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よ
り
、
ま
ち
に
合
う
か
ど
う
か
で
話
を

す
る
と
、
う
ま
く
進
み
や
す
い
。
設
計

中
は
、
ま
ち
を
歩
い
た
り
、
ま
ち
の
模

型
を
つ
く
っ
た
り
も
し
ま
す
。〝
家
に

住
み
な
が
ら
、
ま
ち
に
住
ん
で
い
る
状

態
〟
に
な
れ
ば
、
住
み
た
い
ま
ち
に
馴

染
み
、
長
く
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
え
る

家
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、
自
分
の

原
体
験
。
生
ま
れ
育
っ
た
都
心
の
マ
ン

シ
ョ
ン
に
自
分
の
部
屋
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
家
族
が
テ
レ
ビ
を
見
て
い
て

も
、
勉
強
で
き
る
快
適
な
場
所
を
ど
う

や
っ
て
確
保
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

試
行
錯
誤
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

「
ｎ
Ｌ
Ｄ
Ｋ
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
間
取

り
づ
く
り
の
土
台
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
坂
道
の
途
中
に

1983年、東京都生まれ。横浜国立大学工学部建設学科卒業、東京
藝術大学大学院美術研究科建築設計専攻修了。設計事務所「オン
デザイン」勤務を経て、2014年に中川エリカ建築設計事務所を設
立。JIA新人賞や住宅建築賞などを受賞し、第15回ヴェネチア・ビ
エンナーレ国際建築展など国内外の建築展に出展している。著書
に『中川エリカ 建築スタディ集 2007-2020』（TOTO出版）。

中川エリカ（なかがわ・えりか）
建築家

家
は
、
暮
ら
す
人
ら
し
さ
が
表

れ
る
べ
き
場
所
で
あ
り
、
私

は「
そ
の
人
の
人
生
を
応
援
で
き
る
家
」

を
設
計
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

自
分
の
家
探
し
を
し
た
体
験
か
ら

も
感
じ
る
の
で
す
が
、
間
取
り
や
家
賃

を
決
め
る
と
、
大
体
ど
こ
も
似
た
よ
う

な
部
屋
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
違
い

は
立
地
く
ら
い
。
も
う
少
し
選
択
肢
を

増
や
し
た
く
、
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
と

い
う
気
持
ち
で
こ
の
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。暮
ら
す
人
の
気
質
や
、「
こ
う
生
き

た
い
」
と
い
う
願
い
が
反
映
さ
れ
て
い

る
家
だ
と
、
よ
り
豊
か
な
暮
ら
し
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
、
家
で
過
ご
す
時
間
が

長
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
今
ま
で
よ

り
も「
自
分
た
ち
ら
し
く
い
ら
れ
る
家
」

【第8回】

を
求
め
る
方
が
増
え
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
部
屋
や
リ
ビ

ン
グ
以
外
に
も
居
場
所
を
見
つ
け
ら

れ
、
家
族
が
お
互
い
に
心
地
い
い
距
離

感
で
い
ら
れ
る
よ
う
な
空
間
づ
く
り
を

意
識
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、設
計
に「
ま
ち
を
取
り
込
む
」

こ
と
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
土
地
を

買
っ
て
、
家
を
建
て
る
際
、
駅
か
ら
の

距
離
な
ど
利
便
性
だ
け
で
選
ぶ
方
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
は
ず
で
す
。そ
の
前
に
、

「
こ
の
場
所
に
住
み
た
い
」「
こ
の
ま
ち

の
雰
囲
気
が
好
き
」
と
い
う
意
志
が
必

ず
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

家
を
建
て
る
時
は「
建
材
は
何
に
す

る
か
」「
窓
の
大
き
さ
は
ど
う
す
る
か
」

な
ど
、
決
定
す
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
そ
の
時
は
施
主
や
私
の
好
み

あ
り
、
吹
き
抜
け
の
開
放
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
は
ま
ち
に
属
し
て
い
る
よ
う
で
、

す
ご
く
好
き
で
し
た
。
一
方
で
親
戚
の

家
は
一
戸
建
て
が
多
く
、
広
い
庭
が
魅

力
的
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
自
然

と
、
住
居
の
外
部
空
間
も
生
活
の
場
と

し
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

実
は
私
自
身
は
こ
れ
ま
で
、
一
戸
建

て
に
住
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実

家
を
出
て
ひ
と
り
暮
ら
し
を
始
め
た
時

も
、
家
族
が
で
き
て
か
ら
も
、
都
内
の

マ
ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
で
す
。

　

自
宅
を
設
計
し
た
い
気
持
ち
は
あ
り

ま
す
が
、
建
築
家
に
と
っ
て
自
邸
を
建

て
る
の
は
、
と
て
も
重
い
こ
と
で
す
。

私
に
は
ま
だ
早
い
。
将
来
的
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
た
い
こ
と
が
固
ま
っ
た
タ
イ
ミ

ン
グ
で
取
り
組
ん
で
み
た
い
で
す
。

建
築
家
と
し
て
、
個
人
の
住
宅
を
多
く
手
が
け
て
き
た
中
川
エ
リ
カ
さ
ん
。

設
計
す
る
際
は
、
そ
の
家
に
住
む
人
ら
し
さ
が
表
れ
る
こ
と
や
、
ど
ん
な
ま

ち
に
あ
る
の
か
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
ん
な
中
川
さ
ん
に
、「
家
」
に

抱
い
て
い
る
思
い
を
尋
ね
た
。

暮
ら
す
人
の
気
質
を
反
映
し
、

生
き
方
を
応
援
で
き
る
家
を
つ
く
り
た
い
。

ま
ち
に
馴
染
む
こ
と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す



500 社以上の工務店を指導してきたプロフェッショナルが
省エネで快適な家づくりに役立つプランニングのコツを伝授する連載 8回目。

最終回となる今回は「エアコンの風量設定」がテーマです。

エアコンの理想的な風量設定最終回

	 3150Wは
	 どれくらいの熱量か？図③

空気が運べる熱量（W）

0.35W/㎥K×流量（㎥ /h）×
温度差（K）

	 冷房能力を計算する図①

	 空気が運べる熱量図②

問 室温30℃を15℃に下げたいとき、
必要な冷房能力は？

室温

30℃

31人 0人

温度差
15℃

冷房吹き出し口の温度

15℃
風量

600㎥ /h
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約
２
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
連
載
も

い
よ
い
よ
最
終
回
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
エ
コ
ハ
ウ
ス
の
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
を
考
え
る
上
で
、
実
務
者
が
注
意

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
設
計
、

構
造
、
設
備
な
ど
、
多
角
的
に
説
明
し

て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、「
エ
ア
コ
ン
の

風
量
設
定
」を
テ
ー
マ
に
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

本
誌
連
載
の
第
５
回
で
省
エ
ネ
に
な

る
エ
ア
コ
ン
の
選
び
方
に
つ
い
て
説
明

し
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
も
う
少
し
前

進
し
た
内
容
で
す
。

　

室
内
に
エ
ア
コ
ン
の
冷
気
や
暖
気
を

行
き
渡
ら
せ
る
に
は
、
設
定
温
度
を
変

え
る
よ
り
も
風
量
を
増
や
し
た
方
が
効

率
的
で
す
。

　

こ
う
し
た
効
果
を
最
大
化
す
る
上

で
、
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
、
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
で
工
夫
で
き
る
こ
と
な
ど
を
説

明
し
て
い
き
ま
す
。

　　

最
初
に
ち
ょ
っ
と
し
た
問
題
を
解
い

て
み
ま
し
ょ
う
。
室
温
が
30
℃
の
部
屋

で
、
エ
ア
コ
ン
の
設
定
温
度
を
15
℃
に

し
た
と
き
、
必
要
に
な
る
冷
房
能
力
は

ど
れ
く
ら
い
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
エ

ア
コ
ン
の
風
量
は
一
般
的
な
値
で
あ
る

6
0
0
㎥
／
h
と
し
ま
す（
図
①
）。

　

こ
の
答
え
を
出
す
た
め
に
知
っ
て
お

き
た
い
の
が
、「
空
気
が
運
べ
る
熱
量
」

で
す
。

　

