
床
の
間
は
舞
台
装
置

日
本
住
宅
公
団
（
現
・
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生

機
構
）

な
ど
が
つ
く
っ
て
き
た
集
合
住
宅

と
い
う
の
は
、
﹁
ど
う
す
る
と
都
市
に

集
ま
っ
て
住
め
る
か
﹂
と
い
う
役
割
の

た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ

が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
戸
建
て
住
宅
が
で
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山口昌伴
やまぐちまさとも

建築家・道具学会会長

1937年大阪府八尾生まれ、京都育ち。岡山、彦根を経て東
京へ。早稲田大学建築学科卒。住宅設計から生活研究の道へ。
専門は住居学、生活学、道具学。道具学会会長、座る文化研
究所長、日本生活学会編集委員、日本産業技術史学会理事。

主な著書に『台所の一万年』（農文協 2006）『水の道具史』
（岩波新書 2006）『ちょっと昔の道具から見なおす住まい方』
（王国社 2008）

今の住まいは

戦後の住宅難解消のために生まれた

集合住宅に影響を受けすぎている

と山口昌伴さん。

土間を再評価して通り庭をつくったり、

軒の出を深くしてベランダに風呂をつくったりすることで、

暮らし方も、水とのつき合い方も、

もっと豊かに変えることができるとも言います。

頭を柔らかくして、もう一度、住まいの水まわり設計を見直してみましょう。

イラスト：『ちょっと昔の道具から見なおす住まい方』
（王国社2008）表紙より

き
ち
ゃ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大
き

く
見
る
と
失
敗
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
水
ま
わ
り
を
ど
う
す
る
か
と

い
っ
て
も
、
最
初
か
ら
間
違
っ
て
い
る

か
ら
、
根
本
的
に
考
え
直
さ
な
い
と
小

手
先
で
ど
う
こ
う
し
よ
う
た
っ
て
話
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

ド
イ
ツ
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
直

後
に
戦
後
の
復
興
と
い
う
こ
と
で
住
む

所
が
い
る
と
い
っ
て
、
つ
く
っ
た
の
が

現
在
の
集
合
住
宅
の
原
型
に
な
っ
た
の

は
、
不
幸
な
話
。
そ
の
狭
小
住
戸
の
壁

と
壁
の
間
に
棚
板
を
何
段
も
渡
し
て
シ

ン
ク
を
落
と
し
込
ん
だ
り
小
扉
を
つ
け

た
の
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
キ
ュ
ッ

へ
、
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
の
原
型
な
ん

で
す
よ
、
そ
れ
を
日
本
で
ア
リ
ガ
タ
が

っ
て
る
の
も
ヘ
ン
で
す
。

日
本
も
そ
う
で
す
よ
。
初
期
の
公
団

の
２
Ｄ
Ｋ
が
12
坪
。
倍
ぐ
ら
い
の
広
さ

か
ら
始
め
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
桁
が

違
っ
て
い
た
と
い
う
か
。
た
だ
当
時
は
、

あ
ん
な
も
の
で
も
高
嶺
の
花
で
、
抽
選

に
当
た
っ
た
ら
大
喜
び
と
い
う
貧
し
い

時
代
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

（
上
の
図：

自
著
の
イ
ラ
ス
ト
を
見
な
が
ら
）

こ
の
本
の
表
紙
に
使
っ
て
あ
る
イ
ラ

ス
ト
は
、
東
京
・
佃
島
に
あ
っ
た
棟
割

長
屋
の
間
取
り
で
す
。
玄
関
の
土
間
に

上
が
り
框
が
つ
い
て
い
て
、
入
る
と
二

畳
の
前
室
が
あ
っ
て
六
畳
の
座
敷
が
あ

る
。
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
家
に
一
畳
の

床
の
間
が
あ
る
。
二
畳
の
前
室
に
は
、

普
段
は
卓
袱
台
が
置
い
て
あ
っ
て
、
家

族
が
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
。
お
客
さ
ん

が
来
る
と
、
卓
袱
台
の
足
を
折
っ
て
片

付
け
た
。
そ
の
た
め
に
卓
袱
台
と
い
う

の
は
脚
が
折
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

た
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
家
が
舞
台
。
お
客
を
迎
え

る
と
い
う
大
芝
居
を
演
ず
る
舞
台
に
は
、

普
段
用
の
卓
袱
台
が
出
て
き
た
ら
ツ
ヤ

消
し
。
そ
れ
で
、
大
正
時
代
に
卓
袱
台

が
一
気
に
普
及
す
る
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
が
、
大
正
期
の
家
を

見
て
い
く
と
わ
か
っ
て
く
る
。
だ
っ
て
、

何
で
脚
折
れ
の
卓
袱
台
が
、
日
本
の
住

宅
の
原
風
景
み
た
い
に
定
着
し
た
ん
だ

ろ
う
っ
て
、
不
思
議
で
し
ょ
。
都
市
に

人
口
が
集
ま
っ
て
き
て
、
こ
ん
な
狭
い

家
に
住
ま
ざ
る
を
得
な
い
、
だ
け
ど
お

客
さ
ん
が
来
た
と
き
に
は
こ
こ
で
挨
拶

を
し
て
、
床
の
間
の
前
に
座
ら
せ
な
い

と
、
も
て
な
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
風
に
、
間
取
り
と
い
う
の
が

