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1 ，序章

1 ．1　 研 究 の背 景 と目 的

　 元 来、口本 に は 地域 ご と に 瓦 の 製造 会社 が存在 し て い た。し か し 、

1950年 代後 半は 5000件 以 上 あ っ た 粘 上瓦 製造会 社の 事 業所 数 （1956

年 の 7139件 が ピ ー一
ク ）が 2004 年現 在で は事 業所数 が 35〔〕件 と激減

して い る。（経 済産業 省の 産 業統計）特に 1960 年 代 か ら 1970 年代 に

か け て 減 少 した が、こ れ は 三 州
・
淡 路 地 方 の 規 模 の 大 き な事 業 所 が

他 地 域 に 進 出 した り、住 宅 着 工 件 数 が 減 少 した り した こ と に よ る も

の と考 え られ る。こ の こ と に加 え、1954 年 の J亘S 規 格 導入 に よ り製

造 方 法 に 新 た な 規 約 が 生 ま れ た こ とで、今 目 の 瓦 の 地 域 内、及 び 地

域 間の 差異 が な くな る傾 向に ある。

　 こ の よ うに、地方 の 瓦産 業 は徐 々 に消滅 し て い く状況 に おか れ て

い る。そ の た め 産地 消滅 した 、あ るい は しつ つ あ る地 方 に おい て、

瓦 に よ る 伝 統的 な屋 並 を どの よ うに 維持 ・保存 し て い くか 、瓦 の 地

域性 をど の よ うに し て 再 構築 し て い くか 、そ し て 瓦産 業の 今後 の 課

題 は 何 なの か を 明 らか に す る こ とは 大変 里要 な こ と で あ る。

　 本研 究の 対象 地 を含 む 長野 県北信濃 地 区 （以 下、北信 地 区） で は

瓦 を製造 す る 会社が 1960 年 代に な くな り、そ れ以 降 は 主 に 二州 地 方

に そ の 製 造 を 託 し て い る。そ の た め に 徐 々 に 屋 並 が 変化 し つ っ あ る

場所 で あ る。

　 そ うい っ た状況 で 、長野 県小布施 町小布 施堂注 D 界 隈 （以下、界

隈）で は 1976 年 の 北 斎館 の 建設 をき っ かけ に町並 み修景 事業注 2 ）（以

下 、修 景事業 ） が 行 わ れ た。こ の 事 業は 民 間企業 で あ る小 布 施堂 が

上 体 と な り 、官民
・一
体 で 約 30 年 か け て 町 並 み を 段 階 的に 形成 し て い

っ た もの で あ る。そ の プ ロ セ ス は 大 変評 価 され て お り、町 並 み の 形

成過 程 を 追 っ た 文 tu　1 ） 2 ｝．修 景 事 業 関係 者 の 考 えや 建 築家 の 設計 手

法 的 4） を明 ら か に した 文献 が あ る。し か し そ の 屋並 の 瓦 に 関 し て、

どの よ うな考 え方 に 基づ い て 、どん な瓦 をい か な る技 術で 葺 い て い

るか を 論 じ た研 究は ない 。そ こ で 、木 研究で は こ の 界隈 にお い て 、

屋 並 の 形成 プ ロ セ ス を追い なが ら、現 在葺か れ て い る 瓦 や下 地の 変

遷 を明 らか にす る こ とを 目的 とす るn そ の こ と は 瓦 産業 にお い て 、

産 地 が 消滅 した、ある い は しつ つ あ る地方 に お け る 屋 並形 成の ケ
ー

ス ス タ デ ィ とな り、地 域 固有 の 屋 並 の 保 存 、形 成 に お け る基 礎 的 知

見 とな る．

1 ．2 　 研 究 方 法 と言 葉 の 定 義

　 研 究方法 として 、町並 み修 景事業 に 関わ っ て い る 範 囲を界隈 と定

義 （図 2）、か つ 研 究対 象 と し、桟 瓦 と役 物瓦の 種 類 に 関す る悉 皆調

査 を 行 っ た。特定 で き ない 桟瓦 、役 物瓦 の 種類、瓦 の 下 地 、止 め 方

な どの 工 法、また 瓦 の 使 用 意 図 に 関 して 小布 施 堂関 係 者、株式 会社

綿 内瓦 匚業 （以 ト、綿 内瓦 工 業） へ 聞 き 取 り調 査 を行 っ た。

　 次 に 言 葉の 定義 で あ る が、「変化 な し」 は建 物 が動 か ず 、仕 上 げに

も 変 更 が ない こ とを 意 味す る。「改 築」は 仕 上 げ に変更 が あ る、ま た

「増改築 」 は そ の 場所 に あ っ た建 物 に増築 し、仕上 げを 変更す る こ

と、そ して 「曳屋 」 は そ の ま ま の 形 で移 動 させ た 建物 と し、「移 築」

は 建物 を 分 解 して 新 しい 土 地 に移 し建 て る こ と、そ して 1
』
新築 」 は

新 し く建 て た 建物 を 意味す る。

　 瓦 の 定 義 と して 「占瓦 」 は 長 野 県 で 江 戸 か ら昭 和 初期 に か け て 製

造 され た 瓦 とす る c そ の 中 で も、あ る 建 物 を解 体 した 際 に お ろ した

瓦 を保 管 し、他 の 建 物に 葺 き 直 した 場合、そ の 瓦 を 「再生 瓦」 とす

るn 鬼 瓦 、役 物 瓦 の 名 称 は 「図 鑑 瓦 犀根 」
の

を参 考 に名 前 を付 け て

い る。ま た 、文 中 に使 用 す る 「棟部 」 は棟 瓦 と熨 斗 瓦 を あ わ せ た 名

称 で 、「袖部 」 は 風切 り と袖 瓦 を あ わ せ た名称 で あ る。
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1 ，3　 長野 県の 瓦 業の 歴史

