大

き
な
屋
敷
に
反
り
の
つ
い
た
檜
皮
か
杮
葺
と
思
わ

れ
る
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
。
平
安
末
期
、
檜
皮

葺
の
屋
根
は
非
参
議
五
位
以
上
の
貴
族
に
の
み
許

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
瓦
の
使
用
は
寺
院
や
宮
殿

に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
瓦
は
平
瓦
と
丸
瓦

を
組
み
合
わ
せ
た
本
瓦
で
あ
る
が
、
本
瓦
葺
は
手

間
が
か
か
り
高
価
で
、
ま
た
単
純
に
重
い
と
い
う

理
由
か
ら
も
一
般
の
住
宅
に
は
向
か
な
か
っ
た
。

庶
民
の
家
は
板
葺
、
貴
族
の
屋
敷
は
檜
皮
葺
、
寺

院
は
瓦
葺
と
い
う
具
合
に
、
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ

ら
重
ね
た
複
雑
な
形
状
が
見
事
で
あ
る
。
角
地
の

町
家
で
は
妻
面
を
そ
の
ま
ま
見
せ
る
も
の
も
多
い

が
、
⑳
で
は
庇
の
連
続
性
を
強
く
意
識
し
、
妻
側

に
も
庇
を
め
ぐ
ら
せ
片
側
の
み
の
入
母
屋
と
な
っ

て
い
る
。
昭
和
初
期
の
河
井
寛
次
郎
記
念
館（
⑩
）

は
、
一
見
切
妻
平
入
で
あ
る
が
実
は
全
体
が
寄
棟

造
で
あ
る
。
比
較
的
余
裕
の
あ
る
敷
地
に
お
け
る

屋
敷
（
郊
外
型
住
宅
）
と
町
家
の
中
間
的
な
ス
タ

イ
ル
と
い
え
よ
う
。

■
住
宅
系
建
築

大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
の
住
宅
は
概
ね
ス
レ
ー

ト
の
寄
棟
で
あ
る（
㉙
）。
高
さ
が
押
さ
え
や
す
く

各
種
斜
線
へ
の
対
応
が
容
易
な
こ
と
が
理
由
だ
ろ

う
が
、
鰻
の
寝
床
状
敷
地
と
相
性
が
悪
い
た
め
か

市
街
中
心
部
で
は
あ
ま
り
目
に
し
な
い
。
妻
入
り

も
無
い
こ
と
は
な
い
が
、
多
く
は
瓦
や
金
属
板
、

瓦
や
ス
レ
ー
ト
葺
の
切
妻
平
入
の
町
家
型
で
あ
る

（
㉓
）。
た
だ
し
街
路
景
観
と
い
う
観
点
で
は
、
現

代
の
住
宅
は
壁
の
存
在
感
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
屋

根
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
は
な
い
。
新
町
七
条

の
覚
林
寺（
⑧
）は
、
入
母
屋
の
間
口
が
狭
ま
っ
て

ほ
と
ん
ど
切
妻
平
入
と
な
っ
た
珍
し
い
屋
根
を
も

つ
。
隣
の
町
家
と
比
べ
る
と
、
反
り
の
あ
る
形
状

が
屋
根
の
印
象
を
か
な
り
強
め
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
北
区
の
住
宅（
⑦
）は
、
間
口
の
半
分
の
屋

根
面
を
棟
か
ら
通
り
庇
レ
ベ
ル
ま
で
通
し
、
瓦
屋

根
の
表
情
を
街
路
に
対
し
て
強
く
押
し
出
し
て
い

る
。
い
ず
れ
も
特
殊
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
不
思

り
屋
根
を
複
数
か
け
る
こ
と
で
、
屋
根
に
対
す
る

壁
面
の
存
在
感
を
弱
め
る
方
法
で
あ
る
。
旅
館
鶴

清（
⑤
）や
弥
栄
会
館（
③
）な
ど
が
そ
の
例
で
、「
楼

閣
型
」
と
で
も
名
づ
け
う
る
。
し
か
し
現
代
建
築

で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
。
も
う
一
つ
の
パ
タ

ー
ン
は
、
大
き
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
対
し
て
よ
り
強

大
な
屋
根
を
か
け
て
し
ま
う
方
法
で
あ
る
。
寺
院

（
⑰
）で
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
「
寺
型
」
と
呼
ぼ
う
。

現
代
建
築
で
は
つ
け
も
の
西
利（
②
）が
好
例
で
あ

る
。
５
層
の
曲
面
ま
で
交
じ
る
強
い
ボ
リ
ュ
ー
ム

を
、
大
き
な
瓦
屋
根
で
覆
い
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。

龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
⑭
）は
町
家
を
モ
チ
ー
フ
と

し
て
い
る
も
の
の
、
大
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
か
か
る
巨

大
な
屋
根
は
、
町
家
よ
り
は
む
し
ろ
寺
を
想
起
さ

せ
る
安
定
感
を
生
ん
で
い
る
。
南
座（
⑥
）も
、
や

や
「
楼
閣
型
」
が
混
じ
っ
て
は
い
る
が
「
寺
型
」

に
含
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

３
パ
タ
ー
ン
と
も
に
共
通
す
る
の
は
、
当
た
り

前
の
よ
う
で
あ
る
が
、
屋
根
の
存
在
感
が
卓
越
し

て
い
る
点
で
あ
る
。

ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ

屋
根
の
上
に
は
地
上
と
は
別
の
世
界
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
街
路
を
歩
い
て
見
え
る
街
並
み
と
は