で
き
て
い
た
ん
で
す
。

こ
の
長
屋
に
住
ん
で
い
た
人
を
捜
し

出
し
て
、
話
を
聞
い
た
ん
で
す
よ
。
町

の
ほ
う
で
水
道
屋
さ
ん
を
や
っ
て
い
た
。

昼
飯
を
食
い
な
が
ら
当
時
の
話
を
聞
い

た
ん
だ
け
ど
、
子
供
が
13
人
い
た
ん
だ

っ
て
言
う
。
親
を
入
れ
た
ら
15
人
も
の

人
間
が
、
こ
こ
に
寝
泊
ま
り
し
て
い
た

ん
だ
か
ら
す
ご
い
ね
。

お
客
さ
ん
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い

前
も
っ
て
来
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

故
郷
で
は
親
が
庄
屋
か
な
ん
か
や
っ
て

い
て
、
隣
村
の
人
ま
で
来
た
ら
し
い
。
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﹁
あ
そ
こ
の
息
子
は
東
京
に
行
っ
て
る
﹂

っ
て
。
子
供
た
ち
の
う
ち
で
挨
拶
が
で

き
る
子
は
、
こ
こ
で
も
っ
て
挨
拶
を
し

て
ね
、
こ
っ
ち
を
通
っ
て
裏
か
ら
逃
げ

て
、
近
所
の
家
に
行
っ
て
お
客
が
帰
る

ま
で
遊
ん
で
い
る
。
場
合
に
よ
っ
ち
ゃ
、

夕
飯
ま
で
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
り
し
て

ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
家
だ
っ

た
し
、
近
所
付
き
合
い
だ
っ
た
。
そ
の

間
、
お
客
さ
ん
は
床
の
間
を
前
に
し
て

一
献
傾
け
た
り
し
て
ね
。
そ
う
い
う
演

出
が
で
き
た
っ
て
こ
と
。

二
畳
と
六
畳
、
ふ
た
間
し
か
な
い
の

に
ま
る
ま
る
一
畳
の
床
の
間
！
　
今
な

ら
そ
ん
な
無
茶
な
、
と
思
う
け
ど
当
時

は
ち
ゃ
ん
と
客
を
も
て
な
せ
な
け
れ
ば

家
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
玄
関
先
で
追
い
返

し
た
ら
郷

く
に

に
帰
っ
て
何
と
言
わ
れ
る
か

わ
か
ら
な
い
。
床
の
間
が
な
け
れ
ば
タ

コ
部
屋
だ
、
上
京
は
失
敗
だ
っ
た
か
ら

と
、
親
か
ら
﹁
帰
っ
て
来
て
畑
を
ヤ
レ
﹂

と
指
令
が
く
る
。
生
活
の
型
が
住
ま
い

の
型
の
決
め
手
だ
っ
た
。
今
ど
き
の
家

は
型
な
し
、
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

水
ま
わ
り
は
土
間
と
半
屋
外
、
と
い

う
型
も
見
事
に
決
ま
っ
て
ま
す
よ
ね
。

水
を
溜
め
て
使
う
知
恵

昔
、
嫁
取
り
の
仲
人
が
輿
入
れ
先
を

見
分
す
る
の
に
、
水
場
の
遠
さ
と
井
戸

の
深
さ
を
確
か
め
た
そ
う
で
す
。
毎
日

毎
日
の
こ
と
だ
か
ら
、
ほ
ん
の
少
し
の

違
い
で
も
積
み
上
げ
れ
ば
大
き
な
差
に

な
る
。
水
場
の
遠
さ
は
、
手
桶
で
汲
ん

で
き
た
水
を
水

み
ず

甕が
め

に
満
た
す
と
き
の
回

数
に
、
井
戸
の
深
さ
は
、
釣
瓶

つ
る
べ

で
汲
む

回
数
に
如
実
に
出
た
ん
で
す
。

そ
ん
な
に
大
変
な
水
汲
み
だ
っ
た
ら
、

筧
か
け
い

を
掛
け
て
、
山
か
ら
水
を
引
い
た
ら

ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
労
働
を
軽
減

す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
よ
う
な
精
神
性

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

低
い
身
分
の
者
の
生
活
保
障
は
﹁
働

き
者
﹂
か
ど
う
か
で
計
ら
れ
た
の
で
、

怠
け
心
を
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
気
持

ち
が
、
ど
こ
か
で
働
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
精
神
性
も
な
に
も
か
も
、
明

治
時
代
に
水
道
が
で
き
て
各
家
の
中
に

入
っ
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
変

わ
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
初
期
の

こ
ろ
は
そ
れ
ま
で
の
水
の
道
同
様
、
１

軒
に
１
カ
所
、
井
戸
が
あ
っ
た
所
に
水

道
管
を
立
て
て
水
を
汲
ん
で
、
そ
こ
か

ら
運
ん
で
い
っ
て
使
っ
た
と
い
う
一
時

代
が
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
大
正
時
代
の
雛
道
具

に
も
見
ら
れ
ま
す
。
流
し
の
上
に
水
道

の
蛇
口
が
な
い
ん
で
す
よ
。
元
の
井
戸

の
所
に
水
道
を
引
い
て
き
て
、
そ
こ
か

ら
手
桶
で
運
ん
で
使
っ
た
。
そ
れ
が
流

し
の
上
に
蛇
口
が
き
て
し
ま
う
と
、
そ

れ
は
も
う
、
絶
対
に
節
水
な
ん
て
で
き

な
い
わ
け
で
す
よ
。

集
合
住
宅
に
な
る
と
、
高
架
水
槽
に

水
を
溜
め
て
い
ま
す
か
ら
、
１
階
の
人

が
一
番
圧
が
高
く
な
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
１
階
の
人
が
一
番
水
を
浪
費
し
て

い
る
だ
ろ
う
、
と
。

各
家
で
、
水
を
い
っ
た
ん
溜
め
た
ら

い
い
ん
で
す
よ
。
溜
め
て
お
く
間
に
、

水
の
質
を
良
く
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

し
。
だ
か
ら
、
水
は
い
っ
た
ん
溜
め
て

使
う
、
と
い
う
の
は
一
つ
の
選
択
肢
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
災
害