　長 野 県 に 瓦 が 伝 わ っ た 時 期は 特 定で き な い が、江戸 中期 （1772
−

1788） 頃だ と考え られ て い る 。当時、瓦 葺 きが 日本 に 普 及す る 中、

特 に 三州 地方 は 良 い 粘 土 と水 運 に 恵 ま れ て い た こ とで 発 展 を とげ て

い た。し か し 、需要 が 伸び る に つ れ て 、既 得権 益 を守 る もの が 生 ま

れ、三 州 地方 で 新 た に独 立 で き ない 瓦 師 が 出 る 。 そ こ で 新天 地 を求

め た 三 州 の 瓦 師が 幕末 頃 に信 州 に 来 る よ うに な っ た こ とで 長 野 県 内

の 瓦 業が始 ま っ た と され て い る。瓦 が普及 す る に 従 っ て、明 治期に

瓦 の 製 造業者 が 増 え て い る。昭 和 に 入 る とセ メ ン ト瓦 の 普及、三 州

瓦 の 流入、宅 地 化 に よ る粘 上 不 足 、達磨窯の 黒煙 に よ る 公 害問題 な

ど に よ り急 激 に 減少 して い き、置998 年 現 在 で 県内 で は 2 軒 の み 残 っ

て い る。10 ） 11 〕 し か し 北信地 区に 限 っ て は 1 軒 もない の が 現状 で

あ る。注 ：1）

2 ．界隈の 町 並み の 形 成

　 江 戸 時代 、界 隈 に は 酒 蔵 群、そ れ に 関連 した 土 蔵や 住 宅 が あ り、

古 い 町 並み が あ っ た。そ の
一角 に 晩年 の 葛飾北斎 （以 下 、北斎） が

町 の 豪 商 で 、文 化 人 で あ っ た 高 井 鴻 山 に 招 聘 され 滞在 して い た。そ

の 結 果 、北 斎 が 描 い た 肉筆 画 を 中心 とす る絵 画が 小 布 施 町 に 残 っ て

お り、小 布 施 町 は そ の 肉筆 画 の 散 逸 を 防 ぐた め に、1976 年 に 収 蔵 庫

の 機 能 を持 っ た 美 術館 「北 斎 館」 （8） （図 2 の 番 号 No ．8、以 下 同様）

を開館 した。そ の 後、界 隈に は 北斎館 に 訪れ た人 々 の た め に小布 施

堂が 経営す る休憩 所 「宗 理庵 」、上産物 屋 の 「桝
一

市村酒 造場本 店」

（9） を改修 し た。それ が小布 施の 町づ く りの は じま りで あ る。

　 界隈 に は 駐 車 場 な ど の 観光 イ ン フ ラや 施 設 が 不 足 し、新 た な 施設

の 整備 が必 要 に な っ た。そ れ が 町 並 み修 景 事業 の 契機 とな る。ま ず

小 布 施 堂が 栗 菓 子 工 場 の 老 朽 化 に 伴 い 「傘 風 舎」 （10） と呼 ば れ る 新

工 場 を 建 て た。そ の 際、図 2 の よ うに 北 斎 館 と の 連 続性 を 持 た せ る

た め に、元 々 敷 地境 界に あ っ た 塀 を 取 り払 い 「笹 の ひ ろ ば 」 （1D を

作 っ た。次 に 小布施 町 が 傘風 舎 の 北側 に位 置す る 高井鴻 山 の 隠宅 を

