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・表紙写真  与助尾根遺跡縄文復原住居  (茅野市尖石縄文考古館蔵 )

春日山権現験記絵巻  (模本 東京国立博物館蔵 )

本棟造り 堀内家住宅  (堀内伸二氏蔵 重要文化財)

。裏表紙写真 屋根の融雪ができる住宅  (飯 山市)

。背景写真  ヒノキ埋もれ木の年輪  (長野県立歴史館蔵 )



は

じ

め

に

長
野
県
立
歴
史
館
で
は
、
信
濃
国

・
長
野
県
に
お
け
る
生
活
文
化
を
ま
と
め
、
平
成

一
一
年
度
か
ら

「衣

・
食

・
住
」
に
分
け
て
、
ブ

ッ
ク
レ

ッ
ト
を
刊
行
し
て
き
ま
し
た
。
平
成

一
三
年
度
は

「住
」
を
刊
行
し
、
こ
れ
で
二
部
作
が
完
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

住
ま
い
ほ
ど
人
び
と
が
長
年
の
生
活
の
中
で
経
験
し
た
卸
息
に
も
と
づ
き
、
風
土
に
よ
く
迪
応
し
、
あ
る
い
は
き
び
し
い
自
然
条
件
に
対
応
し

て
つ
く
り
あ
げ
た
消
費
財
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
個
人
の
趣
味
や
恙
向
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
住
宅
は
、
「民
家
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

信
州
の
風
土
は
広
く
て
き
わ
め
て
多
様
で
す
が
、
各
地
域
の
自
然
や
文
化
に
迪
応
し
た
民
家
が
多
く
あ
り
ま
す
。

信
州
の
農
山
村
に
お
け
る
近
世
以
降
の
農
家

・
林
家
の
基
本
的
な
民
家
は
、
寄
せ
棟
の
茅
葺
き
で
平
入
り
で
す
。
正
三
角
形
に
近

い
屋
根
の
勾

配
は
、
重

い
積
雪
に
耐
え
う
る
の
で
、
力
学
的
に
合
理
的
な
構
造
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
分
厚
い
茅
葺
き
は
、
強
い
日
射
を
さ
え
ぎ

っ
て
、

真
夏
で
も
部
屋
の
内
部
が
涼
し
く
、　
一
方
、
き
び
し
い
冬
に
は
寒
さ
を
防
い
で
く
れ
ま
す
。
信
州
で
と
れ
る
茅
は
、
標
高
が
高

い
ほ
ど
細
い
の
で

す
が
、
硬
く
て
品
質
が
よ
い
の
で
す
。
茅
葺
き
屋
根
は
囲
炉
哀
で
火
を
た
く
と
よ
く
乾
燥
し
て
、
虫
が
わ
か
な
い
の
で
、
南
向
き
の
斜
面
は
五
〇

年
間
も
保
た
れ
て
い
ま
す
。

第

二
次
世
界
大
戦
後
、
毎
年
茅
場
に
大
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
屋
根
を
葺
く
茅
の
入
手
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ト
タ

ン
屋
根
材
が
安
く
出
ま
わ

っ
た
こ
と
か
ら
、
晨
家
の
屋
根
の
多
く
は
赤
や
空
色
な
ど
の
カ
ラ
ー
ト
タ
ン
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
農
山
村

の
落
ち

つ
い
た
村
落
景
観
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
ト
タ
ン
の
色
彩
を
茅
の
色
に
近

い
も
の
に
修
景
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。

信
州
の
町
屋
は
、
も
と
は
板
葺
き
の
石
置
き
屋
根
が
多
か

っ
た
の
で
す
が
、
江
戸
中
期
以
降
、
瓦
葺
き
に
変
わ

っ
て
い
き
ま
し
た
。
耐
火
性
が

重
要
視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
た
気
の
飢
黎
を
厚
さ
五
寸

（約

一
五
付
炉
）
ほ
ど
に
会

っ
た

「薦
獣
ど
り
」
や

一
尺

（約
二
〇
付
ソ
）
ほ
ど
に
塗
り

こ
め
た

「土
蔵
造
り
」
が

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

～
♭
，

長
野
県
は
第

二
次
世
界
大
戦
中
、
大
規
模
な
空
襲
を
受
け
な
か

っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
長
野
や
松
本
を
は
じ
め
と
す
る
中
小
都
市
に
は
、
大
壁

造
り

ｏ
土
蔵
造
り
な
ど
の
町
屋
が
各
所
に
残
さ
れ
て
お
り
、
重
厚
な
町
並
景
観
が
み
ら
れ
ま
す
。
中
山
道
の
宿
場
町
で
あ

っ
た
妻
籠
宿

（南
木
曽

な

ら

か

わ

　

　

　

　

　

は

っ
こ
く

か

い
ど

う

　

　

う

ん

の
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぃ
　

し

町
）
と
奈
良
井
宿

（楢
川
村
）
、
北
国
街
道
の
海
野
宿

（東
部
町
）
な
ど
に
は
、
江
戸
末
期
の
町
並
が
よ
く
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が

評
価
さ
れ
て
、
文
化
庁
か
ら

「重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
小
諸

・
長
野

・
須
坂

・
小
布
施

・

松
代

・
稲
荷

山

・
松
本

・
大

町

・
下
諏
訪

・
飯

口
な
ど

に
お

い
て
も

町
並
を
修
景
す
る

こ
と
で
、

町
づ
く

り
を
進

め
て

い
ま
す
。

本
書
は
縄
文
の
昔
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
信
州
に
お
け
る
住
宅
の
移
り
変
わ
り
、
ま
た
そ
の
中
で
営
ま
れ
た
暮
ら
し
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
住
文
化
の
歴
史
を
よ
く
み
て
、

二
一
世
紀
に
お
け
る
新
し
い
住
宅
文
化
を
創
造
し
て
い
く
“
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

一δ

９

一年
二
月

館
長
　
市
川
　
健
夫



信
濃
の
風
土
と
歴
史
③

住
―
た
て
る

・
す
む

・
く
ら
す
―

は
じ
め
に

日
　
次

原
始
の
家
を
掘
る

原
始
の
住
ま

い
の
よ
う
す

竪
穴
住
居
内
の
住
み
わ
け

仕
事
場
と
な

っ
た
家

ム
ラ
の
暮
ら
し

家
を
建
て
る
道
具

【テ
ー
マ
学
習
①
】

川
と
と
も
に
あ
る
住
ま

い

富
裕
農
民
の
住
ま

い

門
前
町
の
に
ぎ
わ

い

戦
国
人
の
住
ま
い

寺
院
や
館
を

い
ろ
ど

っ
た
ヤ
世
の
庭
園

住
ま

い
を

「
か
こ
む
」
形
の
変
化

【テ
ー
マ
学
習
②
】

村
人
の
家
と
生
活

城

下
町
の
家
並

宿
場
の
よ
う
す

32 30 28 26 24 22 20 18 16 1412 10 8 6 4 2  1



民
家
の
間
取
り
と
部
屋

地
域
で
異
な
る
家
の
造
け

ト
イ
レ
の
移
り
変
わ
――

【テ
ー
マ
学
習
③
】

長
野
県
に
つ
く
ら
れ
た
洋
館

養
呑
農
家

の
移
り
変
わ
り

大
正
時
代
の
住
宅
事
情

生
活
の
変
化
と
住
ま

い

鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
家

。
こ
れ
か
ら
の
家

あ
か
り

【テ
ー
マ
学
習
④
】

「
日
本
の
屋
根
」
信
州
の
住
文
化

参
考
文
献

協
力
者

の
み
な
さ
ん

あ
と
が
き

・
利
用
案
内

5857 54 52 50 48 46 44 4240   38 86 34



原
始
の
家
を
掘
る

竪穴住居跡の発掘調査

(弥生時代中期 約2000年 前 長野市松原遺跡)

断面にあらわれた洪水に埋 もれた家

888年 の千曲川の大洪水によって川砂に埋もれた

竪穴住居

(平安時代 更埴市屋代遺跡群)

火山灰に埋 もれた家 (古墳時代 約1500年前 群馬県子持村黒井峯遺跡 子持村教育委員会提供)

黒井峯遺跡は、標電山の噴火によって厚さ2mの軽石層におおわれた。そのため、普通なら残ることのない竪穴住居の屋根の構造までわ
かる重要な発見となった。写真の住居は寄せ棟でしかも土華きであったことがわかった。

◆
発
掘
調
査
で
わ
か
る
建
物
の
よ
う
す

右
上
の
写
真
は
、
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
わ

か
り
ま
す
か
。

弥
生
時
代
の
家
の
発
掘
調
査
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
発
掘
調
査
を
し
て

い
る
と
、

「な
ぜ
、

そ
こ
に
家
が
あ
る
の
が
わ
か
る
ん
で
す
か
。
」
と

よ
く
た
ず
ね
ら
れ
ま
す
。
縄
文
時
代
か
ら
苦
墳
時

代
は
地
面
を
掘
り
下
げ
て
床
を

つ
く

っ
た
半
地
下

式
の
竪
穴
住
居
と
よ
ば
れ
る
家
に
住
ん
で
い
る
場

合
が
グ
く
、
そ
の
家
が
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
あ
と

に
ま
わ
り
の
上
が
入
り
こ
み
、
上
の
色

の
ち
が

い

か
ら
家
の
形
や
大
き
さ
が
わ
か
る
の
で
す
。

こ
う

し
た
調
査
の
積

み
重
ね
に
よ

っ
て
、
数
十
年
前
と

い
う
大
昔
の
家

の
よ
う
す
が
少
し
ず

つ
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

◆
発
掘
資
料
か
ら
建
物
を
推
測
す
る

発
掘
調
査
か
ら
わ
か
る
当
時

の
家

の
よ
う
す

は
、
多
く
の
場
合
地
面
に
掘
り
こ
ん
だ
竪
穴
住
居

や
柱
穴
の
跡
が
わ
か
る
だ
け
で
す
。
家
を
支
え
る

柱
や
屋
根
を
支
え
る
カ
ヤ
な
ど
植
物
性
の
も
の
は

ほ
と
ん
ど
残
り
ま
せ
ん
。
ど

の
よ
う
な
材
料
を
ど

の
よ
う
に
カロ
エ
し
て
家
を

つ
く

っ
た
か
、
屋
根
の

形
や
高
さ

・
葺
き
方
は
ど
う
だ

っ
た
の
か
な
ど

は
、
よ
い
条
件
が
そ
ろ
わ
な

い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。



家屋文鏡にみえる建物

家形埴輪

(古墳時代 須坂市天神1号墳

須坂市立博物館蔵) (古墳時代 奈良県佐味田宝塚古墳 宮内庁蔵 右は建物の復原画)

棟木

”敵

出土 した建築部材か ら

古墳時代の建物 を復原

(長野市榎田遺跡 長野県立歴史館蔵)

出土した建築部材はその加工のようすから何に使

われたものかを判断することができる。それらを

組み合わせることで当時の建物を復原することも

可能である。

で
す
か
ら
、

こ
れ
ま
で
は
家
形
埴
輪

・
家
屋
文

鏡

・
土
器
や
銅
鐸
に
表
現
さ
れ
た
家
な
ど
の
資
料

や
数
少
な

い
発
掘
資
料
か
ら
建
物
の
よ
う
す
を
推

測
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

◆
出
土
し
た
建
築
部
材
か
ら
建
物
を
復
原
す
る

最
近
に
な

っ
て
低
湿
地
の
遺
跡
調
査
が
増
え
、

建
築
部
材
の

一
部
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
発
見
さ
れ
た
建
築
部
材

か
ら
当
時
の
家
の
建
築
材
料
や
構
造
、
建
築
技
術

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

長
野
市
の
榎
口
遺
跡
か
ら
は
苦
墳
時
代
の
建
物

の
建
築
部
材
が
大
量
に
出
上
し
ま
し
た
。
発
掘
現

場
で
の
調
査
デ
ー
タ
や
家
形
埴
輪
の
表
現
、
建
築

に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
建
築
部
材
の
カロ
エ

の
跡
の
観
察
を
加
え
、
掘
立
柱
の
建
物
の
構
造
を

復
原
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。　
　
　
Ｔ
脇
正
茎



原
始
の
住
ま
い
の
よ
う
す

③

①旧石器時代の家の想像図 (鳥居 亮 画)

旧石器時代に堅穴住居等の建物の跡はほとんど

発見されない。食料を求め移動生活を送ってい

た旧石器時代の人びとは、一か所に定まった家

をもたず、移動した土地土地で草木で葺いた簡

単な小屋をつくったのだろう。

②岩陰での生活の復原
(縄文早期 約8000年 前 北相木村栃原岩陰遣跡

北相木村考古博物館蔵)

