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昭
和
建
築
の
系
譜

昭和改元から間もなく100年を迎える。
戦前から戦後へ、 そして高度経済成長期
を経て日本が飛躍的な発展を遂げた「 昭
和 」。その時代に憧憬を抱き、背景に流れ
ていた多様なカルチャーを懐古する空気が
広がっている。
建築も時代のすう勢に呼応し、変遷を続け
てきた。関東大震災からの復興に始まり、
世界大戦の敗戦を乗り越えた驚異的な再
生、そして異 様な熱 気を帯びながら平 成
へ、建築は変わりゆくこの国の風景を形づ
くってきた。
「 昭和 」とはどのような時代だったのか。建
築史家・倉方俊輔氏とともに、「レトロ」と

「 モダン」という視点を糸口に、昭和建築
を概観する。その先に令和の建築が進む
べき道が見えてくる。

レ
ト
ロ
と
モ
ダ
ン
の
視
点
か
ら
昭
和
の
建
築
を
語
る
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建
築
の
レ
ト
ロ
と
モ
ダ
ン

︱
は
じ
め
に「
レ
ト
ロ
」と「
モ
ダ
ン
」と

い
う
視
点
か
ら
昭
和
の
建
築
を
見
直
し

た
い
の
で
す
が
、そ
の
観
点
に
つ
い
て
整

理
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　
「
レ
ト
ロ
」と
は
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
、つ
ま
り
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。専
門
的
な
用
語
で
は

な
く
、雰
囲
気
で
使
う
こ
と
が
多
い
で
す

よ
ね
。そ
の
対
象
が
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ

う
に
存
在
し
て
い
た
の
か
。建
築
で
い
え

ば
、例
え
ば
銀
行
や
学
校
は
ど
の
よ
う
な

あ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
、そ
の「
ら
し

さ
」に
則
っ
て
つ
く
ら
れ
た
建
物
を
、レ

ト
ロ
と
評
価
で
き
る
で
し
ょ
う
。一
方
、

「
モ
ダ
ン
」は
ま
さ
し
く「
た
っ
た
今
」

と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
。「
ら
し
さ
」

や「
過
去
に
ど
う
あ
っ
た
の
か
」を
忘
れ

て
、新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
。

現
在
を
見
据
え
る
建
築
が
モ
ダ
ン
で
す
。

　

モ
ダ
ン
建
築
は
、機
能
性
や
経
済
性
、

合
理
性
を
突
き
詰
め
た
建
築
様
式
で
す

が
、私
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム（
ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ

︲
ｉ
ｓ
ｍ
）建
築
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り

使
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
イ
ズ
ム
」で
あ
る
限

り
、そ
こ
に「
主
義
」が
介
在
す
る
。モ
ダ

ン
建
築
は
主
義
主
張
で
は
な
く
、新
し
い

も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
現
象
そ
の

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。も
っ
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
昭

和
の
建
築
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

︱
明
治
・
大
正
か
ら
戦
前
ま
で
が「
レ
ト

ロ
」、戦
後
に
始
ま
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が

「
モ
ダ
ン
」と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。

戦
前
と
戦
後
、日
本
の
建
築
は
第
二
次
世

界
大
戦
を
境
に
大
き
く
変
遷
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

　

昭
和
の
建
築
は
関
東
大
震
災
の
復
興

が
起
点
に
な
り
ま
す
。戦
前
は
、明
治
・

大
正
期
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
石
造

や
煉
瓦
造
の
品
格
を
も
っ
た「
ら
し
さ
」

を
踏
襲
し
て
、建
築
の
カ
タ
チ
を
決
定

す
る
時
代
で
し
た
。そ
こ
に
、火
災
や
地

震
に
耐
え
う
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト（
Ｒ

Ｃ
）の
技
術
が
急
速
に
普
及
し
ま
す
。石

材
や
煉
瓦
は
構
造
を
制
約
し
ま
す
が
、Ｒ

Ｃ
は
ラ
ー
メ
ン
構
造
の
躯
体
に
、自
由
に

意
匠
を
ま
と
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。建
築
家
の
腕
の
見
せ
所
で
す
。西
洋