異
な
る
、
も
う
一
つ
の
京
都
の
街
並
み
で
あ
る
。

勾
配
を
も
っ
た
屋
根
が
集
合
し
て
波
と
な
り
、
瓦

は
そ
こ
に
複
雑
な
ゆ
ら
ぎ
の
あ
る
表
情
を
与
え
る
。

そ
れ
ら
が
う
ね
り
連
な
る
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
の
美

し
さ
を
否
定
す
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
総
論

は
賛
成
、
問
題
は
各
論
で
あ
り
方
法
論
で
あ
る
。

以
下
で
は
や
や
極
論
に
ふ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、

ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
、
現

代
に
お
け
る
屋
根
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
た
い
。

と
り
わ
け
示
唆
的
な
の
は
、
鰻
の
寝
床
状
の
敷

地
形
状
そ
の
ま
ま
に
立
ち
上
が
っ
た
板
状
の
ビ
ル

に
、
切
妻
屋
根
が
の
っ
た
事
例
で
あ
る（
㉔
）。
圧

㉖

㉕

㉙

（一社）京都府建築士会



9   Kyoto Dayori   March 2012

プ
毎
に
異
な
る
葺
材
が
混
在
し
て
い
た
の
が
平
安

時
代
の
京
都
の
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
で
あ
る
。

室
町
時
代
に
な
っ
て
も
こ
の
状
況
は
変
わ
ら
な

い
。
板
葺
の
町
家
が
連
な
る
様
子
こ
そ
が
「
都
ら

し
い
」
街
並
み
で
あ
っ
た（
㉗
）。
江
戸
時
代
に
入

る
と
町
家
に
も
次
第
に
本
瓦
が
普
及
す
る
が（
㉘
）、

や
が
て
奢
侈
を
禁
ず
る
風
潮
か
ら
庶
民
住
宅
の
瓦

葺
は
禁
止
さ
れ
、
京
都
の
町
家
か
ら
瓦
は
姿
を
消

す
。
し
か
し
桟
瓦
が
発
明
さ
れ
手
間
と
重
量
の
問

題
が
解
決
し
（
１
６
７
４
年
）、
さ
ら
に
江
戸
の

大
火
を
受
け
て
防
災
の
た
め
に
瓦
葺
が
逆
に
推
奨

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
（
１
７
２
０
年
）、
瓦
は

再
び
急
速
に
広
ま
っ
て
い
く
。
江
戸
時
代
後
期
に

は
町
家
の
ほ
と
ん
ど
が
瓦
葺
と
な
っ
た
。

京
都
と
い
え
ば
瓦
屋
根
の
連
な
る
ル
ー
フ
ス
ケ

ー
プ
を
連
想
し
が
ち
だ
が
、
そ
の
歴
史
は
こ
こ
二

〜
三
百
年
の
も
の
で
あ
る
。
期
間
で
い
え
ば
板
葺

の
時
代
の
方
が
ず
っ
と
長
い
。
し
か
し
瓦
の
普
及

は
、
そ
の
重
さ
を
支
え
る
た
め
の
町
家
の
構
造
強

化
を
促
す
と
と
も
に
、
雨
漏
り
の
減
少
は
町
家
に

お
け
る
畳
の
使
用
を
可
能
と
し
、
畳
を
基
準
と
す

る
柱
梁
や
建
具
の
規
格
化
、
い
わ
ゆ
る
「
京
間
」

モ
デ
ュ
ー
ル
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
。
瓦
は
近
世

以
降
の
京
町
家
様
式
の
成
立
に
、
非
常
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

 

屋
根
の
形
状

町
家
の
屋
根
形
状
の
変
遷
を
、
葺
材
と
同
様
に

三
枚
の
絵
図
を
通
し
て
概
観
し
よ
う
。
古
代
の
絵

そ
も
妻
入
と
な
る
理
由
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
遡
っ
て
、
古
代
平
安
京
の
風
景
を
思
い
浮