千曲川の上流、相木川の渓谷にあった幅・奥行

き約8mの広さの岩陰に、1000年 にわたって人び

とが生活を営んだ跡が発見された。

③縄文時代の堅穴住居
(縄文中期 約4500年 前 茅野市与助尾根追跡

茅野市尖石縄文考古館蔵 )

④土葺き屋根の堅穴住居
(縄文中期 約4000年 前 富山市北代遺跡)

宮山県や群馬県、岩手県では土葺き屋根の竪穴

住居が確認されている。寒冷な長野県でも同じ

ような土葺き屋根の竪穴住居がつくられたかも

しれない。

◆
竪
穴
住
居
の
登
場

今
か
ら

一
万
年
以
上
前
、
旧
石
器
時
代
か
ら
縄

文
時
代
の
初ヽ
め
ご
ろ
ま
で
の
人
び
と
は
ナ
ウ
マ
ン

ゾ
ウ
や
オ
オ
ツ
ノ
ジ
カ
等

の
大
型
動
物
を
追

い
求

め
移
動
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
定
住

は
せ
ず
、
洞
穴
や
岩
陰
に
住
ん
だ
り
、
簡
単
な
小

屋
を

つ
く

っ
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

約
八
〇
〇
〇
年
前

こ
ろ

（縄
文
時
代
早
期
）

に

な
る
と
、
し

っ
か
り
と
し
た
竪
穴
住
居
を

つ
く

っ

て
小
さ
な
ム
ラ
を

つ
く

っ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
竪
穴
住
居
は
、
地
面
を
掘

り
く
ぼ
め
て
床
を
張
り
、
室
内

に
炉
を
設
け
て

者
〔炊
き

・
暖
一房

・
あ
か
り
な
ど
に
用

い
ま
し
た
。

屋
根
は
カ
ヤ
の
よ
う
状
植
物
質
の
材
料
で
葺
き
ま

し
た
。
寒
さ
を
防
ぐ
た
め
に
土
屋
根
を
の
せ
た
竪

穴
住
居
も
あ
り
ま
し
た
。

中
国
大
陸
か
ら
伝
わ

っ
た
か
ま
ど
が
東
日
本
ま

で
普
及
し
た
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
住
居
の
な
か

の
炉
は
壁
ぎ
わ
に
設
け
た
か
ま
ど
か
ら
壁
の
外

へ

煙
を
出
す
構
造
に
変
化
し
ま
し
た
が
、
竪
穴
住
居

の
形
式
は
人
び
と
の
家
の
代
表
と
し
て
平
安
時
代

末
ま
で
使
わ
れ
続
け
ま
し
た
。

◆
掘
立
柱
の
建
物

建
物
に
は
、
竪
穴
住
居
の
他
に
地
面
を
掘
り
く



平石 を敷 いた堅穴住居

跡 (縄 文後期 約3500年

前 望月町平石過跡 望月

町教育委員会提供 )

入り回の部分が張り出して

いて、手鏡の形に似ている。

床には「鉄平石」が敷き詰

められている。円形部の中

央に炉がある。

縄文時代 の高床建物

(縄 文前期 約5500年 前

長野県立歴史館蔵 )

原村阿久遺跡をもとに長野

県立歴史館常設展示室に復

原されている。

古墳時代の竪穴住居 (6世紀 塩尻市平出遺跡 塩尻市立平出博物館蘭

古墳時代の後半から堅穴住居内にかまどが備えつけられるようになる。

ぼ
め
な

い
建
物
も
あ
り
ま
し
た
。
柱
の
部
分
だ
け

穴
を
掘
り
柱
を
立
て
て

つ
く
る
の
で

「掘
立
柱
建

物
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
建
物
は
す
で
に

約
六
〇
〇
〇
年
前

（縄
文
時
代
前
期
）
か
ら
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。
倉
庫
と
し
て
使

わ
れ
た
高
床
式
の
建
物
と
、
住
居
と
し
て
使
わ
れ

た
平
地
式
の
定
物
が
あ
り
ま
す
。
更
埴
市
屋
代
遺

跡
群
で
は
縄
文
時
代
の
、
長
野
市
松
原
遺
跡
で
は

弥
生
時
代
の
平
地
住
居
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

原
始
時
代

の
家

の
多
く
は
竪
穴
住
居
で
し
た

が
、
ほ
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
の
家
あ

っ
た
こ
と

が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
Ｔ
脇
正
３

蛉

縄文時代の平地住居 (縄文中期 約4500年 前

新潟県立歴史博物館蔵 堀越知道提供)

新潟県塩沢町五丁歩遣跡をもとに新潟県立歴史博物館常設展示室に復原され

´   /4
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弥生時代 の平地住居跡 (弥 生中期 約2000年 前 長野市松原過

跡)

円形の満が平地住居の周囲に掘られた周満。何回も建てかえがおこ

なわれているのがわかる。写真の奥には同時代の堅穴住居の跡もみ

られる.



復 原 した竪穴住居 内の

住 みわけ (長野県立歴史館

常設展示室)

縄文時代前期 (約 6000～

5000年前)の 阿久遺跡で見

つかった竪穴住居跡等をもと

に復原した。炉を中心として、

男の座、女の座、子どもの座

を配置し、それぞれが果たし

た役害1に応じて道具類を置い

た。

竪
穴
住
居
内
の
住
み
わ
けクマやイノシシ

の頭がい骨

竪 穴 住 居 と現 代 の ア パ ー トの 広 さ

(茅野市棚畑遺跡)

縄文時代中期 (約 4500年 前)の竪穴住居

(72m× 70m)と 3DKのアパー トの平面

図を重ねると、ほぼ同じ大きさになる。

◆
堅
穴
住
居
内
の
住
み
わ
け
と
広
さ

歴
史
館
で
は
、
縄
文
時
代
の
四
人
家
族
が
住
ん

だ
竪
穴
住
居
を
想
定
し
、
復
原
し
て
い
ま
す
。
現

在
の
よ
う
に
壁
で
部
屋
を
区
切

っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
大
き
な
住
居
に
な
る
と
、
三
Ｄ
Ｋ
ア
パ
ー
ト

の
平
面
図
を
重
ね
て
も
ほ
ぼ
同
じ
広
さ
で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
当
時
は
炉
を
中
趙
に
、
日

常
生
活
や
生
産
活
動
ま
た
は
習
俗

・
屋
内
祭
祀
等

の
場
が
決
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

◆
祈
り
の
場
を
持
つ
家

縄
文
時
代
の
住
居
に
は
、
日
常
生
活
と
は
別
に

当
時
の
信
仰
と
か
か
わ
る
場
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
胎
盤
を
納
め
て
毎
日
踏
む
こ
と
に
よ

っ
て

子
ど
も
の
健
康
を
祈

っ
た
と
さ
れ
る
埋
甕
は
入
り

口
に
、
奥
ま

っ
た
壁
ぎ
わ
に
は
石
組
み
の
祭
増
一が

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
台
所
の
登
場

苦
墳
時
代
に
は
、　
一
斉
に
か
ま
ど
を
も
つ
家
が

出
現
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
炉
の
周
囲
で
調
理
も

食
事
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
か
ま
ど
が

登
場
し
た
こ
と
で
、
竪
穴
住
居
の
な
か
に
調
理
を

お
こ
な
う
た
め
の
専
用
の
場
所
＝
台
所
の
ス
ペ
ー

ス
が
で
き
ま
す
。
そ
の
脇
に
は
食
べ
物
を
貯
蔵
す

る
穴
が
掘
ら
れ
、
近
く
に
調
理
具
や
食
器
が
ま
と

め
て
置
か
れ
て
い
ま
す
。

（野
澤
誠

一
）



,,1‐

‐ヽ 劇熙ヴ

::職       理

言
ム

41

牌

縄文時代の堅穴住居 (豊丘村伴野原遺跡33号住居跡 ,酉井幸則提供)

縄文時代中期 (約4500年前)に つくられた竪穴住居跡である。毎日通る入り口には穴を平石で蓋をした埋甕が納められ、その

脇に立石が配置されている。中央奥寄りには大きな石組みの炉を備え、さらにその奥には祭壇が設けられ祭りの場が意識され

ている。面積が約60面 の大型住居で、特殊な使われ方をした土器である釣手土器も出土している。

復 原 した古 墳 時 代 の

台 所 (塩 尻市平出遺跡

塩尻市立平出博物館蔵 )

かまどは熱効率が高 く、

胴の長い甕がかけられ、

米を蒸すための甑がのせ

られた。

FI

出土 した古墳時代 の かま どと食器・ 調理具

(長 野市篠ノ井遺跡群新幹線地点353号住居跡

長野県立歴史館蔵 )

かまどにかけられた甕や周囲の調理具・食器がそ

のまま残されていた。



磨製石鏃 をつ くった住居 (高森町北原過跡 下伊那教育会蔵 )

発掘調査された、弥生時代中期 (約 2000年前)の住居跡のすべて

から、磨製石鏃の未完成品及び敲石・砥石・台石など石器をつく

る道具類が出土 した。その結果、家の中では下図のような工程で

磨製石鏃がつくられていたことがわかった。           .

f

<敲石 (素材をはぎ

取った石器)>

θ

● 0

▲0
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仕
事
場
と
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家
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Ｑ
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◆
仕
事
場
で
も
あ

っ
た
住
居

住
居
は
、
食
事
や
睡
眠
な
ど
日
常
生
活
の
場
で

あ
る
と
と
も
に
、

始
要
な
も
の
を

つ
く
る
仕
事
場

に
も
な
り
ま
し
た
。
発
掘
調
査
し
た
住
居
の
中
に

残
さ
れ
た
石
器
な
ど
の
道
具
類
、
未
完
成
品
や
石

屑
等
か
ら
、
家
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
原
始
時
代
に
は
、

生
活
に
踏
要
な
も
の
は
す
べ
て
自
分
自
身
で

つ
く

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
木
を
き

っ
た
り
動
物

を
捕

っ
た
り
す
る
た
め
の
石
器
や
鉄
器
、
衣
類
や

敷
物
、
身
を
飾
る
勾
玉

・
管
玉
な
ど
の
玉
類
な
ど
、

家
の
な
か
で
で
き
る
作
業
は
、
家
族
が
協
力

ｏ
分

担
し
て
お
こ
な

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

◆
浮
か
び
上
が
る
屋
内
作
業
の
よ
う
す

竪
穴
住
居
で
は
作
業
を
す
る
場
所
を
決
め
、
屋

内
で
で
き
る
仕
事
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

高
森
町
北
原
遺
跡
で
は
、
出
土
し
た
弥
生
時
代

住
居
跡
七
軒
の
す
べ
て
か
ら
磨
製
石
鏃
の
未
完
成

品
や
製
作
用
の
道
具
が
見

つ
か
り
、
原
石
か
ら
調

整
、
穴
開
け
ま
で
工
程
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

丸
子
町
社
軍
神
遺
跡
で
は
、
古
墳
時
代

（五
世

紀
前
半
）
の
住
居
の
壁
に
沿

っ
て
幅

一
二
〇
付
ド
、

高
さ

一
〇
付
炉
の
床
に
工
作
用
の
穴
が
掘
ら
れ
台

石
が
置
か
れ
、
周
囲
に
磨
き
か
け
の
管
玉
や
石
屑

が
散
乱
し
て
い
ま
し
た
。
家
の
な
か
に
作
業
場
を

設
け
て
い
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
９
澤
誠
こ

10



ベ ンカラ を蓄 えた土器

(長野市松原過跡 長野県立歴

史館蔵)

弥生時代後期の土器群 (長 野市篠ノ井

遺跡群新幹線地点 長野県立歴史館蔵)

ベンガラを磨 った台石 と石liB

(長野市松原遺跡 長野県立歴史館蔵)

土器 を彩色 した住居

(長野市松原遺跡 長野県立歴史館蔵)

弥生時代中・後期 (約 2000年 前)の千曲川流域を中心と

した地域では、ベンガラ (酸 化第二鉄)で赤く塗った土

器が盛んに使われる。どうやら住居内で彩色の作業をし

ていたらしい。

―     ‐

‐

 ‐

■     ‐

彎 ・‐1 」lit
土器に赤いベンガラを塗っていた住居跡 (長 野市松原遺跡 長野県立歴史館蔵 )

一
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」江

（

↓

田
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□↓
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一鯛

「

け

↓

玉 をつ くった住居

(丸子町社軍神遺跡 丸子

町郷土博物館蔵 )

深く掘った工作用の穴の手

前に大きな台石が置かれて

いる。家のなかに作業場が

あったことがよくわかる。原石→ 打ち害」り・磨り研き調整→完成

出土 した管玉の未完成品

(丸子町社軍神遺跡 丸子町郷土博物館蔵)