風
の
建
物
に
日
本
風
の
屋
根
を
載
せ
た

九
段
会
館
を
は
じ
め
と
す
る「
帝
冠
洋

式
」と
い
っ
た
建
築
も
登
場
し
ま
し
た
。

戦
前
は
、日
本
の
建
築
が
自
信
を
得
て
、

西
洋
一
辺
倒
で
は
な
い
ス
タ
イ
ル
の
広
が

り
を
見
せ
た
時
代
で
す
。

戦
後
に
始
ま
る
新
し
い
建
築

︱
レ
ト
ロ
か
ら
更
に
自
立
し
た
日
本
の

建
築
が
勃
興
し
た
と
こ
ろ
で
、日
本
は
終

戦
を
迎
え
ま
す
。

　

敗
戦
を
経
験
し
た
日
本
は
、戦
前
の

国
の
あ
り
方
に
つ
い
て
反
省
を
始
め
、よ

り
合
理
的
か
つ
科
学
的
な
考
え
方
に
変

遷
し
ま
し
た
。戦
後
の
建
築
は
そ
う
し
た

背
景
を
踏
ま
え
な
が
ら
、戦
災
復
興
か
ら

し
も
そ
う
で
は
な
い
。ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建

築
は
モ
ダ
ン
建
築
の
延
長
に
あ
り
、更
に

拡
張
し
て
い
っ
た
潮
流
。多
様
性
に
回
答

し
よ
う
と
す
る
志
向
も
あ
り
ま
す
。単
純

な
対
立
構
造
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。

︱「
敗
戦
」が
昭
和
の
そ
の
後
を
占
う
分

岐
点
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

　

敗
戦
で
日
本
は
、依
っ
て
立
つ
基
盤
を

失
い
ま
し
た
。そ
れ
を
今
後
は「
つ
く
る

し
か
な
い
」と
い
う
国
民
的
な
総
意
が

始
ま
り
ま
す
。

　
こ
の
時
代
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
が

「
国
際
」と
い
う
言
葉
で
す
。あ
ら
ゆ
る

分
野
で
、戦
後
復
興
を
超
え
て
国
際
社

会
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト

が
時
代
の
潮
流
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
頂

点
と
な
っ
た
の
が
、一
九
六
四
年
の
東
京

五
輪
や
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
で
す
。

建
築
界
に
お
い
て
も
モ
ダ
ン
建
築
が
主

流
と
な
り
、世
界
の
建
築
に
影
響
を
与
え

る
建
築
家
が
登
場
し
ま
し
た
。そ
の
先
端

を
走
り
、日
本
の
モ
ダ
ン
建
築
を
け
ん
引

し
た
の
が
前
川
國
男
や
坂
倉
準
三
、丹
下

健
三
ら
で
す
。建
築
は
Ｒ
Ｃ
の
飛
躍
的
な

進
化
に
よ
っ
て「
新
し
い
構
造
が
新
し
い

空
間
を
生
み
出
す
」こ
と
を
体
現
し
始
め

ま
す
。東
京
文
化
会
館
や
東
京
カ
テ
ド
ラ

ル
聖
マ
リ
ア
大
聖
堂
、国
立
代
々
木
競
技

場
の
第
一
体
育
館
な
ど
は
そ
の
象
徴
。複

雑
か
つ
自
由
な
形
態
は
、世
界
的
に
も
注

目
を
集
め
ま
し
た
。そ
う
し
た
建
築
は
、

日
本
が
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
こ
と
を

見
事
に
証
明
し
て
み
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、七
〇
年
代
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
建
築
が
世
界
的
に
提
唱
さ
れ
、日
本
で

も
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
が
姿
を
現
し
ま
し

た
。ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
反
モ
ダ
ン
と
し
て

語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、必
ず

Shunsuke Kurakata
倉方 俊輔

1934年に、昭和天皇の御
大典を記念して建てられた旧
九段会館。西洋風の建物に
瓦屋根を載せた帝冠洋式の
外観が特徴。登録有形文化
財である建物を、一部保存し
ながら建て替え、2022年に
九段会館テラスとしてオープン
した
上／保存・復原した正面エン
トランス
下／昭和初期のモダニズムを
感じさせるバンケットルーム