市村 家か ら購 入 し、「高井鴻 山記 念館」 （6．21）を 1982年 に オープ ン

させ た e しか し高井 鴻 山記 念 館 は僅 か しか 国 道 に 接 して お らず、駐

車場 もな く記 念 館 と して 機 能 し に くい 状 況 で あ っ た．さ らに 界 隈 内

の 住 人、店 舗 関 係 者 （小 布 施 堂 、長 野 信 用 金 庫 小 布 施 支 店
一

以 下 長

野 信 金 〉 も不 備 、課 題 を 抱 え て い た．（表 D そ こ で こ の 地 区
一

体 の

地 権 者に よ る 「町並 み修景 事業」が 小 布施 堂 主 体 で 1984 年 に発 足 し

た。そ し て 1987 年 の 同事業 終 rま で 小布施 堂 を中心 とす る界 隈 にお

い て 表 1 に見 られ る 3 つ の ル
ー

ル を掲 げ、短 冊形 の 敷 地形状 を今 の

形状 へ と段 階的 に 変化 させ た。（図 1）

　 続 い て 、小 布施 堂は 界 隈 の 施設 を充 実 させ る 目 的で、単独 事業 と

して 界 隈 内 にな か っ た 和 食 レ ス トラ ン 「蔵 部 」 （28）や界 隈 に 面 す る

十 地 に 宿 泊施 設 「桝一客殿 」 （29）を っ く る こ とで 、修 景事 業 を拡 大

させ て い る。
　 以 上 の 流 れ か ら界 隈 の 町 並み の 変遷 は 4期 に 分 類 で き る。1 期 は

町 並 み 形 成 の 核 とな る 「桝
・市村 酒 造 場 酒蔵 群 」 （1）や 十蔵 が 建 設

され た 時 期、2 期 は 「北斎館」 を 建設 し、そ れ に 関連す る 施 設 を 建

設 した 時 期、3 期 は 事 業の 契機 とな っ た 「傘 風舎」、「笹 の 広 場 」 を

含 む 町 並 み 修景事 業 を行 っ た 時期、そ し て 4 期 は 更な る観 光施 設の

整備 の た め に界 隈内外 に レ ス トラ ン 、宿 泊施 設 を建設 し 、今 日に 至

る 時期 で あ る。
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　 　 　　 　　表 1 修 景事 業 の い き さつ と コ ン セ プ ト

馴 1
．
人
・II1黼 関係者 の 不備 ・

課題

小布施 旧1
． ：ゴ．．i玲隅山「記念猷・・グ 〉ア ソ

．
ロ
ー・

チが 狭い ．．北 鼾館
．への 講導が 課題．

肇之野儒用食朧 rl｝∫舗が 夢狭、来客騨 1・：場が 足りな い 。．・
卜布施堂 票菓乎 L鵜 が 昇狭、　本FF印，．」1トi舖が必 要

K．1氏 〔現 R．1民冫

三
』．s氏

「翼嵐沿 い に家 艇があるため騒 1
．
「
．・撰動に よって快適鱇が 失われて い る、、

目照が 乏 し い 、．

． 1。鰤 卿 レ．、L 　 　 ■
　 　 ・齢 ・らの 建物は移 築 ・曳屋などで極 ノ搬 ず．．
　 　 ・置：地 の 発劉は 響わ ず 、賃貸を慕本 とす ケ．
　 　 ・粳 築が 必 褒な 場脅．賃貸 収入 で 新築 費贋に 充 て るtt
　　　　　　　　　　　　　畢
■掩人

