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あ
る
家
族
が
、
郡
山
に
あ
る
建
築
家
・
遠
藤
隆
吉
さ

ん
の
事
務
所
を
訪
れ
た
。
お
母
さ
ん
の
陰
に
隠
れ
て
、

二
歳
く
ら
い
の
女
の
子
が
立
っ
て
い
た
。
そ
の
子
は「
め

い
ち
ゃ
ん
」
と
言
っ
た
。
そ
の
日
は
、
遠
藤
さ
ん
が
設

計
し
た
そ
の
家
族
の
家
で
使
用
す
る
木
を
、
南
会
津
郡

田
島
町
の
山
林
へ
探
し
に
行
く
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。

有
志
と
共
に
「
ふ
く
し
ま
森
の
遊

学
舎
」
を
運
営･

活
動
す
る
遠
藤
隆
吉
さ
ん
は
、
す
べ
て

の
構
造
材
に
県
産
材
を
使
用
す
る
家
づ
く
り
を
展
開
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
興
味
の
あ
る
人
や
、
実

際
に
遠
藤
さ
ん
の
設
計
で
建
築
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た

お
客
様
を
、
遠
藤
さ
ん
は
決
ま
っ
て
福
島
の
森
に
案
内
し

て
い
る
の
だ
っ
た
。

「
家
づ
く
り
に
使
う
木
を
、
実
際
に
見
て
欲
し
い
で
す

か
ら
」

遠
藤
さ
ん
が
な
ぜ
、
福
島
の
木
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

の
か
。
そ
こ
に
は
、
和
紙
と
の
偶
然
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。

「
10
年
ほ
ど
前
、
ド
ラ
イ
ブ
中
に
安
達
町
で
偶
然
、
和

紙
工
房
に
立
ち
寄
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
素
晴
ら

し
い
技
術
と
素
材
が
こ
ん
な
近
く
に
あ
る
の
に
、
安
易

に
カ
タ
ロ
グ
の
中
に
だ
け
材
料
を
求
め
て
い
た
自
分
に

気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
地
元
の
自
然
素
材

を
積
極
的
に
用
い
て
い
こ
う
と
決
め
た
の
で
す
」
以
来
、

木
材
や
漆
喰
な
ど
、
地
元
産
の
素
材
や
手
法
を
住
ま
い

づ
く
り
に
積
極
的
に
使
用
し
て
い
る
と
い
う
。

遠
藤
さ
ん
に
は
、
家
づ
く
り
に
一
つ
の
信
念
が
あ
る
。

「
私
は
、
家
の
中
に
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
を
持
ち
込

み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
一
本
の
柱
に
し
て

も
、
ど
こ
で
伐
採
さ
れ
た
か
も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
も

の
で
は
、
そ
こ
に
は
何
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
生
ま
れ
ま
せ

家
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
建
築
家
・
遠
藤
隆
吉
さ
ん
は
、
施
主
さ
ん
と
と
も

に
何
度
か
田
島
の
山
へ
分
け
入
っ
た
。
家
づ
く
り
に
使
う
材
料
の
木
が
ど

ん
な
と
こ
ろ
か
ら
切
り
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
自
分
の
目
で
確

か
め
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
写
真
は
「
め
い
ち
ゃ
ん
ち
」
に
使
用
す
る

樹
を
前
に
し
て
。
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〇
〇
五
年
初
夏
、
郡
山
に
一
棟
の
家
が
完
成
し
た
。「
め
い
ち
ゃ
ん
ち
の
星
見
台
」
と
名
付
け
ら
れ
た
そ
の
家
に
は
、
施

主
は
も
ち
ろ
ん
、
建
築
家
や
林
業
家
な
ど
、
四
人
の
男
た
ち
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
職
種
や

立
場
は
違
え
ど
も
、
安
価
な
輸
入
材
に
押
さ
れ
る
日
本
の
林
業
と
故
郷
の
山
林
を
守
る
た
め
に
『
地
産
地
消
』
の
家
づ
く
り

を
続
け
る
彼
ら
の
活
動
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

自 然 生 活
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の
大
嶋
仁
さ
ん
の
二
人
が
伐
採
担
当