か
べ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
条
坊
制
で
定
め
ら
れ
た
築

垣
や
邸
宅
を
囲
む
築
地
塀
の
水
平
ラ
イ
ン
が
卓
越

し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
置
き
換
わ
る

よ
う
に
町
家
が
発
生
し
た
と
考
え
れ
ば
、
平
入
と

な
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
表
屋
造
は
、
中
世
ま
で
の
街
路

沿
い
の
切
妻
平
入
の
町
家
の
奥
に
建
物
が
付
加
さ

れ
た
形
を
と
る
。
奥
の
細
か
く
分
節
さ
れ
た
屋
根

形
状
は
、
明
る
い
坪
庭
の
確
保
や
街
路
に
流
せ
な

い
雨
水
の
集
散
に
好
都
合
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
近

世
以
降
、
二
階
建
て
が
一
時
禁
止
さ
れ
た
り
、
敷

地
の
奥
が
路
地
裏
長
屋
に
姿
を
変
え
た
り
は
し
つ

つ
も
、
こ
の
「
表
の
切
妻
平
入
／
奥
の
自
由
な
屋

根
形
状
」
と
い
う
屋
根
構
成
は
、
京
都
の
町
家
が

つ
く
る
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
の
標
準
型
と
し
て
確
立

さ
れ
て
い
く
。

明
治
・
大
正
期
に
な
る
と
、
急
勾
配
の
寄
棟
の

擬
洋
風
建
築
や
R
C
造
陸
屋
根
の
洋
風
町
家
が
登

場
す
る
。
昭
和
初
期
に
は
仕
舞
屋
風
の
前
庭
付
き

連
棟
貸
家（
㉑
）が
多
く
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
玄

関
部
は
入
母
屋
や
寄
棟
と
な
っ
て
い
た
。
切
妻
平

入
か
ら
の
逸
脱
は
す
で
に
戦
前
か
ら
始
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

現
代
の「
甍
」事
情

今
日
で
は
住
宅
以
外
で
は
勾
配
屋
根
は
珍
し
く

な
り
、
瓦
葺
も
大
都
市
の
新
築
物
件
で
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
中
で
も
京
都
は
、
条
例

の
存
在
を
抜
き
に
し
て
も
、
勾
配
屋
根
や
瓦
の
使

用
に
比
較
的
積
極
的
で
あ
る
。

■
伝
統
系
町
家

伝
統
的
に
は
切
妻
平
入
の
「
町
家
型
」
が
標
準

で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
る
。
⑨
は
同
方
向
の
切
妻
の
棟
を
ず
ら
し
な
が

議
と
違
和
感
は
少
な
い
。
強
い
屋
根
面
と
弱
い
分

節
さ
れ
た
壁
面
と
い
う
、
伝
統
的
日
本
建
築
の
特

徴
を
備
え
る
こ
と
が
そ
の
理
由
か
と
思
わ
れ
る
。

府
庁
前
の
集
合
住
宅（
⑬
）に
は
、
高
さ
を
押
え
分

割
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
切
妻
屋
根
を
か
け
て
町
家

型
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
積
極
的
な
意
図
が
見
ら

れ
る
。
た
だ
そ
の
屋
根
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
伝

統
的
な
町
家
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

■
中
規
模
・
大
規
模
建
築

中
高
層
の
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
に
勾
配
屋
根
を

架
け
る
事
例
は
時
折
見
ら
れ
る
。
モ
ダ
ン
あ
る
い

は
西
洋
風
を
狙
っ
た
ヴ
ォ
ー
ル
ト（
⑫
）、
斜
線
対

応
あ
る
い
は
町
家
を
意
識
し
た
切
妻（
㉚
）が
多
い
。

中
高
層
建
築
で
あ
っ
て
も
勾
配
屋
根
は
雨
仕
舞
い

上
有
効
で
あ
り
、
耐
用
年
数
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ

ス
ト
が
改
善
さ
れ
る
。
し
か
し
単
な
る
箱
型
ビ
ル

の
上
に
勾
配
屋
根
を
載
せ
る
だ
け
で
は
、
ル
ー
フ

ス
ケ
ー
プ
と
い
う
観
点
か
ら
は
あ
ま
り
意
味
が
な

い
。
街
路
か
ら
は
遠
す
ぎ
る
し
、
や
や
高
い
視
点

か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る（
㉔
）。
不

自
然
な
理
由
の
一
つ
は
、
屋
根
と
壁
面
の
バ
ラ
ン

ス
の
悪
さ
で
あ
る
。

あ
る
程
度
大
き
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
う
ま
く
屋
根

が
載
っ
て
い
る
事
例
に
は
、
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

あ
り
そ
う
だ
。
一
つ
は
全
体
を
低
層
に
抑
え
て
軒

の
深
い
屋
根
で
覆
う
「
平
屋
型
」
で
あ
る
。
明
治

大
正
期
の
邸
宅
や
京
都
迎
賓
館（
⑱
）が
当
て
は
ま

る
が
、
広
大
な
敷
地
を
必
要
と
す
る
た
め
一
般
的

で
は
な
い
。
二
つ
目
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
分
節
し
た

倒
的
な
壁
面
が
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
を
分
断
し
、
屋

根
は
そ
れ
に
対
し
、
な
す
す
べ
が
な
い
。
一
律
に

屋
根
形
状
を
規
定
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
事
態
を

回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヒ
ン
ト
と
な
る
の

は
、
歴
史
的
に
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
毎
に
異
な

る
屋
根
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
現
代
で
は
、

ボ
リ
ュ
ー
ム
や
高
さ
／
平
面
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

に
応
じ
て
異
な
る
屋
根
を
か
け
る
、
と
読
み
替
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
先
の
事
例
に
省