私
た
ち
が
暑
さ
や
寒
さ
を
感
じ
る

要
因
と
な
る
熱
の
伝
わ
り
方
に
は
、「
伝

導
」「
対
流
」「
放
射（
輻
射
）」の
３
種
類

が
あ
り
ま
す
が
、エ
ア
コ
ン
の
冷
暖
房
は

そ
の
う
ち
の「
対
流
」に
当
た
り
ま
す
。

　

こ
の「
対
流
」で
は
、
空
気
中
で
運
べ

る
熱
の
量
が
だ
い
だ
い
決
ま
っ
て
い

て
、
そ
れ
は
次
の
式
で
表
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
空
気
が
運
べ
る
熱
量
】（
W
）＝

０・
３
５
W
／
㎥
K
×
流
量（
㎥
／
h
）

×
温
度
差（
K
）

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
計
算
式（
図
②
）を

使
っ
て
、
図
①
の
値
を
代
入
す
る
と
ど

う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、「
流
量（
㎥
／
h
）」は
エ
ア
コ

ン
の
風
量
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
は

6
0
0
で
す
。「
温
度
差（
K
）」は
、
室

温
30
℃
の
部
屋
を
15
℃
ま
で
下
げ
る
の

に
必
要
な
温
度
差
を
意
味
し
て
い
る
の

で
、
15
に
な
り
ま
す
。

　
「
0
・
３
５
W
／
㎥
K
」は
、
空
気
中

の
温
度
を
変
化
さ
せ
る
の
に
必
要
な
熱

量（
容
積
比
熱
）で
、こ
こ
は
固
定
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
数
値
を
代
入
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

０・
３
５
W
／
㎥
K
×
6
0
0
㎥
／
h

×
15
Ｋ
＝
3
1
5
0
W

　
「
3
1
5
0
W
」が
、
室
温
を
15
℃
下

げ
る
の
に
必
要
な
冷
房
能
力
と
な
り
ま

す
。
数
値
だ
け
だ
と
ピ
ン
と
こ
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
6
0
0
Ｗ
の
こ
た

つ
５
台
分
の
熱
が
な
く
な
っ
た
」「
部
屋

か
ら
31
人
ほ
ど
出
て
行
っ
た
」と
思
え

ば
、
け
っ
こ
う
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

動
い
た
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か（
図
③
）。

　

そ
し
て
同
時
に
、
エ
ア
コ
ン
の
能
力

は「
風
量
」と「
温
度
差
」の
掛
け
合
わ
せ

に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
も

気
づ
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

同
じ
冷
房
能
力
を
発
揮
す
る
方
法
と
し

て
、
風
量
を
上
げ
る
方
法
と
、
温
度
差

を
大
き
く
す
る
方
法
の
２
つ
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
エ
ア
コ
ン
は「
風
量
」と

「
温
度
差
」の
ど
ち
ら
を
大
き
く
し
た
方

が
よ
り
省
エ
ネ
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
？　

こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
エ

ア
コ
ン
の
基
本
的
な
し
く
み
を
お
さ
ら

い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

エ
ア
コ
ン
は
室
内
機
と
室
外
機
の
２

つ
で
１
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
導
管
で
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
導
管
の
な
か
に
は
、

熱
を
移
動
さ
せ
る
た
め
の
冷
媒
が
あ

り
、
室
内
機
と
室
外
機
そ
れ
ぞ
れ
に
設

置
さ
れ
た
熱
交
換
器
を
介
し
て
、
熱
を

集
め
た
り
、
放
出
し
た
り
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
室
温
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て

い
ま
す（
図
④
）。

　

こ
の
し
く
み
で
注
目
し
た
い
の
が
、

圧
縮
機（
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
）の
存
在
で

す
。
圧
縮
機
の
主
な
役
割
は
、
冷
媒
の

松尾和也
（まつお・かずや）

一級建築士、株式会社 松
尾設計室代表。「夏涼しく
冬暖かい住宅を経済的に
実現する」をモットーと
した住宅設計を多数手が
けながら、エコハウスに
関する執筆や講演、技術
指導なども積極的に行う。
著書に『ホントは安いエ
コハウス』（日経BP社）、

『エコハウス超入門』（新
建新聞社）ほか多数。

電
力
が
大
き
い
の
は

「
風
量
」と「
温
度
差
」

ど
っ
ち
？

エ
ア
コ
ン
の
空
気
が

運
べ
る
熱
量
は

ど
れ
く
ら
い
か
？

	 エアコンのしくみ（冷房時の例）図④

圧縮機

熱交換器

室内機

室外機

冷えた空気が
室内に放出される

暖かい空気

冷たい空気

導管（冷媒の流れ）冷媒が熱を受け取り
室外機に向かう

熱交換器

熱の放出された
冷媒が再び
室内機に向かう

ドレン配管

冷媒が圧縮されて
高温になる

31人が部屋から出た

1人当たり 約100W



	 エアコンの消費電力の構成比図⑤

	 風量を大きくすると除湿能力も低下する図⑥

れ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
ア
コ
ン
の
燃
費
は

自
動
車
の
燃
費
に
似
て
お
り
、
渋
滞
時

の
ノ
ロ
ノ
ロ
運
転
と
1
速
で
加
速
す
る

と
き
、
そ
し
て
1
2
0
㎞
オ
ー
バ
ー
の

よ
う
な
高
負
荷
時
に
燃
費
が
悪
く
な
り

ま
す
。

　

逆
に
60
㎞
の
一
定
速
度
で
運
転
す
る

よ
う
な
状
態
で
は
、
極
め
て
低
燃
費
に

な
り
ま
す
。

　

で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
う
な
る
か
と
い

う
と
、
一
年
で
も
っ
と
も
暑
さ
、
寒
さ

の
厳
し
い
瞬
間
に
お
い
て
、
エ
ア
コ
ン

が
最
大
能
力
を
発
揮
し
た
と
き
に
ギ
リ

ギ
リ
ク
リ
ア
で
き
る
能
力
の
機
種
を
選

定
し
て
お
く
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
可
能
な
限
り
少
な
い
台
数
で
、
で

き
る
だ
け
、
長
時
間
連
続
運
転
に
し
て

い
る
こ
と
で
す
。

　

こ
の
2
つ
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
か

な
り
の
省
エ
ネ
運
転
が
で
き
て
い
る
と

評
価
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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移
動
で
す
。
冷
媒
を
圧
縮
す
る
こ
と
で

温
度
差
を
つ
く
る
な
ど
し
て
、
熱
を
循

環
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

よ
く
人
間
の
心
臓
に
た
と
え
ら
れ
る

機
能
で
す
が
、
そ
れ
く
ら
い
重
要
な
役

割
を
持
っ
て
い
て
、
実
際
エ
ア
コ
ン
で

一
番
電
力
を
使
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の

圧
縮
機
で
す
。

　

図
⑤
は
、
エ
ア
コ
ン
の
消
費
電
力
の

構
成
比
を
表
し
た
も
の
で
す
。
左
側
は

エ
ア
コ
ン
立
ち
上
げ
時（
定
格
運
転
時
）

の
電
力
比
率
、
右
側
は
立
ち
上
げ
て
し

ば
ら
く
た
っ
て
か
ら（
安
定
時
）の
電
力

比
率
で
す
。
ひ
と
目
で
わ
か
る
と
思
い

ま
す
が
、
圧
縮
機
は
エ
ア
コ
ン
の
消
費

電
力
全
体
の
80
％
前
後
と
大
き
く
占
め

て
い
ま
す
。

　

一
方
で「
風
量
」は
ど
う
か
と
い
う

と
、
該
当
す
る
機
能
で
あ
る「
室
外
フ

ァ
ン
」と「
室
内
機
」の
組
み
合
わ
せ
で

10
％（
立
ち
上
げ
時
）～
20
％（
安
定
時
）

程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、

エ
ア
コ
ン
の
消
費
電
力
を
少
な
く
す
る

な
ら
、
温
度
差
よ
り
も
風
量
を
上
げ
た

方
が
効
率
的
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
は
、
2
0
1
0
年
ご
ろ
ま
で
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
エ
ア
コ
ン
メ
ー
カ

