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大正製薬関西支店
竹中工務店　原　哲也、茨木　保、本間隆司、北村仁司

　製薬会社のオフィスとして「健康な未来のオフィス」をテーマに、
ユーザーや地球環境に健康をもたらす建築を目指した。インター
チェンジに面した敷地の優れた眺望を確保し、自然の風や光などを
最大限に利用した省エネルギーのオフィスとすることが求められた。
建物中央部に地下1階から屋上まで続く外部吹抜け空間を配し、
ブーメラン形状のオフィスレイアウトとすることで、眺望に優れた明る
いオフィスを実現した。中央の外部吹抜けは上部に広がった形状を
しており、執務空間と共用ゾーンを緩やかに分けつつ光と風を取り
入れる。その傾きは夏至の太陽高度と同角度とし、夏至の正午に
は地下1階の車寄せまで太陽光が届く。
　オフィスは両面採光で明るく、手動で開閉できる窓で通風が可能
である。これは、快適性を高めるだけでなく、災害時にも活動の拠点
として機能するためである。外部吹抜けの南に面するバルコニーに
はシマトネリコを配し、地下1階の竹林から屋上の薬草庭園まで建
物を立体的に緑化している。これにより、どのフロアからも緑を楽し
むことができる。緑化とともにミスト設備を設けて、夏季は吹抜けの
空気を冷却し、執務空間に涼しい風を取り入れられる。緑化テラス
の北側に開放的な階段を設け、木漏れ日の中、快適に階段を利用
できるように計画した。緑豊かな潤いのある空間で、従業員の交流
と運動が誘発され、明るく健康的に活動できることを期待している。

撮影：古川泰造

■建物データ
建 築 主：大正製薬 株式会社
設　　計：株式会社 竹中工務店
施　　工：株式会社 竹中工務店
所 在 地：大阪府豊中市新千里西町
用　　途：事務所
竣　　工：2012年7月

規　　模：地下2階　地上8階
　　　　　塔屋1階
構　　造：S造　一部SRC造
敷地面積：2,353㎡
建築面積：1,268㎡
延べ面積：11,966㎡
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東
京
の
御
茶
ノ
水
駅
を
降
り
、
駿
河
台
下
へ
と

下
る
坂
の
途
中
に
あ
る
明
治
大
学
の
手
前
を
右
に

折
れ
、
西
村
伊
作
が
創
設
し
た
文
化
学
院
の
校
舎

を
通
り
過
ぎ
て
し
ば
ら
く
進
ん
だ
先
の
、
再
び
神

田
川
沿
い
の
風
景
が
開
け
る
直
前
の
左
手
の
狭
い

崖
地
の
上
に
、
紫
色
の
特
異
な
形
を
し
た
彫
刻
の

よ
う
な
建
物
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
が
、
フ
ラ
ン

ス
語
の
語
学
学
校
と
し
て
一
九
一
三
年
に
創
設
さ

れ
た
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
新
校
舎
で
あ
る
。

　

設
計
し
た
の
は
吉
阪
隆
正
︵
一
九
一
七
～

一
九
八
〇
年
︶、
早
稲
田
大
学
助
教
授
の
立
場
で

一
九
五
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
へ
留

学
し
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
ア
ト
リ
エ
に
学
び
、

帰
国
後
は
、
吉
阪
研
究
室
を
開
設
し
て
、
教
育
の

傍
ら
精
力
的
な
設
計
活
動
を
進
め
て
い
た
。
実
は
、

吉
阪
自
身
も
、
こ
の
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
に
通
い
、

創
設
者
の
コ
ッ
ト
先
生
の
ク
ラ
ス
に
出
席
し
た
卒

業
生
の
一
人
だ
と
い
う
︵﹃
近
代
建
築
﹄
一
九
六
二

年
六
月
号
︶。
ま
た
、
二
代
目
校
長
の
松
本
悦
治

︵
一
九
二
〇
～
二
〇
一
二
年
︶
も
コ
ッ
ト
の
教
え

子
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
近
く
に
は
、
吉
阪
の
手
が

け
た
日
仏
会
館
︵
一
九
五
八
年
／
一
九
九
五
年
解

体
︶
が
竣
工
し
た
直
後
で
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、

こ
う
し
た
縁
か
ら
設
計
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
建
物
が
完
成
し
た
際
、
吉
阪
は
、
設
計
意
図

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

　
﹁
外
国
語
を
教
え
る
各
種
学
校
で
あ
る
と
い
う
分

類
か
ら
、
一
般
に
は
授
業
料
に
よ
る
金
儲
け
の
手
段

と
い
う
経
営
者
側
の
考
え
と
、
要
は
語
学
を
覚
え

れ
ば
い
い
の
で
愛
校
心
な
ど
は
ど
う
と
い
う
こ
と
な

く
す
む
授マ

マ講
者
側
の
気
持
と
が
合
し
て
、
と
に
か
く

必
要
な
生
徒
数
が
入
る
教
室
さ
え
つ
く
れ
ば
よ
い
と

考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
は
記
念
建
造
物
で
も

な
け
れ
ば
、
豪
華
さ
を
楽
し
み
に
来
る
宮
殿
で
も
な

い
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。︵
中
略
︶し
か
し
ア
テ
ネ
・

フ
ラ
ン
セ
の
場
合
、
そ
の
創
立
者
の
ジ
ョ
セ
フ
・
コ
ッ

ト
氏
の
遺
志
が
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
自
由
独
立
な

機
関
と
し
て
、フ
ラ
ン
ス
語
と
文
学
の
楽
し
み
を
人
々

に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。︵
中
略
︶
こ
う
し

た
目
標
の
違
い
は
当
然
デ
ザ
イ
ン
の
上
に
も
あ
ら
わ

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
施
工
者
に
も
職

人
の
一
人
一
人
に
も
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

経
営
者
と
同
じ
く
ら
い
授マ

マ講
者
へ
も
﹁
配
慮
﹂

す
る
と
い
う
態
度
も
生
ま
れ
、
社
会
に
対
し
て
も

そ
の
意
の
あ
る
所
を
呼
び
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。
ぜ
い
を
尽
く
す
と
い
う
の
で
は

な
い
が
、
コ
ッ
ト
氏
の
記
念
で
あ
り
、
楽
し
い
雰

囲
気
を
か
も
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂︵﹃
建

築
文
化
﹄
一
九
六
二
年
七
月
号
︶

　

ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
は
、
戦
時
下
に
も
そ
の
自

由
な
気
風
を
守
り
通
し
た
歴
史
を
持
っ
て
い
た
。

一
時
は
や
は
り
時
代
に
屈
し
な
か
っ
た
西
村
伊
作

の
文
化
学
院
に
身
を
寄
せ
た
時
期
も
あ
っ
た
と
い

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
吉
阪
は
、
そ
う
し
た
コ
ッ
ト

の
不
屈
の
志
を
受
け
継
ぐ
形
を
校
舎
に
与
え
る
べ

く
、
単
な
る
機
能
の
充
足
を
超
え
て
、
自
由
に
学

ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
醸
し
出
す
造
形
を
目
指
そ
う

と
し
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
、
窮
屈
な
敷
地
と
求
め

ら
れ
た
機
能
、
厳
し
い
予
算
は
、
け
っ
し
て
良
い

建
築
を
生
む
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実

際
に
訪
れ
て
み
る
と
、
単
調
さ
や
ロ
ー
コ
ス
ト
と

は
無
縁
の
、
ま
さ
に
学
び
舎
と
し
て
の
楽
し
い
雰

囲
気
が
内
外
共
に
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
何
が
そ

れ
を
生
み
出
す
原
動
力
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

吉
阪
は
、
設
計
の
根
底
に
流
れ
る
考
え
方
の
中

に
、﹁
不
連
続
統
一
体
﹂
と
学
生
た
ち
が
命
名
し

た
方
法
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
︵﹃
建

築
﹄
一
九
六
二
年
六
月
号
︶。
そ
れ
は
、
建
築
の

各
エ
レ
メ
ン
ト
が
、﹁
そ
れ
ぞ
れ
十
分
に
自
分
の
存

在
を
発
言
で
き
る
よ
う
な
形
や
肌
や
色
に
し
な
が

ら
、
互
い
に
調
和
を
保
つ
と
い
う
こ
と
﹂
で
あ
り
、

﹁
床
、
壁
、
天
井
、
枠
、
建
具
等
々
そ
れ
ぞ
れ
の
異

な
っ
た
使
命
を
持
ち
、
独
自
の
表
現
を
持
っ
て
い

る
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
。

　

