
洋風建築が
語る
川越のこと

蔵造りで有名な川越だけど、今回編集部が訪ねたのは
ハイカラでモダンな洋風の建物。
大正から昭和初期にかけて建てられた建築物が、
今も現役で町のひとたちに活用されているのです。
ずっとその場所で川越の変遷を見てきた建物と
そこに住まい、生活を営むひとびとに
川越への思いを伺いました。
文 =井上幸　櫻井理恵　　写真 =須賀昭夫　SPAIS　
協力 =川越市立博物館　共和木材 建築設計室　守山登建築研究所　
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今
も
な
お
残
る

レ
ン
ガ
造
り
の
教
会
は

い
つ
の
世
も
子
ど
も
た
ち
を

見
守
り
続
け
る

ハンマービーム工法の小屋組の屋根

　

急
勾
配
の
屋
根
と
尖
塔
ア
ー
チ

型
の
窓
、
時
を
経
た
レ
ン
ガ
の
色

が
特
徴
的
な
川
越
キ
リ
ス
ト
教
会

の
礼
拝
堂
。
川
越
に
お
け
る
幼
児

教
育
は
、
こ
の
教
会
が
中
心
と
な

っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
明
治
時
代
に
海
外

か
ら
や
っ
て
き
た
女
性
宣
教
師
が
、

こ
の
地
に
栴せ
ん

壇だ
ん

幼
稚
園
（
現
在
の

初
雁
幼
稚
園
）
を
ひ
ら
い
た
こ
と

が
始
ま
り
。
最
初
の
礼
拝
堂
は
明

治
二
十
六
年
の
大
火
で
消
失
し
て

し
ま
っ
た
が
、
大
正
十
年
に
は
現

在
の
価
格
に
換
算
す
る
と
約
一
億

五
千
万
円
も
の
費
用
を
か
け
て
、

現
在
の
礼
拝
堂
が
建
設
さ
れ
た
。

設
計
者
は
立
教
大
学
の
実
施
設
計

者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
。

礼拝に訪れた初雁幼稚園の園児と先生、司祭の輿石勇先生

日本聖公会
川越キリスト教会礼拝堂
川越市松江町 2-4-13
049-222-1429　　　
http://www.kawagoe-seikoukai.org

赤
レ
ン
ガ
を
使
用
し
、
中
世
ゴ
シ

ッ
ク
建
築
を
思
わ
せ
る
重
厚
な
デ

ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
が
あ

る
と
、
代
々
初
雁
幼
稚
園
を
卒
園

し
、
小
学
校
に
あ
が
っ
て
か
ら
も

日
曜
学
校
な
ど
で
キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
に
触
れ
る
ひ
と
も
多
く
、
か

く
い
う
私
も
親
子
三
代
で
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
も
川
越
に
住
む
ひ
と
び
と

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
大

切
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
の
教
会

で
「
子
ど
も
た
ち
を
、
こ
れ
か
ら

も
ず
っ
と
見
守
っ
て
い
き
た
い
」

と
輿
石
勇
司
祭
。
取
材
中
、
凛
と

し
た
空
間
に
優
し
い
光
が
差
し
込

ん
で
い
た
。

a. 建設当時から今でも大切に使
用されている洗礼盤

b. パイプオルガンの荘厳な響き
に、心を揺さぶられる

c. 昭和 30年代の初雁幼稚園の
園児たち

a. 

b. 

c. 
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細
い
小
路
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に

佇
む
、
レ
ト
ロ
な
洋
館
。
昭
和
四

年
の
竣
工
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
形
を

変
え
ず
に
川
越
の
歴
史
を
見
て
き

た
モ
ダ
ン
亭  

太
陽
軒
の
建
物
は
、

国
の
有
形
文
化
財
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
。
川
越
市
内
に
洋
風
建

築
は
多
く
現
存
し
て
い
る
が
、
太

陽
軒
は
比
較
的
規
模
が
大
き
く
、

外
壁
の
色
漆
喰
塗
り
や
、
建
物
の

い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
ア
ー

チ
な
ど
、
随
所
に
独
特
の
意
匠
が

施
さ
れ
て
い
る
建
物
だ
。

　

大
正
十
一
年
か
ら
西
洋
料
理
店

を
営
ん
で
い
た
太
陽
軒
。
昭
和
初

期
に
現
在
の
形
に
な
っ
て
か
ら
も
、

川
越
の
名
士
た
ち
が
足
繁
く
訪
れ
、

西
洋
料
理
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い

う
。
現
在
で
も
そ
の
伝
統
的
な
レ

シ
ピ
は
受
け
継
が
れ
、
大
正
・
昭

和
を
彷
彿
と
さ
せ
る
一
階
の
レ
ス

ト
ラ
ン
や
、
二
階
の
三
間
続
き
の

お
座
敷
で
味
わ
え
る
。

　