ー
が
、
こ
の
性
質
を
逆
手
に
と
っ
て
、

エ
ア
コ
ン
内
に
強
風
よ
り
も
さ
ら
に
強

い「
爆
風
モ
ー
ド
」と
い
う
隠
し
モ
ー
ド

を
組
み
込
ん
で
い
ま
し
た
。
消
費
者
の

知
ら
な
い
設
定
で
、
こ
れ
を
使
っ
て
燃

費
試
験
に
パ
ス
し
て
い
た
こ
と
が
消
費

者
庁
の
調
べ
で
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
同
庁
は
各
メ
ー
カ
ー
に
対

し
て
、
該
当
商
品（
型
番
）の
公
表
や
風

量
が
強
ま
る
前
に
測
定
さ
れ
た
消
費
電

力
な
ど
の
情
報
を
、
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
自
主
的
に
掲
載
す
る
こ
と
を
求

め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
エ
ア
コ
ン
の
風
量
を
強
く
す
れ
ば

消
費
電
力
を
小
さ
く
で
き
る
」は
、
こ

の
こ
ろ
か
ら
、
関
係
者
の
常
識
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　　

こ
の
性
質
を
活
か
し
て
節
電
す
る
な

ら
、
エ
ア
コ
ン
の
風
量
設
定
を「
自
動
」

に
す
る
の
は
避
け
た
方
が
い
い
で
し
ょ

う
。
し
か
も
、
フ
ァ
ン
と
圧
縮
機
の
電

力
構
成
は
機
種
ご
と
に
変
化
す
る
の

で
、
手
動
で
風
量
を
最
大
に
し
な
が
ら

も
、
そ
の
状
況
で
適
温
に
な
る
よ
う
な

温
度
調
整
を
行
う
の
が
省
エ
ネ
の
観
点

で
は
ベ
ス
ト
で
す
。

　

た
だ
し
、
風
量
を
大
き
く
す
る
こ
と

に
は
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
の
で
、
そ
の

点
も
注
意
し
な
が
ら
調
整
し
て
い
く
の

が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

１
つ
は「
音
が
う
る
さ
い
」「
強
い
風

が
不
快
に
感
じ
や
す
い
」と
い
う
こ
と

で
す
。

　

エ
ア
コ
ン
は
前
述
し
た
よ
う
に
空
気

で
熱
を
運
ぶ
の
で
、
あ
る
程
度
の
風
量

が
必
要
な
の
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
高

断
熱
住
宅
な
ら
連
続
運
転
に
す
る
と
い

う
選
択
肢
も
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず

こ
れ
に
関
し
て
は
、
自
分
が
我
慢
で
き

る
範
囲
の
設
定
値
で
止
め
て
お
く
の
が

無
難
で
し
ょ
う
。

　

も
う
１
つ
は
、「
冷
房
時
に
湿
度
が

下
が
り
に
く
く
な
る
」と
い
う
こ
と
で

す
。
も
と
も
と
エ
ア
コ
ン
は
冷
房
時
に

湿
度
を
下
げ
る
の
は
不
得
意
な
の
で
す

が
、
そ
こ
に
加
え
て
風
量
重
視
の
運
転

を
行
え
ば
、
湿
度
は
ま
す
ま
す
下
が
り

に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
前
述
し
た
エ
ア
コ
ン
の
し
く

み
か
ら
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
と
思

い
ま
す
。

　

除
湿
と
い
う
の
は
エ
ア
コ
ン
内
部
で

結
露
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
水
を
ド
レ
ン

配
管
で
外
部
に
捨
て
て
い
る
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。風
量
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、

圧
縮
機
で
温
度
差
を
あ
ま
り
取
ら
な
く

て
良
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
エ

　

小
屋
裏
冷
暖
房
な
ら
筆
者
の
場
合
、

小
屋
裏
に
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
た
上

で
、
小
部
屋
か
ら
床
下
ま
で
大
き
な
ダ

ク
ト
ス
ペ
ー
ス
を
通
し
、
大
型
フ
ァ
ン

で
床
下
に
暖
気
を
送
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す（
図
⑦
）。

　

小
屋
裏
冷
暖
房
の
メ
リ
ッ
ト
は
コ
ス

ト
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
導
入
費

用
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用
、
交
換
費
用

な
ど
も
１
台
分
で
済
み
ま
す
。

　

一
方
で
、
暖
房
時
は
大
型
の
フ
ァ
ン

を
回
す
必
要
が
あ
る
の
で
電
気
代
が
か

か
る
こ
と
、
故
障
時
に
修
理
が
終
わ
る

ま
で
、
暑
さ
と
寒
さ
を
我
慢
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
暖
房
効
率
が
下
が

る
点
な
ど
が
デ
メ
リ
ッ
ト
で
す
。ま
た
、

1
階
の
床
面
積
が
大
き
い
と
き
は
、
大

型
フ
ァ
ン
１
台
で
は
容
量
が
不
足
す
る

場
合
も
あ
る
の
で
、
事
前
に
確
認
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
エ
ア
コ
ン
を
２
台
使
う
場
合
で

す
が
、
筆
者
は
床
下
エ
ア
コ
ン
暖
房
と

小
屋
裏
冷
房
エ
ア
コ
ン
を
組
み
合
わ
せ

て
、
季
節
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す（
図
⑧
）。
小
屋
裏
エ
ア

コ
ン
の
み
の
場
合
は
、
小
屋
裏
と
床
下

を
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
で
つ
な
ぐ
こ
と
が

前
提
に
な
り
、
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
は
採

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
２
台
方
式
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
プ
ラ

ン
に
も
対
応
が
で
き
ま
す
。

　

小
屋
裏
冷
暖
房
に
比
べ
て
ラ
ン
ニ
ン

グ
コ
ス
ト
を
抑
え
る
こ
と
も
可
能
で
す

し
、
故
障
時
や
、
ど
ち
ら
か
が
壊
れ
た

時
は
も
う
片
方
で
代
用
す
る「
応
急
処

置
」が
取
れ
る
の
も
メ
リ
ッ
ト
。
暖
房

時
に
は
、
温
度
セ
ン
サ
ー
が
１
階
床
付

近
の
温
度
を
拾
う
た
め
、
温
度
制
御
が

あ
る
程
度
正
確
な
の
も
特
徴
で
す
。

　

デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
１
台
式
よ
り
も
コ

ス
ト
が
か
か
る
こ
と
、
１
階
の
配
置
に

ス
ペ
ー
ス
が
取
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

　

理
想
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
エ
ア
コ

ン
設
置
前
に
空
調
計
画
を
最
適
設
計
に

す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
全
館
空
調

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
住
宅
以
外

で
は
、
最
適
設
計
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ

圧縮機
76%

風
量
設
定
で

省
エ
ネ
す
る
際
の

注
意
点
は
？

燃
費
の
良
い

運
転
を
す
る
た
め
に

満
た
す
べ
き
こ
と

松尾設計室YouTubeチャンネル

人生100年時代の家づくりに役立つ「夏
涼しくて、冬暖かい住宅を安い冷暖房
費で実現するプランニング」のノウハ
ウを動画でも公開中。本連載と一緒に
チェックすると、エコハウス設計の理
解が深まります。

エアコンの各部屋設置は
冷暖房費高額で
除湿が弱い

https://matsuosekkei.com/

実例紹介

■圧縮機
■室外ファン
■室内機
■その他

3%

11%
10%

出典：東洋経済ONLINE
『エアコン｢消費電力の8割｣
握るカギは何？」』
https://toyokeizai.net/
articles/-/318235
の掲載データを元に作成

（資料提供：筆者）

低負荷時
（安定時）

圧縮機
89%

5%
1%
5%

定格運転時
（立ち上げ時）

風量 温度差 除湿能力

大 小 小

	 エアコン２台方式の仕組み図⑧ 	 エアコン１台方式の
	 全館冷暖房の例図⑦

エアコン

下を閉じて
横に流す

ファン

小型ファン

切替吹き出し口冷房吹き出し口

小型ファン

リターン

エアコン

ファン

冷房用エアコン
再熱除湿＋
カビ防止機能付

リターン
小型ファン

大型ファン

暖房用エアコン

ア
コ
ン
内
部
の
温
度
が
そ
れ
ほ
ど
下
が

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
果
と

し
て
結
露
す
る
量
が
少
な
く
な
り
、
除

湿
効
果
も
弱
く
な
る
と
い
う
理
屈
で
す

（
図
⑥
）。

　

