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都市化が進み、日本人の生活習慣が変化したことで、伝統的な和
風住宅に暮らす人の数は以前にくらべて少なくなりました。しか
し、現代の暮らしの中にもう一度和の住まいの要素を取り込むこ
とで、私たち日本人が育んできた豊かな精神性と生活文化を再発
見することができるのではないでしょうか。

国土が南北に長い日本は亜熱帯に属する沖縄から、亜寒帯に属す
る北海道まで気候もさまざまで、植生も多様です。それを反映し
て、地方ごとに独自の文化を育み、伝統的な家屋のつくり方も地
域ごとの特色を持っています。

しかし、日本の家屋に一貫しているのは、木や紙や土などの自然
素材をうまく利用し、自然に寄り添い、人にやさしい住まいであ
ることです。例えば、土の壁や畳は空気中の水分を吸収・放出し
て部屋の中の湿度を一定に保つ働きがあります。

伝統的な日本家屋は日本の文化を育んできた器でもあります。日
本人は季節の移ろいを敏感に感じ取って心を寄せ、和歌や絵画、
工芸などに表現し、茶道や華道などの美しい所作に昇華してきま
した。自然に向かって開かれた日本家屋のつくりが日本人の精神
性に大きな影響を与えてきたことは間違いありません。

この小冊子が和の住まいを見直していただくきっかけとなれば幸
いです。

和
の
住
ま
い
を
見
直
し
︑

こ
こ
ろ
豊
か
な
暮
ら
し
を

和の住まい推進関係省庁連絡会議は、日本の住まいや
住文化の普及に取り組むことを目的として設立されま
した。
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　　　経済産業省　　国土交通省　　観光庁

和の住まいのすすめ
発　　行 和の住まい推進関係省庁連絡会議
 平成25年10月
印　　刷 加藤文明社

「識者が語る日本の文化と家」編   
編　　集 日経BP社
ライター 介川亜紀、中川寛子、村島正彦
写　　真 daj/amanaimages、岩舟雄一、浦川祐史、
 太田実来子、桑田和志、城山勇治、
 studio track、寺尾豊、林 安直、
 宮田昌彦、諸石 信、
撮影協力 三渓園



和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
心
を
育
む

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
の
知
恵
を
生
か
す

和
を
楽
し
む
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2

　
「
日
本
の
家
は
、
畳
や
土
壁
や
木
だ
っ

た
り
自
然
素
材
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
よ

ね
。古
く
な
っ
て
、味
わ
い
が
増
し
ま
す
。

僕
た
ち
は
、
こ
の
家
の
よ
う
に
、
大
切
に

長
く
使
わ
れ
る
よ
う
な
本
物
の
家
具
を
つ

く
る
こ
と
が
理
想
な
ん
で
す
」

　
こ
の
古
家
を
買
っ
て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
て
暮
ら
す
本
山
広
真
さ
ん
（
36
歳
）
と
瑞

沙
さ
ん
（
37
歳
）
は
、
と
も
に
家
具
デ
ザ
イ

ナ
ー
。
夫
の
広
真
さ
ん
は
、
家
具
の
製
作

も
手
掛
け
、bookM

t.

（
ブ
ッ
ク
マ
ウ
ン

テ
ン
）
と
い
う
二
人
だ
け
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

シ
ョ
ッ
プ
を
構
え
て
い
る
。
こ
の
家
は
、

二
人
の
住
ま
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
週
末

を
中
心
に
彼
ら
の
つ
く
っ
た
家
具
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
利
用
し
て
い
る

と
い
う
。

　

二
人
は
、
こ
のbookM

t.

の
あ
る
佐

賀
県
江
北
町
の
隣
町
、
白
石
町
の
出
身
で

高
校
の
同
級
生
と
い
う
間
柄
だ
。
大
学
卒

業
後
に
、
時
期
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

長
野
県
に
あ
る
県
立
の
職
業
訓
練
校
で
家

具
づ
く
り
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
家
具
会
社
な
ど
社

会
に
出
て
経
験
を
積
ん
だ
。
そ
し
て
、
郷

里
に
戻
っ
て
、
二
人
で
ア
ト
リ
エ
を
構
え

る
こ
と
を
決
意
し
た
の
だ
と
言
う
。

築
74
年
の
古
家
を
自
ら
改
修

　
「
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
家
探
し

を
始
め
た
ん
で
す
。
古
く
て
も
よ
く
て
、

自
分
た
ち
で
手
を
入
れ
て
よ
い
と
こ
ろ
。

安
く
借
り
ら
れ
る
、
と
い
う
条
件
で
探
し

て
い
た
ん
で
す
。
最
初
は
買
う
こ
と
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
瑞
沙
さ
ん
。

そ
し
て
、
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
の
が
こ
の

家
だ
っ
た
。

佐賀県江北町上小田地区に、本山夫妻の住まいでギャラリーショップのbookMt.はある。家具の製
作工房は、広真さんの実家、かつて農業用の小屋を改修して使っている

古
く
な
っ
て
味
わ
い
を
増
す

僕
た
ち
も
、そ
ん
な
家
具
づ
く
り
を
し
た
い

本
山 

広
真
さ
ん

本
山 

瑞
沙
さ
ん
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和
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心
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む

日
本
の
住
ま
い
の
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屋根瓦の補修やシロアリに喰われた床
下など、どうしてもプロの手を借りな
ければならない箇所以外は、プロの助
言や指導を得ながら自分たちの手で改
修した。改修にかけた費用はトータル
で100万円に満たない

玄関を入ると洋間が設けられている。かつて江北町は、炭鉱町として栄えていた。その時代には、若い医者がこの部屋を間借りして、診療所として利用し
たこともあった。改修前は、元の家主の寝室として使われていたが、合板の壁に白いペンキを塗ったことで明るくモダンな部屋に生まれ変わった

太平洋戦争の開戦前、横浜からわざわざ職人を連れてきてつくった家。
土壁で設えられた玄関周りの装飾や、廊下の丸窓の指物などに都会的
センスがうかがえる

で100万円に満たない

手間は
惜しまない

和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
知
恵
を
生
か
す

和
を
楽
し
む
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本山夫妻がつくる無垢の木をつかった家具が、和室とどう調和するか見て、感じてもらえることも、こ
のギャラリーショップの重要な役割だ

　
１
９
３
９
年
（
昭
和
14
年
）
に
建
て
ら
れ

た
築
74
年
の
平
屋
だ
。
横
浜
で
鉄
の
貿

易
で
財
を
な
し
た
地
元
出
身
者
が
、
横

浜
か
ら
職
人
を
連
れ
て
き
て
両
親
の
た
め

に
つ
く
っ
た
の
が
、
こ
の
家
な
の
だ
と
い

う
。
玄
関
を
入
る
と
、
す
ぐ
に
洋
間
が
あ

っ
て
、
そ
の
奥
に
和
風
の
空
間
が
控
え
て

い
る
。
玄
関
や
洋
間
ま
わ
り
の
し
つ
ら
え

が
、
昭
和
初
期
の
モ
ダ
ン
な
空
気
を
今
に

伝
え
る
。

　

４
～
５
年
は
空
き
家
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
地
を
離
れ
た
家
主
の
子
息
が
売
り
に

出
し
て
い
た
。「
取
り
壊
し
て
更
地
に
す

る
に
も
お
金
が
か
か
る
。
思
い
出
深
い
こ

の
家
を
使
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
」
と
、
破

格
の
値
段
で
譲
り
受
け
た
の
が
２
０
１
０

年
の
夏
。
そ
れ
か
ら
、
地
元
の
大
工
・
左

官
職
人
・
空
き
家
再
生
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な

ど
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
約
10
カ
月
か
け

て
自
分
た
ち
の
手
で
改
修
し
た
。

地
域
の
人
々
に
も
愛
さ
れ
な
が
ら

　

二
人
が
結
婚
し
て
、bookM

t.