二
階
に
は
、「
当
時
で
家
が
一

軒
建
つ
ほ
ど
の
費
用
」
を
か
け
て

作
ら
れ
た
和
室
も
あ
り
、
現
在
で

も
そ
の
凝
っ
た
造
り
を
間
近
で
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
時

川
越
ま
つ
り
の
際
に
は
、
太
陽
軒

で
食
事
を
楽
し
む
名
士
た
ち
に
向

か
っ
て
、
表
通
り
で
山
車
が
停
止

一
瞬
に
し
て
、

タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ

和
洋
折
衷
が
織
り
な
す

粋
を
感
じ
て

アーチ形の入口をあえて建物の角に設け
た設計。昭和を代表する建築意匠だ

料理は和テイストの西洋会席が
おすすめ（詳細は P28）

二階の廊下。当時の面影を残したまま改修された

モダン亭 太陽軒
川越市元町 1-1-23
049-222-0259
http://www.kawagoe.com/

し
て
お
囃
子
を
披
露
し
た
と
い
う
。

名
士
た
ち
が
そ
の
山
車
を
眺
め
た

小
窓
が
現
存
す
る
な
ど
、
古
き
良

き
時
代
の
粋
を
今
で
も
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

平
成
十
五
年
、
オ
ー
ナ
ー
の
樋

口
夫
妻
は
当
時
の
面
影
を
な
く
す

こ
と
な
く
改
修
を
お
こ
な
っ
た
。

新
し
い
時
代
の
ス
タ
イ
ル
も
良
い

け
れ
ど
、
古
い
も
の
を
受
け
継
ぎ
、

大
切
に
す
る
心
が
垣
間
見
え
る
。

川
越
に
歴
史
的
な
建
築
物
や
文
化

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
理
由
が
、

少
し
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

a. 2階の大広間。奥の床の間も
そのまま使用されている

b. 当時、かなりの費用をかけて
作られた和室。繊細な細工に思
わず息をのむ

c. 川越まつりでは、通り向こうに
停まる山車を眺めたという小窓

a. b. c. 
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大
正
浪
漫
を

体
現
す
る

洗
練
さ
れ
た

建
築
物
の
美
し
さ

三連のアーチ型の窓が特徴的な外観
　

間
仁
田
家
（
シ
マ
ノ
コ
ー
ヒ
ー

大
正
館
）
は
、
昭
和
八
年
に
建
て

ら
た
。
洋
風
の
付
け
柱
に
仕
切
ら

れ
た
三
連
の
ア
ー
チ
型
の
窓
が
特

徴
的
で
、
も
と
も
と
呉
服
店
と
し

て
建
て
ら
れ
た
も
の
を
、
島
野
晃

さ
ん
が
借
り
受
け
て
、
現
在
は
喫

茶
店
と
し
て
営
業
し
て
い
る
。
建

物
の
一
階
前
面
部
分
や
内
装
は
店

舗
用
に
改
装
し
た
が
、
二
階
部
分

は
当
時
の
ま
ま
。
軒
や
ひ
さ
し
も

手
の
込
ん
だ
デ
ザ
イ
ン
で
、
ま
さ

に
近
代
日
本
を
彷
彿
と
さ
せ
る
造

り
に
な
っ
て
い
る
。

　

店
内
で
使
わ
れ
て
い
る
照
明
器

具
も
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
り
、
今

で
は
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
紐
で

ひ
っ
ぱ
っ
て
流
す
ト
イ
レ
や
、
マ

ッ
チ
ラ
ベ
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、

柱
時
計
も
一
役
買
っ
て
、
大
正
浪

漫
夢
通
り
に
ふ
さ
わ
し
い
レ
ト
ロ

な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

大
正
浪
漫
夢
通
り
は
、
平
成
に

な
っ
て
銀
座
商
店
街
か
ら
改
名
。

そ
の
後
、
昭
和
三
十
年
か
ら
あ
る

ア
ー
ケ
ー
ド
を
取
り
外
し
、
電
柱

を
地
中
に
埋
め
て
現
在
に
至
る
。

専
門
店
が
軒
を
連
ね
る
こ
の
通
り

は
、
和
洋
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
の

建
物
が
現
存
し
て
お
り
、
今
で
も

店
舗
や
住
宅
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
商
店
街
の
み
な
ら
ず
川

越
に
多
く
残
る
昔
な
が
ら
の
町
並

み
は
、
本
物
だ
か
ら
こ
そ
価
値
が

あ
り
、
訪
れ
る
ひ
と
び
と
を
惹
き

つ
け
て
止
ま
な
い
の
だ
ろ
う
。

間仁田家 ─シマノコーヒー大正館─
川越市連雀町 13-7（大正浪漫夢通り）
049-225-7680
http://www.koedo.com/taisyoukan/

a. マスターの島野晃さん。
近隣の懐かしい話をたくさ
ん伺った

b. 外の柱には呉服店時代か
らの銅板が取り付けられて
いる

c. d. ペンダントライトと蛍
光灯のシェードは、以前か
ら使われていたものを使用
している

改修時につけた扉も大正モダンを感じさせる

a. b. c. d. 
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そ
の
存
在
感
に
圧
倒

川
越
に
お
け
る

昭
和
の
名
建
築
が

静
か
に
佇
む
街
角

　

片
山
製
作
所
は
、
大
正
時
代
に

川
越
の
江
戸
町
（
現
・
大
手
町
）

に
創
業
し
た
農
機
具
の
製
造
・
販

売
の
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
製
縄
機

や
藁
打
機
、
耕
耘
機
な
ど
、
今
で

は
農
業
に
欠
か
せ
な
い
農
機
具
を

次
々
に
開
発
し
、
日
本
各
地
に
販

売
し
て
い
る
。

　

川
越
市
内
の
あ
る
閑
静
な
場
所

に
佇
む
こ
の
特
徴
的
な
洋
風
住
宅

は
、
昭
和
八
年
の
建
築
。
片
山
製

作
所
の
副
社
長
を
務
め
た
御
仁
と

そ
の
家
族
が
現
在
も
住
ん
で
い
る
。

外
壁
は
人
造
石
洗
い
出
し
仕
上
げ

で
、
太
い
円
柱
や
窓
枠
の
デ
ザ
イ

ン
、
壁
の
幾
何
学
模
様
な
ど
、
凝

っ
た
造
り
に
な
っ
て
い
る
。
今
回

取
材
で
屋
内
に
あ
が
ら
せ
て
い
た

だ
い
た
が
、
建
設
当
時
よ
り
改
装

は
ほ
ぼ
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
今
も

大
切
に
使
わ
れ
て
い
た
。

　

元
副
社
長
の
奥
様
が
昭
和
二
十

四
年
に
片
山
家
に
お
嫁
に
き
た
と

き
は
、
住
み
込
み
の
お
手
伝
い
さ

ん
用
の
部
屋
も
あ
っ
た
と
い
い
、

ま
さ
に
大
豪
邸
と
い
え
る
造
り
。

庭
に
は
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
の

大
き
な
五
葉
松
も
枝
を
伸
ば
し
て

い
る
。
こ
こ
で
奥
様
は
工
場
で
働

く
従
業
員
の
た
め
に
炊
き
出
し
を

し
た
り
、
家
族
皆
で
昭
和
の
時
代

を
駆
け
抜
け
た
。「
た
だ
古
い
だ

け
な
ん
で
す
け
ど
ね
…
」
と
も
う

何
度
も
塗
り
替
え
て
い
る
と
い
う

洋
間
の
天
井
を
見
上
げ
る
奥
様
。

ず
っ
と
変
わ
ら
ず
に
家
族
を
見
守

り
続
け
る
、
建
物
の
息
吹
を
感
じ

た
よ
う
な
気
が
し
た
。

片山家
住所非公開
※住宅への訪問・敷地内への
立ち入りはお控えください

a. b. c. 屋内ではいたると
ころに大正・昭和の時代
が感じられる

d. 昭和初期に流行した天
井のレリーフ。幾度も塗
り替えている

e. f. 特徴的な外観が目を
ひく

襖の引き手には月と稲。
農機具の会社ならではの
デザインか

a. d. 