同
様
の
観
点
か
ら
、
冷
房
に
関
し
て

は
複
数
台
の
エ
ア
コ
ン
で
同
じ
室
温
を

キ
ー
プ
す
る
よ
り
は
1
台
で
キ
ー
プ
す

る
ほ
う
が
、
内
部
の
冷
媒
温
度
を
下
げ

る
こ
と
が
で
き
る
分
、
除
湿
し
や
す
く

な
り
ま
す
。

　

参
考
ま
で
に
全
館
空
調
シ
ス
テ
ム
で

室
温
を
キ
ー
プ
す
る
際
の
考
え
方
に
つ

い
て
も
触
れ
て
お
き
ま
す
。

　

太
陽
に
素
直
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
断

熱
・
気
密
を
確
保
し
た
建
物
な
ら
、
次

に
建
物
全
体
に
暖
気
と
冷
気
を
届
け
る

工
夫
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど

の
エ
ア
コ
ン
は
、
各
居
室
に
１
台
ず
つ

設
置
す
る
個
別
空
調
の
機
器
と
し
て
設

計
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
遠
く
に

暖
気
や
冷
気
を
送
る
よ
う
に
は
で
き
て

い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
風

量
の
大
き
い
機
種
を
選
ぶ
の
を
基
本
に

し
な
が
ら
、
新
築
時
に
送
風
能
力
を
補

う
空
調
計
画
を
最
適
設
計
し
て
お
く
の

が
ベ
ス
ト
で
す
。

少
な
い
台
数
で

快
適
性
を
確
保
す
る

方
法
に
つ
い
て

出典：松尾和也著『エコハウス超入門　84の法則ですぐ分かる』（新建新聞社）

暖房吹き出し口



ポルトの町：
ポートワインの工場群

1

我が国の平野部と
政令指定都市　　

2

湾曲するJR函館本線3

ポ
ル
ト
ガ
ル
は
欧
州
大
陸
の
西
の
端
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
で
は
我
が
国
か
ら
最
も
遠
い
国
で
す
。

成
田
か
ら
直
行
便
は
な
い
の
で
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で

乗
り
継
い
で
最
短
で
も
17
時
間
く
ら
い
要
し
ま
す
。

最
も
遠
い
国
な
の
に
、欧
州
か
ら
我
が
国
へ
来

た
最
初
の
国
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
織
田
信

ポ
ル
ト
ガ
ル
：
最
も
遠
い
国
！  

最
も
早
い
国
！

ポルトガル・ポルト：ポートワインの試飲

盛土が一晩で消える！　4

新潟平野の表層地盤（1000年前）5

新潟平野の田植え（昭和20年ころ）　　　6

写真提供：農林水産省

ポ
ル
ト
ガ
ル
産

『
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
』

我
が
国
の
平
野
部
：
関
東
は

1
番
、大
阪
は
2
番
？
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ジャパンホームシールド顧問
技術士（建設部門）　工学博士

大和 眞一（やまと・しんいち）

1946年福岡県生ま
れ。71年九州工業大
学工学部開発土木専
攻修了。旭化成（建材
部門）を経て、2005
年JIO技師長。2010
年 よ り JHS 兼 務。
2022年 よ り 現 職。
1985年 SC 杭 の 発
明で発明協会東京支

部長賞受賞。2005年杭先端袋付杭の開発、2017
年SDS試験法の開発で地盤工学会技術開発賞受
賞。趣味は音楽鑑賞、ゴルフ、（甘い）トマト作り。

長
が
居
た
16
世
紀
の
前
半
に
は
来
日
し
て
鉄
砲
伝

来
し
た
な
ど
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。

我
が
国
に
来
た
の
も
最
初
で
す
が
、
我
が
国

か
ら
行
っ
た
の
も
欧
州
で
は
最
初
の
国
で
す
。

1
5
8
2
年
信
長
の
時
代
に『
天
正
遣
欧
少
年
使

節
』が
イ
エ
ズ
ス
会
の
斡
旋
で
、ポ
ル
ト
ガ
ル
経
由

で
ロ
ー
マ
教
皇
を
訪
問
し
て
い
ま
す
。
90
年
に
帰

国
し
た
と
き
は
秀
吉
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
北
部
に
ポ
ル
ト
と
い
う
大
き
い

都
市
が
あ
り
ま
す
。
市
内
に
は
ド
ウ
ロ
川
が
流
れ
、

川
の
上
流
域
で
栽
培
さ
れ
た
ブ
ド
ウ
は
河
口
の
ポ

ル
ト
に
運
ば
れ
て
こ
こ
で
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
に
加
工

さ
れ
ま
す
。
1
に
示
す
様
に
た
く
さ
ん
の
ワ
イ
ナ

リ
ー
が
あ
り
、ど
こ
へ
行
っ
て
も
試
飲
で
き
ま
す
。

ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
の
特
徴
は
、発
酵
途
中
で
ア
ル

コ
ー
ル
度
数
の
高
い
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
加
え
て
発
酵

を
止
め
る
こ
と
で
す
。そ
の
結
果
、独
特
の
コ
ク
と

甘
み
が
あ
り
、一
度
飲
ん
だ
ら
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
回
は
、同
じ
様
な
沖
積
層
で
あ
っ
て
も
地
域

性
が
あ
っ
て
同
じ
で
は
無
い
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

2
に
我
が
国
の
平
野
部
と
、政
令
指
定
都
市
の

場
所
を
示
し
ま
す
。
最
も
広
い
平
野
部
は
関
東
平

野
で
す
が
、2
番
は
札
幌
の
石
狩
平
野
、3
番
は
十

勝
平
野
で
い
ず
れ
も
北
海
道
で
す
。
4
番
は
新
潟

市
が
あ
る
越
後
平
野
、5
番
は
名
古
屋
の
濃
尾
平

野
で
す
。
で
は
関
西
の
大
阪
平
野
は
何
番
目
な
の

で
し
ょ
う
か
。

2
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
政
令
指
定
都
市
20
カ

所
は
全
て
こ
の
平
野
部
の
中
に
あ
り
ま
す
。
多
く

が
海
に
面
し
た
沿
岸
部
で
す
が
さ
い
た
ま
市
、京

都
市
な
ど
内
陸
部
の
都
市
も
あ
り
ま
す
。
多
く
の

大
都
市
が
沿
岸
部
で
あ
る
理
由
は
5
5
0
0
年
前

の
縄
文
海
進
で
い
っ
た
ん
水
没
し
て
、海
退
後
に

は
広
大
な
沖
積
低
地
が
残
っ
た
の
で
集
落
を
作
る

の
に
便
利
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

沖
積
低
地
は
相
対
的
に『
普
通
の
子
』で
す
。『
悪

い
子
』で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
悪
い
子
の
一
面
を
も

つ
地
域
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
今
回
は
悪
い
子

の
一
面
を
も
つ
、言
い
換
え
れ
ば
不
同
沈
下
事
故

が
比
較
的
多
い
軟
弱
地
盤
を
北
か
ら
順
番
に
紹
介

し
ま
す
。

北
海
道
は
相
対
的
に
寒
い
の
で
、沖
積
低
地
に

は『
泥
炭
』と
呼
ば
れ
る『
腐
植
土
』が
堆
積
し
て
い

る
の
が
一
般
的
で
す
。
3
の
札
幌
市
は
広
大
な
石

狩
平
野
の
中
に
あ
り
ま
す
。
市
の
中
心
部
は
扇
状

こ
の
地
の
超
軟
弱
な『
泥
炭
地
盤
』に
ま
つ
わ
る

逸
話
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。

①
明
治
31
年：泥
炭
層
の
転
覆
！

こ
の
地
を
襲
っ
た
水
害
で
下
層
の
泥
炭
が
浮
き

上
が
り
、隣
の
水
田
に
重
な
っ
て
農
耕
不
適
地
に

な
っ
た
事
件
。
泥
炭
は
有
機
物
で
木
材
の
よ
う
に

軽
い
の
で
浮
き
上
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

逸
話
は
札
幌
市
厚
別
区
の
広
報
誌
に
今
で
も
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

