
　

私
は
今
、「
雑
木
の
庭
」
と
「
地
形
を
活
か

す
外
構
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
２
つ
の
コ
ン
セ
プ

ト
を
軸
に
し
て
、
庭
や
外
構
の
提
案
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
住
ま
い
を
「
外
」
か

ら
考
え
る
こ
と
を
大
切
に
、
自
然
を
感
じ
る
心

豊
か
な
暮
ら
し
を
追
求
し
て
い
こ
う
と
い
う
も

の
で
す
。

　
特
に
緑
の
力
を
活
か
し
た
外
回
り
か
ら
考
え

る
住
ま
い
や
、
空
間
を
建
築
で
は
な
く
外
構
や

造
園
の
立
場
か
ら
提
案
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
仕
事
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　
そ
の
中
で
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
緑
の
力

で
心
地
よ
い
住
ま
い
を
作
る
に
は
、
人
目
線
で

庭
を
つ
く
り
込
む
の
で
は
な
く
、
自
然
に
近
づ

け
る
植
栽
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
自
然
の
山
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
を
学
び
、
樹
種
の
組
み
合
わ
せ
や
配

置
な
ど
を
決
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
お

施
主
様
が
「
こ
の
木
が
欲
し
い
」
と
要
望
し
て

も
、
簡
単
に
植
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
植
え
た

い
の
な
ら
、
そ
の
木
が
本
来
生
息
で
き
る
環
境

を
作
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
自
然
に
は
〝
植
生
遷
移
〟
と
い
う

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
。大
ま
か
に
言
う
と
、

山
火
事
な
ど
で
植
物
が
消
失
し
た
場
合
、
最
初

に
草
本
類
が
生
え
ま
す
。
そ
の
後
、
落
葉
高
木

が
生
え
、
そ
の
下
に
常
緑
樹
が
生
息
し
て
く
る

の
で
す
。
い
ず
れ
は
常
緑
樹
主
体
の
極
相
林
へ

と
遷
移
し
て
い
く
訳
で
す
が
、
人
が
心
地
よ
い

と
感
じ
る
の
は
、
落
葉
高
木
が
主
体
の
山
だ
と

思
い
ま
す
。
軽
井
沢
な
ど
が
そ
の
よ
う
な
山
で

す
ね
。
心
地
よ
い
空
間
を
作
ろ
う
と
思
え
ば
、

こ
う
し
た
植
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
習
え
ば
い
い
の

で
す
。

　　
山
の
木
々
を
見
る
と
、
高
木
、
中
木
、
低
木

と
階
層
的
に
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
木
が
１
本
で
生
息
し
て
い
る
環
境
は
あ
り

ま
せ
ん
。
高
木
に
と
っ
て
の
中
低
木
は
、
幹
や

根
元
に
強
い
陽
射
し
や
風
が
当
た
ら
な
い
よ
う

に
遮
っ
て
く
れ
る
存
在
で
す
。
ま
た
中
低
木
に

と
っ
て
の
高
木
は
、
強
い
直
射
日
光
を
遮
り
木

漏
れ
日
を
作
っ
て
く
れ
る
存
在
で
す
。
中
低
木

は
強
い
直
射
日
光
を
浴
び
る
と
傷
む
樹
種
が
多

い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
山
の
木
々
は
お
互
い

の
役
割
が
あ
り
、
助
け
合
い
な
が
ら
生
息
し
て

い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
一
般
住
宅
の
庭
で
も
同
様
で
、
木
々

に
と
っ
て
は
自
然
の
山
よ
り
も
過
酷
な
環
境
と

言
え
る
住
宅
の
庭
だ
か
ら
こ
そ
、
１
本
単
位
で

は
な
く
、
階
層
的
に
混
植
、
密
植
す
る
植
栽
が

大地の再生
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必
要
に
な
っ
て
く
る

の
で
す
。

　
こ
れ
を
一
般
住
宅

の
庭
で
適
用
し
た
の

が
、「
雑
木
の
庭
」

な
の
で
す
。
最
近
で

は
ア
オ
ダ
モ
な
ど
が

人
気
樹
種
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
が
多
い

で
す
が
、
こ
れ
も
１
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本
で
植
え
る
と
最
初
は
良
い
の
で
す
が
、
２
、

３
年
す
る
と
痛
ん
で
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
で

す
ね
。
そ
う
い
う
植
栽
の
や
り
方
を
避
け
て
、

階
層
的
に
混
植
、
密
植
し
て
い
け
ば
、
木
々
が

健
康
に
生
息
し
て
く
れ
ま
す
。
木
々
が
健
康
に

な
れ
ば
自
ず
と
我
々
人
に
も
心
地
よ
い
環
境
を

提
供
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

　　　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
本
題
と
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
自
然
か
ら
学
び
、
自
然
に
近
づ
け
た

「
雑
木
の
庭
」
を
作
っ
て
も
、
な
か
な
か
木
々

が
元
気
に
育
た
な
い
時
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う

し
て
な
の
か
悩
み
、
色
々
な
試
行
錯
誤
を
し
て

い
た
時
に
、
矢
野
智
徳
さ
ん
（
造
園
家
・
環
境

再
生
士
）
が
主
宰
す
る
「
大
地
の
再
生
講
座
」

と
い
う
も
の
に
出
会
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
講
座
で
私
は
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
私
は
植
栽
を
す
る

