
陣
屋
の
精
神
を
継
ぐ
、

類
い
ま
れ
な
る

低
層
レ
ジ
デ
ン
ス

G
A
T
E 
S
Q
U
A
R
E
 小
杉
陣
屋
町

人
気
の
武
蔵
小
杉
駅
の
先
に
広
が
る
、由
緒
あ
る
街
・
小
杉
陣
屋
町
。

陣
屋
の
精
神
を
継
承
す
る
、賃
貸
と
分
譲
の
２
つ
の
低
層
レ
ジ
デ
ン
ス

「
G
A
T
E 
S
Q
U
A
R
E 

小
杉
陣
屋
町
」に
い
ま
注
目
が
集
ま
る
。

山
澤
健
治
・
文 text by K

en
ji Yam

azaw
a　

ナ
カ
サ
ア
ン
ド
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
・
写
真 ph

otograph
s by  N

acása &
 Partn

ers



　
お
よ
そ
4
0
0
年
の
歴
史
を
も
つ
原
家
の

旧
屋
敷
跡
地
の
再
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
ス
タ
ー
ト
し
た
、「
G
A
T
E 

S
Q
U 

A
R
E 

小
杉
陣
屋
町
」。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

携
わ
る
者
す
べ
て
が
胸
に
刻
ん
だ
の
は
、

「
精
神
の
継
承
を
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た

と
い
う
。
連
綿
と
続
く
時
の
流
れ
を
止
め
な

い
よ
う
に
、
古
よ
り
こ
の
地
に
鎮
座
す
る
お

社
や
門
、
欅
の
木
や
石
を
活
か
し
な
が
ら
、

街
づ
く
り
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
組

ん
だ
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
目
に
見
え
る
も

の
だ
け
で
な
く
、
土
地
の
歴
史
や
お
社
か
ら

の
気
の
流
れ
な
ど
の
目
に
見
え
な
い
も
の
も

読
み
取
り
、設
計
に
活
か
し
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
地
の
歴
史
遺
産
を
重
ん
じ
、
自
然
と
歴

史
の
壮
大
な
つ
な
が
り
の
中
で
暮
ら
す
、
新

た
な
住
環
境
の
提
案
を
目
指
し
た
の
だ
。

　
近
年
、
急
激
に
人
気
を
高
め
る
武
蔵
小
杉

に
誕
生
し
た
「
G
A
T
E 

S
Q
U
A
R
E 

小
杉
陣
屋
町
」
は
、
緑
豊
か
な
約
9
0
0
㎡

の
中
庭
「
K
A
H
A
L
A
ガ
ー
デ
ン
」
を
敷

地
中
央
に
、
賃
貸
棟
「
T
H
E 

K
A
H
A 

L
A 

小
杉
陣
屋
町
」
と
分
譲
棟
「
T
H
E 

R
E
S
I
D
E
N
C
E 

小
杉
陣
屋
町
」と
い

う
、
2
つ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
叶
え
る
上

質
で
閑
雅
な
低
層
レ
ジ
デ
ン
ス
が
囲
む
よ
う

に
建
つ
、
希
少
性
の
高
い
注
目
物
件
。

　
し
か
し
、
最
大
の
魅
力
は
、
明
治
を
代
表

す
る
近
代
和
風
建
築
で
あ
り
、
川
崎
市
の
重

要
歴
史
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ
た
原
家
屋
敷

跡
地
に
建
つ
と
い
う
誇
り
を
胸
に
、
中
原
街

道
沿
い
の
門
や
お
社
な
ど
、
こ
の
地
に
残
る

歴
史
遺
産
を
そ
の
ま
ま
現
代
の
景
色
に
溶
け

込
ま
せ
な
が
ら
、
同
時
に
外
観
デ
ザ
イ
ン
や

素
材
、
ラ
ウ
ン
ジ
な
ど
の
共
用
部
や
専
有
部

の
空
間
づ
く
り
に
、
近
代
和
風
建
築
の
上
質

な
エ
ッ
セ
ン
ス
を
盛
り
込
ん
だ
点
に
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、レ
ジ
デ
ン
ス
そ
の
も
の
に
は
、