み
て
、
鰻
の
寝
床
状
敷
地
で
は
低
層
に
抑
え
る
べ

き
で
あ
る
。
低
層
建
築
は
視
線
が
比
較
的
近
い
の

で
瓦
葺
が
の
ぞ
ま
し
い
。
逆
に
瓦
葺
で
さ
え
あ
れ

ば
、
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
上
の
問
題
は
起
こ
ら
な
い
。

街
路
景
観
に
つ
い
て
は
表
屋
造
の
よ
う
に
街
路
沿

い
が
切
妻
と
な
っ
て
い
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
後
は

壁
の
デ
ザ
イ
ン
が
決
定
的
で
あ
る
。
ボ
リ
ュ
ー
ム

の
あ
る
大
型
建
築
は
、
事
例
で
見
た
よ
う
に
「
寺

型
」
と
し
て
大
き
め
の
寄
棟
や
入
母
屋
を
載
せ
る

の
が
よ
い
。
比
較
的
高
さ
の
あ
る
建
築
で
は
、
壁

面
の
存
在
感
を
弱
め
る
「
楼
閣
型
」
の
採
用
が
有

効
で
あ
ろ
う
。
京
都
の
ル
ー
フ
ス
ケ
ー
プ
を
形
成

し
う
る
建
築
を
新
築
す
る
に
あ
た
り
、
勾
配
屋
根

に
瓦
さ
え
載
せ
て
お
け
ば
い
い
わ
け
が
な
い
。
ま

ず
は
、
町
家
型
、
寺
型
、
楼
閣
型
、
或
い
は
、
そ

れ
以
外
で
も
、
全
く
新
し
い
型
で
も
構
わ
な
い
が
、

そ
う
い
っ
た
型
の
よ
う
な
も
の
を
意
識
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
。

究建築研究室
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

㉘

㉚

●図版出典
①上：祇園町南1994年,
　　　「 京の都市意匠─景観形成の伝統」より
㉕㉖：年中行事絵巻, 12c 後半, 
　　　京都大学文学研究科所蔵
㉗　：町田本洛中洛外図, 16c 前半, 
　　　国立歴史民俗博物館所蔵
㉘　：池田本洛中洛外図, 17c, 林原美術館所蔵

㉗

（一社）京都府建築士会



②一階の庇が無い町家（下京区）
一階部分の庇が無い特異な壁面意匠にもかかわず、周囲の町家や街
並みには馴染んでいる。開口比は小さいが、露出した軸組による細
かな分節と全体の濃い色調が、壁の存在感を弱めている。庇が絶対
ではないことを示すよい例。

①伝統的京町家の典型的なオモテ面（中京区）
一階部分はほぼ全面が開口部で、二階部分の開口比もかなり大
きい。わずかな壁面は土壁と杉の下見板貼。暗い色調と格子
の存在は壁面と開口部の差を曖昧にし、全体が開口部であるか
のような印象を与える。

【京都絶対領域】
「京都らしい」建築を分かり易く構成する要素、庇・格子・坪庭などなど…。
これらの要素を建築に採用することで、安易に「京都らしさ」を獲得した気になってはいないだろうか。
あるいは逆に必要以上に忌避してはいないだろうか。
そもそも格子とは何であろうか？　京都の庇とはいかにあるべきか？　
京都だから…条例にあるから…という思考停止に陥る前に、これらの要素の意味と可能性を一つずつ、
有名無名問わず具体的な建築を参照しながら、あらためて検討してみたい。 京都絶対領域6

表

⑦⑨⑪⑬

⑥⑩⑫⑭

⑤

② ①

⑧
（一社）京都府建築士会



④水平庇の奥の垂直分節と全面開口（左京区）
京都大学稲盛財団記念館。ガラスの多用による全面開口感、水
平線（庇）の卓越、その下の垂直線による壁面分節など、京都的オ
モテ面のエッセンスを兼ね備えた好例。セットバックせずに街
路沿いに建った姿を見てみたい。

③三層三種全面開口（下京区）
仏具・神具の製造販売会社の社屋。一階は巨大な庇に覆われ
た駐車場（格子戸により開閉）、三階部の壁面はガラスと非常
口、その中間は完全な空洞と、各層をそれぞれ異なる全面開口
とした大胆なデザインが興味深い。

【表
オモテ

】
京都で一般的な鰻の寝床状敷地に建つ建物の外表面は、街路に面した「オモテ面（正面・ファサード）」と街区内側に向いた「ウラ
面」、その両者に挟まれた2つの「側面」とに、おおまかに分けて考えることができる。今回対象とするのは、京都の街並みを主と
して構成するこの「オモテ面」である。これまでの回では屋根・庇・格子といった個別要素に注目してきたが、ここではそれらと
外壁面や開口部をあわせた複合体としてのオモテ面について考えてみたい。庇も格子もあり色も条例に従ったのに、何故か京都
の街並みに馴染まないとしたら、それはオモテ面に「奥行き感」が足りないためかもしれない。

⑮

③④

⑰⑲㉑

⑯⑱⑳㉒㉓
（一社）京都府建築士会
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に
な
ら
な
か
っ
た
例
外
的
な
部
分
」が
壁
で
あ
る
。

