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道往寺プロジェクト
これからの仏教寺院を考える

　

宗
教
施
設
を
建
築
す
る
と
き
、
そ
の

時
代
の
宗
教
建
築
が
ど
の
よ
う
な
位
置

づ
け
に
あ
り
、
将
来
に
向
け
て
ど
う
あ

る
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
・
宗
派
を

問
わ
ず
共
通
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　

こ
れ
は
、
東
京
・
高
輪
に
ひ
っ
そ
り

と
建
っ
て
い
た
浄
土
宗
の
古
刹
、
道
往

寺
（
ど
う
お
う
じ
）
の
全
面
的
な
建
て

替
え
計
画
で
あ
る
が
、
本
堂
の
設
計
を

中
心
に
、
そ
う
し
た
こ
と
を
書
い
て
み

た
い
。

　

4
年
前
、
こ
の
計
画
の
御
相
談
を
受

け
て
か
ら
最
初
の
2
年
間
は
「
何
を
建

て
る
の
か
」
の
検
討
に
費
や
さ
れ
た
。

即
ち
、
寺
院
本
来
の
機
能
の
他
に
な
ん

ら
か
の
収
益
施
設
を
同
時
に
建
設
す
る

ス
キ
ー
ム
だ
。
現
代
で
は
、
檀
家
制
度

に
頼
っ
た
寺
院
経
営
が
難
し
く
な
っ
て

い
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
と
思
う
が
、
御
住
職
に
は
、
御
檀

家
さ
ん
に
は
出
来
る
だ
け
御
寄
進
な
ど

の
御
迷
惑
を
か
け
ず
に
成
し
遂
げ
た

い
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
検
討
を
進
め
る

う
ち
に
、
大
型
の
収
益
施
設
は
御
住
職

と
私
の
中
で
徐
々
に
否
定
さ
れ
、「
高

輪
会
館
」
と
い
う
公
益
性
の
高
い
貸
し

会
館
、
寺
院
用
と
し
て
も
使
え
る
時
間

貸
し
駐
車
場
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
納
骨

堂
、
そ
れ
に
本
堂
な
ど
主
要
施
設
の
オ

ー
プ
ン
な
使
用
形
態
。
と
い
う
4
本
柱

の
も
と
に
、
開
か
れ
た
新
し
い
仏
教
寺

院
へ
の
模
索
が
始
ま
っ
た
。
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1階平面図
（右手が参道）

2階平面図
（中央が本堂）

参道から裏の都道にかけての断面図

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　

建
築
さ
れ
る
施
設
要
素
が
前
章
の
よ

う
に
か
た
ま
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
上
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
た

の
は
「
本
堂
が
主
役
」
と
い
う
言
葉
だ

っ
た
。
お
寺
な
の
で
あ
た
り
ま
え
、
と

い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
本
堂
の
あ
る

べ
き
姿
で
は
妥
協
し
な
い
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
と
思
う
。
一
方
、
敷
地
の
高
低

差
を
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
上
で
解
消
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
も
あ
っ

た
。
敷
地
は
第
一
京
浜
か
ら
伸
び
る
参

道
と
、
裏
の
伊
皿
子
坂
の
接
道
部
分
の

間
で
約
８
メ
ー
ト
ル
の
高
低
差
が
あ

り
、
江
戸
時
代
か
ら
の
古
い
墓
地
は
敷

地
南
側
の
樹
木
の
鬱
蒼
と
茂
る
小
高
い

山
の
上
に
在
っ
て
、
全
体
に
す
り
鉢
状

の
地
勢
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る

た
め
に
、
本
堂
な
ど
の
寺
院
施
設
を
全

て
2
階
に
配
置
し
、
伊
皿
子
坂
や
山
の

墓
地
と
同
一
レ
ベ
ル
に
置
く
こ
と
に
し

た
。
山
門
か
ら
入
っ
た
庭
に
面
し
た
レ

ベ
ル
が
1
階
で
、
そ
こ
に
高
輪
会
館
を

置
く
。
高
輪
会
館
は
主
に
家
族
葬
な
ど

の
小
規
模
な
葬
儀
に
使
わ
れ
る
が
、
御

施
餓
鬼
な
ど
の
お
寺
の
行
事
の
他
、
地

域
の
催
事
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
予
定
で

あ
る
。
山
門
か
ら
本
堂
へ
は
納
骨
堂
上

部
の
庭
園
を
回
遊
し
て
登
る
動
線
の
他

に
エ
レ
ベ
ー
タ
も
設
置
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
本
堂
と
と
も
に
重
要
な
施
設
で