②
昭
和
29
年：河
川
盛
土
が
消
え
た
！

こ
の
地
区
を
流
れ
る
野
津
幌
川
が
氾
濫
を
繰
り

返
す
の
で
、河
川
堤
防
を
か
さ
上
げ
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
1
・
3
ｍ
盛
土
し
た
ら
、一
晩
で
1
・

4
ｍ
沈
下
し
て
盛
土
が
消
え
ま
し
た
。
4
に
示
す

様
に
住
宅
分
譲
地
で
も
盛
土
す
る
と
同
じ
こ
と
が

起
こ
る
で
し
ょ
う
。

現
在
こ
の
場
所
は
札
幌
駅
に
も
近
い
の
で
た
く

さ
ん
の
住
宅
が
建
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、表
層
付

近
は
超
軟
弱
な
泥
炭
層
で
す
か
ら
住
宅
用
地
盤
と

し
て
は
避
け
た
方
が
良
い
土
地
で
す
。

『沖積層』は普通の子。 
しかし、地域性が大きい！

良い子・悪い子・普通の子を見つける！  その４（東日本編）　

地
に
あ
り
良
質
地
盤
で
安
定
し
て
い
ま
す
が
、札

幌
駅
よ
り
北
側
の
〇
印
で
示
す
石
狩
湾
と
の
間
は

沖
積
低
地
で
軟
弱
で
す
。

こ
の
場
所
は
縄
文
時
代『
古
石
狩
湾
』と
呼
ば
れ
、

北
海
道
開
拓
が
始
ま
る
明
治
時
代
、こ
こ
は『
石
狩

大
湿
原
』と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
15
年
こ
ろ

こ
の
地
を
通
る
官
営
幌
内
鉄
道（
現
：
函
館
本
線
）が

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
東
北
の
方
向
に
あ
る
幌
内
炭

鉱
の
石
炭
を
小
樽
港
か
ら
積
み
出
す
た
め
で
す
。

し
か
し
、
3
に
示
す
様
に
小
樽
か
ら
幌
内
炭
鉱

へ
は
直
行
せ
ず
、〇
印
の
外
周
に
沿
っ
て
い
っ
た

ん
南
下
し
て
か
ら
北
上
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
い

っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
地

に
盛
土
し
て
鉄
道
路
盤
を
作
ろ
う
と
し
て
も
地
盤

は
ス
ポ
ン
ジ
の
様
に
軟
ら
か
い
の
で
沈
下
し
て
建

設
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
南
に
迂
回

し
ま
し
た
。
こ
の
地
の
標
準
貫
入
試
験
結
果
を
見

る
と
N
値
ゼ
ロ
の
沖
積
層
の
厚
さ
は
30
m
以
上
続

き
、更
に
表
層
の
直
下
に
は
数
ｍ
の
泥
炭
層
が
厚

く
堆
積
す
る
超
軟
弱
地
盤
で
す
。

北
海
道
・
札
幌
市
周
辺
…

腐
植
土
が
混
ざ
る
危
な
い
地
盤
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つ
ま
り
こ
の
砂
丘
の
場
所
が
昔
の
海
岸
線
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
砂
丘
は
標
高
が
高
く
地