b. e. 

c. f. 
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力
強
さ
を
感
じ
る

壁
面
の
意
匠

腕
の
よ
い
職
人
が
残
し
た

珍
し
い
看
板
建
築

一階は改修されたものの、建てられた当時の外観を今も保っている

　

ご
主
人
と
〝
手
打
ち
そ
ば　

百

丈
〞
を
営
む
鈴
木
千
世
さ
ん
は

十
八
年
前
、
趣
あ
る
こ
の
建
物
に

出
会
っ
た
。
先
代
で
あ
る
両
親
と

開
店
の
店
舗
探
し
を
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
当
時
〝
湯
宮
釣
具
店
〞
で

あ
っ
た
こ
こ
が
売
り
に
出
さ
れ
た

の
だ
。
気
に
入
っ
た
が
購
入
は
難

し
い
と
思
っ
て
い
る
と
、
伝
統
的

な
建
物
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た

方
が
買
い
取
り
、
大
家
さ
ん
に
な

っ
て
く
れ
た
。

　

建
物
は
今
で
は
珍
し
い
銅
板
の

壁
面
化
粧
張
り
建
築
。〝
看
板
建

築
〞
と
も
呼
ば
れ
、
正
面
だ
け
を

洋
風
に
装
飾
し
た
構
造
は
、
大
正

末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
商
店
建
築

の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
と
し
て
流
行

し
た
。
こ
こ
は
昭
和
五
年
に
釣
具

店
の
店
舗
兼
住
居
と
し
て
建
て
ら

れ
た
。「
銅
板
だ
か
ら
、
今
は
錆

び
て
こ
ん
な
色
を
し
て
い
る
け
れ

ど
、
建
て
た
ば
か
り
は
新
し
い
十

円
玉
の
よ
う
に
ピ
カ
ピ
カ
だ
っ
た

ん
だ
よ
」
と
当
時
を
語
る
湯
宮
さ

ん
の
話
を
聞
き
、
さ
ぞ
か
し
こ
の

建
物
が
ご
自
慢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
感
じ
た
。

「
湯
宮
さ
ん
が
こ
こ
を
建
て
、
ご

家
族
を
養
わ
れ
た
こ
と
は
す
ご
い

こ
と
で
す
し
、
商
い
を
す
る
心
意

気
が
こ
も
っ
た
建
物
だ
と
思
う
の

手打そば 百丈
川越市元町 1-1-15
049-226-2616
http://www.100-jo.jp/index.html

a. b. 建具の金具も当時のまま。
傷みもあって壊れてしまう恐
れもあるので、開閉はできる
だけ避けている

c. 建物の横に残されたつり具
の看板。青緑色の外壁ととも
に歴史の長さを感じる

二階は湯宮さんが使っていた形をできるだけ残して改装した。2部屋あった和室の 1つは板張りに

で
す
。
思
い
出
も
詰
ま
っ
た
場
所

で
す
の
で
、
そ
の
想
い
を
引
き
継

い
で
い
き
た
い
で
す
」。
年
月
を

重
ね
た
建
物
に
は
傷
み
も
見
ら
れ
、

台
風
が
き
た
り
、
雪
が
降
っ
た
り

す
る
と
心
配
が
多
い
。
し
か
し
、

鈴
木
さ
ん
は
今
こ
こ
で
商
売
が
で

き
る
こ
と
を
と
て
も
幸
せ
に
感
じ

て
い
る
と
い
う
。

a. 

b. 

c. 
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こ
の
先
も
、
町
の

歯
医
者
さ
ん
と
し
て

川
越
の
町
と
と
も
に

歩
み
続
け
た
い

外壁はイギリス下見板張
り。屋根の石板の葺きか
えは東京駅の屋根の修理
をした職人にお願いした

　

埼
玉
り
そ
な
銀
行
の
裏
の
同
心

町
通
り
に
建
つ
お
し
ゃ
れ
な
洋
館
。

こ
こ
は
川
越
で
生
ま
れ
育
っ
た
中

野
文
夫
先
生
が
院
長
を
務
め
る〝
中

成
堂
歯
科
医
院
〞
の
建
物
だ
。
そ

の
歴
史
は
長
く
、
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
一
世
紀
。
東
京
駿
河
台
で
歯
科

医
師
と
な
っ
た
目
黒
寅
三
郎
先
生

が
大
正
二
年
、
歯
科
医
院
兼
住
居

と
し
て
こ
こ
を
建
て
た
こ
と
に
始

ま
る
。
開
業
の
か
た
わ
ら
、
書
生

を
置
き
歯
科
医
師
の
育
成
に
も
務

め
た
が
、
目
黒
先
生
は
跡
取
り
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
昭
和
六
年
、

中
野
歯
科
医
院
の
中
野
清
先
生
へ

建
物
を
譲
っ
た
。
そ
の
清
先
生
が

文
夫
先
生
の
お
じ
い
さ
ま
で
あ
る
。

「
小
さ
い
頃
、
泣
き
叫
び
な
が
ら

祖
父
に
虫
歯
を
治
療
し
て
も
ら
っ

た
記
憶
が
あ
り
ま
す
」
と
の
言
葉

通
り
、
昭
和
五
十
年
ま
で
こ
こ
で

治
療
に
あ
た
っ
て
い
た
。

　

