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屋屋屋屋
かかかか
らららら
螢螢螢螢
屋屋屋屋
へへへへ

た
仕
事
っ
て
こ
の
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
と
、
よ
う
や
く
点
が
線
に
な
る
。
浅
田
氏
か
ら
出

島
二
郎
氏
へ
、
出
島
氏
か
ら
内
藤
氏
へ
、
地
元
の
若
い
設
計
者
に
依
頼
し
た
い
と
い
う

相
談
が
な
さ
れ
、
た
ま
た
ま
内
藤
氏
が
私
を
推
薦
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

「
文
化
を
途
切
れ
さ
せ
な
い
で
伝
え
て
い
き
た
い
ん
だ
」
「
個
を
大
切
に
し
た
異
空
間

を
つ
く
り
た
い
」
「
出
島
氏
と
相
談
し
て
『
螢
屋
』
と
い
う
お
店
の
名
前
は
す
で
に
決
め

て
あ
る
。
こ
の
建
物
に
染
み
込
ん
だ
当
時
の
女
性
た
ち
の
儚
さ
を
螢
に
喩
え
よ
う
と

思
っ
て
ね
」
と
浅
田
氏
か
ら
、
改
修
に
向
け
て
の
い
く
つ
か
の
想
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
た
。

　
話
を
う
か
が
っ
て
、
嬉
し
い
よ
り
も
怖
い
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
だ
っ
た
。
金
沢

を
訪
れ
る
観
光
客
の
大
多
数
が
訪
れ
る
ひ
が
し
の
茶
屋
街
。
「
旧
諸
江
屋
」
の
改
修

は
、
半
公
共
事
業
的
な
影
響
力
を
持
つ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
も
「
ひ
が

し
」
の
入
口
に
立
地
す
る
、
い
わ
ば
フ
ァ
サ
ー
ド
の
役
割
も
担
う
。
ま
た
、
創
業
百
三

十
四
年
の
浅
田
屋
の
知
名
度
と
老
舗
が
負
う
責
任
を
考
え
る
と
、
失
敗
は
許
さ
れ

な
い
。
こ
れ
ま
で
モ
ダ
ン
の
設
計
ば
か
り
で
「
和
」
は
も
と
よ
り
商
業
建
築
を
手
掛
け

た
経
験
の
な
い
私
が
、
こ
の
改
修
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
し
か
し
、
百

八
十
年
前
か
ら
存
在
し
、
今
は
沈
黙
し
て
い
る
建
物
に
新
し
い
命
を
吹
き
込
み
再

生
さ
せ
る
こ
と
の
魅
力
、
未
知
な
る
も
の
に
挑
戦
し
て
み
た
い
と
い
う
意
欲
に
心
が

揺
れ
る
。
そ
し
て
浅
田
氏
ご
自
身
、
内
藤
氏
の
推
薦
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
モ
ダ
ン
の

建
築
ば
か
り
で
「
和
」
の
テ
イ
ス
ト
が
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
会
場
の
写
真
を
ご
覧

に
な
り
、
果
た
し
て
私
に
こ
の
改
修
設
計
を
任
せ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
の
不
安
が
払

拭
で
き
な
い
で
お
ら
れ
る
様
子
。

　
そ
こ
で
、
あ
る
方
法
を
提
案
し
た
。
選
び
出
し
た
何
名
か
の
設
計
者
に
実
際
に
「
旧

諸
江
屋
」
を
見
て
も
ら
い
、
自
分
な
ら
ど
の
よ
う
な
改
修
を
行
う
か
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
も
ら
う
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
こ
れ
と
思
う
案
を
検
討
し
て
設
計
者
を

決
定
す
る
コ
ン
ペ
で
あ
る
こ
の
改
修
の
設
計
者
選
出
に
は
、
そ
う
い
う
方
法
が
相
応

し
い
の
で
は
な
い
か
と
。
「
な
る
ほ
ど
ね
。
少
し
考
え
て
み
よ
う
」
と
浅
田
氏
は
建
築
展

会
場
を
あ
と
に
さ
れ
た
。

２
０
０
１
年
１
０
月
１
～
５
日

　
興
奮
さ
め
や
ら
ぬ
話
に
建
築
展
会
場
で
考
え
る
の
は
、
自
分
な
ら
ど
ん
な
改
修
に

２
０
０
１
年
９
月
５
日

　
「
内
藤(

建
築
家･
内
藤
廣
氏)

だ
け
ど
覚
え
て
る
？
　
金
沢
の
あ
る
仕
事
に
長
村
君

を
推
薦
し
て
お
い
た
よ
」

　
尊
敬
す
る
建
築
家
か
ら
の
突
然
の
電
話
。
な
ぜ
、
内
藤
さ
ん
か
ら
電
話
を
い
た
だ

け
る
の
だ
ろ
う
…
と
の
疑
問
が
頭
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
ま
ま
受
話
器
を
置
い
て
気
が
付

い
た
。
い
っ
た
い
何
の
仕
事
な
の
か
、
聞
き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
。
ま
あ
、
い
い
か
、

そ
の
う
ち
何
ら
か
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　２
０
０
１
年
９
月
某
日

　
あ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
私
の
頭
の
隅
っ
こ
に
は
、
内
藤
氏
に
推
薦
し
て
い
た
だ
い
た
、

き
っ
と
面
白
い
に
違
い
な
い
新
し
い
仕
事
へ
の
期
待
感
が
居
座
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
後

そ
れ
ら
し
い
音
沙
汰
は
ま
っ
た
く
な
い
。
い
く
ら
内
藤
氏
の
推
薦
と
は
い
え
、
ど
こ
の

馬
の
骨
と
も
分
か
ら
な
い
弱
小
事
務
所
に
頼
ま
な
く
て
も
、
ほ
か
に
著
名
な
設
計

者
は
た
く
さ
ん
い
る
。
き
っ
と
別
の
設
計
者
が
や
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う

し
て
と
き
お
り
思
い
出
す
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
月
末
に
予
定
し
て
い
る
建
築
展
の
準

備
に
追
わ
れ
、
そ
の
う
ち
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

２
０
０
１
年
９
月
３
０
日

　
建
築
展
３
日
目
。
会
場
の
ガ
ラ
ス
壁
面
か
ら
差
し
込
む
ポ
カ
ポ
カ
の
日
射
し
に
微

睡
み
そ
う
に
な
っ
て
い
る
私
の
と
こ
ろ
へ
、
受
付
に
い
た
家
内
が
名
刺
を
持
っ
て
飛
ん

で
来
た
。
浅
田
屋
の
浅
田
社
長
が
来
訪
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
ど
う
も
通
り
が
か

り
に
入
っ
て
来
ら
れ
た
様
子
で
は
な
い
ら
し
い
。
何
事
だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
ご
あ
い
さ

つ
に
い
く
。

　
「
実
は
ね
、
ひ
が
し
の
茶
屋
街
に
『
旧
諸
江
屋
』
と
い
う
江
戸
時
代
の
建
物
が
あ
っ
て

ね
。
現
在
は
空
き
家
に
な
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
懐
石
料
理
の
お
店
に
改

装
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
浅
田
氏
。
あ
あ
、
内
藤
氏
が
推
薦
し
て
く
だ
さ
っ

方
を
想
像
す
る
。

　
浅
田
氏
に
は
コ
ン
ペ
を
提
案
し
て
み
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
い
あ
あ
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
の
高
ま
り
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
想
い
を
持
て
余
し
な
が
ら
落
ち

着
か
な
い
毎
日
を
過
ご
す
。
と
う
と
う
、
と
に
か
く
一
度
、
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き

た
い
と
書
状
を
認
め
る
。

２
０
０
１
年
１
０
月
１
２
日

　
「
石
亭
」
で
浅
田
氏
と
長
男
の
久
太
氏
に
案
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
日
の
う

ち
に
設
計
を
お
請
け
す
る
こ
と
と
な
り
現
地
を
見
学
、
企
画
書
を
渡
さ
れ
た
。
何

日
か
悩
ん
で
い
た
の
が
ウ
ソ
の
よ
う
に
ト
ン
ト
ン
拍
子
に
話
が
進
む
。

２
０
０
１
年
１
０
月
２
３
日

　
第
１
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
ア
イ
デ
ア
を
説
明
し
た
。
そ
の
日
、
提
案
し
た
ト
イ

レ
の
在
り
方
は
即
決
。
ガ
ラ
ス
の
屋
根
を
通
し
て
雨
や
雪
、
太
陽
の
光
を
感
じ
ら
れ

る
女
子
ト
イ
レ
。
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
の
坪
庭
に
向
か
っ
て
大
ら
か
に
用
が
足
せ
る
男
子

ト
イ
レ
。

２
０
０
２
年
１
月
ま
で
の
３
ヶ
月
間

　
設
計
に
必
要
な
寸
法
の
測
量
。
腐
っ
て
取
り
替
え
を
必
要
と
す
る
部
材
を
調
査

す
る
た
め
に
、
近
年
、
施
工
さ
れ
た
内
装
壁
の
撤
去
工
事
と
、
新
し
い
基
礎
を
造
る

た
め
の
建
物
の
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
工
事
が
本
工
事
に
先
駆
け
て
発
注
さ
れ
た
。