敷物 を編 んだ住居

(佐 久市栗毛坂遺跡群B地区 長野県立歴

史館蔵)

わらなどで敷物 (こ も)を 編むときに使

った石のおもりが住居跡にそのまま残さ

れていた。
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ム
ラ
の
暮
ら
し

縄文 のム ラ (長野県立歴史館常設展示室 原村阿久遺跡を復原)

八ヶ岳をのぞむ森林をきりひらいてつくられた縄文時代前期 (約 6000年 前)のムラの景観を復原 した。人びとが共同で作業や祭りを

おこなう広場を中心として竪穴住居と高床建物が環状に並んでいる。気候の温暖化が進んで自然の恵みが豊かになると定住する生活

が当たり前になって、標高1000mに 近い土地にも集落が営まれた。このムラの広場の中心には二列に並んだ列石と立石が配置され、

そこが祭りの場としての機能を果たした重要な場所であることがわかる。

◆
集
落
の
形
成

今
か
ら
約
六
〇
〇
〇
年
前

の
縄
文
時
代
前
期
に

は
、
数
軒
か
ら
数
十
軒

の
家
か
ら
な
る
集
落
を

つ

く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
気
候
が
温
暖
化
し
て
周

囲
の
森
に
は
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
動
物
が
群

が
り
、
ド
ン
グ
リ
類
、
ク
リ
、
オ

ニ
グ
ル
ミ
な
ど

木
の
実
が
豊
富
に
実

っ
て
い
て
、　
一
つ
の
場
所
で

生
活
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
森
林
を
き

り
ひ
ら
き
、
竪
穴
住
居
を
建
て
、
数
十
人
が
住
む

ム
ラ
を

つ
く

っ
て
豊
か
な
自
然
の
中
で
暮
ら
し
ま

し
た
。

◆
水
田
の
管
理
と
戦
い
へ
の
備
え

弥
生
時
代
は
本
格
的
に
農
耕
が
始
ま

っ
た
時
代

で
す
。
人
び
と
は
、
水
稲
耕
作
に
適
し
た
河
川
沿

い
の
湿
地
に
水
口
を
き
り
ひ
ら
き
、
自
然
堤
防
の

上
に
ム
ラ
を
移
し
て
、
晨
地
と
農
作
物
を
管
理
し

守
る
た
め
に
、
水
口
の
近
く
で
暮
ら
す
よ
う
に
な

り
ま
す
。

豊
か
な
生
産
を
保
証
す
る
農
地
は
ほ
か
の
ム
ラ

と
の
争
い
を
生
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ム
ラ
を
取

け
囲
む
深
い
溝
を
掘
り
、
柵
を
建
て
る
、
守
り
の

機
能
を
持

っ
た
ム
ラ
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

◆
権
力
者
の
い
る
ム
ラ

古
墳
時
代
に
な
る
と
、
地
域
を
支
配
す
る
有
カ

12
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稲作 のムラ (長野市春山B遺跡をもとに復原)

千曲川によって運ばれた土砂が積もって自然堤防

ができる。人びとはその上にムラをつくり、まわ

りの低湿地 (後 背湿地)に水田をきりひらいて竪

穴住居数棟で小グループがつくられ、生活をして

いた。

―

一

守 りのム ラの構 造

戦 いへの備 え (長野市松原過跡をもとに復原)

弥生時代中期の大集落を、幅約3m、 深さ約15mの

断面∨字型の満で囲んでいる。松原週跡ではこの

ような大きな溝と柵によって外部と隔てられた空

間にムラをつくった。人の通行を妨げるような満

を掘るのは、ムラを守るため戦いに備えたと考え

られる。

権 力者 のいるム ラ

(群 馬県群馬町三 ツ寺迎

跡・保渡田古墳群等を復原

かみつけの里博物館蔵)

古墳時代には強力な権力者

があらわれるので、ほかよ

りも格段に大きな幅広い堀

と石垣に国まれた館がつく

られた。その周囲にかれを

支えた人びとのムラと水

田・畑地が広がり、少し離

れて力に見あった大きさの

前方後円墳がつくられてい

る。

者

の
館
や
古
墳
を
も

つ
ム
ラ
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

豊
か
な
農
業
生
産
を
背
景
と
し
て
、
大
き
な
力
を

も

つ
権
力
者
を
中

趙
に
し
た
ム
ラ
が

つ
く
ら
れ
ま

，ワ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（野
澤
誡
一）

一ぞ
み一
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テーマ学習
①

豊富

では、

な木材資源に恵ま 日本

定住 を始めた縄文時代から

木を材料 とす る建築がつ くられ、

その道具や技術 も発逹 してきまし

た。家を建てる道具の移 り変わ り

を見てみましょう。   (宮脇正実)

縄文時代の磨製石斧

(縄文前期 約5000年 前 柄つき

の石斧は復原複製 長野市松原

遺跡 長野県立歴史館蔵)

12000～ 13000年前の石器

(南箕輪村神子柴遺跡 林茂樹蔵 上伊那郷土

館保管 重要文化財)

家

L熱|
ゴ主主L

弥生時代中期の石斧のセット

(大阪府池上遺跡出土から複製
竹中大工道具館蔵)

弥生時代後期の鉄撃
(上田市浦田B遺跡 上田市立信濃
国分寺資料館蔵 大阪府立弥生文
化博物館提供)

弥生時代後期の槍飽
(更埴市屋代遺跡群 長
野県立歴史館蔵)

②石斧から鉄斧ヘー弥生・古墳時代一

弥生時代の中ごろから後半にかけて、中国大陸から

金属器が伝わり、石斧から鉄斧への変化が起こりまし

た。鉄斧は石斧に比べてじょうぶで切れ味が鋭 く、複

雑な木材加工ができるようになりました。大型鉄斧は

縦斧として伐採・製材用に、小型鉄斧は横斧 として部

材加工用に使われ、僣艶 (鈍 )・ 鉄盤も使われるように

なりました。

古墳時代には、鉄斧や鉄盤の構造が強固になり、槍

飽 も大型化 し、鉄製の鋸 も登場するなど、道具の種類

も増えてきました。

③道具の確立と大鋸の登場一古代・中世一
古代になると、大陸から伝来 した仏教寺院建築によ

って高度な建築技術が定着・普及していきました。そ

れにともなって、建築用の道具 も種類が増え、用途に

応じて使い分けられるようになりました。

さらに、中世にはそれまでなかった縦続 きの大鋸が

中国から伝わり、建築用板材をさまざまな木から効率

よく生産することができるようになりました。

①石斧の発達―縄文時代―

金属の道具が発明される以前、木をきったり、

加工 したりする道具は石製のものが中心でした。

縄文時代前期 (6000～ 5000年前)に なると気候の

温暖化にともなって大本のしげる森ができ、太い

樹木を伐採 したり、加工 したりすることが巌んに

なりました。これに応 じて石斧の種類や数も増加

し、磨かれた刃も両刃と片刃に分けられ、斧の形

も縦斧・横斧があらわれました。

弥生時代になると、伐採用には縦斧、加工用に

は横斧というように用途に応 じて使われるように

なりました。

眩 封靱
巾

、二
=虹

_,' ⑥刀子 〈とうす)

紫金山古墳出上の鉄製工具 (4世紀)の復原複製

(大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)
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鎌倉時代の建築工事場面 (「 春日山権現験記絵巻」 模本 東京国立博物館蔵)

a tt           b tt         c手 斧  ...   d槍 飽・ (鈍)   e墨 壺
大鋸が登場する以前の鋸は横挽き 板材をとるときに、木目に 板の表面を荒削りする 板の表面の仕上げる道具 建築部材に長い直線を引く
専用で、木の葉形をしていた   そって縦に害」る道具。両刃 道具                     道具

でくさびの役害」をする

絵巻に登場する鎌倉時代の大工道具 (複製 長野県立歴史館爾

室町時代に普及した「大鋸」
(兵庫県石革寺伝来品の複製 竹中大工道具館蔵 )

大鋸挽 きのようす

(金陵山古絵図 岡山県

西大寺観音院蔵 岡山県

立博物館提供)

④大工道具の完成―近世・近代―
江戸時代初めに台飽が伝わり、大工道具が出そろいます。また、職

人による仕事の分業が進み、それぞれが専用の道具を使うようになり

ました。

に枚刃掘鷺留 現■
ま
鮒[茸frr閾 1嘔315i:鷲業

の伝統的な大工道具は次第に衰退 していきました。

混岱における改良 (「 両刃鋸」と
台飽 )

(竹 中大工道具館蔵)

員
∪



川
と
と
も
に
あ
る
住
ま
い

更埴市屋代・雨宮地区の景観 罹提稀屋代遺跡群・更埴条里遺跡)

千曲川に沿って集落のある地域が自然堤防の地形で、多くの遺跡が集中しており、屋代遺跡群とよばれている。集落のない水田の

地域が後背湿地の地形で、弥生時代以来の水田跡などの遣跡が地下に存在し、更埴条里遺跡とよばれている。

◆
川
が
つ
く
り
出
す
地
形

大
き
な
川
が
平
地
を
ゆ

っ
た
り
流
れ
る
と
こ
ろ

で
は
、
流
路
に
沿

っ
て
土
砂
が
河
岸
に
堆
積
し
た

自
然
堤
防
と
よ
ば
れ
る
微
高
地
や
、
そ
の
背
後
に

広
が
る
後
背
湿
地
と
よ
ば
れ
る
平
地
が
み
ら
れ
ま

す
。

こ
れ
ら
は
長

い
年
月
の
間
に
川
の
流
路
の
変

化
、
洪
水
、
上
流
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
土
砂
の
堆

積
な
ど
に
よ

っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
地
形
で
す
。

◆
川
沿
い
の
暮
ら
し

現
在
で
も
、
水
が
得
や
す

い
後
背
湿
地
は
水
ロ

な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ま
た
洪
水
な
ど
の
と
き

に
後
背
湿
地
よ
り
も
水
に
浸
か
り
に
く
い
自
然
堤

防
の
上
に
は
、
家
が
建
て
ら
れ
集
落
が
形
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
川
の
近
く
の
地
形
を
利

用
し
た
生
活
は
、
遺
一跡
の
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
苦

く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
後
背
湿
地
な
ど
で
は
水
口
の
跡
な
ど

が
見

つ
か

っ
て
お
り
、
自
然
堤
防
上
に
は
竪
穴
式

や
掘
立
柱
の
建
物
の
跡
が
た
く
さ
ん
見

つ
か

っ
て

い
ま
す
。

遺
跡
か
ら
は
、
水
辺
で
祭
祀
を
お
こ
な

っ
た
り
、

魚
な
ど
を
獲

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
も
見

つ

か
り
、
人
び
と
が
た
び
た
び
洪
水
の
被
害
を
う
け

な
が
ら
、
川
の
恵
み
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
よ

う
す
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
律
口
伊
８
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口
「

「
―

飛鳥～平安時代の集落 と水田 (更埴市屋代遺跡群)

集落跡にみえるくばみや穴は建物、柱、炉などの跡。

左 :更埴市屋代遺跡群から出土 した祭祀具や土器

右 :網 を縫 う網針      (長 野県立歴史館蔵)
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富
裕
農
民
の
住
ま
い

松本市下神遺跡の推定復原図 (長野県立歴史館蔵)

9世紀なかばころの迎構図を参考にして描いた。

◆
大
き
な
竪
穴
住
居
の
出
現

松
本
市
神
林
に
あ
る
下
神
遺
跡
か
ら
平
安
時
代

初ヽ
期
の
住
居
跡
が
見

つ
か

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま

で
は
ほ
ぼ
同
じ
規
模
の
竪
穴
住
居
で
成
り
立

っ
て

い
た
村
の
な
か
に
、
大
型
掘
立
柱
建
物
や
礎
石

（土
台
石
）
と
い
う
新
し

い
工
法
を
取
り
入
れ
た

一
〇
房

四
方
も
あ
る
大
型
竪
穴
住
居
が
出
現
し
ま

し
た
。

こ
こ
か
ら
大
甕
が
出
上
し
た
り
鍛
冶
や
厨

一房
の
施
設
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
倉
庫
や
作
業

場
を
兼
ね
備
え
た
宮
裕
な
晨
民
の
住
ま

い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
大
型
竪
穴
住
居
を
取
り
囲
む
よ
う
に

一
辺
四
肝
前
後

の
小
型
住
居
が
配
置
さ
れ
、
集
落

は
柵
を
と
も
な
う
溝
に
よ

っ
て
区
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
富
裕
な
農
民
は
荘
園
の
指
導
者