に
あ
た
っ
て
、
地
上
の
樹
種
の
組
み
合
わ
せ
の

こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が

矢
野
さ
ん
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も
大
切
な
の
は

「
目
に
見
え
る
地
上
よ
り
も
地
下
に
あ
る
」
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　
私
は
改
め
て
、植
栽
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
土
地
の
こ
と
、
表
層
地
質
、
土
壌
、
地
形

な
ど
の
大
地
の
こ
と
や
、
水
や
空
気
の
対
流
の

こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
学

び
ま
し
た
。
同
時
に
そ
れ
は
植
栽
だ
け
で
な

く
、
も
っ
と
全
般
的
な
住
ま
い
づ
く
り
、
ま
ち

づ
く
り
と
い
っ
た
景
観
の
観
点
か
ら
も
大
切
な

概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の

で
す
。

　
私
が
仕
事
を
し
て
来
た
中
で
、
今
ま
で
に
な

か
っ
た
視
点
は
、「
大
地
の
中
に
は
空
気
が
流

れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
地
の
中
に
は
、
水
だ
け
で
な
く
空
気
が

し
っ
か
り
と
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
。

　
山
の
谷
間
か
ら
朝
、霧
や
靄
が
現
れ
る
の
は
、

谷
間
に
集
ま
っ
た
水
と
空
気
が
夜
間
に
貯
え
ら

れ
、
朝
に
な
っ
て
地
上
に
上
が
っ
て
く
る
か
ら

で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
大
地
の
中
で
対
流

す
る
の
は
水
だ
け
で
な
く
空
気
も
一
緒
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
水
が
滞
れ
ば
、
空
気
も
滞
り
ま

す
。
空
気
が
滞
れ
ば
、
土
中
は
酸
欠
状
態
に
な

り
、
土
は
青
み
が
か
っ
て
ヘ
ド
ロ
化
し
た
〝
グ

ラ
イ
土
〟
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
大
地
も
生
き

て
い
ま
す
。
大
地
も
他
の
動
植
物
と
同
じ
で
呼

吸
し
て
い
る
の
で
す
。

　
グ
ラ
イ
土
で
は
微
生
物
や
小
動
物
な
ど
は
生

息
で
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
樹
々
は
そ
の
根
を

伸
ば
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
微
生
物
や
小
動

物
は
団
粒
構
造
の
土
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
担
い

手
な
の
に
、
こ
う
い
う
大
地
で
は
生
息
で
き
な

い
の
で
す
。
樹
木
の
根
は
水
と
空
気
を
流
す
媒

体
と
も
な
っ
て
く
れ
る
の
に
、
伸
ば
す
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
そ
こ
は
負
の
連
鎖
に
基
づ
い

た
死
の
世
界
で
す
。

　
こ
こ
を
改
善
せ
ず
に
植
栽
を
し
て
い
て
も
、

樹
々
が
健
康
に
生
息
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た

の
で
す
。

　
い
ま
、
こ
う
し
た
状
況
が
全
国
ど
こ
に
行
っ

て
も
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
土
中
の
空

気
の
流
れ
の
視
点
を
欠
い
た
空
間
づ
く
り
が
大

地
を
傷
め
、
動
植
物
が
生
息
し
づ
ら
い
環
境
を

作
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
、
大
地
は
悲
鳴

を
あ
げ
て
い
る
の
で
す
。

大地には水と空気が流れている。
そして動植物と同様に呼吸をしている

地
上
よ
り
も
「
地
下
が
大
切
」

酸
欠
〝
グ
ラ
イ
土
〟
の
危
険

今月より、「大地の再生」連載を開始します。執筆者の静岡県浜松市の造園家・田中俊光さんは、長い間、造園・エクステリアと建築、
まちづくりの融合を考えた「空間づくり」を実践してきた方です。田中さんの作る「雑木の庭」は、単に鑑賞する場所ではありま
せん。その場にいると、不思議と「人を快適にさせる」空間でもあります。
しかし、中には、どうしても植栽が枯れてしまう場所もあります。どうしてなのか？―田中さんは現状に満足しませんでした。そ
の中で「大地の再生」という考え方に出会いました。そして探求を続けていくうちに、日本の住宅のほとんどが、雑木が枯れてし
まう酸欠の土壌になっているのでは？という疑問を抱くようになりました。
果たして、現在の住宅業界、そして造園・エクステリア業界に、そうしたメッセージが受け入れられるのか。少しでも快適空間の
創造に貢献できる業界にしていければという思いで、新しく連載を引き受けて頂きました。ぜひとも、この連載を通じて、これか
らの日本の国土のあり方について、造園・エクステリアの観点から貢献出来ることを一緒に考えて頂ければ嬉しいです。

　
雨
が
降
れ
ば
大
地
に

浸
み
込
み
、
地
形
の
落

差
に
よ
っ
て
谷
へ
水
が

湧
き
出
て
き
ま
す
。
そ

れ
は
大
気
圧
が
か
か
り

空
気
圧
が
動
く
こ
と

で
、
押
し
出
さ
れ
る
よ

う
に
水
圧
が
動
き
、
谷

へ
水
が
ど
ん
ど
ん
湧
き

出
て
く
る
と
も
言
え
ま

グライ土
土中に水や空気が滞ると酸欠状態になり、青
みがかった灰色のヘドロのような土になって
くる。有機ガスを発生させ匂いを嗅ぐと臭い