た
し
か
に
、
こ
の
言
葉
通
り
、
建
物
は
ご
く
単

純
な
平
面
と
断
面
か
ら
で
き
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ち
ょ
っ
と
し
た
細
部
の
納
ま
り
や
端
部
の

形
、手
摺
や
建
具
、家
具
な
ど
の
独
特
な
姿
に
よ
っ

て
、
生
き
生
き
と
し
た
自
由
な
空
気
感
が
生
み
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
吉
阪
マ
ジ
ッ
ク
と
で
も
呼
べ

る
造
形
は
、
も
の
の
形
が
人
間
に
与
え
る
喜
び
の

本
質
に
触
れ
る
力
を
持
っ
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
、

次
の
よ
う
な
原
体
験
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

一
九
五
〇
年
、
戦
後
復
活
し
た
留
学
制
度
の
第

一
回
留
学
生
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
っ
た
三
三
歳

の
吉
阪
は
、﹁
建
築
を
志
し
て
か
ら
も
う
一
〇
年

に
も
な
る
の
に
、
建
築
が
何
で
あ
る
の
か
さ
え
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
迷
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
。
そ
し

て
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
ア
ト
リ
エ
で
、
次
の

よ
う
な
眼
を
開
か
れ
る
新
鮮
な
経
験
を
す
る
。

　
﹁
し
ば
し
ば
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
か
ら
、﹁
こ

れ
か
ら
建
築
が
は
じ
ま
る
の
だ
﹂﹁
こ
れ
が
建
築

を
決
め
る
の
だ
﹂
と
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た
。

そ
れ
は
お
お
む
ね
設
計
図
が
一
応
完
成
し
た
時
に

発
せ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
請
負
者
に
渡
す
前

の
い
わ
ば
画
竜
点
睛
の
仕
事
の
こ
と
を
い
う
の

だ
っ
た
。
私
の
迷
霧
は
こ
う
し
て
少
し
ず
つ
晴
れ

て
き
た
。﹁
建
築
﹂
と
﹁
建
物
﹂
と
の
違
い
が
ど

こ
に
存
在
す
る
か
を
少
し
ば
か
り
わ
か
っ
た
よ
う

な
気
が
し
た
。﹂︵﹁
訳
者
の
言
葉
﹂﹃
モ
デ
ュ
ロ
ー

ル
﹄
美
術
出
版
社
一
九
五
三
年
︶

　

こ
の
言
葉
か
ら
は
、﹁
建
物
﹂
が
﹁
建
築
﹂
に
な

る
た
め
に
は
飛
躍
す
る
何
か
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
教
え
ら
れ
た
吉
阪
の
気
づ
き
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
気
づ
き
こ
そ
、
吉
阪
マ
ジ
ッ
ク
を
生
み
出
し

た
も
の
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
単
な
る

思
い
つ
き
で
は
な
く
、
膨
大
な
ス
タ
デ
ィ
に
支
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
必
然
性
を
も
っ
た

実
在
感
と
親
し
み
や
す
さ
を
獲
得
し
て
い
る
の
だ

と
思
う
。
こ
の
建
物
は
、
今
も
な
お
、
私
た
ち
に

建
築
と
は
何
か
を
快
活
に
語
り
か
け
て
い
る
。

松
隈
　
洋	

京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
。
博
士
（
工
学
）。

一
九
五
七
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
一
九
八
〇
年
京

都
大
学
卒
業
後
、
前
川
國
男
建
築
設
計
事
務
所

に
入
所
。
二
〇
〇
八
年
十
月
よ
り
現
職
。

記憶の建築
松隈　洋

アテネ・フランセ 1962 年
学ぶ楽しさを醸し出す造形力

増築された搭状の階段室の内部

北側から見る建物全景
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連
載　

建
築
の
射
程
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最
後
に

　

被
災
地
の
方
は
、
大
変
な
中
で
も
、
な
ん
と

か
で
き
る
方
法
を
教
え
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
ま
ち
・
コ
ミ
は
、
一
緒
に
探
し
て

い
き
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被

災
地
で
復
興
ま
ち
づ
く
り
に
一
八
年
間
関
わ
っ

た
経
験
と
、
研
究
成
果
を
活
か
し
、
東
日
本
大

震
災
の
生
活
再
建
と
復
興
事
業
と
の
関
連
性

を
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
デ
ー
タ
か
ら
比
較

し
、
分
析
す
る
。

　

東
日
本
は
元
よ
り
、
今
後
起
こ
り
う
る
人
口

減
少
社
会
に
お
け
る
現
代
の
復
興
ま
ち
づ
く
り

に
お
い
て
、
従
前
地
域
で
生
活
を
継
続
し
な
が

ら
、
地
域
を
運
営
で
き
る
復
興
ま
ち
づ
く
り
を

実
現
す
る
た
め
、
研
究
成
果
を
発
信
・
共
有
し

た
い
。
読
者
の
皆
様
か
ら
も
、
建
築
ま
ち
づ
く

り
の
ご
指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

︻
参
考
文
献
︼

１
．
住
民
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
働
よ
る
ま
ち
づ
く
り
主
体
の

復
興
・
減
災
活
動
︵
大
阪
ガ
ス
季
刊
誌
Ｃ
Ｅ
Ｌ
二
〇
一
〇

年
一
月
︶

２
．
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
権
利
関
係
・
建
物
用

途
に
着
目
し
た
再
建
動
向
に
関
す
る
研
究

 

︱
神
戸
市
御
菅
西
地
区
に
お
け
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
︱

 

︵
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集　

第
七
七
巻
第
六
七
三
号

二
〇
一
二
年
三
月
︶

３
．
石
巻
市
雄
勝
町
の
現
場
か
ら
：
復
興
ま
ち
づ
く
り
の
合
意

形
成
過
程

 

︵p195

～199　

東
日
本
大
震
災　

住
ま
い
と
生
活
の
復
興

住
宅
白
書
二
〇
一
一
︱
二
〇
一
三　

日
本
住
宅
会
議
編　

ド
メ
ス
出
版　

二
〇
一
三
年
六
月
二
五
日
発
行
︶

４
．
都
市
型
災
害
時
に
お
け
る
従
前
居
住
者
用
賃
貸
住
宅
の
入

居
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
研
究

 

︱
阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
地
区
︵
神

戸
市
︶
の
事
例
を
通
じ
て
︱

 

︵
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集　

二
〇
一
二
年
七
月
︶

５
．
阿
部
晃
成
：
復
興
計
画
が
さ
え
ぎ
る
故
郷
の
未
来 

石
巻
市

雄
勝
地
区
の
高
台
移
転
問
題

 

︵
現
代
思
想
二
〇
一
三
年
三
月
号p86

～95

︶

６
．
活
動
の
詳
細
は
、
日
々
更
新
中
の
﹃
ま
ち
・
コ
ミ
ブ
ロ
グ

︵http://m
achicom

i.blog42.fc2.com
/

︶﹄
に
て

７
．
故
郷
を
再
創
造
す
る
た
め
︱
激
変
の
地
域
共
同
体
、
集
落

誌
を
編
む
意
義
は
？
︱　

香
寺
町
史
研
究
室
主
宰　

大

槻
守
さ
ん
︵
神
戸
新
聞　

編
集
委
員
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

二
〇
一
三
年
︶

８
．
台
日
交
流
古
民
家
移
築
事
業
︵http://park15.w

akw
ak.

com
/~m

-com
i/project/18/

︶

第
６
回

三陸の被災地で見守る暮らしの再建
−阪神・淡路大震災 復興まちづくり支援 18 年の経験を生かして−

宮定　章
2000 年大阪大学大学院（建築工学）在学中から、まち・コミにて活動を開始。都市基盤整備公団勤務（2003 年から 2004 年）経て、2012 年に
神戸大学で学位（工学博士）を取得し、東日本の被災地で活動・調査研究中。台湾淡水鎮に日台の大学生と共に日本の日本の古民家を台湾へ
移築（2004 年～ 2008 年）。m-comi@bj.wakwak.com

阪神・淡路大震災をきっかけに生まれた NPO「まち・コミュニケーション（まち・コミ）」が、東日本大
震災の生活再建に地道な活動をおこなっています。18 年間の経験から、あくまでも外部者としての自覚を
もちつつ、被災地の方々にとことん寄り添い内発的まちづくりに貢献したいと語る、代表理事を務める宮
定章さんにその取り組みをご紹介いただきました。