官
裕
な
農
民
と
関
係
の
深
い
住
宅
や
溝
な
ど
か

ら
、
灰
釉
陶
器
や
緑
釉
陶
器
を
は
じ
め
た
く
さ
ん

の
上
界
や
陶
器
が
出
上
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に

文
字
の
書
か
れ
た
土
器
が
見

つ
か
り
、
「草
茂
」

と
書
か
れ
た
土
器
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
官
裕

な
農
民
が

「草
茂
庄
」
と
い
う
荘
園
の
指
導
者
で

あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
多
く
の
農
民

が
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
が
、　
一
方
で

は
官
裕
な
農
民
は

一
一
か
ら

一
二
世
紀
、
武
力
を

た
く
わ
え
て
領
主
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

（片
岡
　
務
）
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掘立柱建物

ED (D 区画属1

〔げ

③□
¨

区画溝Ⅱ

(長 野県立歴史館蔵)

1985～ 1986年 に発掘調査がおこなわれた。南上空から撮影。

0             4m(SB97)

僣

濃

国

筑

摩

郡

蘇

我

郷

字

草

茂

荘

一
処

。

（
日

の
面
積
な

ど

の
詳
細

は
施

入

状

に
あ

り
ま
す
。
）

右

の

所

領

は

、

藤

原

浜

成

卿

の

曾

孫

で

大

納

言

で

あ

る

藤

原

冬

緒

卿

が

当

寺

（
多

武

雌

寺

、

現

在

の

奈

良

県

酸

山

神

社

）

に

施

入

し

た

と

こ

ろ

で

す

。
Ｑ

多

武

峰

略

記

』
よ

り

意

訳

）

富裕農民の堅穴住居

(『長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書6』 より作成)

Sl～4は 主柱を支える礎石。S5・ 6は かまどわきの支柱を支える礎石。

石敷き施設は水場として使用したのではないか。壁に沿って石が並べ

られている。鍛)台施設の跡もある。

墨書■器 (長野県立歴史館蔵)村での文字の使用を物語る。

甲月可|

竪穴住居

匈

0                       40m

松本市下神遺跡の遺構図

(『長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書6』 より作成)

9世紀なかばころの大型堅穴住居を中心にした集落

『多武峰略記』にみえる「草茂庄」(長野県立歴史館蔵)

鎌倉時代はじめに編さんされた大和国多武峰寺の寺誌。

下神追跡から「草茂」の星書土器が出土したことにより、

ここが「草茂庄」であることがわかった。

松本市下神遺跡 (1賠5 ・‖地区)の発掘状況

Ｓ

熟改価
上
宰

雉
ダ

鍛

Ｓ

∞
　
０

９

ｏ
ｏ
Ｆ

θ

ｏ
。
　

・
お

θ

　

ヾ

sQ) b Oo .P

sPか千
ど

0

∩
υ

「雨」(松本市下神遺跡)「草茂」(松本市下神迪跡)「南殿」(松本市下神遺跡)「万」(塩尻市吉田川西遺跡)「財富加」(塩尻市吉田川西遺跡)



門
前
町
の
に
ぎ
わ
い

諏訪下社門前の浴湯「綿之湯」
宿場の中央にある浴湯。湯船のまわりには壁がない建物

で、そのまま往来の道に面 している。

諏訪上社門前の人形屋

店の前で女たちが赤い人形を見ている。ほかの商店に

も台にのせられたさまざまな品物が並んでいる。
「諏訪社遊楽図屏風」(右隻 個人蔵)

上社神宮寺と門前町のようす。境内の桧皮葺きや瓦屋根の建物に対し

て門前町の板葺き、茅葺きの家いえのようすがわかる。

◆
復
原
さ
れ
た
善
光
寺
門
前

大
き
な
神
社
や
寺
院
の
問
前
に
は
ど

の
よ
う
な

家
い
え
が
建

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

門
前
町
の
風
景
は
、
古
文
書
や
発
掘
さ
れ
た
遺

跡
の
ほ
か
、
絵
に
描
か
れ
た
資
料
に
よ

っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

絵
に
み
ら
れ
た
家

い
え
は
、
ど
の
く
ら
い
の
大

き
さ
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
館
に
復
原
さ

れ
た

「鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
門
前
」
で
体
験
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

棚
店
と
よ
ば
れ
る
商
店
や
、
市

の
立

つ
日
に
だ

け
品
物
を
売
る
在
家
な
ど
、
実
際
に
入

っ
て
み
る

と
小
さ

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
壁
も
板
を
並
べ

て
張

っ
た
り
、

「網
代
編

み
」

に
し
た
も
の
で
し

た
。
風
が
通
り
抜
け
や
す

い
の
で
冬
は
き

っ
と
寒

か

っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
諏
訪
社
門
前
の
よ
う
す

四
〇
〇
年
前

の
よ
う
す
を
描

い
た
と
さ
れ
る

「諏
訪
社
遊
楽
図
屏
風
」
か
ら
諏
訪
上
社

ｏ
下
社

の
問
前
の
よ
う
す
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

神
社
境
内
の
桧
皮
葺
き
や
瓦
屋
根
の
立
派
な
建

物
と
は
異
な
り
、
門
前
に
は
石
を
置

い
た
板
葺
き

屋
根
や
茅
茸
き
屋
根
の
庶
民
の
住
ま

い
が
並
ん
で

い
ま
す
。
上
社
門
前
に
は
人
形
を
売
る
店
も
み
え

20



復原 された棚店 (長野県立歴史館常設展示室)

絵には歴史館にある棚店と同じような建物が描かれ

ている。入口にのれんをかけたり、品物をつるすよ

うすがみられる。

諏訪下社 門前の米屋

宿場の中央にある米屋には米俵がいくつも積まれ、

地面にはそろばんや硯が置かれている。白壁の建

物は大きく、奥の座敷では酒をのむ人物の姿がみ

える。

「諏訪社遊楽図屏風」(左隻 個人蔵)

宿場町としてにぎわった諏訪下社門前のようす。

燿八

ま
す
。

下
社
門
前
で
は
壁
の
な

い
浴
場
で
温
泉
に
つ
か

る
人
び
と
、
繁
昌
し
て
い
る
米
屋
な
ど
、
宿
場
と

し
て
に
ぎ
わ

っ
た
下
諏
訪
宿

の
よ
う
す
が
わ
か
り

ま

す
。

（伊
藤
羊
子
）

復原 された善光寺門前の建物 (長野県立歴史館常設展示室)

善光寺の参道に面してさまざまな種類の建物が並んでいる。絵と同じように板葺きに石を

置いた屋根や茅葺きの建物に実際に入ってみよう。
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戦
国
人
の
住
ま
い

復原 された朝倉館の模型 と平面図 (福井県立―乗谷朝倉氏

遺跡資料館提供)

越前国 (福井県)の戦国大名だった朝倉義景の館である。約120m

四方の方形の館は室町幕府将軍や管領など都の建築によく似てい

る。下図は平面図。

大井太良6の館 〈「―遍上人絵伝」複製 長野県立歴史館蔵

国宝)

―遍上人は踊念仏を小田切 (臼 田町)で開始した。その足で

大井氏の館に出向く。板葺の屋根と床が見える。床がはずれ

ているのは踊念仏で人びとが激しく踊ったためである。

高梨氏館跡 (庭より常御殿を見る)

中世の京風庭国を主殿方面からながめる。高梨氏は

京の文化人三条西実隆との交流もあった。京都の文

化を取り入れる地方の武士の住まいを物語る。

瑯

隕

◆
武
士
の
住
ま
い

武
士
の
住
ま
い
を
館
と
い
い
ま
す
。
〓

遍
上

人
絵
伝
」
に
は
佐
久
の
大
井
太
郎
と
い
う
鎌
合
時

代
の
武
士
の
館
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
屋
根
は
板

ぶ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
れ
え
ん

葺
き
で
、
縁
側
は
濡
縁
に
な

っ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
、
中
野
地
方
に
勢
力
を
は

っ
た
高
梨

氏
の
館
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
堀
と
土
塁
に
囲

ま
れ
た
敷
地
は
東
西
約

一
三
〇
眉
、
南
光
約

一
〇

〇
眉
の
長
方
形
で
す
。
敷
地
内
に
は
建
物
や
庭
園

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
建
物
は
接
客
用
の

「晴
の
場
」

で
あ
る
主
殿
と
、
普
段
の
生
活
空
間
で
あ
る
常
御

殿
と
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
主
殿
は
会
所
と
も
い

い
、
庭
を
前
に
し
て
の
儀
礼
も
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
都
の
将
軍
の
邸
宅
を
ま
ね
て
お
り
、

同
様
の

一
乗
谷
朝
合
館

（福
井
県
）
も
有
名
で
す
。

◆
庶
民
の
住
ま
い

庶
民
の
住
ま
い
は
武
士
の
館
ほ
ど
立
派
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
伊
那
市
の
菖
蒲
沢
遺
跡
や
、
佐
久
市

黒
岩
城
周
辺
な
ど
か
ら
は
戦
国
時
代
の
竪
穴
住
居

が
た
く
さ
ん
見

つ
か

っ
て
い
ま
す
。
紀
伊
国

（和

歌
山
県
）
「粉
河
寺
縁
起
」
に
み
え
る
半
地
下
式

の
家
や
地
面
に
丸
太
を
ね
か
せ
そ
の
上
に
床
を
張

る
簡
単
な
床
の
あ
る
住
居

「転
が
し
根
太
」
が
庶

民
の
住
ま
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　
　
　
符
石
正
色
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堅穴住居から顔 を出す (「粉河寺縁起」 粉河寺蔵 小学館提供 国宝)

半地下式の家屋から上半身を乗り出している男。垣根で家屋を囲んでいるようすもみえる。右下図は内部の想像図。土間に丸太や石を置いてそ

の上に簡単な板を張り、床にしている。

Ч
柱」 ン  で饉性 床

黒岩城付近 の堅穴住居 (佐 久市教育委員会提供)

中央横に丸太をねかせてその上に床を張った半地下式

の住居跡が見つかっている。

つ
０

つ
Ｌ

(原図 飯塚聡  「日本歴史館』)



現在の開善寺庭園 と開善寺境内古図に描かれた庭園

(飯 田市開善寺蔵)

創建当初の開善寺の庭因がどのような姿であったのかはよくわからないが、

次第に十茶」にふさわしい美しい庭国に整備されていったと想像される。

江戸時代に描かれた古図と現在の庭国からその一端がしのばれる。

寺
院
や
館
を
い
ろ
ど

っ
た
中
世
の
庭
日

◆
清
拙
正
澄
と
開
善
寺

南
北
朝
時
代
に
京
都
五
山

（禅
宗
の
中
趙
寺
院
）

で
活
躍
し
た
夢
窓
疏
石
が
幽
幻
な
日
本
庭
園
の
様

式
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
五
山
僧
は
中
国
大
陸
と

の
交
流
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

飯
曰
市

の
開
善
寺
は
、
夢
窓
疏
石
と
同
時
代
に

元
か
ら
来
日
し
た
清
拙
正
澄
に
よ

っ
て
開
か
れ
た

大
規
模
な
禅
寺
で
す
。
室
町
幕
府
に
も
保
護
さ
れ

十
刹

（五
山
に
次
ぐ
寺
院
）
に
も
列
せ
ら
れ
ま
し

た
。
境
内
に
は
創
定
当

初ヽ
か
ら
の
出
門
も
残
り
、

か

つ
て
の
広
大
な
境
内
と
そ
の
な
か
の
庭
園
を
し

の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
高
梨
氏
館
跡
庭
園
と
仏
法
紹
隆
寺
庭
園

中
野
市

の
高
梨
民
館
跡
に
は
、
戦
国
時
代
末
ま

で
こ
こ
に
居
住
し
て
い
た
高
梨
氏
の
庭
園
が
発
掘

さ
れ
て
い
ま
す
。
庭
園
は
館
と

一
体
化
し
、
庭
園

が
書
院

の
座
敷
飾

り
と
と
も

に
客
人
を
も
て
な

し
、
自
ら
の
権
威
を
示
す
会
所
と
し
て
、
上
級
武

士
に
と

っ
て
重
要
な
施
設
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

諏
訪
市

の
仏
法
紹
隆
寺
庭
園
は
安
土
桃
山
時
代

に
つ
く
ら
れ
た
庭
で
自
然
地
形
を
巧
み
に
利
用
し

た
豪
快
な
庭
園
で
す
。
幽
幻
な
雰
囲
気
を
重
ん
じ

た
五
山
の
庭
園
と
は
異
な

っ
た
お
も
む
き
が
時
代

の
変
化
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。　
　
　
　
　
霧
馨
小せ
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高梨氏館跡庭園 (中野市)

周囲約100mの 堀をめぐらした方形の敷地の館跡の南側部分に庭囲跡がある。石組みのなかの大きな庭石は持ち去られていると思

われるが、中世領主の庭国跡として全国的にも稀な存在である。

_午 =

,漏

仏法紹 隆寺庭 園 (諏訪市)