　
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
、
シ
ロ
ア
リ
の
被
害
が
床
下
の
み
な
ら
ず
柱
を
上
っ
て
２
階

の
床
梁
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
、
床
下
の
束
の
大
部
分
に
蟻
道
が
通
り
、

被
害
の
大
き
さ
に
た
だ
驚
く
ば
か
り
。

「
旧
諸
江
屋
」
が
「
ひ
が
し
」
の
中
で
も
低
い
地
盤
に
建
っ
て
お
り
、
床
高
の
低
さ
と
相

ま
っ
て
湿
気
が
た
ま
り
や
す
い
こ
と
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
近
年
の

改
修
で
井
戸
と
室
（
ム
ロ
）
に
通
気
管
を
設
け
な
い
ま
ま
床
が
張
ら
れ
、
床
下
の
湿
度

が
か
な
り
高
い
状
態
に
保
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
被
害
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
て
い

た
。

す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ば
か
り
。
こ
の
改
修
工
事
で
表
現
で
き
る
自
分
ら
し
さ
と

は
何
か
？
　
一
日
を
終
え
、
夜
、
家
内
と
「
ひ
が
し
」
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
、
あ
れ
や
こ
れ

や
と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
日
が
続
い
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
頭
の
中
で
ぼ
ん
や

り
、
も
や
も
や
し
て
い
た
も
の
が
段
々
と
形
に
な
っ
て
く
る
。

　
「
旧
諸
江
屋
」
が
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
内
の
建
物
と
し
て
選
定
さ
れ

い
て
い
る
以
上
、
個
の
建
物
の
外
観
を
大
幅
に
変
更
で
き
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
現
代
に

生
ま
れ
変
わ
る
商
業
建
築
と
し
て
、
外
観
か
ら
の
予
想
を
超
え
る
新
し
い
内
部
空

間
を
創
り
出
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
「
和
」
の
建
築
は
と
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
「
階
」

で
仕
切
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
か
ら
他
方
階
は
う
か
が
い
知
れ
ず
、
通
路
と

し
て
の
機
能
し
か
持
た
な
い
階
段
だ
け
が
唯
一
、
上
下
階
を
繋
ぐ
空
間
だ
っ
た
。
で

は
、
そ
の
「
階
」
と
い
う
概
念
を
曖
昧
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
か
ら
別
の
層
を
見
下

ろ
し
た
り
、
見
上
げ
た
り
す
る
は
ど
う
か
。
垂
直
に
建
つ
柱
や
水
平
に
か
か
る
梁
な

ど
、
線
状
の
部
材
の
み
残
し
て
壁
は
取
り

去
る
。
そ
の
中
に
曖
昧
な
、
和
で
は
通

常
使
わ
な
い
三
次
曲
面
の
壁
で
囲
わ

れ
た
部
屋
を
い
く
つ
か
設
け
て
み
て
は

ど
う
だ
ろ
う
。
床
と
の
境
な
く
壁
と

な
る
や
わ
ら
か
な
曲
面
で
構
成
さ
れ

た
繭
状
の
容
れ
物
は
、
視
線
を
遮
る

か
遮
ら
な
い
か
の
高
さ
で
上
に
向
か
っ

て
開
き
、
ぼ
ん
や
り
と
薄
暗
い
空
間

に
ぽ
っ
か
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え

る
。
壁
は
土
や
竹
、
ま
た
は
和
紙
な

ど
で
表
面
の
仕
上
を
施
す
。
柱
は
曲

面
の
壁
を
貫
通
し
な
が
ら
上
へ
と
伸

び
、
梁
に
段
差
を
付
け
る
こ
と
で
垂

直
（
ｏ
ｒ
立
面
）
方
向
の
変
化
を
持
た

せ
る
。
そ
し
て
、
上
層
の
部
屋
の
開
口

部
か
ら
漏
れ
る
光
が
下
層
の
部
屋
に

落
ち
る
新
し
い
空
間
―
と
い
う
在
り
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建設当初、角柱は能登ヒバ
と松材が使用されていた。
ヒバ材の柱脚部では虫食い
の跡がいくつか見られるも
のの、アリはヒバが苦手ら
しく被害はごくわずか。し
かし、松材は100パーセント
に近く虫害を受けている。
この柱は敷居下端で根継ぎ
されており、束石との関係
や仕口を見てもかなり雑な
仕事であることがうかがえ
る。束を上がって蟻道が見
える。シロアリは敷居まで
食い散らかしている。

2階梁の虫食い状況。シロア
リは一年に柱を10cm程度食
い上がるが、上がったとし
ても1mくらいまでと言われ
ている。2階まで上がったと
なると30年の時を要したこ
とになる。

図面の右が北
測量は平面寸法を測ることからスタートした。その後、柱一本一本
についてX･Y方向の傾きと沈下量(または浮上量)を測定。各々の柱
には3つの数字が書かれている。矢印付きの数字は、高さ1500mmに
対してどれだけ傾斜しているか、プラスあるいはマイナスが付いて
いる数字は柱の浮き沈みの量を表している。左上の角柱をみると、
西側に30/1500、北側に28/1500倒れており、沈下量は96mmであるこ
とがわかる。南側の縁側は両端のレベルを見ると-96と+30。長さ9m
に対して126mmも床が傾いていることがわかる。

土蔵に接して建っていた柱(
現在この柱はない)。土蔵の
積み石に接する柱脚部が腐
っている。虫害をうけてい
ない柱も、触るとボロボロ
崩れる状態であった。

梁と桁が繋がっていない。
厳密には桁天端で「かすが
い」で繋がり桁は土壁の天
端に埋め込まれた角材の上
に乗っているだけである。
梁の腹と桁の先端に仕口が
ないことから、ある時期の
改修で桁が取り付けられた
と考えられる。本来なら、
軸組よりも壁の施工が後に
なるので、壁に埋まってい
る角材の上に桁を載せるこ
とはできない。よって建設
当初からではなく、ある時
期に行われた改修工事での
仕事と考えられる。こうい
う施工はプロとして恥ずか
しいはずなのだが。

土中から束石を伝って束を
蟻道が上がっている様子。
この束･大引は昭和63年(19
85)の改装で床を張った時の
もの。束石としてコンクリ
ートの破片を置いただけで
その下には砕石も施工され
ていないため、束との間に
隙間が見える。

梁に大きな穴が開けられて
いる。ある時期、裏階段はL
字型だったらしく、その最
上段部分が梁から手前側に
曲がっていた。かつて下屋
部分の上に2階があった痕跡
から考えると、建設当初か
またはかなり初期からこの
ような状態だったと想像で
きる。

積み木のように重ねられた
梁と桁。梁の上に端材を挟
み、その上に桁を掛けてい
る。載せてあるだけなので
地震などの水平力には脆い。



※2  浅野川茶屋町創立之図

       「浅野川茶屋町創立之図」石川県立図書館蔵

※4  「遊郭金沢東新地」（『石川県下商工便覧』所収）

      東新地から9軒が選ばれ、「上等貸座敷･御料理」として

      紹介されている。建物に対して人物が実際の半分ぐらい

      に描かれたプロポーションが不思議である。

※1  町絵図

      「文化8年（1811）町絵図の内（四十一番丁の一部茶屋町）」

        金沢市立図書館蔵

※3 「東新地細見のれん鏡」（菊くらべ）

       慶応3年（1867）

      「諸江屋」の暖簾である。他店では家紋をあしらったもの

       などがあるなかで、比較的おとなしいデザインである。

　
現
場
測
量
と
並
行
し
て
、
「
ひ
が
し
」
の
成
り
立
ち
と
「
旧
諸
江
屋
」
の
関
係
を
調
べ

る
作
業
も
行
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
金
沢
の
中
心
部
に
、
今
で
言
う
風
俗
店

が
増
え
て
い
っ
た
。
行
政
は
何
度
も
取
り
締
ま
る
が
い
た
ち
ご
っ
こ
。
江
戸
時
代
も
現

代
も
、
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。 

寛
永
５
年
（
１
６
２
８
） 

「
金
沢
町
中
御
定
之
条
々
」
遊
女
出
合
宿
に
関
す
る
禁
令 

寛
永
８
年
（
１
６
３
１
）･
寛
永
１
４
年
（
１
６
３
７
）･

寛
永
１
６
年
（
１
６
３
９
）
御
法
度
は

  

出
合
屋
を
禁
じ
る  

元
禄
３
年
（
１
６
９
０
）
武
士
８
人
が
町
人
と
共
に
１
９
人
の
遊
女
を
屋
敷･

空
屋
敷

  

へ
引
入
れ
、
出
合
宿
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
露
見
。
武
士
は
五
箇
山
へ
流
刑
、
町
人
は

  

