
―
―
鈴
木
氏
は
、
ど
の
よ
う
な

方
で
し
た
か
。
ま
た
、
印
象
深

く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
を
。

　

単
に
技
術
や
実
務
だ
け
で
は

な
く
、
建
築
へ
の
考
え
方
、
理

念
ま
で
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
は
、
建
築
現
場
か
ら
の

た
た
き
上
げ
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
図
面
は
引
け
な
い
し
、
事

務
所
に
い
て
も
何
も
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

私
が
鈴
木
先
生
か
ら
伺
っ
た

こ
と
の
中
で
、
特
に
印
象
深
か

っ
た
の
は
、「
立
派
な
建
築
家

に
な
り
た
け
れ
ば
旅
に
出
て
、

絵
を
描
き
、
文
章
を
書
く
こ
と

だ
」
と
い
う
一
言
で
す
。
当
時

は
、
さ
な
が
ら
丁
稚
奉
公
の
よ

う
な
毎
日
で
し
た
が
、
１
年
の

う
ち
３
カ
月
は
海
外
に
行
く
よ

―
―
建
築
、
そ
し
て
古
民
家
再

生
に
取
り
組
ま
れ
る
に
至
っ
た

き
っ
か
け
や
経
緯
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

20
代
の
頃
、
建
設
現
場
で
肉

体
労
働
に
従
事
し
て
い
ま
し

た
。
地
下
鉄
の
保
線
や
下
水
道

工
事
、
ビ
ル
工
事
な
ど
が
主
体

で
し
た
。
ビ
ル
工
事
で
は
難
易

度
が
高
い
仕
事
を
任
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
親
方
か
ら
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
体
構
築

の
際
、
専
門
職
の
「
型
枠
工
」

が
行
う
仕
事
を
任
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
く
う

ち
に
、
自
分
で
建
物
を
作
り
た

い
と
思
い
、
20
代
後
半
、
武
蔵

野
美
術
大
学
の
講
師
で
あ
っ
た

鈴
木
喜
一
先
生
に
教
え
を
請
い

ま
し
た
。
鈴
木
先
生
は
「
今
か

ら
専
門
学
校
に
通
っ
て
は
時
間

が
も
っ
た
い
な
い
か
ら
、
う
ち

の
事
務
所
で
勉
強
し
な
が
ら
建

築
士
を
目
指
し
な
さ
い
」
と
、

素
人
同
然
の
私
を
建
築
設
計
事

務
所
に
迎
え
入
れ
て
く
れ
ま
し

た
。

観察す る こ とが 「眼 」 を養い
視野を広げる 建 築 家 が 見 る 古 民 家 再 生 と 歯 科 の 世 界

　閑静な住宅街を通り抜け、途中、「阿
お う の ま つ べ や

武松部屋」の左を越え、しばらく進むと、視界の中に周囲の戸建て住宅とは一線を画す落ち着いた日本家屋が飛び込ん
でくる。洗練された美しい玄関回りを演出する鋳物門扉には小鳥があしらわれ、外壁には古くから使われてきた防火と防虫に優れた焼杉が使用され、玄関へ
のアプローチ脇の黒竹は、家屋の焼杉との調和を引き立たせる。
　今回ご紹介するのは、一昨年、台湾で出版された日式建築を体系的に紹介する専門書「臺灣日式建築紀行」の著者で、台湾における「レトロ建築ブーム」
の立役者、また広島県尾道市でNPO法人「尾道空き家再生プロジェクト」の理事でもある建築家の渡邉義孝さん。渡邉さんは、建物の「再生」に強い関心を
持つ。その背景には、「会津田島の馬宿復原（国指定重要有形民俗文化財）」や「三鷹市の伊藤家住宅（国の登録有形文化財）」をはじめ、数々の古民家再生を
手がけてきた建築家で師と仰ぐ、エッセイスト、紀行作家でもある今は亡き鈴木喜一（すずき・きいち）氏の存在がある。そして、建築における古民家再生
と歯科医療の共通点のほか、歯科診療所ならではの特色への対応の必要性を提示する。さらに、現在のコロナ禍と住まいのあり方、これからの生活様式と在
宅ワークの関連性とその展望などについても語っていただいた。聞き手は、協会広報・ホームページ部長の早坂美都理事。