を
オ

ー
プ
ン
し
た
の
は
２
０
１
１
年
7
月
だ
。

こ
の
家
に
移
り
住
ん
で
２
年
ほ
ど
が
経
っ

て
い
た
。

　
「
夏
は
暑
く
て
冬
は
寒
い
で
す
よ
。
で

も
、
そ
れ
以
上
に
四
季
を
感
じ
ら
れ
る
こ

の
暮
ら
し
が
楽
し
い
」と
広
真
さ
ん
。「
先

日
地
域
の
お
祭
り
が
あ
っ
て
、
以
前
の
家

主
の
親
戚
た
ち
が
見
に
来
て
懐
か
し
ん
で

く
だ
さ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
さ
さ
や
か

な
喜
び
で
す
」と
瑞
沙
さ
ん
。

　
若
い
感
性
で
甦
っ
た
こ
の
住
宅
は
、
こ

こ
に
暮
ら
す
本
山
さ
ん
た
ち
に
は
も
ち
ろ

ん
、
訪
れ
る
人
た
ち
に
愛
さ
れ
な
が
ら
、

さ
ら
に
時
を
刻
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
。

玄関脇の窓も建てられた時代を感じさせ
る。一輪の花が来客をもてなす
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和
の
心
を
育
む

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
を
楽
し
む

蕾の家には広いウッドデッキや庭もあり、木の下にはハンモックがゆらゆら。奥谷さんの夫、智さん、長女の凛々子ちゃんもこの場所がお気に入り

和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
知
恵
を
生
か
す

　
神
奈
川
県
鎌
倉
市
で
築
70
年
の
古
民
家

「
蕾
の
家
」
を
舞
台
に
、
日
本
の
よ
さ
を

発
信
す
る
各
種
教
室
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を

主
宰
す
る
奥
谷
舞
子
さ
ん
（
28
歳
）。
日
本

に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け

は
、
大
学
の
卒
業
旅
行
だ
っ
た
。

　
「
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
、
そ
の

地
域
な
ら
で
は
の
生
活
を
経
験
し
た
の
で

す
が
、
そ
の
時
、
自
分
の
日
常
を
振
り
返

り
『
私
は
自
分
の
国
の
暮
ら
し
、
文
化
を

ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
』
と
思

っ
た
の
で
す
。
都
心
で
マ
ン
シ
ョ
ン
に
暮

ら
し
、
日
本
ら
し
い
も
の
を
感
じ
る
こ
と

の
な
い
毎
日
。
日
本
人
と
し
て
そ
れ
で
い

い
の
か
、
と
」　

　

そ
の
時
、
一
緒
に
旅
行
し
て
い
た
の

が
、
現
在
「
蕾
の
家
」
を
と
も
に
経
営
し

て
い
る
池
田
め
ぐ
み
さ
ん
（
28
歳
）
と
池

田
さ
ん
の
妹
。
３
人
は
旅
行
の
間
中
、
帰

国
後
は
日
本
の
よ
い
も
の
を
取
り
入
れ
た

暮
ら
し
を
海
外
も
含
め
、
多
く
の
人
た
ち

に
伝
え
る
よ
う
な
事
業
を
し
た
い
ね
と
話

し
合
っ
て
い
た
と
言
う
。　

　
帰
国
後
、
大
学
院
に
進
ん
だ
奥
谷
さ
ん

は
環
境
工
学
を
学
ぶ
中
で
、
古
民
家
が
い

か
に
自
然
を
上
手
に
無
駄
な
く
利
用
し
て

い
る
か
を
知
っ
た
。

　
「
池
田
さ
ん
の
出
身
が
鎌
倉
で
、
年
々

古
い
家
が
減
っ
て
い
く
の
を
も
っ
た
い
な

く
思
っ
て
い
ま
し
た
し
、
始
め
る
な
ら
古

民
家
だ
と
。
鎌
倉
に
場
所
を
絞
っ
て
賃
貸

物
件
を
探
す
中
で
出
会
っ
た
の
が
、
こ
の

海
外
で
気
づ
い
た

日
本
の
よ
さ
を
伝
え
よ
う
と

築
70
年
の
古
民
家
で
和
を
発
信

奥
谷 

舞
子
さ
ん

池
田 

め
ぐ
み
さ
ん
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壁に珪藻土を塗る作業は自分たちで
行った。サッシを黒く塗るなど、自
分たちでできる作業は自分たちの手
で、がモットー

自
然
素
材
が
面
白
い
の
は
、

見
て
い
て
質
感
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
。

優
し
さ
、
強
さ
、
温
か
さ
…
…
。

そ
れ
が
工
業
製
品
に
な
い
魅
力
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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す

和
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化
を
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る

和
の
心
を
育
む
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本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
を
楽
し
む

建
物
で
し
た
」

　
当
時
は
前
居
住
者
に
よ
っ
て
ご
く
普
通

の
内
装
が
施
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
た

ま
た
ま
知
り
合
っ
た
古
民
家
再
生
協
会
の

仲
介
で
解
体
さ
れ
る
築
１
０
０
年
の
古
民

家
か
ら
建
具
類
を
譲
り
受
け
、
入
れ
替
え

た
。
建
具
類
の
交
換
に
加
え
、
土
壁
に
は

珪
藻
土
を
塗
り
重
ね
る
な
ど
の
リ
フ
ォ
ー

ム
を
行
い
、
現
在
の
姿
に
。
卒
業
旅
行
か

ら
４
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。

五
感
が
磨
か
れ
る
古
民
家
暮
ら
し

　

現
在
、
蕾
の
家
は
昼
間
、
各
種
教
室
、

国
際
交
流
そ
の
他
の
イ
ベ
ン
ト
に
利
用
さ

れ
て
お
り
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅

広
い
年
代
が
集
ま
る
。

　
「
不
思
議
な
の
は
ど
の
年
代
、
国
籍
の

人
に
も
こ
の
家
は
な
ん
だ
か
、
温
か
い
、

ほ
っ
と
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
。
70
年
と

い
う
こ
の
家
の
歴
史
を
考
え
る
と
人
間
の

年
の
差
な
ん
て
、
た
い
し
た
こ
と
な
い
と

い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
」

　
夜
は
池
田
さ
ん
姉
妹
が
居
住
。
古
民
家

暮
ら
し
の
よ
さ
と
大
変
さ
を
実
感
し
て
い

る
。「
冬
は
と
て
も
寒
く
て
辛
い
し
、
ト

タ
ン
屋
根
を
打
つ
雨
の
音
は
す
さ
ま
じ
く

て
、
こ
の
ま
ま
家
が
流
れ
て
し
ま
う
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
。で
も
、だ
か
ら
、

逆
に
日
差
し
が
一
日
一
日
暖
か
く
な
っ
て

い
く
の
が
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
し
、

雨
に
濡
れ
た
木
々
の
輝
き
が
な
ん
と
も
言

え
ず
、
美
し
く
感
じ
る
の
で
す
」
と
池
田

さ
ん
。

　
現
代
の
世
の
中
は
何
事
も
効
率
が
優
先

さ
れ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
古
民
家

は
非
効
率
的
で
無
駄
が
多
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
真
剣
に
立
ち
向
か
う
と
、
五
感
が

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
全
身
で
自
然
を
感
じ
る

よ
う
に
な
る
。

　
池
田
さ
ん
は
「
古
民
家
に
住
ん
で
み
て

分
か
っ
た
の
で
す
が
、
人
間
は
便
利
過
ぎ

る
と
退
化
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
住
む
と

手
間
が
か
か
る
か
ら
、
体
を
動
か
す
。
汗

を
か
く
。
お
か
げ
で
引
っ
越
し
て
き
て
か

ら
は
体
調
も
よ
く
、
風
邪
も
ひ
か
な
く
な

り
ま
し
た
」と
言
う
。

　
蕾
の
家
に
通
っ
て
く
る
人
た
ち
の
中
に

は
古
民
家
の
よ
さ
に
触
れ
、
自
ら
も
古
民

家
に
住
も
う
と
家
探
し
を
始
め
た
人
た
ち

も
い
る
。

　
「
住
め
ば
住
む
ほ
ど
愛
着
が
湧
き
、
よ

く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
古
民
家
の
魅

力
。
ど
う
せ
暮
ら
す
な
ら
そ
ん
な
家
の
ほ

う
が
い
い
で
す
よ
ね
」
と
二
人
は
声
を
揃

え
る
。

1   広い庭だけに草刈りは大家さんの手を借りても一仕事。「サウナに行かなくても汗がかけます」と池田さん。 2   古い梁の上にはカードを飾るなど、いか
にも和風というスタイルではないのに、和を感じる不思議な場所。 3   大学の同級生という奥谷さん（右）と池田さん（左）。 4   広いウッドデッキ、庭で伸び
伸び育つ凛々子ちゃん。奥谷さんと一緒に毎日ここに通う

1 2
43

新旧の
バランスも大事
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100年後に「和の暮らし」を伝えたい
和
を
再
発
見
す
る

セーラ・マリ・カミングスさん

日本は、極端から極端に走りすぎているのかもしれない。

古くから続く日本の文化も大切にしながら、

新しい技術と溶け合わせることが大切では。
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今
の
日
本
人
は
、
古
く
か
ら
受
け
継
が

れ
て
き
た
日
本
の
家
は
寒
い
し
不
便
だ
と

見
捨
て
て
、
新
し
い
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン

を
好
み
ま
す
。
本
当
に
そ
れ
で
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
？ 

時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
す

る
こ
と
は
必
要
だ
け
れ
ど
、
何
が
本
当
に

大
事
な
の
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
。

　
日
本
の
家
の
一
番
よ
い
と
こ
ろ
は
、
襖

を
開
け
た
り
閉
め
た
り
す
る
こ
と
で
部
屋

が
広
く
な
っ
た
り
、
狭
く
な
っ
た
り
、
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
な
使
い
方
が
で
き
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
個
人
的
に
は
家
の
外
と
内

