
表
面
が
平
滑
な
白
い
壁
が
現
代
の
一

般
的
な
漆
喰
だ
が
、
原
始
的
な
漆
喰
工

法
の
末
裔
と
も
い
う
べ
き
技
術
が
あ

る
。「
ぱ
ら
り
」
と
呼
ば
れ
る
漆
喰
仕

上
げ
で
あ
る
。「
ぱ
ら
り
」
は
今
日
の

京
都
で
は
、
桂
離
宮
や
京
都
御
所
な
ど

で
し
か
見
ら
れ
な
い
高
級
な
漆
喰
仕

上
げ
で
あ
り
、
漆
喰
に
石
灰
の
粒
を
混

入
す
る
こ
と
で
凹
凸
の
あ
る
テ
ク
ス

チ
ャ
ー
を
つ
く
る
独
特
な
技
法
で
あ

る
。
実
は
、
そ
れ
は
現
代
の
均
質
な
石

灰
が
製
造
可
能
に
な
る
以
前
の
、
粒
が

残
っ
た
原
始
的
な
石
灰
を
使
っ
て
い
た

頃
の
漆
喰
工
法
の
名
残
で
あ
り
、
塗

り
っ
ぱ
な
し
の
ま
ま
の
表
面
に
は
石
灰

の
粒
の
痕
跡
が
ポ
ツ
ポ
ツ
と
浮
か
ん
で

見
え
、
素
朴
で
風
合
い
の
あ
る
漆
喰
仕

上
げ
で
あ
る
。

原
始
的
な
工
法
と
い
え
ば
も
う
一

つ
、
町
家
や
寺
院
の
土
間
に
使
わ
れ
る

タ
タ
キ
（
三
和
土
）
が
あ
る
。
三
つ
の

土
を
和
え
た
、
と
書
く
よ
う
に
、
タ
タ

キ
の
材
料
は
「
石
灰
」
と
「
真
砂
土
」

と
「
に
が
り
」
で
あ
る
。
に
が
り
の
成

分
は
海
水
か
ら
抽
出
し
た
塩
化
マ
グ
ネ

シ
ウ
ム
で
あ
り
土
間
の
乾
燥
を
防
ぐ
効

果
が
あ
る
。

タ
タ
キ
は
石
灰
を
使
う
左
官
工
法
だ

か
ら
漆
喰
の
技
術
の
一
種
で
は
あ
る

が
、
硬
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
漆
喰
と
は

少
し
異
な
る
。
二
酸
化
炭
素
で
は
な
く

真
砂
土
に
含
ま
れ
る
珪
素
質
と
石
灰
が

反
応
し
て
硬
化
す
る
た
め
、
耐
久
性
に

優
れ
て
お
り
、
京
都
で
は
深
草
で
採
取

さ
れ
る
「
深
草
砂
利
」

が
タ
タ
キ
に
適
し
た
材

料
と
し
て
使
わ
れ
て
き

た
。日

本
の
伝
統
的
な
タ

タ
キ
工
法
は
、
セ
メ
ン

ト
の
技
術
が
西
洋
か
ら

導
入
さ
れ
て
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
が
、
タ
タ
キ

で
仕
上
げ
ら
れ
た
土
間

の
表
面
は
、
耐
久
性
は

あ
る
も
の
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
に
比
べ
る
と
柔

ら
か
く
、
風
雨
や
人
の

往
来
で
少
し
ず
つ
削
ら

れ
て
、
中
に
含
ま
れ
る

砂
利
や
土
の
色
が
現
れ

て
く
る
な
ど
、
独
特
の

味
わ
い
が
あ
る
。
京
都

で
は
修
学
院
離
宮
の

「
一
二
三
石
」
と
呼
ば

れ
る
、
色
違
い
の
石
を

配
置
し
た
タ
タ
キ
が
有

名
で
あ
る
。

漆
喰
編
Ⅰ
で
紹
介
し

た
、
法
界
寺
以
降
の
日

本
の
建
築
で
は
、
漆
喰

の
壁
に
絵
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
な

り
、
無
垢
で
純
粋
な
白
い
面
と
し
て
の

漆
喰
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
漆
喰
を
使
っ
た
装
飾
技

術
は
「
漆
喰
彫
刻
」
と
呼
ば
れ
る
分
野

に
お
い
て
生
き