壁
と
開
口
部
は
柱
梁
の
支
配
の
も
と
等
価
で
あ

り
、
両
者
の
変
化
は
可
逆
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
外
壁
面
の
大
部
分
が
開
口
部
と
な
る
よ
う
な
壁

面
構
成
に
お
い
て
は
、
壁
面
全
体
が
開
口
部
で
あ

る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
繋
が
る
。（
①
）

も
ち
ろ
ん
、
京
都
で
は
真
壁
が
正
し
く
大
壁
は

誤
り
と
主
張
す
る
意
図
は
無
い
。
た
だ
し
、
真
壁

造
と
大
壁
造
の
外
壁
面
で
は
基
調
と
な
る
印
象
が

大
き
く
こ
と
な
る
こ
と
、
ま
た（
少
な
く
と
も
江

戸
期
以
降
）京
都
の
街
並
み
は
真
壁
造
の
町
家
を

ベ
ー
ス
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て

現
代
住
宅
の
多
く
が
大
壁
造
で
あ
る
こ
と
に
は
注

意
し
て
お
き
た
い
。

外
壁
面
の
素
材
と
色
調

町
家
の
オ
モ
テ
面
の
外
壁
は
基
本
的
に
真
壁
で

あ
り
、
壁
体
部
の
仕
上
げ
素
材
は
、
漆
喰
や
土
な

ど
左
官
に
よ
る
塗
り
壁
と
杉
板
貼
が
代
表
的
で
あ

る（
⑩
）。
ど
ち
ら
の
素
材
も（
コ
ス
ト
や
防
火
規

定
の
関
係
か
ら
）現
代
の
新
築
住
宅
で
採
用
さ
れ

る
こ
と
は
少
な
い
。
白
い
漆
喰
は
蔵
を
除
い
て
町

家
の
外
壁
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

多
く
は
引
摺
り
の
土
壁
か
、
黄
色
／
グ
レ
ー
が
か

っ
た
大
津
壁（
土
と
石
灰
の
混
合
）で
あ
る
。
杉
板

本
連
載
で
は
京
都
に
お
け
る
建
築
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
屋
根
・
庇
・
格
子
・
犬
矢
来
と
い
っ
た