で
参
加
し
た
。
で
は
次
に
、
山
林
の

木
々
を
伐
採
す
る
現
場
の
意
見
を
紹

介
す
る
。

ん
。
も
し
、
そ
れ
が
○
○
産
の
も

の
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
れ
ば
、
何

で
そ
れ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
か
と

か
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
決
定
す
る

ま
で
の
経
緯
、
そ
れ
に
込
め
た
思

い
な
ど
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
ス
ト
ー

リ
ー
が
生
ま
れ
ま
す
。
建
築
家
は
、

そ
の
た
め
の
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と

が
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
施
主
が
そ

の
枠
の
中
に
自
分
た
ち
の
夢
や
記
憶

を
埋
め
て
い
き
、
最
終
的
に
具
現
化

し
た
も
の
が
『
家
』
で
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
最

も
身
近
な
地
元
の
材
料
を
採
用
し
て

い
ま
す
」。
遠
藤
さ
ん
の
こ
の
考
え

に
共
感
・
賛
同
し
た
施
主
様
ご
家

族
が
設
計
を
遠
藤
さ
ん
に
依
頼
。
遠

藤
さ
ん
は
「
め
い
ち
ゃ
ん
」
を
主
人

公
に
こ
の
家
を
設
計
し
た
。
そ
れ
が

「
め
い
ち
ゃ
ん
ち
の
星
見
台
」
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、「
星
見
台
」
と
は

施
主
様
の
趣
味
で
あ
る
天
体
観
測
が

行
え
る
よ
う
こ
の
家
に
設
け
ら
れ
た

ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
。

遠
藤
さ
ん
は
こ
の
家
の
大
黒
柱

加
藤
さ
ん
と
大
嶋
さ
ん
は
現
在
、

地
元
・
田
島
の
林
業
の
活
性
化
と

産
出
さ
れ
る
木
材
の
積
極
的
運
用
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
元
々
田
島
町
は

町
の
90
％
を
山
林
が
占
め
る
林
業
の

町
で
あ
り
、
田
島
町
民
の
六
割
が
林

業
に
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か

に
、
田
島
の
山
中
で
見
つ
け
た
一
本

の
木
の
幹
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
。

現
地
で
は
、
田
島
町
の
（
株
）
加
藤

建
材
の
加
藤
雅
之
社
長
と
日
光
木
材

し
、
海
外
か
ら
安
価
な
木
材
が
大
量

に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
高

価
な
国
内
産
木
材
の
需
要
は
一
気
に

低
下
、
こ
の
町
の
基
幹
産
業
で
あ
っ

た
林
業
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。
現
在

こ
の
町
で
林
業
を
生
業
と
し
て
い
る

人
は
、
１
％
に
も
満
た
な
い
程
に
激
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南
会
津
に
二
人
の
林
業
家
を
訪
ね
て

木の幹をそのまま利用した大黒柱。「めいちゃんちの星見台」のシンボルである、

遠
藤  

隆
吉
さ
ん
、
建
築
家
。「
ふ
く
し
ま
森
の
遊
学
舎
」
を
運
営
・
活
動
し
て
い
る
。

減
し
て
し
ま
っ
た
。
加
藤
さ
ん
は
そ

の
原
因
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
田
島
は
自
然
の
き
れ
い
な
所
で