ま
ち
・
コ
ミ
の
紹
介

　

当
団
体
﹃
阪
神
・
淡
路
大
震
災
ま
ち
支
援

グ
ル
ー
プ　

ま
ち
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

︵
一
九
九
六
年
設
立
、
二
〇
一
二
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
ま
ち
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
。

以
下
、
ま
ち
・
コ
ミ
︶﹄
は
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
︵
一
九
九
五
年
︶
以
降
、
神
戸
市
長
田
区

御
蔵
通
に
事
務
所
を
置
く
。
一
八
年
間
現
地
に

常
駐
し
、
事
務
局
は
、
素
人
な
が
ら
も
生
活
再

建
や
ま
ち
づ
く
り
等
に
関
わ
る
こ
と
を
目
指

し
、
若
者
が
集
い
、
時
に
は
専
門
家
の
応
援
を

頂
き
な
が
ら
、
生
活
再
建
に
寄
り
添
い
な
が
ら

活
動
を
継
続
し
て
き
た
︵
１
︶。
あ
る
被
災
者

は
、﹁︵
あ
な
た
た
ち
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
た
。
た
だ
、︶
い
つ
も
横
に
い
て
、

一
緒
に
悩
ん
で
く
れ
る
だ
け
で
心
強
か
っ
た
。﹂

と
い
う
。

　

私
達
の
経
験
の
一
つ
は
、
震
災
に
よ
り
地
区

の
八
割
が
焼
失
し
、
ま
ち
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

る
中
、
住
民
有
志
が
集
ま
り
、
な
ん
と
か
ま
ち

を
復
興
さ
せ
よ
う
と
、
活
動
を
始
め
た
こ
と
。

当
初
の
目
標
は
、
当
地
区
に
戻
り
た
い
人
を
戻

そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
密
集

市
街
地
で
あ
っ
た
当
地
区
で
は
、
震
災
か
ら

一
八
年
を
経
た
今
で
も
震
災
前
に
居
住
や
商
売

を
営
ん
で
い
た
人
の
二
七
．
三
％
が
戻
っ
て
き

た
の
み
で
あ
る
︵
２
︶。
そ
の
よ
う
な
復
興
ま

ち
づ
く
り
の
支
援
か
ら
漏
れ
る
人
が
多
く
出
る

状
況
の
中
で
、
住
民
組
織
の
活
動
が
困
難
に

な
っ
て
く
る
こ
と
を
経
験
し
た
。
復
興
事
業
に

よ
り
、
ま
ち
は
道
路
と
公
園
が
整
備
さ
れ
、
き

れ
い
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
地
域
を
訪
れ
る
旧

住
民
は
、＂︵
旧
の
知
り
合
い
も
い
な
く
な
り
、︶

ま
ち
は
、
き
れ
い
に
な
っ
た
が
、
生
活
の
に
お

い
が
な
く
な
っ
た
＂
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
そ

の
よ
う
な
過
程
で
、
復
興
事
業
後
も
、
ま
ち
の

復
興
と
は
何
な
の
か
、
問
い
続
け
る
環
境
が
生

じ
た
。

内
発
的
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
︱
事
実
の
聴

き
取
り
か
ら
、立
ち
位
置
を
確
認
し
て
動
く

　

漁
村
を
周
り
な
が
ら
、
明
治
か
ら
現
代
ま
で

の
個
人
史
や
地
域
史
を
聴
き
、
住
民
と
共
に
成

功
体
験
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
人
は
、
自
分
の

生
活
経
験
か
ら
出
て
く
る
こ
と
を
表
現
す
る
の

は
大
好
き
で
、
そ
れ
が
行
動
に
な
る
。﹁
人
は

ル
ー
ツ
を
知
り
、
立
ち
位
置
を
確
認
せ
ず
に
安

心
し
て
歩
み
出
せ
る
だ
ろ
う
か
︵
７
︶。﹂

　

そ
こ
で
聴
き
取
り
に
よ
り
、
表
現
の
場
を
つ

く
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
身
の
丈

に
あ
っ
た
ま
ち
づ
く
り
が
始
ま
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。

　

最
近
の
一
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
津
波
で
家

が
流
さ
れ
親
族
の
家
に
身
を
寄
せ
る
紳
士
と
、

地
元
住
民
会
議
で
出
会
い
、
会
議
の
数
日
後
、

ま
ち
・
コ
ミ
は
、
彼
の
元
を
訪
れ
、
四
日
間
連

続
し
て
聴
き
取
り
を
続
け
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
前
回
の
会
議
の
振
り
返
り
と

共
に
、
前
回
の
会
議
で
、
誰
も
わ
か
ら
な
か
っ

た
事
項
を
調
べ
て
来
、
関
連
情
報
に
つ
い
て
、

お
話
し
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
彼
か
ら
こ
れ
ま

で
の
生
活
再
建
・
ま
ち
づ
く
り
の
話
を
し
て
く

だ
さ
り
、
そ
の
後
、
彼
自
身
の
生
活
再
建
の
経

緯
と
そ
の
時
々
で
の
想
い
を
共
に
振
り
返
っ

た
。
そ
の
途
中
か
ら
、
彼
は
、
興
味
の
あ
る
こ

と
の
数
々
を
話
し
始
め
た
。
森
林
を
ず
っ
と
整

備
し
て
き
た
そ
う
で
、
森
林
組
合
資
料
な
ど
、

当
事
者
の
み
が
持
っ
て
い
る
資
料
を
見
せ
て
下

さ
っ
た
。
そ
れ
を
借
り
、
次
の
日
に
は
、
そ
の

資
料
を
森
林
の
再
生
に
向
け
た
経
緯
を
視
点

に
、
ま
ち
・
コ
ミ
で
ま
と
め
直
し
て
、
関
連
参

考
書
籍
と
共
に
持
っ
て
行
っ
た
。

　

そ
の
数
日
後
も
聞
き
続
け
る
と
、
徐
々
に
、

彼
か
ら
想
い
出
が
出
て
き
た
。﹁
昭
和
八
年
の

津
波
の
時
は
、
電
気
工
事
の
人
が
、
残
っ
た
我

が
家
に
泊
ま
り
込
み
、
復
旧
・
復
興
活
動
を
し

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
俺
も
、
住
む
場
と
共

　

そ
の
経
験
を
通
じ
て
学
ん
だ
視
点
か
ら
、

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
生
活
再
建
と
復

興
事
業
の
現
状
報
告
と
、
当
団
体
の
活
動
を

紹
介
す
る
。

東
日
本
で
の
事
象（
現
在
）か
ら
阪
神
の

経
験
を
結
ぶ
視
点

　

二
〇
一
二
年
二
月
、
宮
城
県
石
巻
市
雄
勝
町

の
若
者
が
、＂
こ
の
ま
ま
で
は
ま
ち
が
無
く
な
る
＂

と
、
神
戸
ま
で
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で

の
ま
ち
・
コ
ミ
の
経
験
を
踏
ま
え
、
す
ぐ
に
行

く
べ
き
と
、
し
ば
ら
く
は
、
車
上
生
活
を
覚
悟

し
生
活
道
具
を
詰
め
、
雄
勝
町
に
向
か
っ
た
。

　

雄
勝
町
で
は
、
や
む
な
く
転
出
し
た
方
も
多

く
、
話
合
い
を
し
た
く
て
も
、
集
ま
り
に
く
い

状
況
に
な
っ
て
い
た
。
防
災
集
団
移
転
促
進
事

業
は
、従
前
地
を
災
害
危
険
区
域
を
設
定
す
る
。

よ
っ
て
、
従
前
地
に
て
、
か
さ
上
げ
現
地
再
建

を
主
張
す
る
人
が
い
る
と
、
災
害
危
険
区
域
設

定
が
で
き
ず
、
事
業
の
成
立
が
困
難
に
な
る
た

め
、
当
事
者
間
に
、
利
害
関
係
が
生
じ
、
会
合

を
持
ち
に
く
い
状
況
で
あ
っ
た
︵
３
︶。

　

土
地
を
扱
う
復
興
事
業
は
時
間
が
か
か
る
た

め
、＂
元
の
地
区
に
戻
り
た
い
＂
と
希
望
し
て

い
た
人
が
、
時
間
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
徐
々

に
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
︵
４
︶。

　