仏法紹隆寺の庫裏の裏にある庭因。断崖 を利用 した豪快 な石組みが特徴 で安土桃山時代 か ら江戸初期の間につ くら

れたと考えられている。

仄
∪

つ
こ



形の変化

1.家やムラをかこむ

わたしたちの住 まいを「かこむ」 という考え方は、

すでに5000年 前の、縄文時代の竪穴住居で見ること

ができます。

写真①では、直径約5.5mの 竪穴住居をかこむ幅2

～3mの 「周堤」が、盛土 として見えます。雨風の

侵入を防 ぎ、屋根を支える材を地面に固定 しやす く

するために盛られたと考えられます。2軒 の竪穴建物

を一重のほ りで約40～ 70mの瓢箪形にかこんだ溝

(環壕)が 設けられる例もあります (写真②)。

約2000年 前の弥生時代の中ごろから、住居群を一

重もしくは二重、二重のほりで長径約200～ 300m、

短径約100～ 200mの 精円形にかこんだ「環濠集落」

がつ くられるようになります。ほりの外周には、 ほ

りを掘った上を盛って土手 (土 塁)を め ぐらします。

外からの脅威に対 して、集団で防衛 しようとしたよ

うです (写真③)。

弥生時代の終わ りごろになると、経済的・軍事的

に力をもった個人が住む建物だけを、ほりと柵や板塀

でかこむ 「居館」がつ 〈られるようになります。環

濠集落はなくなっていきます (写真④・⑤)。

④古墳時代の居館 (古墳時代中期 5世紀後半
前橋市丸山遺跡居館跡 群馬県教育委員会提供 )

束西約37m 南北約30m。 ほり幅約25m。 深さ約lm。 ブリッジ

は確認されていない。同時期の8軒の竪穴住居をかこんでいる。

14世紀初め「法然上人絵伝」巻一 知恩院蔵 国宝)

漆時国の館の描写。建物群のまわりを、ほり 垣

①堅穴住居周堤 憫文時代中期 約4600年前 更埴市
屋代遺跡群 長野県立歴史館蔵 )

周堤高さ、約30cmの 竪穴住居の縁に沿って一周していた。

床面からの高さは、12mに およぶ。

② 採孫 (縄 文時代後期 約4000年 前 苫小牧市静川16遺

跡 苫小牧市埋蔵文化財調査センター提供 )

はり幅2～ 3m、 深さ1～ 2m。 集落群はほりの域外にあり、

ほりでかこむというよりは儀式の場を区切る意図が想定さ

れる。

③環濠集落 (弥生時代中期 1世紀後半 横浜市大塚遺跡

横浜市埋蔵文化財センター提供)

長径約210m、 短径約 130m。 ほりの深さが2m、 土手の高さ

が2mで、かこみの総高は4mに達する。ほり幅も4～ 45m。

⑤領主の居館 鎌倉時代
美作菌 (岡 山県)、 法然の父、

根 ll 門でかこんでいる。
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27

か (写真③・⑨・⑩)。 (白沢勝彦)

⑦中世の居館 [そ の2](室町時代 15世紀後半 佐久市伴野氏居館跡

県史跡 (右〉・前山城跡 佐久市史跡 〈左〉)

東西約80m、 南北約HOm。 土塁とほりでかこまれている。館の起源は、鎌倉

時代前期までさかのぼる。室町時代後期、千曲川の支流をはさんだ西2.5kmの

山手に前山城を築くとともに居館の周囲も規模を拡大した。

⑥ 中世 の居館 [そ の 1](室町時代 15世紀前半 大町

市須沼氏居館跡 大町市教育委員会提供)

東西約50m、 南北約55m。 ほり幅25～ 5m。 深さ0.8～ 1.4m。

この居館の本拠硝跡が北方500mの場所に東西・南北とも約

80m、 二重ぼりの規模で確認されている。

③松本城下町絵図・

享保十三年秋改 (音6分 )

(松本城管理事務所蔵)

'ゞ

由瑞 (外堀でかこむ内側

スペース)東西・南北とも

約700m。 外堀の外側にもつ

くられた城下全体の規模

は、東西0.9b、 南北4 4km。

16世紀末に築城され、17世

紀中ごろこの規模に拡大し

た。

2.館や城をかこむ

地域の有力武士たちは、 日常生活の拠点を平地

に置き、いざというときには戦えるように、ほり

と土塁による小規模な山城 を築 くようになります

(写真⑥)。 戦国時代、戦いが増えるにつれ、建物を

土塁や石塁、ほ けでかこんで、住 まいと防衛 をか

ねた城館をう くりました (写真⑦)。

戦いに勝ち残った戦国大名は、た くさんの軍勢

を収容する広 くて平らな場所 を必要 とするように

な り、平らな地に城郭を構 えるようにな ります。

秀吉の朝鮮出兵に したがった大名たちは、朝鮮半

島で築いた城や国内の城建設でた くわえた技術 と

経験 を生か して、土塁と石垣、堀 と櫓 と門で構成

された城 「惣 (総 )構」 というかこいを築きまし

た。かれらの住む館を中赴に武士や町人を住 まわ

せ、政治 。軍事 。経済・ 文化の総合都市である城

下●Tが できました。「かこむ」意識の完成 したかた

ちのひとつが城下町 といえるのではないでしょう

(兵庫県立歴史博物館蔵)

夕llul瑞東西 1.6klll、 南北2km。 18山 紀中ごろの惣構のようす

を描いている。

⑩ 姫路城 (姫路市広報広聴課提供)

上空から丙茜瑞、ギ山瑞ぉょびクゞ由婦の一部を写す。17世

紀初めに大改修され、現在まで城郭建築の構成をよく伝え

ている。

⑨姫路城下図・文化三年八月改 (部分)



板葺き 4間 ×3間

蔵 屋

板葺き 5間 ×3間

座 敷

ハ ハ ハ ハ ハ ハ
石すえ

石すえ

Fl屋 禦
間

門屋①■∫

9間 ×5間

3間 ×2間

茅葺き

幽 閻 魏

⑤

⑤
三
男
　
１０
歳

二
男
　
２０
歳

嫁
　
　
１８
歳

長
男
　
２３
歳

屋
　
父
　

８２
歳

母
　相人　５０４‐赫

ハ ハ ハ ハ ハ ハ ハ ハ ハ ハ

五郎む衛門家
(庄屋。本百姓)

屋敷地288坪
下人7人
(男子2人、女子5人 )

4間 ×3間

茅葺き

座 敷

ハ ハ ハ ハ ハ

石すえ

4間 ×2間

茅葺き

雪 隠

掘立柱

村
人
の
家
と
生
活

門屋②/労添屋ヽ 02間×1間

掘立柱 掘立柱 掘立柱

女
子
　
蹴

妻
　
　
嚇

甚
二
郎
獅

掘立柱 掘立柱

嫁

　

１８
歳

男
子
　
２２
歳

妻

　

６‐
歳

弥
右
衛
門
６８
歳

掘立柱

◆
江
戸
時
代
の
村
の
建
物

江
戸
時
代
の
初
め
の

一
六
五
四
年

（承
応
三
）
、

佐
久
郡
の
原
村

（佐
久
市
）

に
は
、　
一
五
軒

の

本

百
姓

と

一
四
軒

の
小

百
姓
が

い
て
、
広

い

屋
敷
地
を
も

つ
薬
師
寺
が
あ
り
ま
し
た
。

本
百
姓
の
な
か
に
は
、
母
屋
の
ほ
か
に
、
別
棟

の
座
敷

・
蔵
屋

・
門
屋
な
ど
を
も

つ
も
の
も

い
ま

し
た
。

こ
の
こ
ろ
よ
う
や
く
、
柱
の
根
元
に
石
を

す
え
、
屋
根
を
板
葺
き
に
す
る
建
物
が

つ
く
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
座
敷
は
村
じ
ゅ
う

で
五
棟
、
蔵
屋
は
三
棟
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◆
本
百
姓
と
小
百
姓

庄
屋
を

つ
と
め
て
い
た
五
郎
若
衛
門
の
屋
敷
地

は
広
大
で
、
石
す
え

・
茅
葺
き
の
母
屋
に
、
家
族

七
人
と
馬

二
頭
が
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
中
規
模

の
本
百
姓
で
あ
る
仁
左
衛
間

の
屋
敷
内
に
は
、
や

や
小
ぶ
り
で
す
が
五
郎
若
衛
門
家
と
同
じ
数
の
建

物
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
母
屋

・
門
屋

ｏ
添

屋
な
ど
は
、
掘
立
柱
の
茅
葺
き
屋
根
で
し
た
。

屋
敷
地
を
も
て
な

い
小
百
姓
は
、　
一
人
前
あ

つ
か
い
さ
れ
な

い
身
分
で
、
ほ
と
ん
ど
が
母
屋
と

雪
隠

（厠

・
便
所
）

の
二
棟
だ
け
で
し
た
。
忠
兵

衛
は
、
小
さ
な
母
屋
と
雪
隠
を
畑
の
す
み
に
つ
く

り
、
家
族
五
人
と
馬

一
頭
で
生
活
し
ま
し
た
。

０
０

０

こ



忠兵衛家
(小百姓)

…́…畑地に家作………

1歳 27歳 57歳 25歳 14歳

本 妻 母 弟 男
人    子

母屋仄勿ξ
間

日`

注 建物の四角は、高さではなく広さをあらわし

ている。3間 ×2間 の建物 は6坪 で、畳 12

枚ぶんになる (1間 は約180cm)。

掘立柱

場易勁電5× 1間

掘立柱 茅葺き

母屋 之彫ξ
間
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ム
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ヤ

■
１
月
″

，
　
　
　
　
　
　
　
あ
ヽ
４
，「

仁左衛門家
(本百姓)

屋敷地 102坪
下人 1人 依子)

1654年 (承応3)佐久郡原村「人別帳」(佐久市 野澤庸夫蔵)

母屋のなかに馬屋がある家

(長野県立歴史館常設展示室内に復原)

四
男
　
５
歳

三
男
　
９
歳

二
男
　
１５
歳

嫁
　
　
１５
歳

長
男
　
１５
歳

妻
　
　
５‐
歳

本
人
　
５７
歳

掘立柱

◆
門
百
姓
と
下
人

本
百
姓
の
屋
敷
地
の
な
か
に
は
、
門
屋
と
い
う

名

の
家
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
は
、

「門
屋
」

と
か

「門
百
姓
」
と
よ
ば
れ
る
身
分
の
家
族
が
住

み
、
主
人
の
口
畑
を
耕
作
し
て
い
ま
し
た
。
五
郎

若
衛
門
家
の
な
か
の
甚
二
郎
の
家
族
、
仁
左
衛
門

家
の
弥
右
衛
門
や
茂
若
衛
門

の
家
族
が
そ
れ
で
、

自
立
し
た
生
活
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
百
姓

の
屋
敷
内
に
は
、

「
下
人
」
と
よ
ば
れ

る
奉
公
人
も
住
ん
で
い
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
家
族

い
っ
し
ょ
の
生
活
が
で
き
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
身

で
奉
公
先
に
住
み
こ
み
、
主
人
の
指
示
を
う
け
て

仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

◆
身
分
と
建
物
の
ち
が
い

掘
立
柱
の
雪
隠
は
ど

こ
の
家
に
も
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
規
模
は
ず

い
ぶ
ん
ち
が
い
ま
し
た
。
五

郎
若
衛
門
家
の
雪
隠
は
、
門
屋
や
添
屋
ほ
ど
の
広

さ
で
し
た
。

こ
こ
は
、
晨
作
業
に
使
う
道
具
や
、

き
ま

っ
た
季
節
に
だ
け
使
わ
れ
る
物
な
ど
を
し
ま

っ
て
お
く
物
置
と
し
て
も
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

ひ
と

つ
の
村
に
住
む
村
人
に
も
貧
官
の
差
が
あ

っ
て
、
建
物
の
数

・
造
り

・
広
さ
や
生
活
の
な
か

み
に
大
き
な
ち
が

い
が
あ
り
ま
し
た
。

（占
崎
　
哲
人
）
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城
下
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の
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松本城下町害」図 (江戸時代後期 長野県立歴史館蘭

3間～6間 (1間 =約 180cm)の 間口をもった家が多いことがわかる。

!´ 1鯉覆 ゛

◆
武
家
の
住
ま
い
と
町
人
の
住
ま
い

松
本
で
は
武
家
と
町
人
の
居
住
地
は
、
別
に
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
名
の
転
封
に
よ