（いずれも提供：東急不動産
㈱）

ポストモダン建築。左／磯崎新が設計した北九州市立美術館。右／石井和紘＋難波和彦が設計した54の窓（いずれも提供：倉方俊輔氏）

1921年にフランク・ロイド・ライトが設計した学校建築、自由学園明日館。左／食堂の椅子とテーブルは、弟子である遠藤新のデザイン。右／前面の幾何学的な装飾の大き
な窓が特徴（撮影：山田新治郎）

東京都生まれ。大阪公立大学大学院
工学研究科教授。建築史の研究や批
評に加え、「東京建築祭」実行委員長、

「イケフェス大阪」「京都モダン建築
祭」実行委員を務めるなど、建築と社会
を近づけるべく活動中。『東京レトロ建
築さんぽ』『東京モダン建築さんぽ』（以
上、エクスナレッジ刊）『東京建築みる・
あるく・かたる』（共著・京阪神エルマ
ガジン社）など著書多数
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丹下健三が設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂。モダン建築の黄金期を代表する
教会（撮影：山田新治郎）

あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。更
に
明
治
維

新
の
時
の
よ
う
な
、「
国
際
」は
西
洋
文

化
だ
け
に
由
来
す
る
と
い
う
価
値
観
は

既
に
あ
り
ま
せ
ん
。ア
ジ
ア
を
含
め
た
本

来
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
概
念
が
生

ま
れ
て
い
ま
し
た
。制
度
や
憲
法
が
整
備

さ
れ
て
い
て
も
、お
城
の
よ
う
な
建
築
物

し
か
建
っ
て
い
な
け
れ
ば
、こ
の
国
と
は

対
等
に
話
が
で
き
な
い
と
世
界
的
に
判

断
さ
れ
ま
す
。建
築
は
そ
う
し
た
評
価
軸

に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

建
築
は
、日
本
的
で
あ
り
な
が
ら
国
際

的
な
も
の
、そ
の
両
者
に
共
通
す
る
事
項

を
求
め
始
め
、建
築
家
は
そ
の
要
請
に
応

え
よ
う
と
し
ま
す
。社
会
的
に「
つ
く
っ

て
も
い
い
」雰
囲
気
が
あ
れ
ば
、多
様
な

表
現
を
駆
使
し
て
新
し
い
建
築
を
目
指

す
。モ
ダ
ン
建
築
に
お
い
て
も
機
能
性
の

な
か
に
抽
象
的
な
表
現
を
取
り
入
れ
て
、

ア
ー
ト
と
は
異
な
る
地
平
で
斬
新
な
創

造
に
挑
ん
で
い
ま
し
た
。

　

メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
の
象
徴
と
さ
れ
る
中

銀
カ
プ
セ
ル
タ
ワ
ー
ビ
ル
に
し
て
も
、機

能
性
だ
け
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、カ

プ
セ
ル
が
ラ
ン
ダ
ム
に
取
り
付
け
ら
れ
る

必
要
は
な
か
っ
た
。設
計
し
た
黒
川
紀
章

は
、建
物
を
機
能
的
に
見
せ
な
が
ら
未
来

的
に「
表
現
」し
よ
う
と
し
て
い
た
節
が

あ
り
ま
す
。ど
う
す
れ
ば
カ
ッ
コ
よ
く
見

え
る
か
、そ
れ
を
考
え
る
こ
と
も
建
築
家

の
仕
事
な
ん
で
す
。

「
夢
」が
け
ん
引
す
る

七
〇
年
代
の
建
築

︱
戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
を
経

て
、七
〇
年
代
に
入
る
と
ま
た
新
た
な

「
昭
和
」の
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た
よ
う

に
思
え
ま
す
。

　

確
か
に
七
〇
年
代
は
世
界
的
に
も
激

動
の
時
代
と
い
え
ま
す
よ
ね
。ベ
ト
ナ
ム

戦
争
や
学
生
運
動
、オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と

い
っ
た
出
来
事
に
対
峙
し
て
、今
ま
で
の

社
会
の
仕
組
み
は
欺
瞞
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
い
が
芽
生
え
ま
し
た
。日

本
は「
国
際
」が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
っ
た
時

代
が
終
焉
し
、国
際
的
な
視
野
か
ら
個
人

の
営
み
へ
、国
内
や
身
近
な
環
境
で
起
き

る
事
象
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
き

ま
す
。「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」や

「
ア
ン
ノ
ン
族
」と
い
っ
た
惹
句
が
象
徴

的
で
し
ょ
う
。

　