震
災
前
、
地
区
の
居
住
地
の
大
半
を
占
め
て

い
た
浸
水
域
は
災
害
危
険
区
域
で
あ
り
土
地
利

用
に
制
限
が
か
か
り
、
震
災
前
の
よ
う
に
地
域

と
し
て
の
、
居
住
地
が
と
れ
な
い
た
め
、
皆
が

住
め
な
い
ま
ち
で
ど
の
よ
う
に
復
興
で
き
る
の

か
、
地
元
住
民
の
中
に
は
、
ま
ち
の
将
来
像
を

見
い
だ
せ
な
い
者
も
い
る
︵
５
︶。

ま
ち
・
コ
ミ
の
東
日
本
で
の
活
動

　

そ
こ
で
、
ま
ち
・
コ
ミ
で
は
復
興
事
業
の
進

捗
を
追
い
、
地
域
の
方
と
共
有
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
復
興
事
業
メ
ニ
ュ
ー
だ
け
で

に
、
復
旧
・
復
興
の
基
地
に
な
る
場
を
つ
く
り

た
い
。﹂
と
、
過
去
に
地
域
へ
貢
献
し
た
こ
と

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
張
り
の
あ
る
声
で
話
し

て
下
さ
っ
た
。
そ
の
話
に
反
応
し
、
こ
ち
ら
も

い
ろ
い
ろ
材
料
を
出
し
た
か
っ
た
が
、
彼
が
イ

メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
時
間
を
継
続
さ
せ
る

た
め
、
そ
の
日
は
、
そ
の
ま
ま
退
散
し
た
。
次

の
日
、
神
戸
で
の
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
ま

ち
・
コ
ミ
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
、
住
民
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
建
て
た
古
民
家
移
築
集
会
所

︵
８
︶
の
写
真
集
を
彼
に
見
せ
る
と
、
自
分
で

も
で
き
る
と
思
っ
た
の
か
、
そ
の
翌
日
か
ら
、

休
み
無
く
山
に
入
り
作
業
を
始
め
た
。
二
日
後

に
は
、チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
借
り
に
行
っ
た
。切
っ

た
木
を
運
搬
す
る
の
が
大
変
で
、
五
日
後
に
は

ロ
ー
プ
を
ど
こ
か
ら
か
手
に
入
れ
た
。
ま
ち
・

コ
ミ
も
そ
の
様
子
を
発
信
す
る
と
、
そ
こ
に
仲

間
が
集
っ
て
木
を
切
り
、
山
か
ら
降
ろ
し
て
い

る
。
彼
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
免
許
等
を
取
り
に

行
き
、
作
業
小
屋
を
建
て
る
材
料
の
準
備
の
段

取
り
は
な
ん
と
か
整
っ
て
き
た
。﹁
設
計
で
き

る
も
の
は
お
ら
ん
か
⋮
。
昔
は
、大
工
の
元
で
、

地
域
の
人
が
建
設
工
事
を
し
て
い
た
の
だ
か
ら

︵
自
分
達
で
も
建
設
で
き
る
は
ず
︶。﹂
と
、
嬉

し
そ
う
に
話
し
、
自
ら
小
屋
を
建
て
る
た
め
動

き
始
め
た
。

　

ま
た
漁
村
部
で
は
、
高
度
経
済
成
長
や
漁
法

の
変
遷
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
地
区
へ
、
人
が

戻
り
、
人
が
出
て
い
っ
た
の
か
を
把
握
し
た
。

船
が
衰
退
し
て
い
た
時
住
み
続
け
る
た
め
養
殖

で
産
業
を
興
し
た
。
そ
こ
に
は
、
時
の
利
、
地

の
利
を
活
か
し
て
い
る
。
そ
こ
に
地
区
の
特
徴

︵
立
ち
位
置
︶
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
を

再
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
で
、
身
の
丈
に
あ
っ
た

ま
ち
づ
く
り
構
想
を
立
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
、
様
々
な
聴
き
取
り
や
支
援
活
動
を
続
け

て
い
る
。

は
フ
ォ
ロ
ー
で
き
な
い
地
域
住
民
の
ま
ち
づ
く

り
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え
る
場
を
つ
く
る
た
め
、
現

在
、
二
〇
日
／
月
、
常
駐
し
な
が
ら
、
漁
師
や

農
家
と
共
に
汗
を
流
し
な
が
ら
、
地
域
の
方
か

ら
生
活
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
地
域
資
源
を

生
か
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
︵
６
︶。

︻
調
査
・
研
究
︼

・
事
業
計
画
の
進
捗
状
況
の
把
握

・
住
宅
被
害
調
査

・
雇
用
︵
漁
業
や
事
業
所
等
︶
の
状
況
把
握

・
転
出
入
の
状
況
把
握

・︵
地
区
外
︶移
転
先
へ
の
生
活
再
建
状
況
把
握

・
地
域
住
民
へ
の
生
活
再
建
ヒ
ア
リ
ン
グ

・
地
域
資
源
発
掘
︵
住
民
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
資
料

の
収
集
、
情
報
収
集
︵
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
研
究
者
、

都
市
計
画
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
︶︶

・
生
活
体
験
︵
浜
で
暮
ら
し
な
が
ら
、
二
四
時

間
漁
師
の
生
活
を
調
査
し
、
地
域
空
間
の
使

用
の
仕
方
を
把
握
︶

︻
相
談
︼

・
復
興
ま
ち
づ
く
り
へ
取
り
組
む
、
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
相
談
受
入

・
地
域
ま
ち
づ
く
り
組
織
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス︵
市

街
地
・
漁
村
の
住
民
会
議
に
出
席
・
行
政
の

説
明
会
に
出
席
︶

・
研
究
者
の
調
査
等
地
元
住
民
と
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
︵
調
査
研
究
・
ア
ド
バ
イ
ス
︶

︻
受
入
︼

・
被
害
状
況
と
東
日
本
復
興
ま
ち
づ
く
り
の
視

察
受
入
︵
研
究
者
等
︶

・
被
災
地
で
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
方
へ
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
事
例
︵
神
戸
事
務
所
︶
の
視

察
見
学
受
入

聴き取りをする筆者 自分の家をつくるため木を伐採する住民大工に教えて頂きながら日台の学生が造った古民家（台湾台北県淡水区）
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Gallery 建築作品紹介 GARDEN PLACE TSURUMI 設計：大西憲司設計工房
施工：西友建設

営利のみを至上目的とせず、街に極力負荷を与えないことを第一に、5 戸
の住戸それぞれが、一戸建てのように建つ木造 2 階建てメゾネット形式の
集合住宅の計画である。緑の少ない地域の中で少しでも美しい街並みに
なるように、建物を道路から 2m セットバックさせ、そこに竹林をイメージ
して竹を密植。アプローチにも落葉樹のやまぼうしを植え、道行く人達の
心が和み季節を感じられるようにした。中庭へ一歩入ると緑豊かな空間を
通ってそれぞれの住戸の玄関へ導かれる。そこでは朝夕のあいさつやベン
チでの会話など、住人同士のコミュニケーションの場となる。密集した都
市の中で自然を楽しみながら、居心地良く暮らせる集合住宅を目指した。

所 在 地：大阪府大阪市
用　　途：集合住宅
竣　　工：2013.01
構造規模：木造 2 階建
敷地面積：368.76㎡
建築面積：219.68㎡
延床面積：399.82㎡
写　　真：福澤昭嘉

高石の家 設計：井上久実設計室
施工：創建

敷地は幅員 4m の道路に面し、三方も隣家が迫っている。この様な環境
の中で、広さが感じられる大きな 2 世帯住宅が求められた。厳しい斜線
をかわし、建物ボリュームを確保する為にスキップフロア形式とし、
1 階のメインフロアを道路面から 1.1m あげた。そこから半階分上の部分を
道路に面したボリュームとし、その下に駐車場をおさめた。
平面計画は、南側をテラスにしたコの字型のコートハウス形式とし、テ
ラスに差し込む光が緩やかに室内に広がっている。ボリューム感を和ら
げる為、外壁の仕上をコンクリート打ち放しの小叩き仕上げと質感豊か
なレンガタイル張りを使い分けている。

所 在 地：大阪府高石市
用　　途：専用住宅
竣　　工：2013.02
構造規模：RC 造 2 階建
敷地面積：274.77㎡
建築面積：160.66㎡
延床面積：296.81㎡
写　　真：冨田英次
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震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の
耐震診断および耐震改修指針・同解説」と同
会及び（一社）日本鋼構造協会発行の「2013
年改訂版既存鉄骨造建築物の耐震改修施工
マニュアル」をテキストに耐震診断・耐震改修
の推進のための講習会を開催します。
日時　9月30日（月）〜10月1日（火）
第1日目 9/30　10：20〜16：10
第2日目 10/1　10：00〜16：00