斬
首
あ
る
い
は
耳･

鼻
を
そ
が
れ
て
追
放
、
遊
女
は
里
子
刑
に
処
さ
れ
奥
能
登
送

  

り
と
な
る

　
こ
の
時
代
、
風
俗
店
の
客
は
町
民
で
、
帯
刀
を
許
さ
れ
た
人
々
は
出
入
り
を
禁
止

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
街
中
に
あ
る
お
店
の
誘
惑
に
は
抗
え
な
い
人
も
多
か
っ
た
。

取
り
締
ま
れ
ど
も
、
ど
う
に
も
効
果
が
上
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
行
政
は
浅
野
川
と
犀

川
に
挟
ま
れ
た
街
中
心
部
で
は
な
く
、
川
の
外
側
で
営
業
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
た
。

文
政
元
年
（
１
８
１
８
）
犀
川
及
び
浅
野
川
の
外
に
遊
里
を
公
許
す
る
こ
と
を
稟
議

文
政
３
年
（
１
８
２
０
）
３
月
２
５
日
開
設･

８
月
２
４
日
開
業
許
可 

（
現
在
よ
り
１
８
３

  

年
前
） 

　
そ
の
後
、
公
認
の
廓
と
し
て
東
と
西
の
廓
が
誕
生
し
た
。
廓
は
板
塀
で
囲
わ
れ
、
入

口
に
は
ゲ
ー
ト
と
し
て
の
木
戸
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
入
口
正
面
に
こ
の
「
旧
諸
江

屋
」
が
建
っ
て
い
た
。
文
化
８
年
の
町
絵
図(

※
１)

と
「
浅
野
川
茶
屋
町
創
立
之
図
」

(

※
２)

（
開
設
は
文
政
３
年
）
を
比
べ
る
と
街
区
割
り
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
ひ
が
し
の
廓
は
そ
れ
ま
で
の
街
区
を
ま
っ
さ
ら
に
し
て
行
わ
れ
た
再
開
発
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
再
開
発
に
よ
っ
て
一
斉
に
１
０
０
軒
近
い
店
が
建
て
ら
れ
た
「
ひ
が
し
」
で
は
、
大
工

れ
ん
鏡
』(

※
３)

に
は
、
「
大
暖
簾
６
１
軒･

中
暖
簾
４
２
軒･

小
暖
簾
９
軒･

芸
妓
１
１

９
人･

娼
婦
１
６
４
人･

遠
所
芸
妓
４
５
人･

雛
妓
な
ど･･･

」
と
書
か
れ
て
い
る
。

明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
１
０
月 

人
身
売
買
を
禁
止
。
１
１
月
２
３
日
正
午
よ
り
、
抱

  

女
を
解
放
し
本
籍
地
へ
戻
し
た 

明
治
６
年
（
１
８
７
３
）
　
貸
座
敷
が
公
認
さ
れ
る

　
東
新
地
の
貸
座
敷･

料
理
の
看
板
は
こ
の
時
以
降
、
「
芸
娼
妓
、
貸
座
敷
営
業
者
に

  

対
す
る
仮
規
」
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
。

明
治
９
年
（
１
８
７
６
）
７
月  

「
芸
娼
妓
、
貸
座
敷
営
業
者
に
対
す
る
仮
規
」
が
「
貸

  

座
敷
仮
規
則
」
に
代
わ
る 

明
治
１
２
年
（
１
８
７
９
）
　
「
貸
座
敷
規
則
」
と
な
る

　
こ
の
「
旧
諸
江
屋
」
は
、
も
と
も
と
は
「
吉
文
字
や 

い
そ
」
（
角
側
）
と
「
越
中
や 

又

吉
」
（
角
か
ら
二
軒
目
）
の
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
２
棟
の
建
物
が
、
後
年
の
改
造
に
よ

り
一
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
面
白
い
。
あ
る
時
期
、
「
越
中
や
」
が
壊
さ
れ

そ
の
跡
に
土
蔵
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壁
や
屋
根
下
地
の
煤
け
具

合
を
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
。
そ
の
後
、
土
蔵
奥
の
座
敷
と
広
見
側
の
６
帖
間
が
増
築

さ
れ
た
。
土
蔵
と
奥
座
敷
が
同
時
期
に
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
奥
座

敷
が
建
て
ら
れ
た
場
所
が
、
以
前
は
庭
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
奥
座
敷
と
隣
家
が
接
す

る
壁
に
穴
を
開
け
る
と
、
隣
家
側
に
下
見
板
の
外
壁
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
わ

か
る
。
ま
た
、
こ
の
奥
座
敷
の
柱
に
角
柱
で
は
な
く
面
皮
柱
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
一
般
的
に
面
皮
柱
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
時
代
に
増
築
さ
れ
た

も
の
と
の
想
像
が
つ
く
。
明
治
２
１
年
（
１
８
８
８
）
の
『
石
川
県
下
商
工
便
覧
』
に
は

「
上
等
貸
座
敷 

金
澤
東
新
地 

御
料
理 

諸
江
屋
櫛
田
豊
」
と
し
て
、
現
状
と
殆
ど
か

わ
ら
な
い
「
旧
諸
江
屋
」
正
面
の
絵
図(

※
４)

が
記
さ
れ
て
い
る
。

や
材
料
の
不
足
は
深
刻
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
金
の
あ
る
店
は
良
い
大
工
を
雇
い

立
派
な
材
料
を
使
え
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
金
力
に
乏
し
い
店
は
見
習
い
程
度
の

大
工
で
、
材
料
も
再
生
材
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
建
物
の

造
り
が
雑
な
の
は
こ
う
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
い
う
状
態
の
建
物
を
見
て
い
く
と
、
現
代
の
「
欠
陥
住
宅
」
が
こ
れ
か
ら
１
８
０

年
の
時
を
経
過
し
た
な
ら
ば
、
は
た
し
て
そ
れ
は
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
の
か･･･

と
い

う
命
題
に
直
面
す
る
。
江
戸
時
代
か
ら
体
積
し
た
塵
と
埃
に
ま
み
れ
な
が
ら
一
日

の
測
量
を
終
え
、
何
を
残
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
と
自
問
自
答
す
る
毎
日
。
壁

は
撤
去
す
る
も
の
の
軸
組
は
残
す
つ
も
り
で
い
た
が
、
そ
の
肝
心
の
柱
や
梁
の
材
料
、

保
存
状
態
、
施
工
の
あ
ま
り
の
ひ
ど
さ
に
途
方
に
暮
れ
た
。

文
政
１
１･

１
２
年
（
１
８
２
８･

２
９
）
　
諸
士
の
風
俗
に
関
す
る
令
や
、
囲
内
に
お
け

  

る
取
り
締
ま
り
の
覚
書

　
帯
刀
の
者
の
出
入
り
は
廻
方
役
人
以
外
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
な
か
な
か
守
ら

  

れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

天
保
２
年
（
１
８
３
１
）
　
８
月
１
８
日
茶
屋
町
廃
止
、
木
戸
を
取
り
払
う

　
茶
屋
町
は
廃
止
さ
れ
た
が
町
の
風
俗
は
改
ま
ら
ず
、
風
俗
に
関
す
る
心
得
や
出

  

合
宿
、
か
こ
い
女
を
禁
止
す
る
定
書
が
た
び
た
び
出
さ
れ
る
。

弘
化
３
年
（
１
８
４
６
）
　
茶
屋
町
は
「
愛
宕
」
に
町
名
変
更
さ
れ
る

　
ま
た
、
行
政
は
「
も
ぐ
り
」
の
出
合
宿
の
営
業
を
阻
止
す
る
ね
ら
い
で
、
こ
れ
ま
で
の

  

「
嵩
高
成
二
階
作
り
」
を
低
く
造
り
直
す
よ
う
達
し
書
を
出
す
。
こ
れ
は
、
通
常

  

よ
り
高
め
の
２
階
天
井
高
、
多
め
の
間
数
と
い
っ
た
廓
特
有
の
つ
く
り
を
普
通
の
家

  
に
改
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

慶
応
３
年
（
１
８
６
７
）
　
茶
屋
町
が
再
び
公
認
さ
れ
る

　
再
開
の
申
し
渡
し
が
８
月
晦
日
、
９
月
９
日
よ
り
茶
屋
営
業
開
始
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、 

家
屋
改
造
の
お
触
に
は
き
き
め
が
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

こ
れ

以
降
、
茶
屋
町
は
「
東
新
地
」
と
呼
ば
れ
る
。 

こ
の
年
に
出
さ
れ
た
『
東
新
地
細
見
の
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「東新地絵図」

再現された二階縁側の手摺

和
４
０
年
代
以
降
の
改
修
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
た
。
柱
際
と
手
摺
土
台
に
残

る
ホ
ゾ
跡
か
ら
、
か
つ
て
は
高
さ
が
５
５
０
ｍ
ｍ
と
低
か
っ
た
こ
と
、
デ
ザ
イ
ン
も
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
今
回
、
元
の
シ
ン
プ
ル
な
姿
を
再
現
し
た
。

