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茅
野
市
宮
川
出
身
の
建
築
家
、
建
築
史
家
の
藤

森
照
信
さ
ん（
�
）が
昨
秋
、
ち
の
観
光
ま
ち
づ
く

り
推
進
機
構
主
催
の
企
画
で
市
民
と
と
も
に
同
市

豊
平
の
尖
石
遺
跡
、
与
助
尾
根
遺
跡
に
ほ
ど
近
い

場
所
に
竪
穴
住
居
「
古
過
庵
」
を
造
っ
た
。
縄
文

時
代
の
暮
ら
し
を
紐
解
く
ヒ
ン
ト
が
感
じ
ら
れ
る

建
物
と
し
て
今
後
、
様
々
な
活
用
が
見
込
ま
れ

る
。
藤
森
さ
ん
が
こ
の
住
居
で
大
切
に
し
た
の
は

断
熱
、
防
寒
に
よ
っ
て
冬
で
も
十
分
に
生
活
で
き

る
居
住
空
間
だ
っ
た
。

周
囲
の
自
然
か
ら
調
達
で
き
る
材
料
を
使
っ
て

建
て
た
住
居
の
特
徴
は
土
の
壁
。
冬
場
の
冷
た
い

空
気
を
防
ぐ
た
め
、
隙
間
の
な
い
壁
造
り
に
取
り

組
ん
だ
。
座
布
団
は
動
物
の
毛
皮
を
使
用
し
た

が
、
毛
皮
の
暖
か
さ
は
想
像
以
上
だ
っ
た
。
対
談

相
手
の
小
林
光
さ
ん
（
�
）
は
現
代
よ
り
も
ず
っ

と
少
な
い
熱
量
で
一
定
の
快
適
性
を
保
つ
空
間
づ

く
り
や
知
恵
に
驚
い
て
い
た
。
藤
森
さ
ん
は
「
素

晴
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
性
の
あ
る
土
器
や
土
偶
を
作

っ
た
縄
文
人
が
あ
ば
ら
家
の
よ
う
な
粗
末
で
隙
間

だ
ら
け
の
家
で
我
慢
し
た
と
は
思
え
な
い
」
と
語

っ
た
。

小
学
校
２
年
の
時
に
生
家
の

改
修
を
手
伝
い
、
建
築
の
面
白

さ
を
知
っ
た
藤
森
さ
ん
。
世
界

的
な
建
築
家
の
原
点
は
や
は
り

地
元
茅
野
市
に
あ
り
、
地
元
の

友
人
の
支
え
が
活
躍
の
源
に
も

な
っ
て
い
る
。
「
茶
室
に
は
建

物
の
本
質
が
あ
る
」
と
も
語
る

藤
森
さ
ん
は
、
建
築
を
通
じ
て

自
然
と
工
業
力
、
科
学
技
術
の

間
の
矛
盾
を
、
調
和
さ
せ
よ
う

と
す
る
試
み
を
続
け
て
い
る
。

（
野
村
知
秀
）
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小
林
光
さ
ん
対
談
企
画

建築家、建築史家
藤森照信さんと語る

竪
穴
住
居
「
古
過
庵
」
で
建
築
に
込
め
る
思
い
な
ど
に
つ
い
て

語
る
藤
森
照
信
さ
ん
�
２
０
２
４
年
�
月
�
日
、
茅
野
市
豊
平
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東
京
・
欧
州
の
建
物
に
憧
れ

小
林

建
築
に
関
心
を
持
っ
た
の
は

い
つ
頃
か
ら
で
し
た
か
。

藤
森

小
学
校
２
年
の
時
で
す
ね
。

茅
野
市
宮
川
に
あ
る
実
家
は
江
戸
時
代

の
民
家
で
し
た
が
、
建
て
替
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
私
の
叔
父
さ

ん
が
大
工
を
し
て
い
ま
し
て
ね
、
実
家

に
住
み
込
ん
で
工
事
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
際
、
私
に
手
伝
え
と
い
う
の

で
す
。
最
初
は
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
し

な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
と
思
い
ま
し
た

が
、
叔
父
さ
ん
が
あ
ま
り
に
も
真
剣
に

教
え
て
く
れ
る
の
で
、
な
ん
だ
か
面
白

く
な
っ
て
き
ま
し
て
ね
。
こ
れ
が
原
点

で
し
ょ
う
。

小
林

藤
森
さ
ん
の
書
籍
を
愛
読
し

て
い
ま
す
。
古
い
建
築
と
昭
和
の
モ
ダ

ン
建
築
に
関
心
を
お
持
ち
の
よ
う
で
す

ね
。
そ
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。

藤
森

一
言
で
い
え
ば
憧
れ
で
す
。

子
ど
も
の
頃
、
周
囲
の
民
家
は
江
戸
時

代
か
ら
の
建
築
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
学
校
や
病
院
は
洋
館
で
し
た
。
そ