を
つ
な
ぐ
縁
側
が
大
好
き
で
す
。

　
風
景
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
今
の
日
本

の
あ
り
方
は
ど
う
な
の
か
な
。
個
人
の
家

に
つ
い
て
も
〝
外
側
は
み
ん
な
の
モ
ノ
、

内
側
は
個
人
の
モ
ノ
〟
と
い
う
考
え
が
本

来
日
本
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
家
は
、

み
ん
な
が
共
有
す
る
風
景
の
一
部
で
も
あ

る
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
い
ま
日
々
新

し
い
家
や
建
物
が
建
て
ら
れ
風
景
が
変
わ

っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
残
念
で
な
り
ま

せ
ん
。
発
展
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、

古
い
も
の
も
残
し
つ
つ
、
ど
う
や
っ
て
新

し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
考
え
る
時
期
で
し
ょ
う
。

み
ん
な
の
「
か
の
山
」
を
め
ざ
し
て

　
長
く
暮
ら
し
た
小
布
施
を
出
る
こ
と
に

な
り
、
つ
ぎ
の
生
活
の
場
と
し
て
見
つ
け

た
の
が
、
私
が
「
か
の
山
」
と
名
付
け
た

こ
の
集
落
で
す
。
唱
歌
「
故
郷
（
ふ
る
さ

と
）」
の
歌
詞
に
あ
る
〝
う
さ
ぎ
追
い
し

か
の
山
〟に
あ
る「
か
の
山
」で
す
。

　
こ
こ
に
は
昔
な
が
ら
の
懐
か
し
い
雰
囲

気
を
残
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
み
ん

な
が
い
ち
ば
ん
帰
り
た
い
「
か
の
山
」
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
こ
の
家
は
間
も

な
く
１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。
さ
ら
に

１
０
０
年
使
え
る
家
に
し
た
い
。
自
分
が

い
ち
ば
ん
素
敵
だ
と
思
う
も
の
を
１
０
０

年
先
の
将
来
に
届
け
て
あ
げ
ら
れ
る
か
ら

で
す
。　　
　
　
　
　

　

造
園
学
者
の
進
士
五
十
八
さ
ん
に
日

本
語
の
「
家
庭
」
と
い
う
の
は
「
家
」
と

「
庭
」
と
書
く
と
聞
き
ま
し
た
。
庭
の
な

い
家
は
家
庭
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
っ
て
。
コ

ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
囲
ま
れ

た
生
活
は
便
利
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

本
当
の
生
活
じ
ゃ
な
い
気
が
し
ま
す
。

「
地
に
足
が
着
い
た
」
と
言
う
と
き
の
地

は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
は
な
く
土
の
こ
と

で
し
ょ
う
。
今
、
４
歳
に
な
る
子
ど
も
は

庭
の
小
池
で
の
泥
ん
こ
遊
び
が
大
好
き
で

す
。
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
も
た
く
さ
ん
い
る

ん
で
す
よ
。
着
替
え
は
10
枚
あ
っ
て
も
足

り
ま
せ
ん
。

　
夏
の
終
わ
り
の
季
節
に
縁
側
を
開
け
て

い
る
と
、
ト
ン
ボ
が
飛
ん
で
入
っ
て
き
て

部
屋
の
な
か
を
巡
っ
て
、
ま
た
出
て
行
き

ま
す
。
こ
こ
で
は
本
当
に
自
然
を
感
じ
ら

れ
て
幸
せ
で
す
。

セーラ・マリ・カミングス
1968 年、アメリカ・ペンシルベニア州
生まれ。1994 年、小布施堂に入社。欧
米人で初の利酒師に認定される。ウー
マン・オブ・ザ・イヤー 2002 大賞受賞

（「日経ウーマン」日経 BP ）。長野県小
布施町の町おこしの立役者として知ら
れる。現在、文化事業部代表取締役。

p r o f i l e

「
地
に
足
の
着
い
た
生
活
」は
、

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
は
な
く
土
と
触
れ
る
こ
と
か
ら
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増田 勇さん

ますだ・いさむ
1943 年、鹿児島県生まれ。全
日本畳事業協同組合理事長。
畳店で修行を積み 1967 年独
立。鹿児島県畳工業組合理事
長など歴任。鹿児島市職業訓
練協会理事。有限会社増田畳
店代表取締役。

畳の文化、和の文化を
子どもたちに伝えてほしい

いぐさ
・畳

　
現
在
で
は
、
和
室
の
な
い
家
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
一
棟
20
戸
、
30
戸
の
マ
ン
シ
ョ
ン

で
和
室
が
一
つ
も
つ
く
ら
れ
な
い
、
な
ん
て
い
う
こ
と
は

ザ
ラ
で
す
。
急
速
に
畳
や
、
和
の
住
ま
い
の
文
化
が
な
お

ざ
り
に
さ
れ
て
い
く
の
は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
は
、
和
の
住
ま
い
の
よ
さ
は
〝
気
取
ら
な
い
住
ま
い
〟

と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
家
と
い
う
の
は
、
く
つ
ろ

い
で
家
族
が
団
ら
ん
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
小
さ
な
子
ど
も
育
て
る
う
え
で
、
畳
の
生
活
は
よ
い
も

の
で
す
。
そ
の
ま
ま
寝
か
せ
ら
れ
ま
す
し
、
子
ど
も
に
食

事
を
食
べ
さ
せ
て
い
て
ご
飯
粒
を
落
と
し
て
も
、
畳
の
上

だ
っ
た
ら
お
母
さ
ん
は
拾
っ
て
食
べ
ま
す
よ
ね
。
清
潔
だ

か
ら
で
す
。
大
人
も
気
軽
に
寝
転
が
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
床
だ
と
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
、
誰
が
教
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
に
流
れ
て
い
る
基
本
的
な
こ
と
で
す
。

　
畳
に
座
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
線
の
高
さ
が
椅
子
に
座

る
よ
り
約
40
㎝
低
い
ん
で
す
。
床
の
間
の
し
つ
ら
え
に
し

て
も
、
庭
に
し
て
も
、
畳
に
正
座
や
あ
ぐ
ら
で
座
っ
た
と

き
が
い
ち
ば
ん
美
し
く
見
え
る
の
で
す
。

　

昨
今
で
も
、
広
さ
の
感
覚
に
つ
い
て
は
畳
が
基
準
で

す
。
た
と
え
ば
「
８
畳
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
ほ
ど
、
畳
は
日
本
人
の
身
体

感
覚
に
馴
染
ん
だ
も
の
な
の
で
す
。
洋
室
に
置
き
畳
で
も

い
い
。
子
ど
も
た
ち
に
畳
の
文
化
、
和
の
文
化
を
伝
え
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
い
ま
す
。

畳のクッション性は、足の裏に適度な
刺激があってよいと言われている。ま
た良質ない草で織られた畳表は、３～
４年経ったときに「琥珀色」に変わって
くる。質の悪いものは、黒ずんだりム
ラが出てきたりする

畳
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和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
心
を
育
む

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
を
楽
し
む

和
の
知
恵
を
生
か
す

加耒 誠一さん

かく・せいいち
1947 年、熊本県生まれ。八代
地域農業協同組合代表理事組
合長。農業高校卒業後、い草
と米を中心とした農業経営者
として活躍。1995 年、八代地
域農業協同組合理事・副組合
長を経て、2005年より現職。

森田 洋さん

もりた・ひろし
1970 年、愛知県生まれ。九州
大学大学院博士課程修了。国
立八代高専助手を経て北九州
市立大学国際環境工学部准教
授。博士（農学）。著書「イグサ
のすべて」新芽出版、「驚くべき
イグサの機能性」文陽舎など。

　
住
宅
の
材
料
と
し
て
い
草
・
畳
を
見
た
と
き
、
い
ち
ば

ん
機
能
的
に
注
目
さ
れ
る
の
は
吸
放
湿
性
で
す
。
梅
雨
な

ど
の
高
湿
度
期
は
大
気
中
の
水
分
を
吸
収
し
、
反
対
に
冬

の
乾
燥
期
に
は
水
分
を
放
出
し
ま
す
。
日
本
の
住
宅
で
畳

を
使
う
の
は
、
気
候
風
土
と
密
接
に
関
係
し
て
い
て
理
に

か
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
い
草
に
は
三
つ
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
つ
目
は
色
で
す
。
い
草
の
黄
み

ど
り
色
と
い
う
の
は
、
人
に
安
心
感
を
も
た
ら
す
色
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
つ
目
は
香
り
で
す
。
い
草
の
香
り
成
分
に
は
、
フ
ィ

ト
ン
チ
ッ
ド
と
い
う
樹
木
か
ら
出
る
物
質
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
森
林
浴
で
よ
い
気
持
ち
に
な
る
の
は
木
々
の
み
ど

り
色
を
目
に
し
、
さ
ら
に
こ
の
香
り
を
嗅
ぐ
こ
と
が
リ
ラ

ッ
ク
ス
効
果
と
し
て
現
れ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
畳
に

よ
っ
て
室
内
に
居
な
が
ら
に
し
て
、
森
林
浴
の
リ
ラ
ッ
ク

ス
効
果
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。

　
三
つ
目
は
、
足
も
と
へ
の
心
地
よ
い
触
感
で
す
。
日
本

の
住
生
活
で
は
、
室
内
で
は
素
足
で
生
活
し
ま
す
。
足
も

と
が
接
す
る
畳
の
感
触
は
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
が
あ
り
適
度
な

刺
激
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
夏
は
ひ
ん
や
り
と
、
冬
は
温

か
み
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
い
草
に
は
抗
菌
作
用
も
あ
り
、
足
の
ニ
オ
イ
の
原
因
と