す
。
し
か
し
、
山

に
は
そ
れ
な
り
に

起
伏
が
あ
っ
て
手

入
れ
が
難
し
い
。

山
裾
は
谷
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
間

引
き
し
た
木
は

谷
底
の
川
へ
落
と
す
し
か
な
い
。
そ

う
な
れ
ば
、
川
か
ら
木
を
引
き
上
げ

る
た
め
の
ロ
ー
プ
や
人
手
が
必
要
に

な
り
費
用
が
か
さ
む
。と
こ
ろ
が
今
、

ス
ギ
の
成
木
の
値
段
は
苗
木
の
値
段

と
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
。
こ
の
よ
う

な
状
態
で
は
、
林
業
は
成
り
立
ち
ま

せ
ん
」

伐
採
を
担
当
す
る
大
嶋
さ
ん
は
更

に
深
刻
だ
。

「
タ
ダ
で
木
を
貰
っ
た
と
し
て
も
そ

ん
な
値
段
で
し
か
売
れ
な
い
か
ら
、

伐
採
に
関
わ
る
経
費
の
分
だ
け
売
上

が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ

か
ら
、
誰
も
そ
ん
な
手
間
を
か
け
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、

民
有
林
の
約
九
割
が
手
付
か
ず
の
ま

ま
な
ん
で
す
」

ま
た
、
こ
の
町
の
林

業
不
振
の
原
因
は
こ

れ
だ
け
で
は
な
い
と

加
藤
さ
ん
は
言
う
。

「
こ
の
付
近
の
ス
ギ

に
は
、
木
の
赤
み
部
分

が
黒
く
な
る
も
の
が
多

い
ん
で
す
。『
黒
芯
材
』
と
い
っ
て
、

こ
の
辺
り
や
熊
本
県
阿
蘇
で
特
に
多

く
見
ら
れ
る
も
の
な
ん
で
す
が
、
こ

れ
が
今
の
日
本
人
に
は
好
ま
れ
な

い
。
し
か
も
、
阿
蘇
の
ス
ギ
は
黒
芯

が
強
く
現
れ
る
こ
と
を
逆
手
に
取
っ

て
商
品
化
に
成
功
し
て
い
る
の
に
対

し
、
こ
の
付
近
の
ス
ギ
は
黒
芯
が
顕

著
に
現
れ
な
い
の
で
商
品
化
も
し
に

く
い
。
だ
か
ら
、
伐
採
し
て
も
売
れ

残
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
」
な
お
、
黒

芯
材
は
「
葉
枯
ら
し
」
と
い
う
方
法

を
施
す
こ
と
で
黒
い
渋
が
抜
け
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
６
ヶ
月
前

後
放
置
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
商
品

化
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
も
問
題

で
あ
る
ら
し
い
。

一
本
の
木
か
ら
生
ま
れ
る

様
々
な
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）

を
大
切

に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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こ
こ
で
、
山
林
が
持
つ
役
割
や

機
能
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
山
林

に
は
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い

「
天
然
林
」
と
、
人
が
植
林
を
し
て

育
て
て
き
た
「
人
工
林
」
が
あ
る
。

日
本
の
山
林
の
約
四
割
が
こ
の
人
工

林
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
成
長

が
早
い
と
い
う
理
由
で
植
え
ら
れ
た

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
針
葉
樹
で
あ
る
。

本
来
、
山
林
に
は
水
を
蓄
え
る
水

源
か
ん
養
機
能
、
土
砂
崩
れ
や
地
滑

り
を
防
ぐ
治
山
治
水
機
能
、
地
球
温

暖
化
防
止
機
能
な
ど
様
々
な
機
能
が

あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
機
能
を
享
受

し
て
生
き
て
い
る
わ
け
だ
が
、
一
度

で
も
人
の
手
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
人

工
林
で
は
、
人
が
手
を
加
え
続
け
な

け
れ
ば
山
は
崩
れ
そ
の
果
た
す
べ
き

機
能
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
さ
ら

に
、『
豊
か
な
海
は
、
豊
か
な
山
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
』
と
い
う
言
葉

が
示
す
と
お
り
、
山
を
壊
す
こ
と
は

そ
の
山
だ
け
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、

川
を
通
し
て
下
流
に
広
が
る
海
に
ま

で
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

「
こ
の
辺
り
の
山
が
崩
れ
な
い
で

『
山
』
の
形
状
を
保
っ
て
い
ら
れ
る

の
は
、
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹
に
ナ
ラ

や
サ
ク
ラ
な
ど
の
広
葉
樹
が
混
在
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
も
し
も
ス
ギ
だ

け
の
山
だ
っ
た
と
し
た
ら
…
。
ス
ギ

の
根
は
浅
い
の
で
簡
単
に
地
滑
り
を

起
こ
し
た
り
、
保
水
力
の
低
さ
か
ら

水
害
が
起
き
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
」
と
加
藤
さ
ん
は
言
う
。

山
や
木
や
林
の
大
切
さ
を
、
私
た

ち
は
思
い
出
し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し

た
な
か
で
自
然
保
護
の
観
点
か
ら
、

自
然
に
は
手
を
加
え
る
べ
き
で
は
な

い
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
残
す
の
が
最

良
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
け

れ
ど
も
ふ
る
さ
と
の
山
と
深
い
関
わ

り
を
持
ち
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
き
た

二
人
に
は
、
そ
う
し
た
意
見
に
も
異

論
が
あ
る
ら
し
い
。

「
一
部
の
人
の
中
に
は
、
木
を
切
る

こ
と
自
体
が
悪
、
自
然
を
破
壊
す
る

行
為
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
よ
う

で
す
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で

す
。
手
を
入
れ
て
い
る
の
は
、
土
砂

崩
れ
や
地
滑
り
な
ど
を
起
こ
さ
ず
、

み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
す
る
た
め
で
す
。
一
度
山
が
崩
れ

て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
崩
れ
た
山
に

森
が
再
生
す
る
た
め
数
百
年
と
い
う

長
い
時
間
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
自

分
の
子
供
や
後
世
の
た
め
に
崩
れ
た

山
を
残
し
た
く
は
な
い
。
そ
の
た
め

に
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と

を
、
も
っ
と
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら

う
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
」

こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
も
の
と

し
て
の
林
業
。
そ
れ
を
活
性
化
す
る

ヒ
ン
ト
は
、
地
元
材
を
も
っ
と
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
だ
、と
二
人
は
言
う
。