う
し
た
施
設
の
先
に
東
京
が
あ
り
、
さ

ら
に
先
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
あ
る
。
そ
う

思
っ
て
い
ま
し
た
。

小
林

国
内
外
に
数
々
の
作
品
を
残

し
て
き
た
藤
森
さ
ん
で
す
が
、
地
元
に

も
多
く
の
建
築
物
が
あ
り
ま
す
。
地
元

に
建
て
る
こ
と
へ
の
特
別
な
思
い
は
あ

り
ま
す
か
。

藤
森

木
材
に
つ
い
て
は
地
元
に
あ

る
旧
知
の
建
材
屋
さ
ん
や
製
材
屋
さ
ん

に
頼
ん
で
い
ま
す
。
地
元
だ
け
で
な

く
、
全
国
で
仕
事
を
す
る
際
も
製
材
は

地
元
に
頼
ん
で
い
ま
す
。
山
の
木
を
建

築
に
使
い
た
い
か
ら
で
す
。
こ
だ
わ
り

を
持
っ
て
山
の
木
を
使
お
う
と
す
る

と
、
頼
め
る
の
は
地
元
の
製
材
屋
さ
ん

で
す
ね
。
地
元
で
の
建
築
は
依
頼
が
あ

る
の
も
そ
う
で
す
が
、
友
達
の
存
在
が

大
き
い
で
す
。

小
林

建
築
に
対
す
る
今
の
風
潮
を

ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。

藤
森

建
築
の
大
切
さ
っ
て
昔
の
人

の
方
が
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
思
い
ま

す
ね
。
家
が
建
つ
と
、
知
り
合
い
を
集

め
、主
人
が
建
築
で
こ
だ
わ
っ
た
点
を
来

客
に
伝
え
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。建
築

に
か
か
わ
る
お
金
は
非
日
常
の
は
ず
で

す
が
、
今
は
関
心
を
持
た
な
い
方
が
増

え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
３
万
円

の
服
を
買
う
際
に
た
く
さ
ん
の
お
店
を

巡
っ
て
決
め
る
の
に
３
０
０
０
万
円
の

家
を
建
て
る
と
な
っ
て
も
あ
ま
り
時
間

を
掛
け
ず
に
業
者
さ
ん
の
言
う
が
ま
ま

で
す
。も
っ
た
い
な
い
で
す
ね
。家
は
人

生
最
大
の
買
い
物
。も
っ
と
関
心
を
持
っ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