い
わ
ゆ
る
京
町
家
に
特
徴
的
な
個
別
要
素
を
手
掛

り
に
考
え
て
き
た
。そ
の
京
町
家
の
オ
モ
テ
面
は
、

こ
れ
ら
の
要
素
と
外
壁
面（
軸
組
を
含
む
壁
体
部

お
よ
び
開
口
部
）と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
個

別
要
素
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
触
れ
て
き
た
の

で
、
ま
ず
は
残
る
外
壁
面
に
つ
い
て
そ
の
工
法
的

差
異
や
素
材
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
屋
根
・

庇
・
格
子
な
ど
を
加
え
た
複
合
体
と
し
て
の
オ
モ

テ
面
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

真
壁
と
大
壁

仮
に
屋
根
が
切
妻
平
入
形
で
通
り
庇
が
あ
り
同

じ
形
の
開
口
が
あ
る
建
築
で
も
、
そ
の
外
壁
が
真

壁
造
か
大
壁
造
か
に
よ
っ
て
、
受
け
る
印
象
は
大

き
く
異
な
る（
㉑
）。
お
し
な
べ
れ
ば
京
都
に
限
ら

ず
近
代
以
降
の
日
本
の
街
並
み
は
、
大
き
く
真
壁

か
ら
大
壁
に
変
化
し
て
き
た
と
い
え
る
。
京
都
に

お
け
る
街
並
み
や
建
築
の
オ
モ
テ
面
の
あ
り
方
を

考
え
る
際
に
、
素
材
や
壁
面
構
成
と
と
も
に
、
こ

の
外
壁
面
の
工
法
的
差
異
が
与
え
る
影
響
は
無
視

で
き
な
い
と
思
う
。
周
知
の
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

真
壁
と
大
壁
の
特
徴
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
整
理

し
て
お
き
た
い
。

〈
真
壁
〉
は
屋
外
に
構
造
体
が
露
出
し
て
い
る

た
め
、
木
造
建
築
に
と
っ
て
は
構
造
材
の
調
湿
・

乾
燥
の
維
持
に
有
効
で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
性
に
も
優

れ
る
。
伝
統
的
日
本
建
築
に
真
壁
が
多
い
の
は
こ

の
た
め
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
真
壁
造
は
和
風

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
。
一
方
で
露
出
し
た
構
造

体
は
火
や
水
に
対
し
て
無
防
備
で
あ
り
、
木
造
で

は
軒
を
出
す
な
ど
の
措
置
が
必
要
と
な
る
。
室
内

側
も
真
壁
と
す
る
場
合
は
、
断
熱
性
の
確
保
や
配

管
・
配
線
に
工
夫
が
い
る
場
合
が
多
い
。

対
し
て〈
大
壁
〉で
は
、外
壁
材
に
よ
っ
て
様
々

な
機
能（
防
水
・
防
火
・
断
熱
な
ど
）を
付
与
し
や

現
代
で
は
多
分
に
も
れ
ず
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
が
主
流

で
あ
る
。
古
い
町
家
の
開
口
部
が
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ

に
変
わ
り
残
念
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
例
も
多
い

が
、
真
壁
に
よ
り
分
節
さ
れ
た
他
の
壁
面
と
の
構

成
に
よ
っ
て
、
そ
の
違
和
感
を
上
手
く
軽
減
し
た

事
例
も
あ
る（
㉕
）

オ
モ
テ
面
の
構
成

京
都
の
建
築
の
オ
モ
テ
面
に
必
要
と
さ
れ
る
属

性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
京
都
の
魅

力
の
一
つ
が
職
住
の
混
在
し
た
都
市
の
賑
わ
い
に

あ
る
と
考
え
た
場
合
、
都
市
を
構
成
す
る
建
物
の

オ
モ
テ
面
は
、
閉
鎖
的
な
壁
面
で
あ
る
よ
り
も
、

内
部
の
様
子
が
街
路
に
表
出
さ
れ
や
す
い
開
放
的

な
開
口
で
あ
る
方
が
好
ま
し
い
。
理
想
は
全
面
開

口
で
あ
る
。
ま
た
壁
面
の
存
在
感
が
弱
い
ほ
ど
、

感
覚
的
に
は
全
面
開
口
に
近
づ
く
。
街
路
の
視
点

に
立
て
ば
、
グ
リ
ッ
ド
都
市
・
京
都
の
街
路
は
基

本
的
に
直
線
的
で
単
調
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と

な
る
た
め
、
オ
モ
テ
面
が
陰
影
と
凹
凸
に
富
ん
だ

物
理
的
に
も
視
覚
的
に
も
深
み
の
あ
る
表
情
を
備

え
る
こ
と
が
、
街
路
景
観
上
ま
た
賑
わ
い
の
演
出

に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。

全
面
開
口
感（
あ
る
い
は
壁
面
の
弱
さ
）や
陰

影
、
深
み
と
い
っ
た
要
素
が
創
り
だ
す
オ
モ
テ
面

の
性
質
を
、
仮
に
「
奥
行
き
感
」
と
呼
ぼ
う
。
こ

の
よ
う
な
奥
行
き
感
は
伝
統
的
町
家
の
オ
モ
テ
面

に
お
い
て
は
、
Ⅰ
真
壁
造（
露
出
し
た
軸
組
と
開

差
し
て
い
る
こ
と
で
、
全
面
開
口
の
イ
メ
ー
ジ
に

近
づ
い
て
い
る
。
㉒
の
町
家
風
住
宅
群
は
、
一
見

Ⅰ
〜
Ⅲ
の
要
素
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
が
、
開
口
比
の
低
さ
・
浅
い
庇
・
明
る
い
色
調
・

軸
組
み
と
無
関
係
に
穿
た
れ
た
丸
窓
な
ど
は
、
い

ず
れ
も
壁
面
の
存
在
感
を
強
め
、
オ
モ
テ
面
の
奥

行
き
感
を
失
わ
せ
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
。

㉓
の
上
層
部
は
庇
と
格
子
を
備
え
開
口
比
も
比

較
的
大
き
い
が
、
大
壁
造
の
白
い
壁
面
が
奥
行
き

感
を
強
く
減
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
面
街
路
の
幅

員
が
広
い
こ
と
で
、
壁
の
閉
鎖
感
と
格
子
の
と
っ

て
つ
け
た
感
は
よ
り
際
立
つ
結
果
と
な
っ
て
い

る
。
㉗
は
屋
根
及
び
庇
の
出
が
少
な
い
も
の
の
、

壁
全
面
の
格
子
に
よ
る
全
面
開
口
感
に
よ
り
、
オ

モ
テ
面
全
体
と
し
て
の
奥
行
き
感
は
十
分
に
獲
得

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑫
は
文
字
通
り
の

全
面
開
口
で
あ
る
が
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
よ
っ
て

街
路
と
の
関
係
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ

る
。
庇
の
浅
さ
と
一
階
開
口
部
の
上
の
微
妙
な
垂

れ
壁
の
存
在
も
ま
た
、
奥
行
き
感
を
減
じ
る
要
素

で
あ
ろ
う
。

⑦
の
オ
モ
テ
面
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
迫
力
あ

る
袖
壁
と
庇
で
囲
ま
れ
る
こ
と
で
全
面
開
口
感
を

発
し
て
い
る
が
、
垂
直
の
袖
壁
が
水
平
の
庇
に
勝

つ
こ
と
で
オ
モ
テ
面
の
連
続
性
は
遮
断
さ
れ
て
い

る
。
同
様
に
⑥
も
文
字
通
り
全
面
開
口
で
あ
る
こ

と
に
加
え
て
、
Ⅱ・Ⅲ
も
兼
ね
備
え
る
わ
け
だ
が
、

こ
こ
で
も
垂
直
の
袖
壁
が
垂
壁
の
庇
に
勝
っ
て
い ㉗

㉕

図1　大壁（上）と真壁（下）の開口

（一社）京都府建築士会
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す
い
他
、
壁
面
剛
性
が
と
り
や
す
く
、
壁
内
中
空