あ
る
観
音
堂
を
山
門
か
ら
の
主
軸
近
く

に
置
き
、
本
堂
は
山
を
背
に
置
く
配
置

と
な
っ
た
。
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本
堂
の
設
計
思
想

　
「
閉
じ
た
本
堂
か
ら
開
い
た
本
堂

へ
。」
そ
れ
が
本
堂
の
設
計
思
想
の
根

幹
に
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
形
態
的

な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
檀
信
徒

の
方
々
が
使
う
だ
け
で
な
く
、
広
く
さ

ま
ざ
ま
な
使
用
方
法
を
想
定
す
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
広
く
、
と
言
っ
て
も

無
制
限
に
広
げ
る
わ
け
で
は
な
く
、
お

寺
本
来
の
「
布
教
活
動
の
一
環
」
な
い

し
は
「
人
の
心
を
救
う
」
も
の
と
し
て

認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て
、
具
体
的

に
は
「
仏
前
結
婚
式
」「
音
楽
会
」「
講
演

会
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

そ
れ
を
受
け
て
、
建
築
的
に
ど
う
考

え
る
か
。
上
図
は
、
最
初
に
本
堂
の
設

計
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
と
き

に
添
付
し
た
解
説
用
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ

る
が
、
こ
の
中
に
堂
内
の
空
間
に
関
し

て
考
え
た
こ
と
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
こ
れ
か
ら
の
本
堂
の

使
い
方
に
、
鎌
倉
期
以
前
の
堂
内
空
間

の
意
味
性
を
導
入
す
る
と
い
う
作
業
だ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
具
体
に
は
、
本
尊

が
い
ち
ば
ん
高
み
に
座
す
。自
然
光（
天

空
光
）
に
よ
る
演
出
。
人
は
遠
方
か
ら

で
も
そ
れ
が
拝
め
る
。
な
ど
で
、
そ
う

し
た
思
想
と
、
山
を
背
に
し
、
そ
こ
の

樹
木
を
借
景
に
し
た
須
弥
壇
や
、
南
を

背
に
し
た
配
置
か
ら
生
ま
れ
た
光
筒
と

呼
ば
れ
た
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
な
ど
が
組
み

合
わ
さ
る
こ
と
で
、
本
堂
空
間
の
概
念

は
わ
ず
か
数
日
で
決
ま
り
、
最
後
ま
で

変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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本堂の構造ドローイング

本
尊
が
い
ち
ば
ん
高
み
に
座
す

　

こ
れ
は
、
空
間
的
な
高
み
、
つ
ま
り

天
井
の
高
い
位
置
に
座
す
と
い
う
意
味

で
、
古
い
寺
院
の
須
弥
壇
は
御
堂
の
中

央
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
期
の
仏
堂
建

築
の
思
想
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
人
は
建
物
の
外
か
ら

拝
む
も
の
だ
っ
た
。
人
が
堂
内
に
入
り

本
尊
が
奥
に
配
置
さ
れ
る
方
向
性
の
強

い
現
代
の
本
堂
に
お
い
て
は
、
屋
根
は

片
流
れ
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
い
う
考

え
方
が
、
こ
の
本
堂
の
外
形
を
決
め
て

い
る
。
こ
の
形
状
は
同
時
に
土
地
の
起

伏
に
も
馴
染
ん
で
い
る
。
し
か
し
片
流

れ
の
内
部
空
間
は
「
お
寺
的
」
で
は
な

く
、視
線
も
御
本
尊
に
集
中
し
に
く
い
。

そ
こ
で
、
長
辺
方
向
の
登
り
梁
に
頬
杖

材
を
ル
ー
バ
ー
状
に
掛
け
る
こ
と
で
、

内
部
空
間
は
切
妻
空
間
に
見
え
る
よ
う

に
し
た
。
頬
杖
ル
ー
バ
ー
の
隙
間
か
ら

は
、
南
向
き
ハ
イ
サ
イ
ド
窓
か
ら
入
っ

た
光
が
堂
内
に
漏
れ
落
ち
る
。
登
り
梁

は
中
央
2
本
の
間
隔
が
２
メ
ー
ト
ル
、

左
右
に
い
く
に
従
っ
て
２
５
０
ミ
リ
ず

つ
狭
く
な
る
こ
と
で
、
本
尊
の
座
す
セ

ン
タ
ー
ラ
イ
ン
へ
の
求
心
性
を
高
め
て

い
る
。

自
然
光
に
よ
る
演
出

　

