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国
内
外
の
貴
重
な
文
化
、芸
術
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
美
術
館
や
博
物
館
、そ
し
て
劇
場
。昨
今
、そ
の
機
能
、目
的
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

鑑
賞
す
る
た
め
の「
箱
」と
し
て
の
施
設
か
ら
、多
様
な
芸
術
文
化
活
動
を
推
進
す
る
拠
点
へ
。活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
、

情
報
を
発
信
す
る「
場
」と「
機
会
」を
提
供
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
生
ま
れ
変
わ
る
芸
術
文
化
施
設
が
あ
る
。

今
回
訪
ね
た
の
は
、地
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
確
か
な
存
在
感
を
放
ち
な
が
ら
、芳
醇
な
芸
術
を
抱
き
、更
に
そ
の
先
の
使
命
に
挑
む
三
つ
の
施
設
だ
。

時
代
の
変
遷
に
呼
応
し
な
が
ら
生
ま
れ
変
わ
る
芸
術
文
化
施
設
に
迫
る
。

 
時
間・空
間・人
を

 

つ
な
ぐ
拠
点
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
す
る

芸
術
文
化
施
設
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集
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に
竣
工
し
た
の
が
東
京
芸
術
劇
場
だ
っ

た
。

　

目
指
し
た
の
は
独
自
性
の
高
い
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
と
、
自
主
運
営
だ
。「
ハ
ー

ド
と
し
て
は
日
本
の
建
築
技
術
の
粋
を

集
め
た
立
派
な
施
設
で
し
た
が
、
ソ
フ

ト
面
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
劇
場
や
施
設

が
自
主
運
営
す
る
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
特
に
演
劇
や
舞
踊
分
野
に

お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
貸か

し

館か
ん

、
つ
ま
り

貸
し
出
さ
れ
る
施
設
と
し
て
運
営
さ
れ

て
い
た
。『
誰
が
ど
の
よ
う
に
使
う
の

か
』
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
る
土
壌

が
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」
と
高
萩
氏
は
心
中
を
明
か
す
。

新
た
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
発
す
る
予
算
も

潤
沢
で
は
な
か
っ
た
。
東
京
芸
術
劇
場

は
貸
館
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
ル
ネ
サ
ン

ス
・
バ
ロ
ッ
ク
面
と
、
モ
ダ
ン
面
の
二

面
を
持
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ

ン
を
備
え
た
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
や
、

八
〇
〇
余
席
で
演
劇
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

を
堪
能
で
き
る
プ
レ
イ
ハ
ウ
ス
、
演
劇

か
ら
落
語
ま
で
幅
広
く
対
応
で
き
る
二

つ
の
シ
ア
タ
ー
は
高
い
支
持
を
得
て
、

国
内
有
数
の
複
合
文
化
施
設
と
し
て
、

日
本
の
芸
術
発
信
を
リ
ー
ド
し
続
け
た
。

　

開
館
か
ら
二
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
施
設
や
設
備
の
経
年
劣
化
が
顕
著

に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
改
修
計
画
が

浮
上
す
る
。
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
誘
致
を

見
据
え
、
日
本
の
芸
術
、
文
化
レ
ベ
ル

の
高
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
狙
い
も
あ
っ

た
。
二
〇
〇
八
年
に
改
修
計
画
が
決
定

す
る
。
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
つ
「
発

信
型
の
運
営
」
が
可
能
な
施
設
と
し
て

の
改
革
だ
っ
た
。
開
館
当
時
の
理
想
を

実
現
す
る
施
設
の
再
構
築
だ
。
東
京
芸

術
文
化
評
議
会
「
都
立
文
化
施
設
の
あ

り
方
検
討
会
」
が
組
織
さ
れ
、
こ
こ
で

利
用
者
、
職
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

六
〇
〇
項
目
も
の
検
討
材
料
が
示
さ
れ

た
。
高
萩
氏
が
当
時
の
中
間
答
申
の
資

料
を
見
せ
て
く
れ
た
。
施
設
の
現
状
と

課
題
の
項
目
に
「
劇
場
と
し
て
の
イ
メ

ー
ジ
の
貧
弱
さ
、
発
信
力
の
不
足
」「
寂

人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
演
劇
や

舞
踊
、
演
芸
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
舞

台
芸
術
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く
に
は

ハ
ー
ド
面
か
ら
対
応
が
難
し
い
。
更
に

幅
広
く
対
応
で
き
る
施
設
を
造
ろ
う
と

一
九
七
〇
年
頃
か
ら
議
論
が
重
ね
ら
れ

た
。
一
九
八
二
年
に
基
本
構
想
が
ま
と

ま
り
、
五
年
後
に
着
工
、
一
九
九
〇
年

　

池
袋
駅
西
口
を
出
る
と
目
の
前
に
巨

大
な
矩
形
の
ガ
ラ
ス
屋
根
が
見
え
て
く

る
。
東
京
芸
術
劇
場
、
通
称
「
芸
劇
」

の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
だ
。
建
物
の
入
口
の

外
に
小
さ
な
人
だ
か
り
が
で
き
て
い
た
。

東
京
芸
術
劇
場
が
企
画
す
る
イ
ベ
ン
ト

だ
。
陽
光
の
下
、
大
道
芸
人
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
に
観
客
の
笑
い
声
が
上
が
る
。

必
要
以
上
に
派
手
な
演
出
は
せ
ず
、
簡

易
な
椅
子
を
並
べ
た
だ
け
。
演
者
と
観

覧
席
の
垣
根
は
低
く
、
輪
の
中
央
に
誘

わ
れ
た
観
客
が
大
道
芸
人
と
一
緒
に
な

っ
て
楽
し
そ
う
に
体
を
動
か
し
て
い
た
。

　

東
京
芸
術
劇
場
は
東
京
都
の
施
設 

と
し
て
一
九
九
〇
年
十
月
に
開
館
。
音

楽
、
演
劇
、
舞
踊
な
ど
を
中
心
と
し
た

芸
術
文
化
の
振
興
及
び
国
内
外
へ
の
芸

術
文
化
創
造
発
信
拠
点
だ
。
館
内
に
は
、

世
界
最
大
級
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
を
擁

し
一
、九
九
九
名
を
収
容
す
る
コ
ン
サ

ー
ト
ホ
ー
ル
を
は
じ
め
、
プ
レ
イ
ハ
ウ

ス
、
シ
ア
タ
ー
イ
ー
ス
ト
、
シ
ア
タ
ー

ウ
エ
ス
ト
と
い
っ
た
四
つ
の
ホ
ー
ル
を

備
え
、
展
示
室
や
会
議
室
、
リ
ハ
ー
サ

ル
室
も
併
せ
持
つ
複
合
的
な
総
合
文
化

施
設
だ
。

　