建
築
も
巨
大
な
建
築
物
だ
け
で
は
な

く
、小
規
模
な
対
象
で
も
過
去
の
モ
チ
ー

フ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
動

き
ま
す
。例
え
ば
個
人
住
宅
に
お
い
て
、

伊
藤
豊
雄
や
安
藤
忠
雄
が
建
築
の
多
様

性
に
応
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。建
築
物
に

従
来
と
は
異
な
る
価
値
を
付
与
す
る
試

み
は
、謎
め
い
た
軽
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ

る
建
築
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
す
。

︱
昭
和
初
期
か
ら
敗
戦
を
挟
ん
で
後
期

に
い
た
る
ま
で
、建
築
が
熱
気
を
失
う
こ

と
な
く
創
造
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
、

そ
の
原
動
力
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
？

　

昭
和
に
は「
夢
」を
見
る
余
地
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。初
期
に
は

ア
ジ
ア
の
盟
主
に
な
る
と
い
う
夢
を
も
っ

て
、日
本
ら
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
な
が

ら
西
洋
に
伍
し
て
い
こ
う
と
す
る
帝
冠

様
式
が
あ
っ
た
。戦
後
は
ゼ
ロ
か
ら
つ
く

る
こ
と
に
な
っ
て
、国
際
的
な
舞
台
に
復

帰
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
。日
々
進
化

す
る
技
術
と
強
い
意
志
を
も
っ
て
、従
前

と
は
異
な
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
、ま
だ
見
ぬ
社
会
へ
の
夢
が
昭

和
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

一
方
で
、今
は
そ
の
夢
が
希
薄
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。昭
和
に

対
す
る
憧
れ
を
感
じ
る
背
景
に
は
、そ
う

し
た
感
覚
が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。夢
の
あ
り
方
が
多
様
化
し
て
い
る

と
も
い
え
ま
す
が
、機
能
を
満
た
し
安
全

安
心
を
担
保
し
て
い
れ
ば
、そ
し
て
社
会

的
な
意
義
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、否
定
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
動
機
か

ら
建
築
が
始
ま
っ
て
い
る
。あ
る
意
味
新
し

い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
勇
気
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

︱
そ
の
夢
や
勇
気
を
取
り
戻
す
た
め

に
建
築
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ

う
？

　

建
築
は
社
会
の
も
の
で
す
。日
本
が
、

あ
る
い
は
わ
が
ま
ち
が
、建
築
を
通
し
て

ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
か
を
意
識

し
な
お
す
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

丹下健三が設計した国立代々木競技場。世界で初めて鋳鉄を構
造材に用いるなど、構造とデザインがハイレベルに融合している

（撮影：山田新治郎）

黒川紀章が設計した中銀カプセルタワービル。1972年に売り出されたわずか10㎡のマン
ションは惜しくも解体されたが、2基のカプセルはアート＆カルチャースペースSHUTL（シャ
トル）として再活用されている（上下提供：松竹㈱、右写真：大橋富夫）

撮影：archipicture 遠山 功太

撮影：archipicture 遠山 功太
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左／ JR博多駅広場（撮影：中原一隆）。右／仙台の街並み

そ
の
建
物
は
、地
域
の
伝
統
や
歴
史
を

表
し
て
い
る
の
か
、こ
の
国
の
未
来
の
イ

メ
ー
ジ
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
。建
築

は
社
会
の
も
の
で
あ
る
限
り
、多
く
の
人

の
眼
に
触
れ
、費
用
対
効
果
も
含
め
て
評

価
の
対
象
に
な
り
ま
す
。建
築
家
が
自
我

だ
け
を
中
心
に
据
え
て
つ
く
る
べ
き
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。住
宅
な
ら
そ
の
人
ら