っ
て
、

家
臣
は
大
名
と
と
も
に
移
動
し
ま
す
。
家
臣
は
、

身
分
や
役
職
に
応
じ
て
武
家
屋
敷
が
与
え
ら
れ
ま

し
た
。
今
で
い
う
官
舎
で
す
。
ま
た
町
人
の
住
ま

い
は
女
鳥
羽
川
の
南
側
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

◆
町
屋
の
家
屋

元
禄
年
間

（
一
六
八
八
～

一
七
〇
四
）
の
松
本

の
絵
図
を
見
る
と
、

三
間
か
ら
六
間

（
一
間
＝
約

一
人
〇
北
降
し

の
間

口
を
も

っ
た
家
が
多

い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
間

口
と
い
う
の
は
、
通
り
に
面

し
た
家
の
幅
の
こ
と
で
、　
一
間
あ
た
り
い
く
ら
と

い
う
税
金
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
家
と
家

の
間
に
は

一
軒
ほ
ど

の
溝
が
設
け
ら
れ
、
家
の
境

と
な

っ
て
い
ま
し
た
。
人
口
が
密
集
し
た
城
下
町

で
は
、
ゴ
ミ
の
拠
理
が
大
き
強
社
会
問
題
で
し
た
。

各
家
の
泉
に
ゴ
ミ
穴
を

つ
く
り
、
ゴ
ミ
を
捨
て
て

い
た
の
で
す
。
飲
み
水
な
ど

の
生
活
用
水
は
ど
う

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
松
本
の
城
下
町
で
は

一
七

世
紀
前
半
ま
で
は
、
井
戸
水
を
離
れ
た
場
所
か
ら

汲
ん
で
き
て
い
ま
し
た
が
、　
一
七
世
紀
後
半
か
ら

は
、
木
樋
や
竹
管
で
各
家
ま
で
上
水
道
を
引

い
て

く

る

よ

う

に
な

り

ま

し

た
。
　

　

　

　

　

↑

野
和
３
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城下町松本の配水

③水を一時ためる桶①木樋と木樋をつなぐジョイント
(継 ぎ手)

井戸水を①木樋で町屋の近くまで引き、

城下町松本の町屋再現

―

ー
―

― ―

家 と家の境

家と家の間にはlmほ どの溝が設けら

れ、家の境となっていた。

埋設桶

上の桶は地面に穴を掘って設置し周囲に粘土をはって

水分が漏れないような工夫がされていた。

コ ミ穴

各家の裏にコミ穴をつくり、ゴミを捨ててい

た。下駄、木椀、はし、欠けた焼き物、魚の

骨などさまざまなものが捨てられていた。

(写真はすべて、松本市立考古博物館提供)

②竹管 (竹の水道管)

②竹管で水を引き込んだ。直角に導水する必要がある場合は、③水をいったん桶にため、配水した。

|し〔ダ1
小原稔の原図に加筆

劇

／Ｌ
´

０
０



宿
場
の
よ
う
す

海野宿 (東部町本海野)

北国街道の宿場。道の真中を水路が流れる。格子戸のある二階建ての旅籠が続く。

|

◆
旅
す
る
人
び
と

江
戸
時
代
、
人
び
と
は
さ
か
ん
に
旅
を
し
ま
し

た
。
人
び
と
は
旅
を
す
る
と
き
、
宿
場
で
休
ん
だ

り
、
宿
泊
し
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
宿

場
に
は
本
陣

・
脇
本
陣
、
間
屋
、
旅
籠
屋
、
茶
屋

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
宿
場
町
に
は
正
式
の
宿
場

町
と
そ
う
で
な

い
間
の
宿
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
本

陣
や
間
屋
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
陣

・
脇
本
陣
は
、
お
も
に
大
名
や
武
士
た
ち

が
泊
る
特
別
な
旅
館
で
し
た
。
問
屋
は
、
宿
場
ご

と
に
荷
物
を
継
ぎ
送
り
す
る
中
継
ぎ
運
送
店
で
し

た
。
問
屋
が
本
陣
な
ど
を
兼
ね
る
こ
と
も
ぁ
り
ま

し
た
。

◆
に
ぎ
わ
う
旅
籠
屋

一
般
の
人
び
と
は
、
旅
籠
屋
に
泊
る
こ
と
が
ふ

つ
う
で
し
た
。
木
造
で

二
階
建
て
が
多
く
、
土
壁

と
格
子
戸
、
障
子
や
襖
な
ど
で
仕
切
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
部
屋
に
は
畳
や
え
な
ど
が
敷
か
れ
て
い
ま

し
た
。
上
の
ふ
た

つ
の
写
真
は
、
海
野
宿
の
よ
う

す
で
す
。
街
道
の
両
側
に
旅
籠
屋
や
商
店
が
並
ん

で
い
ま
し
た
。
行
き
か
う
人
た
ち
の
に
ぎ
わ
う
声

が
き
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。
　

　

　

　

原
田

孝
）

０
こ
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裾卯建のある海野宿の家並

建物の両側にある屋根のついた壁状のものを裾卯建という。もともとは火事のとき、延焼を防ぐためにつくられたが、後には飾りとなった。

i賛
:1[`械

贄川宿旅籠の店先 (「木曽街道六十九次之内

野県歴史館蔵)

一般の人は旅籠屋に泊った。二階建てが多く、

屋だった。

贄川」歌川広重 長

格子戸と障子張りの部

下諏訪宿場 の にぎわい (「 木曽路名所図絵」 長野県歴史館蔵)

甲州街道と中山道が合流する下諏訪宿は、温泉もあり大変なにぎわ

いだった。



民
家
の
間
取
り
と
部
屋

l1 3656 1 3656 1 3656 1 3656 11 小松家住宅 (塩尻市片丘 重要文化財)

600 17世
紀末の建築と推定され、土間・土座の部分が広く、馬屋が

屋内に設置されている。上座敷・上おえは、18世紀前期に増築

された。
Ｆ

∽∞ミ
ト
‐
め∞ミ

Ｌ
ｌ
ι

Ю３
１
Ｌ

ｏこ

◆
掘
立
柱

・
土
間
の
家

筑
摩
郡
下
波
多
村

（波
口
町
）

の

一
六
四
五
年

（
正
保

二
）

の

「家
帳
」

に
よ
る
と
五
三
軒

の
う

ち
三
四
軒
が

二
〇
坪

（約
六
六
平
方
房
）
以
下
で

し
た
。
地
域
に
よ

っ
て
差
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸

時
代
前
期
の
農
民
の
家
は
、　
一一〇
坪
未
満
の
小
規

模
住
宅
が
大
部
分
で
し
た
。
柱
は
根
元
を
焼

い
て

地
中
に
埋
め
る
掘
立
柱
、
壁
は
わ
ら
な
ど
を
恙
に

し
た
土
壁
で
し
た
。

部
屋
は
、
だ
い
ど

こ
ろ

（土
間
）
や
馬
屋
が
屋

内
に
あ
り
、
居
間

・
客
間

ｏ
寝
間
も
床
板
を
張
ら

ず
、
土
間
に
わ
ら
を
敷
き
こ
み
、
そ
の
上
に
筵
を

敷
い
た
だ
け
の
上
座
が
大
部
分
で
し
た
。

◆
石
据
柱

・
板
敷
き
の
家

一
七
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
、
有
力
農
民
の
な
か
に

は
、
礎
石
の
上
に
立
て
た
石
据
柱
、
板
葺
き
の
屋

根
、
板
敷
き
の
間
の
家
を
建
て
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
座
敷

・
上
座
敷

・
中
の
間
職
ど
の
部
屋
が

つ
く
ら
れ
、
部
屋
数
が
増
え
ま
し
た
。
な
か
に
は
、

畳
敷
き
の
座
敷
や
隠
居
部
屋
の
あ
る
建
物
を
、
母

屋
の
離
れ
と
し
て
建
て
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

一
人
世
紀
後
半
に
枝
る
と
、
中

・
下
層
農
民
の

家
で
も
、
そ
の
ひ
と
間
を
座
敷
に
す
る
も
の
も
、

多
く
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
鴛
口

登
）
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座敷

客間として使われた部屋で、質素な形式の床の間が設置され

ている。柱が飽を使って仕上げられているのは、この座敷ま

わりだけである。

茶の間

居間として使用された部屋で、大きな国炉衷を設けてある。建

築直後は、床板を張らずに土座とし、板戸のかわりに筵を使っ

た。左手のタンスの上に仏壇、右手板戸の上には神棚がある。

:十,メ

:ti■

春原家住宅 (東部町和 重要文化財)

17世紀なかはないし後期に建築されたと推定される上層農民の住

宅。外に面した戸口が、少なくつくられている。おへや。ねどこ・

きたのまなどの小部屋が裏イ貝1に設けてある。

台所 (土間 )

広い土間に独立 した4本 の大い柱が立ち、正面中央に馬屋が設

置されている。

瞑
∪

０
０



阿部家住宅 礫特堺

栄村教育委員会提供 県宝 )

江戸時代後期の建築と推定される。

突き出た部分に馬屋と便所を設け、

先端に出入り国がある。庭には、

雪をとかすためのタネとよばれる

池がある。中門造り。茅葺き。

地
域
で
異
な
る
家
の
造
り

冬のタネの

ようす (● )

雪におおわれた阿部家住宅

旧中本寸家住宅 (美 l林村青具
「長野県宝 中村家住宅修理工事報

告書J 県宝)

1698年 (元禄11)の建築。現在は、

建築当時の形に復原されている。

柱を大くしたり、棟を南北に長く

通すなど、積雪に備えた造りとな

っている。寄棟造り。茅葺き。

◆
気
候
と
家
の
造
り

南
北
に
長

い
長
野
県
で
は
気
候
だ
け
で
な
く
、

生
活
の
よ
う
す
も
た

い
へ
ん
ち
が

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
気
候
風
土
に
あ
わ
せ
て
、
特

色
あ
る
家
が
建
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

新
潟
県
と
の
境
に
あ
た
る
県
光
部
は
、
世
界
の

な
か
で
も
も

っ
と
も
雪
の
深
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ

の
た
め
、
雪
の
重
み
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
太

い

柱
を
使

っ
た
り
、
柱
の
数
を
多
く
し
た
り
し
て
い

ま
す
。

雪
が
自
然
に
屋
根
か
ら
落
ち
る
よ
う
に
、
屋
根

の
傾
き
を
急
に
し
た
り
、
家
の
出
入
リ
ロ
が
下
ろ

し
た
雪
で
埋
ま
ら
な

い
よ
う
に
左
右
に
雪
を
下
ろ

せ
る
よ
う
な
出
入
リ
ロ
を
設
け
た
り
し
て
い
ま
す

（中
門
造
り
）
。
屋
根
や
家
の
壁
に
は
カ
ヤ
が
使
わ

れ
て
き
ま
し
た
。

◆
中
南
信
の
本
棟
造
り
の
家

松
本
盆
地
、
伊
那
盆
地
、
木
曽
谷
で
は
、
本
棟

造
り
の
独
特

の
民
家
が

つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

本
棟
造
り
は
切
妻
屋
根
、
妻
入
り
で
、
屋
根
の
棟

の
両
端

（破
風
）
に

「雀
踊
り
」
と
い
わ
れ
る
大

き
な
装
飾
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
造
り
は
、
松
本
藩

で
は
武
士
の
ほ
か
、
庄
屋
な
ど

一
部
の
人
に
し
か

許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

０
０

●
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堀 内家住宅の屋根 (塩尻市教

育委員会提供)

④

lB"の 城下町 (椰末)

陣鳳町を●、くむ

◆
伝
統
的
な
屋
根
の
材
料
の
い
ろ
い
ろ

屋
根
を
茸
く
材
料
も
、
地
域
に
よ

っ
て
ち
が

い

が
あ
り
ま
し
た
。

茅
葺
き
は
、
カ
ヤ
を
中
趙
材
料
に
、
麦
わ
ら

・

麻
得
を
補
助
材
料
と
し
ま
す
。

板
葺
き
は
、
ク
リ

・
カ
ラ
マ
ツ

・
サ
ワ
ラ
の
割

板
を
重
ね
茸
き
に
し
ま
す
。
割
板
の
上
に
は
、
重

し
と
し
て
石
を
置
き
ま
す
。

諏
訪
や
佐
久
地
方
に
は
、
板
葺
き
の
変
形
と
し

て
、
油
を
多
く
ふ
く
み
水
を
は
じ
く
シ
ラ
カ
バ
や

ダ
ケ
カ
ン
バ
の
樹
皮
の
上
を
平
ら
な
自
然
石
で
敷

き

つ
め
る
樺
皮
屋
根
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
諏

訪
地
方
と
望
月
町
に
は
、
瓦
の
代
わ
り
に
鉄
平
石

を
の
せ
る
鉄
平
石
葺
き
も
あ
り
ま
し
た
。（大

田
　
典
孝
）

板葺き屋根に櫓が突き出た煙出し

と重石の丸石が見える。

旱露饗ぞ子
囲堕

lFレ
イr円Чd「Π

③堀 内家住 宅 (塩尻市堀ノ内 塩尻市教育委員会提供 重要文化財)