う
に
勧
め
ら
れ
、
世
界
中
、
旅

を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
し

か
も
、
旅
行
の
費
用
は
す
べ
て

鈴
木
先
生
が
負
担
し
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
先
生
か
ら
は

「
毎
日
ス
ケ
ッ
チ
を
１
枚
描
く

こ
と
」「
旅
先
で
感
じ
た
こ
と
、

体
験
し
た
こ
と
を
文
章
に
残
す

こ
と
」
と
言
い
渡
さ
れ
、
毎
日

実
践
し
ま
し
た
。

　

先
生
が
示
唆
し
た
の
は
、
旅

で
必
要
な
こ
と
は
観
光
地
や
名

所
、
旧
跡
を
訪
ね
る
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
土
地
の
人
々

の
生
活
に
触
れ
る
こ
と
で
し

た
。
そ
し
て
、
大
事
な
こ
と

は
、
そ
の
土
地
で
見
聞
き
し
て

き
た
人
々
の
生
活
や
習
慣
な
ど

の
根
本
的
な
こ
と
を
ゆ
く
ゆ
く

の
設
計
に
生
か
す
と
い
う
こ
と

で
す
。
旅
行
中
に
異
文
化
か
ら

洗
礼
を
受
け
、
観
察
す
る
こ
と

が
建
築
家
と
し
て
の
「
眼
」
を

養
い
、
視
野
を
広
げ
る
も
の
と

考
え
て
い
た
の
で
す
。
私
も
、

建
築
を
目
指
す
方
に
は
旅
を
す

る
こ
と
を
勧
め
ま
す
。

　

最
近
、
日
本
の
各
地
で
は
、

再
開
発
の
名
の
も
と
に
ビ
ル
や

マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
私
は
そ
れ
に
は
あ
ま

り
魅
力
を
感
じ
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
、
そ
れ
を
建
て
る
た
め
に
壊

さ
れ
た
家
々
に
強
い
愛
着
を
感

じ
ま
す
。
つ
い
最
近
、
東
京
で

も
大
正
13
年
に
建
設
さ
れ
、
都

内
最
古
の
木
造
駅
舎
で
あ
っ
た

原
宿
駅
で
さ
え
、
い
と
も
簡
単

に
壊
し
、
昨
年
３
月
に
現
在
の

駅
舎
に
改
築
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
残
念
な
こ
と
で
す
。
こ

の
事
務
所
に
は
10
年
ほ
ど
い
ま

し
た
が
、
住
ま
い
の
建
て
直
し

依
頼
の
う
ち
、
先
生
の
説
得
で

２
件
は
再
生
す
る
こ
と
に
変
更

さ
れ
ま
し
た
。
私
も
、
古
材
、

そ
の
家
に
暮
ら
し
た
人
た
ち
の

思
い
出
を
継
承
す
る
こ
と
が
大

事
で
あ
る
と
気
付
き
ま
し
た
。

―
―
「
再
生
」
に
つ
い
て
、
大

事
な
点
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
住
宅
を
建
て
る
時
に

は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
新
建

材
」
を
使
い
ま
す
。
天
然
の
無

垢
材
を
使
用
す
る
代
わ
り
に
合

板
、
土
の
壁
で
は
な
く
ビ
ニ
ー

ル
ク
ロ
ス
な
ど
、
要
は
石
油
加

工
製
品
を
中
心
に
使
い
ま

す
。
家
の
外
壁
を
見
て
も
、
石

じ
ゃ
な
い
の
に
「
石
目
調
」、

木
で
は
な
い
の
に
「
木
目
調
」

が
多
い
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、

言
い
方
が
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
は
「
フ
ェ
イ
ク
」

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
用
い
、
見
た
目
を

き
れ
い
に
飾
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
、
昔
の
建
材
は
す

べ
て
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク

（au
th

en
tic

）、
つ
ま
り
本

物
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
違
い

が
あ
り
ま
す
。
鈴
木
先
生
は
、

双
方
の
う
ち
昔
の
建
物
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
私
も
次
第
に
そ
の
考
え
方