層
を
設
備
や
通
気
・
断
熱
に
活
用
し
や
す
い
等
の

利
点
が
あ
る
。
欠
点
は
真
壁
の
利
点
の
裏
返
し
で

は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
利
点
の
た
め
に
近
年
の

建
築
で
は
大
壁
造
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的

に
多
い（
⑲
）。
ま
た
特
に
防
火
上
の
要
求
が
強
い

蔵
や
城
郭
、
雨
が
か
り
の
多
い
壁
面
は　
伝
統
的

に
も
大
壁
で
あ
っ
た（
⑬
）。

真
壁
／
大
壁
は
壁
の
断
面
構
成
に
お
け
る
柱
梁

と
壁
の
関
係
に
よ
る
区
分
で
あ
る
。
柱
梁
が
壁
に

対
し
て
勝
つ
の
が
真
壁
で
あ
り
、
壁
が
勝
つ
の
が

大
壁
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
意
匠
的
な
効
果
と
し

て
は
壁
と
開
口
部
の
関
係
性
の
差
異
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
。
ま
ず
大
壁
で
は
卓
越
し
た
壁
の
存
在
が

前
提
と
な
る
。
認
識
さ
れ
る
の
は
平
滑
な
面
そ
の

も
の
で
あ
り
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
壁
面
か
ら
連

想
さ
れ
る
の
は
密
実
で
マ
ッ
シ
ブ
な
組
積
造
的
壁

体
で
あ
る
。
開
口
部
は
そ
の
強
い
壁
に
穴
が
穿
た

れ
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
。
大
壁
に
お
け
る
開

口
部
は
「
壁
に
な
ら
か
っ
た
例
外
的
な
部
分
」
で

あ
る（
㉔
、
図
１
）。

対
し
て
真
壁
に
お
い
て
は
露
出
し
た
柱
梁
が
外

壁
の
一
部
と
な
り
、
軸
組
木
造
の
骨
格
を
直
接
的

に
表
現
す
る
。
そ
の
際
重
要
な
の
は
、
垂
直
に
交

差
す
る
柱
梁
に
よ
っ
て
壁
面
が
複
数
の
区
画
に
分

節
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
各
区
画
は
理
念
的
に
は
す

べ
て
潜
在
的
な
開
口
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
そ

の
一
部
が
壁
と
し
て
塞
が
れ
る
こ
と
で
壁
面
が
で

き
あ
が
る（
図
１
）。
真
壁
に
お
い
て
は
「
開
口
部

は
た
い
て
い
焼
き
杉
か
塗
料
に
よ
っ
て
暗
い
色
彩

に
着
色
さ
れ
て
い
る
。
町
家
と
い
う
と
茶
系
や
黄

赤
系
の
色
を
連
想
し
が
ち
で
あ
り
、
景
観
条
例
で

も
そ
う
し
た
色
合
い
が「
歴
史
的
町
並
み
と
調
和
」

す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
は
黒
色

（
壁
面
で
は
黒
漆
喰
が
多
い
）も
よ
く
使
わ
れ
て
い

る（
②
）。
格
子
や
庇
、
真
壁
の
柱
梁
の
微
妙
な
凸

凹
が
作
り
出
す
大
小
の
陰
影
も
ま
た
表
情
を
形
作

る
大
き
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な

町
家
の
外
壁
面
の
基
調
は
暗
い
色
調
で
あ
る
。
比

較
的
明
る
い
の
は
塗
り
壁
の
面
で
あ
る
が
、
外
壁

面
の
中
で
占
め
る
面
積
的
割
合
は
小
さ
く
、
全
体

と
し
て
外
壁
面
は
深
い
軒
庇
の
影
に
沈
ん
で
い
る

（
⑧
。こ
の
傾
向
は
築
年
の
古
い
町
家
ほ
ど
強
い
）。

真
壁
の
壁
／
開
口
部
の
可
逆
性
と
も
相
ま
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
暗
く
沈
ん
だ
外
壁
面
で
は
、
壁
と
開

口
部
の
区
別
は
曖
昧
に
な
り
、
オ
モ
テ
面
全
体
が

開
口
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
情
が
生
ま
れ
る

（
⑤
）。

昭
和
初
期
〜
戦
後
に
は
タ
イ
ル
や
石
、
洗
い
出

し
と
い
っ
た
や
や
硬
質
な
外
壁
仕
上
げ
が
登
場
す

る
。
こ
れ
ら
の
材
料
は
ま
だ
色
ム
ラ
や
自
然
の
風

合
い
を
残
し
て
お
り
、
土
壁
や
木
と
そ
れ
な
り
に

馴
染
み
な
が
ら
、
こ
の
時
代
特
有
の
雰
囲
気
を
形

作
っ
て
い
る（
⑰
）。
も
う
少
し
時
代
が
下
が
る
と

モ
ル
タ
ル
の
大
壁
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
町
家
の
オ

モ
テ
面
の
大
壁
造
化
あ
る
い
は
看
板
建
築
化
が
急

速
に
進
む（
⑳
）。

現
代
で
は
、
コ
ス
ト
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
面
で
有

利
な
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
や
A
L
C
、
金
属
板
と
い
っ

た
材
料
で
壁
面
全
体
を
覆
う
事
例
が
多
く
な
る
。

こ
れ
ら
の
材
料
は
色
や
柄
は
多
種
多
様
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
工
業
製
品
特
有
の
均
質
さ
が
特
徴