な
る
微
生
物
を
抑
え
た
り
、
水
虫
の
原
因
の
白
癬
菌
の
増

殖
も
抑
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
衛
生
面
を
含
め
た
機

能
に
優
れ
る
畳
は
再
度
、
見
直
し
て
ほ
し
い
建
材
で
す
。

　

畳
表
（
た
た
み
お
も
て
）
の
原
料
は
、
い
草
で
す
。
国

内
で
は
、
熊
本
県
八
代
市
で
そ
の
生
産
の
約
9
割
を
担
っ

て
い
ま
す
。

　
八
代
市
に
お
け
る
い
草
の
歴
史
は
古
く
、
約
５
０
０
年

前
に
岩
崎
主
馬
守
忠
久
公
が
、
い
草
を
植
え
さ
せ
た
の
が

始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
草
の
生
育
に
向
い
て
い

る
湿
地
で
、
塩
分
の
多
い
干
拓
地
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
稲

が
凶
作
で
飢
饉
に
な
っ
た
年
に
も
、
い
草
農
家
は
暮
ら
し

に
困
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
地

で
生
産
が
活
発
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
忠
久
公
を
祭
っ
た

岩
崎
神
社
で
は
、
今
で
も
毎
年
、
春
と
秋
に
お
祭
り
が
奉

納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
残
念
な
こ
と
に
、
近
年
は
、
中
国
産
の
い
草
が
出
回
っ

て
い
て
、
国
産
の
シ
ェ
ア
は
３
割
程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　
国
産
の
よ
さ
は
、
つ
く
ら
れ
る
過
程
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
使
う
農
薬
も
登
録
さ
れ
た
安
全
基
準
を

ク
リ
ア
し
た
農
薬
を
使
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
か
ら
、生
産
、

刈
り
取
り
か
ら
泥
染
め
、
乾
燥
、
織
り
ま
で
を
一
貫
し
て

同
じ
農
家
が
行
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
農
家
が
責
任
を
持
っ
て
い
草
の
栽
培
か
ら

畳
表
の
織
り
ま
で
き
ち
ん
と
管
理
し
て
つ
く
っ
て
お
り
、

品
質
に
は
自
信
を
持
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
製
品
に

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
付
け
て
生
産
者
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
肌
に
直
接
触
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
少
し
値
は
張

り
ま
す
が
、
安
全
、
安
心
の
面
か
ら
は
国
産
を
選
ん
で
使

っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

肌に直接触れるものだから
安心できるい草を

畳には、色、香り、感触の
三つのリラックス効果が

いぐさ

いぐさ
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日
本
人
に
は
襖
に
代
表
さ
れ
る
「
引
き
戸
」
は
当
た
り

前
の
存
在
で
す
が
、
開
け
閉
め
す
る
こ
と
で
、
広
さ
を
調

節
で
き
る
と
い
う
機
能
は
中
国
、
欧
米
の
方
々
に
は
驚
き

な
の
で
す
。

　
襖
に
は
広
さ
の
調
節
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ

り
、
日
本
人
の
意
識
、
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
襖
は
ド
ア
と
違
い
、
部
屋
を
完
全

な
個
室
に
は
し
ま
せ
ん
。
微
か
に
隣
室
の
家
族
の
雰
囲
気

が
伝
わ
る
の
で
、
家
族
は
互
い
に
思
い
や
り
を
持
っ
て
暮

ら
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
小
説
家
、
谷
崎
潤
一
郎
が
「
陰
翳
礼
讃
」
で

書
い
た
よ
う
に
〝
日
本
の
美
は
陰
翳
が
根
源
に
あ
る
〟
と

い
う
考
え
は
、
障
子
越
し
の
柔
ら
か
い
光
が
生
み
出
し
た

も
の
で
す
。
ま
た
、
靴
を
脱
い
で
家
に
入
る
生
活
様
式
は

清
潔
な
暮
ら
し
、
几
帳
面
で
礼
儀
正
し
い
国
民
性
を
育
ん

で
き
ま
し
た
し
、
障
子
、
襖
を
張
り
替
え
て
使
い
続
け
る

暮
ら
し
は
エ
コ
の
最
先
端
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
和
を
手
軽
に
現
代
の
暮
ら
し
に
取
り
入
れ
る
な

ら
、
リ
ビ
ン
グ
の
一
角
に
３
～
４
畳
ほ
ど
の
和
空
間
を
つ

く
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

小
上
が
り
の
よ
う
に
少
し
高
く
し
て
畳
を
敷
き
、
襖
、

障
子
で
仕
切
れ
ば
趣
味
の
部
屋
に
よ
し
、
来
客
時
に
は
客

間
、
寝
室
に
も
。
洗
濯
物
を
畳
む
の
に
便
利
と
い
う
声
も

あ
り
、
わ
ず
か
な
ス
ペ
ー
ス
で
も
自
在
に
使
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

襖は開け閉めすることで風、光、音、気配をコントロールできる。襖紙、引手などにこだわることもでき、インテリアとして
考えても奥が深い

池田 修治さん

いけだ・しゅうじ
一般社団法人日本襖振興会代
表理事。伝統的な襖材料の全
国的な供給地である和歌山市
で襖の材料を販売。同振興会
では襖に関する情報やノウハ
ウの提供などに努めている。

襖、障子が育む
日本人の意識、生活

襖
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和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
心
を
育
む

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

　

建
具
と
は
、
住
宅
と
屋
外
と
の
仕
切
り
、
部
屋
の
仕

切
り
な
ど
に
使
わ
れ
る
建
材
を
指
し
ま
す
。
戸
（
ド
ア
）、

窓
の
ほ
か
、
昔
な
が
ら
の
和
の
住
宅
で
は
障
子
、
襖
、
欄

間
な
ど
が
代
表
的
で
す
ね
。
こ
う
し
た
建
具
は
木
製
建

具
、
金
属
建
具
に
二
分
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
戦
前
は
職
人

の
手
で
つ
く
っ
た
木
製
建
具
が
主
流
で
し
た
。
戦
後
に
な

っ
て
、
洋
風
の
和
室
の
な
い
住
宅
が
増
え
る
に
つ
れ
、
和

室
に
つ
き
も
の
の
障
子
や
襖
、
欄
間
の
出
番
が
減
っ
て
き

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
洋
風
の
住
宅
で
あ
っ
て
も
、
木
製
建
具
を
ア
ク
セ
ン
ト

に
使
う
だ
け
で
、
十
分
、
和
の
雰
囲
気
を
楽
し
め
ま
す
。

実
は
、
洋
風
の
イ
ン
テ
リ
ア
と
昔
な
が
ら
の
木
製
建
具
は

な
じ
み
が
い
い
ん
で
す
よ
。
特
に
、
和
の
イ
メ
ー
ジ
を
表

現
し
や
す
い
の
は
障
子
で
す
。材
料
は
、ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
、

ス
プ
ル
ス
な
ど
、
反
り
が
少
な
く
、
香
り
も
楽
し
め
る
木

が
い
い
で
す
ね
。

　

障
子
は
、
室
内
環
境
の
調
整
に
も
優
れ
る
建
具
で
す
。

窓
辺
に
採
用
し
た
場
合
で
す
と
、
屋
外
か
ら
の
光
の
ほ
か
、

寒
さ
、
暑
さ
を
和
ら
げ
た
り
、
開
け
具
合
に
よ
っ
て
風
や

眺
め
を
得
な
が
ら
外
部
か
ら
の
視
線
を
遮
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
ま
た
、
大
空
間
の
一
部
を
障
子
で
仕
切
れ
る
よ
う

に
す
れ
ば
冷
暖
房
の
効
率
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
リ
フ
ォ
ー
ム
の
際
に
障
子
を
上
手
に
活
用
す
れ
ば
、
わ

ず
か
な
変
更
で
、
室
内
の
雰
囲
気
を
が
ら
り
と
変
え
つ
つ

室
内
環
境
の
改
善
を
は
か
れ
る
わ
け
で
す
。
若
い
世
代
の

方
々
に
も
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

現在でも、建具職人に依頼すれば、住まい手の要望に合うデザインや機能を満たす建具をつくってもらえるという。建具に模
様を組み込む組子のような高度な技法を持つ職人は、全国で2500人程度

太田 明さん

おおた・あきら
全国建具組合連合会副会長。
創業 65 年の建具会社、太明

（東京都品川区）の代表取締役。

障子ひとつで、和の演出と
室内環境の改善を実現

建
具

和
を
楽
し
む

和
の
知
恵
を
生
か
す
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粘
土
瓦
が
わ
が
国
で
屋
根
材
と
し
て
使
用
さ
れ
始
め
た

の
は
１
４
０
０
年
以
上
も
前
か
ら
。
そ
の
瓦
、
そ
し
て
壁

が
つ
く
っ
て
き
た
の
が
日
本
の
風
景
で
す
。

　
古
都
と
呼
ば
れ
る
街
や
旧
街
道
沿
い
の
街
並
み
な
ど
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
墨
の
濃
淡
の
よ
う
に
穏

や
か
な
色
目
の
瓦
、
壁
が
あ
り
、
そ
こ
に
緑
が
加
わ
る
こ

と
で
、
西
洋
に
な
い
日
本
の
風
景
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
は
四
季
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
屋
根
材
に
は
多
く
の
性
能
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ

の
点
で
、瓦
は
他
の
屋
根
材
に
比
べ
、耐
久
性
・
断
熱
性
・

遮
音
性
な
ど
多
く
の
優
れ
た
性
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
適

切
に
施
工
さ
れ
て
い
れ
ば
、
数
十
年
は
お
ろ
か
１
０
０
年

持
た
せ
る
こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
で
す
。

　
阪
神
淡
路
大
震
災
以
来
、
瓦
は
重
い
か
ら
地
震
に
弱
い

と
の
誤
解
や
風
評
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
震
度
７
ク

ラ
ス
の
地
震
に
も
耐
え
、
大
型
台
風
下
で
も
、
国
が
決
め

た
基
準
風
速
に
飛
ば
さ
れ
な
い
防
災
に
強
い
瓦
や
施
工
方

法
が
開
発
さ
れ
普
及
し
て
い
ま
す
。
耐
風
性
能
、
耐
震
性

能
は
他
の
屋
根
材
以
上
な
の
で
す
。

　

住
宅
建
設
時
に
は
他
の
屋
根
材
に
く
ら
べ
、
割
高
と
の

意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
建
設
後
、
塗
装
の
塗
り
替
え
や
葺

き
替
え
な
ど
が
不
要
で
、
ト
ー
タ
ル
で
み
れ
ば
割
安
で
す
。

　
特
に
、
太
陽
光
発
電
装
置
を
載
せ
る
つ
も
り
な
ら
、
長

期
的
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
不
要
の
瓦
屋
根
が
お
す
す
め
。
住

ま
い
全
体
の
風
格
が
上
が
る
こ
と
も
請
け
合
い
で
す
。

かつては日本全国に地元の土を使った瓦産業があり、地元で消費されていた。住宅も地産地消だったといえる

野口 安廣さん

のぐち・やすひろ
全国陶器瓦工業組合連合会理
事長、愛知県陶器瓦工業組合
理事長。現在、日本の 3 大産
地である愛知県の三州瓦メー
カーの経営者でもある。他の2
産地は石州（島根県）、淡路（兵
庫県）。

瓦が生み出す
日本の美しい風景

瓦
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和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
心
を
育
む

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

　
日
本
最
古
の
小
説
が
竹
か
ら
生
ま
れ
た
お
姫
様
の
物
語

「
竹
取
物
語
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
竹
は

古
代
か
ら
日
本
人
の
暮
ら
し
と
と
も
に
あ
り
ま
し
た
。

　
今
見
ら
れ
る
日
本
最
古
の
竹
製
品
は
縄
文
時
代
晩
期
の

地
層
か
ら
発
掘
さ
れ
た
籃
胎
漆
器
で
す
か
ら
、
古
代
の
人

た
ち
は
竹
を
い
ろ
い
ろ
に
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
竹
の
空
洞
に
霊
力
や
呪
力
が
宿
る
も
の
と
信
じ
、
そ
れ

が
今
日
も
続
く
、
青
竹
を
建
て
て
工
事
の
安
全
を
祈
る
地

鎮
祭
や
、
お
正
月
の
ど
ん
ど
焼
き
（
左
義
長
）、
七
夕
な

ど
日
本
各
地
に
伝
わ
る
竹
を
主
役
と
し
た
神
事
や
祭
礼
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

竹
の
美
に
惹
か
れ
、
新
た
な
文
化
を
生
み
出
し
た
の

が
、
戦
国
時
代
に
登
場
し
た
茶
人
た
ち
で
し
た
。
竹
を
さ

ま
ざ
ま
な
道
具
と
し
て
使
い
、
丸
い
竹
や
割
っ
た
竹
で
天

井
や
腰
板
を
張
っ
た
り
、
各
種
文
様
に
も
見
え
る
よ
う
な

竹
垣
を
編
む
な
ど
、
こ
の
時
代
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
利

用
法
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
お
茶
席
に
欠
か
せ
な
い
花
器
に

も
竹
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
１
点
の
竹
製
品
だ

け
で
も
、
そ
の
場
を
和
の
空
間
に
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。

室
内
な
ら
、
お
す
す
め
は
照
明
器
具
。
竹
を
編
ん
だ
ペ
ン

ダ
ン
ト
ラ
イ
ト
、
フ
ロ
ア
ス
タ
ン
ド
に
は
和
モ
ダ
ン
な
商

品
も
多
く
、
洋
室
に
も
合
い
ま
す
。
気
軽
に
取
り
入
れ
る

な
ら
、
竹
の
花
器
を
使
う
手
も
。
い
つ
も
と
は
違
う
、
し

っ
と
り
し
た
風
情
が
楽
し
め
ま
す
よ
。

竹垣や袖垣はまさに和の表現。日本人の心の表現だ（写真は重要文化財 京都大学清風荘。撮影は渡邊政俊氏）

渡邊 政俊さん

わたなべ・まさとし
全日本竹産業連合会事務局長。
京都大学で長年竹の栽培を研
究。海外での技術指導にも携
わってきた。竹文化振興協会
専門員、京都市洛西竹林公園
専門員も務める。

古代から
日本人の暮らしには竹があった

竹
和
を
楽
し
む

和
の
知
恵
を
生
か
す
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埋もれている、各地域の和が面白い
和
を
再
発
見
す
る

星野 佳路さん

各地域の和の素材を生かしながら、

現代の人が快適に過ごせる旅館や、

そこに置く家具を考えていきたいですね。
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和
は
画
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
日
本

の
各
地
域
が
独
自
に
持
っ
て
い
る
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
日
本
各
地
に
宿

泊
施
設
や
リ
ゾ
ー
ト
施
設
を
つ
く
る
際
に

は
、
意
識
し
て
そ
の
地
域
独
特
の
素
材
を

使
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
和
を
取
り
入
れ
て

い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
地
元
の
方
々

は
気
付
き
に
く
い
の
で
す
が
、
他
の
地
域

に
住
む
日
本
人
や
外
国
人
が
魅
力
を
感
じ

る
素
材
は
、
各
地
域
で
必
ず
見
つ
か
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
全
8
ブ
ラ
ン
ド
、
約
30

カ
所
の
当
社
の
施
設
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
個
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。　　

　

例
を
挙
げ
ま
す
と
、「
星
の
や
京
都
」

に
は
京
都
と
い
う
場
所
柄
を
鑑
み
典
型
的

な
和
と
京
文
化
を
、
沖
縄
の
「
星
の
や
竹

富
島
」
は
琉
球
文
化
を
、
青
森
の
「
青
森

屋
」
に
は
津
軽
三
味
線
や
ね
ぶ
た
囃
子
と

い
っ
た
現
地
の
文
化
を
、
建
物
の
外
観
や

庭
、
室
内
の
し
つ
ら
え
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ

ィ
ー
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
そ
う
い
っ
た
文
化
を
建
物
や
内

装
に
反
映
す
る
の
と
並
行
し
て
、
現
代
に

見
合
う
機
能
性
を
取
り
入
れ
、
ゲ
ス
ト
の

皆
様
が
快
適
に
滞
在
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
か
ら

見
て
も
和
だ
け
ど
従
来
と
比
べ
て
非
常
に

快
適
、
と
ゲ
ス
ト
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
な
。
地
域
に
よ
っ
て
は
建
物
の
断
熱

性
を
高
め
て
適
度
な
室
温
を
保
つ
ほ
か
、

特
に「
寝
る
」「
座
る
」「
く
つ
ろ
ぐ
」場
所

に
つ
い
て
は
不
便
を
感
じ
な
い
よ
う
に
改

良
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、〝
星
の
や
京
都
〟
で
使
用

し
て
い
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
畳
ソ
フ
ァ
。
畳

の
部
屋
に
外
国
製
の
ソ
フ
ァ
な
ど
が
あ
る

と
違
和
感
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
で
、

私
た
ち
と
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
し
て
、
畳
に
合
う
ソ
フ
ァ
を
新
た
に

開
発
し
た
の
で
す
。
和
室
に
溶
け
込
む
よ

う
に
背
も
た
れ
の
外
側
に
は
竹
を
使
用
。

和
室
に
あ
っ
て
も
違
和
感
が
な
く
、
な
お

か
つ
長
時
間
座
っ
て
い
て
も
快
適
な
座
面

の
高
さ
や
素
材
を
追
求
し
ま
し
た
。

四
季
の
し
つ
ら
え
で
和
を
表
現

　
和
の
趣
を
持
つ
宿
泊
施
設
の
特
徴
と
し

て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、〝
四
季
〟

で
す
。
西
洋
の
ホ
テ
ル
の
場
合
、
年
間
を

通
じ
て
同
様
に
客
室
を
き
れ
い
に
す
る
と

い
う
意
味
合
い
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
を

粛
々
と
行
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本

で
部
屋
を
整
え
る
こ
と
は
〝
し
つ
ら
え
る
〟

と
言
う
。
し
つ
ら
え
る
に
は
、
掛
け
軸
や

生
け
花
な
ど
を
は
じ
め
、
す
べ
て
に
四
季

の
魅
力
を
い
か
に
表
現
す
る
か
が
大
切
で

す
。
日
本
な
ら
で
は
の
旅
館
の
ス
タ
ッ
フ

は
季
節
や
ゲ
ス
ト
の
気
持
ち
を
慮
り
な
が

ら
、
毎
日
違
う
し
つ
ら
え
を
考
え
形
に
し

て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
心
づ
く
し
に
整

え
た
部
屋
は
和
の
趣
と
と
も
に
、
日
本
な

ら
で
は
の
〝
お
も
て
な
し
〟
の
気
持
ち
も

伝
え
て
く
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

心
を
込
め
た
客
室
の
し
つ
ら
え
が

和
と
お
も
て
な
し
を
表
し
ま
す

星野 佳路（ほしの よしはる）
1960 年、長野県生まれ。星野リゾー
ト代表取締役。慶應義塾大学経済学部
卒業後、86 年に米・コーネル大学ホテ
ル経営大学院にて経営学修士号を取得。
91 年、星野リゾートの前身である星野
温泉の社長に就任。「星のや」をはじめ
各地のリゾート施設、温泉旅館を運営。

p r o f i l e
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現
代
の
住
宅
は
新
築
、
完
成
し
た
と
き
が
最
も
よ
い
と