 

　
ま
た
、
昭
和
４
８
年
（
１
９
７
３
）
に
行
わ
れ
た
昭
和
女
子
大
学
教
授
・
平
井
聖
氏

の
「
ひ
が
し
」
調
査
に
よ
る
と
、
玄
関
戸
は
縦
格
子
引
違
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
両
開

き
戸
に
替
わ
り
、
平
成
１
０
年
（
１
９
９
８
）
頃
に
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で
も
う
一
度
取
り

替
え
ら
れ
て
い
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
欠
陥
住
宅
」
で
、
ま
た
、
お
茶
屋
と
し
て
「
美
し
く
な
い
平
面
」
を
持
つ
こ

の
「
旧
諸
江
屋
」
に
ど
の
よ
う
な
改
修
を
施
す
こ
と
が
解
な
の
か
、
長
い
間
、
そ
の
方

針
に
悩
ん
で
い
た
。
軸
組
以
外
の
も
の
は
取
っ
払
い
繭
状
の
部
屋
を
宙
に
浮
か
せ
る

と
い
う
当
初
の
案
は
、
「
旧
諸
江
屋
」
の
「
が
ら
」
に
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
を
挿
入
す

る
こ
と
。
し
か
し
、
現
場
の
測
量
と
調
査
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
私
の
気
持
ち
は
揺

ら
ぎ
始
め
る
。
現
況
か
ら
百
八
十
有
余
年
を
辿
っ
て
ゆ
く
作
業
は
、
私
に
多
く
の
こ

と
を
気
付
か
せ
て
く
れ
た
の
だ
。
柱
や
梁
に
残
さ
れ
た
痕
跡
は
単
な
る
傷
で
は
な
く
、

歴
史
を
知
る
上
で
の
重
要
な
参
考
書
で
あ
る
こ
と
。
壊
し
て
し
ま
え
ば
二
度
と
再
生

で
き
な
い
痕
跡
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
、
設
計
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
「
ひ
が
し
」
だ
か
ら
意
義
が
あ
る
こ
と
が
大
切
で
、
別
の
場
所
で
も
や
れ
る

こ
と
は
こ
こ
で
は
諦
め
る
潔
さ
を
持
つ
こ
と
。
そ
し
て
、
別
の
方
向
へ
歩
み
を
進
め
よ

う
と
し
て
い
る
自
分
が
い
た
。
そ
の
後
、
こ
の
方
針
を
後
押
し
す
る
痕
跡
に
出
会
う
。

  

以
前
か
ら
「
ひ
が
し
」
に
つ
い
て
綿
密
な
調
査
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
平
井
聖
教
授
が

現
場
を
来
訪
さ
れ
、
建
物
の
変
遷
を
整
理
し
て
考
え
る
手
法
を
教
授
し
て
く
だ
さ

っ
た
。
先
生
の
ご
指
示
で
２
階
の
左
官
仕
上
の
土
壁
を
少
し
破
っ
て
み
た
。
薄
紅
（
う

す
べ
に
）
、
真
朱
（
し
ん
し
ゅ
）
、
黄
丹
（
お
う
た
ん
）
、
鴇
（
と
き
）
、
照
柿
（
て
り
が
き
）
、

利
休
茶
（
り
き
ゅ
う
ち
ゃ
）
、
花
浅
葱
（
は
な
あ
さ
ぎ
）･･･

。
何
層
に
も
塗
り
重
ね

ら
れ
た
土
壁
の
仕
上
が
艶
や
か
さ
と
華
や
ぎ
を
も
っ
て
、
ま
る
で
十
二
単
の
よ
う
な

姿
を
現
し
た
の
だ
。
十
数
年
ご
と
に
改
装
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
数
え
て
み
る
と

断
面
は
十
四
層
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
時
間
の
年
輪
。
ぜ
ひ
と
も
こ
の
壁
だ
け
は
残
し
た

い
と
身
体
が
震
え
た
一
瞬
だ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
調
査
を
機
会
に
迷
い
な
く
古
い
壁
を

残
す
こ
と
を
決
心
す
る
。
浅
田
氏
の
了
解
を
得
て
、
設
計
方
針
を
変
更
。
茶
屋
と
し

て
の
雅
致
は
残
し
、
今
と
い
う
時
代
を
盛
り
込
ん
で
、
「
螢
屋
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た

二
十
一
世
紀
の
「
旧
諸
江
屋
」
を
後
世
に
受
け
継
い
で
も
ら
う
。
こ
れ
が
私
の
結
論
だ

っ
た
。

　
明
治
４
１
年
（
１
９
０
８
）
、
現
在
の
建
築
基
準
法
の
前
身
で
あ
る｢

屋
上
覆
葺
き
規

則｣
が
交
付
さ
れ
、
屋
根
を
燃
え
な
い
材
料
に
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。｢

ひ
が
し｣

で
は
、
急
勾
配
に
し
て
瓦
屋
根
に
す
る
も
の
と
、
元
の
勾
配
の
ま
ま
金
属
屋
根
に
す

る
も
の
の
二
種
類
の
葺
き
替
え
方
法
が
見
受
け
ら
れ
る
。
「
旧
諸
江
屋
」
で
は
、
関
東

大
震
災
（
１
９
２
３
）
後
の
大
正
末
期
に
、
従
来
の
石
置
き
の
板
屋
根
（
勾
配
３
寸
程

度
。
こ
の
屋
根
下
地
は
今
も
残
っ
て
い
る
）
が
瓦
に
葺
き
替
え
ら
れ
た
（
勾
配
４
．
５

寸
）
。
こ
の
と
き
、
昔
の
野
地
板
を
取
り
去
り
、
そ
の
上
に
登
り
梁
を
乗
せ
て
束
立
て

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
旧
小
屋
組
の
上
に
新
小
屋
組
を
載
せ
た
だ
け
で
、
細
く
弱
い

軸
組
に
重
い
瓦
の
荷
重
が
か
か
る
危
険
な
状
態
で
あ
っ
た
。
梁
や
柱
の
強
度
が
期
待

で
き
な
い
状
況
で
は
、
い
つ
崩
壊
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

　
「
吉
文
字
や
」
側
の
小
屋
組
は
当
初
の
姿
を
残
し
て
い
る
。
梁
は
丸
太
を
半
割
に
し

た
物
で
、
二
間
の
ス
パ
ン
に
対
し
て
９
０
×
２
０
０
ｍ
ｍ
程
度
の
断
面
し
か
な
か
っ
た
こ
と

は
、
そ
の
当
時
、
材
料
が
高
価
だ
っ
た
こ
と
を
忍
ば
せ
て
い
る
。

２
階
天
井
裏
に
は
一
面
に
筵
が
敷
か
れ
て
い
た
。
定
か
で
は
な
い
が
、
一
種
の
断
熱
材

の
代
わ
り
だ
ろ
う
か
。

　 ｢

東
新
地
絵
図｣

に
よ
る
と
、
廓
の
入
口
の
木
戸
越
し
正
面
に
「
旧
諸
江
屋
」
の
西

側
立
面
が
見
え
、
雨
戸
を
開
け
放
し
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
２
階
の
西
角
側
（
正

面
か
ら
見
て
左
手
側
）
は
本
改
修
前
は
壁

に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
以
前
は
絵
図
の

通
り
正
面
と
同
じ
雨
戸
が
廻
っ
て
い
た
こ

と
が
、
天
井
や
縁
に
残
さ
れ
た
手
摺
の
跡

か
ら
わ
か
っ
た
。
西
側
の
戸
袋
も
そ
れ
を
裏

付
け
る
よ
う
に
、
そ
の
枚
数
分
の
雨
戸
を

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
奥
行
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
雨
戸
と
手
摺
を
今
回
の
改

修
で
再
現
す
る
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
関

係
者
は
い
な
か
っ
た
。

　
正
面
２
階
の
高
さ
７
４
０
ｍ
ｍ
の
竪
繁
（
た

て
し
げ
＝
縦
格
子
の
こ
と
）
の
手
摺
が
、
ラ

ワ
ン
材
で
造
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昭



既存の壁の中からでてきた様々な色の｢壁の年輪｣

壁壁壁壁仕仕仕仕上上上上ににににつつつついいいいてててて

赤大津仕上（あかおおつ）

切り返し仕上（仕上塗りを塗る前の状態）

朱色（真朱）

青色（花浅葱）

橙色（照柿）

京土―紅土･弁柄･消石灰

京土―中塗土･愛知土―中塗土

京土―紅土･京土―稲荷山土

京土―青竹土

京土―黄聚楽土･京土―黄土･羽咋土―赤土

1階コンクリート耐震壁

1階その他の壁

2階「綾絲（あやいと）」

2階「硝子の間」

2階その他の壁

二階の照柿色の壁(のっぺりする色なので多めの水分量で塗り､

一気に乾燥させることで壁表面に細かなひび割れを起こさせて

ざらざらなテクスチャを与えている)