清
先
生
が
亡
く
な
っ
て
し
ば
ら

く
は
子
供
部
屋
と
な
り
、
建
物
は

歯
科
医
院
と
し
て
の
務
め
を
離
れ

る
時
期
が
続
い
た
。
し
か
し
、
平

成
十
四
年
か
ら
再
び
歯
科
医
院
と

し
て
の
時
を
刻
み
始
め
る
。「
西

洋
の
医
療
技
術
を
取
得
し
、
治
療

に
当
た
っ
た
者
だ
か
ら
こ
そ
、
当

時
か
ら
西
洋
的
な
建
築
を
受
け
入

れ
る
心
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

も
と
も
と
歯
科
医
院
と
し
て
建
て

ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り

歯
科
医
院
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が

建
物
に
と
っ
て
は
幸
せ
な
の
か

な
」。
先
生
は
こ
の
先
も
ど
の
よ

う
な
形
で
あ
れ
、
建
物
を
大
切
に

使
い
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

中成堂歯科医院
川越市幸町 13-5
049-222-0035
http://www.chuseido.com

a. 建具や金具は当時のもの
をできるだけそのまま残し
ている。新しいものは古い
ものと同じデザインでつく
り直した

b. 診察室の格子戸は当時の
もの。格子が斜めになって
いる珍しいデザイン

c. 二階へと続く階段は建て
られたときのまま。板の足
が触れる部分だけ色が変化
している

友達と遊んだ思い出や、何
回も塗り替えている壁と屋
根の色の記憶が、今でも鮮
明に残る

中野清先生が開業されてい
た当時の写真。治療室の雰
囲気は今とよく似ている

a. 

b. 

c. 
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一
番
街
の
か
わ
い
い
小
路

今
、
蘇
る

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な

長
屋
の
一
角
を
訪
ね
て

蔵の町にしっくりくる、モダンなデザインのファサード

　

一
番
街
を
通
る
た
び
に
、
思
っ

て
い
た
。「
こ
の
建
物
は
い
っ
た

い
な
ん
だ
ろ
う
？
」
少
し
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
洋

風
長
屋
に
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な

小
路
…
。
そ
し
て
平
成
二
十
五
年
、

一
番
手
前
の
洋
品
店
が
復
原
さ
れ
、

昭
和
五
年
の
建
築
当
時
に
近
い
姿

が
甦
っ
た
。

　

松
ヶ
角
家
は
、
五
軒
長
屋
の
東

端
の
一
棟
を
所
有
。
以
前
の
所
有

者
に
よ
り
外
観
な
ど
が
改
修
さ
れ

て
い
た
が
、
平
成
二
十
四
年
か
ら

建
設
当
時
の
資
料
を
基
に
復
原
が

行
わ
れ
た
。
以
前
の
松
ヶ
角
家
全

体
を
記
録
し
た
資
料
は
少
な
く
、

古
写
真
や
当
時
の
建
物
を
知
っ
て

い
る
住
民
に
色
や
造
作
を
聞
き
な

が
ら
の
作
業
と
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
の
フ
ァ
サ

ー
ド
を
持
つ
建
物
は
、
現
在
一
階

に
雑
貨
店
（
鍛
冶
小
町
堂
）、
二

階
は
松
ヶ
角
紘
一
氏
（
有
限
会
社

川
越
ホ
ー
ム
）
の
会
議
室
と
し
て

使
用
し
て
い
る
。
元
の
骨
組
み
や

デ
ザ
イ
ン
を
生
か
し
た
、
開
放
的

で
暖
か
な
雰
囲
気
。
天
井
の
柱
に

は
当
時
の
棟
札
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

「
建
物
が
長
く
引
き
継
が
れ
て
い

く
の
も
、
後
継
者
が
い
れ
ば
こ
そ
。

川
越
の
地
の
す
ば
ら
し
い
建
築
物

が
新
し
い
形
で
甦
っ
て
い
く
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
」。
現
在
、
川

越
で
多
く
の
不
動
産
物
件
を
扱
う

有
限
会
社
川
越
ホ
ー
ム
。
以
前
か

ら
こ
の
一
角
に
惹
か
れ
て
い
た
と

い
う
。
多
く
の
す
ば
ら
し
い
縁
を

経
て
、
今
、
松
ヶ
角
氏
は
こ
の
場

所
に
座
る
。

松ヶ角家
川越市幸町 1-12  
※ 2階は見学不可
鍛冶小町堂（1階）
049-223-7077

a. ひっそり佇む五軒長屋。
現在は店舗としても使用さ
れている

b. 復原前の建物。建設当時
の面影はない

川越の町が大好きだという
松ヶ角氏

b. 

昭和 5年にかけられた棟札

a. 

一番街の喧騒がふと途切れ、郷愁の念に駆られる
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洋風建築と川越

│
│
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

さ
っ
そ
く
で
す
が
、
お
二
人
は
川
越
市
内

で
ど
の
よ
う
な
建
造
物
を
修
復
さ
れ
て
き

た
の
で
す
か
？

守
山　

僕
は
比
較
的
、
洋
風
建
築
の
修
復

が
多
い
か
な
。
馬
場
さ
ん
は
和
風
の
建
築

物
の
修
復
の
ほ
う
が
多
い
？

馬
場　

そ
う
で
す
ね
、
洋
風
建
築
の
改
修

な
ど
を
請
け
負
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

│
│
川
越
っ
て
、
歩
い
て
い
る
と
あ
た
り

ま
え
の
よ
う
に
古
そ
う
な
建
物
を
み
か
け

ま
す
が
、
修
復
の
依
頼
は
個
人
か
ら
く
る

の
で
し
ょ
う
か
。

馬
場　

ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
、
持
ち
主
の

方
か
ら
依
頼
さ
れ
て
修
復
し
ま
す
。

守
山　

こ
ち
ら
で
調
査
し
て
、「
こ
の
建

物
は
価
値
が
あ
る
の
で
、
保
存
し
ま
せ
ん

か
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
川
越
は

比
較
的
、
古
い
建
物
が
多
く
残
っ
て
い
る

ほ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

馬
場　

お
店
に
し
た
り
せ
ず
、
個
人
的
に

使
用
し
て
い
る
人
も
多
い
で
す
ね
。

守
山　

残
し
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
残
っ

て
し
ま
っ
た
、
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

│
│
残
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
は
？

対談

和洋問わず古くからの建物が多く残されている川越。その建物の修復
に携わっている川越出身の建築士、守山登氏と馬場崇氏に、未来へ向
かう川越の町づくりについて伺いました。インタビューを行ったのは、
一番街のアートカフェ エレバート。もともと蔵を建てるつもりが、
途中で看板建築に変更されたのだとか。銃砲店だった頃、試し撃ちに
使用されていた庭の壁なども残っています。