盤
は
良
質
な
の
で
、こ
の
上
に
鉄
道
を
敷
設
し
ま

し
た
。
住
宅
地
も
鉄
道
に
沿
っ
て
増
え
ま
し
た
。

問
題
は
10
の
〇
印
に
示
す
黄
緑
色
の
砂
丘
に
隣
接

し
た
北
側
部
分
で
す
。
北
の
下
総
台
地
か
ら
東
京

湾
に
流
下
す
る
雨
水
は
砂
丘
が
堤
防
と
な
っ
て
せ

き
止
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
結
果
、湿
地
帯
や
池
に

な
り
水
性
植
物
が
繁
茂
し
て
こ
れ
が
腐
植
土
に
な

り
ま
し
た
。
市
川
市
や
船
橋
市
は
東
京
に
近
い
か

ら
住
宅
地
と
し
て
便
利
で
す
が
、こ
の
よ
う
な
後

背
湿
地
に
住
宅
を
建
て
る
と
腐
植
土
地
盤
特
有
の

不
同
沈
下
事
故
を
起
こ
し
ま
す
。

11
は
、神
奈
川
県
の
平
塚
市
、藤
沢
市
付
近
の
地

形
図
で
す
。こ
こ
も
前
述
の
千
葉
県
と
同
じ
よ
う
な

新
潟
市
は
越
後
平
野
の
中
心
で
す
。
大
河
川
の

信
濃
川
と
阿
賀
野
川
と
が
運
ん
で
き
た
土
砂
で
で

き
た
三
角
州
の
都
市
で
す
。越
後
平
野
は
5
5
0
0

年
前
の
縄
文
時
代
、5
の
青
色
で
示
す
地
域
は
海

進
に
よ
っ
て
内
陸
部
ま
で
水
没
し
ま
し
た
。

そ
の
後
海
退
時
、当
時
の
海
岸
線
に
は
海
流
に

よ
っ
て
砂
丘
列
が
で
き
ま
し
た
。
5
に
も
内
陸
部

に
は
黄
色
で
示
す
砂
丘
が
何
本
か
見
え
ま
す
。
砂

丘
列
と
砂
丘
列
の
間
は
谷
地
で
こ
こ
は
湖
や
湿
地

帯
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
湖
を
潟せ
き
　
こ湖
と
い

い
ま
す
。
今
で
も
鳥
屋
野
潟
、福
島
潟
、佐
潟
な
ど

の
潟
湖
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。

砂
丘
の
上
で
あ
れ
ば
地
盤
は
良
質
で
問
題
な
い

の
で
す
が
、砂
丘
列
に
挟
ま
れ
た
か
つ
て
は
潟
湖
で

あ
っ
た
部
分
は
腐
植
土
が
堆
積
し
て
お
り
危
険
で

す
。
お
米
を
増
産
す
る
た
め
に
潟
湖
の
下
層
に
ヨ

シ
や
藁
な
ど
を
敷
い
て
土
砂
を
い
れ
干
拓
し
ま
し
た
。

干
拓
地
で
す
か
ら
水
田
と
し
て
は
軟
弱
で
、6
に
示

す
よ
う
に
腰
ま
で
沈
ん
で
田
植
え
を
し
た
の
で『
腰

切
田
』、『
胸
切
田
』な
ど
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

今
で
は
排
水
設
備
も
完
備
し
て
平
坦
な
水
田
に

な
っ
て
米
ど
こ
ろ
酒
ど
こ
ろ
の
新
潟
を
支
え
て
い

ま
す
。そ
の
よ
う
な
意
味
で
、内
陸
部
の
多
く
は
ま

だ
湿
地
帯
の
跡
地
で
地
上
か
ら
見
た
だ
け
で
は
全

く
判
断
で
き
ま
せ
ん
。

次
は
関
東
平
野
で
す
。
関
東
平
野
の
沖
積
低
地

と
言
え
ば
東
京
都
の
江
東
区
な
ど
東
半
分
が
主
体

で
す
が
、こ
こ
は
戦
前
戦
後
の
地
下
水
く
み
上
げ

で
地
盤
沈
下
し
て
、過
圧
密
な
良
質
地
盤
に
変
身

し
ま
し
た
。
問
題
の
地
域
は
7
に
示
す
埼
玉
県
の

大
宮
台
地
と
そ
の
周
辺
で
す
。
大
宮
台
地
は
東
京

湾
か
ら
北
に
約
30 

km
離
れ
た
内
陸
部
で
す
が
、縄

黄
緑
色
で
示
す
海
岸
砂
州
と
そ
の
裏
の
後
背
湿
地

で
で
き
て
い
ま
す
。千
葉
県
と
の
違
い
は
利
根
川
で

は
無
く
相
模
川
の
土
砂
で
で
き
た
こ
と
く
ら
い
で
、

砂
丘
列
と
後
背
湿
地
の
生
い
立
ち
は
同
じ
で
す
。

11
の
砂
丘
と
砂
丘
の
間
の
谷
地
や
、砂
丘
と
北

の
山
地
と
の
間
は
紫
色
で
示
す
腐
植
土
で
す
か
ら

危
険
で
す
。
こ
こ
で
も
住
宅
地
が
砂
丘
の
上
か
砂

丘
か
ら
離
れ
た
後
背
湿
地
か
を
詳
細
に
調
べ
て
家

を
建
て
な
い
と
、不
同
沈
下
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

静
岡
県
に
は
北
の
長
野
県
や
山
梨
県
か
ら
大
河

川
が
流
下
し
て
太
平
洋
に
注
い
で
い
ま
す
。
12
に

示
す
様
に
東
か
ら
富
士
川
、安
倍
川
、大
井
川
、天

竜
川
な
ど
が
あ
り
、こ
れ
ほ
ど
多
く
の
大
河
川
が

あ
る
県
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
河
川
が
上
流
か
ら

運
ん
で
き
た
土
砂
は
、太
平
洋
沿
岸
で
海
流
に
よ
っ

て
沿
岸
部
で
砂
丘
を
作
り
ま
す
。
前
述
の
千
葉
県
、

神
奈
川
県
の
東
京
湾
岸
の
例
と
全
く
同
じ
で
す
。

砂
丘
は
松
林
に
な
り
沼
津
市
の
千
本
松
原
や
静

岡
市
の
世
界
遺
産
三
保
の
松
原
な
ど
は
有
名
で
す
。

問
題
は
こ
こ
で
も
砂
丘
の
裏
側
で
す
。
沿
岸
部

に
砂
丘
が
で
き
る
と
こ
れ
が
堤
防
に
な
っ
て
内
陸

部
は
池
や
湿
地
帯
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
後
背

湿
地
で
す
。
12
の
黒
の
部
分
は
全
て
後
背
湿
地
で

す
か
ら
腐
植
土
が
堆
積
す
る
超
軟
弱
な
地
盤
で
す
。

例
え
ば
、東
海
道
新
幹
線
で
三
島
か
ら
静
岡
に
向

か
う
と
き
沼
津
市
を
通
り
ま
す
。
こ
の
付
近
は
沼

津
と
い
う
地
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
超
軟
弱

地
盤
で
す
。
新
幹
線
建
設
で
は
こ
の
地
の
腐
植
土

地
盤
に
大
変
苦
労
し
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

13
は
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
見
た
冬
の
富
士
山
で
す
。

12
の
地
図
で
言
う
と
〇
印
の
新
富
士
駅
付
近
で
す
。

新
幹
線
か
ら
見
え
る
こ
の
富
士
山
と
田
園
風
景
は

素
晴
ら
し
い
で
す
が
、住
宅
地
盤
と
し
て
は
不
適

当
な
超
悪
地
盤
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
予
想
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

今
回
は
、 

沖
積
低
地
の
中
で
比
較
的
、不
同
沈

下
事
故
の
多
い
都
市
を
見
て
き
ま
し
た
。
平
野
部

が
広
い
ほ
ど
人
は
集
ま
り
、都
市
は
大
き
く
な
り

ま
し
た
。
東
京
、大
阪
、名
古
屋
が
そ
の

代
表
で
す
。

家
康
が
江
戸
に
来
た
1
6
0
0
年
こ

ろ
、江
戸
城
の
東
側
は
ヨ
シ
・
ア
シ
が
生

え
る
寒
村
で
湿
地
帯
で
し
た
。
そ
こ
で

先
ず
イ
ラ
ス
ト
に
示
す
様
に
神
田
山
を

削
っ
て
海
だ
っ
た
日
比
谷
入
江
の
埋
め
立
て
工
事

か
ら
始
め
て
住
宅
地
を
確
保
し
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
4
0
0
年
我
が
国
最
大
の
関
東
平
野
を
バ
ッ
ク

に
首
都
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
し
た
東
日
本
地
区
の
危
な
い
沖
積
地

盤
6
か
所
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
縄
文
海
進

で
水
没
し
、海
退
後
の
低
い
場
所
は
池
や
湿
地
帯

に
な
っ
た
こ
と
、こ
れ
ら
の
場
所
に
は
水
生
植
物

が
繁
茂
し
て
腐
植
土
が
堆
積
し
た
こ
と
で
す
。
腐

植
土
は
S
W
S（
ス
ク
リ
ュ
ー
ウ
エ
イ
ト
・
サ
ウ

ン
デ
イ
ン
グ
）試
験
で
は
発
見
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

S
P
T
試
験（
標
準
貫
入
試
験
）や
S
D
S（
ス
ク

リ
ュ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
・
サ
ウ
ン
デ
イ
ン
グ
）試
験
で

判
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

文
海
進
時
は
東
京
湾
に
浮
か
ぶ
島
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
海
退
後
、台
地
の
谷
地
は
7
の
赤
色
、8
の
青

色
の
様
に
湿
地
帯
に
な
り
例
え
ば
8
の
○
に
示
す

様
に
紫
色
の
腐
植
土
が
溜
ま
り
ま
し
た
。

現
地
へ
行
く
と
凸
凹
が
激
し
く
、台
地
か
谷
地

か
平
坦
地
か
は
容
易
に
判
定
で
き
ま
す
。
谷
地
は

腐
植
土
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
か
ら
危
険
で
す
。

更
に
台
地
と
谷
地
の
境
界
線
部
分
は
支
持
層
が
傾

斜
し
、腐
植
土
の
厚
さ
も
変
化
す
る
の
で
谷
地
以

上
に
危
険
な
場
所
で
す
。

千
葉
県
の
千
葉
市
か
ら
東
京
都
に
至
る
東
京
湾

岸
は
9
に
示
す
様
に
海
岸
砂
州
が
成
長
し
て
で
き

た
砂
丘
に
な
っ
て
い
ま
す
。
利
根
川
な
ど
が
上
流

か
ら
東
京
湾
に
運
び
込
ん
だ
土
砂
は
東
京
湾
内
の

海
流
に
流
さ
れ
て
沿
岸
部
に
砂
丘
を
作
り
ま
し
た
。

東
京
湾
沿
岸
の
後
背
湿
地
…

千
葉
県

東
京
湾
沿
岸
の
後
背
湿
地
…

神
奈
川
県

静
岡
県
の
沿
岸
部
：
砂
州
の

裏
側
…
超
軟
弱
地
盤
！

新
潟
市
…
海
岸
砂
州
と

後
背
湿
地
が
入
り
乱
れ
る
！

大
宮
台
地
は
腐
植
土
の
宝
庫
！



呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、フ
ラ
ン
ス
、イ
タ

リ
ア
、ギ
リ
シ
ャ
な
ど
で
も
同
じ
タ
イ

プ
の
瓦
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

オ
レ
ン
ジ
色
な
ど
鮮
や
か
な
色
味
の

も
の
が
多
く
、明
る
い
印
象
に
仕
上
げ

ら
れ
る
の
も
特
徴
。日
本
で
も
、西
洋
風

の
住
宅
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
洋
瓦
に
は
、ド
イ
ツ
で
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
扇
状
の「
鱗

う
ろ
こ

瓦
」、ポ

ル
ト
ガ
ル
で
人
気
が
あ
る
素
焼
き
の
赤

系
の
瓦
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

前
回
紹
介
し
た
和
瓦
、こ
こ
ま
で
紹

介
し
た
洋
瓦
と
も
粘
土
で
つ
く
ら
れ
る

の
が
一
般
的
で
す
が
、戦
後
に
な
る
と

そ
の
他
の
材
料
で
製
造
さ
れ
た
瓦
も
普

及
し
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
、震
災
や
空
襲
が
あ

り
ま
す
。昭
和
初
期
ま
で
は
桟
瓦
葺
き

の
屋
根
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、戦
火

な
ど
で
多
く
の
住
宅
が
失
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。日
本
は
深
刻
な
住
宅
難
に

見
舞
わ
れ
ま
す
。　

　