茶
室
に
建
物
の
本
質

小
林

藤
森
さ
ん
の
作
品
に
は
茶
室

が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
茶
室
に
ど

の
よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
て
い
ま
す
か
。

藤
森

茶
室
に
は
狭
い
な
が
ら
も
建

物
の
本
質
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
原
形

と
言
い
換
え
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
最

初
に
建
築
を
理
論
的
に
と
ら
え
た
の
は

古
代
ロ
ー
マ
人
で
す
。
古
代
ロ
ー
マ
時

代
の
建
築
家
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
が
書

い
た
「
建
築
十
書
」
は
世
界
最
古
の
建

築
理
論
書
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
モ
ナ

・
リ
ザ
」
な
ど
精
巧
な
絵
画
を
残
し
た

画
家
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ン
チ
は

こ
の
書
籍
か
ら
有
名
な
「
ウ
ィ
ト
ル
ウ

ィ
ウ
ス
的
人
体
図
」
を
描
き
ま
し
た
。

日
本
で
は
千
利
休
が
手
掛
け
た
茶
室
が

日
本
の
伝
統
的
な
建
築
様
式
の
一
つ

「
数
寄
屋
造
り
」
の
原
点
と
な
り
ま
し

た
。
そ
う
し
た
歴
史
を
背
景
に
建
築
を

見
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

小
林

こ
の
度
、
茅
野
市
の
尖
石
遺

跡
、
与
助
尾
根
遺
跡
に
ほ
ど
近
い
こ
の

場
所（
青
少
年
自
然
の
森
）に
竪
穴
住
居

を
造
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

藤
森

こ
の
竪
穴
住
居
、
居
心
地
い

い
で
し
ょ
。
縄
文
人
は
こ
の
地
に
集
落

を
つ
く
り
ま
し
た
。豊
か
な
水
、北
八
ケ

岳
か
ら
霧
ケ
峰
、和
田
峠
に
か
け
て
の
一

帯
で
質
の
い
い
黒
曜
石
が
大
量
に
採
れ

た
こ
と
な
ど
要
因
は
数
多
く
あ
り
ま
す

が
、
冬
で
も
あ
る
程
度
居
心
地
よ
く
暮

ら
せ
る
住
居
を
造
れ
た
か
ら
と
い
う
理

由
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
茅
野
に
は
日
本
の
建
築
の
原
型

が
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま

す
。全
国
で
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
縄
文

時
代
の
竪
穴
住
居
が
復
元
さ
れ
て
い
ま

す
が
、多
く
は
す
き
ま
だ
ら
け
の
あ
ば
ら

家
の
よ
う
で
す
。そ
の
よ
う
な
住
居
で
は

と
て
も
冬
は
越
せ
ま
せ
ん
。
縄
文
人
は

断
熱
を
考
え
て
い
た
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
こ
の
竪
穴
住
居
に
込
め
ま
し
た
。