こ
の
施
設
は
二
〇
一
一
年
四
月
か
ら

二
〇
一
二
年
八
月
に
か
け
て
全
面
的
な

改
修
工
事
を
行
っ
た
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

か
ら
六
年
が
経
過
し
た
今
、
東
京
芸
術

劇
場
は
ど
の
よ
う
な
段
階
を
迎
え
て
い

る
の
か
、
高
萩
宏
副
館
長
に
お
話
を
伺

っ
た
。「
施
設
や
設
備
の
老
朽
化
対
策

が
大
改
修
の
主
た
る
目
的
で
す
が
、
芸

術
文
化
の
み
な
ら
ず
、
新
た
な
文
化
を

発
信
す
る
拠
点
と
し
て
の
機
能
の
見
直

し
も
大
き
な
課
題
と
な
る
改
修
で
し
た
。

時
代
の
要
請
に
応
え
、
よ
り
自
立
的
な

施
設
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
す
」。

　

東
京
芸
術
劇
場
が
開
館
す
る
以
前
、

東
京
都
は
上
野
公
園
内
の
東
京
文
化
会

館
を
有
し
て
い
た
。
一
九
六
一
年
に
完

成
し
た
こ
の
会
館
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
を

中
心
と
し
た
音
楽
や
バ
レ
エ
も
行
う
本

格
的
な
ホ
ー
ル
だ
。
現
在
に
至
る
ま
で

日
本
の
名
門
ホ
ー
ル
と
し
て
多
く
の

高萩 宏
Hiroshi Takahagi

公益財団法人 
東京都歴史文化財団
東京芸術劇場　副館長

発
信
型
、自
立
型
の
施
設
を

再
構
築

総
合
芸
術
の

発
信
拠
点
を
目
指
し
て

劇場前広場では各種催事が行われる（左）。コン
サートホール前のスペース（アート広場）も落ち
着いた雰囲気。これから始まる名演に向けた期待
感を醸成する（上）。

時間・空間・人をつなぐ拠点特集

鑑
賞
の「
箱
」
か
ら
、

発
信
す
る「
場
」へ
。

東
京
芸
術
劇
場

地下のシアターから最上階まで吹抜け空間になっている東京芸術劇場の内部。かつて1階
から5階のコンサートホールを直接つないでいた中央部のエスカレーターを外周部に配置
し直すことで、アトリウムの大空間が持つ存在感を最大限に生かした。奥村組・近藤組JV
が約1年半の大改修を担い、「ゆっくりと滞在できる空間」として生まれ変わった。

池袋駅西口のランド
マークにふさわしい
外観。建物の外部と
内部を建具、ガラス
パネルで仕切り、ア
トリウムを内部空間
として明確に自立さ
せた。

建設業界07 建設業界 2018.11 建設業界 2018.11 06



し
く
、
が
ら
ん
と
し
た
、
無
機
質
な
雰

囲
気
」「『
別
世
界
』『
非
日
常
性
』『
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
』
の
演
出
不
足
」
と
い

っ
た
厳
し
い
文
言
が
並
ぶ
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
意
見
を
あ
え
て
俎
上
に
載
せ

る
と
こ
ろ
に
改
革
の
本
気
度
が
に
じ
ん

で
い
る
。「
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
も
と

に
専
門
家
を
招
聘
し
、
お
よ
そ
二
年
間

に
わ
た
っ
て
議
論
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
不
必
要
な
設
備
は
大
胆
に

省
略
す
る
、
逆
に
欠
か
せ
な
い
要
素
は

強
化
す
る
こ
と
を
前
提
に
改
修
に
取
り

組
み
ま
し
た
。
二
〇
〇
九
年
に
は
初
め

て
の
試
み
と
し
て
芸
術
監
督
に
演
出
家

の
野
田
秀
樹
氏
を
迎
え
、
文
化
の
創
造
、

発
信
力
、
存
在
感
は
大
き
く
高
ま
り
ま

し
た
。
現
在
ま
で
に
、
見
違
え
る
ほ
ど

改
善
さ
れ
た
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
」
と
高
萩
氏
は
胸
を
張
る
。

ハ
ー
ド
面
に
お
い
て
は
、
開
館
当
時
の

志
を
更
に
高
度
な
レ
ベ
ル
で
形
に
す
る

建
築
技
術
の
進
歩
も
大
き
い
と
話
す
。

　

独
自
性
を
強
化
し
な
が
ら
も
貸
館
と

し
て
の
機
能
も
維
持
し
た
。
高
萩
氏
は

こ
う
言
葉
を
つ
な
ぐ
。「
欧
米
の
劇
場

に
は
自
主
運
営
と
い
う
概
念
が
定
着
し

て
い
ま
す
。
当
劇
場
の
よ
う
に
貸
館
と

自
主
性
を
両
立
す
る
施
設
は
珍
し
い
。

海
外
か
ら
視
察
に
見
え
た
方
か
ら
『
な

ぜ
施
設
を
貸
す
こ
と
で
利
益
を
出
せ
る

の
か
？　

教
え
て
く
れ
！
』
と
聞
か
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
」
と
笑
っ
た
。

　

東
京
芸
術
劇
場
は
現
在
、
そ
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
と
し
て
四
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

掲
げ
て
い
る
。「
芸
術
文
化
の
創
造
・
発

信
の
拠
点
」
に
加
え
「
人
材
育
成
・
教

育
普
及
の
拠
点
」「
賑
わ
い
の
拠
点
」

「
国
際
文
化
交
流
の
拠
点
」
と
い
っ
た

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
し
て
の
劇

場
の
構
築
だ
。
事
業
企
画
課
の
前
田
圭

蔵
係
長
が
こ
う
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
美
術
館
や
博
物
館
は
、
芸
術
や
貴
重

な
史
料
を
『
鑑
賞
』
す
る
た
め
の
装
置

と
し
て
劇
場
に
近
似
し
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
施
設
で
は
所
蔵
す
る
も
の
を
研