江戸時代後期の建築。江戸時代、同家は村の庄屋をつとめた。棟端に大きな雀踊りがある。切妻造り。板葺き。

④野明家土蔵の屋根 (原村払沢)

鉄平石が使われている。切妻造り。
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――――
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変イト わ り

大昔から日本人はさまざまな方法 で用 を

た して きました。 人が トイ レとい う施設 を

つ くるよ うになったのは 8世紀前後の こと

です。 この ころ、 じかに川へ流す 「水洗式

トイ レ」 や上の穴に用をたす 「汲み取 り式

トイレ」 が考案されました。

藤原 京や平城 京 (と もに奈 良県)で は、

発掘調査によ リトイ レ邁構が発見 され まし

た。 これ らが トイ レであることを証明で き

たのは、埋 まっていた土から寄生虫の

'Pが
見つかったからです。 寄生虫のりFを 分析す

ると、 その ころの人び との食生活や健康状

態がわか ります。

トイレは基本的に大 きな変化はみ られ ま

せんが、日本各地の トイレの移 り変わ りをと

お して、人が どんな方法で用 をた して きた

のか見てみましょう。

(樋口和雄・久保統弘)

③鎌倉時代の初期に描かれた『餓鬼草紙』
(東京国立博物館提供 )

告 気` を履いた女・老人・子どもが平安京の街頭で排便

しています。このような光景は日常的に見られたようで

す。尻をふくのに使用された簿木と紙が地面のあちこち

に落ちています。

①縄文時代前期の桟橋形トイレ
(福井県鳥浜貝塚模型 大田区立郷土博物館提供)

Iし 浜人が機橘から尻を突き出して用をたしていたのではないか

と想像されます。純支時代から悪臭や需菌をさける工夫がされ
てぃたようです。

②藤原京の トイレ様式 (大 田区立郷土博物館提供)

7世紀末のトイレです。汲み取り式のトイレは役所の共同トイレだったとさ

れ、役人たちは踏み板の上で用をたしました。水洗式のトイレは道の側泄か

ら水を引きこんでいて、ツト泄物は側泄にもどしていました。

窮 違

38



躁ヽ銭
―
守

④『暮帰絵詞』に描かれた「厠」(西本願寺提供)

小屋のなかにIINみ 板を並べたトイレがあります。人が行き来するとこ

ろにあることから、公共のトイレとみられます。14世紀のようすです。
⑤柳之御所遺跡出土の「壽木」

(平泉町文化財センター蔵

大田区立郷土博物館提供)

トイレットペーパーがわりに使用されたヘラ状の木製品を

綿木といいます。岩手県平泉の柳之御所辻跡 (12陛 紀後半 )

からは大量の詳木が見つかりました。

標準的なサイズは、幅 1～ 2 cm、 長さ15～ 20cm、 厚さ0 5cm

です。東北地方や飛騨地方の山村では、第二次世界大戦後

まで梅木が使われていたといいます。

⑥一乗谷遺跡出上の「金隠し」
(福井県一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵

大田区立郷土博物館提供)

一乗谷朝倉氏遣跡 (福井県福井市)か らは、16世 紀

後半の木製の益ほしが見つかりました。金隠しをそ

なえたトイレは、室町時代以後には各地でつくられ

たようです。戦国時代には下肥の利用が普及して、

ほとんどの トイレは汲み取り式になりました。

③松本城下町 の トイ レ遺構 (松本市教育委員会提供)

班がふたつ埋めこまれています。江戸時代に使われた町人

の トイレです。村の人たちは田畑の下肥にするために、町

の人たちの排泄物を買っていました。

⑦雪隠の登場 (大 田区立郷土博物館提供)

江戸時代には「がげだめ」のほかに屋外に

「雪隠」がつくられるようになりました。ネ
Frlは 下肥を多く得るために「トイレを広くつ

くれJと 命じていたほどです。
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長
野
県
に
つ
く
ら
れ
た
洋
館

旧林国蔵家南棟正面玄関

(岡谷市教育委員会蔵)

旧林国蔵家応接間天丼 (岡谷市教育委員会蔵)

シャンデリア (左 )と 金唐紙 (右 )

◆
洋
風
建
築
の
は
じ
ま
り

長
野
県
で
の
洋
風
建
築

の
は
じ
ま
り
は
、
明
治

初ヽ
年
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
本
で
は
、
学
校

・

官
庁

・
教
会
が
ま
ず
洋
風
に
つ
く
ら
れ
、
理
髪
店

や
写
真
店

・
風
呂
屋
な
ど

へ
広
が

っ
て
い
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
女
鳥
羽
川
岸
に
つ

く
ら
れ
て
い
た
開
智
小
学
校
は
洋
風
建
築
の
代
表

で
、
人
角
の
望
楼
と
、
窓

の
舶
来
ギ
ヤ
マ
ン

（ガ

ラ
ス
）
か
ら

「ギ
ヤ
マ
ン
学
校
」
と
よ
ば
れ
ま
し

た
。

こ
の
よ
う
な
洋
風
建
築
が
、
学
校

の
み
で
な

く
長
野
県
の
官
裕
な
人
た
ち
の
な
か
に
広
ま

っ
て

い
き
、
洋
館
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

◆
長
野
県
内
の
洋
館

岡
谷
市
御
倉
町
に
あ
る
旧
林
国
蔵
邸
は
、
明
治

中
ご
ろ
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
製
糸
工
片
倉
家
と

並
ぶ
ほ
ど

の
力
を
も

っ
た
製
糸
家
で
、
そ
の
全
盛

期
に
国
蔵
自
ら
の
指
示
で

つ
く
ら
れ
た
洋
館
は
非

常

に
豪
幸
で
す
。
木
造
建
築
で
、
壁
は
漆
喰
塗

（後
に
漆
喰
を
人
造
石
洗

い
出
し
仕
上
で
補
修
）
、

内
部
の
天
丼
に
は
金
唐
紙
が

一
面
に
は
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
紙
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
来
た
金
唐
革

と

い
う
高
級
な
壁
材
料

に
模
し
て
、
明
治

二
〇
、

〓
δ

年
ご
ろ
輸
出
用
と
し
て
日
本
で

つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
漆
塗
り
し
た
上
質
の
和
紙
に
金
箔
を
お
し
、

模
様
を
打
ち
出
し
た
豪
幸
な
壁
紙
が
現
存
し
て
い
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宮島宏江家

(松本市城東 1909年 )

木造二階建て、正面の両すみに塔

型の飾 り屋敷、中央には直線の破

風等西洋建築を取 り入れて工夫さ

れている。

折井正明家 (松本市白板)

独立書斎の窓の上部がステンドグラ

スになっている。

山下徹 家 (須坂市中町 1870年 代)

卯建のある日本家屋に望楼が増築され

ている。

る
の
は
、
長
崎

の
リ
ン
ガ
ー
邸
な
ど
数
例
あ
る
だ

け
で
す
。

長
野
県
内
に
現
存
す
る
洋
風
建
築
と
し
て
は
、

学
校
関
係
で
は
旧
開
智
学
校

・
旧
中
込
学
校
な

ど
、
製
糸
関
係
で
は
片
倉
館
の
浴
場

・
吉
曰
館
の

繭
倉
庫
な
ど
、
教
会
関
係
で
は
、
旧
松
本
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
司
祭
館

ｏ
日
本
キ
リ
ス
ト
合
同
教
会
屋

代
教
会
な
ど
、
観
光
関
係
で
は
、

三
笠
ホ
テ
ル

ｏ

野
尻
湖
ホ
テ
ル
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◆
住
宅
の
洋
風
化

洋
館
の
流
行
に
と
も
な

い
、
和
風
住
宅
の

一
部

を
洋
風
化
す
る
住
宅
も
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
は
め
た
住
宅
が
、
松
本
市

に
現
存
し
て
い
ま
す
。
子
女
の
勉
強
部
屋
に
は
め

ら
れ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
非
常
に
め
ず
ら
し

い
も
の
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
七
色

の
光
の
中

で
、　
一
生
懸
命
勉
強
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

須
坂
市
で
は

「卯
定
」
の
あ
る
苦

い
薬
局
で
は
、

母
屋
に
増
築
し
て
、
望
楼
が

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

押
入
の
中
に
あ
る
階
段
を
上
る
と
、

四
方
の
窓
か

ら
雄
大
な
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鉄
製

の
鎧
戸
の
ハ
イ
カ
ラ
な
デ
ザ
イ
ン
も
文
明
開
化
の

広
が
り
を
現
在
に
伝
え
て
い
ま
す
。

（ロ
エ
徳
明
）
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養蚕場所の広がり (梓 j併寸の養蚕農家の例 多田井幸視論 家のなかでの養蚕風景 (諏訪市 1973年  諏訪市博物館提供)

文の原図より作成)

飼育段階  養蚕空間
一齢 イ  しもざしき (緑 )

二齢

三齢 口
四齢

五齢 ハ

上族

繭をつくるころには、生活空間は勝手のほかは2部屋だけ

になった。(蚕 の一生については右図を参照。)

180000

140000

100000

60000

五齢  四齢

20000
0

イ+お もてのま (黄 )

口+な かのま十かみざしき (橙 )

ハ十いま+よ りつき (赤 )

養
蚕
農
家
の
移
り
変
わ
り

♂ ♂ ♂♂♂
長野県の養蚕戸数 (戸 )

◆
蚕
を
飼
う
家

長
野
県
で
は
、
明
治
か
ら
昭
和
な
か
ば
に
か
け

て
多
く
の
晨
家
で
蚕
を
飼

い
、
繭
を
出
荷
し
て
い

ま
し
た
。
繭
の
生
産
量
は
長
く
日
本

一
を
誇

っ
て

い
ま
し
た
。

養
委
晨
家
の
戸
数
は

一
人
八
五
年

（明
治

一
人
）

に
は
約
七
万
戸
で
し
た
。
そ
の
後
増
え
続
け
て
、

一
九

一
九
年

（大
正
八
）
に
は

一
六
万
戸
を
こ
え

ま
し
た
。
長
野
県
全
部
の
家

の
六
〇
で
で
委
を
飼

っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

呑
は

「お
委
さ
ま
」
と
よ
ば
れ
、
と
て
も
た

い

せ

つ
に
さ
れ
ま
し
た
。
養
委

の
時
期
に
な
る
と
、

ふ
だ
ん
生
活
し
て
い
る
部
屋
の
畳
を
上
げ
て
委
室

に
し
ま
し
た
。
委
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
場
所

は
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、
台
所
や
蚕
の
間
で
寝
た
と

い
う
家
も
あ
り
ま
し
た
。

多

い
家
で
は
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
五
口
以
上

も
委
を
飼

い
ま
し
た
。
そ
の
間
、
委
と
同
じ
屋
根

の
下
で
生
活
を
と
も
に
し
て
い
ま
し
た
。

◆
養
蚕
の
た
め
の
家
の
改
造

養
委
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、
家
を
改
造
し
て
よ

り
広

い
面
積
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

伊
那
地
方
で
は
明
治
前
期
に
は
、
本
棟
造
り
の

二
階
で
養
呑
を
営
む
家
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
末
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一
Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

瓦葺き総三階の蚕室 (左 :東部町 右 :上田市)

土蔵造りの蚕室 (東部町) 本棟造 りの三階を利用 した (F伊賀良の民俗』)

現在の蚕の飼育風景 (2001年 ) 別棟の蚕室 (F伊賀良村史』)

か
ら
は
母
屋
の
横
に
委
室
を
建
て
た
り
、
母
屋
を

改
築
し
て
総

二
階
に
す
る
家
も
あ
ら
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
ほ
か
の
地
方
で
も
茅
葺
き
の
平
屋
を
瓦

葺
き
の
二
階
建
て
に
す
る
家
が
大
正
期
に
は
増
え

ま
し
た
。

上
曰
小
県
地
方
で
は
土
蔵
型
の
委
室
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。
屋
根
の
上
に
小
さ

い
屋
根
や
煙
突

の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

こ
れ
は
気

抜
け
と
か
煙
出
し
と
よ
ば
れ
、
換
気
を
す
る
仕
組

み
で
す
。

◆
蚕
を
飼
う
場
所
の
変
化

大
規
模
抵
養
委
が
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
養
委
を
家
の
な
か
で
は