に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
無
垢
材
は
手
入
れ
が
大
変
だ

か
ら
…
」
と
い
う
人
も
い
ま
す

が
、
私
た
ち
の
日
々
の
食
事
の

時
に
、
メ
ラ
ミ
ン
や
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
の
お
皿
を
使
い
た
い
で
し

ょ
う
か
。
や
は
り
、
ガ
ラ
ス
や

陶
器
の
ほ
う
が
使
い
易
い
と
思

い
ま
す
。
手
や
口
が
ふ
れ
る
と

こ
ろ
に
で
き
る
だ
け
、「
ニ
セ

モ
ノ
」
を
使
い
た
い
人
は
い
ま

せ
ん
よ
ね
。

戦 後 ま も な く 建 て ら れ た「 松 翠 園 」に あ る 欄 間 は 、透 か し 彫 り を 合 わ せ て デ ザ イ ン さ れ て い る

N P O「 尾 道 空 き 家 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト 」が 再 生 を 手 掛 け る 広 島 県 尾 道 市 の「 松 翠 園 」＝ 渡 邉 義 孝 さ ん 撮 影
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立大学非常勤講師。保線工、型枠工な
どを経て「アユミギャラリー・鈴木喜
一建築計画工房」入所。2004年独立。
住宅設計の他、民家再生、文化財調査
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なれます。

　

私
は
10
年
ほ
ど
で
鈴
木
先
生

の
事
務
所
か
ら
独
立
し
ま
し
た

が
、
建
築
物
の
再
生
は
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
と
し
て
続
け
て
い
ま

す
。
私
は
現
在
、
広
島
県
尾
道

市
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
尾
道
空

き
家
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

も
理
事
と
し
て
参
加
し
て
い
ま

す
。
こ
の
団
体
は
２
０
０
７
年

に
設
立
さ
れ
、
明
治
か
ら
昭
和

初
期
の
良
質
な
建
物
が
た
く
さ

ん
残
さ
れ
て
い
る
尾
道
の
空
き

家
を
再
生
し
、
移
住
希
望
者
を

見
出
し
、
住
み
や
す
い
よ
う
に

修
繕
し
て
住
ん
で
い
た
だ
く
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
空
き
家

バ
ン
ク
の
予
算
は
尾
道
市
が
負

担
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

仕
事
が
縁
で
、
建
築
学
科
の
な

い
尾
道
市
立
大
学
で
非
常
勤
講

師
と
し
て
建
築
学
を
教
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
学
生
に
は

再
生
し
た
尾
道
市
内
の
建
築
物

な
ど
を
見
せ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
の
大
切
さ
も
教
え
て
い
ま

す
。

―
―
２
０
１
９
年
に
単
行
本
の

『
臺
灣
日
式
建
築
紀
行
』
を
日

本
で
は
な
く
台
湾
で
出
版
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
。

　

２
０
１
１
年
、
日
本
で
「
東

ア
ジ
ア
日
式
住
宅
研
究
会
」
が

結
成
さ
れ
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
一
環
で
、
初
め
て
台

湾
を
訪
れ
ま
し
た
。
台
湾
建
築

の
知
識
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も

の
の
、
現
地
で
見
た
日
本
統
治

時
代
の
建
築
物
、
現
地
で
い
う

「
日
式
建
築
」
に
大
き
な
関
心

を
持
ち
ま
し
た
。
写
真
や
録
音

な
ど
の
ほ
か
、
ノ
ー
ト
に
は
ス

ケ
ッ
チ
も
添
え
、
見
聞
し
た
こ

―
―
渡
邉
先
生
が
考
え
る
歯
科

と
建
築
の
共
通
点
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

　