現
代
の
建
築
技
術
の
粋
が
詰
め
込
ま
れ
て
い

る
の
だ
が
、外
壁
な
ど
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
は
、

原
家
の
旧
屋
敷
が
デ
ザ
イ
ン
モ
チ
ー
フ
。
重

厚
な
蔵
の
意
匠
や
大
き
な
瓦
屋
根
、
黒
漆
喰

の
壁
。
そ
う
し
た
旧
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲

し
、
外
装
に
は
職
人
の
手
で
焼
き
上
げ
た
ク

レ
イ
マ
イ
ス
タ
ー
と
い
ぶ
し
風
合
い
の
タ
イ

ル
を
用
い
つ
つ
、
実
際
に
蔵
で
使
わ
れ
た
石

も
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
往
時
の
面
影
を
い

ま
に
蘇
ら
せ
て
い
る
。
近
代
和
風
建
築
の
伸

び
や
か
な
庇
を
建
物
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ

ン
に
活
か
し
、
バ
ル
コ
ニ
ー
な
ど
の
形
状
に

軒
裏
の
欅
の
木
の
風
合
い
を
踏
襲
し
、
デ
ザ

イ
ン
化
し
た
。
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
と
い
う
価

値
を
未
来
に
つ
な
げ
る
、
建
築
デ
ザ
イ
ン
の

好
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
は
、賃

貸
、
分
譲
を
問
わ
ず
、
敷
地
全
体
で
共
有
さ

れ
、
和
の
美
を
放
つ
行
燈
や
灯
籠
な
ど
も
随

所
に
置
か
れ
て
い
る
。
門
や
お
社
の
ほ
か
、ド

ッ
グ
パ
ー
ク
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
生
活
に
彩

り
を
与
え
る
施
設
で
構
築
さ
れ
た
「
陣
屋
門

プ
ラ
ザ
」
も
同
様
。
そ
う
す
る
こ
と
で
一
体

感
の
あ
る
街
の
景
観
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　
中
庭
に
置
か
れ
た
ガ
ラ
ス
ア
ー
ト
や
石
の

彫
刻
の
ほ
か
、
ト
ッ
プ
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
作
品
が
多
数
空
間
を
飾
る
の
も
、

さ
ら
な
る
魅
力
を
生
む
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

賃
貸
棟
、
分
譲
棟
で
す
べ
て
が
同
等
の
グ
レ

ー
ド
感
を
も
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
さ

す
が
で
あ
る
。

　
高
級
や
上
質
と
い
っ
た
従
来
の
概
念
を
凌

駕
す
る
、
新
た
な
幸
せ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
提

案
。
小
杉
の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
つ
な
ぐ

「
G
A
T
E 

S
Q
U
A
R
E 

小
杉
陣
屋
町
」

の
、
資
産
で
は
な
く
史
産
と
し
て
の
魅
力
を

五
感
で
感
じ
た
い
。

蓄
積
さ
れ
た
伝
統
の
価
値
を
、

未
来
に
つ
な
ぐ
建
築
デ
ザ
イ
ン

石の彫刻やさざ波がモチーフのガラ
スアートなども鎮座する、自然豊か
な憩いの中庭「KAHALAガーデン」
から分譲レジデンスを眺める。

賃貸レジデンスの夜景。浮遊感あふ
れるフライング廊下に佇み、夜の
KAHALAガーデンを眺めれば、ゆっ
たりとした心地よい時間が訪れる。

左上より時計まわりに、ガラスアートが優美に広がる「KAHALAガーデン」、「KAHALAガーデン」を望む分譲棟パーティスペース、高級感あふれる分譲棟ラウンジ、優雅な
佇まいの賃貸棟ラウンジ、建物内路地の既存石モニュメント、趣ある「JINYA小路」、和の美を放つ灯籠と北門、既存樹を再利用したオブジェが鎮座する賃貸棟ラウンジ。
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武
蔵
小
杉
と
聞
い
て
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ

が
湧
く
だ
ろ
う
か
。
渋
谷
や
東
京
、
横
浜

を
短
時
間
で
つ
な
ぐ
交
通
の
要
所
と
し
て
、

近
年
高
い
人
気
を
誇
る
こ
の
エ
リ
ア
は
、

2
0
1
5
年
度「
住
み
た
い
街
ラ
ン
キ
ン
グ
」

で
前
年
の
9
位
か
ら
5
位
に
順
位
を
上
げ
た

注
目
の
街
だ
。
2
0
1
0
年
の
J
R
横
須
賀

線
「
武
蔵
小
杉
駅
」
開
業
に
と
も
な
う
、
都

心
部
へ
の
さ
ら
な
る
ア
ク
セ
ス
の
向
上
が

〝
住
む
街
〞
と
し
て
の
人
気
に
拍
車
を
か
け
、

駅
周
辺
を
中
心
に
再
開
発
が
進
行
。
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
モ
ー
ル
な
ど
、
い
ま
で