し
く
、庁
舎
な
ら
ば
そ
の
ま
ち
ら
し
く
、

そ
し
て
建
築
が
集
積
す
る
都
市
景
観
な

ら
ば
こ
の
国
ら
し
く
。社
会
が
ど
の
よ
う

に
見
ら
れ
た
い
か
を
読
み
取
っ
て
カ
タ
チ

に
す
る
こ
と
が
、建
築
に
改
め
て
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

建
築
の
課
題
は
そ
う
し
た
社
会
、外
側

か
ら
提
出
さ
れ
ま
す
。建
築
の
内
側
か
ら

課
題
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
と
、課
題
そ

の
も
の
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

社
会
的
な
要
請
が
尽
き
な
い
限
り
、課
題

が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。そ
こ
に
建
築

の
永
続
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
建
築
は

ど
こ
へ
向
か
う
の
か

︱
例
え
ば
日
本
は
現
在
、人
口
減
少
と
い

う
大
き
な
社
会
的
課
題
に
直
面
し
て
い

ま
す
が
、建
築
と
し
て
回
答
す
る
こ
と
は

で
す
。Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
周
辺
で
展
開
す
る
大

規
模
再
開
発
、グ
ラ
ン
グ
リ
ー
ン
大
阪
も

次
世
代
の
大
阪
ら
し
さ
を
創
出
し
よ
う

と
す
る
挑
戦
で
す
。既
に
オ
ー
プ
ン
し
た

エ
リ
ア
で
は
、噴
水
で
子
ど
も
た
ち
が
大

は
し
ゃ
ぎ
し
て
い
る
。大
阪
が
も
つ
エ
ネ

ル
ギ
ー
、大
阪
人
の
余
裕
の
表
れ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。場
所
を
使
い
こ
な
す
セ
ン
ス

を
感
じ
ま
す
。も
と
も
と
潜
在
し
て
い
た

「
楽
し
み
た
い
」と
い
う
欲
求
を
浮
上
さ

せ
る
力
が
建
設
に
は
あ
り
ま
す
。

　

当
然
、都
市
計
画
の
課
題
を
い
か
に
ク

リ
ア
す
る
の
か
が
課
題
に
な
る
。行
政
も

安
全
性
の
担
保
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
の
合
意
形
成
な
ど
、専
門
部
署
が
横

断
的
に
連
携
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。建
築
も
単
一
の
技
術
だ
け
で
は
ハ
ー

ド
ル
を
越
え
る
こ
と
が
難
し
い
で
し
ょ

う
。そ
れ
で
も
多
様
な
技
術
を
総
動
員
し

て
、行
政
と
強
固
な
連
携
を
構
築
す
る
こ

と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

︱
施
主
、発
注
者（
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
）の

意
識
変
革
も
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

昭
和
の
建
築
は
、そ
の
意
匠
や
構
造
が

目
に
見
え
る
も
の
な
の
で「
建
物
」だ
け

が
注
目
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、そ

の
背
景
に
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
勇
気
あ
る

英
断
が
あ
り
ま
し
た
。自
社
ビ
ル
に
し
て

も
、行
政
の
庁
舎
に
し
て
も
、自
社
の
あ

る
い
は
わ
が
ま
ち
の
個
性
の
表
出
、ブ
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
に
向
け
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は

覚
悟
を
も
っ
て
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
ま

し
た
。今
は
そ
う
し
た
気
概
が
失
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

個
人
住
宅
の
施
主
に
し
て
も
、人
生
で

一
度
の
わ
が
家
の
普
請
に
は
並
々
な
ら

ぬ
熱
意
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。同
様

に
建
築
物
の
発
注
者
も
建
築
家
や
施
工

者
、デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
依
存
す
る
だ
け
で

は
な
く
、自
ら
考
え
抜
く
こ
と
が
重
要
で

す
。そ
の
う
え
で
関
係
者
と
連
携
し
て
意

見
を
戦
わ
せ
な
が
ら
、建
築
物
を
つ
く
り

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

昭
和
は
人
口
増
加
を
前
提
と
し
て
投

資
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、今
後
は
人

口
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

一
方
で
一
人
当
た
り
が
享
受
で
き
る
面

積
は
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。余

裕
の
あ
る
豊
か
な
環
境
に
な
る
こ
と
も

期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
。そ
う
し
た
こ
と

を
念
頭
に
お
い
て
、今
よ
り
も
優
れ
た
建

築
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。建
物
を
残
し
た
り
改
修
し
た

り
す
る
こ
と
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
か
ら
の
建
築
は
保

存
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
実
現
で
き
な

い
こ
と
に
挑
ん
で
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、谷
や
崖
で
断
絶
さ
れ
た
エ
リ
ア