（16：00〜受講修了証交付）
会場　大阪YMCA会館2階ホール
　　　大阪市西区土佐堀1-5-6
定員　250名（定員なり次第締切）
受講料　21,000円 （テキスト代別途）
申込締切期日　開催1週間前
申込・問合　（一財）日本建築防災協会 
　　　　　  Tel.03-5512-6451 
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/
index.html

「免震構造設計指針」改定講習会
（大阪開催）

日本建築学会では、「免震構造設計指針」改
定版刊行を機会に免震構造設計を広くご理解
いただくことにより、免震構造がさらに普及発展
することを期待して本講習会を実施します。
日時　10月24日（木）　10：00〜16：40
会場　大阪科学技術センター8階中ホール
　　　大阪市西区靱本町1-8-4
定員　200名
参加費　大阪士会会員14,000円（テキスト代含）
テキスト　「免震構造設計指針」
問合・申込　日本建築学会近畿支部
　　　　　  Tel.06-6443-0538
http://www.aij.or.jp/

大阪府不動産会館建替えに伴う
建設工事の設計者募集

社団法人大阪府宅地建物取引業協会では、
大阪府不動産会館の建替えに伴う新会館建
設工事の設計業務を委託する設計者を募集し
ます。参加を希望する方は、同協会HPより、公
募実施要領等をご確認の上、ご応募ください。
HP http://www.osaka-takken.or.jp

【概要（抜粋）】
件名　大阪府不動産会館新会館設計業務
　　　大阪市中央区船越町2-2-1
発注者　㈳大阪府宅地建物取引業協会
建物概要　延床面積約2300㎡
業務内容　基本設計、実施設計など
予定工期　設計2013年11月〜2014年4月、
　　　　　工事2014年8月〜2015年4月
応募条件　日本国内に住所がある一級建築

士で代表または所属する企業が一
級建築士事務所登録し一級建築
士数2名以上※他条件あり

提出書類　参加表明書など※各正1部・副12
部、関連資料は同協会ホームペー
ジでダウンロード

提出期間　9月17日〜30日
　　　　　※郵送（簡易書留）に限る
問合　㈳大阪府宅地建物取引業協会会館
　　　建設特別委員会　
　　　Tel.06-6943-0621

消費税率引上げに伴う住宅取得に
係る対応事業者向け説明会（住宅
関連税制とすまい給付金に関する
説明会）国土交通省

住宅取得者への的確な情報提供を行ってい
ただくため、住宅ローン減税の拡充等の住宅
関連税制の概要に加え、「すまい給付金」の
具体的な内容、給付要件及び申請方法等に
ついて、詳細に解説したテキストを用いて説
明する事業者向け説明会を開催しています。
なお、住宅ローン減税の拡充等と「すまい給
付金」制度は、消費税の引上げが行われた
場合に実施することとしています。また、「すま
い給付金」は平成25年6月26日に行われた
与党合意に基づくものであり、今後、政府に
おいて消費税引上げの判断も踏まえつつ、
最終的な調整が行われる予定です。
開催時期　平成25年8月2日〜10月31日
時間　1時間程度
開催場所　330市町村（計339回）
詳細につきましては、HPをご覧下さい。
http://jutaku-setsumeikai.jp/
説明会問合・申込　Tel.0120-339-170
　　　　　　　　 受付時間 9：00〜18：00
　　　　　　　　（当面、土日祝日も開設）
すまい給付金HP　http://sumai-kyufu.jp
すまい給付金問合窓口
　Tel.0570-064-186（ナビダイヤル）
※ PHSや一部の IP 電話からは045-330-1904
　受付時間9：00〜17：00（当面、土日祝日も開設）

平成25年度大阪府住宅省エネル
ギー施工技術講習会（第二弾）開催

 
住宅の断熱設計から断熱施工までのポイン
トをテキスト・DVD・実物大カットモデ
ルを活用し分かりやすく解説します。 
講習会日程　下記日程のうち、いずれか１日
9月：9/5（木）、9/12（木）、9/19（木）、
　　9/26（木）、9/28（土）
10月：10/3（木）、10/10（木）、10/17（木）、
　　  10/24（木）、10/26（土）、10/31（木）
11月：11/7（木）、11/14（木）、11/16（土）、
　　  11/23（土）、11/30（土）
時間　10：00〜17：00
会場　花博ハウジングガーデンセンターハウス2階
　　　大阪市鶴見区焼野1丁目南2番
　　　鶴見緑地駅より徒歩5分【駐車場（敷
　　　地北側の第２駐車場（無料））あり】
費用　1,000円（受講料）＋
　　　別途修了証発行手数料
主催・問合　大阪住宅センター　　　
　　　　　 Tel.06-6253-0073
　　　　　 小角（こすみ）・寺尾
詳細はHP（http://www.shoene.org/）もし
くは上記問合先へお問合せください。

大阪の住まい活性化　第1回シンポジウム
自分らしい住まい方を見つけよう
RENOVATION EXPO JAPAN
2013 関西
オープニングイベント　シンポジウム
ちゃんと住まい−自分軸で編集する住まい選び−

中古住宅をリフォーム・リノベーションする
ことで、日々新たなライフスタイルを提案し
続ける研究者や事業者たちが、消費者の観
点で、「自分らしく住まうことの良さや価値」
について、熱く、ディスカッションします。
日時　9月14日（土）　10：00〜11：45
会場　大阪市中央公会堂3階中集会室
参加費　無料（事前申込制）
定員　200名（先着順）
申込締切日　9月13日（金）　17：00まで
詳細は以下のHPをご覧ください。
問合　大阪の住まい活性化フォーラム事務局
　　　Tel.06-6210-9707
http://osaka-sumai-refo.com/

CADを活用した図面作成の基礎
（JW_cad）

在職者のための JW_cad の短期講座を実施
します。
日時　9月28日（土）、10月5日（土）、
　　　10月12日（土）
会場　北大阪高等職業技術専門校
　　　枚方市津田山手2-11-40
受講料　15,300円
受付期間　7月1日〜9月5日
詳細は以下の HP をご覧下さい。
http://www.pref.osaka.jp/tc-kiosaka/
business/k12gaiyou.htm

健康・省エネシンポジウム IN 大阪
～生活習慣病だけでなく、医学・歯学・建築学

（健康・省エネ住宅）が融合した「大阪型総合
健康長寿モデル」で、安心安全な社会と地域
の活性化を目指して～

大阪府・大阪府医師会・歯科医師会・建築
関係団体・国民会議による意見交換と、住宅
と健康に関する日本一の調査と「大阪型健康
省エネ住宅」による地域活性化を目指す協同
の確認の場としてシンポジウムを開催します。
日時　9月7日（土）　15：00〜17：30
会場　大阪府歯科医師会第6会議室
　　　大阪市天王寺区堂ヶ芝1-3-27
基調講演　
　Ⅰ　関西医科大学名誉教授　原　一郎
　Ⅱ　近畿大学建築学部教授　岩前　篤
パネルディスカッション
「大阪府の健康に関わる有識者が国の政策
や基準を補い（歯学及び健康省エネ住宅と
健康の関係調整等）、近い将来国のモデルと

なる大阪型健康長寿施策の実現を目指して」
参加費　無料（要申込）
問合　（一社）健康・省エネ住宅を推進する国民会議
　　　Tel.0743-79-9103
　　　E-mail:mik@sickhouse-sa.com

第2回タマホームデザインコンペ
ティション2013

これまで当たり前だと思われていることを一
つ一つ点検しながら、良い部分は残し、変え
るべき部分は変える。そうした構築的な提案
が寄せられることを今回は期待しています。
主催　タマホーム株式会社
募集テーマ　住まいの新しいベーシック
登録募集期間　7月1日（月）〜 9月20日（金）
作品提出締切日　9月27日（金）当日消印有効
表彰　最優秀賞 1点：100万円＆スペインサグ

ラダ・ファミリア見学ツアー（※1名様）
　　　優秀賞 2点：各50万円
　　　入　選 5点：各10万円
　　　タマホーム賞 1点：10万円
　　　佳　作 8点：各5万円
詳細はHPをご覧ください。
http://www.kenchiku.co.jp/tamahome/
登録問合　タマホームデザインコンぺティション
　　　　　事務局 （株）建報社内
　　　　　Tel.03-3818-1961 