は
世
代
を
問
わ
ず
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
商

業
施
設
が
ひ
し
め
き
合
う
よ
う
に
立
っ
て
い

る
。
華
や
い
だ
街
の
印
象
は
今
後
も
そ
の
度

合
い
を
増
す
こ
と
は
必
至
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並

ぶ
駅
前
の
賑
や
か
な
再
開
発
地
域
か
ら
一
歩

足
を
延
ば
す
と
、
の
び
や
か
で
ゆ
っ
た
り
と

し
た
時
間
の
流
れ
る
、
閑
静
な
住
宅
地
が
現

れ
る
の
も
こ
の
地
の
魅
力
で
あ
る
。
そ
の
最

た
る
例
が
、
小
杉
陣
屋
町
な
の
だ
。

　
川
崎
市
中
原
区
小
杉
陣
屋
町
の
ア
ド
レ
ス

を
も
つ
こ
の
地
は
、
ま
さ
に
歴
史
と
伝
統
を

受
け
継
ぐ
場
所
。
か
つ
て
徳
川
家
康
が
江
戸

入
城
の
際
に
利
用
し
た
中
原
街
道
の
要
所
に

あ
り
、
宿
場
町
と
し
て
栄
え
る
一
方
、
御
殿

が
設
け
ら
れ
て
家
康
が
鷹
狩
り
を
楽
し
み
、

用
水
路
開
削
の
た
め
に
陣
屋
が
設
け
ら
れ
る

な
ど
、
由
緒
正
し
き
土
地
と
し
て
の
歴
史
を

刻
ん
で
き
た
場
所
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に

武
蔵
小
杉
駅
周
辺
が
整
備
さ
れ
る
以
前
は
、

こ
の
中
原
街
道
の
小
杉
十
字
路
を
中
心
に
経

済
・
文
化
が
栄
え
、
ロ
ン
ド
ン
・
パ
リ
の
よ

う
に
賑
わ
っ
た
と
い
う
。
自
然
豊
か
な
多
摩

川
や
等
々
力
緑
地
に
も
ほ
ど
近
く
、
武
蔵
小

杉
の
交
通
ア
ク
セ
ス
と
生
活
利
便
性
を
も
享

受
す
る
こ
の
地
は
、
陣
屋
を
基
盤
と
し
た
清

楚
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
り
、
街
に
愛

着
を
も
つ
人
が
い
ま
も
多
く
暮
ら
す
エ
リ
ア

で
も
あ
る
の
だ
。

　
江
戸
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
体

現
す
る
よ
う
に
、
そ
の
街
の
発
展
に
江
戸
時

代
よ
り
寄
与
し
、お
よ
そ
4
0
0
年
も
の
間
、

誰
の
手
に
も
渡
る
こ
と
の
な
か
っ
た
名
家
・

原
家
の
約
2
0
0
0
坪
も
あ
る
旧
屋
敷
跡
地

に
誕
生
し
た
の
が
、「
G
A
T
E 

S

 

Q

 
U
 A 

R
E 

小
杉
陣
屋
町
」
で
あ
る
。

　
原
家
は
、
1
7
8
4（
天
明
4
）年
に
肥
料

を
売
る
店
を
開
店
後
、
米
問
屋
、
味
噌
屋
、

醤
油
屋
、
油
問
屋
な
ど
を
次
々
と
手
が
け
、

人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
続
け
た
名
家
。
そ
の

後
も
銀
行
業
や
政
界
に
進
出
し
、
い
ま
も
地

域
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
し
続
け
て
い

る
。
当
時
の
ま
ま
の
豪
壮
な
姿
を
残
し
、
い

ま
や
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
っ
た
門
や
お

社
、
さ
ら
に
は
ド
ッ
グ
パ
ー
ク
や
ギ
ャ
ラ
リ

ー
な
ど
、「
G
A
T
E 

S
Q
U
A
R
E 

小
杉

陣
屋
町
」
敷
地
内
に
は
、
居
住
者
だ
け
で
な

く
地
域
に
開
か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー

ス
「
陣
屋
門
プ
ラ
ザ
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る

の
も
、原
家
の
歴
史
を
知
れ
ば
納
得
で
あ
る
。

　

永
住
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
街
に
誕
生
し

た
、
由
緒
正
し
き
低
層
レ
ジ
デ
ン
ス
に
、
ぜ

ひ
と
も
心
震
わ
せ
て
ほ
し
い
。

由
緒
あ
る
街
に
ふ
さ
わ
し
い
、

想
い
を
か
た
ち
に
し
た
住
宅
。

原
家
跡
地
を
舞
台
に
、土
地
の
歴
史
を
つ
な
ぐ
暮
ら
し
を
。

13
路
線
が
乗
り
入
れ
る
交
通
の
要
所
と
し
て
再
開
発
が
進

み
、
高
層
ビ
ル
も
立
ち
並
ぶ
武
蔵
小
杉
駅
周
辺
だ
が
、
雄

大
な
多
摩
川
の
自
然
は
い
ま
も
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。

中原街道沿いで往時を偲ばせる、
川崎市中原区小杉陣屋町。初代
当主・文次郎の興した穀商に始
まり、江戸時代から現在に至る
まで、小杉陣屋町の地を見つめ
続けてきた原家の歩みは、地域
の歴史そのものであった。「人の
土地を踏まずに川崎大師まで行

けた」という話が残されている
ほど、広大な土地を有していた
原家だが、小杉陣屋町は別格。
地域に根ざした商売や不動産事
業、県議会議員も務め、地域社
会の発展に寄与し続けた原家の
旧屋敷跡地に建つのが、「GATE 
SQUARE 小杉陣屋町」だ。

小杉陣屋町の歩みと重なる、原家の歴史。

上：江戸時代から脈々と続く原家の
屋号「石橋」のイの字をあしらった鬼
瓦。400年もの歴史を刻む意匠だ。
右：明治初期の原家旧母屋。