究
し
た
り
、
そ
の
成
果
を
発
信
し
た
り

す
る
、
例
え
ば
研
究
室
や
学
芸
員
と
い

在
も
東
京
芸
術
劇
場
に
は
、
地
方
か
ら

多
く
の
若
手
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
画

し
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
こ
こ
で
キ
ャ
リ

ア
を
積
み
、
地
方
に
戻
っ
た
時
に
そ
の

力
を
存
分
に
発
揮
し
て
く
れ
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
作
品
と
人
、

人
と
人
と
の
出
会
い
を
組
織
す
る
、
そ

ん
な
施
設
で
あ
り
た
い
と
努
力
を
し
て

い
ま
す
」
と
前
田
氏
は
話
す
。

　

更
に
、
子
ど
も
や
日
常
的
に
芸
術
と

触
れ
る
機
会
が
少
な
い
層
で
も
訪
れ
や

う
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。
劇
場
も
そ

う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
」。
そ
の
た
め
東
京
芸
術
劇
場
で

は
、
音
楽
大
学
を
卒
業
し
た
も
の
の
、

楽
団
に
所
属
せ
ず
に
い
る
若
手
が
プ
ロ

を
目
指
し
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
る

「
芸
劇
ウ
イ
ン
ド
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ア

カ
デ
ミ
ー
」
を
行
っ
て
い
る
。
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
舞

台
技
術
者
を
育
成
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ

ム
も
そ
う
し
た
活
動
の
一
環
だ
。「
現

次世代の舞台表現者を育てる「東京演劇道場」（左）
や、東京の芸術文化の創造・発信を目指す都市型総
合芸術祭である「東京芸術祭」（右）など、芸術文化
醸成のためのプログラムを展開中だ。

前田圭蔵
Keizo Maeda

公益財団法人
東京都歴史文化財団
東京芸術劇場 事業企画課　
広報営業係長

鑑
賞
す
る
た
め
の「
箱
」か
ら

発
信
、交
流
す
る「
場
」と
し
て

コンサートホールの内部空間（上）のコンセプトは「豊かな響き」「快適な演奏・鑑
賞環境」。壁面にリブを施すことで、ステージからの音が客席に向け柔らかく響
く。プレイハウス（中）は演劇からミュージカル、舞踊にまで対応する中ホール。
約60人規模のオーケストラピットを備えている。シアターイースト（左下）は舞
台と客席が対面するエンドステージや、舞台の3方を客席が囲むスラストステー
ジなど多様な舞台形式に対応する。シアターウエスト（右下）には客席から舞台
を額縁で区切るように見せる仮設プロセニアムパネルを備えている。（いずれも
写真提供：東京芸術劇場）

東京芸術劇場のシンボルともいえるパイプオルガン。改修時には分解と点検、清掃が行われた。
一台で異なる時代の音色を奏でる構造は世界でも類がない。（写真提供：東京芸術劇場）

す
い
ワ
ン
コ
イ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
や
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催
。
最
近
は
地
域
の

催
事
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
賑
わ
い

の
創
出
と
地
域
と
の
連
携
を
強
化
し
て

い
る
。「
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
に
近
い
と
い

う
立
地
を
生
か
し
、
地
域
や
地
方
と
な

だ
ら
か
に
連
携
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
」。
東
京
芸
術
劇
場
は
音
楽

好
き
、
演
劇
好
き
の
人
た
ち
だ
け
の
た

め
の
施
設
で
は
な
い
と
、
高
萩
氏
は
話

し
て
く
れ
た
。

　

池
袋
駅
西
口
界
隈
は
戦
前
「
池
袋
モ

ン
パ
ル
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
画
家

や
芸
術
家
の
卵
、
文
化
人
た
ち
の
交
流

の
場
で
、
東
京
の
文
化
、
文
教
を
リ
ー

ド
す
る
エ
リ
ア
だ
っ
た
。
し
か
し
、
戦

後
は
闇
市
が
生
ま
れ
、
長
い
間
そ
の
暗

澹
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
き
れ
ず

に
い
た
。
近
年
そ
の
印
象
が
変
わ
り
つ

つ
あ
る
。
こ
こ
を
訪
れ
た
時
の
、
大
道

芸
に
沸
く
風
景
も
日
常
の
も
の
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
施
設
は
も
は
や

鑑
賞
を
目
的
と
し
た
「
箱
」
で
は
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
人
が
芸
術
文
化
を
享
受
で
き

る
拠
点
と
し
て
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
東

京
芸
術
劇
場
が
そ
の
変
革
に
大
き
く
関

与
し
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

時間・空間・人をつなぐ拠点特集
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富
士
山
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た

の
は
二
〇
一
三
年
六
月
の
こ
と
だ
。
静

岡
・
山
梨
両
県
の
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ

で
つ
く
る
「
富
士
山
を
世
界
遺
産
と
す

る
連
絡
協
議
会
」
が
発
足
し
た
の
は

一
九
九
二
年
。
実
に
二
一
年
の
紆
余
曲

折
を
経
た
悲
願
成
就
だ
っ
た
。
世
界
遺

産
と
し
て
の
正
式
名
称
は
「
富
士
山
│

信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
」
だ
。
自

然
遺
産
で
は
な
く
あ
く
ま
で
文
化
遺
産

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　

遺
産
の
構
成
資
産
は
富
士
山
域
を
は

じ
め
、
こ
れ
を
取
巻
く
登
山
道
、
湖
沼
、

神
社
、
遺
跡
群
な
ど
二
五
件
に
及
ぶ
。

遺
産
登
録
と
と
も
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
、

た
だ
単
に
観
光
客
の
誘
致
、
経
済
振
興

に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
遺
産
と

し
て
の
価
値
を
守
り
、
未
来
に
向
け
恒

久
的
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
使
命
だ
。

　

そ
の
拠
点
と
な
る
博
物
館
が
あ
る
。

服
す
る
こ
と
』
と
い
う
捉
え
方
を
す
る

西
洋
で
は
見
ら
れ
な
い
思
想
で
す
。
日

本
人
の
根
底
に
あ
る
山
に
対
す
る
感
謝

と
畏
敬
の
念
を
今
一
度
呼
び
覚
ま
す
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
山
を
大
切
に
し
よ
う

と
す
る
心
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

の
展
示
で
あ
り
、
研
究
成
果
の
発
信
な

ん
で
す
」。
富
士
山
の
価
値
、
畏
敬
の
念

を
知
ら
ず
し
て
、
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
心
は
生
ま
れ
な
い
と
、
落
合
氏
は
繰