時
に
も
役
立
ち
ま
す
し
ね
。

土
間
の
復
権

次
ペ
ー
ジ
の
イ
ラ
ス
ト
は
集
合
住
宅

に
お
け
る
革
命
的
な
プ
ラ
ン
な
ん
だ
け

ど
、
ま
ず
今
の
集
合
住
宅
に
は
出
入
り

口
が
一
つ
し
か
な
い
。
こ
れ
は
マ
チ
ガ

っ
て
い
る
、
勝
手
口
と
玄
関
に
分
け
る

べ
き
で
す
よ
。

勝
手
口
と
玄
関
と
い
う
の
は
、
全
然

性
格
が
違
う
も
の
で
す
よ
。
玄
関
と
い

う
の
は
、
ま
あ
お
客
様
が
来
た
と
き
の

も
の
。
送
迎
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る

舞
台
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
勝

手
口
と
い
う
の
は
勝
手
な
所
だ
か
ら
。

今では想像もつかないが、目黒区は昭和初期ま
で筍の特産地として知られていた。〈旧栗山家
主屋〉は、「年寄（としより）」という役職の家
柄で、長屋門を構えることを許された格式の家。
目黒ゆかりの竹林が残る〈すずめのお宿緑地公
園〉内に1984年に移築、公開されている。江
戸時代中期の様式で復元保存されており、水甕、
竃がある土間での暮らしが体感できる。
社会科見学はもとより、学芸大学から碑文谷の
〈目黒区古民家〉を経由して西小山辺りまでの
散策路として人気が高い。毎日竃に火が焚かれ、
沸かした湯でお茶がふるまわれている。
撮影協力／目黒区古民家〈旧栗山家主屋〉東京都目黒区碑
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選
択
肢
が
あ
れ
ば
面
白
か
ろ
う
、
と
。

例
え
ば
、
座
り
流
し
の
勧
め
。

調
理
と
食
器
洗
い
と
は
ま
っ
た
く
別

の
仕
事
な
ん
で
す
よ
。
水
道
敷
設
前
に

は
、
台
所
の
水
甕
に
水
が
満
た
し
て
あ

っ
た
と
し
て
も
、
用
途
に
合
わ
せ
て
水

場
、
井
戸
端
、
川
端
の
ほ
う
へ
出
向
い

て
行
っ
た
。
泥
つ
き
野
菜
を
洗
い
上
げ

て
切
る
の
は
屋
外
の
水
場
で
済
ま
せ
た

し
、
膳
椀
も
月
に
１
回
ま
と
め
て
井
戸

端
で
洗
い
ま
し
た
。

﹁
台
所
は
動
線
を
短
く
し
ろ
﹂
な
ん

て
つ
ま
ん
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
日
本
で
は
調
理
と
洗
い
も
の
は

本
来
別
の
仕
事
。
だ
か
ら
設
計
自
体
が

間
違
っ
て
い
る
。
西
洋
で
は
そ
う
な
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
シ
ン
ク
を
調

理
台
の
隣
に
は
め
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

間
違
い
設
計
の
キ
ッ
チ
ン
で
水
ま
わ
り

を
ど
う
し
よ
う
、
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
、

い
く
ら
考
え
て
も
答
え
は
出
て
こ
な
い

で
し
ょ
う
。

川
端
で
水
を
使
っ
て
い
る
風
景
、
そ

う
い
う
水
の
場
の
景
色
を
、
そ
う
い
う

目
で
、
日
本
中
で
見
直
し
て
み
る
こ
と

も
大
切
で
す
ね
。
田
舎
の
良
い
所
に
引

っ
越
し
た
の
に
、
都
会
で
苦
し
紛
れ
に

つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
プ
ラ
ン
の
家
で
暮

ら
し
て
い
る
な
ん
て
い
う
皮
肉
も
あ
り

ま
す
し
ね
。

今
は
い
ろ
い
ろ
見
直
し
が
進
ん
で
、

屋
上
庭
園
だ
、
家
庭
菜
園
だ
っ
て
い
う

話
に
は
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ト
イ
レ

の
と
こ
ろ
で
は
あ
ん
ま
り
変
わ
っ
て
い
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そ
れ
を
一
緒
に
す
る
と
い
う
の
は
、
滅

茶
苦
茶
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
今
ど
き

の
玄
関
は
足
の
踏
み
場
ど
こ
ろ
か
、
靴

の
踏
み
場
も
な
い
っ
て
い
う
状
態
。
そ

ん
な
凄
絶
な
所
で
お
客
様
を
お
迎
え
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
コ
ー
ト
だ
っ
て
外
に
出
る
と