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

漆
喰
の
上
に
顔
料
で
絵
を
描
く
の
で
は

な
く
、
漆
喰
そ
の
も
の
で
具
象
的
な
造

形
物
を
創
り
出
す
技
術
で
あ
る
。
特
に

そ
れ
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
が
土
蔵
、
そ

の
な
か
で
も
特
に
土
蔵
の
出
入
り
口
の

扉
部
分
で
あ
る
。

京
都
御
所
の
南
東
に
あ
る
下
御
霊
神

社
の
土
蔵
（
神
輿
庫
）
に
は
、
京
都
で

は
珍
し
い
見
事
な
漆
喰
彫
刻
が
あ
る
。

二
枚
の
扉
に
は
菊
の
御
紋
と
、
社
紋
の

「
沢
瀉
に
水
」
が
漆
喰
で
造
形
さ
れ
、

屋
根
の
上
に
は
二
羽
の
鶴
が
舞
っ
て
い

る
。
扉
の
上
に
は
豊
か
な
水
流
と
渦
巻

き
の
表
現
も
あ
る
が
、
建
物
の
火
災
か

ら
の
安
全
を
願
う
水
の
表
現
で
あ
ろ

う
。
抽
象
化
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
多
い

日
本
の
建
築
装
飾
に
は
珍
し
く
、
あ
く

ま
で
写
実
的
で
具
象
的
な
彫
刻
で
あ
る
。

　

土
蔵
の
扉
は
火
災
時
に
内
部
の
宝
物

を
護
る
防
火
戸
の
よ
う
な
も
の
で
、
木

製
の
建
具
の
外
側
に
設
け
ら
れ
る
こ
と

か
ら
「
戸
前
」
と
呼
ば
れ
る
。
土
蔵
の

な
か
で
も
最
も
熟
練
し
た
技
術
が
必
要

で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
部
分
だ
け
を
手

が
け
る
専
門
の
職
人
が
い
た
ほ
ど
で
、

彼
ら
は
一
般
の
左
官
職
人
の
な
か
で
も

「
戸
前
職
人
」
と
呼
ば
れ
、
各
地
を
渡

り
歩
い
て
特
別
な
扱
い
を
受
け
た
そ
う

で
あ
る
。

と
は
い
え
、
あ
か
ら
さ
ま
な
富
の
表

現
を
避
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
京
都
の
ど

真
ん
中
に
、
突
如
現
れ
る
こ
の
漆
喰
彫

刻
の
由
来
は
何
な
の
か
？　

ひ
ょ
っ
と

す
る
と
、
こ
の
仕
事
は
京
都
の
職
人
の

も
の
で
は
な
く
、
旅
の
途
中
の
戸
前
職

人
が
気
ま
ぐ
れ
に
立
ち
寄
っ
て
技
を
披

露
し
た
、
そ
の
置
き
土
産
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
修
復
の
手
が
行
き
届
か
ず
、

痛
み
も
激
し
い
こ
の
漆
喰
彫
刻
が
、
な

ん
と
か
未
来
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ

と
を
願
い
た
い
。

下御霊神社の土蔵(神輿庫)

修学院離宮の漆喰仕上げ「ぱらり」
（客殿・外壁）

修学院離宮のタタキ「一二三石」（写真提供：宮内庁京都事務所）

〈もりた かずや〉
1971年愛知県生まれ。森田一弥建
築設計事務所主宰。1997年、京都
大学工学部建築学科修士課程修
了。京都「しっくい浅原」にて左官職
人として修業後、2000年、森田一弥
建築工房設立。2007～2008年、バ
ルセロナのEMBT建築事務所に在
籍。2011～2012年、文化庁新進芸
術家海外研修員としてバルセロナに
滞在。2020年～京都府立大学准教
授。共著に『京都土壁案内』など。
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