を
ど
う
す
れ
ば
接
続
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、土
木
的
な
要
素
も
包
含
し
な
が

ら
、技
術
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
回
答

す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
地
域
や
社
会
に
ど
の
よ
う

に
判
断
、評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
視

点
は
や
は
り
欠
か
せ
ま
せ
ん
。広
場
が
真

ん
中
に
あ
る
Ｊ
Ｒ
博
多
駅
、近
代
的
な
市

街
と
歴
史
に
育
ま
れ
た
杜
の
都
で
あ
る

仙
台
、そ
う
し
た
視
点
を
軸
と
し
て
つ
く

ら
れ
た
建
物
や
都
市
が
、そ
の
地
域
を
語

り
続
け
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と

あ
げ
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
春
開
催
さ
れ
る
、建
物
の
見
学
を

通
し
て
ま
ち
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
イ

ベ
ン
ト「
東
京
建
築
祭
２
０
２
５
」で
私

は
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い
ま
す
が
、こ

の
催
し
で
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
も
多
く
参

加
、参
画
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。建
築
の
楽
し
さ
や
意
義
を
、ク

ラ
イ
ア
ン
ト
目
線
で
改
め
て
感
じ
て
い
た

だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

︱
そ
も
そ
も「
昭
和
」と
は
。先
生
は
昭

和
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て

い
ま
す
か
？

　

見
た
瞬
間
、触
れ
た
瞬
間
に
心
を
揺

さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
対
象
が
、次
か
ら
次

へ
と
登
場
し
た
時
代
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。理
性
よ
り
も
身
体
的
、情

動
的
な
動
機
を
も
っ
て
、そ
う
し
た
モ
ノ

や
コ
ト
に
か
か
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。そ
の
背
景
に
は
や
は
り「
夢
」が

あ
る
。夢
を
も
つ
こ
と
で
体
温
が
上
が
る

よ
う
な
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。建
築
も

然
り
で
す
。社
会
と
人
を
信
じ
て
い
た
、

そ
の
活
力
の
よ
う
な
も
の
を
昭
和
か
ら

も
ら
っ
て
、令
和
の
文
脈
で
実
践
し
て
い

け
ば
い
い
。新
し
い
建
築
を
実
現
で
き
れ

ば
、必
ず
社
会
か
ら
共
感
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
す
。

梅田貨物駅跡地の再開発で2024年9月にオープンした、都市公園併
設型の複合商業施設グラングリーン大阪。オープン初日は気温も高く、水
遊びをする子どもたちで賑わいをみせた（提供：UR都市機構）

東京建築祭2024の様子。2024年5月の週末2日間、普段は公開されていない建築の無料公開やガイドツアーが開催され、延べ6万5,000人が訪れる大イベントとなった
（提供：東京建築祭）
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撮影：特記以外は中原一隆

西
洋
に
比
肩
す
る
百
貨
の
殿
堂

　

百
年
超
の
歴
史
を
誇
る
、日
本
に
お
け

る
百
貨
店
の
嚆
矢
で
あ
る
。日
本
橋
三
越

本
店
は
、後
の
三
井
財
閥
の
基
礎
を
築
い

た
三
井
高
利
が
一
六
七
三
年
に
創
業
し

た「
越
後
屋
」が
起
源
。現
在
の
建
物
は

一
九
一
四
年
に
竣
工
、以
来
、増
改
築
を

繰
り
返
し
な
が
ら
現
在
の
威
容
を
保
ち

続
け
て
い
る
。

　
「
一
階
か
ら
五
階
の
吹
き
抜
け
ホ
ー
ル

が
壮
観
で
す
。一
九
世
紀
の
パ
リ
で
生
ま

れ
た
百
貨
店
は
、当
地
の
紳
士
淑
女
を
魅

了
し
ま
し
た
。日
本
橋
三
越
本
店
は
、日

本
で
初
め
て
パ
リ
に
肩
を
並
べ
た
百
貨

店
で
す
」と
倉
方
氏
は
話
す
。

　