き
に
着
替
え
る
わ
け
だ
か
ら
、
何
も
寝

室
の
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
中
に
あ
る
必
要

は
な
い
。
そ
れ
で
玄
関
の
そ
ば
に
﹁
変

装
室
﹂
と
い
う
の
を
こ
し
ら
え
た
ん
で

す
よ
。
要
は
蔵
な
ん
で
す
。

勝
手
口
の
ほ
う
は
土
間
に
し
て
お
け

ば
、
泥
つ
き
の
野
菜
な
ん
か
も
置
い
て

お
け
る
。
キ
ッ
チ
ン
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
が

あ
っ
て
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
は
土
間
の
続
き
。

﹁
土
間
で
飯
を
食
お
う
﹂
と
い
う
プ
ラ

ン
で
す
。
こ
う
考
え
て
い
く
と
、
一
度

も
上
が
ら
な
い
う
ち
に
ベ
ラ
ン
ダ
ま
で

出
ち
ゃ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
通
り
庭
。

こ
れ
で
ベ
ラ
ン
ダ
が
生
き
て
く
る
ん
で

す
よ
。
今
の
ベ
ラ
ン
ダ
は
死
ん
で
い
る
。

な
ぜ
死
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
ク

ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
場
所
が
な
い
。
玄
関

か
ら
す
ぐ
部
屋
に
な
っ
て
履
物
を
脱
ぐ
。

そ
れ
に
し
て
は
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
る
と
き

の
靴
を
脱
い
で
置
い
て
お
く
所
が
な
い

で
し
ょ
。
室
内
に
置
く
と
床
が
汚
れ
る

し
、
ベ
ラ
ン
ダ
外
に
出
し
て
お
く
と
履

物
が
汚
れ
る
。
ベ
ラ
ン
ダ
で
サ
ン
ダ
ル

履
き
で
土
い
じ
り
な
ん
か
す
る
と
足
が

汚
れ
る
け
れ
ど
、
這
っ
て
風
呂
場
ま
で

行
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
空
間
が
考

え
ら
れ
て
い
な
く
て
、
空
間
が
つ
な
が

っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
土
間
が
こ
こ

ま
で
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
、
水
へ
の
考

え
方
も
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。

ベ
ラ
ン
ダ
に
置
く
よ
う
な
屋
外
家
具

な
ん
か
も
、
取
り
込
む
場
所
が
な
い
か

ら
出
し
た
ら
出
し
た
き
り
に
な
る
。
だ

か
ら
外
で
く
つ
ろ
ご
う
な
ん
て
考
え
る

と
、
出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
雨
で
汚
れ

た
家
具
を
き
れ
い
に
し
な
く
ち
ゃ
な
ら

な
い
か
ら
、
一
仕
事
な
ん
で
す
よ
。

風
呂
も
同
様
で
す
。﹁
身
体
を
洗
う
﹂

と
い
う
こ
と
と
、
日
本
人
が
考
え
る

﹁
湯
に
入
る
﹂
こ
と
と
は
違
う
。
身
体

を
洗
う
と
い
う
の
は
、
芋
を
洗
う
の
と

同
じ
。
湯
に
入
る
の
は
、
精
神
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
ベ
ラ

ン
ダ
を
ち
ょ
っ
と
広
く
し
て
岩
風
呂
を

こ
し
ら
え
た
ん
で
す
。

そ
れ
と
軒
の
出
。
建
築
基
準
法
で
１

ｍ
以
上
軒
が
出
て
い
る
と
建
物
面
積
に

含
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
い
う
こ
と

だ
け
で
、
こ
ん
な
大
事
な
空
間
を
日
本

中
こ
ぞ
っ
て
１
ｍ
以
内
に
制
限
し
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
馬
鹿
み
た
い
な
ん

で
す
。
片
持
ち
で
３
ｍ
ぐ
ら
い
出
す
の

は
簡
単
で
す
よ
ね
、
そ
う
す
れ
ば
ず
っ

と
使
い
出
の
あ
る
空
間
が
で
き
る
の
に
。

つ
ま
り
プ
ラ
ン
が
な
い
の
に
水
ま
わ

り
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ

の
プ
ラ
ン
が
狂
っ
て
い
る
の
に
、
水
ま

わ
り
を
描
い
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で

す
。
鼻
歌
ま
じ
り
で
パ
パ
ッ
と
描
い
ち

ゃ
っ
た
ん
で
す
が
ね
、
こ
れ
が
１
０
０

g
で
で
き
る
ん
で
す
よ
。

今
は
ね
、
や
た
ら
に
部
屋
を
仕
切
っ

て
、
結
局
は
モ
ノ
を
で
た
ら
め
に
配
し

て
混
乱
さ
せ
て
い
る
。
ナ
ン
セ
ン
ス
な

ん
で
す
。

プ
ラ
ン
あ
り
き
の
水
ま
わ
り

私
が
所
属
し
て
い
る
道
具
学
会
で
は

﹁
茶
道
﹂
を
拡
大
し
た
﹁
生
活
道
﹂
と

い
う
の
が
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
ん
で

す
が
、
お
茶
の
飲
み
方
一
つ
に
作
法
が

あ
る
な
ら
、
メ
シ
の
食
い
方
に
も
作
法

が
あ
る
。
水
に
も
そ
の
使
い
方
に
作
法

が
あ
っ
て
、
お
茶
事
の
よ
う
に
表
や
裏

が
あ
っ
て
当
然
。
水
栓
一
本
槍
で
な
く
、

通り庭のあるプラン
ちょっと昔の和の住まいは、お座敷（接客演出の舞台）と普段の居どころ（高
床の板の間）、そして働く場としての土間が三分の一ずつを占めていた。その土
間が失われて台所を含めた水づかいの場が失われて不自由な住まいと化した。
土間に置いた椅子・テーブルも活きイキと息を吹き返して見える。本来土間に
置く家具だったから、当然だよなァ、と山口さん。
イラスト：著者のイラストを編集部にて一部修正

ハーブ園

野天風呂

工房

土間食卓

脱衣籠
顔あらい
身あらい（シャワー）
着物あらい（洗濯）

土間台所きもの収納

きもの収納

勝手口

がらくた収納

分別ゴミ

薄型冷蔵庫

着付け変装室
床はタタミ

傘はきもの

見える収納

展示収納

玄関性

小道具蔵

変装室

茶室

閨房

身体衣装洗濯

心神洗濯キッチンガーデン

と
お
り
に
わ

ふ
み
ば
ん

下着・リネン棚



な
い
ね
。
道
具
学
会
で
は
大
阪
で
箱
を

テ
ー
マ
に
会
議
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
で
出
た
話
で
す
が
、
日