り
返
し
言
葉
に
力
を
込
め
た
。

い
ま
す
。
そ
こ
が
他
の
博
物
館
と
は
少

し
異
な
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
」
と
落
合
氏
は
説
明
す
る
。
富
士
山

の
本
当
の
価
値
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
山
を
守
ろ
う
と
い
う
意
識

が
醸
成
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
登
山
シ
ー

ズ
ン
に
は
誘
導
サ
イ
ン
の
確
認
、
マ
ナ

ー
や
安
全
の
指
導
、
登
山
者
数
の
管
理

な
ど
、
行
政
的
な
業
務
に
も
深
く
携
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。

　

富
士
山
の
普
遍
的
な
価
値
を
伝
え
る
。

そ
の
た
め
に
最
も
重
要
な
要
素
と
な
る

の
が
こ
の
山
に
対
す
る
畏
敬
の
念
だ
。

富
士
登
山
が
庶
民
に
も
一
般
的
に
な
っ

た
の
は
江
戸
時
代
の
こ
と
。
古
来
、
富

士
山
は
信
仰
の
対
象
だ
っ
た
。
富
士
山

を
信
仰
す
る
人
々
の
集
ま
り
「
富
士

講
」
が
各
地
で
結
成
さ
れ
、
そ
の
な
か

で
何
年
も
掛
け
て
資
金
を
積
み
立
て
、

代
表
を
選
び
、
富
士
登
山
を
目
指
し
た

と
い
う
。
行
楽
よ
り
は
参
詣
、
巡
礼
の

意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
落

合
氏
は
こ
う
説
明
す
る
。「
山
を
御
神

体
と
位
置
付
け
、
信
仰
の
対
象
と
す
る

日
本
人
の
概
念
は
、
登
頂
を
『
山
を
征

静
岡
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
だ
。

博
物
館
と
い
う
施
設
に
位
置
付
け
ら
れ

る
が
、
そ
の
活
動
領
域
は
多
岐
に
及
ぶ
。

落
合
徹
副
館
長
に
セ
ン
タ
ー
の
コ
ン
セ

プ
ト
を
お
聞
き
し
た
。「『
永
く
守
る
』

『
楽
し
く
伝
え
る
』『
広
く
交
わ
る
』『
深

く
究
め
る
』
と
い
う
四
つ
が
こ
の
セ
ン

タ
ー
の
基
本
方
針
で
す
。
富
士
山
の
世

界
遺
産
登
録
を
推
進
す
る
過
程
で
、
す

で
に
セ
ン
タ
ー
の
設
置
は
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
設
計
の
コ
ン
セ
プ
ト
は

『
水
の
循
環
』。
正
面
の
水
盤
は
そ
の
シ

ン
ボ
ル
で
す
が
、
富
士
山
に
降
り
積
も

っ
た
雪
が
地
下
水
と
な
っ
て
広
が
り
、

そ
の
湧
水
が
こ
の
地
域
と
、
海
ま
で
を

も
支
え
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
ま

す
」。
オ
ー
プ
ン
は
昨
年
の
十
二
月
。Ｊ

Ｒ
富
士
宮
駅
か
ら
徒
歩
約
十
分
、
浅
間

大
社
の
南
側
に
位
置
す
る
。
も
と
も
と

は
富
士
宮
市
が
整
備
し
た
観
光
駐
車
場

だ
っ
た
。
周
辺
は
家
屋
や
商
店
が
連
な

る
閑
静
な
住
宅
街
だ
。
そ
こ
に
敷
地
面

積
約
六
、〇
〇
〇
平
方
㍍
の
圧
倒
的
な

存
在
感
を
も
っ
て
誕
生
し
た
。
設
計
は

㈱
坂
茂
建
築
設
計
、
施
工
は
佐
藤
工

業
・
若
杉
組
Ｊ
Ｖ
に
よ
る
。

　

施
設
は
展
示
棟
、
北
棟
、
西
棟
の
三

棟
か
ら
な
る
。
中
央
に
そ
び
え
る
五
階

富
士
山
を
守
る
博
物
館

落合 徹
Toru Ochiai

静岡県
富士山世界遺産センター
副館長

建
て
の
展
示
棟
は
全
体
が
逆
円
錐
型
の

木
格
子
で
覆
わ
れ
、
正
面
の
水
盤
に
投

影
さ
れ
る
景
観
は
「
逆
さ
富
士
」
を
表

現
し
て
い
る
。
展
示
棟
の
内
部
は
螺
旋

状
の
ス
ロ
ー
プ
に
な
っ
て
お
り
、
壁
面

に
映
し
出
さ
れ
る
富
士
山
の
風
景
を
楽

し
み
な
が
ら
疑
似
登
山
を
体
験
で
き
る

仕
組
み
だ
。
照
明
は
必
要
最
低
限
の
照

度
に
抑
え
ら
れ
、
全
長
一
九
三
㍍
の
ス

ロ
ー
プ
を
た
ど
り
な
が
ら
、
確
か
に
山

道
を
登
っ
て
い
る
感
覚
を
味
わ
っ
た
。

　

こ
の「
登
山
道
」を
登
り
切
っ
た
最
上

階
は
自
然
光
が
あ
ふ
れ
る
展
望
ホ
ー
ル

だ
。
正
面
ガ
ラ
ス
越
し
に
雄
大
な
富
士

山
の
絶
景
を
堪
能
で
き
る
。
こ
こ
か
ら

再
び
ス
ロ
ー
プ
を
下
る
。
途
中
に
は
五

つ
の
テ
ー
マ
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
展

示
ゾ
ー
ン
が
あ
り
、
サ
イ
ネ
ー
ジ
や
タ

ッ
チ
パ
ネ
ル
、
多
彩
な
展
示
資
料
で
富

士
山
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
四
つ
の
基
本
方
針
の
う
ち
最
も
力

を
注
い
で
い
る
の
が
『
守
る
』
で
す
。

富
士
山
の
普
遍
的
な
価
値
を
世
界
と
次

世
代
に
伝
え
、
継
承
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
。
も
ち
ろ
ん
展
示
や
調
査
研
究
、