さ
れ
ま
す
。
ツ
ル
ピ
カ
の
建
材
で
建
て
ら
れ
た
住
宅
は
、

あ
と
は
劣
化
し
価
値
が
落
ち
る
だ
け
で
す
。
一
方
、
イ
ギ

リ
ス
な
ど
欧
州
の
国
々
で
は
、
古
い
住
宅
に
住
ま
い
手
が

手
を
入
れ
な
が
ら
価
値
を
高
め
て
い
く
の
が
普
通
な
の
で

対
照
的
で
す
。

　
元
来
、
日
本
の
住
宅
は
、
木
材
や
土
壁
、
瓦
な
ど
を
使

っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
自
然
素
材
は
、

年
月
を
重
ね
る
ほ
ど
味
わ
い
や
深
み
を
増
し
て
い
く
も
の

で
す
。
た
と
え
ば
、
古
い
料
亭
の
格
子
戸
は
、
毎
日
磨
き

上
げ
て
い
る
か
ら
す
り
減
っ
て
い
ま
す
。
拭
か
な
い
と
ボ

ソ
ボ
ソ
と
古
び
、
拭
い
て
磨
い
た
と
き
の
す
り
減
り
方
と

は
全
然
違
い
ま
す
。
毎
日
拭
い
て
い
る
と
木
の
目
が
硬
く

詰
ま
っ
て
、
結
局
、
持
ち
が
い
い
の
だ
そ
う
で
す
。

　
現
代
で
は
、
住
宅
に
は
手
を
掛
け
た
く
な
い
と
い
う
消

費
者
の
要
望
を
汲
ん
で
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
住
宅
の

供
給
側
か
ら
は
ど
ん
ど
ん
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
リ
ー
の
も
の

が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
床
材
、
表
面
加
工
を
し
て
い
な
い
無
垢
の
木

を
使
っ
た
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
も
、
ワ
ッ
ク
ス
を
塗

れ
ば
汚
れ
は
避
け
ら
れ
る
し
、
さ
ほ
ど
手
は
か
か
り
ま
せ

ん
。
一
般
的
な
工
業
製
品
と
は
、
感
触
や
質
感
が
ま
っ
た

く
違
い
ま
す
。
い
く
ら
か
手
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
住
ま
い
を
手
入
れ
し
て
暮
ら
す
の
は
、
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
る
自
身
の
体
験
や
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
の
面
か

ら
も
、
見
直
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

若い人たちは「和の住まい」に関心を持ち始めている。古い街並みや、今に残る民家を安易に取り壊さずに、受け継いでいくこ
とも大切。ちょっとした再生で住みこなしている人の体験を知ることも役立つ

斎藤 英俊さん

さいとう・ひでとし
1946 年鹿児島県生まれ。東京
工業大学建築学科卒、同大学
院博士課程修了。工学博士。一
級建築士。文化庁主任文化財
調査官、東京芸術大学大学院
教授などを経て京都女子大学教
授。建築史、文化財保存学。

住まいに手を入れながら
暮らす喜びを取り戻す

伝統
建築
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和
の
心
を
育
む

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
の
知
恵
を
生
か
す

和
を
楽
し
む

和
の
文
化
を
伝
え
る

　

世
界
中
に
米
を
食
べ
る
民
族
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
白
米
そ
の
ま
ま
を
シ
ン
プ
ル
に
い
た
だ
く
の
は

日
本
だ
け
で
す
。
白
い
ご
飯
が
艶
や
か
な
漆
器
に
盛
ら
れ

た
と
き
の
美
し
さ
、
そ
こ
に
日
本
の
文
化
の
特
徴
が
表
れ

て
い
ま
す
。

　

日
本
の
文
化
は
淡
白
を
愛
す
る
素
の
文
化
。
木
、
紙
、

土
、
藁
と
い
っ
た
自
然
素
材
を
使
い
、
し
か
も
、
そ
こ
に

塗
料
を
塗
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
色
合
い
を
大
事

に
し
ま
す
。

　
そ
の
淡
白
な
色
合
い
の
中
に
、
ぽ
っ
と
咲
く
よ
う
な
華

や
ぎ
と
潤
い
を
与
え
る
の
が
漆
。
漆
は
、
漆
の
木
の
樹
液

を
使
っ
た
塗
り
物
で
、
素
材
は
や
は
り
自
然
の
も
の
で

す
。
し
か
も
、
東
南
ア
ジ
ア
全
域
で
産
出
は
さ
れ
る
も
の

の
、
質
は
日
本
産
が
最
上
。
世
界
で
「
ジ
ャ
パ
ン
」
と
呼

ば
れ
、
珍
重
さ
れ
る
日
本
の
漆
製
品
は
素
材
の
よ
さ
が
生

み
出
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　
石
器
時
代
以
降
に
利
用
さ
れ
て
き
た
漆
製
品
が
一
般
化

し
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
。
食
器
と
し
て
の
利

用
の
ほ
か
、
漆
の
丈
夫
さ
、
高
い
耐
水
性
、
抗
菌
性
な
ど

が
木
材
な
ど
を
長
持
ち
さ
せ
る
た
め
住
宅
に
も
塗
布
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
な
が
ら
、
何
代
も
使
い
続
け
ら
れ
る

品
で
も
あ
り
、〝
も
っ
た
い
な
い
〟
が
見
直
さ
れ
る
今
に

ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
さ
を
伝
え
、
さ
ら
に
新

し
い
デ
ザ
イ
ン
、
用
途
を
提
案
す
る
こ
と
で
、
漆
の
あ
る

日
常
を
復
活
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

古代には祭祀の用具を彩るものとして使われた漆。祈りをモチーフとした現代の作品、丸山高志
さんの2002年日展出展作品「霊峰賛歌　錦秋への祈り」。絵画のように壁面を飾る大作

丸山 高志さん

まるやま・たかし
社団法人日本漆工協会専務理
事。国内のみならず、台湾で
漆芸を指導した経験を持ち、
海外の漆事情にも詳しい。自
身も工芸作家であり、作品も
多数。

素を大事にする文化が
世界の「ジャパン＝漆」を生んだ

漆
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大
工
を
始
め
て
50
年
、
い
つ
も
家
を
建
て
る
時
に
は

「
長
く
残
る
も
の
を
つ
く
り
た
い
」
と
考
え
ま
す
。
で
は
、

長
く
残
る
も
の
と
は
何
か
。

　
文
化
財
の
修
復
に
携
わ
る
中
で
分
か
っ
て
き
た
の
は
生

命
力
の
強
い
建
物
に
は
個
性
の
ア
ク
が
な
い
、
つ
ま
り
、

建
て
た
人
の
主
張
が
強
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
逆
に
建
築
家
の
思
い
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
し
た
建
物
は

嫌
味
に
な
っ
て
し
ま
い
、
世
代
を
超
え
て
生
き
続
け
る
も

の
に
は
な
ら
な
い
。
自
分
が
、
自
分
が
、
と
い
う
目
立
つ

自
己
主
張
は
生
き
残
れ
な
い
の
で
す
。

　
現
代
の
教
育
で
は
模
倣
は
よ
く
な
い
、
独
創
に
意
味
が

あ
る
と
教
え
ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
は
長
年
の
間
に
凝
縮

さ
れ
、
不
要
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
て
き
た
知
恵
で
す
。

ま
ず
、
こ
れ
に
学
び
、
そ
の
上
で
の
創
造
が
な
け
れ
ば
長

く
生
き
る
建
物
は
作
れ
ま
せ
ん
。

　
も
し
、
伝
統
的
な
日
本
家
屋
は
高
く
て
手
が
出
な
い
と

思
う
の
な
ら
、
一
度
に
全
部
つ
く
ら
ず
、
少
し
ず
つ
つ
く

っ
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。
平
成
初
期
ま
で
は
普
通
に
あ

っ
た
つ
く
り
方
で
、
３
代
か
け
て
１
軒
完
成
す
る
例
も
見

ら
れ
ま
し
た
。
今
な
ら
、
わ
が
子
が
成
長
し
小
学
生
に
な

っ
た
ら
子
ど
も
部
屋
を
つ
く
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
で

し
ょ
う
か
。

　
古
来
か
ら
日
本
で
は
、
一
度
に
す
べ
て
を
完
成
さ
せ
て

し
ま
う
と
〝
魔
が
憑
く
〟
と
言
っ
て
嫌
っ
た
も
の
。
少
し

ず
つ
、
子
孫
に
残
せ
る
い
い
家
を
つ
く
る
と
考
え
れ
ば
、

そ
の
過
程
も
楽
し
み
に
な
る
は
ず
で
す
。

日本の伝統工法では複雑に木を組み合わせて柱、梁などを組み立てていく。地域によって構法には微細ながら差があるという。
写真はめがねほぞの工作法

西澤 政男さん

にしざわ・まさお
選定保存技術保存団体　特定
非営利活動法人日本伝統建築
技術保存会会長、文化財修理
技術保存連盟理事長。社寺の
設計施工、国宝・重要文化財
の修理工事などに長年携わっ
てきた。