本
語
で
普
通
に
﹁
箱
﹂
と
言
っ
た
ら
オ

マ
ル
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。

十
返
舎
一
九
（
１
７
６
５
〜
１
８
３
１
年
）

の
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄（
１
８
０
２
年

享
和
２
）
が
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
す
で

に
江
戸
に
砲
台
が
で
き
て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
の
時
代
と

い
う
の
は
、
日
本
文
化
の
最
後
な
ん
で

す
。
そ
こ
か
ら
50
年
か
そ
こ
ら
で
、
開

国
を
し
て
い
る
。

そ
こ
で
弥
次
喜
多
道
中
の
中
に
ね
、

旅
の
途
中
で
お
し
っ
こ
を
し
て
い
け
っ

て
言
わ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
大
根
３
本

と
引
き
換
え
に
ね
。
当
時
の
日
本
の
ト

イ
レ
は
、
肥
料
庫
だ
っ
た
。
同
じ
こ
ろ

に
西
洋
で
は
近
代
化
だ
っ
て
い
っ
て
ト

イ
レ
の
水
洗
化
を
進
め
て
い
た
。
ど
っ

ち
の
ほ
う
が
文
明
的
か
、
と
私
は
言
い

た
い
で
す
ね
。

ベ
ラ
ン
ダ
で
コ
ン
ポ
ス
ト
穴
を
つ
く

っ
て
、
生
ゴ
ミ
は
そ
こ
に
捨
て
る
。
ト

イ
レ
も
箱
を
使
っ
て
、
そ
の
穴
に
埋
め

る
。
僕
の
育
っ
た
東
京
近
郊
の
家
で
、

僕
は
ご
み
穴
掘
り
係
だ
っ
た
け
れ
ど
、

１
年
で
穴
は
１
つ
。
分
解
す
る
か
ら
、

そ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
ん
で

す
。
庭
は
50
坪
ぐ
ら
い
だ
っ
た
け
れ
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
収
穫
で
き
た
。

﹁
食
べ
ら
れ
る
庭
﹂
で
す
。
木
陰
を
つ

く
る
藤
棚
を
ぶ
ど
う
棚
に
仕
立
て
れ
ば
、

﹁
ワ
イ
ン
が
採
れ
る
空
調
機
﹂
で
し
ょ
。

43 暮らしのプランありき

だ
か
ら
。
工
夫
次
第
で
す
。
で
き
る
こ

と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
。

僕
は
農
村
出
身
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
東
京
の
近
郊
で
充
分
そ
う
い
う
暮