カウンター席の赤大津壁(紅漆喰を塗ることで耐震壁の大面を

目立たなくしている)

普通、土壁の下地は竹を細かく割った「竹

木舞（たけこまい）」で組まれることが多いが

、ここでは葦で木舞が組まれていた。

階段上の壁は中でも最も古く、周りの柱･梁

はシロアリがついてぼろぼろだったので取り

替えざるを得なかった。改修にあたって壁を

両側から合板でサンドイッチにしてボルトで

留め、上から吊り下げつつ骨組を替える｢お

おばらし｣という工法を使っている。柱･梁を

取り替えてからもう一度壁を固定するこの

工法は、｢桂離宮｣などの改修でも行われる

やり方である。

壁の仕上は、塗り重ねられてきた従来の色と

工法を引き継ぐこととし、本聚楽（ほんじゅら

く）の「※のりごね」仕上としている。

どの壁も、元々この建物に塗られていた色か

ら選ばれている。これらは顔料で人工的に染

めているのではなく、それぞれの土が持つ自

然の色だ。2階の縁側は、かつて「硝子の間」

と同じ水色だった。塗り重ねられた層の数は

部屋や場所ごとに異なり、相対的な壁の新

旧が想像でき面白い。

※のりごね(糊ごね) 

鍋に水を入れ、角叉(つのまた)を煮る。この

時の水の量が多いのを関西煮、少ないのを

関東煮と言う。一般的に、土壁に入れる糊の

割合が多いものを「糊ごね仕上」、少ないも

のを「糊さし仕上」という。



かつて梁が取り付き､その上に水切板があ
ったことがわかる大戸の西側柱

｢吉文字や｣であった頃の玄関。 
左側二本の柱間に大戸が取り付いていた

土蔵の床板を剥がした状態。ぎっしり石が
敷き詰められ、小さなムロがあった

木虫籠の内側(｢店の間｣の縁)の縁側板を
開けると､下には炭置場があった

梁と水切板の名残り跡に後世､鴨居が取り
付けられている

「
螢
屋
」
の
玄
関
は
「
越
中
や
」
の
入
口
で
あ
っ
た
。
玄
関
正
面
奥
に
あ
る
庭
の
井
戸
は

「
越
中
や
」
の
流
し
で
あ
っ
た
。
「
吉
文
字
や
」
の
玄
関
は
と
言
う
と
、
現
在
、
木
虫
籠

が
と
り
つ
い
て
い
る
広
見
側
の
南
西
角
部
で
あ
り
、
カ
ウ
ン
タ
ー
席
奥
の
通
用
口
に

あ
る
井
戸
が
「
吉
文
字
や
」
の
流
し
で
あ
っ
た
。
「
吉
文
字
や
」
の
玄
関
大
戸
が
付
い
て

い
た
明
ら
か
な
痕
跡
が
２
本
の
柱
に
残
さ
れ
て
お
り
、
昔
の
平
面
の
あ
り
よ
う
を
解

き
ほ
ぐ
す
大
き
な
手
が
か
り
と
な
っ
た
。
「
螢
屋
」
で
は
酒
の
肴
と
し
て
こ
の
痕
跡
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

南側玄関周り

西側 北西方向より

西側

西側 南西方向より

旧旧旧旧
諸諸諸諸
江江江江
屋屋屋屋
のののの
着着着着
工工工工
前前前前
外外外外
観観観観

平
成
１
０
年
（
１
９
９
８
）
に
外
装
の
み
改
修
さ
れ
た
。
し
か
し
、
建
物
が
傾
い
た
ま
ま

外
壁
が
取
り
付
け
ら
れ
た
た
め
、
全
て
が
歪
ん
で
い
る
。
キ
シ
ラ
デ
コ
ー
ル
で
人
工
的

色
合
い
の
着
色
が
さ
れ
て
お
り
、
周
り
の
建
物
と
の
調
和
は
な
い
。

正面 南側

正面 南側

南西側

茶屋街

「旧諸江屋」の右2軒隣りの民宿 ｢陽月｣。
大戸が取り付く梁の上には水切が付いている

吉文字や 越中や

昔の玄関 昔の玄関

井
戸

井
戸



各各各各
部部部部
屋屋屋屋
のののの
説説説説
明明明明

新しく根継ぎされる部材の加工(ヒバ)

1階｢白糸｣の面皮柱(杉)の仕口｡面

皮の場合、一本一本様子が違うの

で､角を避けて斜めに継ぐ｢箱継ぎ｣

と｢いすか継ぎ｣を併用して継手を目

立たないようにする

丁寧に何度も摺り合わせて､既存の

柱との目違いをなくす

根継ぎされる柱。金輪継手(かなわ

つぎて)の現場加工
　
建
物
は
２
階
の
床
レ
ベ
ル
で
１
０
０
ｍ
ｍ
以
上
の
レ
ベ
ル
差
を
生
じ
る
ほ
ど
西
へ
傾
き
、

柱
脚
も
腐
る
か
虫
が
付
く
か
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
１
階
床
レ
ベ
ル
で
全
て
の

柱
を
切
り
、
建
物
全
体
を
７
０
０
ｍ
ｍ
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し
た
。
そ
の
後
、
新
し
い
基
礎

を
造
り
、
柱
を
根
継
ぎ
し
て
新
し
い
土
台
に
載
せ
な
お
す
作
業
を
行
っ
た
。
１
階
の

柱
は
従
前
に
倣
い
漆
を
塗
っ
た
。
目
立
た
な
い
が
、
本
工
事
で
施
工
さ
れ
た
柱
の
根

継
ぎ
跡
が
床
付
近
に
見
て
取
れ
る
部
分
も
あ
る
。

　
本
改
修
前
、
２
階
床
は
土
蔵
に
ぶ
つ
け
て
張
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
土
蔵
は
後
か

ら
独
立
し
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
体
と
は
縁
を
切
る
の
が
正
解
だ
ろ

う
。
そ
う
な
る
と
玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
で
吹
抜
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
せ
っ
か

く
吹
抜
が
あ
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
か
ら
の
石
置
き
板
屋
根
下
地
を
見
せ
る
空
間

構
成
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、
東
側2

階6
帖
（
現
「
硝
子
の
間
」
）
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ガ
ラ

ス
の
ブ
リ
ッ
ジ
と
し
た
。
こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
が
再
生
さ
れ
た
し
つ
ら
い
に
溶
け
込
ん
で
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
と
思
う
。
私
も
い
ま
だ
に
結
論
を
出
せ
な
い
で
い

る
。
し
か
し
、
再
現
す
る
こ
と
が
こ
の
改
修
の
全
て
で
は
な
い
と
の
想
い
か
ら
、
あ
え
て

挑
戦
し
た
。
浅
田
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
新
し
い
も
の
を
吸
収
し
つ
つ
基
本
線
は
守

っ
て
成
長
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

１
階
「
カ
ウ
ン
タ
ー
」

木
虫
籠
の
繊
細
な
格
子
が
ガ
ラ
ス
越
し
に
美
し
く
映
え
る
空
間
で
、
控
え
め
に
存
在

感
を
放
つ
一
枚
物
の
ケ
ヤ
キ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
は
、
最
大
長
さ
７
，
３
０
０
ｍ
ｍ
、
幅
７
０

０
ｍ
ｍ
、
厚
さ
４
０
ｍ
ｍ
。
普
通
は
客
席
と
調
理
場
と
の
境
を
一
段
高
く
し
て
料
理
人
の

薄
く
剥
い
だ
も
の
を
ガ
ラ
ス
で
裏
打
ち
し
漆
を
塗
っ
て
い
る
。
夕
暮
れ
時
、
そ
の
漆
を

透
か
し
て
ぼ
ん
や
り
と
板
目
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
、
天
井
と
同
様
の
手
法
で
杉

の
柾
目
が
施
さ
れ
た
製
作
も
の
の
行
灯
が
カ
ウ
ン
タ
ー
席
へ
向
か
う
廊
下
に
控
え
て

い
る
。
ま
る
で
絹
糸
の
よ
う
に
繊
細
な
柾
目
を
映
し
だ
す
や
わ
ら
か
な
光
は
、
蝋
燭

の
灯
り
し
か
な
か
っ
た
時
代
へ
の
郷
愁
を
誘
う
。

２
階
「
柳
の
間
」

障
子
と
緑
の
雨
戸
を
開
け
放
つ
と
、
ち
ょ
う
ど
正
面
に
広
見
の
柳
が
そ
よ
ぐ
。
両
脇

を
壁
で
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
、
あ
た
か
も
自
然
が
床
の
間
に
な
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
天
井

か
ら
は
一
枚
物
の
和
紙
を
透
か
し
て
暖
か
な
光
が
漏
れ
、
部
屋
全
体
を
幻
想
的
に

照
ら
し
て
い
る
。
補
強
で
透
き
込
ま
れ
た
ア
ル
ミ
パ
イ
プ
が
、
竿
縁
の
よ
う
な
顔
を
し

て
和
紙
を
引
き
締
め
て
い
る
。

２
階
「
硝
子
の
間
」

そ
こ
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
だ
け
に
ガ
ラ
ス
ブ
リ
ッ
ジ
が
用
意
さ
れ
た
。
そ
の
名
に