「
地
元
材
を
使
い
た
い
と
思
っ
て

い
る
人
は
結
構
い
る
と
思
う
ん
で
す

よ
。
ち
な
み
に
、（
福
島
県
農
林
水

産
部
の
）
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、

県
産
材
を
利
用
し
て
み
た
い
と
い
う

県
民
は
98
％
も
い
る
の
で
す
。で
も
、

そ
れ
が
ど
こ
で
手
に
入
る
か
分
か
ら

な
い
。
こ
れ
で
は
消
費
が
伸
び
る
は

ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
高
血
圧

抑
制
や
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
除
去
効

果
な
ど
木
材
の
効
用
も
知
ら
れ
て
い

な
い
し
、
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
Ｐ

Ｒ
不
足
だ
と
思
い
ま
す
」

Ｐ
Ｒ
の
対
象
は
消
費
者
だ
け
と
は

限
ら
な
い
。
工
務
店
や
官
公
庁
の
意

識
の
向
上
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

「
工
務
店
の
地
元
材
に
対
す
る
意
識

は
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
と
思

い
ま
す
。
コ
ス
ト
の
問
題
が
あ
る
た

め
、
か
え
っ
て
地
元
材
を
薦
め
な
い

こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

も
、
そ
れ
で
は
駄
目
な
ん
で
す
。
工

務
店
は
、
ど
れ
だ
け
お
客
様
の
視
点

に
立
っ
て
仕
事
が
で
き
る
か
だ
と
思

い
ま
す
。
お
客
様
の
願
い
を
ど
れ
だ

け
叶
え
て
あ
げ
ら
れ
る
か
、
そ
の
中

で
地
元
材
を
少
し
で
も
使
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

地
元
材
を
使
い
た
い
と
消
費

者
が
思
っ
て
も
、

工
務
店
や
行
政
に
そ
の
気
が

な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
で
す
。

山
林
が
果
た
す
役
割
の
現
状

大
嶋  

仁 

さ
ん （
日
光
木
材
、
写
真
右
）
と
、

加
藤  

雅
之 

さ
ん （
株
式
会
社
加
藤
建
材
・
代
表
取
締
役
社
長
、
写
真
左
）。

二
人
は
輸
入
材
を
中
心
と
し
た
木
材
消
費
の
現
状
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

林
業
の
衰
退
は
ふ
る
さ
と
の
山
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
に
田
島
町
の
林
業
再
生
と
地
元
材
の
活
用
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。



で
は
、
実
際
に
現
場
で
工
事
を
担

当
す
る
施
工
者
は
ど
う
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
。「
め
い
ち
ゃ
ん
の
星
見
台
」