情
報
発
信
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

保
護
、
管
理
と
い
っ
た
分
野
が
最
も
重

要
な
活
動
で
あ
る
と
当
館
で
は
考
え
て

至
宝
の
山
を

守
護
す
る
博
物
館
。

静
岡
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

畏
敬
の
念
か
ら
生
ま
れ
る

山
を
守
る
意
識

時間・空間・人をつなぐ拠点特集

圧倒的なインパクトをもって来館者を魅了する外観。水深3cmの水
盤が「逆さ富士」を演出する。木格子には「富士ヒノキ」が採用された。
3棟をつなぐガラスのカーテンウォールとのコントラストが美しく映
える。左手の鳥居は浅間大社の施設の一部だ。（写真撮影：平井広行）

建物の最上階、展望ホールとテラスは
遮るものがない絶好の富士山のビュー
ポイントだ。壁面全体に開口部、ピク
チャーウィンドウを設け、ガラス越し
に季節ごとの富士山の雄姿を一枚の絵
のように切り取って見せる。（右／写
真提供：富士山世界遺産センター）
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そ
も
そ
も
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
根
拠
は
「
信
仰
の
対
象

と
芸
術
の
源
泉
」
だ
。
信
仰
を
生
み
出

し
た
霊
峰
で
あ
り
、
葛
飾
北
斎
の
『
冨

嶽
三
十
六
景
』
に
代
表
さ
れ
る
芸
術
の

源
泉
と
し
て
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

き
た
。
そ
の
価
値
を
伝
え
、
山
を
守
る
。

富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
で
「
保

護
・
管
理
」
が
最
大
の
使
命
に
な
る
こ

と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。

　

富
士
山
を
守
り
、
管
理
す
る
。
そ
の

た
め
、
セ
ン
タ
ー
の
展
示
方
針
は
知
識

の
伝
播
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
イ
メ
ー

ジ
の
共
有
に
力
点
を
置
い
て
い
る
よ
う

に
思
え
た
。
ス
ロ
ー
プ
を
た
ど
る
疑
似

登
山
で
も
、
前
半
の
「
登
山
」
で
は
、
壁

面
に
投
影
さ
れ
る
山
頂
か
ら
の
眺
望
、

森
や
岩
場
の
風
景
は
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
、

そ
れ
は
美
し
い
も
の
だ
。
御
来
光
の
映

像
に
手
を
合
わ
せ
る
人
も
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
一
方
で
「
伝
え
る
」「
交
わ
る
」

「
究
め
る
」
と
い
う
博
物
館
本
来
の
機

能
を
強
化
、
充
実
さ
せ
る
取
組
み
に
も

果
敢
に
挑
ん
で
い
る
。「
下
山
」
す
る
時

に
立
ち
寄
れ
る
展
示
ゾ
ー
ン
は
、
山
岳

っ
た
特
別
企
画
展
『
富
士
山
絵
画
の
正

統
』（
二
部
構
成
）
で
は
、
葛
飾
北
斎
の

肉
筆
画
が
展
示
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
も
佐

久
間
象
山
（
一
八
一
一
〜
一
八
六
四
）

の
賛
が
記
さ
れ
た
名
品
だ
。
更
に
、
年

末
か
ら
登
山
道
の
変
遷
に
着
目
し
調
査

し
て
き
た
成
果
を
披
露
す
る
企
画
展

『
富
士
山
と
須
走
口
』も
予
定
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
学
術
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
背

景
に
も
、
富
士
山
の
普
遍
的
な
価
値
を

伝
え
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
る
。

更
に
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
識
が
、
富
士

山
を
敬
う
、
あ
る
い
は
畏
れ
る
と
い
う

意
識
の
醸
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
文

化
的
、
学
術
的
な
イ
ベ
ン
ト
、
研
究
活

動
は
、
富
士
山
の
保
護
、
管
理
と
ル
ー

プ
を
描
く
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
。

「
開
館
当
初
、
元
文
部
科
学
大
臣
の
遠

山
敦
子
館
長
と
『
博
物
館
や
美
術
館
は

完
成
し
た
時
が
一
番
充
実
し
て
い
て
、

そ
の
後
は
手
を
抜
く
と
展
示
の
陳
腐
化
、

施
設
の
老
朽
化
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ

う
な
ら
な
い
よ
う
に
進
化
し
続
け
る
博

物
館
と
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
』
と
語

り
合
っ
た
も
の
で
す
。
今
後
も
当
館
の

意
義
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
志
を

貫
い
て
い
き
ま
す
」
と
落
合
氏
は
気
を

引
き
締
め
て
い
る
。

　

落
合
氏
は
富
士
山
麓
の
出
身
だ
。
ご

本
人
で
七
代
目
に
な
る
と
い
う
。
こ
の

仕
事
に
携
わ
る
特
別
な
想
い
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。「
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で

校
歌
に
は
必
ず
『
富
士
』
の
言
葉
が
あ

り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
富
士
山
は
我

が
山
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
す
。
大
学

進
学
で
東
京
に
暮
ら
し
た
時
も
富
士
山

が
見
え
る
と
ホ
ッ
と
し
た
も
の
で
す
。

今
や
そ
の
我
が
故
郷
が
世
界
遺
産
に
な

っ
た
。
地
元
の
人
間
と
し
て
と
い
う
よ

り
は
日
本
人
と
し
て
、
そ
の
根
底
に
あ

る
心
を
し
っ
か
り
守
り
、
伝
え
て
い
く

と
い
う
気
持
ち
の
方
が
強
い
で
す
ね
」

と
落
合
氏
は
答
え
て
く
れ
た
。

信
仰
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
聖
な
る
山
」、

人
と
富
士
山
の
未
来
に
着
目
し
た
「
受

け
継
ぐ
山
」、
そ
し
て
美
術
文
学
関
連

の
「
美
し
き
山
」
と
い
っ
た
文
化
的
な

ゾ
ー
ン
に
加
え
、
火
山
と
し
て
の
富
士

山
を
捉
え
る
「
荒
ぶ
る
山
」、
駿
河
湾
に

至
る
生
態
系
を
紹
介
す
る
「
育
む
山
」

と
い
っ
た
学
術
的
な
展
示
コ
ー
ナ
ー
も

設
け
ら
れ
て
い
る
。
落
合
氏
は
こ
う
語

る
。「
来
館
者
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、
富
士
山
の
自
然
、

生
態
系
な
ど
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た

い
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
そ

う
し
た
ご
要
望
に
応
え
て
い
き
た
い
。

現
在
、
富
士
山
一
帯
の
地
層
を
展
示
し

て
い
る
『
育
む
山
』
の
コ
ー
ナ
ー
を
、

年
末
の
休
館
日
を
利
用
し
て
拡
充
す
る

予
定
で
す
」。

　