守
山　

今
は
こ
の
よ
う
な
古
い
建
築
物
が

観
光
に
対
し
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
が
、
以
前
は
建
物
の
価
値
を
知

っ
て
残
し
て
お
く
、
と
い
う
よ
り
も
、
川

越
の
人
は
ず
っ
と
あ
る
も
の
を
当
た
り
前

の
よ
う
に
生
活
の
中
で
使
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

馬
場　

蔵
造
り
の
通
り
も
、
時
代
の
流
れ

で
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
開
発
の
対
象
に

な
っ
て
い
れ
ば
、
古
い
建
物
は
壊
し
て
し

ま
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
集
合
住
宅
に
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
ね
。

守
山　

う
ん
、
そ
う
な
る
と
、
今
と
は
ま

っ
た
く
違
う
川
越
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ

う
し
。
ま
だ
手
を
い
れ
て
い
な
い
、
保
存

と
い
う
よ
り
も
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
と

い
う
状
態
か
ら
、「
江
戸
時
代
か
ら
の
蔵

が
残
っ
て
い
る
ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
、
観

光
地
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
。

│
│
川
越
の
昨
今
の
発
展
状
況
か
ら
み
る

と
、
古
い
建
造
物
を
修
復
し
て
残
し
て
お

く
こ
と
は
、
観
光
に
対
し
て
も
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

守
山　

そ
う
で
す
ね
、
修
復
し
た
建
物
を

店
舗
と
し
て
活
用
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
で

す
。
そ
の
建
物
の
価
値
や
活
用
方
法
を
見

出
せ
ず
に
ど
ん
ど
ん
壊
し
て
し
ま
う
町
も

あ
り
ま
す
か
ら
。

馬
場　

ず
っ
と
前
か
ら
あ
る
の
で
、
実
際

に
生
活
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
あ
た
り
ま

え
の
風
景
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
価
値
の
あ
る
建
造
物
で
日
常
生
活

を
送
れ
る
な
ん
で
、
す
ご
く
恵
ま
れ
て
い

る
環
境
で
す
よ
ね
。

│
│
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
に
つ
い
て
は
、

行
政
か
ら
の
依
頼
も
あ
る
の
で
す
か
？

守
山　

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

（
伝
建
地
区
）
を
設
定
し
て
、
市
役
所
の

方
が
調
査
し
て
い
ま
す
。
僕
た
ち
は
そ
の

実
測
調
査
に
か
か
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
後

の
管
理
は
民
間
で
行
っ
て
い
ま
す
。

馬
場　

実
測
調
査
や
修
復
に
か
か
わ
る
と
、

当
時
の
流
行
や
工
法
に
び
っ
く
り
し
た
り
、

感
動
し
た
り
。
大
変
で
す
け
ど
、
と
て
も

興
味
深
い
作
業
な
ん
で
す
よ
ね
。

│
│
川
越
の
洋
風
建
築
の
特
徴
と
い
う
と
、

ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

守
山　

洋
風
建
築
に
も
、
種
類
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
埼
玉
り
そ
な
銀
行（
一
番
街
）、

川
越
商
工
会
議
所
（
大
正
浪
漫
夢
通
り
）、

山
吉
ビ
ル
（
現
・
保
刈
歯
科
醫
院
）
な
ど

は
、
当
時
の
建
築
家
が
設
計
し
、
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
一
方
、
看
板
建
築
や
洋
風
町

屋
と
い
わ
れ
る
建
物
は
、
大
工
さ
ん
が
そ

う
い
っ
た
建
築
家
の
設
計
し
た
建
物
を
、

見
よ
う
見
ま
ね
で
建
て
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。

馬
場　

都
内
で
建
築
中
の
洋
風
建
築
を
施

主
や
棟
梁
が
見
に
行
っ
て
、「
こ
う
い
う

風
に
し
た
い
」
と
か
相
談
し
な
が
ら
。
だ

か
ら
、
中
の
骨
組
み
は
和
風
の
建
造
物
の

も
の
だ
け
ど
、
外
観
は
洋
風
に
し
て
い
た

り
。
こ
れ
を
擬
洋
風
建
築
と
い
い
ま
す
。

昔
の
大
工
さ
ん
は
、
本
当
に
す
ご
い
で
す

よ
ね
。
今
見
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
造
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
。

│
│
看
板
建
築
や
洋
風
町
屋
な
ど
は
、
い

つ
頃
か
ら
建
て
ら
れ
始
め
た
の
で
し
ょ
う

か
。

守
山　

看
板
建
築
は
大
正
か
ら
昭
和
初
期

に
流
行
し
て
い
ま
す
。
関
東
大
震
災
の
後

に
な
る
と
、
崩
れ
た
土
蔵
の
と
こ
ろ
だ
け

洋
風
に
し
た
看
板
建
築
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

馬
場　

川
越
で
も
、
昭
和
三
十
年
代
く
ら

─歴史的建造物からみる町づくり─

「
も
し
か
す
る
と
、
ま
っ
た
く
違
う
川
越
に

　

な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

守山 登　×　馬場 崇
守山登建築研究所 共和木材 建築設計室

旧
田
中
家
住
宅
。
大
正
四
年
建
築
、
川
越
市
指
定
有
形
文
化
財

取
材
協
力

ア
ー
ト
カ
フ
ェ 

エ
レ
バ
ー
ト　
　

川
越
市
仲
町
六
─四

〇
四
九
─二
二
二
─〇
二
四
一

一
一
時
─一
八
時
（
Ｌ
Ｏ
十
七
時
半
）

水
曜
定
休

文 =櫻井理恵　写真 =須賀昭夫

カフェ エレバートの 2階部分。蔵を建てる予定が途中
で看板建築に変更。骨組みは蔵造りと同じになっている
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い
に
は
ま
だ
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
た
と
思