で
あ
る
。
モ
ノ
の
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
も
、
伝

統
的
な
素
材
と
の
相
性
の
悪
さ
は
否
め
な
い
。
大

壁
化
と
並
び
、
建
築
の
オ
モ
テ
面
お
よ
び
街
並
み

の
表
情
を
変
え
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

開
口
部
は
伝
統
的
に
は
木
製
建
具
で
あ
る
が
、

口
／
壁
の
可
逆
性
）・
Ⅱ
屋
根
と
庇
の
出
・
Ⅲ
格

子
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
て
い
る
。
既
述
の
よ
う
に

Ⅰ
は
オ
モ
テ
面
が
潜
在
的
に
す
べ
て
開
口
部
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
Ⅱ
は
大
き
な
開
口
を
雨
か

ら
守
る
と
と
も
に
、
街
路
と
の
間
に
中
間
的
な
領

域
を
形
成
す
る
。
Ⅲ
は
街
路
に
開
き
つ
つ
内
部
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
Ⅱ
の
水
平
的
要
素
は
太
陽
光
に
対

す
る
影
を
落
と
し
、
Ⅲ
の
垂
直
線
は
道
行
く
人
の

視
線
に
対
す
る
陰
を
生
む
。
こ
れ
ら
の
複
合
的
作

用
に
よ
っ
て
、
町
家
の
オ
モ
テ
面
に
は
視
覚
的
・

心
理
的
・
領
域
的
な
奥
行
き
感
が
付
与
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
こ
の
「
奥
行
き
感
」
を
備
え
た
オ
モ

テ
面
こ
そ
が
京
都
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
実
際
に
京
都
に
建
つ
建

築
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

㉖
で
は
、
虫
籠
窓
の
あ
る
厨
子
二
階
の
明
る
い

塗
り
壁
面
が
目
立
つ
。
暗
く
沈
ん
だ
一
階
壁
面
と

は
対
照
的
で
あ
る
が
、
上
層
部
の
背
が
低
く
壁
が

上
下
の
庇
の
奥
に
退
い
て
い
る
限
り
で
は
、
む
し

ろ
一
階
の
暗
さ
を
引
き
立
て
る
効
果
が
あ
る
。
総

二
階
で
外
壁
面
が
強
く
主
張
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で

は
、
ス
ダ
レ
な
ど
の
陰
影
を
つ
く
る
仕
掛
け
に
よ

っ
て
奥
行
き
感
を
担
保
す
る
方
法
も
あ
る（
⑨
）。

⑮
の
二
階
壁
面
は
、
総
二
階
の
上
に
大
壁
造
と
い

う
押
し
出
し
の
強
い
も
の
で
あ
る
が
、
開
口
比
が

比
較
的
大
き
く
、
ま
た
色
が
黒
く
深
い
軒
の
影
が

る
。
こ
れ
は
延
焼
ラ
イ
ン
を
切
る
と
い
う
法
規
の

要
請
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
そ
う
で
あ
る
。「
庇
」

の
回
で
述
べ
た
よ
う
に
、
庇
下
空
間
の
連
続
性
を

重
視
す
る
な
ら
ば
、
水
平
の
庇
は
垂
直
の
袖
壁
に

勝
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
観
点
で
は

④
は
、
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
て
は
い
る
も
の
の
、
全

面
開
口
感
を
備
え
つ
つ
水
平
ラ
イ
ン
の
奥
に
垂
直

ラ
イ
ン
が
並
ん
だ
好
例
で
あ
る
。
㉘
は
同
様
に
水

平
ラ
イ
ン
の
奥
に
垂
直
ラ
イ
ン
が
連
続
し
、
か
つ

街
路
に
沿
っ
て
建
つ
。
深
い
庇
と
袖
壁
に
よ
る
全

面
開
口
感
と
奥
行
き
感
を
備
え
て
い
る
。
格
別
目

を
引
く
デ
ザ
イ
ン
で
は
な
い
が
、
丁
寧
な
配
慮
が

感
じ
ら
れ
る
良
例
で
あ
る
。

以
上
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
る
と
、
京
都
の
建

築
の
オ
モ
テ
面
の
奥
行
き
感
は
、
街
路
に
面
し
た

全
面
の
開
口（
感
）に
、
水
平
の
線
と
垂
直
の
線
を

重
ね
被
せ
ら
れ
る
こ
と
で
街
路
と
建
築
と
の
間
の

距
離
感
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
垂
直
の
線
が
水
平
の
線

に
勝
た
な
い
こ
と
が
好
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。
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