大振幅地震動と建築物の耐震性
評価―巨大海溝型地震・内陸地震
に備えて（大阪開催）

予測される大振幅地震動とそれに対する建
築物の耐震性評価を検討した刊行物の発刊
にあわせて講習会を開催します。
日時　9月11日（水）　10：00〜17：00
会場　大阪科学技術センター
　　　大阪市西区靱本町1-8-4
定員　130名
参加費　大阪士会会員13,000円（テキスト代含）
テキスト　大振幅地震動と建築物の耐震性評価

―巨大海溝型地震・内陸地震に備えて―
問合　日本建築学会近畿支部
　　　Tel.06-6443-0538
http://www.aij.or.jp/

映像で見る「昭和史入門講座」

貝塚市半田の「引揚者住宅」の映像を見る「昭
和史入門講座」です。他日、現地見学予定。
日時　9月14日（土）11：00〜
会場　堺市立東文化会館
　　　（南海高野線北野田駅前）
問合　昭和の庶民史を語る会、明治建築研究会
　　　Tel.072-236-3357

耐震改修促進法のための既存鉄
骨造建築物の耐震診断および耐
震改修指針講習会（大阪開催）

日本建築防災協会では、「2011年改訂版耐

参加費　2,500円
　　　　（昼食別･資料代入場料含む）
　　　　交通費は個人負担とします。
コーデイネーター

森田茂夫（国際分科会代表･本会理事）
定員　30名（先着順）

建築士の会　「北河内」
東高野街道歴史散策　IN 八幡
～京阪八幡市駅前から始まる歴史街道を
散策しませんか?～
11/17　CPD2単位（予定）

東高野街道は京から高野山への参詣路とし
て河内国を南北（八幡、枚方、交野、四條
畷、東大阪、八尾、柏原、藤井寺、羽曳野、
富田林、河内長野）に貫く数少ない歴史街
道です。
今回はそのうち京都府京阪八幡市駅から松
花堂庭園までを市歴史ボランティアの方の
案内のもと散策します。
日時　11月17日　13：00〜受付
　　　13：30出発〜16：30解散予定
集合場所　京阪八幡市駅　改札出口前
参加費　1,000円
　　　　（資料・お茶代含む。庭園入園料、
　　　　バス代は別途）
※懇親会参加費　別途3,500円程度必要
定員　40名（申込先着順）
行程　13：30八幡市駅⇒神応寺⇒航海記念

塔⇒高良神社⇒相槌神社⇒善法律
寺⇒正法寺⇒ハ角堂⇒16：30松花堂
庭園までの約3時間程度の歴史散策
ウォーキングで紅葉も見れるかも知れま
せん。17：00〜19：00（バス移動後）懇
親会予定。

※参加証は実施1週間前に出状予定です。

建築士法にもとづく「臨時建築技術講習会」
戸建て住宅の不同沈下を減らすために
9/27　CPD3単位

小規模建築物における不同沈下事故は今も
多く、当事者間で解決できない場合は訴訟
となり、損害賠償請求金額も高額です。
その原因は土質工学の根底に至るような難
しいものではなく、見方・考え方を知れば防
止できるものです。
本講習会では戸建て住宅が建築される地盤
の見方・考え方について実例を交えて易しく
解説します。
日時　9月27日（金）　13：25〜16：30
会場　大阪府建築健保会館6階
内容　・不同沈下はなぜ起こる？
　　　・不同沈下防止のための要点
　　　・不同沈下防止のための工法とその特徴
定員　100名（定員に達し次第締切）
受講料　建築士会会員3,000円、
　　　　一般5,000円（テキスト代含）

第41回 賛助会員分科会セミナー
エネルギーをつかう家からつくる家へ＆
コンクリートの美観再生＋光触媒の活用
9/19　CPD2単位

自邸でエネルギーをつくる家庭用コージェネ
レーションシステム・豊富でクリーンな天然
ガスの将来性について、また、打ち放しコ
ンクリートを新築時のような姿に再生する
塗装システム・美観を長期維持する光触媒
コーティングについてご提案します。
日時　9月19日（木）　講義18:00〜19:30
質問コーナー＆ミニ懇親会　19：30〜20：30
セミナー概要

1家庭用コージェネレーションシステムの概
要・事例紹介、豊富でクリーンな天然ガス
の将来性について

　　講師：大阪ガス㈱大阪リビング営業部
　　　　  今西　毅・合田 敏明

2打ち放しコンクリートを新設時のように再生・中
性化防止＋光触媒の効果・活用法について

　　講師：㈱ピアレックス・テクノロジーズ
　　　　  取締役営業部長　広瀬　直輝
会場　㈱内田洋行　会議室
　　　（大阪ユビキタス協創広場CANVAS）   
　　　大阪市中央区和泉町2-2-2
参加費　（ドリンク・フード付）会員1,500円
　　　　　　　　　　　 会員外2,000円
定員　100名（申込み先着順）

第11回神戸ウオーカー
東播のハイカラ建築を巡る
9/28　CPD6単位

今回は神戸の西、東播の中心地、加古川近
辺をふるさと案内人の方のご案内で巡ります。
煉瓦造の工場や異人館の様な建物、1935
年築の元加古川町公会堂等、そして国宝鶴
林寺にも足を伸ばしてみたいと企画しました。
神田家洋館とニッケ倶楽部は内部見学できま
す。多木浜洋館は交渉中です。暑さ対策を
万全にして皆様お越し下さい。
日時　9月28日（土）　10：00〜17：00予定
集合　AM10：00　JR加古川駅

会員の皆様へ
「応急危険度判定士」資格取得のお願い

本会では、大地震発生時に市民の安全を確
保するため、全会員の皆様を対象として「被
災建築物応急危険度判定士」の資格取得
キャンペーンを実施しております。
つきましては、判定士の資格をお持ちでな
い会員の方は、下記の判定士養成講習会を
受講され、判定士登録をしていただきます
ようお願いいたします。

被災建築物の応急危険度判定養
成講習会
10/23・12/18・2/19　CPD4 単位

日程　①10月23日（水）  ②12月18日（水）  
　　　③2月19日（水）
時間　13：30〜17：00
会場　大阪府建築健保会館6階ホール
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講資格　大阪府内在住または在勤する一級

建築士、二級建築士、木造建築士
及び建築基準適合判定資格者。

受講料　無料
テキスト代　1,500円（税込み）
※応急危険度判定士登録時に必要な書類
　①建築士免許証の写し（1枚）。
　②顔写真（ｶﾗｰ2枚。6ヶ月以内。無帽・無背
　　景・正面上半身。縦4㎝×横3㎝）。
申込先・問合先
　一般財団法人大阪建築防災センター耐震部
　Tel.06-6942-0190

平成25年度　建築士定期講習
11/30　CPD6単位

建築士事務所に所属の一級・二級・木造建築
士で、平成22年度に建築士定期講習を受講さ
れた方が対象です。尚、平成22年度以前に建
築士試験に合格し、本講習を未受講の方は、
平成25年度中に必ず受講してください。
■日時・会場
　11/30（土）　9：40〜17：30
　たかつガーデン
　定員200名、会場コード5C-53
■申込締切日
　10/31（木）申込書必着
　※大阪での申込受付は郵送のみです。必ず
　　簡易書留郵便にてご送付ください。
　※定員に達し次第、受付を終了します。
■受講料　12,900円（消費税含）
■申込書配布・受付場所 
　大阪府建築士会事務局
　大阪府建築士事務所協会事務局

平成25年度 既存木造住宅の耐震診
断・改修講習会《一般診断法講習会》
9/25・10/30・11/27　CPD5単位

平成24年に診断マニュアルの大幅な改訂
があり、一般診断法による最新の診断技術
を取得していただく講習会です。
日程　①9月25日（水）　②10月30日（水）
　　　③11月27日（水）
時間　11：00〜16：30
会場　大阪府建築健保会館内
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講料　会員5,000円　会員外9,000円
テキスト代　7,000円（2012年改訂版木造住
　　　　　宅の耐震診断と補強方法）

平成25年度 既存木造住宅の耐震診断・
改修講習会《限界耐力計算講習会》
12/17　CPD6単位

大阪府マニュアルに基づいて限界耐力計算に
よる診断技術を習得していただく講習会です。
日程　①12月17日（火）
時間　11：00〜16：30
会場　大阪府建築健保会館内
定員　各150名（定員になり次第締切）
受講料　会員6,000円　会員外8,000円
テキスト代　3,500円（大阪府木造住宅の限
　　　　　界耐力計算による耐震診断・耐震
　　　　　改修に関する簡易計算マニュアル）