常
設
展
に
加
え
、
美
術
展
な
ど
企
画

展
の
実
施
に
も
意
欲
的
だ
。
直
近
で
は

八
月
下
旬
ま
で
『
富
士
山
に
迫
る
』
展

が
開
催
さ
れ
た
。
目
玉
と
な
っ
た
の
は

セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
江
戸
時
代
後
期

の
日
本
画
家
・
谷
文ぶ

ん

晁ち
ょ
う

の
『
富
士
山
中

真
全
図
』。
一
二
㍍
に
及
ぶ
巻
物
で
、
江

戸
幕
府
十
一
代
将
軍
・
徳
川
家い

え

斉な
り

（
一 

七
七
三
〜
一
八
四
一
）
の
花
押
が
押
さ

れ
た
一
級
の
美
術
品
だ
。「
歴
史
的
に

日
本
人
の
心
の
在
り
方
を

伝
え
た
い

スロープを登るに従い投影される富士山の風景も低地から高山地帯まで刻々と変化していく。時折、
登山者の影が現れ、来館者の影と寄り添うようにスクリーン上で同道するイメージが演出される。

2階には74席の映像シアターがあり、4K映像で雄大な富士
山の風景を堪能できる。歴史や文化を概観する映像プログ
ラムも好評だ。（写真撮影：平井広行）

入口を入るとすぐに疑似登山体験を楽しめるスロー
プへ導かれる（右）。いわば屋内の登山口だ。登山
道＝スロープの途中には所々に展示ゾーンが設けら
れている。「育む山」（上）では今後、高山帯から駿
河湾までの生態系を紹介し、富士山の自然について
の展示を強化していく。付近の地層標本などが展示
されている「受け継ぐ山」（下）には、来館者の自筆
メッセージも披露されていた。

価
値
の
あ
る
も
の
な
の
で
購
入
し
た
逸

品
で
す
。
多
く
の
方
に
見
て
い
た
だ
き

た
い
。
建
物
が
完
成
し
て
こ
の
七
月
で

一
年
が
経
過
し
、
湿
度
や
壁
面
か
ら
の

有
機
物
の
数
値
も
安
定
し
て
き
た
の
で
、

美
術
品
の
特
別
展
も
開
催
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
年
に
二
回
ほ

ど
企
画
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
」
と
落
合
氏
は
抱
負
を
語
る
。
取
材

時
に
北
館
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
中
だ

時間・空間・人をつなぐ拠点特集
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お
り
、
利
便
性
の
面
か
ら
も
集
客
に
十

分
な
環
境
に
は
な
か
っ
た
。

　

中
之
島
に
移
転
し
た
後
も
、
し
ば
ら

く
は
現
代
美
術
に
対
す
る
世
間
の
理
解

度
は
低
か
っ
た
と
中
井
氏
は
話
す
。
し

か
し
、
今
か
ら
六
年
前
に
開
催
し
た
前

衛
芸
術
家
・
草
間
彌
生
氏
の
展
覧
会
で

屋
上
と
い
え
る
。
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
る
と

す
ぐ
に
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
地
下
一
階

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
や
レ
ス
ト

ラ
ン
が
あ
る
フ
ロ
ア
へ
導
か
れ
る
。
更

に
そ
の
下
、
地
下
二
、三
階
が
展
示
室

及
び
収
蔵
庫
と
い
っ
た
構
造
だ
。
各
階

は
連
続
的
な
吹
抜
け
に
な
っ
て
お
り
、

地
下
と
は
思
え
な
い
解
放
感
に
満
ち
て

い
る
。

　

施
工
を
担
っ
た
の
は
錢
高
・
鴻
池
・

大
本
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
。
㈱

錢
高
組
の
資
料
に
よ
る
と
、
掘
削
工
事

に
は
周
辺
地
盤
、
山
留
の
変
形
量
を
最

小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
通
常
と
は
逆

に
上
層
階
か
ら
打
ち
下
げ
て
い
く
逆
打

ち
工
法
が
採
用
さ
れ
た
。
堂
島
川
と
土

佐
堀
川
に
包
囲
さ
れ
た
中
洲
の
地
盤
は

多
く
の
地
下
水
を
含
ん
で
い
る
た
め
、

地
下
躯
体
の
外
壁
の
外
側
に
堅
牢
な
外

防
水
を
施
し
、
湿
気
、
地
下
水
の
浸
入

を
防
い
で
貴
重
な
美
術
品
を
守
っ
て
い

る
と
い
う
。

　

国
内
外
の
現
代
美
術
作
品
を
中
心
と

し
た
作
品
約
八
、〇
〇
〇
点
を
収
蔵
す

る
国
立
美
術
館
と
し
て
年
間
五
〇
万
人

程
度
の
来
館
者
を
迎
え
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
現
代
美
術
と
は
ど
う
い
っ

た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
美
術
で
、
抽
象

表
現
主
義
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
、
ミ
ニ
マ

ル
ア
ー
ト
と
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に

新
し
い
地
平
を
切
り
拓
き
続
け
て
い
る

と
さ
れ
る
。
同
館
の
中
井
康
之
副
館
長

に
お
話
を
聞
い
た
。「
そ
の
概
念
を
一

言
で
説
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い

の
で
す
が
、
現
代
美
術
は
作
品
に
触
れ

て
ワ
ク
ワ
ク
す
る
、
心
が
躍
る
美
術
と

し
て
捉
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
の
現
代
美
術
を
多
く
の
人

に
知
っ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
が
こ
の
美

術
館
の
大
き
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
つ
で

す
」。

　

吹
田
市
の
万
博
記
念
公
園
で
開
館
し

て
い
た
こ
ろ
の
入
場
者
数
は
特
別
な
年

を
除
い
て
年
間
五
万
人
程
度
。
当
時
、

現
代
美
術
は
ま
だ
ま
だ
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
分
野
だ
っ
た
。
都
市
部
か
ら
離
れ
て