相
応
し
く
京
都
の
青
竹
土
で
塗
ら
れ
た
水
色
の
壁
が
爽
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。

テ
ー
ブ
ル
は
ブ
ロ
ン
ズ
色
の
ガ
ラ
ス
に
し
て
、
障
子
越
の
光
を
反
射
さ
せ
た
。
ま
る
で

月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
た
宴
の
雰
囲
気
を
演
出
し
て
い
る
。
ブ
リ
ッ
ジ
も
テ
ー
ブ
ル

も
構
造
の
横
材
が
出
な
い
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
自
身
を
構
造
材
と
し
て
使
っ
て
い
る

た
め
エ
ッ
ジ
が
な
く
シ
ン
プ
ル
な
見
栄
え
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

ト
イ
レ

女
子
用
は
天
井=

屋
根
と
し
、
透
明
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
四
季
の
移
ろ
い
を
楽
し
め
る

空
間
で
あ
る
。
雨
の
雫
の
流
れ
る
様
を
見
上
げ
、
雪
に
包
ま
れ
た
感
覚
を
味
わ
う
。

そ
し
て
天
候
が
良
け
れ
ば
燦
々
と
射
す
陽
の
下
で
用
を
足
す
の
も
普
段
経
験
で
き

な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
男
子
用
は
、
畳
一
枚
分
の
小
さ
な
庭
に
向
か
っ
て
ガ
ラ
ス
面
に
小

用
を
足
す
。
水
に
濡
れ
た
金
明
竹
（
キ
ン
メ
イ
チ
ク
）
を
眺
め
な
が
ら
と
い
う
の
も
一

興
だ
。
ガ
ラ
ス
面
が
小
便
器
だ
と
気
付
か
な
く
て
も
、
そ
れ
が
話
の
種
に
な
る
こ
と

が
、
「
ひ
が
し
」
の
洒
落
っ
け
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
う
。

手
元
を
隠
す
と
こ
ろ
を
、
さ
ら
り
と
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。
料
理
人
の
手
さ
ば
き
も

料
理
の
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
本
来
、
お
茶
屋
の1

階
は
住
空
間
で
あ
る
た
め
天
井

は
張
ら
ず
、
２
階
の
床
板
を
晒
す
。
こ
こ
で
は
カ
ウ
ン
タ
ー
を
境
に
客
席
側
に
は
天

井
を
張
っ
た
が
、
調
理
場
側
は
あ
え
て
天
井
を
張
ら
ず
に
改
修
の
補
強
部
材
も
現

し
と
し
た
。
一
部
分
で
も
改
修
の
苦
労
を
見
せ
た
い
と
の
浅
田
氏
の
ア
イ
デ
ア
で
あ

る
。
「
そ
れ
も
酒
の
肴
に
な
る
だ
ろ
？
」

１
階
「
白
糸
」

以
前
、
仏
壇
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
置
き
床
に
改
造
し
、
足
落
と
し
付
き
の
客
席
に
し

た
。
本
聚
楽
の
壁
は
水
分
を
多
め
に
し
て
塗
り
、
扇
風
機
で
急
速
に
乾
燥
さ
せ
る
こ

と
で
細
か
い
ひ
び
割
れ
を
強
制
的
に
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
照
柿
色
は
多
少
の
っ
ぺ
り

と
し
た
印
象
を
与
え
や
す
い
の
で
、
陰
影
の
あ
る
テ
ク
ス
チ
ャ
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ

る
。
窓
越
し
に
、
一
年
中
紅
色
の
葉
を
た
た
え
た
ノ
ム
ラ
モ
ミ
ジ
が
眼
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
。

１
階
「
お
蔵
」

床
板
は
解
体
し
て
、
カ
ウ
ン
タ
ー
席
に
続
く
廊
下
に
使
用
。
解
体
後
は
石
貼
り
に
し

２
階
床
は
撤
去
し
て
吹
抜
と
し
た
。
入
口
の
障
子
は
新
し
く
貼
り
替
え
て
い
る
が
、

障
子
紙
の
デ
ザ
イ
ン
は
以
前
の
ま
ま
。
そ
の
モ
ダ
ン
な
感
覚
に
は
恐
れ
入
る
。

２
階
「
綾
絲
」

何
世
代
か
前
に
塗
ら
れ
て
い
た
「
真
朱
」
の
塗
り
壁
を
再
現
し
て
い
る
。
部
屋
名
は
泉

鏡
花
の
小
説
か
ら
付
け
ら
れ
た
。
茶
屋
で
は
通
り
に
面
し
た
座
敷
よ
り
奥
庭
に
面

し
た
方
が
格
が
高
い
部
屋
と
さ
れ
る
。
控
え
の
間
が
付
い
た
こ
の
部
屋
で
は
、
芸
妓

さ
ん
を
呼
ん
で
茶
屋
遊
び
に
興
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
階
「
漆
の
間
」

元
は
「
柳
の
間
」
と
あ
わ
せ
て
一
室
で
あ
っ
た
が
、
２
階
の
耐
震
性
能
を
上
げ
る
た
め

に
壁
で
仕
切
り
２
つ
の
部
屋
と
し
た
。
南･

西
二
面
の
障
子
を
開
け
放
す
と
気
持
ち
の

い
い
６
帖
で
あ
る
。
天
井
全
体
は
漆
塗
り
で
あ
る
が
、
特
に
中
央
部
は
、
杉
の
板
目
を
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ケヤキ腰板

米ヒバ(板目)
弁柄+柿渋塗り+難燃塗装

簓子下見板張り

下見板を横張りした上に、簓子

と呼ばれるギザギザに加工され

た部材で押さえる

照
明
器
具

　
白
木
に
合
う
照
明
器
具
は
多
い
。
和
が
感
じ
ら
れ
る
ち
ょ
っ
と
モ
ダ
ン
な
も
の
を
探

し
て
は
み
た
け
れ
ど
、
漆
塗
り
に
映
え
る
器
具
と
な
る
と
な
か
な
か
思
い
に
添
う
も

の
が
な
い
。
和
紙
や
竹
、
白
木
と
い
っ
た
白
っ
ぽ
い
材
料
で
は
違
和
感
が
拭
え
な
い
の

だ
。
そ
こ
で
、
ガ
ラ
ス
作
家
の
瀬
沼
健
太
郎
氏
に
制
作
を
依
頼
し
た
。
通
路
を
照
ら

す
「
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
」
型
の
器
具
は
、
芸
妓
さ
ん
の
足
さ
ば
き
に
ハ
ラ
リ
と
ひ
ら
め
く
着

物
の
裾
を
連
想
さ
せ
は
し
な
い
か
。
ザ
ラ
ザ
ラ
か
ら
ツ
ル
ッ
と
し
た
表
情
に
変
化
す
る

表
面
仕
上
げ
は
、
お
茶
屋
建
築
の
芸
の
細
か
さ
に
通
じ
る
。

　
外
壁
は
ヒ
バ
の
簓
子
（
さ
さ
ら
こ
）
下
見
板
に
無
色
透
明
の
難
燃
塗
装
を
下
塗
り
し

そ
の
上
に
柿
渋
に
溶
い
た
弁
柄
を
塗
っ
て
い
る
。
建
物
の
部
材
を
構
成
す
る
寸
法
は

か
な
り
繊
細
で
、
限
界
ま
で
細
く
薄
く
造
ら
れ
、
そ
れ
が
金
沢
の
お
茶
屋
の
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
、
外
壁
の
下
見
板
に
は
、
そ
の
板
の
重
な
り
部
分
の
厚
み
を
薄
く

見
せ
る
た
め
に
一
工
夫
し
て
い
る
。
重
ね
部
分
で
板
厚
を
見
せ
る
と
板
厚
そ
の
ま
ま

が
表
れ
る
た
め
、
下
端
を
３
ｍ
ｍ
切
り
欠
い
て
い
る
。
薄
い
板
を
使
っ
た
よ
う
に
見
せ
て

実
際
に
は
実
を
採
る
見
せ
方
の
一
つ
で
あ
る
。
下
見
板
の
働
き
幅
や
簓
子
の
ピ
ッ
チ

は
茶
屋
街
の
他
の
建
物
を
測
量
し
て
、
良
い
感
じ
に
見
え
る
寸
法
で
決
め
て
い
る
。

　
茶
屋
街
の
他
の
建
物
で
は
、
フ
ァ
サ
ー
ド
（
建
物
の
前
面
）
の
み
が
見
え
る
が
、
「
旧

諸
江
屋
」
は
角
地
で
大
き
な
妻
面
が
見
え
る
た
め
、
弁
柄
の
色
決
め
は
金
沢
市
の
文

化
財
保
護
課
の
方
々
と
相
談
し
て
慎
重
に
決
定
さ
れ
た
。
「
ひ
が
し
」
で
は
近
年
の

改
修
時
に
弁
柄
が
塗
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
高
級
そ
う
な
印
象
が
好
ま
れ
て
か
、