で
施
工
を
担
当
し
た
弊
社
代
表
取
締

役
社
長
・
宗
像
剛
に
聞
い
て
み
た
。

「
こ
れ
か
ら
は
家
づ
く
り
に
も
『
地

産
地
消
』
の
考
え
方
を
取
入
れ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
宗
像

剛
は
答
え
る
。「『
地
産
地
消
』に
よ
っ

て
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
重
要
な
の
で
す
が
、
生
産

す
る
側
か
ら
消
費
す
る
側
ま
で
、
そ

れ
に
携
わ
る
す
べ
て
の
人
の
心
も
豊

か
に
な
る
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き『
地

産
地
消
』の
姿
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

『
地
産
地
消
』
と
は
地
元
で
生
産
さ

れ
た
も
の
を
地
元
で
消
費
す
る
と
い

う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

地
域
経
済
の
活
性
化
は
も
ち
ろ
ん
、

消
費
者
と
生
産
者
の
心
を
つ
な
ぎ
相

互
理
解
を
深
め
る
試
み
で
も
あ
る
。

宗
像
剛
が
考
え
る
『
地
産
地
消
』

の
家
づ
く
り
と
は
、
①
そ
の
地
域
で

取
れ
る
材
料
を
使
う
こ
と
（
そ
の
地

域
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
建
築
資
材

は
、
そ
の
地
域
の
気
候
が
育
ん
だ
材

料
で
あ
る
）
②
地
域
に
育
ま
れ
た
伝

統
的
な
技
術
を
家
づ
く
り
の
中
に
持

ち
込
む
こ
と
（
地
場
の
建
設
業
者
が

大
工
さ
ん
や
左
官
さ
ん
、
建
具
屋
さ

ん
な
ど
地
域
に
息
づ
く
素
晴
ら
し
い

技
術
を
、
現
代
の
住
い
づ
く
り
の
中

に
積
極
的
に
取
入
れ
る
）
の
二
つ
で

あ
る
。

「
た
だ
し
、『
地
産
地
消
』
を
成
り

立
た
せ
る
た
め
に
も
、
常
に
お
客
様

の
視
点
に
立
っ
た
付
加
価
値
の
あ
る

商
品
を
開
発
し
な
け
れ
ば
、
お
客
様

の
満
足
度
は
高
ま
り
ま
せ
ん
。今
回
、

遠
藤
さ
ん
や
加
藤
さ
ん
、
大
嶋
さ
ん

と
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
『
め

い
ち
ゃ
ん
ち
の
星
見
台
』
は
、
お
客

様
と
私
た
ち
が
一
緒
に
山
に
入
っ
て

そ
の
家
に
使
う
木
を
見
つ
け
て
く
る

と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
家
づ
く
り
に

は
な
い
試
み
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
私
た
ち
施
工
業
者
か
ら
施
主

様
に
い
た
る
ま
で
、
全
員
の
心
が
一

つ
に
な
る
と
い
う
初
め
て
の
経
験
を

味
わ
い
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、『
地

産
地
消
』
の
家
づ
く
り
の
新
た
な
試

み
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

さ
ら
に
そ
の
先
に
は
何
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

「
ト
レ
イ
サ
ビ
リ
テ
ィ
（
追
跡
可
能

性
）
の
考
え
方
を
家
づ
く
り
に
応
用

し
た
『
顔
の
見
え
る
家
づ
く
り
』
で

し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
お
客
様
が
す
べ

て
の
建
材
の
生
産
者
や
生
産
工
程
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

も
の
で
す
。
お
客
様
に
安
心
し
て
住

ま
い
を
取
得
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

も
、
ぜ
ひ
実
現
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」

今
回
の
取
材
で
『
地
産
地
消
』
の

家
づ
く
り
に
対
す
る
様
々
な
思
い
を

聞
い
て
き
た
。
そ
れ
は
四
者
四
様
、

微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、『
地
産
地
消
』
の
家

づ
く
り
は
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か

り
だ
。
し
か
も
、
こ
れ
は
単
な
る

「
家
づ
く
り
」
で
は
な
い
。「
一
本
の

木
を
何
十
年
も
か
け
て
育
て
る
こ
と

の
意
味
を
考
え
て
欲
し
い
」
こ
の
加

藤
社
長
の
言
葉
の
通
り
、『
地
産
地

消
』
の
家
づ
く
り
は
住
宅
産
業
の
ひ

と
つ
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
、
環
境
対

策
で
も
あ
り
、
林
業
や
過
疎
化
対
策

を
含
め
た
地
域
活
性
化
策
で
も
あ
る

の
だ
。
一
つ
の
幹
か
ら
大
き
な
枝
葉

が
三
つ
、
四
つ
と
広
が
る
一
本
の
大

樹
の
よ
う
に
、『
地
産
地
消
』
の
家

づ
く
り
か
ら
、
大
き

な
夢
が
広
が
っ
て
い

る
。
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ラボット
〒963-8026 福島県郡山市並木 2-1-1

TEL.024-995-5855
http://www.labotto.com       

ラボットは「住まうコト・楽しむ」。を提案しています。
新築・リフォームの設計・施工、インテリアや

ファブリック、ガレージにいたるまで、快適な暮らしの
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【営業時間】10：00～19：00
LABOTTO

●アーマテラス
　アーマフェスタ

「
地
産
地
消
」の
家
づ
く
り

「めいちゃんちの星見台」と名付けられたK様邸外観。「めいちゃんちの星見台」と名付けられたK様邸外観。

施主様と建築家の思いが一つになった魅力ある住まいをぜひご覧ください。

6/25　･26土 日 ● 時間／AM10:00 ～ PＭ 5:00　● 雨天の場合も開催します。
● 会場／郡山市八山田（カインズホーム郡山富田店東側・郡山北警察署そば）

「めいちゃんちの星見台」～アークラボット完成見学会～
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