い
ま
す
よ
。

│
│
古
い
建
造
物
を
修
復
す
る
場
合
、
当

時
の
建
築
材
料
や
設
計
図
な
ど
ま
だ
手
に

入
る
も
の
で
す
か
？

馬
場　

昔
の
洋
風
の
建
物
は
、
西
洋
の
石

造
り
を
真
似
て
、
モ
ル
タ
ル
の
中
に
石
を

混
ぜ
て
色
を
出
す
「
人
造
石
洗
い
出
し
」

と
い
う
工
法
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

守
山
さ
ん
、
よ
く
そ
の
石
の
産
地
が
ど

こ
だ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
苦
労
し
て

調
べ
て
る
よ
ね
。

守
山　

そ
う
（
笑
）

馬
場　

そ
れ
に
、
設
計
図
ど
こ
ろ
か
写
真

も
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、

あ
と
は
当
時
を
覚
え
て
い
る
人
に
色
や
造

作
を
聞
い
て
ま
わ
っ
た
り
。

守
山　

山
吉
ビ
ル
の
修
復
時
は
、
建
設
当

時
の
資
料
が
少
な
か
っ
た
。
建
築
し
た
保

岡
勝
也
の
図
面
を
参
考
に
し
た
け
れ
ど
、

そ
の
図
面
と
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
証
言
が
少
し
違
っ
て
い
て
。

│
│
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
！　

設
計
ど
お
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
か
？

馬
場　

ま
あ
、
途
中
で
変
更
し
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
け
ど
。

守
山　

結
局
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
証
言
が

正
し
か
っ
た
と
い
う
（
笑
）

馬
場　

修
復
の
と
き
は
、
本
当
に
写
真
が

大
事
で
す
し
、
実
際
に
住
ん
で
い
る
人
の

話
も
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。

│
│
い
ま
や
川
越
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
も

い
え
る
埼
玉
り
そ
な
銀
行
や
川
越
商
工
会

議
所
の
よ
う
に
、
企
業
や
団
体
が
使
用
し

て
い
る
建
物
も
、
当
時
の
ま
ま
な
の
で
し

ょ
う
か
。

守
山　

埼
玉
り
そ
な
銀
行
や
川
越
商
工
会

議
所
は
、
タ
イ
ル
や
銅
版
を
使
っ
た
造
り

な
の
で
、
お
そ
ら
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ま
ま

だ
と
思
い
ま
す
。

馬
場　

増
築
は
し
て
い
ま
す
ね
。

│
│
あ
れ
だ
け
価
値
あ
る
建
物
だ
か
ら
、

岩
崎
邸
の
よ
う
に
見
学
用
に
保
存
さ
れ
た

り
し
そ
う
な
も
の
で
す
が
…
。

馬
場　

実
際
に
ず
っ
と
使
い
続
け
て
い
ま

す
し
ね
。
商
工
会
議
所
も
、
過
去
に
は
銀

行
が
入
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

守
山　

そ
れ
な
り
に
価
値
の
あ
る
と
こ
ろ

を
ず
っ
と
会
社
と
し
て
使
い
続
け
て
い
る

ん
で
す
ね
。

馬
場　

素
材
も
石
造
り
を
真
似
し
た
洗
い

出
し
だ
け
ど
、
も
と
も
と
の
材
料
が
い
い

か
ら
年
月
を
経
て
い
い
味
が
で
て
き
ま
す

し
ね
。

│
│
や
っ
ぱ
り
、
当
時
こ
ん
な
洋
風
建
築

は
、
建
設
に
費
用
が
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

守
山　

お
金
持
ち
じ
ゃ
な
い
と
建
て
ら
れ

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
蔵
造
り
も
含
め
て
、

や
っ
ぱ
り
そ
れ
な
り
に
財
産
の
あ
る
人
が

建
て
た
と
思
い
ま
す
よ
。

守
山　

川
越
は
舟
運
な
ど
で
栄
え
て
財
力

の
あ
る
人
が
多
く
、
建
物
に
も
時
代
の
最

先
端
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
人
が
多
か
っ
た

の
は
事
実
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、

今
度
は
流
行
の
洋
風
建
築
に
す
る
と
か
ね
。

そ
の
後
ま
た
少
し
産
業
が
後
退
し
て
し
ま

っ
た
時
代
に
、
今
度
は
何
も
し
な
い
ま
ま

古
い
建
造
物
が
残
る
こ
と
に
な
っ
て
。

馬
場　

も
し
、
江
戸
時
代
か
ら
そ
の
ま
ま

繁
栄
し
続
け
て
い
た
ら
、
も
っ
と
違
う
町

に
な
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

　

そ
れ
に
、
建
物
は
時
代
や
状
況
の
変
化

で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
ん

で
す
。

守
山　

建
物
が
で
き
た
当
時
か
ら
、
そ
の

ま
ま
何
百
年
も
使
い
続
け
る
の
は
無
理
だ

け
ど
、
時
代
や
商
業
形
態
に
よ
っ
て
建
物

に
改
良
を
重
ね
て
い
く
ん
で
す
。

　

例
え
ば
入
り
口
を
変
え
て
み
た
り
、
蔵

に
洋
風
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
取
り
付

け
て
み
た
り
。
使
っ
て
い
る
人
の
使
い
勝

手
で
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
っ
て
い
い
も

の
な
ん
で
す
よ
ね
。
で
き
た
当
初
が
一
番

よ
い
、
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
。
商
家
だ

っ
た
ら
、
商
売
の
種
類
が
変
わ
る
と
同
時

に
建
物
の
形
態
が
変
わ
る
の
は
不
思
議
で

は
な
い
で
す
よ
ね
。

馬
場　

だ
か
ら
っ
て
、
何
で
も
簡
単
に
変

え
ち
ゃ
え
ば
い
い
っ
て
わ
け
で
も
な
い
ん

で
す
が
（
笑
）。

守
山　

今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
な
ん
で

も
す
ぐ
に
情
報
が
検
索
で
き
ま
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
川
越
に
は
今
ま
で
な
か
っ
た
文