時間をかけて
つくり上げる日本の家

宮大工
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日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
の
心
を
育
む

和
の
知
恵
を
生
か
す

和
を
楽
し
む

和
の
文
化
を
伝
え
る

1   室内に光を取り入れ、閉そく感を和らげる襖の一部に障子をはめ込んだ中抜き襖。香道の香図がモチーフ。 2   縁側を部屋の外に巡らすことで、部屋を
保護し、ゆとりを生む。部屋と縁側を仕切るのは雪見障子。 3   写真右手、床の間の脇にあるのは出書院窓

1   簾は窓際に吊るすことで日光を遮り、室内の涼しさを保つ仕組み。 2   建替え前の家から持ってきたという「松に鷹」の絵柄の欄間。 3   2年前に西澤さん
が手がけたM邸。 4   玄関は天井様式の中でも格が高いと言われる格天井。美しい木目を楽しめる

1

2
3

1 2
3 4



和の住まいは、「暮らしの文化」の継承
和
を
再
発
見
す
る

梶浦 秀樹さん

日本の家の美しさは、ミニマルな空間にある。

野の花を差し入れれば、季節感とともに

空間が締まり、おもてなしの表情に。
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私
た
ち
は
京
都
の
古
い
町
家
を
再
生
し

て
、
一
棟
貸
し
で
滞
在
施
設
と
し
て
使
っ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
の

家
が
京
都
に
あ
る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
っ

て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
す
。

　

今
は
核
家
族
化
が
進
ん
で
い
ま
す
か

ら
、
家
族
全
員
が
同
じ
家
に
住
ん
で
い
な

い
場
合
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
家
族
で
旅
行
す
る
と
き
に
は
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
お
孫

さ
ん
も
一
緒
に
気
兼
ね
な
く
過
ご
せ
る
空

間
が
欲
し
い
。
民
家
を
一
棟
ま
る
ご
と
使

え
ば
、
自
分
の
家
の
よ
う
に
リ
ビ
ン
グ
や

畳
の
座
敷
に
家
族
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
食

事
を
し
た
り
、
会
話
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
ま
す
。
だ
か
ら
一
棟
貸
し
に
し
た
い
な

と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

町
家
再
生
か
ら
見
え
た
暮
ら
し
の
文
化

　
そ
う
い
う
ニ
ー
ズ
な
り
、
使
い
方
を
想

定
し
な
が
ら
古
い
家
に
手
を
入
れ
る
と
い

う
の
が
、
私
た
ち
の
基
本
的
な
考
え
方
で

す
。
格
好
よ
く
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き

る
限
り
日
本
の
家
が
持
っ
て
い
る
美
し
さ

を
残
し
な
が
ら
、
現
代
の
生
活
ス
タ
イ
ル

に
馴
染
ん
で
い
る
方
々
、
海
外
か
ら
日
本

に
来
て
く
だ
さ
る
方
々
に
と
っ
て
居
心
地

の
い
い
場
所
を
つ
く
り
た
い
。

　
私
た
ち
が
再
生
す
る
町
家
は
も
と
も
と

伝
統
的
な
技
術
や
手
法
に
則
っ
て
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
途
中
で
必
ず
何
ら
か
の

手
が
入
っ
て
い
ま
す
。
建
具
が
ア
ル
ミ
サ

ッ
シ
に
替
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ベ
ニ
ヤ
板

と
壁
紙
で
室
内
を
仕
上
げ
て
あ
る
場
合
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
で
き
る
だ

け
元
に
戻
し
た
上
で
、
さ
ら
に
１
０
０
年

以
上
持
つ
よ
う
に
改
修
す
る
こ
と
を
心
が

け
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
家
の
美
し
さ
は
、
ミ
ニ
マ
ル
な

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
空
間
に
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
わ
ず
か
に
手
を
加
え
て
、
さ
ら
に
空

気
を
よ
く
す
る
。
茶
室
が
そ
う
で
す
よ
ね
。

花
器
に
一
輪
野
の
花
を
生
け
る
と
空
間
が

ビ
シ
ッ
と
締
ま
っ
て
、
季
節
を
感
じ
さ
せ

る
と
と
も
に
、
お
客
様
を
も
て
な
す
の
に

ふ
さ
わ
し
い
し
つ
ら
え
が
整
い
ま
す
。

　
日
本
中
に
美
し
い
町
が
残
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
い
ま
過
疎
化
・

高
齢
化
に
よ
っ
て
空
き
家
だ
ら
け
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
空
き
家
を
京
都

で
や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
再
生
し

て
、
滞
在
し
た
り
、
食
事
を
し
た
り
、
も

の
を
買
っ
て
も
ら
う
場
所
に
す
る
。
結
果

と
し
て
賑
わ
い
が
生
ま
れ
、
雇
用
が
生
ま

れ
、
若
い
人
た
ち
が
町
に
戻
っ
て
き
て
、

「
暮
ら
し
の
文
化
」
が
継
承
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
い
う
仮
説
に
基
づ
き
、

10
年
前
か
ら
活
動
し
て
い
ま
す
。　

　
「
暮
ら
し
の
文
化
」
と
は
、
衣
食
住
す

べ
て
に
関
わ
る
地
域
の
営
み
そ
の
も
の
で

す
。
そ
う
い
っ
た
暮
ら
し
の
文
化
を
味
わ

う
仕
組
み
が
、
こ
れ
か
ら
の
観
光
に
は
大

事
で
す
。

地
域
の
文
化
を
見
直
し
て
、

美
し
い
日
本
を
次
世
代
に
引
き
継
ぎ
た
い

梶浦 秀樹（かじうら ひでき）
1956 年東京都生まれ。庵代表取締役。
東京大学法学部卒業、日本国有鉄道、
小売全国チェーン代表取締役、西武し
んきんキャピタル取締役などを経て、
2003年に庵を設立。

p r o f i l e
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日
本
の
住
ま
い
と
生
け
花
の
関
わ
り
を
考
え
た
と
き
、

ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
和
室
の
床
の
間
と
生
け
花
の
組

み
合
わ
せ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
床
の
間
は
開
口
部
の

位
置
に
よ
っ
て
光
の
差
し
込
み
方
が
異
な
り
ま
す
が
、
そ

こ
に
飾
る
花
も
光
の
方
向
に
合
わ
せ
て
形
を
変
え
る
の
が

習
わ
し
で
す
。
つ
ま
り
、
生
け
花
は
人
間
が
見
て
美
し
い

か
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
と
寄
り
添
い
な
が
ら
形
を
生
む

の
で
す
ね
。

　
こ
う
い
っ
た
習
わ
し
は
、
日
本
人
が
こ
れ
ま
で
自
然
を

意
識
し
て
き
た
ら
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
発
想
で
す
。
床
の

間
や
生
け
花
の
考
え
方
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
日
本
人
は

室
内
に
い
て
も
常
に
自
然
と
と
も
に
あ
る
。
あ
え
て
外
と

内
を
区
切
ら
ず
、
家
の
中
で
も
自
然
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う

な
表
現
を
取
り
入
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
和
室
や
床
の
間
が
な
く
て
も
、
そ
の
考
え
方
は
、
こ
れ

か
ら
も
変
わ
ら
ず
住
ま
い
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い
。
家

の
中
の
ど
こ
か
に
自
然
の
移
り
変
わ
り
を
意
識
す
る
、
静

的
で
、
あ
る
意
味
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
場
を
自
分
な
り
に

つ
く
る
と
い
い
で
す
ね
。
そ
こ
が
、
季
節
や
行
事
に
応
じ

て
花
や
掛
け
軸
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
、
か
ら
っ
ぽ
の
よ

う
に
見
え
て
充
実
し
た
空
間
に
な
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
今
の
住
ま
い
に
あ
る
棚
を
活
用
し
た
り
、

廊
下
の
片
隅
に
ち
ょ
っ
と
し
た
テ
ー
ブ
ル
や
ス
ツ
ー
ル
を

置
い
た
り
す
る
く
ら
い
で
も
十
分
な
の
で
す
。
そ
の
場
を

つ
く
っ
た
瞬
間
か
ら
意
味
あ
る
空
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
で