一級建築士／設計製図 受験対策講習会
模擬テストⅠ～Ⅱ　9/14、9/21、9/28

有能で意識の高い建築士の養成を目標に、実
務にも直結した指導を安価な受講料で行います。
日程　Ⅰ：9月14日（土）、Ⅱ：9月21日（土）、
　　　Ⅲ：9月28日（土）
時間　製図実習9：00〜15：30、
　　　図面講評16：30〜18：30
会場　大阪府建築健保会館5階
定員　【各回】40名（申込先着順）
受講料　【各回】建築士会会員12,000円、
　　　　　　　一般15,000円
※複数模試を同時にお申込みの場合は割引
　があります。

建築士法にもとづく「建築技術講習会」
平成25年度 第3回 今さら聞けない設備図の基本①
9/20　CPD3単位

建築技術者の方を対象に、模範設備図を
使って各設備毎に凡例や図面構成及内容の
要点を説明し、設備図面が読めるようになるこ
とを目標とします。また簡単な設備の設計手法
や最近の設備技術の動向も解説します。
日時　9月20日（金）　13：30〜16：15
会場　大阪府建築健保会館6階
内容　・設備図の読み方（給排水衛生設備）
　　　・設備図の読み方（空調換気設備）
定員　150名（定員に達し次第締切）
受講料　建築士会会員3,000円、
　　　　一般5,000円（テキスト代含）

Administration
行政からのお知らせ

Others
その他のお知らせ

Sponsorship
建築士会からのお知らせ

このINFORMATIONページの内容は本会ホームページのトップページにも同時掲載しています。本会ホームページからも予約することができます。
詳細は下記の本会ホームページへアクセスしてください。（建築情報委員会）

【大阪府建築士会ホームページ】　http://www.aba-osakafu.or.jp/

本会の催し参加申込方法
本会ホームページのWEB申込サイ
トからお申し込み下さい。FAX・郵
送の場合は、事務局にお問い合わ
せ下さい。なお、建築士定期講習会
は郵送のみの受付となっています。
問合・申込
大阪府建築士会事務局
〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-17

高田屋大手前ビル5階
TEL.06-6947-1961 FAX.06-6943-7103

メール info@aba-osakafu.or.jp
HP http：//www.aba-osakafu.or.jp/
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■淡路瓦のお問い合わせ先
　淡路瓦工業組合
　兵庫県南あわじ市湊 134
　Tel.0799-38-0570　Fax.0799-37-2030
　　info@a-kawara.jp
　　http://www.a-kawara.jp/

近畿セラミックス株式会社
『瓦ではない瓦』

http://www.kincera.net/

取材：中間伸和／建築情報委員会委員

　400年の歴史を持つ淡路瓦は、「淡路瓦イズ
ム」を通し、これからの時代に社会が必要とする
瓦づくりに挑戦しようと考えています。今年も淡路
瓦イズムを実践している会社を紹介しています。

　瓦屋根は昔から日本家屋に使われてきました
が、現在ではモダンな住宅が増え、他の材料が使
われることも多くなってきました。そこで、その新
しいデザインに溶け込む「瓦ではない瓦」を作ろ
うと20年近くかけ開発、進化してきたのが近畿セ
ラミックス株式会社のフルフラット平板瓦「スー
パーセラストレート」です。

　瓦は多少凹凸があるほうが防水性も良いし作
りやすい。しかし、シンプルでフルフラットなフォ
ルムの瓦を作ることが出来れば、昔からの防災機

能・耐寒性能に優れる特性を生かしながら、現代
建築に取り入れられるのではないか、と開発を進
め、3年前にようやく発売を開始しました。

　このフルフラット瓦を作る技術はとても難しく、
熟練した技能が必要です。本格焼成でありながら
反りや歪みの取り除き、地震や台風に耐える為の
瓦と一体のツメの加工など、難しい問題をクリア
する必要がありました。その為、現在アジアで作
ることができるのは日本だけです。
　この瓦はそのシンプルな外観ゆえに、シンガ
ポールなどアジア各地で、日本建築にとどまらず
モダン建築のアイテムとして様々な施設に採用さ
れています。

　また、自然環境に対する関心が高まるなか、新

たに、発電する働き巾1ｍの瓦として平板瓦一体
型太陽電池「VISOLA」を株式会社カネカと共同
開発を行い商品化しました。これは、屋根材の上
に施工する太陽電池と違い、フルフラット平板瓦
と一体となり屋根に溶け込みます。

　フルフラット平板瓦+太陽光発電の組み合わせ
で、エコであり、瓦の特性を兼ね備えたシンプル
モダンな屋根を作ることが可能になりました。ぜ
ひ新しい発想の建物への採用をご検討ください。
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昨
今
、
近
代
建
築
の
価
値
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
機

会
が
多
い
。
例
え
ば
、
前
川
國
男
の
設
計
に
よ
る
京
都
会

館︵
一
九
六
〇
年
竣
工
︶の
建
替
え
問
題
は
記
憶
に
新
し
く
、

社
会
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
に
ま
で
発
展
し
た
。
今
回
取
り

上
げ
る
の
は
、
今
後
の
活
用
の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
私
鉄

最
古
の
駅
舎
で
あ
る
南
海
本
線
浜
寺
公
園
駅
舎
だ
。

　

東
洋
一
と
謳
わ
れ
た
浜
寺
海
水
浴
場
の
玄
関
口
に
相

応
し
い
駅
舎
と
し
て
、
日
露
戦
争
の
高
揚
冷
め
や
ら
ぬ

一
九
〇
七
︵
明
治
四
〇
︶
年
に
旧
駅
舎
か
ら
建
て
替
え
ら

れ
た
。
設
計
を
辰
野
・
片
岡
建
築
事
務
所
が
手
が
け
、
東

京
駅
に
七
年
先
立
ち
完
成
し
た
。
駅
舎
は
赤
い
屋
根
が
印

象
に
残
る
木
造
平
屋
建
て
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
一
五
～

一
七
世
紀
に
流
行
し
た
﹁
ハ
ー
フ
テ
ィ
ン
バ
ー
様
式
﹂
で
造

ら
れ
た
。
な
お
、
駅
舎
は
、
一
九
九
八
︵
平
成
一
〇
︶
年
、

国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　

浜
寺
公
園
駅
の
周
辺
環
境
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
も

の
の
、
今
も
現
役
だ
。
し
か
し
、
浜
寺
公
園
駅
周
辺
は
連

続
立
体
高
架
事
業
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
堺
市
の
主
催
に

よ
り
駅
舎
及
び
駅
前
交
通
広
場
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
が
実

施
さ
れ
た
。
現
在
、
そ
の
移
転
及
び
活
用
方
法
の
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

未
来
の
浜
寺
公
園
全
体
像
を
見
据
え
た
再
生
計
画
の

為
に
、
こ
の
建
築
の
果
た
す
役
割
は
と
て
も
大
き
い
。
次
の

一
〇
〇
年
に
注
目
し
た
い
。
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建
築
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談

　
　

建
築
士
の
見
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
︵
十
三
︶

　
　

住
宅
の
断
熱
性
能

編
・
文　

橋
本
頼
幸

　

今
月
の
﹁
建
築
相
談
﹂
コ
ー
ナ
ー
は
、
相
談
員

の
井
戸
田
精
一
様
に
原
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

建
築
基
準
法
で
は
断
熱
性
能
に
つ
い
て
の
制
限
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
で
も
断
熱
に
つ
い
て
施
工

ミ
ス
や
知
識
不
足
が
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で
す
。

今
回
は
断
熱
に
関
す
る
問
題
を
ま
と
め
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

住
宅
相
談
で
、
調
査
に
伺
う
と
建
築
確
認
済
証

と
検
査
済
証
を
住
宅
販
売
業
者
や
施
工
者
か
ら
受

領
さ
れ
て
お
り
、
構
造
的
な
問
題
は
見
つ
か
ら
な
い

が
、
家
の
中
が
寒
い
と
い
う
相
談
と
三
階
が
熱
す
ぎ

て
冷
房
が
効
か
な
い
と
い
う
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

　