化
を
持
っ
て
き
た
い
、
と
い
う
話
も
あ
る

ん
で
す
。
京
都
の
犬
矢
来
を
置
い
て
み
た

ら
ど
う
か
、
と
か
ね
。

馬
場　

も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
を
置
く
こ

と
で
、
後
年
に
新
し
い
文
化
の
形
と
し
て

根
付
く
可
能
性
も
あ
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

よ
く
考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
は
「
そ
れ

が
本
当
に
こ
の
土
地
に
必
要
か
？
」
と
い

う
こ
と
。

守
山　

現
代
の
生
活
に
合
わ
せ
る
必
要
は

あ
る
け
れ
ど
、
違
う
土
地
の
文
化
を
取
り

入
れ
る
こ
と
で
良
く
な
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

馬
場　

昔
は
遠
く
に
行
く
の
も
一
苦
労
で
、

な
か
な
か
他
の
土
地
を
見
に
行
く
こ
と
も

ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
建
物
も
そ
の

土
地
に
合
っ
た
工
夫
が
さ
れ
て
き
た
け
ど
、

今
は
本
当
に
様
々
な
文
化
が
簡
単
に
検
索

で
き
て
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
先
行
し
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。

守
山　

そ
う
そ
う
。
例
え
ば
川
越
は
白
漆

喰
か
黒
漆
喰
の
土
蔵
が
主
だ
け
ど
、
な
ぜ

岡
山
の
な
ま
こ
壁
で
は
な
い
の
か
、
と
か

ね
。

│
│
修
復
作
業
の
と
き
の
苦
労
は
あ
り
ま

す
か
？

馬
場　

例
え
ば
復
原
す
る
と
き
に
、「
こ

う
い
う
風
に
造
っ
て
ね
」
と
い
う
と
、
い

ろ
い
ろ
と
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
ん
で
す

よ
。
で
き
な
い
理
由
は
、
予
算
の
問
題
、

技
術
の
問
題
、
工
期
の
問
題
と
か
。

馬
場　

今
だ
と
、
職
人
さ
ん
が
昔
の
工
法

を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

守
山　

ま
あ
、
で
も
一
番
多
い
の
は
予
算

の
問
題
か
な
。
手
間
も
か
か
る
し
、
人
件

費
も
昔
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
し
。

馬
場　

当
初
予
算
で
は
厳
し
い
な
あ
、
と

い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
お
金
も
時

間
も
か
か
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
兼
ね
合

い
を
ど
う
す
る
か
、
い
つ
も
悩
む
と
こ
ろ

で
す
ね
。

守
山　

お
金
の
か
か
る
方
法
と
お
金
の
か

か
ら
な
い
方
法
は
、
表
面
上
で
は
あ
ま
り

わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
ど
こ
ま
で
こ
だ
わ

っ
て
復
原
す
る
か
、
と
い
う
問
題
。

馬
場　

一
世
紀
近
く
昔
の
も
の
を
再
現
し

た
り
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
他
に
も
た
く
さ

ん
苦
労
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
当
時

の
建
築
技
術
や
住
ん
で
い
た
人
の
心
に
触

れ
る
こ
と
は
と
て
も
楽
し
い
で
す
よ
。

│
│
最
後
に
、
お
二
人
に
と
っ
て
川
越
と

は
ど
ん
な
場
所
で
す
か
？

馬
場　

い
つ
も
思
う
の
は
、
川
越
の
人
っ

て
川
越
が
大
好
き
で
す
よ
ね
。
実
は
子
ど

も
の
頃
、
古
い
町
っ
て
こ
と
に
引
け
目
を

感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
高

校
生
く
ら
い
か
ら
、
川
越
に
住
ん
で
い
る

こ
と
が
自
慢
に
な
り
ま
し
た
。

守
山　

確
か
に
地
元
の
つ
な
が
り
が
強
い

土
地
で
す
よ
ね
。
一
度
川
越
を
出
て
行
っ

て
も
、
な
ん
か
ま
た
戻
っ
て
き
ち
ゃ
う
ん

で
す
よ
（
笑
）。

│
│
本
日
は
大
変
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
川
越
の
町
が

ひ
と
味
違
っ
て
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
！

「
設
計
図
よ
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
証
言
の

　

ほ
う
が
正
し
か
っ
た
ん
で
す
（
笑
）」

「
当
時
の
建
築
技
術
や
住
ん
で
い
た

　

人
の
心
に
触
れ
る
の
が
楽
し
い
」

「
住
ん
で
い
る
人
や
商
売
が
変
わ
る
こ
と
で

　

建
物
自
体
も
変
わ
っ
て
い
く
の
は
、

　

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
」

守山 登  Noboru Moriyama

1971年川越市生まれ。1994年日本大
学理工学部建築学科卒業。石井和紘建
築研究所、小松清路建築研究所を経て、
1999年守山登建築研究所設立。川越の
まちづくりにかかわりつつ歴史的建造
物などの復原などを行っている。NPO
法人川越蔵の会副会長兼広報部長、東
洋大学非常勤講師。

馬場 崇  Takashi Baba

1973年川越市生まれ。千葉大学工学部
建築学科卒業。宮脇檀建築研究室勤務
を経て、家業の共和木材を継ぎながら
建築設計活動を行う。一級建築士。東
洋大学非常勤講師。NPO法人川越蔵の
会デザイン部長。

カフェ エレバートが銃砲店だった時代に、試し撃
ちに使われていた壁。今も銃弾の跡が残る
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川
越
に
多
く
残
る
歴
史
的
な
建
築
。

一
〇
〇
年
近
く
も
前
の
建
物
を
、
い
ま

私
た
ち
が
見
学
し
た
り
利
用
し
た
り
で

き
る
の
は
、
当
時
に
比
べ
て
は
る
か
に

発
展
し
た
建
築
技
術
だ
け
で
は
な
く
、

復
原
に
か
か
わ
る
建
築
士
や
建
設
会
社

の
多
大
な
努
力
に
よ
る
も
の
で
す
。
大

火
や
戦
火
で
消
失
し
て
し
ま
っ
た
と
思

わ
れ
る
資
料
を
ど
う
に
か
探
し
出
し
た

り
、
古
く
か
ら
近
隣
に
住
む
ひ
と
に
聞

き
込
み
を
し
た
り
…
。

　

そ
ん
な
気
の
遠
く
な
る
調
査
を
経
て
、

昔
の
建
物
が
息
を
吹
き
返
す
の
で
す
。

　