そ
こ
で
国
は
、住
宅
ロ
ー
ン
を
導
入

し
、「
持
ち
家
政
策
」を
進
め
ま
し
た
。急

ピ
ッ
チ
で
進
む
住
宅
建
築
の
た
め
、材

料
は
安
価
で
施
工
し
や
す
い
も
の
が

急
増
し
ま
す
。こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
、

「
セ
メ
ン
ト
瓦
」が
登
場
し
ま
し
た
。

　

セ
メ
ン
ト
瓦
は
、セ
メ
ン
ト
と
、川
砂

も
瓦
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、愛

知
県
三
河
地
方
な
ど
で
ス
ペ
イ
ン
瓦
の

製
造
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ス
ペ
イ
ン
瓦
は
、前
回
紹
介
し
た
和

瓦
の「
丸
瓦
」（
半
円
の
形
状
を
し
て
お

り
、本
瓦
葺
き
に
用
い
ら
れ
る
）に
よ
く

似
た
形
状
を
し
て
い
ま
す
が
、凹
凸
が

は
っ
き
り
し
て
い
て
、よ
り
丸
み
を
帯

び
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。形
状
が
Ｓ

字
で
あ
る
こ
と
や「
ス
ペ
イ
ン
」の
頭
文

字
か
ら
、「
Ｓ
形
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、日
本
で
は「
ス
ペ
イ
ン
瓦
」と

た
。こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
最
初
の
洋

瓦
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

  

明
治
に
な
る
と
、政
府
の
お
雇
い
外

国
人
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
実
業
家
が
横

浜
で
フ
ラ
ン
ス
瓦
の
製
造
を
開
始
。そ

の
後
、国
内
で
の
生
産
が
広
が
り
、現
在

の
Ｆ
形
と
な
り
ま
し
た
。

　

Ｆ
形
の
特
徴
は
、凹
凸
が
少
な
く
、平

ら
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と
。そ
の
た

め
、軽
や
か
な
印
象
の
屋
根
に
す
る
こ

を
混
ぜ
た
モ
ル
タ
ル
を
瓦
型
に
入
れ
て

成
形
し
た
も
の
。粘
土
瓦
よ
り
も
ロ
ー

コ
ス
ト
で
、生
産
も
容
易
で
あ
る
た
め
、

多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

高
度
成
長
期
に
一
気
に
シ
ェ
ア
を
伸

ば
し
た
セ
メ
ン
ト
瓦
で
す
が
、現
在
は

生
産
も
使
用
も
激
減
し
て
い
ま
す
。セ

メ
ン
ト
瓦
よ
り
も
安
価
で
、耐
久
性
も

優
れ
て
い
る
屋
根
材
が
開
発
さ
れ
た
か

ら
で
す
。セ
メ
ン
ト
瓦
は
和
瓦
の
代
替

品
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
が
、粘
土
製

の
瓦
よ
り
も
重
量
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、結
果
的
に
和
瓦
に
取
っ
て
代
わ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

セ
メ
ン
ト
瓦
に
変
わ
っ
て
普
及
し
た

新
た
な
屋
根
材
が
、ス
レ
ー
ト
瓦
や
ガ

ル
バ
リ
ウ
ム
鋼
板
な
ど
で
す
。

と
が
で
き
ま
す
。ま
た
和
瓦
よ
り
も
施

工
が
簡
単
な
の
で
、工
期
を
短
く
し
た

い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
。

　

名
称
の
由
来
は
、「
フ
ラ
ン
ス
」あ
る

い
は「
フ
ラ
ッ
ト
」の
頭
文
字
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

大
正
時
代
に
な
る
と
ス
ペ
イ
ン
か
ら

　

ス
レ
ー
ト
は
本
来
、粘
板
岩
と
い
う

岩
石
を
薄
い
板
状
に
し
た
建
材
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
城
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。た
だ
、材
料
が
高
価
で
入
手
し
に
く

い
た
め
、一
般
の
住
宅
で
使
う
の
は
困

難
で
す
。そ
こ
で
、セ
メ
ン
ト
や
繊
維
材

を
固
め
た「
化
粧
ス
レ
ー
ト
」が
登
場
し

ま
し
た
。現
在
で
は
、ス
レ
ー
ト
と
い
え

ば
化
粧
ス
レ
ー
ト
を
さ
し
、従
来
の
も

の
を「
天
然
ス
レ
ー
ト
」と
区
別
す
る
場

合
が
多
い
で
す
。

　

ス
レ
ー
ト
瓦
は
、セ
メ
ン
ト
板
を
厚

さ
５
ミ
リ
程
度
の
板
に
加
工
し
て
つ
く

ら
れ
ま
す
。安
価
な
上
、釘
で
張
り
合
わ

せ
て
葺
く
だ
け
と
施
工
も
容
易
な
た

め
、全
国
に
広
が
り
ま
し
た
。現
在
で

は
、多
く
の
日
本
の
住
宅
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
の
瓦
の
素
材
と
し
て
、金

属
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。実
は
歴
史
は
古

く
、ロ
ー
マ
時
代
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。日
本
で
は
江
戸
時
代
か
ら
銅
を

中
心
に
、ブ
リ
キ
や
ト
タ
ン
が
城
郭
や

神
社
仏
閣
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

現
代
で
は
、和
瓦
の
形
を
模
し
た
金

属
製
の
瓦
も
流
通
し
て
い
ま
す
。見
た

目
は
和
瓦
そ
っ
く
り
で
、メ
ン
テ
ナ
ン

ス
も
楽
で
あ
る
た
め
、和
風
住
宅
の
リ

フ
ォ
ー
ム
や
社
寺
建
築
を
中
心
に
流
通

し
て
い
ま
す
。粘
土
瓦
よ
り
重
量
が
軽

く
、地
震
な
ど
の
災
害
に
強
い
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

社
寺
建
築
に
は
伝
統
的
な
銅
や
鋼
板

が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、最
近
で

は
風
雨
に
強
い
チ
タ
ン
が
使
わ
れ
る
こ

と
も
。東
京
・
浅
草
の
浅
草
寺
で
は
、屋

根
の
葺
き
替
え
の
際
に
チ
タ
ン
製
の
瓦

が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。す
で
に
本
堂

や
五
重
の
塔
の
屋
根
な
ど
が
チ
タ
ン
屋

根
に
な
り
ま
し
た
。遠
目
に
は
粘
土
製

の
和
瓦
の
よ
う
に
見
え
、存
在
感
や
見

た
目
の
美
し
さ
は
従
来
の
ま
ま
で
す
。

　
　
　
　
　

◇　
　
　

◇

　

従
来
の
日
本
の
住
宅
の
屋
根
は
、こ

こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
瓦
で
葺
く
こ
と

が
一
般
的
で
し
た
が
、近
年
は
ガ
ル
バ

リ
ウ
ム
鋼
板
な
ど
瓦
以
外
の
素
材
を
用

い
る
こ
と
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
次
回
は
、瓦
以
外
の
屋
根
材

を
取
り
上
げ
ま
す
。

粘土瓦の特性である「気化熱」を利用し、氷も水も使わ
ずに冷たさをキープできる「ボトルキーパー悠久」。気
化熱とは、水が蒸発する際に周囲の熱を吸収して冷や
す現象で、冷蔵庫やクーラーにも取り入れられていま
す。お洒落なだけではなく、ボトルが結露しないので
机が濡れず、実用的。製造しているのは、大正時代に創
業した三州瓦の窯元「石保」（愛知県高浜市）で、職人
がひとつひとつ手づくりしています。

建築や住まい、インテリアに
詳しいライター・エディター。
東京造形大デザイン学科卒業
後、建築設計事務所、建築雑
誌編集部を経て独立。著書に

『建築材料が一番わかる』（技
術評論社）など。All Aboutイ
ンテリア・建築デザイン担当
ガイドとしても活躍中。

喜入時生
（きいれ・ときお）

瓦
②

第
８
回

水も氷も使わずに冷たさキープ！ 
気化熱で保冷する
瓦製のボトルキーパー

Ｓ形の瓦で葺いた屋根。丸みを帯びており、明
るい色が多いので、柔らかい印象の屋根に仕
上げられる。

Ｆ形の瓦で葺いた屋根。フラットなので、シャープな印象
の屋根にできる。

東京・浅草の浅草寺。葺き替えの際に、チタン製の金属屋
根が採用された。

スレート瓦で仕上げた屋根。様々な形状にすることがで
きる。

ジブリ映画『ハウルの動く城』やディズニー映画『美女と
野獣』の舞台になったとされるフランス・コルマール。歴
史的な街並みが人気で、フランス瓦を用いた建物も多く
現存している。