建
築
物
の
９
割
は
、
い
わ
ゆ

る
「
新
築
」
で
す
。
残
る
部
分

の
一
握
り
が
再
生
と
リ
フ
ォ
ー

ム
で
す
。
し
か
し
、
歯
科
医
師

と
の
共
通
点
か
ら
見
る
と
、
リ

フ
ォ
ー
ム
や
再
生
と
い
う
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
（m

in
ority

）
の

部
分
が
ま
さ
に
共
通
点
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
建
築

物
の
場
合
、
建
物
の
一
部
が
痛

ん
で
い
る
、
雨
漏
り
が
あ
る
、

耐
震
性
が
弱
い
、
家
族
が
増
え

て
使
い
勝
手
を
変
え
る
必
要
が

あ
る
な
ど
の
事
情
が
あ
り
、
さ

ら
に
持
ち
主
さ
ん
が
建
て
直
し

は
し
な
い
で
修
理
や
修
繕
な
ど

を
行
い
、
快
適
な
状
態
に
す
る

こ
と
を
希
望
す
る
ケ
ー
ス
が
あ

り
ま
す
。
歯
科
の
場
合
も
、
無

の
状
態
か
ら
治
療
し
た
り
、
入

れ
歯
や
詰
め
物
を
つ
く
っ
た
り

は
せ
ず
、
歯
が
虫
歯
に
な
っ
た

り
欠
け
て
し
ま
っ
た
り
、
抜
歯

し
て
入
れ
歯
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
っ
た
時
、
こ
れ
を
元
の

歯
の
状
態
に
近
づ
け
る
た
め
の

治
療
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
た
め

と
な
ど
も
書
き
記
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
台
湾
は
18
回
訪
れ

て
い
ま
す
。
私
は
も
と
も
と
、

紛
争
地
域
と
そ
の
土
地
の
民
俗

に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
の

で
、
台
湾
だ
け
で
な
く
、
世
界

各
地
で
ス
ケ
ッ
チ
の
記
録
を
残

し
て
い
ま
す
。
２
０
１
９
年
に

出
版
し
た
「
臺
灣
日
式
建
築
紀

行
」
は
日
本
語
の
原
稿
を
翻
訳

し
た
も
の
で
す
が
、
日
本
語
に

よ
る
日
本
語
版
は
出
版
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
在
も
台

湾
で
２
冊
の
本
の
出
版
作
業
が

進
ん
で
い
ま
す
。

に
必
要
な
ご
本
人
の
希
望
、
環

境
、
用
い
る
素
材
な
ど
を
整
理

す
る
は
ず
で
す
。
こ
の
流
れ

は
、
建
築
の
再
生
と
歯
科
の
世

界
で
は
非
常
に
似
て
い
る
部
分

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

歯
も
痛
ん
で
か
ら
の
修
繕
は
大
変  

「
日
常
的
な
付
き
合
い
」
が
大
切

―
―
日
常
生
活
や
お
仕
事
を
通

じ
て
歯
科
、
歯
科
医
療
に
つ
い

て
、
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

建
築
の
視
点
も
踏
ま
え
て
。

　

私
は
、
歯
科
の
「
治
療
」
に

は
一
生
行
か
な
い
と
決
め
て
い

ま
す
。
歯
に
痛
み
を
覚
え
、
治

療
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

う
、
半
年
に
１
回
は
歯
科
診
療

所
に
行
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
受
け
に
行
っ

て
い
ま
す
。
先
生
も
歯
科
衛
生

士
さ
ん
も
丁
寧
に
し
て
く
れ
る

の
で
、
居
眠
り
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
サ
ウ
ナ
に
行

く
よ
う
な
気
分
で
歯
科
診
療
所

に
行
っ
て
い
ま
す
。
つ
く
づ
く

感
じ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
歯

科
は
建
築
に
似
て
い
ま
す
。
ど

の
よ
う
な
家
で
も
修
繕
は
必

要
。
痛
ん
で
か
ら
修
繕
し
た
の

で
は
、
大
変
な
作
業
と
労
力
と

お
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
何

で
も
な
い
時
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
を

受
け
、
屋
根
や
雨
ど
い
も
入
念

な
手
入
れ
を
行
う
。
そ
の
た
め

に
は
、
大
工
さ
ん
な
ど
と
の
日

常
的
な
付
き
合
い
が
、
非
常
に

大
切
で
す
。
歯
科
で
も
痛
む
前

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
そ
し
て

「
日
常
的
な
付
き
合
い
」
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。
良
い
歯
科