中井康之
Yasuyuki Nakai

国立国際美術館
副館長兼学芸課長

ミュージアムショップの入口の壁
面を飾るのは1960年代から70年
代を中心に活躍した美術家・高松
次郎氏の作品《影》（1977年）だ。

都
市
か
ら
放
射
さ
れ
る

現
代
美
術
の
息
吹

ステンレスパイプの
オブジェが天空にそ
びえるエントランス
ゲートは、このエリ
アのランドマーク
だ。隣接する大阪市
立科学館に加え、今
後建設される大阪中
之島美術館、舞台芸
術センター（仮称）
と一体となり、芸術
文化の発信拠点を目
指す。

地上階のエントランスロビーとミュージアムショップやレストランがあるB1フロアは
エスカレーターで結ばれている。自然光が降り注ぎ、地下とは思えない解放感がある。

　

淀
屋
橋
か
ら
中
之
島
の
一
帯
は
大
阪

を
代
表
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
拠
点
の
一
つ
だ
。

そ
の
オ
フ
ィ
ス
街
の
一
角
に
巨
大
な
オ

ブ
ジ
ェ
が
天
空
に
向
け
て
そ
び
え
て
い

る
。
国
立
国
際
美
術
館
の
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
ゲ
ー
ト
だ
。

　

一
九
七
〇
年
に
大
阪
で
日
本
万
国
博

覧
会
が
開
催
さ
れ
た
際
、
世
界
各
国
と

国
内
の
美
術
品
展
示
を
目
的
と
し
て
会

場
内
に
万
国
博
美
術
館
が
建
設
さ
れ
た
。

こ
の
建
物
は
万
博
の
終
了
後
、
パ
ビ
リ

オ
ン
が
撤
去
さ
れ
、
万
博
記
念
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
た
跡
地
で
再
利
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
七
年
に
同
地

で
国
立
国
際
美
術
館
と
し
て
開
館
し
、

現
代
美
術
の
収
集
、
企
画
展
を
中
心
に

運
営
を
続
け
た
。
し
か
し
、
開
館
か
ら

二
〇
余
年
、
老
朽
化
、
所
蔵
庫
の
狭
隘

及
び
交
通
ア
ク
セ
ス
等
の
諸
問
題
が
顕

著
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
新
築
移
転
計
画

が
浮
上
す
る
。
一
九
九
九
年
に
中
之
島

で
新
館
建
築
工
事
に
着
手
。
二
〇
〇 

四
年
に
竣
工
、
再
開
館
し
た
の
が
現
在

の
国
立
国
際
美
術
館
だ
。

　

建
物
の
構
造
は
世
界
的
に
も
珍
し
い

地
下
に
整
備
さ
れ
た

現
代
美
術
の
殿
堂

完
全
地
下
型
。
前
述
し
た
地
上
部
の
オ

ブ
ジ
ェ
は
「
竹
の
生
命
力
と
現
代
美
術

の
発
展
・
成
長
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
設

計
さ
れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ゲ
ー
ト
で
、

こ
の
施
設
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ゲ
ー
ト
の
下
に
地
下
三
階
、
延
床

面
積
一
万
三
、〇
〇
〇
平
方
㍍
あ
ま
り

の
美
術
館
が
建
設
さ
れ
た
。
つ
ま
り
オ

ブ
ジ
ェ
周
辺
の
地
上
広
場
は
美
術
館
の

新
た
な
美
術
の

地
平
を
拓
く
。

国
立
国
際
美
術
館
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に
現
代
美
術
と
触
れ
合
う
機
会
を
提
供

し
て
い
る
。
作
品
を
見
な
が
ら
、
対
話

を
通
し
て
鑑
賞
を
深
め
る
。
作
品
に
対

し
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と

を
知
る
機
会
に
な
る
。「
子
ど
も
た
ち

は
半
端
な
知
識
が
な
い
分
、
素
直
に
反

応
し
、
自
ら
の
感
性
を
十
分
に
発
揮
、

開
放
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
興
味
を

持
っ
た
ら
後
か
ら
自
分
で
調
べ
る
よ
う

に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
鑑
賞

教
育
の
普
及
の
た
め
に
、
全
国
の
美
術

の
先
生
を
対
象
に
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
す
る

イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い
ま
す
」。
中

井
氏
は
鑑
賞
教
育
の
今
後
の
広
が
り
に

期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

　

国
立
国
際
美
術
館
は
、
作
品
の
展
示

の
み
を
目
的
と
し
た
施
設
で
は
な
い
。

現
代
美
術
と
い
う
常
に
斬
新
で
あ
り
続

け
る
分
野
の
最
先
端
を
発
信
し
、
こ
れ

を
人
々
と
結
び
つ
け
る
役
割
を
担
っ
て

い
る
。「
ど
う
す
れ
ば
よ
り
開
か
れ
た

美
術
館
た
り
得
る
の
か
、
日
々
考
え
て

い
ま
す
。
単
な
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
の
場
で
は
な
い
、
人
が
創
造
し
た

も
の
を
真
剣
に
楽
し
み
、
広
げ
、
後
世

に
伝
え
て
い
く
、
そ
う
し
た
装
置
で
あ

り
た
い
と
思
い
ま
す
」。
最
後
に
中
井

氏
は
そ
う
話
し
て
く
れ
た
。

発
信
す
る
こ
と
が
こ
の
美
術
館
に
課
せ

ら
れ
た
使
命
だ
と
、
中
井
氏
は
こ
う
付

言
す
る
。「
ま
た
観
て
み
た
い
と
思
わ

せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
優
れ
た
美
術
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
代
美
術

に
は
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
た

時
か
ら
、
本
来
の
現
代
美
術
で
は
な
く

な
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
美
術
館
に
は
、
常
に
新
し
い

魅
力
的
な
現
代
美
術
を
発
見
、
発
信
し

続
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
」。

　