し
ょ
う
。

「日本の文化だからと固く考えずに、それぞれの日々の暮らしの中で自由に花に関わったり、季節を取り入れる工夫をしていた
だきたいですね」

池坊 由紀さん

いけのぼう・ゆき
1965 年、京都市生まれ。華道
家元池坊次期家元。1988 年学
習院大学国文科卒業。次期家
元として、全国各地の花展等
への出瓶や講演、シンポジウ
ムへの参加、海外でのいけば
なの普及にも尽力している。

廊下の片隅にスツールを置き
床の間代わりに花を飾る

生
花

け
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日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
知
恵
を
生
か
す

和
を
楽
し
む

和
の
心
を
育
む

　

着
装
（
着
付
）
を
習
い
、
着
物
が
着
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
人
の
多
く
が
「
い
つ
も
と
違
う
時
間
が
流
れ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
着
装
は
そ
ん
な
に
面
倒
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
身

に
つ
け
て
い
る
と
き
も
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
動
作
に
不
自

由
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
着
物
を
装

う
だ
け
で
、
ゆ
っ
た
り
し
た
気
持
ち
に
な
り
、
い
つ
も
は

気
づ
か
な
か
っ
た
路
傍
の
花
に
目
が
留
ま
る
。
所
作
を
気

に
す
る
よ
う
に
な
り
、
仕
草
が
美
し
く
な
る
。
着
物
に
は

そ
ん
な
力
が
あ
り
ま
す
。

　
和
室
に
は
１
畳
を
何
歩
で
歩
く
で
す
と
か
、
縁
や
敷
居

を
踏
ま
な
い
な
ど
の
作
法
が
あ
り
ま
す
が
、
着
物
で
あ
れ

ば
、
い
ず
れ
も
自
然
に
で
き
る
こ
と
。
茶
道
、
華
道
、
そ

の
ほ
か
、
和
の
文
化
は
和
室
と
着
物
が
あ
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
だ
と
実
感
し
ま
す
。　

　
と
言
っ
て
も
、
着
物
を
文
化
と
し
て
棚
に
上
げ
、
偉
い

も
の
、
遠
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
も

っ
と
日
常
的
に
楽
し
む
も
の
に
し
な
い
と
、
文
化
は
広
が

ら
ず
、
続
き
ま
せ
ん
。

　
私
の
提
案
は
、
着
物
で
子
ど
も
と
一
緒
に
雛
祭
り
や
お

月
見
な
ど
と
い
っ
た
季
節
の
行
事
を
楽
し
む
こ
と
。
私
も

子
ど
も
の
こ
ろ
に
目
に
し
た
、
母
の
節
目
節
目
の
着
物
姿

を
特
別
な
日
の
思
い
出
と
し
て
懐
か
し
く
覚
え
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
記
憶
に
一
生
残
る
も
の
と
し
て
着
物
姿
が

あ
る
と
し
た
ら
、
装
う
楽
し
み
も
増
え
る
と
い
う
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

着物を着ると自然に歩幅が狭くなり、少し内また気味に歩くことになるが、これは着崩れを防ぐ自然な知恵でもある

堀井みち子さん

ほりい・みちこ
公益社団法人全日本きものコ
ンサルタント協会教授。長年
に渡り、着装、着物のよさを
伝えてきた。自身も１年中着
物で過ごす着物好き。

子どもの記憶に
一生残る着物姿を

着
物
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こ
れ
か
ら
は
、
木
・
土
・
紙
・
畳
な
ど
伝
統
的
な
材
料

を
用
い
な
が
ら
現
代
風
な
暮
ら
し
が
で
き
る
家
が
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
材
料
を
上
手

に
使
っ
て
、
和
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
、
現
在
の
暮
ら

し
方
に
合
う
住
宅
を
つ
く
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
す
。

　
私
は
、
築
50
数
年
の
家
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
材
木
屋

だ
っ
た
父
が
つ
く
っ
た
家
で
す
。
新
潟
県
の
山
で
切
っ
た

木
を
適
材
適
所
で
使
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
特
に
感
じ
る

の
は
、
そ
の
建
物
が
力
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
か
、
パ

ワ
ー
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
日
本
の
伝
統
的
な
木
造
住
宅
の
作
法
も
大
切
で
す
。
古

く
か
ら
決
め
ら
れ
て
き
た
寸
法
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た

家
は
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
完
成
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り

精
神
性
の
高
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
だ
な
と
、
歳
を
重

ね
て
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
書
道
で
も
、
中
国
の

古
典
を
し
っ
か
り
修
め
て
書
い
た
の
と
、
そ
の
書
い
た
も

の
を
真
似
だ
け
し
て
書
い
た
の
と
は
違
い
ま
す
よ
ね
。

　
日
本
人
の
そ
う
し
た
高
い
精
神
性
を
継
承
す
る
う
え
で

も
、
和
室
は
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
昔
前
は
、

畳
の
縁
を
踏
ま
な
い
と
か
、
掃
除
を
す
る
と
き
は
雑
巾
を

し
っ
か
り
絞
っ
て
、
畳
の
目
に
沿
っ
て
拭
く
と
い
っ
た
住

ま
い
の
作
法
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
さ
り
げ
な
い
作

法
に
も
精
神
性
が
宿
っ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
の
こ
う
し
た

住
文
化
を
、
親
が
子
ど
も
に
教
え
、
子
ど
も
が
孫
に
教
え

る
。
そ
ん
な
暮
ら
し
が
、
今
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
て
よ

い
と
思
い
ま
す
。

和の住まいは、一つ一つの家ばかりでなく、それらが連なることで街なみができてくる。そうした日本らしい家並みの風景が、
子どもたちにも優しい心を育てていくのでは

重川 隆廣さん

おもかわ・たかひろ
1951 年、新潟県生まれ。新潟
大学大学院自然科学研究科博
士課程修了。博士（工学）。一
級建築士。日本建築学会北陸
建築文化賞、新潟県経済振興
賞など受賞。重川材木店代表
取締役。

伝統的な日本の家は
高い精神性を備えている

伝統
建築
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伝統的な木割に基づいて設計・施工された広間。柱、鴨居、長押、廻縁など仕上材の寸法は、伝統的作法に則っており、現代的な要素を取り込みながらも、
和風住宅の品格を感じさせる

無垢のフローリングのダイニングキッチン。窓に障子をあしらうだけで、洋室にも和の雰囲気をつくり出すことが可能だ

日
本
の
住
ま
い
の
知
恵

和
の
文
化
を
伝
え
る

和
の
知
恵
を
生
か
す

和
を
楽
し
む

和
の
心
を
育
む
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仏
壇
の
発
祥
に
は
２
説
が
あ
り
ま
す
。
一
説
は
天
武
天

皇
が
６
８
５
年
、
諸
国
の
家
ご
と
に
仏
舎
を
置
き
礼
拝
せ

よ
と
命
じ
た
と
い
う
も
の
。
日
本
書
紀
に
書
か
れ
て
お

り
、
実
際
に
、
飛
鳥
、
白
鳳
、
天
平
の
時
代
に
つ
く
ら
れ

た
仏
壇
も
現
存
し
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
説
は
江
戸
時
代
半
ば
に
幕
府
が
寺
院
に
対
し
て

国
民
を
管
理
す
る
よ
う
に
、
檀
家
制
度
を
構
築
し
た
際
に

始
ま
っ
た
と
い
う
も
の
。
こ
の
２
説
の
間
に
は
１
０
０
０

年
も
の
開
き
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
古
い
も

の
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
た
だ
、
実
際
の
使
わ
れ
方
を
見
て
い
る
と
、
伝
統
を
重

ん
じ
、
宗
教
と
し
て
礼
拝
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
ご
先
祖

様
を
大
切
に
す
る
と
い
っ
た
素
朴
な
気
持
ち
で
手
を
合
わ

せ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
海
外
で
も
リ
ビ
ン
グ
に
お
じ

い
様
や
お
と
う
様
の
写
真
が
飾
っ
て
あ
る
光
景
を
見
ま
す

が
、
仏
壇
は
そ
れ
に
近
い
身
近
な
存
在
と
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
仏
壇
の
あ
る
家
で
は
法
事
な
ど
で
家
族
、
親
族
が
よ
く

集
ま
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
家
族
の
歴
史
や
知
恵
、
地
域
の

風
習
や
食
文
化
な
ど
を
伝
え
、
家
族
の
絆
を
深
め
る
場
に

な
り
ま
す
。
親
、
子
、
孫
、
つ
ま
り
三
世
代
一
座
の
場
は

な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
し
、
父
か
ら
子
で
は
年
代
が
近
す

ぎ
て
教
え
に
く
い
こ
と
や
反
発
さ
れ
が
ち
な
こ
と
で
も
、

祖
父
か
ら
孫
と
な
れ
ば
素
直
に
伝
わ
り
ま
す
。
仏
壇
に

は
、
家
族
が
集
う
場
を
提
供
し
文
化
を
伝
承
す
る
力
が
あ

る
わ
け
で
す
ね
。

住宅の広さと仏壇の有無、サイズには相関関係があるそうだが、最近はコンパクトで家具ともなじむような仏壇が多数販売さ
れている

小堀 賢一さん

こぼり・けんいち
全日本宗教用具共同組合理事
長。1988 年設立の同組合は仏
壇の公正な取引のルールづく
り、消費者への情報提供など
を行っている。

仏壇を前に
三世代一座、家族がつながる

拝
む