ら
し
が
で
き
て
い
た
ん
で
す
。

こ
の
ご
ろ
、
通
信
技
術
の
発
達
や
交

通
網
も
発
達
し
て
る
か
ら
、
都
市
に
集

中
し
な
い
で
分
散
し
て
住
む
こ
と
に
も

可
能
性
が
出
て
き
て
い
ま
す
よ
ね
。
で

も
、
﹁
都
市
に
集
ま
っ
て
住
む
﹂
と
い

う
役
割
の
た
め
に
生
ま
れ
た
集
合
住
宅

に
生
ま
れ
育
っ
た
か
ら
、
そ
の
条
件
が

外
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
な
ん
に
も
考
え
ら
れ

な
い
の
ね
。

そ
の
縛
り
を
外
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
な

ん
に
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ど
こ
に
で
も

住
ん
で
い
い
よ
、
と
言
わ
れ
た
と
き
に

ハ
タ
と
困
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
住

む
所
だ
け
で
は
な
く
、
水
ま
わ
り
に
つ

い
て
も
同
じ
で
す
。

我
々
は
洋
館
建
て
を
有
り
難
が
る
け

れ
ど
、
洋
と
い
う
の
は
北
緯
50
度
の
地

域
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
日
本
に
持
っ
て

き
て
モ
デ
ル
に
す
る
な
ん
て
、
馬
鹿
げ

て
ま
す
よ
ね
。
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を

旅
す
る
と
ね
、
や
は
り
金
持
ち
が
北
緯

50
度
の
家
を
建
て
た
が
る
。
本
当
の
大

金
持
ち
は
ク
ー
ラ
ー
が
入
れ
ら
れ
る
か

ら
い
い
。
下
々
は
床
も
ス
ケ
ス
ケ
、
壁

も
ス
ケ
ス
ケ
だ
か
ら
快
適
な
ん
で
す
が
、

小
金
持
ち
は
ク
ー
ラ
ー
を
入
れ
ら
れ
な

い
か
ら
一
番
暑
苦
し
い
。
馬
鹿
の
見
本

で
す
よ
。
日
本
も
同
類
の
馬
鹿
を
重
ね

て
き
た
、
も
う
卒
業
し
ま
し
ょ
う
よ
。

家
業
だ
か
ら
一
緒
に
飯
を
食
う

昔
は
、
使
う
も
の
と
い
ら
な
い
も
の

を
、
季
節
ご
と
に
蔵
か
ら
出
し
入
れ
し

た
。
だ
か
ら
今
の
台
所
の
よ
う
に
収
納

が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
こ
と
に
魅
力

を
感
じ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か

ら
僕
は
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
は
﹁
タ
ン

ス
の
上
に
流
し
を
落
と
し
込
ん
で
い
る

だ
け
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
ね
、
し
ま
う
こ
と
が
不
得

手
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
し
ま
う
と
ね
、

今
の
人
は
﹁
な
く
な
っ
た
﹂
と
認
識
し
、

た
ま
た
ま
開
け
て
見
つ
け
た
と
き
に
は

﹁
発
見
﹂
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
二
度

と
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
出
し
て
お
く
。

だ
か
ら
モ
ノ
が
あ
ふ
れ
て
片
づ
か
な
い
。

蔵
が
あ
っ
た
時
代
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
片

づ
け
て
い
た
の
に
。
何
も
か
も
、
生
活

の
場
に
出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
く
こ

と
は
な
い
ん
だ
よ
ね
。

消
費
社
会
と
い
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
で

最
初
に
成
立
す
る
ん
で
す
。
自
分
で
使

う
も
の
で
は
な
く
、
他
人
が
使
う
も
の

を
つ
く
っ
て
売
る
こ
と
で
生
活
が
成
り

立
っ
た
の
が
、
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
後

半
。
つ
く
れ
ば
売
れ
る
、
と
い
う
こ
と

で
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
進
歩
発
展
と

い
う
﹁
量
の
時
代
﹂
に
な
る
。
こ
の
時

代
の
精
神
は
﹁
進
歩
発
展
﹂
だ
っ
た
け

れ
ど
、
﹁
ど
こ
へ
﹂
と
い
う
目
標
が
欠

落
し
て
い
た
。
そ
れ
で
消
費
財
を
大
量

生
産
し
て
売
る
と
い
う
消
費
産
業
社
会

ホ
ウ
キ
草
を
植
え
て
お
け
ば
、
﹁
掃
除

道
具
が
採
れ
る
庭
﹂
。
あ
れ
は
食
べ
る

こ
と
も
で
き
る
し
ね
。

こ
う
い
う
暮
ら
し
方
の
タ
イ
プ
が
あ

っ
て
、
水
ま
わ
り
も
決
ま
っ
て
く
る
わ

け
だ
か
ら
ね
。

13
人
子
供
が
い
た
あ
の
家
に
と
っ
て
、

床
の
間
が
占
有
す
る
一
畳
の
重
さ
を
考

え
た
ら
、
そ
う
い
う
暮
ら
し
を
ち
ゃ
ん

と
設
計
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
と

思
う
。
設
計
っ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
だ

っ
た
ん
だ
な
あ
、
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た

よ
。
現
代
で
も
大
切
に
す
べ
き
も
の
が

あ
る
に
違
い
な
い
。
今
さ
ら
床
の
間
じ

ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
、
﹁
水
場
や
台
所
か

ら
住
ま
い
の
再
設
計
を
﹂
と
僕
が
唱
え

て
い
る
理
由
で
す
。

都
市
生
活
に
も
工
夫
が
必
要

僕
は
道
具
学
会
の
常
設
の
サ
ロ
ン
と

し
て
高
田
の
馬
場
の
喫
茶
店
を
使
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
学
会
員
が
岐
阜
の
人

を
連
れ
て
き
た
。
食
育
な
ら
ぬ
木
育
を

や
っ
て
い
る
、
ま
だ
若
い
人
で
す
。
そ

の
人
が
言
う
に
は
ね
、
や
っ
と
自
分
の

運
動
に
対
し
て
エ
コ
ー
が
返
っ
て
く
る

よ
う
に
な
っ
た
と
。

岐
阜
は
森
林
で
生
き
て
き
た
県
で
す
。

過
疎
が
進
ん
で
な
ん
と
か
し
な
い
と
、

と
い
っ
て
で
き
た
の
が
県
立
の
森
林
文

化
ア
カ
デ
ミ
ー
で
、
徐
々
に
人
が
戻
っ

て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
人
た
ち
、

交
通
の
不
便
に
耐
え
る
た
め
に
戻
っ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
考
え
る

力
の
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
人
た
ち

に
モ
デ
ル
を
示
せ
れ
ば
、
も
っ
と
人
が

集
ま
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

そ
の
一
つ
に
、
自
給
自
足
に
近
い
生

活
が
で
き
る
と
い
う
魅
力
が
あ
る
。
そ

の
ほ
う
が
安
全
だ
か
ら
。
そ
れ
を
都
市

に
も
応
用
で
き
る
は
ず
な
ん
で
す
よ
。

さ
っ
き
の
ベ
ラ
ン
ダ
を
ち
ょ
っ
と
広
く

す
る
、
と
い
う
こ
と
で
可
能
に
な
る
ん

醒ケ井（さめがい）の井戸ならぬ川戸：　各家の前、
石段下りると川端の水場。鮑（あわび）の貝殻には
孔が並ぶ。タワシを入れて握って振ると水切れがよ
い。鮑とタワシは全国的にセットだった。（撮影／山口
昌伴）



が
成
立
し
た
。
消
費
産
業
社
会
で
は
ね
、

商
品
は
買
っ
た
と
き
に
消
費
が
完
了
す

る
ん
で
す
よ
。
生
活
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
先
で
商
品
が
道
具
に
な
れ
る
か
ど

う
か
が
問
題
な
ん
で
す
。

工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
の
は
、
本

来
、
生
活
者
を
代
表
す
る
立
場
で
つ
く

る
も
の
を
考
え
な
く
て
は
、
悪
の
道
だ

よ
と
言
っ
て
き
た
。

消
費
産
業
社
会
で
は
目
的
が
な
く
て

量
的
な
進
歩
発
展
で
き
た
。
そ
れ
が
も

う
限
界
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ろ

い
ろ
な
事
件
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
生
き
て
い
る
甲
斐
が
な
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
来
ち
ゃ
っ
た
。
生
活
産