な
く
、
別
棟
の
飼
育
場
で
お
こ
な
う
家
が
増
え
て

き
ま
し
た
。
家

の
敷
地
内
や
畑
の
鉄
骨

の

ハ
ウ

ス

・
小
屋
な
ど
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

蚕
室
は
、
寝
室
や
子
ど
も
た
ち
の
部
屋
な
ど
に
な

り
ま
し
た
。
家
の
敷
地
内
に
別
に
建
て
ら
れ
た
委

室
も
養
委
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
と
、
物
置
や

車
庫
、
離
れ
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

現
在
で
は
二
階
建
て
の
委
室
の
数
が
と
て
も
少
な

く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
養
委
農
家
の
面
影
を

残
し
た
家
は
ま
だ
各
地
に
あ
り
ま
す
。　
　
需
川
包
じ
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大
正
時
代
の
住
宅
事
情

文化村に出品 された

住宅 と設計図

(『 平和記念東京博覧会出品

文化村住宅設計図説』

県立長野図書館蔵)

ｔ
峙
官

・■
■
■

，
・

讚
〕

↑i寺

◆
文
化
住
宅
の
お
こ
り

大
正
時
代
に
な
る
と
、
都
市
部
に
住
む
人
び
と

を
中
趙
に
和
洋
折
衷
の
生
活
様
式
が
広
が
り
、
ふ

つ
う
の
住
宅
の
中
に
も
洋
館
の
影
響
を
受
け
た
も

の
が
、　
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在

の
個
人
住
宅
の
原
型
で
あ
る

「文
化
住
宅

（洋
室

つ
き
住
宅
と

の
登
場
で
す
。　
一
九

二
二
年

（大

正

一
一
）
東
京
上
野
で
開
か
れ
た
平
和
記
念
博
覧

会
で
は
、
住
宅
実
物
展
が
お
こ
な
わ
れ
、
「文
化

村
ｔ
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
晨
示
さ
れ
た
洋

風
色
の
強
い
住
宅
を

「文
化
住
宅
」
と
よ
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
文
化
に
対
す
る
当
時
の
人
び
と

の
憧
れ
も
あ
り
、
広
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。

◆
文
化
住
宅
の
か
た
ち

文
化
村
に
つ
く
ら
れ
た
住
宅
の
特
色
は
、
家
族

本
位
の
住
宅
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
居
間

を
中
赴
に
つ
く
ら
れ
た
住
宅
は
、
そ
れ
ま
で
の
座

敦
中
速
の
住
宅
と
は
大
き
く
違

っ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
期
に
な
る
と
、
玄
関
脇
を
板
敷
き
の
洋
間

に
し
、
立
机

・
腰
掛
な
ど
を
置
い
て
、
痣
接
間
と

し
た
形
も
文
化
住
宅
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
建
物
の
中
趙
に
廊
下
が
通

っ
て
い
る
中
廊
下

式
の
住
宅
で
、
最
新
設
備
の
ガ
ス

・
水
道
等

つ
き

に
、
和
式
の
居
間
や
寝
室
が
特
徴
で
す
。
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文
化
村
の

出
品
住
宅
を
調
査

撲
範
住
宅
を
建
設
す

へ
く:騰臀

｀
纂号 夢T:書:墳を餞Iた

桑辱
マ
黒授1伊季象鳥讐:

文化村の住宅を調査することを伝える新聞記事 (『信濃毎日新聞』1922年 (大正11)5月 3日 付)

文化住 宅の宣伝

(『 信濃毎 日新聞』

1923年  (大 正12)

6月 30日 付 )

ξ:lliti:iた :]|::ま

|[iil徹
:::l l:illぞ |::[1

“れ畦％

敵
貯
罵
び

季
面
日
よ
り

帯
謂
辮

卿酬“一一期轟】馘嬬綱咄はレ颯

¨̈一̈̈一一一̈一一一一一一

嶼婦
脅
講
鶉ゴ
翻

◆
公
益
住
宅
の
広
が
り

都
市
部
に
人
口
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

長
野
市
や
松
本
市
で
は
住
宅
難
が
叫
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。　
一
九

一
人
年

（大
正
七
）
に
は
、

県
や
市
は
住
宅
対
策
を
建
て
、
公
益
住
宅

（現
在

の
県

・
市
営
住
宅
）
を
各
地
に
つ
く
り
ま
し
た
。

県
営
住
宅
の
な
か
に
、　
一
九
二
三
年

（大
正

一

二
）
に
課
長
級
官
合
と
し
て

一
三
軒

つ
く
ら
れ
た

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
「文
化
生
活
を
考
慮
し
て
、

模
範
的
住
宅
を
建
設
す
る
」
た
め
に
、
平
和
博
覧

会
文
化
村
に
出
品
さ
れ
て
い
た
住
宅
を
参
考
に
し

ま
し
た
。
水
道
が
引
か
れ
た
こ
と
が
売
り
物
で
、

利
便
性
を
考
え
て
平
屋
建
て
に
し
ま
し
た
。
長
野

県
で
の
文
化
住
宅
の
最
初
は
、
県
営
住
宅
だ

っ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
後
数
年
間
で
、
長
野
県
営

一
七
戸
、
長
野

市
営
七
９
戸
・
松
本
市
営
三
四
戸

ｏ
上
田
市
営

一

一
〇
戸
、
飯
田
町
営
二
三
戸
の
住
宅
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
家
賃
は
住
宅
の
種
類
に
よ

っ
て
差
が
あ

り
、
県
営
住
宅
は
月

一
〇
円
か
ら
五
円
の
家
賃
で

し
た
。
当
時
の
ア
ル
バ
イ
ト

（日
一雇
い
）
の
日
給

が

一
円
二
〇
銭

（長
野
市
、
大
正

一
一
年
）
で
し

た
の
で
、
県
営
住
宅
の
家
賃
は
少
し
高
か

っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
Ｇ
工
徳
じ
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台所の改造 (『 長野県広報』第124号 1956年 穂高町)

「うまや」を改造して台所にした。衛生面や作業効率を考

えたものがつくられた。

『長野県広報』第121号のよびかけ (1955年 )

住宅不足が深刻であったため、改造により住宅を長く使

うことが必要であった。
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:凝殿J

住宅の改造 (F茅野市の民家』に着色)

家のなかの改造がおこなわれ部屋のなかが板壁 (図中「イ.力」)

などで仕切られ、土間も姿を消した。古い家を新築せず改造す

る場合も多かった。改造時期は不明だが、下図は1973年の状態

である。

生
活
の
変
化
と
住
ま
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二
年
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画
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◆
家
の
中
の
改
造

一
九
五
〇
年
ご
ろ
か
ら
農
村
部
を
中
赴
に
、
生
活

改
善
運
動
が
お
こ
な
わ
れ
、
家
屋
の
な
か
が
見
直

さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
注
目
さ
れ
た
の
が
台

所
で
す
。
ご
飯
を
炊
く
か
ま
ど
を
新
設
し
た
り
、

煙
突
を
つ
け
た
り
し
て
改
良
し
ま
し
た
。
家
の
な
か

に
水
道
が
引
か
れ
、
流
し
が
高
く
な
り
ま
し
た
。
土

間
に
あ

っ
た
台
所
が
板
の
間
に
な
り
、
調
理
す
る
と

き
に
、
立

っ
た
り
し
ゃ
が
ん
だ
り
す
る
口
数
が
へ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
ガ
ラ
ス
窓
を

つ
け
、
以
前
の
薄
暗

い
場
所
か
ら
明
る
い
場
所

へ
と

一
変
し
ま
し
た
。

外
に
あ

っ
た
便
所
を
母
屋
の
な
か
に
つ
く

っ
た

り
、
風
呂
場
を
新
し
く

つ
く

っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

縁
側
の
外
側
に
も
ガ
ラ
ス
戸
が

つ
け
ら
れ
、
縁
側

が
廊
下
に
変
わ
り
ま
し
た
。

◆
個
室
が
で
き
る

一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
県
民
所
得
が
大
き
く

の
び
、
生
活
が
安
定
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

家
の
増
改
築
や
新
築
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
と
き
に
、
欧
米
の
生
活
様
式
が
取
り

入
れ
ら
れ
、
部
屋
の
個
室
化
が
進
み
ま
し
た
。
そ

れ
以
前
の
襖
を
は
ず
し
て
大
勢
の
人
が
入
る
こ
と

が
で
き
る
部
屋
が
、
壁
で
仕
切
ら
れ
た
部
屋
に
な

り
ま
し
た
。
結
婚
式
や
お
葬
式
は
、
公
民
館
な
ど
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住宅の新築数が1960年

ころより増加 している。

高度経済成長 とともに

家を建て直 しが進んだ

こ と を示 して い る。

(『 長野県統計書』より

作成)

19571F 19611= 1965年    1969年

長野県における着工新設住宅数 (利用別)1953～ 1970年

□炉裏がなくなり家族が集まる場所が変わる

(右1949年 、左1990年 ごろ 阿智村「熊谷元―写真全集』)

囲炉裏は家族が集まる場所の中心でもあった。改築・新築により電気矩健のま

わりなどに家族が集まるようになった。

子ども専用の部屋 は1谷元―撮影 1970年 阿智村)

子ども部屋ができてスチール製の学習机が置かれた。

広

い
と
こ
ろ
で
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
家
で

す
る
受
要
が
な
く
な

っ
て
き
た
の
で
す
。

な
か
に
は
子
ど
も
専
用
の
部
屋
を

つ
く
る
家
も

出
て
き
ま
し
た
。
祖
父
母
と
離
れ
て
暮
ら
し
た
り
、

子
ど
も
の
数
が

へ
っ
て
き
た
た
め
に
子
ど
も
部
屋

も
可
能
に
な

っ
た
の
で
す
。

生
活
様
式
の
多
様
化
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
生

活
に
あ
わ
せ
た
間
取
り
に
し
て
、
家
を
建
て
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
目
的
に
あ
わ
せ
て
畳
、
板
の

間
の
部
屋
が

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
部
屋
の
入
り

口
も
引
き
戸
だ
け
で
な
く
、
ド
ア
式
の
も
の
も
最

近
は
多
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。

◆
姿
を
消
し
た
日
炉
裏

部
屋
の
間
取
り
が
変
わ
る
な
か
で
、
家
の
な
か

か
ら
囲
炉
襄
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
囲

炉
裏
の
役
割
で
あ

っ
た
ご
飯
を
炊
く
こ
と
は
炊
飯

器
に
、
部
屋
を
暖
め
る
こ
と
は
電
気
煙
漣
や
ス
ト

ー
ブ
な
ど
に
な
り
ま
し
た
。
薪
木
や
木
炭
も
使
わ

な
く
な
り
、
家
の
な
か
か
ら
姿
を
消
し
て
い
き
ま

し
た
。

（田
村
栄
作
）
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変わる松本市伊勢町の町並 (松本市 2001年撮影)

1930年撮影の町並 (右 )と ほぼ同じ場所の写真である。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
家

・
こ
れ
か
ら
の
家高層住宅 (長野市 2001年 撮影)

長野県でも都市部を中心に高い建物が増えてきた。

鉄筋 コンクリー ト校舎建築のようす (1923年 唐本田実提供)

更級高等女学校 (篠 ノ井高校)。 埴科中学校 (屋代高校)、 旧県立長野図普

館などとともに初期の鉄筋コンクリートの建物である。

◆
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
家

長
野
県
で
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
が
で
き

た
の
は
、
大
正
期
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。
役
場
な

ど
で
は
じ
ま
り
、
さ
ら
に
会
社
や
学
校
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
昭
わ
期
に
な

っ
て
か
ら
は
民

間
住
宅
も
で
き
ま
し
た
。

鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
が
多
く
で
き
て
都

市
部
の
町
並
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。　
一
九
六

ｏ
年
代
か
ら
の
高
度
経
済
成
長
を
さ
か
い
に
変
化

が
は

っ
き
り
と
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は

一
〇

階
建
て
以
上
の
高
層
住
宅
も
で
き
て
い
ま
す
。

◆
こ
れ
か
ら
の
住
宅

鉄
骨
な
ど
を
使
用
し
た
新
し
い
工
法
の
家
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
長
野
県
で
は
木
造
の
家
が

多
く
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
輸
入
木
材
が
増
え
る

な
か
地
元
木
材
を
見
直
し
利
用
を
進
め
る
活
動
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
や
杉

ｏ
赤
松

・

カ
ラ
マ
ツ
な
ど
が
代
表
的
な
木
材
で
す
。

晴
天
が
多

い
な
ど

の
理
由
か
ら
、
長
野
県
は
大

陽
光
発
電
の
施
設
を
も

つ
家
の
数
が
全
国
で
上
位

に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
長
野
県
の
風
土

に
あ
わ
せ
て
、
し
か
も
環
境
問
題
を
考
え
た
家
づ

く
り
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（市
川
包
雄
）

48