小
林

縄
文
人
は
知
恵
を
絞
り
、
暮

ら
し
や
す
く
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

藤
森

縄
文
時
代
は
約
１
万
年
も
続

き
ま
し
た
。
し
か
も
、
あ
れ
ほ
ど
素
晴

ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
力
を
持
っ
た
土
器
、

土
偶
を
作
っ
た
人
た
ち
で
す
よ
。
そ
ん

な
人
た
ち
が
あ
ば
ら
家
で
我
慢
で
き
た

と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
の
で
す
。

自
然
か
ら
調
達
で
き
る
材
料
を
使
い
、

石
器
な
ど
当
時
の
道
具
と
技
術
力
を
用

い
て
つ
く
っ
た
空
間
は
相
当
レ
ベ
ル
の

高
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

小
林

実
際
に
造
っ
て
み
て
ど
ん
な

気
づ
き
が
あ
り
ま
し
た
か
。

藤
森

こ
の
竪
穴
住
居
で
は
「
防

寒
」
を
大
切
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
は

隙
間
か
ら
風
が
入
っ
て
は
だ
め
で
、
冷

た
い
空
気
を
防
ぐ
に
は
穴
を
掘
り
、
土

壁
に
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か

ら
毛
皮
。
動
物
の
毛
皮
の
暖
房
効
果
は

相
当
な
も
の
で
す
ね
。

小
林

は
い
。
毛
皮
の
座
布
団
に
座

っ
て
み
て
、
そ
の
暖
か
さ
に
驚
き
ま
し

た
。
中
心
部
の
い
ろ
り
は
あ
ま
り
大
き

く
な
い
で
す
が
、
現
代
の
薪
ス
ト
ー
ブ

よ
り
も
ず
っ
と
少
な
い
熱
量
で
こ
の
暖

か
さ
を
実
現
し
て
い
ま
す
。
冬
を
生
き

る
縄
文
人
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
す
。
縄

文
時
代
の
技
術
だ
け
で
十
分
に
暖
か
く

暮
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
実
証

は
現
代
生
活
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

藤
森

そ
う
で
す
ね
。
住
ま
い
は
ち

ゃ
ん
と
造
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
は

あ
り
ま
す
。
簡
単
に
選
ば
す
、
居
心
地

よ
い
空
間
づ
く
り
の
た
め
に
努
力
し
て

ほ
し
い
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
断
熱
。
初

期
投
資
は
大
き
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の

家
で
過
ご
す
時
間
の
長
さ
を
考
え
れ
ば

大
事
に
す
べ
き
点
で
す
。

自
然
の
木
が
発
す
る
情
報

小
林

茅
野
市
に
建
て
た
我
が
家
で

次
世
代
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
上
回
る

断
熱
性
を
実
現
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
上

の
断
熱
や
発
電
の
た
め
、
９
０
０
万
円

ほ
ど
余
分
に
工
事
費
が
掛
か
り
ま
し
た

が
、
補
助
金
を
活
用
し
た
た
め
実
質
的

な
負
担
増
は
約
６
０
０
万
円
。
高
性
能

化
に
投
資
し
た
資
金
の
回
収
期
間
を
試

算
し
た
と
こ
ろ
、�
年
を
下
回
り
ま
し

た
。
建
物
の
寿
命
よ
り
も
は
る
か
に
短

い
期
間
で
断
熱
性
な
ど
の
初
期
投
資
を

回
収
で
き
ま
す
。
家
づ
く
り
で
断
熱
以

外
に
も
ポ
イ
ン
ト
は
あ
り
ま
す
か
。

藤
森

部
屋
か
ら
屋
外
に
出
る
ま
で

の
間
に
引
き
戸
が
あ
り
、
窓
の
下
枠
が

床
面
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
と
な
っ
て
い
る

掃
き
出
し
窓
が
あ
る
こ
と
。
そ
の
先
に

外
が
あ
る
と
い
う
連
続
性
を
守
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
室
内
に
は
木

を
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
自
然
の
中
で

育
ま
れ
た
木
は
い
ろ
ん
な
情
報
を
持
っ

て
い
ま
す
。
不
規
則
性
と
か
、
ぬ
く
も

り
と
か
、
へ
こ
み
と
か
。
木
に
対
す
る

そ
う
し
た
感
覚
を
大
切
に
し
、
で
き
れ

ば
無
垢
材
を
利
用
し
て
ほ
し
い
で
す
。

小
林

そ
の
心
は
な
ん
で
す
か
。

藤
森

私
は
信
州
で
育
ち
、
無
意
識

の
中
に
自
然
と
工
業
力
や
科
学
技
術
と

の
間
の
矛
盾
を
感
じ
て
育
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
大
人
に
な
り
、
そ
の
矛
盾

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

同
時
に
何
と
か
調
和
で
き
な
い
か
と
い

う
挑
戦
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

小
林

自
然
や
生
態
系
に
つ
い
て
知

り
、
関
心
を
持
つ
人
が
増
え
れ
ば
増
え

る
ほ
ど
環
境
を
大
事
す
る
こ
と
の
価
値

に
気
が
付
き
ま
す
。
そ
う
し
た
価
値
に

お
金
を
払
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に

環
境
に
い
い
技
術
が
生
ま
れ
、発
展
し
、

自
然
と
人
間
の
い
い
調
和
が
図
ら
れ
る

と
思
う
の
で
す
。
た
だ
た
だ
緑
を
増
や

せ
ば
い
い
と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。

藤
森

そ
の
通
り
で
す
。
緑
を
た
だ

増
や
せ
ば
い
い
と
い
う
、
そ
ん
な
単
純

な
も
の
で
は
な
い
で
す
よ
。
産
業
革
命

以
降
の
環
境
負
荷
の
話
が
よ
く
さ
れ
ま

す
が
、
産
業
革
命
以
降
の
技
術
が
ど
れ

ほ
ど
人
間
を
救
っ
た
の
か
と
い
う
点
も

大
事
で
す
。
そ
の
上
で
自
然
と
工
業

力
、
科
学
技
術
と
の
調
和
を
考
え
る
べ

き
で
す
。
緑
に
覆
わ
れ
た
高
層
建
築
と

い
う
発
想
だ
っ
て
あ
っ
て
い
い
と
思
い

ま
す
。

小
林

な
る
ほ
ど
。

藤
森

そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
（
尖
石

・
与
助
尾
根
遺
跡
周
辺
）
は
本
当
に
い

い
眺
め
だ
な
あ
。

小
林

縄
文
人
も
外
を
眺
め
、
同
じ

よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
た
の
で
し
ょ

う
。
現
代
を
生
き
る
人
も
、
そ
の
気
持

ち
を
持
て
る
と
思
い
ま
す
。

地元の茅野市宮川高部に建つ藤森照信さんの作品群

日本建築の原型は縄文・八ケ岳に

藤
森

照
信
さ
ん

対
談

小
林

光
さ
ん

藤森 照信さん ７８

建築家、建築史家。東
京大学名誉教授。東京
都江戸東京博物館館長縄文住居はレベル高いはず

自然と科学技術との調和をさせよう自然と科学技術との調和をさせよう
藤森照信さんが昨秋、茅野市の与助尾根遺跡近くに新たに手掛けた竪穴
住居「古過庵」の中で語る藤森さん�と小林光さん

�

��年�月�日

小林 光さん ７５

元環境省環境事務次官。東京大先端
科学技術研究センター研究顧問。茅
野市行政アドバイザー（環境分野）