業
社
会
へ
、
と
い
う
第
二
次
産
業
革
命

が
起
き
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。

第
一
次
産
業
革
命
以
前
の
仕
事
に
つ

い
て
、
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
塗
師

ぬ
し

︵
漆
職
人
︶
は
親
方
に
叱
ら
れ
な
が
ら

仕
事
を
す
る
。
職
人
が
あ
ん
ま
り
手
を

入
れ
る
と
コ
ス
ト
が
か
さ
む
か
ら
、
親

方
は
程
々
に
し
て
ほ
し
い
。
で
も
職
人

は
手
を
か
け
て
完
成
度
を
上
げ
た
い
か

ら
親
方
の
目
を
盗
ん
で
手
を
か
け
る
。

管
理
す
る
親
方
だ
っ
て
、
も
と
も
と
は

自
分
も
﹁
手
﹂
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

む
げ
に
叱
り
き
れ
な
い
。
そ
れ
で
な
ん

と
か
食
べ
ら
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ

で
や
っ
て
い
る
。

労
賃
の
こ
と
も
忘
れ
て
、
な
ぜ
そ
ん

な
に
手
を
か
け
た
が
る
の
か
と
い
う
と
、

そ
れ
が
も
と
も
と
家
業
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
親
が
や
っ
て
い
て
そ
れ
を
継
い
で
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加
工
食
品
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
だ
っ
た
ら
食
べ
て
い
た
大

根
の
葉
っ
ぱ
と
か
魚
の
あ
ら
も
、
商
品

化
の
過
程
で
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
家
庭
で
も
手
を
か
け
る
こ
と

を
面
倒
く
さ
が
っ
て
﹁
食
べ
ら
れ
る
生

ゴ
ミ
﹂
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

を
反
省
し
て
、
﹁
安
心
、
安
全
な
食
材

は
自
分
で
調
理
し
な
く
て
は
﹂
と
い
う

気
運
が
生
ま
れ
始
め
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
自
然
態
の
食
材
は
サ
イ
ズ
が
大

き
い
し
、
下
ご
し
ら
え
の
た
め
の
場
所

や
保
存
の
た
め
の
場
所
も
必
要
。

今
ど
き
の
キ
ッ
チ
ン
に
、
そ
れ
を
扱

え
る
装
備
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
。
今

の
台
所
は
﹁
間
違
い
の
結
晶
﹂
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

泥
つ
き
野
菜
を
洗
う
場
所
が
な
い
、

魚
１
尾
を
下
ろ
せ
る
調
理
台
が
な
い
、

火
に
も
力
が
な
い
。
ひ
ど
い
場
合
は
、

火
そ
の
も
の
が
な
い
！
　
そ
の
せ
い
で
、

人
類
が
１
万
年
か
か
っ
て
積
み
重
ね
て

き
た
せ
っ
か
く
の
調
理
の
知
恵
と
味
を

途
切
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

今
ど
き
の
キ
ッ
チ
ン
は
、
住
宅
メ
ー

カ
ー
と
キ
ッ
チ
ン
セ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
が

つ
く
っ
て
い
る
。
生
活
者
の
立
場
に
ち

ゃ
ん
と
立
っ
て
食
べ
る
営
み
の
場
や
水

の
場
を
考
え
る
ホ
ン
ト
の
設
計
者
が
イ

ナ
イ
ん
で
す
。
近
代
日
本
型
キ
ッ
チ
ン

に
は
、
﹁
台
所
は
自
然
態
に
近
い
食
材

を
駆
使
し
て
お
い
し
い
料
理
を
つ
く
る

場
所
﹂
と
い
う
考
え
が
欠
落
し
て
い
ま

し
た
。
近
代
台
所
の
設
計
思
想
の
根
底

に
、
﹁
家
事
は
必
要
悪
と
し
て
の
労
働

で
あ
り
、
極
力
家
事
労
働
を
減
ら
す
べ

き
﹂
と
い
う
欧
米
の
婦
人
解
放
運
動
の

見
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
で
オ
オ

マ
チ
ガ
イ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
だ

と
思
う
ん
で
す
。

私
は
、
洗
濯
や
掃
除
、
裁
縫
や
炊
事

と
い
っ
た
家
事
は
、
家
族
の
心
身
の
健

康
を
守
り
、
食
卓
を
囲
む
楽
し
み
を
知

ら
せ
、
経
済
的
に
も
合
理
性
を
も
た
ら

す
創
造
的
な
行
為
の
体
系
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
け
っ
し
て
軽
減
す
べ
き

﹁
労
働
﹂
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

生
活
の
中
心
は
食た

べ
事

ご
と

に
あ
り
、
台

所
は
大
切
な
﹁
食
べ
る
営
み
の
場
所
﹂
、

水
ま
わ
り
の
カ
ナ
メ
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
大
事
な
台
所
や
水
を

活
か
す
場
を
こ
の
50
年
間
、
誰
も
真
面

目
に
設
計
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を

取
り
戻
す
に
は
、
生
活
者
が
﹁
食
べ
る

こ
と
が
生
き
る
こ
と
、
水
を
活
か
す
こ

と
が
生
き
る
こ
と
﹂
と
い
う
食
べ
事
や

水
仕
事
に
対
す
る
態
度
を
し
っ
か
り
持

っ
て
、
望
ま
し
い
住
ま
い
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
き
ち
ん
と
要
求
し
て
い
く
こ