青
森
ヒ
バ
を
使
っ
た
白
木
の
建
物
が
増
え
て
い
る
。 

白
木
の
場
合
は
柾
目
が
映
え
る

が
今
回
の
よ
う
に
弁
柄
を
塗
っ
た
場
合
は
板
目
が
似
合
う
は
ず･･･

な
ど
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
打
合
せ
を
重
ね
て
い
っ
た
。

　
湿
気
の
付
き
や
す
い
こ
の
建
物
で
は
、
特
に
柱
脚
部
を
腐
ら
せ
な
い
た
め
に
は
空

気
を
よ
ど
ま
せ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
通
用
口
方
向
か
ら
床
下
に
入
っ
た
空
気

は
蓄
熱
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
暖
め
ら
れ
、
足
落
と
し
の
框
下
か
ら
漏
れ
出
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
席
周
り
は
、
南･

西
面
が
木
虫
籠
と
な
っ
て
い
て
耐
震
壁
を
入
れ

る
場
所
が
な
い
。
そ
こ
で
厨
房
背
面
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
を
設
け
て
い
る
。
１
階
の

地
震
に
よ
る
水
平
力
は
全
て
そ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
、
開
口

部
を
残
し
た
平
面
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
木
造
部
分
と
違
和
感
な
く
溶
け
込
む

よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
は
紅
漆
喰(

大
津
壁)

が
塗
ら
れ
て
い
る
。

感
じ
た
と
き
、
古
い
柱
や
梁
よ
り
も
、
こ
の
壁
だ
け
は
残
し
た
い
と
気
持
ち
が
固
ま
っ

た｡

　
１
８
０
年
分
の
埃
と
塵
に
ま
み
れ
な
が
ら
３
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
測
量
が
、

私
に
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
時
代
や
性
格
を

色
濃
く
反
映
し
た
建
物
を
再
生
す
る
と
き
、
用
途
が
変
わ
る
改
修
な
ら
ば
も
と
の

建
物
の
成
り
立
ち
は
関
係
な
い
と
割
り
切
る
こ
と
が
私
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
木
の
年

輪
が
私
た
ち
に
時
間
の
経
過
を
静
か
に
語
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
建
物
が
、

脈
々
と
存
在
し
て
き
た
時
間
の
長
さ
を
圧
倒
的
な
迫
力
で
も
っ
て
私
に
示
し
て
く
れ

た
か
ら
だ
。
ど
う
造
ら
れ
、
ど
う
変
化
し
て
き
た
か
を
そ
の
建
物
か
ら
学
ぶ
こ
と
は

大
切
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
る
。

　
私
が
こ
れ
ま
で
設
計
し
て
き
た
建
築
物
は
、
一
体
ど
れ
だ
け
こ
の
世
に
存
在
す
る

の
か
と
ふ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
住
宅
は
平
均
し
て
２
５
年
弱
で
壊
さ
れ

て
し
ま
う
現
状
を
睨
む
と
、
い
い
と
こ
ろ
５
０
年
ほ
ど
か
。
木
造･

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造･

鉄
骨
造
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
本
来
の
寿
命
で
は
な
く
経
済
性
や
生
活
ス
タ
イ

ル
の
変
化
が
優
先
さ
れ
て
壊
さ
れ
て
い
く
。
「
螢
屋
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
建
物

は
、
こ
の
「
ひ
が
し
」
に
在
る
限
り
自
ら
の
都
合
で
壊
さ
れ
る
こ
と
は
恐
ら
く
な
い
だ
ろ

う
。
金
沢
の
文
化
を
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
願
う
浅
田
氏
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
れ
か
ら
も
時
代
と
共
に
変
化
し
つ
つ
次
世
代
に
受
け
継

が
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

            

「
螢
屋
」
の
完
成
に
よ
っ
て
壁
の
年
輪
は

                        

も
う
一
層
増
え
、
十
五
層
目
が
塗
り
重
ね
ら
れ
た

「
旧
諸
江
屋
」
か
ら
「
螢
屋
」
へ

 

　
築
１
８
０
年
あ
ま
り
の
建
物
と
聞
い
て
ど
ん
な
建
物
を
想
像
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一

般
的
に
お
城
、
寺
院
、
神
社
は
も
っ
と
年
月
を
経
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
初
に
皆

さ
ん
が
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
太
い
柱
、
丸
太
の
梁
、
高
い
天
井
を
持
つ
「
田
舎
屋
」

「
古
民
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
古
い
建
物
が
必
ず
し
も
そ

う
と
は
限
ら
な
い
。
京
都
や
金
沢
で
見
ら
れ
る
町
家
や
茶
屋
の
柱
・
梁
は
細
く
、
天

井
も
低
い
。
加
え
て
、
狭
い
間
口
が
奥
へ
と
延
び
る
プ
ラ
ン
が
そ
の
特
徴
だ
。
最
初
に

想
像
さ
れ
た
建
物
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
形
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　

　
今
回
、
私
が
改
修
の
設
計
を
手
掛
け
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
茶
屋
だ

っ
た
。
田
舎
屋
に
は
田
舎
屋
の
造
り
方
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
お
茶
屋
に
は
お
茶
屋

の
造
り
方
や
成
り
立
ち
が
あ
る
。
お
茶
屋
は
基
本
的
に
遊
ぶ
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
な
の

で
座
敷
に
は
押
入
も
な
く
、
床
の
間
に
も
掛
け
軸
な
ど
を
入
れ
て
お
け
る
最
低
限
の

置
き
床
が
あ
る
く
ら
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
芸
妓
さ
ん
が
踊
り
を
舞
う
た
め
の
ス
ペ
ー

ス
と
し
て
「
控
え
の
間
」
が
必
ず
付
く
。
ま
た
、
お
茶
屋
は
町
家
よ
り
も
繊
細
に
造
ら

れ
て
お
り
、
窓
に
は
木
虫
籠
（
「
き
む
す
こ
」
あ
る
い
は
「
き
も
す
こ
」
）
と
呼
ば
れ
る
格

子
が
付
い
て
い
る
。
「
木
で
作
ら
れ
た
虫
籠
」
と
表
現
さ
れ
る
に
相
応
し
い
繊
細
で
細

い
格
子
。
町
家
に
付
い
て
い
る
格
子
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
細
い
寸
法
で
で
き
て

い
る｡

　
そ
う
い
う
知
識
が
増
え
る
と
、
こ
の
建
物
に
自
分
の
趣
味
で
１
０
０
ｍ
ｍ
く
ら
い
の
分

厚
い
立
派
な
テ
ー
ブ
ル
を
持
っ
て
き
て
は
と
ん
で
も
な
い
勘
違
い
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
、
ど
こ
ま
で
薄
く
繊
細
に
見
せ
る
か
、
建
物
の
性
格
に
合
っ
た

細
や
か
な
配
慮
が
必
要
だ
ろ
う
。
設
計
者
は
裏
付
け
の
な
い
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ

や
個
人
の
趣
味
で
寸
法
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
建
物
の
種
類
・
用
途
で
微
妙
な

寸
法
を
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
現
況
を
測
量
し
始
め
た
私
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
多
用
さ
れ
た
再
生
材
、

現
状
を
維
持
で
き
て
い
る
の
が
不
思
議
な
く
ら
い
に
か
細
い
軸
組
、
そ
し
て
あ
ま
り

に
も
雑
な
施
工
に
、
「
一
体
こ
れ
の
何
を
残
す
意
味
が
あ
る
と
言
う
の
か
」
と
い
う

疑
問
に
悩
ま
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
女
子
大
学
の
平
井
教
授
が
手
弁
当
で
建

物
の
調
査
に
来
て
見
つ
け
ら
れ
た
、
何
層
に
も
塗
り
重
ね
ら
れ
た
壁
の
断
面
を
美
し

い
と
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一階床面積
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敷地面積

面    積

測量期間 2001年11月～2002年 1月

主要用途

工事種別 改修

料理店

所在地 石川県金沢市東山1丁目13-24

建物名称 螢屋 (ほたるや)
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改修前は二階雨戸の硝子のプロポーションが縦長で昔からの茶屋街の寸法から外れていた｡