　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
生
ま
れ
た
瓦
は
世

界
各
地
に
広
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

で
風
土
や
文
化
に
合
わ
せ
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
前
回
は
、
中
国
を
経
て
飛

鳥
時
代
に
日
本
に
伝
わ
っ
た「
和
瓦
」を

取
り
上
げ
ま
し
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
進
化
し
た「
洋

瓦
」は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
徐
々
に
日

本
に
入
っ
て
き
て
、
建
材
と
し
て
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
和
瓦
も

洋
瓦
も
基
本
的
に
粘
土
で
つ
く
ら
れ
ま

す
が
、
近
年
は
そ
の
他
の
材
料
で
つ
く

ら
れ
た
瓦
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

今
回
は
、こ
れ
ら
の
瓦
を
紹
介
し
ま
す
。

　

現
在
、日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
洋
瓦

は
、「
Ｆ
形
」と「
Ｓ
形
」が
大
半
で
す
。

　

Ｆ
形
の
基
に
な
っ
た
瓦
は
、江
戸
時

代
末
期
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
伝
わ
り
ま
し

江
戸
時
代
末
期
に

フ
ラ
ン
ス
か
ら
伝
来

大
正
時
代
に

ス
ペ
イ
ン
か
ら
も

現
代
の
住
宅
で
は

ス
レ
ー
ト
瓦
が
普
及

戦
後
の
住
宅
需
要
急
増
で

セ
メ
ン
ト
瓦
が
流
行

名称 特徴・用途

Ｆ形 平らな形状で、凹凸が少ない。軽やかな印象の屋
根に仕上げられる。

Ｓ形 丸みを帯びていて、凹凸がはっきりしている。明
るい印象の屋根に仕上げられる。

セメント瓦
セメントとモルタルでつくられた瓦。戦後の住宅
建築需要を支えたが、現在はほとんど生産・使用
されていない。

スレート瓦
薄いセメント板を加工してつくられた瓦。セメン
ト瓦に変わって普及し、現在は多くの住宅で用い
られている。

金属瓦
江戸時代から神社仏閣に使われてきた。現在も
社寺建築や和風建築のリフォームなどに用いら
れている。

【図１】	洋瓦や粘土以外の材料でつくられた瓦の特徴

三重県伊勢市のテーマパーク「志摩スペイン
村」。スペイン瓦が用いられた建物が並ぶ。
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【
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
】
聴
竹
居
　
旧
藤
井
厚
二
自
邸
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）

　

聴
ち
ょ
う

竹ち
く

居き
ょ

は
、
建
築
家・
藤
井
厚
二
が

自
邸
と
し
て
設
計
し
た
５
回
目
の
住
宅

で
、
１
９
２
８（
昭
和
３
）年
、
彼
が
40

歳
の
と
き
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

藤
井
は
東
京
帝
国
大
学
の
建
築
学
科

を
卒
業
し
、
１
９
１
３（
大
正
２
）年
、

竹
中
工
務
店
に
入
社
。朝
日
新
聞
社
大

阪
本
社
な
ど
を
手
掛
け
た
後
、わ
ず
か

６
年
足
ら
ず
で
退
社
し
、私
費
で
欧
米

視
察
に
出
か
け
ま
す
。帰
国
後
は
京
都

帝
国
大
学
で
教
鞭
を
執
る
傍
ら
、京
都・

大
山
崎
の
天
王
山
の
麓
に
自
邸
を
建

て
、気
候
デ
ー
タ
を
採
集
す
る
な
ど
住

宅
建
築
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
し
た
。

１
９
２
３
年
に
関
東
大
震
災
が
起
こ
る

と
、３
週
間
後
に
東
京
に
入
り
、
甚
大

な
被
害
を
目
に
し
ま
す
。藤
井
は「
吾
々

の
建
築
は
他
を
模
倣
し
た
も
の
で
な
く

て
、我
国
の
気
候
、風
土
、習
慣
に
、ピ
ッ

タ
リ
と
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」と
の
考
え
を
一
層
強
く
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、日
本
の
理
想
的
な
住
宅
と

し
て
、①
来
客
応
接
用
の
空
間
を
減
ら

し
家
族
の
居
住
空
間
の
快
適
さ
を
第
一

に
す
る
②
椅
子
式
の
生
活
を
主
と
し
畳

強い夏の日差しを防ぎ、雨の日も窓を開け放
てるよう、軒と庇を深くしています。床下に
は換気口が設けられています。

日
本
の
気
候
・
風
土
・
習
慣
に
合
う

住
宅
の
理
想
を
形
に
し
た
建
築
の
名
作

家族が暮らす聴竹居の「本屋」は、居室を中心に各部
屋が隣接しています。この写真の左側に写る襖の引
き違い戸の向こうが読書室（写真下左）で、右側に写
る四分の一間仕切りの向こうが食事室（写真下右）。
中央に映るのは、高さ32.7センチの三畳の小上がり
で、椅子に座る人と畳に座る人の目の高さが同じに
なるようにしています。同一の空間に洋と和をぼん
やりと共存させ、家全体を一つの部屋となるように
しているのも、藤井の設計思想の表れです。
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式
の
生
活
を
混
用
す
る
③
夏
季
の
生
活

の
快
適
さ
を
第
一
に
考
慮
す
る
、な
ど

を
含
む
５
条
件
を
挙
げ
、新
た
な
自
邸

の
設
計
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。

　

藤
井
の
到
達
し
た
住
宅
の
理
想
を

形
に
し
た
の
が
、
聴
竹
居
で
す
。
聴
竹

居
は
、
日
本
の
気
候
風
土
に
合
う
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
西
洋
的
な
空
間

構
成
と
日
本
人
の
感
性
や
生
活
様
式

を
適
合
さ
せ
、近
代
住
宅
建
築
の
名
作

と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
い
ち
早
く
環

境
工
学
の
理
念
を
取
り
入
れ
た〝
環
境

共
生
住
宅
の
原
点
〟と
い
う
観
点
か
ら

も
、高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
建
物
で
す
。

２
０
１
７
年
に
は
、建
築
家
が
昭
和
時

代
に
建
て
た
建
物
と
し
て
初
め
て
、国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

藤井は、家の中を空気が流れるよう工夫を凝らしました。外気を入れるクールチューブの
屋内側の取り入れ口（写真左、懐中電灯で奥を照らしている状態）を居室に設け、室内の空
気を屋根裏に逃す換気口（写真右下）を天井に、屋根裏の空気を外に排出する通風窓（写真
右上）を屋根妻面に作っています。

椅子式の洋風様式と、床の間や紙障子、竹の床柱など和の
様式、自然素材を融合させたデザイン度の高い客室。

参考文献　松隈章著『聴竹居　藤井厚二の木造モダニズム建築』
（2015年、平凡社）

住所／京都府乙訓郡大山崎町谷田31
交通／JR京都線山崎駅、阪急京都線大山崎駅より徒歩約10分
開館時間／日曜のみ公開　①9時30分～10時45分  
②11時～12時15分 ③13時30分～14時45分 ④15時
～16時15分　完全予約制で、HPからの申し込みが必要
入館料／大人（大学院生・専門学校生含む）1,000円、学
生・児童（小学４年以上）500円、小学３年以下は見学不可
お問い合わせ／075-956-0030

2016年から竹中工務店が所有。一般公開され、建築を
学ぶ学生など多くの人が見学に訪れているほか、竹中
工務店の社員研修の場としても活用されている。日常
的な維持管理と公開活動は、地域住民が主体の「（一社）
聴竹居倶楽部」が担っている。

京都府乙訓郡大山崎町
聴竹居　旧藤井厚二自邸

居室の南側に位置する、縁側。三面をガラス
戸とし、庭と、その向こうに広がる木津川・桂
川・宇治川の三川合流地点を眺望できるよう
に設計されました。床から170センチより上
の部分はすりガラスで、眺望を損なう庇が視
界に入らないようにしています。
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