家
の
中
が
寒
い
の
は
、
外
壁
部
、
床
部
の
断
熱

材
が
薄
く
、
一
階
壁
を
解
体
し
た
と
こ
ろ
、
壁
の

断
熱
材
と
床
の
断
熱
材
の
間
に
大
き
な
隙
間
が
あ

り
、
床
下
か
ら
の
空
気
が
壁
の
中
へ
入
り
込
む
状

態
で
断
熱
材
が
施
工
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

写
真
１
は
巾
木
部
分
の
内
壁
を
は
が
し
た
と
こ

ろ
で
す
。
床
下
か
ら
の
空
気
が
入
る
の
は
、
根
太

を
用
い
て
床
板
を
張
る
と
図
１
の
よ
う
に
根
太
の

間
か
ら
空
気
が
壁
の
中
に
入
り
や
す
く
な
る
た
め
、

隙
間
を
詰
め
込
む
よ
う
に
断
熱
材
を
充
填
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
断
熱
材
の
厚
み
が
薄
い

と
壁
内
の
隙
間
を
積
め
る
の
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

三
階
の
冷
房
が
効
か
な
い
家
は
、
メ
ー
カ
ー
カ

タ
ロ
グ
に
屋
根
の
野
地
板
下
部
に
通
気
層
と
遮
熱

ボ
ー
ド
が
示
さ
れ
、
断
熱
材
に
は
高
性
能
グ
ラ
ス

ウ
ー
ル
二
〇
〇
㎜
を
使
用
す
る
こ
と
を
載
せ
て
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、契
約
書
の
設
計
図
書
に
は
、

野
地
板
の
ま
ま
で
、
通
気
層
と
遮
熱
ボ
ー
ド
は
な

く
、
断
熱
材
も
一
〇
〇
㎜
で
記
載
さ
れ
、
実
際
の

施
工
も
設
計
図
書
通
り
で
し
た
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家
の
中
が
寒
い
家
も
暑
い
家
も
住
宅
の
断
熱
性

能
に
つ
い
て
、
建
築
主
が
現
場
の
施
工
状
況
や
設

計
図
書
を
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
本
来

は
、
設
計
者
に
確
認
を
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
ト

ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
引

渡
し
を
受
け
た
後
に
期
待
通
り
の
性
能
が
出
な
い

住
宅
を
施
工
業
者
に
補
修
を
依
頼
し
て
、
そ
う
し

た
施
工
業
者
は
、
正
し
い
断
熱
方
法
を
理
解
し
て

お
ら
ず
、
施
工
法
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
が

現
状
と
言
え
ま
す
。

　

高
断
熱
・
高
気
密
住
宅
は
、
旧
住
宅
公
庫
仕
様

を
は
じ
め
、
最
近
の
家
づ
く
り
に
は
、
よ
く
採
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
の
熱
損
失
係
数
を
表
す
Ｑ

値
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
を
表
す
基
準
で
、﹁
住

宅
の
内
外
の
温
度
差
一
℃
当
た
り
一
時
間
当
た
り

外
部
に
貫
流
す
る
際
の
熱
損
失
量
を
一
㎡
当
た
り

に
換
算
し
た
数
値
﹂
で
す
。
次
世
代
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
基
準
で
Ⅳ
地
域
に
あ
る
大
阪
の
Ｑ
値
は
、二
・

七
を
採
用
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
住
宅
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

今
後
は
、
Ｑ
値
一・
〇
と
い
う
数
値
を
目
標
に
住

宅
設
計
が
進
む
と
本
格
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
住
宅

と
な
り
、
Ｑ
値
一・
〇
の
世
界
は
、
簡
単
に
言
う
と

東
京
で
光
熱
費
が
二
九
万
円
／
年
を
消
費
す
る
住

宅
が
、
六
万
円
／
年
に
な
り
、
小
さ
な
冷
暖
房
器
具

で
家
全
体
が
快
適
な
環
境
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

  
平
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25
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祭

　  （
大
阪
大
会
）に
つ
い
て（
予
告
）

文
責　

本
会
事
務
局

本
会
主
催
の
平
成
二
十
五
年
度
近
畿
建
築
祭
︵
大

阪
大
会
︶
の
主
な
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
今
回

は
日
本
一
長
い
天
神
橋
筋
商
店
街
を
舞
台
に
エ
ク

ス
カ
ー
シ
ョ
ン
を
企
画
し
ま
し
た
。
詳
細
は
、
本

誌
十
月
号
で
ご
案
内
し
ま
す
。
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七
日
︵
土
︶

会
場　

関
西
大
学
天
六
キ
ャ
ン
パ
ス
三
〇
九
号
室

　
　
　
︵
記
念
式
典
・
基
調
講
演
・
講
演
会
︶

基
調
講
演　
天
神
橋
筋
商
店
街
連
合
会
会
長 

土
居
年
樹
氏

　
　
　
　
﹁
街
が
危
な
い
、家
庭
が
危
な
い
、店
が
危
な
い
﹂

　
　
　
　
︱
日
本
の
街
づ
く
り
、街
活
か
し
は
誰
が
す
る
︱

講
演
会　

関
西
大
学
准
教
授 

橋
寺
知
子
氏

　
　
　
　
︵
仮
︶関
西
大
学
天
六
学
舎︵
近
代
建
築
︶の
経
緯

エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン

①
天
満
天
神
繁
昌
亭
＆
街
歩
き

　
上
方
落
語
の
唯
一
定
席
寄
席﹁
繁
昌
亭
﹂で
大
阪
を
楽
し
も
う

②
八
軒
家
浜
か
ら
電
気
船
ツ
ア
ー
＆
街
歩
き

　
世
界
初
の
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
気
船
で
大
阪
を
眺
め
よ
う
！！

③
ガ
イ
ド
と
共
に
歩
く
街
歩
き

　

知
恵
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
も
日
本
一
！！

　

ガ
イ
ド
と
行
く
天
神
橋
筋
商
店
街
物
語

④
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
＆
街
歩
き

　

平
成
の
天
神
橋
筋
商
店
街
か
ら
、
江
戸
の
街

　

並
み
、昭
和
の
暮
ら
し
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
！！

　
［
講
演
］
花
園
大
学
文
学
部
教
授
︵
元
住
ま

　

い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
学
芸
員
︶
明
珍
健
二
氏

⑤
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
！！

　

大
阪
の
肝
！　
こ
っ
て
こ
て
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

大
阪
の
肝
で
あ
る
天
神
橋
筋
商
店
街
を
中
心

　

に
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
奥
深
く
巡
り
な
が
ら

　

美
味
し
い
も
の
を
食
べ
歩
い
て
楽
し
も
う
！！



建
築
人 
9
2013

建築人 No.591  平成25年9月1日発行  発行人：会長／岡本森廣  発行所：公益社団法人大阪府建築士会  〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル5F  tel.06-6947-1961

大正製薬関西支店
竹中工務店　原　哲也、茨木　保、本間隆司、北村仁司

　製薬会社のオフィスとして「健康な未来のオフィス」をテーマに、
ユーザーや地球環境に健康をもたらす建築を目指した。インター
チェンジに面した敷地の優れた眺望を確保し、自然の風や光などを
最大限に利用した省エネルギーのオフィスとすることが求められた。
建物中央部に地下1階から屋上まで続く外部吹抜け空間を配し、
ブーメラン形状のオフィスレイアウトとすることで、眺望に優れた明る
いオフィスを実現した。中央の外部吹抜けは上部に広がった形状を
しており、執務空間と共用ゾーンを緩やかに分けつつ光と風を取り
入れる。その傾きは夏至の太陽高度と同角度とし、夏至の正午に
は地下1階の車寄せまで太陽光が届く。
　オフィスは両面採光で明るく、手動で開閉できる窓で通風が可能
である。これは、快適性を高めるだけでなく、災害時にも活動の拠点
として機能するためである。外部吹抜けの南に面するバルコニーに
はシマトネリコを配し、地下1階の竹林から屋上の薬草庭園まで建
物を立体的に緑化している。これにより、どのフロアからも緑を楽し
むことができる。緑化とともにミスト設備を設けて、夏季は吹抜けの
空気を冷却し、執務空間に涼しい風を取り入れられる。緑化テラス
の北側に開放的な階段を設け、木漏れ日の中、快適に階段を利用
できるように計画した。緑豊かな潤いのある空間で、従業員の交流
と運動が誘発され、明るく健康的に活動できることを期待している。

撮影：古川泰造

■建物データ
建 築 主：大正製薬 株式会社
設　　計：株式会社 竹中工務店
施　　工：株式会社 竹中工務店
所 在 地：大阪府豊中市新千里西町
用　　途：事務所
竣　　工：2012年7月

規　　模：地下2階　地上8階
　　　　　塔屋1階
構　　造：S造　一部SRC造
敷地面積：2,353㎡
建築面積：1,268㎡
延べ面積：11,966㎡