一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
で
被
災

し
た
が
、翌
年
か
ら
工
事
に
着
手
し
、

一
九
二
七
年
に
竣
工
。鉄
骨
と
煉
瓦
造

の
五
階
建
て
の
旧
店
舗
は
、延
焼
を
免
れ

た
鉄
骨
や
床
ス
ラ
ブ
を
活
用
し
て
、七
階

建
て
の
Ｓ
Ｒ
Ｃ
造
と
し
て
再
生
し
た
。そ

の
後
も
増
改
築
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、重

要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
る
本
館
の
東

側
と
北
側
の
外
観
は
、今
も
当
時
の
姿
を

受
け
継
ぐ
。倉
方
氏
は
そ
の
す
べ
て
が
、

昭
和
初
期
の
建
築
技
術
の
集
大
成
だ
と

評
価
す
る
。「
当
時
最
先
端
の
Ｓ
Ｒ
Ｃ
に

よ
っ
て
、視
覚
的
に
も
抜
け
感
の
あ
る
空

間
を
実
現
し
ま
し
た
。意
匠
も
昭
和
の
建

設
技
術
を
総
動
員
し
て
西
洋
や
中
東
、

当
時
流
行
し
て
い
た
ア
ー
ル
・
デ
コ
調
な

ど
、世
界
の
多
様
な
様
式
を
混
合
し
て
い

る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、全
く
違
和
感
を

感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。明
治
か
ら
昭
和
初
期

に
進
化
し
た
、わ
が
国
建
築
の
完
成
版
と

い
え
る
建
物
で
す
」。

　

二
〇
一
八
年
、隈
研
吾
氏
の
環
境
デ

ザ
イ
ン
に
よ
り
、内
観
は
本
館
一
階
を
中

心
に「
白
く
輝
く
森
」を
イ
メ
ー
ジ
し
て

改
装
さ
れ
た
。歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
重
厚

な
建
築
物
の
内
部
に
柔
ら
か
な
光
を
放

つ
森
が
あ
る
。も
は
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を

楽
し
む
だ
け
の
施
設
で
は
な
い
。日
本
初

の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
、国
内
二
例
目
と
な

る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
化

石
が
隠
れ
る
大
理
石
の
壁
面
。館
内
を
巡

る
ご
と
に
レ
ト
ロ
な
感
覚
に
包
ま
れ
る
。

「
人
々
が
求
め
る
非
日
常
に
対
す
る
憧
れ

を
受
け
止
め
て
い
る
建
物
。昭
和
初
期
の

ワ
ク
ワ
ク
感
が
、今
で
も
体
験
で
き
る
素

晴
ら
し
い
時
間
と
空
間
を
提
供
し
て
く

れ
ま
す
」と
倉
方
氏
。常
に
最
先
端
の
意

匠
を
取
り
入
れ
、様
々
な
様
式
が
融
合
す

る
日
本
橋
三
越
本
店
に
、足
を
運
ん
で
み

て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

日
本
橋
三
越
本
店

10）内階段の木製手すり。11）意匠性の高い照明器具。12）大理石の中にはっきりとわかるアンモナイト。13）エレベーターの装飾。14）レトロなエレベーター

5）吹き抜けに立つ高さ約11mの天女像。6）採光天井。7）吹き抜けに面した異なる絵柄のパネル。8）手すりは幾何学的なアール・デコ調。9）東洋風の天井装飾

1）正面玄関のライオン像が来訪者を出迎
える。2）屋上の金字塔。3）内部の豊か
さが溢れ出したような装飾。4）創建当時
の外観（提供：㈱三越伊勢丹）

レ
ト
ロ
を
味
わ
う
建
築
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街
路
を
取
り
込
ん
だ

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル

　