医
師
と
ス
タ
ッ
フ
に
出
会
い
、

付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

現在、台湾社会では「日式建築」を守ろうという風潮が広がりつつある。渡邉さんのノートは、台湾で「臺灣日式建築紀行」と
して出版され、戦後台湾において長く忘れられた日本式建築の美しさを多くの方に気付かせるきっかけを作っている。上の４点
のスケッチは、台湾西南部の台南市を訪れた時のもの（渡邉義孝さん提供）

―
―
歯
科
診
療
所
関
係
の
お
仕

事
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。

　

群
馬
県
太
田
市
内
の
歯
科
診

療
所
で
す
が
、
古
民
家
再
生
の

形
で
設
計
を
担
当
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
独
立
す
る
前
、
事

務
所
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
仕

事
で
し
た
。
歯
科
診
療
所
は
、

患
者
さ
ん
が
独
特
な
無
防
備
状

態
に
晒
さ
れ
る
場
所
で
す
。
そ

の
た
め
、
患
者
さ
ん
が
落
ち
着

く
こ
と
が
で
き
る
、
極
力
ス
ト

レ
ス
を
受
け
な
い
こ
と
を
大
切

に
す
る
こ
と
を
コ
ン
セ
プ
ト
と

し
て
設
計
し
ま
し
た
。
古
民
家

再
生
は
そ
の
た
め
に
も
適
し
て

お
り
、
天
井
も
屋
根
ま
で
の
吹

き
抜
け
と
し
、
高
さ
を
出
し
て

圧
迫
感
を
な
く
す
な
ど
し
ま
し

た
。
現
在
で
は
、
機
能
性
と
患

者
さ
ん
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
点
へ
の
配

慮
が
必
要
で
す
。

―
―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

蔓
延
で
、
人
々
が
自
宅
で
過
ご

す
時
間
が
長
く
な
る
な
ど
、
住

ま
い
方
に
も
変
化
が
生
じ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
住
ま
い
方

に
つ
い
て
の
お
考
え
を
。

　

長
く
な
っ
た
自
宅
で
過
ご
す

時
間
で
特
徴
的
な
の
は
、
テ
レ

ワ
ー
ク
な
ど
の
仕
事
の
時
間
で

す
。
つ
ま
り
、
自
宅
で
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
な
作
業
が
で
き
る
環

境
が
必
要
で
す
。
私
は
「
緊
張

感
」
も
デ
ザ
イ
ン
の
中
に
必
要

だ
と
思
う
の
で
す
。
自
宅
と
は

い
え
、
仕
事
に
向
き
合
う
た
め

に
は
安
ら
ぎ
だ
け
で
は
不
十
分

で
、
ち
ょ
っ
と
背
筋
を
正
す
よ

う
な
雰
囲
気
も
ほ
し
い
な
と
思

い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
大
切
に
さ
れ
て

い
る
言
葉
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

　
『
更
上
一
層
楼
（
こ
う
じ
ょ

う
い
っ
そ
う
ろ
う
）』
で
す
。

中
国
の
詩
人
、
王お
う
し
か
ん
之
渙
が
詠
ん

だ
漢
詩
「
登
鸛
鵲
楼
（
か
ん
じ

ゃ
く
ろ
う
に
の
ぼ
る
）」
の
一

節
で
、
鈴
木
先
生
の
ア
ト
リ
エ

の
階
段
に
掛
か
っ
て
い
た
言
葉

で
す
。
そ
の
意
は
、「
遠
く
ま

で
見
渡
す
な
ら
、
も
っ
と
上
に

登
る
必
要
が
あ
る
。
物
事
を
広

く
識
る
に
は
、
努
力
し
て
自
分

を
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ

り
、
向
上
す
れ
ば
広
い
視
野
で

周
り
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
…
」
と
い
う
も
の

で
す
。

―
―
本
日
は
お
時
間
を
割
い
て

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
了
）
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