これを本来のプロポーションに戻した｡外壁の色は以前の改修で人工の木材保護材が塗られ

ていた｡近年の改修で茶屋街は白木の外壁にかえられてきた｡白木は何となく高級感をいだか

せるという理由ではないかと想像される｡昔のように弁柄色がいいのか､それとも街自体が少し

ずつ変化していくことも許容するのかという議論があった｡この建物単体としてではなく茶屋街

をどうしていくべきかを行政と協議してこの外壁が決定された｡白木の場合は柾目が映えるが今

回のように弁柄を塗った場合は板目が似合うはず･･･など、ひとつひとつ打合せを重ねていった。

色は､行政･識者の意見を聞きながら色･塗り重ね数など数多くのサンプルを作って決定された｡

南面全景 二階縁側の雨戸を閉めた状態

諸江屋として営業していた昭和40年代頃

工事着工前



南西面

ある時期(恐らく昭和40年代だと思われる)からコーナー部分が壁になっていた

のだが､木部の痕跡や文献から雨戸が回っていたことがわかり元の状態に戻す

ことにした｡

改修前の写真を見ると建物の傾きを修整しないまま外壁材だけを取り替えるとい

う工事だったらしく垂直線がなかった｡ 二階の床レベルが右(道路側)に飛び出て

いる様子が出窓の状態からわかる｡



南面夜景

白木に合う照明器具は多い。和が感じられるちょっとモダンなものを探してはみたけれど、

漆塗りに映える器具となるとなかなか思いに添うものがない。和紙や竹、白木といった白

っぽい材料では違和感が拭えないのだ。そこで、ガラス作家の瀬沼健太郎氏に制作を依

頼した。縁側を照らす「ホタルブクロ」型の器具は店名にも通じ､また芸妓さんの足さばき

にハラリとひらめく着物の裾を連想させはしないか。ザラザラからツルッとした表情に変

化する表面仕上げは、お茶屋建築の芸の細かさに通じないだろうか。各部屋の器具も

雰囲気に合わせて形状を数種類作ることになったが､それ自体が主張しないようにベー

シックなデザインを心掛けた｡



南面 詳細南面 玄関まわり

改修工事で防水性や断熱性を高めるために雨戸の内側にサッシュを取り付ける例がよく見られる｡

伝統的な茶屋形式を守りつつ､性能を満たすために板戸部分には断熱材を入れ､ガラスはペアガラス

とし障子周囲にゴムパッキンを配した｡以前の改修工事で狂っていた､あかり取りガラスのプロポーシ

ョンは､まわりの建物の寸法に合わせて調整している｡

二階縁側の手摺は昭和40年代の改修で竪繁のデザインに替えられていた｡樹種がラワン材であった

ことから年代が特定できた｡デザインが替えられていたことは柱に残った痕跡からわかった｡その痕跡

から元の手摺の形状寸法を導き出してこのシンプルな手摺としている｡



玄関を入って正面方向を見る

左が階段･右が『お蔵』

床仕上げは床暖房された三和土の土間

玄関を振り返る

左側が『お蔵』･上がガラスブリッジ

1階の壁は『切り返し(中塗)』



テーブルは｢福光屋｣の京都伏見工場で使われていた酒樽の蓋を使用

椅子は｢ジオポンティ｣の646というモデルで､座面までの高さ455を女性に合わせて435と足を切っている｡

テーブル高さも普通より少し低めの680としている｡この部屋は土足なので｢硝子の間｣とは微妙に寸法を変えている｡

漆喰塗りの両開き戸の内側に土塗り戸･格子戸･障子戸が付く｡

障子戸の紙貼りのデザインは､現代にも通じるモダンなもので驚いた｡

貼り替えてはあるが､元のままのデザインを残しているので一度見ていただきたい｡

『お蔵』入り口 『お蔵』内部



『カウンター』

料理人の手元を隠すところを、さらりとさらけ出している。料理人の手さばきも料理の一つとい

うところか。本来、お茶屋の1階は住空間であるため天井は張らず、2階の床板を晒す。ここで

はカウンターを境に客席側には天井を張ったが、調理場側はあえて天井を張らずに改修の補

強部材も現しとした。一部分でも改修の苦労を見せたいとの浅田氏のアイデアである。

開口部の多い一階はカウンター厨房背面にコンクリートの耐震壁を設けることで､地震時の水平力

を負担させる｡コンクリートは赤大津壁とすることで違和感無くまわりの雰囲気に溶け込ませている｡

木虫籠の繊細な格子がガラス越しに美しく映える空間で、控えめに存在感を放つ一枚物のケヤキの

カウンターは、最大長さ7,300mm、幅700mm、厚さ40mm。普通は客席と調理場との境を一段高くして



『女子トイレ』 『男子トイレ』

外部に設けられた小さな庭を眺めながら､そのガラスに向かってあたかも立ち小便のように用を足す｡

庭の壁はコルテン鋼の錆出し鉄板下見板張りとしている｡

古い茶屋建築に挿入されたモダンデザインは､それ自体がちょっと話題になることを期待している｡

料亭では料理とサービスが主役であるが､建築がサポートできるのはこういう部分だろうと思う｡

透明ガラスを通して四季の移ろいを楽しめる空間である。雨の雫の流れる様を見上げ、

雪に包まれた感覚を味わう。そして天候が良ければ燦々と射す陽の下で用を足すのも

普段経験できないことだろう。この写真は夏なので日除けとしてヨシズがかけられている｡



『階段』

を替える｢おおばらし｣という工法を使っている。

一階のカウンター席へ向かう廊下には､漆の間の天井と同様の手法で杉の柾目

が施された製作ものの行灯が。まるで絹糸のように繊細な柾目を映しだすやわ

らかな光は、蝋燭の灯りしかなかった時代への郷愁を誘う。  

何層にも重なった仕上塗りがまるで年輪のような美しさを見せるため左上の壁

の一部を抉っている｡この階段上の壁は中でも最も古く、周りの柱･梁はシロア

リがついてぼろぼろだったので取り替えざるを得なかった。改修にあたって壁

を両側から合板でサンドイッチにしてボルトで留め、上から吊り下げつつ骨組



硝子の間から吹抜側を見る 一階土間から吹抜を見上げる

明治期まで屋根は石置き板屋根であった｡その上に帽子のように瓦屋根が被せられた大正期であった｡

吹抜上部では板屋根の下地を再組立して見せている｡一階から屋根下地の様子を見せるため､また圧迫

感を減らすためににブリッジはできるだけ透明に近い素材であることが求められた｡茶屋建築の中に

こういうモダンな素材･デザインが入り込むことには賛否両論あると思う｡

このブリッジは『硝子の間』への専用廊下である｡強化ガラスの15t二枚を合わせガラスにして上部梁

より吊っている｡ガラス自体が構造材としての役割を負担している｡改修前の二階は床が張られて吹抜

もなく土蔵は見えない状態であった｡



『硝子の間』

この部屋だけのためのガラスブリッジを渡りアプローチする｡

ガラスブリッジの素材から安易に連想されるから青色の壁にしたわけではなく

何十年か前にはこの色で塗られていたからこその青色である｡色粉によって調合

された色ではなく､青竹土という土自体が持つ色の美しさを体験していただきたい｡

椅子は｢ジオポンティ｣の646というモデルである｡座面までの高さ455mmを

素足の女性に合わせて425mmと足を切っている｡テーブル高さも普通より

少し低めの670としている｡床からのキャンチで伸びた脚でブロンズフロスト

の強化ガラスが支えられる｡ブリッジと同じくガラスを構造材としている｡



『柳の間』

障子と緑の雨戸を開け放つと、ちょうど正面に広見の柳がそよぐ。両脇を壁でトリミングされ、

あたかも自然が床の間になったかのようだ。天井からは一枚物の和紙を透かして暖かな光が

漏れ、部屋全体を幻想的に照らしている。補強で透き込まれたアルミパイプが、竿縁のような

顔をして和紙を引き締めている。



『柳の間』 『柳の間』外部夜景

壁中央の柱の欠込みは､改修前の10畳間の床の間の違い棚の跡である｡

この部屋でも壁の一部分を欠いて何層にも塗り重ねられた壁土の年輪を見ることができる｡

いい気候になると雨戸と障子を開け放つ｡広見から見上げると暖かな光が溢れそこで食事をして

みたいという気持ちになってしまうだろう｡



『漆の間』

右側の開口は昭和の改修で壁になっていた｡壁の下の痕跡から手摺の跡が見つかったこと､

また「東新地絵図」でも手摺が廻っていることから復元するのが望ましいと判断した｡

この部屋は改修前に床の間付の10帖間であった｡クライアントからの要望である少人数の

個室化に対応するためと､建築的には耐震壁を増やすために二分割して6帖間を二つ作った｡ 



『漆の間』

天井板は漆塗りだが､一部分は薄板を硝子に貼り一般部と同じように漆を塗っている｡ 

日中は普通の漆塗りの天井だが､夕暮れ時になるとその上からの光が柔らかく洩れだす｡

雨戸を開け放つと正面の自由軒や西側の美容室がレトロな雰囲気を醸し出して､ぼんやり

した光の下で食事をすれば時代が逆行したような不思議な気分を味わえることだろう｡



『綾絲』

茶屋街では通りに面した座敷より､奥の中庭に面した座敷の格が高いとされている｡

それでこの部屋は､芸妓さんをよんでの遊びにも使えるように基本は元の作りをいかしている｡

芸妓さんが踊ることを想定して､控えの間の照明器具は座敷より少し高めの位置に配される｡

壁の色は朱壁であるが､京土の紅土と稲荷山土を混ぜてくっきり鮮やかとは違った艶っぽい色をつくった｡