と
で
す
ね
。

そ
こ
に
目
を
注
い
で
い
け
ば
、
住
ま

い
全
体
の
あ
り
方
が
妙
な
西
洋
か
ぶ
れ

を
払
拭
し
た
21
世
紀
日
本
型
、
あ
る
い

は
新
和
風
型
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に

き
っ
と
変
わ
る
。
私
は
そ
う
信
じ
て
、

ず
っ
と
発
言
し
て
い
き
ま
す
よ
。

い
く
。
よ
く
よ
く
考
え
た
ら
、
農
業
だ

っ
て
家
業
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一

つ
屋
根
の
下
に
い
て
、
一
緒
に
飯
を
食

う
意
味
が
あ
る
。
今
は
家
業
が
な
い
か

ら
ね
、
飯
を
食
う
意
味
も
な
い
ん
だ
。

力
を
合
わ
せ
て
い
こ
う
ね
、
っ
て
い

う
こ
と
。
派
遣
労
働
の
問
題
も
、
根
っ

こ
の
部
分
は
働
く
意
義
の
喪
失
に
あ
る
。

本
来
、
仕
事
と
労
働
と
は
違
う
ん
で

す
よ
ね
。
仕
事
の
中
に
も
労
働
の
形
は

あ
る
け
れ
ど
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。

中
国
の
水
郷
地
帯
で
、
小
さ
な
舟
を

つ
く
っ
て
生
計
を
立
て
る
村
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
家
族
総
出
で
舟
を

つ
く
っ
て
い
て
、
子
供
た
ち
は
そ
の
木

っ
端
で
遊
ん
で
い
る
。

そ
れ
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
舟
を
つ
く

る
工
場
が
で
き
て
働
き
に
出
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
る
と
、
同
じ
よ
う
な
仕
事

内
容
な
の
に
、
労
働
者
が
と
て
も
惨
め

な
様
子
に
な
る
。
そ
う
い
う
の
を
見
る

と
、
や
は
り
仕
事
と
労
働
と
は
違
う
の

だ
な
、
と
痛
感
し
ま
し
た
。

台
所
の
見
直
し

人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
生
き
方
が
あ
る
。

そ
れ
に
見
合
っ
た
家
や
水
ま
わ
り
を
設

計
で
き
る
よ
う
に
、
生
活
設
計
家
も
勉

強
し
な
い
と
い
け
な
い
し
、
暮
ら
す
人

も
ス
タ
イ
ル
を
持
た
な
く
て
は
良
い
暮

ら
し
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

医
食
同
源
っ
て
言
い
ま
す
よ
ね
。
正

し
く
食
べ
る
こ
と
が
健
康
を
保
つ
に
は

一
番
い
い
。
で
も
食
品
が
商
品
に
さ
れ

る
と
、
季
節
を
偽
る
不
自
然
食
品
や
お

い
し
そ
う
に
見
え
て
増
量
材
や
保
存
材

を
放
り
込
ん
だ
見
せ
か
け
食
品
、
手
軽

に
食
べ
ら
れ
る
け
れ
ど
何
が
入
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
偽
装
か
も
し
れ
な
い

水屋に収めた川戸：水のめぐる町・雨森にて。水路を我が家
に引き込んで使い水に。白菜を洗ったり、洗面も洗濯もここ
で。（撮影／山口昌伴）
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近代化以前の様式に添った住まいも、重要な
歴史的建築物である。
昭和初期は住宅改善が盛んにいわれた時期。
その中心は、台所だった。まず第一に流し。公
団が実現した一体型のステンレス流し台が、な
ぜあれほどまでに評価されているか、今の私た
ちにとってなかなか理解しにくい。その背景に
は、土間に据えられた流しの前に簀の子を敷き、
しゃがんで使う座り流し以来の、きつい家事労
働の歴史がある。
座り流しは水の飛沫が飛び散って、特に冬場
は寒さがこたえたと日本家具道具史研究家の小
泉和子さんは『昭和 台所なつかし図鑑』（平凡
社 1998）に書いている。当時の流し台は、木
製かブリキを張ったもの。水がすぐに染みて、
大変腐りやすかった。セメント製や人研ぎは丈
夫だったが、陶磁器が当たると割れるため、簀

の子を敷く。その簀の子がすぐにぬるぬるする
し、やはり腐りやすかった。
流しに次いで改良の対象とされたのは竃であ
った。昭和20年代後半から30年代にかけて、改
良竃の普及が農村の生活改善運動として進めら
れた。これは煙突などをつけて燃焼効率をよく
したもの。それ以前の竃は煙突がなく燻される
ため、トラホームが多く発生した程だという。
それでも「嫁や女は牛馬以下」とされていた農
村では、改善運動は遅々として進まなかった。
戦後に台所改善運動が加速したのは、GHQ
の強い指導があったことと、一連の民主主義革
命のお陰である。とはいうものの、歴史的資産
としては改善された台所は不都合が多い。使い
続けられるのが住まいだから、不便のある所は
改築されてしまうのは当然なのだが、記録に残
りにくい庶民の暮らしは時代考証がしにくく、

復元も難しい。
江戸東京たてもの園は、そうした当時の暮ら
しをしのぶには、うってつけの所だ。約７haの
園内には、現在、江戸時代から昭和初期までの
27棟の復元建造物が建ち並んでいる。これらは
文化的価値の高い歴史的建造物でありながら、
現地保存が不可能な建物。移築し、復元・保
存・展示することで、貴重な文化遺産として次
代に継承することを目指している。
問い合わせ：0423-388-3300（代表）

上段左側は、江戸時代後期の住宅群の屋内外。右側は
1925年（大正14）竣工の「田園調布の家（大川邸）」
で、増築、改築をかさねながら1995年（平成5）まで
現役で住み続けられていた、瀟洒な平屋住宅である。
下段は左から、足立区千住元町にあった1929年（昭和
4）の「子宝湯」の赤ちゃん用体重計、明治後期のも
のと推定される「万世橋交番」の流しとコンロ、昭和
初期の荒物屋「丸二商店」と並ぶ、しもた屋。

昔の暮らしを知る歴史的建築物　江戸東京たてもの園