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
中
で
街
路
が
交
差
す

る
。丸
の
内
に
佇
む
新
東
京
ビ
ル
ヂ
ン
グ

を
訪
れ
る
と
そ
ん
な
感
覚
に
捉
わ
れ
る
。

竣
工
は
一
九
六
三
年
。地
上
九
階
、地
下

四
階
、Ｒ
C
造
の
こ
の
建
物
は
、高
度
経

済
成
長
期
を
象
徴
す
る
複
合
オ
フ
ィ
ス

ビ
ル
の
一
つ
だ
。横
連
窓
や
過
剰
な
装
飾

を
排
除
し
た
外
観
は
、モ
ダ
ン
建
築
の
源

流
を
受
け
継
ぐ
。機
能
性
を
追
求
し
な
が

ら
一
方
で
内
装
に
は
人
を
迎
え
入
れ
、快

適
な
ひ
と
時
を
過
ご
す
た
め
の
工
夫
が

随
所
に
施
さ
れ
て
い
る
。建
設
当
時
は
厳

格
な
高
さ
制
限
が
あ
り
、階
数
を
増
や

す
た
め
に
階
高
が
低
く
設
定
さ
れ
た
。そ

の
圧
迫
感
を
抑
制
す
る
試
み
と
し
て
オ

フ
ィ
ス
街
の
街
路
を
そ
の
ま
ま
建
物
に

引
き
込
も
う
と
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
っ

た
と
い
う
。倉
方
氏
は
こ
う
説
明
す
る
。

「
街
路
を
建
物
に
引
き
込
ん
で
、建
物
の

中
に
街
並
み
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。現
在

よ
り
も
、都
市
と
建
物
の
密
接
な
関
係
性

を
重
視
し
て
い
る
。壁
面
に
モ
ザ
イ
ク
画

を
施
し
た
り
、丁
寧
に
つ
く
ら
れ
た
一
品

生
産
の
手
す
り
を
設
え
た
り
。公
共
性
を

考
慮
し
た
戦
後
の
民
主
的
な
ビ
ル
を
建

て
よ
う
と
す
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
意
思
が

強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
」。

　

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
で
あ
る
限
り
不
特
定

多
数
の
来
街
者
が
自
由
に
往
来
で
き
る

構
造
は
、保
安
上
の
課
題
が
少
な
く
な

い
。し
か
し
、こ
の
昭
和
の
建
築
に
は
そ

う
し
た
判
断
が
希
薄
な
印
象
が
あ
る
。

「
現
在
よ
り
も
社
会
を
信
じ
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。社
会
に
期
待
と
夢
を
抱
か

せ
る
建
物
で
あ
れ
ば
、人
々
に
喜
び
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
、一
般
大
衆
が
建
物
を

通
り
抜
け
て
も
大
丈
夫
な
の
だ
と
。機
能

的
で
あ
り
な
が
ら
素
材
感
を
生
か
し
、ぎ

り
ぎ
り
装
飾
的
な
意
匠
を
施
し
た
こ
と

も
、そ
う
し
た
民
主
的
な
発
想
に
よ
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
」。令
和
の
建
築
も
社

会
と
人
を
信
じ
る
べ
き
だ
と
倉
方
氏
は

指
摘
す
る
。

　

所
有
者
で
あ
る
三
菱
地
所
グ
ル
ー
プ

は
、二
〇
二
〇
年
代
に
お
け
る
丸
の
内
エ

リ
ア
の
ま
ち
づ
く
り
を「
丸
の
内
Ｎ
Ｅ
Ｘ

Ｔ
ス
テ
ー
ジ
」と
位
置
づ
け
、リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
る
。新

東
京
ビ
ル
ヂ
ン
グ
も
順
次
改
修
中
だ
。そ

の
コ
ン
セ
プ
ト
は「
人
を
惹
き
つ
け
る
新

東
京
ビ
ル
」。オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
カ
ー
だ
け

で
は
な
く
、す
べ
て
の
来
街
者
に
開
か
れ

た
楽
し
め
る
ビ
ル
を
目
指
し
て
い
る
。

新
東
京
ビ
ル
ヂ
ン
グ

4）横一列にシャープなガラス窓が並ぶ外観
5）シャープさのなかに角丸の温かさもある

1）東西南北に走る共用通路。天井に幾何学的な照明器具が灯る。
2）手すりの装飾。3）外部との境をモダンな全面ガラスにすることで碁
盤目の街路を引き込んでいる

8）曲線をもった金属の手すりは、意
匠性もさることながら、手にやさしく
フィットし機能性も高い。9）エレベー
ターホール脇の石張りの階段

6）1階エレベーターホールの
壁面には矢橋六郎作のモザイ
ク画「彩雲流れ」が施されてい
る。7）2階エレベーターホー
ル。階高の低さをスリットの照明
が緩和している

モ
ダ
ン
建
築
の
静
か
な
挑
戦

撮影：中原一隆
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