今
回
は
、
昭
和
五
年
に
建
築
さ
れ
た

幸
町
に
残
る
洋
風
長
屋
の
一
角
、
松
ヶ

角
家
（
※
詳
細
は
Ｐ
16
参
照
）
の
復
原
に

か
か
わ
っ
た
守
山
登
建
築
研
究
所
の
守

山
登
氏
に
協
力
を
仰
ぎ
、
復
原
作
業
の

一
部
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

骨組みから読み解く、当時の窓の位置

　写真があれば話は早い。しかし、そ
の大事な写真がほとんどない場合どう
したらいいのでしょうか。松ヶ角家で
は、以前の所有者が商売にあわせて外
観を改築していました。そこで、元の
柱をよく見てみると、改築時に取り外
されてしまった窓枠の跡が確認できま
す。そういった痕跡や数少ない写真か
ら、窓の大きさを割り出して、当時の
姿に近づけるのです。

すてきなアーチの作り方

　五軒長屋の特徴のひとつは、モダン
なファサード。その愛らしいデザイン
は「人造石洗い出し仕上げ」と「人造
石掻き落とし仕上げ」によって再現さ
れました。これらの工法は、種石をい
れたモルタルを水を流しながらブラシ
で洗ったり掻き落としたりして、種石
を見せる左官仕上げのこと。下地は木
で造られ、さらに左官彫刻も張られま
した。

　他にも松ヶ角家には、大正時代に流
行したモルタルの掃きつけによって凹
凸の風合いを出す、「ドイツ壁」（掃き
付け仕上げ）などが見られ、大変味わ
い深い建築物となっています。
　現在では施工することもほとんどな
い工法がたくさん使われている松ヶ角
家。少しだけ立ち止まって、西洋に憧
れていた時代の川越に思いを馳せてみ
てはいかがでしょうか。

参
考
『
建
築
家
保
岡
勝
也
の
軌
跡
と
川
越
』（
川
越
市
立
博
物
館
編
集
）

商
業
建
築
と
中
小
住
宅

ふ
た
つ
の
分
野
で
活
躍
し
た

建
築
家
・
保
岡
勝
也

松ヶ角家の復原現場を
のぞいてみよう

ルネサンス様式の建物は、今も川越の
シンボル的な存在となっている

公開に関する情報は川越市HPをご覧下さい

『欧米化したる日本小住宅』
は大正 6年以降に保岡が設計
した住宅作品 32点の外観・
間取りが掲載されている

2階南側中央の柱に
は、蝶番や窓の木枠
の跡が残っており、
窓が取り付けられて
いたことがわかる

木で作られた下地

「人造石洗い出し仕上げ」を施して
いるファサードの一部

表面をブラシで掻き落とす、「人造石
掻き落とし仕上げ」の作業

竹を細かく割って束
ねたササラで掃きつ
けるドイツ壁

　

川
越
に
建
つ
旧
第
八
十
五
銀
行
（
現

埼
玉
り
そ
な
銀
行
川
越
支
店
）、
旧
山

吉
デ
パ
ー
ト
（
現
保
刈
歯
科
醫
院
）、

旧
山
崎
家
別
邸
。
こ
れ
ら
の
設
計
者
が

明
治
〜
昭
和
に
渡
り
活
躍
し
た
建
築

家
・
保
岡
勝
也
で
あ
る
。

　

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
東
京

に
生
ま
れ
た
保
岡
は
、
東
京
帝
国
大
学

工
科
大
学
建
築
学
科
（
現
東
京
大
学
工

学
部
）
に
入
学
す
る
と
辰
野
金
吾
に
師

事
し
、
大
学
卒
業
後
は
三
菱
合
資
会
社

へ
と
入
社
す
る
。
そ
こ
で
辰
野
金
吾
の

同
期
で
三
菱
合
資
会
社
丸
の
内
建
築
所

の
所
長
、
曽
禰
達
蔵
の
も
と
丸
の
内
ビ

ル
ヂ
ン
グ
街
の
構
築
に
取
り
組
ん
だ
。

国
内
二
例
目
と
な
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
第
十
四
号
館
は
関
東
大
震
災
以

降
に
広
が
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築

の
先
駆
け
と
も
い
え
る
建
造
物
と
な
っ

た
。

　

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
三
菱
を

退
社
し
、
翌
年
に
事
務
所
を
開
く
と
経

験
や
人
脈
を
活
か
し
て
地
方
銀
行
を
始

め
と
す
る
商
業
建
築
に
携
わ
る
。
そ
し

て
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
は
、
彼

の
設
計
で
川
越
貯
蓄
銀
行
が
建
て
ら
れ

た
。
保
岡
の
活
躍
を
知
っ
て
い
た
山
崎

嘉
七
は
、
当
時
副
頭
取
を
し
て
い
た
第

八
十
五
銀
行
の
設
計
を
依
頼
。
大
正
七

年
（
一
九
一
八
）
に
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式

の
洋
風
建
築
、
第
八
十
五
銀
行
本
店
が

完
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
昭
和

十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は
四
本
の
イ

オ
ニ
ア
式
の
円
柱
が
象
徴
的
な
山
吉
デ

パ
ー
ト
が
第
八
十
五
銀
行
の
通
り
の
反

対
側
に
建
て
ら
れ
た
。

　

保
岡
は
中
小
住
宅
も
手
が
け
た
。
三

菱
に
い
た
頃
か
ら
余
暇
に
住
宅
を
設
計

し
、『
新
築
竣
工
家
屋
類
纂
』
や
『
理

想
の
住
宅
』
な
ど
十
七
冊
も
の
著
書
を

出
版
。
住
宅
の
設
備
や
室
内
・
家
具
装

飾
な
ど
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
大

正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
手
が
け
た

旧
山
崎
家
別
邸
は
洋
館
と
数
寄
屋
造
り

の
和
館
が
複
合
し
、
和
洋
の
建
築
知
識

を
持
つ
保
岡
の
住
宅
に
お
け
る
集
大
成

と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
保
岡
は
茶
室
や

庭
園
も
設
計
し
て
お
り
、
現
在
建
物
は

川
越
市
の
指
定
文
化
財
、
庭
は
国
の
登

録
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
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