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
品
の
紹
介
も
そ

う
し
た
取
組
み
の
一
つ
だ
。
同
館
は
こ

の
春
、
開
館
四
〇
周
年
事
業
と
し
て
記

し
て
『
展
示
』
す
る
と
い
う
例
は
海
外

で
も
ま
だ
珍
し
い
こ
と
で
す
。
パ
フ
ォ

ー
マ
ー
が
変
わ
れ
ば
作
品
の
印
象
も
大

き
く
変
化
し
ま
す
。
刺
激
的
な
一
期
一

会
の
芸
術
作
品
で
す
」
と
中
井
氏
は
話

す
。
そ
の
偶
発
性
も
現
代
美
術
の
一
端

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
気
軽
に
立
ち
寄

る
こ
と
が
で
き
る
都
市
部
に
そ
の
出
会

い
の
場
が
あ
る
意
義
も
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

更
に
力
を
入
れ
て
い
る
活
動
が
子
ど

も
を
対
象
と
し
た
「
鑑
賞
教
育
」
の
普

及
だ
。
国
立
国
際
美
術
館
で
は
小
学
校

か
ら
高
校
の
見
学
受
け
入
れ
と
と
も
に
、

「
こ
ど
も
び
じ
ゅ
つ
あ
ー
」
と
い
っ
た

鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
小
中
学
生

約
二
〇
万
人
の
来
場
者
数
を
記
録
し
た
。

「
現
代
美
術
展
は
五
万
人
で
大
ヒ
ッ
ト

と
言
わ
れ
た
時
代
で
す
。
大
勢
の
人
が

草
間
さ
ん
の
展
覧
会
に
足
を
運
ん
で
く

だ
さ
る
光
景
を
見
て
、
現
代
美
術
へ
の

理
解
度
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
感
じ
ま

し
た
」
と
中
井
氏
は
振
り
返
る
。
こ
の

展
覧
会
で
は
、
展
示
室
の
一
部
を
撮
影

可
能
に
し
た
こ
と
も
奏
功
し
、
展
覧
会

と
作
品
は
携
帯
電
話
の
画
像
送
受
信
サ

ー
ビ
ス
「
写
メ
ー
ル
」な
ど
を
通
じ
て
画

像
情
報
と
し
て
広
く
伝
播
し
た
。
そ
の

後
、
展
覧
会
は
日
本
国
内
だ
け
で
な
く

海
外
も
巡
回
し
、
大
き
な
話
題
と
な
っ

た
。
国
立
国
際
美
術
館
に
よ
る
気
鋭
の

芸
術
家
・
草
間
氏
の
紹
介
は
、
他
の
美

術
館
が
現
代
美
術
作
品
は
展
覧
会
の
新

機
軸
に
な
る
と
い
う
認
知
を
持
つ
き
っ

か
け
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
開

催
さ
れ
た
数
々
の
現
代
美
術
展
を
通
じ
、

現
代
美
術
は
一
般
社
会
へ
浸
透
し
て
い

っ
た
。

　

国
立
国
際
美
術
館
に
お
け
る
草
間
氏

の
展
覧
会
が
成
功
し
た
要
因
は
、
都
市

部
で
開
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
井
氏
が
説

明
し
て
く
れ
た
。「
現
代
美
術
は
そ
れ

を
目
当
て
に
観
に
行
く
の
も
よ
い
で
す

が
、
た
ま
た
ま
訪
れ
て
そ
の
イ
ン
パ
ク

ト
に
驚
く
、
感
動
す
る
と
い
っ
た
出
会

い
も
ま
た
よ
い
も
の
で
す
。
そ
う
し
た

意
味
で
は
現
在
の
立
地
は
大
変
理
想
的

だ
と
思
い
ま
す
。
会
社
員
の
方
々
が
昼

休
み
に
来
館
し
、
時
を
忘
れ
て
鑑
賞
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
楽
し
く
、

刺
激
的
に
現
代
美
術
に
触
れ
る
た
め
に

は
、
や
は
り
都
市
部
に
そ
の
拠
点
を
置

く
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
利
点
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

　

一
昔
前
と
比
較
し
て
現
代
美
術
の
認

知
度
は
上
が
り
、
国
立
国
際
美
術
館
の

来
館
者
数
も
順
調
に
推
移
し
て
い
る
。

そ
の
現
代
美
術
の
可
能
性
を
持
続
的
に

念
展
『
ト
ラ
ベ
ラ
ー　

ま
だ
見
ぬ
地
を

踏
む
た
め
に
』
を
開
催
し
た
。
展
示
作

品
の
一
つ
が
《
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｐ
ａ
ｎ
》

と
題
さ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
品
だ
。

三
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
が
天
井
か
ら
つ

る
さ
れ
た
太
古
の
石
に
向
き
合
い
息
を

吹
き
掛
け
た
り
、
口
笛
を
鳴
ら
し
た
り

し
な
が
ら
交
信
す
る
と
い
う
作
品
。
プ

エ
ル
ト
リ
コ
を
拠
点
に
活
躍
し
て
き
た

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ア
ロ
ー
ラ
＆
カ
ル
サ

デ
ィ
ー
ラ
が
生
み
出
し
た
現
代
美
術
作

品
だ
。
同
館
は
一
昨
年
度
に
こ
の
作
品

を
購
入
し
た
。
形
が
あ
る
の
は
小
さ
な

自
然
石
と
楽
譜
の
み
。「
形
を
持
た
な

い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
品
を
『
収
蔵
』

美
術
と
真
剣
に
、楽
し
く

向
き
合
う
開
か
れ
た
美
術
館

二人組の美術家・アローラ＆カルサディーラが生み出した
パフォーマンス作品《Lifespan》。40億年以上前の太古の石
と3人の現代人が対峙する約15分間の作品だ。体の動きと
吐息、口笛などで、言語が誕生する以前のコミュニケーシ
ョンのあり方を表現している。パフォーマーの確保など課
題は少なくないが、今後の現代美術のあり方と、その収蔵、
展示、公開の可能性を示している。（画像提供：国立国際美
術館）

鑑賞プログラム「こどもびじゅつあー」の様子。一つの作
品に向き合い「見る・考える・話す・聞く」能力を育む教育
はアクティブラーニングの一つとして注目を集めている。
発言がどんなに稚拙なものでもあっても否定はせず、自ら
の感性を大切にしながら、根拠をもとに自分の考えを述
べ、他者の考え方も尊重することが前提となる。国立国際
美術館では、子どもたちに向けた実践と並行して、全国の
教師を対象とした研修などを通し、鑑賞教育の普及に努め
ている。（画像提供：国立国際美術館）

B1からB2の吹抜けには国内外のアーティストの作品が展示されている（上）。B2とB3の
展示フロアを結ぶ動線にまで自然光が届く（左）。展示室に関してはB2の一部は自然採光
が可能だが、B3は人工的な照明による展示となっている。

アローラ＆カルサディーラ《Lifespan》2014年　国立国際美術館蔵
Ⓒ Allora & Calzadilla Courtesy Lisson Gallery　撮影：福永一夫
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建設業界 162018.1117 建設業界 2018.11


