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取
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岐
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博
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●
新
し
い
住
宅
・
こ
れ
か
ら
の
建
築

　

３
月
旅
立
ち
の
時
、
本
学
岐
阜
県
立
森
林
文

化
ア
カ
デ
ミ
ー
も
卒
業
シ
ー
ズ
ン
。
卒
業
、
就

職
、
転
勤
で
引
っ
越
し
を
計
画
の
方
も
多
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
ど
ん
な
お
家
を
お

探
し
で
し
ょ
う
か
？

　

家
探
し
と
聞
い
て
、
頭
を
よ
ぎ
る
の
は
、
１

Ｋ
、
２
Ｄ
Ｋ
、
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
な
ど
と
い
う
単
語
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
住
宅
形
式
が
、

第
３
世
代
。
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
主
流
で
あ
っ
た

郊
外
型
住
宅
で
す
。

　

住
宅
の
平
均
寿
命
が
約
30
年
。
郊
外
型
の

住
宅
建
築
は
１
９
２
０
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
、
計
算
し
ま
す
と
、
今
は
第
４
世
代
と
い
う

事
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
第
４
世
代
と
呼
ば
れ
る
家

と
こ
れ
か
ら
の
建
築
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

●
こ
れ
ま
で
の
住
宅

　

第
３
世
代
住
宅
と
第
２
世
代
住
宅
を
比
較
す

る
と
、
第
３
世
代
で
は
、
庭
や
半
外
部
が
減
少

ま
た
は
無
く
な
り
、
窓
が
小
さ
く
な
っ
て
、
中

の
様
子
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
効
率
と

省
エ
ネ
を
求
め
た
結
果
、
寛
容
さ
を
無
く
し
て

い
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
反
省
に
立
っ
た
第
４
世
代
住
宅
が
目
指

す
方
向
は
、
街
へ
連
続
し
て
ゆ
く
生
活
空
間
の

あ
る
家
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
住
宅
の
閉
鎖
性
を

開
き
、
街
と
住
宅
を
つ
な
げ
、
人
に
優
し
い
都

市
空
間
と
開
か
れ
た
住
宅
を
創
る
こ
と
な
の
で

す
。

●
“
つ
な
げ
る
”
取
り
組
み

　

そ
れ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
生
活
空
間

の
つ
な
が
り
を
確
保
し
た
家
と
は
、
ど
ん
な
家

な
の
で
し
ょ
う
か
？
第
２
世
代
の
様
に
、
庭
や

半
外
部
を
復
活
さ
せ
て
窓
を
大
き
く
す
れ
ば
、

第
４
世
代
の
家
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
ん

な
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
学
で
は
、
第
２
世
代
と
第
４
世
代

住
宅
の
ユ
ー
ザ
ー
を
木
材
に
よ
っ
て
つ
な
げ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
※
１
「
リ
サ
イ
ク
ル
材
活
用
小
屋

造
り
」
に
、
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
活
用
す
る

材
料
は
古
い
第
２
世
代
住
宅
の
建
材
と
、
木
材

を
含
む
自
然
素
材
や
廃
材
な
ど
、
現
在
そ
し
て

こ
れ
か
ら
嗜
好
さ
れ
る
第
４
世
代
の
建
材
の
両

方
で
す
。

●
木
材
が
取
り
持
つ
縁

　

こ
こ
で
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
軸
に
な
る
の

が
木
材
で
す
。
ど
う
や
っ
た
ら
つ
な
が
る
か
を

実
験
し
て
ゆ
く
の
で
す
か
ら
、
家
の
近
く
に
ふ

ん
だ
ん
に
あ
り
、
誰
も
が
よ
く
知
っ
て
い
て
、

間
違
っ
て
も
直
し
や
す
く
、
何
度
で
も
ト
ラ
イ

で
き
る
材
料
。
森
林
県
の
岐
阜
で
、
再
生
可
能

資
源
で
あ
る
木
材
が
、
格
好
の
材
料
で
す
。

　

又
、
今
回
の
鍵
は
、
木
材
で
も
古
材
、
端
材
、

廃
材
と
、
ど
ち
ら
の
参
加
者
に
と
っ
て
も
覚
え

の
あ
る
木
材
を
数
種
揃
え
た
と
こ
ろ
で
す
。
記

憶
に
残
る
木
材
利
用
の
知
恵
と
、
若
者
世
代
が

イ
メ
ー
ジ
す
る
生
活
空
間
は
、
１
つ
の
建
物
に

合
体
さ
せ
る
と
、
皆
に
優
し
い
、
そ
し
て
新
し

い
建
築
空
間
を
生
み
出
し
ま
す
。

●
地
域
社
会
へ
貢
献
す
る
建
築

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
呼
応
し
、
人
間
の
生
活

を
支
え
る
優
し
い
建
築
。
第
３
世
代
の
省
エ
ネ

と
長
寿
命
化
を
突
き
詰
め
る
と
、
住
宅
は
個
人

の
所
有
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
共
性
を
強
め
ま

す
。
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
の
は
、そ
ん
な
ユ
ー

ザ
ー
や
地
域
社
会
へ
貢
献
す
る
建
築
。
皆
さ
ん

も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
一
員
と
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
建
築
創
り
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ ▲自分達の場所をつくる

　小さな大工さん

▲若者が約１７０年前の材料に挑戦

▲異世代間の共同作業

※
１　

若
者
（
第
４
世
代
）
が
、
地
域
の
お
年
寄
り
（
第
２
世
代
）
の
叡
智
と
技
術
に
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
な
が
ら
、
第
４
世

代
た
る
“
つ
な
げ
る
”
建
物
を
設
計
し
建
て
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
平
成
25
年
か
ら
始
ま
り
今
年
で
４
年
目
、
遠
く
か

ら
も
参
加
者
続
出
。
誰
で
も
集
え
、
異
世
代
間
の
交
流
が
で
き
る
休
憩
所
を
木
造
住
宅
の
技
術
と
材
料
で
設
計
・
施
工
。

※
編
集
者
よ
り　

森
林
の
た
よ
り
２
月
号
（
№
７
４
９
）

５
ペ
ー
ジ
の
当
コ
ー
ナ
ー
写
真
説
明
「
ワ
ラ
ビ
の･･･

」

に
つ
き
ま
し
て
、
正
し
く
は
「
ゼ
ン
マ
イ
の･･･

」
の

誤
り
で
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
訂
正
し
、
お
詫

び
致
し
ま
す
。
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