教
会
建
築
の
多
く
が
ハ
イ
サ
イ
ド
窓

か
ら
の
自
然
光
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
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（写真１）本堂内観

に
対
し
、
仏
教
建
築
で
は
蔀
戸
か
ら
の

床
に
反
射
し
た
光
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
反
射
、
拡
散
さ
れ
た
光
を
利
用

す
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
光
の
性
質

の
好
み
で
も
あ
ろ
う
が
、
漆
な
ど
の
仏

像
の
仕
上
に
対
し
て
紫
外
線
に
よ
る
劣

化
を
防
ぐ
知
恵
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

こ
の
本
堂
の
場
合
は
、
両
側
壁
上
部

の
他
、
須
弥
壇
背
面
の
ほ
と
ん
ど
全
面

が
ガ
ラ
ス
面
で
あ
り
、
従
来
の
仏
教
建

築
に
比
べ
る
と
ま
ず
は
圧
倒
的
に
明
る

い
（
写
真
１
）。
こ
れ
ら
全
て
の
開
口

部
にLow

-E

合
わ
せ
ガ
ラ
ス
を
使
用
し

て
紫
外
線
の
ほ
と
ん
ど
を
カ
ッ
ト
し
て

い
る
が
、
須
弥
壇
の
あ
る
内
陣
と
、
列

席
者
の
座
る
外
陣
と
で
は
光
の
性
質
を

変
え
て
あ
る
。

　

内
陣
に
お
い
て
は
、
南
向
き
の
背
面

窓
か
ら
床
に
反
射
し
た
光
と
背
面
高
窓

か
ら
「
光
筒
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
高

さ
４
・
５
メ
ー
ト
ル
の
筒
状
の
空
間
を

経
由
し
た
拡
散
光
に
よ
っ
て
い
る
。
こ

の
光
筒
の
下
面
は
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像

の
直
上
に
開
口
し
て
お
り
、
そ
の
周
囲

に
「
よ
う
ら
く
」
を
吊
り
下
げ
て
い
る
。

「
よ
う
ら
く
」
は
本
来
は
仏
天
蓋
と
い

う
仏
像
上
部
の
傘
の
よ
う
な
も
の
の
周

囲
に
下
が
る
装
飾
で
、
浄
土
の
光
を
抽

象
化
し
た
も
の
だ
と
思
う
が
、
こ
こ
で

は
文
字
通
り
の
天
空
の
光
が
天
蓋
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
外
陣
に
お
い
て
は
直
接
光
を

主
体
と
す
る
計
画
に
な
っ
て
い
て
、
先

の
光
筒
表
面
に
穿
た
れ
た
無
数
の
小
さ

な
開
口
か
ら
漏
れ
る
光
と
、
背
面
高
窓



（写真２）本堂向拝
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か
ら
の
光
が
構
造
ル
ー
バ
ー
の
間
隙
か

ら
漏
れ
る
光
が
渾
然
と
な
っ
た
「
木
漏

れ
日
状
の
光
」。
そ
れ
に
側
壁
上
部
の

ハ
イ
サ
イ
ド
サ
ッ
シ
ュ
か
ら
ヴ
ァ
ー
テ

ィ
カ
ル
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
通
し
た
光
が
加

わ
る
形
で
、
こ
れ
ら
は
季
節
や
時
刻
で

刻
々
と
そ
の
姿
を
変
え
る
。
光
筒
に
穿

た
れ
た
開
口
は
「
散
華
」
と
呼
ば
れ
る

落
慶
法
要
な
ど
で
撒
か
れ
る
蓮
の
花
弁

を
か
た
ど
っ
た
紙
片
の
形
で
あ
る
。

人
は
遠
方
か
ら
で
も
拝
め
る

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
本
堂
は

平
安
期
ま
で
の
仏
教
寺
院
の
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
を
復
活
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が

あ
り
、
そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
内
外

の
関
係
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
時
代
、

本
堂
は
御
仏
と
修
行
者
の
た
め
の
空
間

で
、
大
衆
は
そ
の
外
か
ら
拝
む
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
本
堂
は
本
質
的
に
外

部
に
対
す
る
開
放
性
を
有
し
て
お
り
、

内
外
は
連
続
さ
せ
う
る
も
の
だ
っ
た
と

感
じ
る
の
だ
。
大
衆
が
堂
内
に
入
る
今

日
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
思
想
に
は
魅
力

が
あ
る
。
お
寺
が
お
檀
家
さ
ん
だ
け
で

な
く
広
く
地
域
や
社
会
と
繋
が
る
意
思

表
示
と
き
っ
か
け
に
な
る
か
ら
だ
。

　

本
堂
の
前
面
は
、
室
内
廊
下
と
の
間

の
板
戸
が
全
開
放
出
来
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
室
内
廊
下
は
大
屋
根
の

下
の
裳
階
（
も
こ
し
）
状
の
庇
の
下
に

あ
り
、
そ
の
外
に
ガ
ラ
ス
ス
ク
リ
ー
ン

で
仕
切
ら
れ
た
外
部
空
間
の
向
拝
（
こ

う
は
い
）
が
在
る
（
写
真
５
）。
向
拝

（写真３）本堂への階段中間より

（写真５）本堂前の廊下と向拝 （写真４）山門より本堂と観音堂を見る
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は
大
屋
根
と
列
柱
に
囲
わ
れ
た
本
堂
へ

の
動
線
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
直
接

御
本
尊
を
拝
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
（
写
真
２
）。
さ
ら
に
言
え
ば
、
山

門
を
入
っ
て
本
堂
に
至
る
徒
歩
動
線
は

庭
園
内
を
回
遊
す
る
緩
い
階
段
で
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
間
点
で
あ
る

本
堂
正
面
の
位
置
に
本
堂
を
眺
め
る
の

に
最
適
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
設
計
し
、
そ

こ
か
ら
は
本
尊
を
真
正
面
に
見
な
が
ら

本
堂
の
向
こ
う
に
あ
る
木
々
ま
で
を
見

通
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
（
写
真
３
）。

　

敷
地
は
山
門
と
背
面
道
路
の
二
カ
所

で
接
道
し
て
い
る
の
で
、
計
画
当
初
は

「
通
り
抜
け
が
出
来
な
い
よ
う
に
し
た

い
」
と
い
う
御
希
望
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
落
慶
以
来
、
山
門
も
裏
門
も
日
中

は
開
い
て
お
り
、
そ
れ
が
私
に
は
と
て

も
う
れ
し
い
。
お
弁
当
を
食
べ
る
た
め

に
庭
で
腰
を
お
ろ
す
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や

Ｏ
Ｌ
で
あ
っ
て
も
、
近
道
の
た
め
に
通

り
抜
け
る
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で

阿
弥
陀
様
や
観
音
様
と
お
話
が
出
来
れ

ば
、
そ
う
し
た
情
景
が
都
市
に
お
け
る

お
寺
の
ひ
と
つ
の
姿
と
し
て
私
が
イ
メ

ー
ジ
し
て
い
た
そ
の
も
の
だ
か
ら
な
の

だ
。
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用　　途：寺院、庫裡、多目的ホール、納骨堂、他
敷地面積： 2339.76㎡（墓域を除く）
建築面積： 871.24㎡
延床面積： 1239.78㎡
構造規模：鉄筋コンクリート造、一部木造、３階建
建 築 主：宗教法人 道往寺（代表役員：柏昌宏）
設計監理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　統　　括：小川真樹建築綜合計画（小川真樹、野口淳、金井直隆＊元所員）
　構　　造：基本計画／播設計室（播繁）
　　　　　　基本設計／三原構造事務所（三原良樹）
　　　　　　実施設計監理／パッソン（木村修、市川達也、吉田裕一）
　設備設計：大野恭成
　電気設計：田中電気設計事務所（田中秀雄）
設計協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　寺院コンサルタント：日本建築山田設計室（山田隆司）
　インテリア：デザイナーズスタジオ（清田直美）
　外 構 植 栽：オーサキランドスケイプ（大崎馨、森川幸子）

建築施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　統 括：松井建設（若松一雄、杉浦恭平）
　設 備：日比谷総合設備（久保田真由）
　電 気：昌立電機（江田孝雄）
その他工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　仏像新造、修復：長南文化財修復室（河本雅史、久保暁子）
　荘厳仏具製作：安田松慶堂（安田元慶、星野家康）
　納骨堂企画施工：いせや（中本隆久、宮崎邦英）
　石工事企画施工：小林石材工業（小林善勝、小林善行）
　墓地等植栽工事：日本チッタ（會澤伸憲、會澤栄未）
工　　程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　企画期間：2009年 3月～2011年 2月
　設計期間：2011年 3月～2011年10月
　工事期間：2011年11月～2013年 2月（外構含む）

撮影：山田新治郎