・塁i舗関孫考 の 拠施 した内鄲

小布施 1町 駐 肇場 の 確保 と集にメイ ン ス トリ
ー・

トと北窺館 を孝Iliぶ 誘偉路 の 整備

長野信 鵝 諦 匠 店 舗 の 建 て 替 え。駐 哇1：場の確保

小 看r施堂 本庸の 新甑 駐ll・．聯 の 催 傑

K．i氏 （現 R．1氏）
．
T．　S氏

ピ亅
「
細
．，移 転新纂

→

小 布施 堂　  小布施 町 　  長 野 信金　  K ．1氏　  エs 氏　  A ．s 氏

  T．1　lt   T．S　tk （長野 信金へ賃貸）　   K ．1氏 （小 布施 堂へ賃貸 ）

　　 　 　　 　 　　 　　 図 1 敷地形 状 の 変化

（住 人 の 敷地 を国道 沿い か ら裏 手 に 移 動 し 、一
部 民間企 業 に 賃貸 ）

図 2 界隈 の 建 物 の 配置 図 （］点鎖線で 囲っ たの 力嬲 彡状が変化した場所）

3 ．瓦 の 利 用 形 態

3 ．1　 1 期 に使 用 された 瓦

　 1 期 の 建物 は全 て 長 野 県 産 の 地 瓦 （地 元 生産 の 瓦 の こ と） が 葺 か

れ 、江 戸 中 期 か ら昭 和 初期 に 達 磨 窯泊 ）
に よ り製 造 され た 瓦

注 51
で 、

そ の 瓦 の 表面 に は 地 衣 類
注 6 ｝

が 自生 して い る。（写 真 D

　 それ は 達磨 窯 に よ る 製造 方法、界隈 特有、あ る い は 北信 地 区 の 気

候風 土 に よ っ て 生 まれ た もの で あ る。部分 的 に 地衣 類 が 自生 した 屋

並 は 他 の 地方 に も見 られ る が 、こ の 町 は ど の 屋根 面に も多 くの 瓦に
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地 衣類が生 えて 、町 並 み 景観を特徴づ け て い る．（写 真 2＞ま た そ の

色合い も達 磨窯 で 製造 され て い るた めま ち ま ち の 瓦
芒i
．
7）

で あ る。

3 ．2　 2 、3期 に 使用 された瓦

（ユ） 曳屋、移築

　 曳屋 し た建 物 は 4 件 あ る 。そ の 中 で 「K ．1家 土 蔵群 」 （20）、「桝
一

酒造揚酒 蔵．1 （22）は
．・
部葺 き替 え て い る が、で き る限 り 元 々 葺 か れ

て い た 古 瓦を葺い て い る。一・
方、「T．S 家 土 蔵」 （13）、「高井鴻 山記

念館管 理 棟」 （2D は 曳屋 し て 建 物 は 残 し て い る が、瓦 が 痛ん で い た

の で 陶器瓦 に 葺 き替 えて い る。（写真 3）

　 移 築 し た建 物は 『小布 施 堂蔵」、「イベ ン ト蔵」 と2件 あ り、移築

前 に 葺 か れて い た
．
占瓦 をお ろ して か ら再度、葺 い て い る。そ の 中で

「イ ベ ン ↑・蔵 」 （17）は 表 2 よ り、界 隈 内 に あ っ た蔵 を 1985 年 に移

築 し、そ の 後 1992年 に 界 隈 外 に近 在 の 建 物 を移 築 後、「イ ベ ン ト蔵 」

に ジ ョ イ ン トして 「傘風 楼 ＋碧 騎 軒 」 （25） とな っ た 建物 で あ る。

（2 ） 新 築

　 新築 の 建 物 は 12 件 あ る。木造 の 建 物の 中で、「宗理 庵」 を 除 く 5

件 の うち 「小 布施 堂倉庫 」 （19）や 住宅 2 件の 3 件は 三 州 陶器瓦 を 葺

い て い る。ま た修 景事 業終 了以 降に建 て られた 「小布施 堂 社長 室 」

（26）、「TJ 家 自宅 」 （27） は い ぶ し 瓦を 葺い て い る。

　 木造 以外 の 建 物 の 6 件 は 「傘風 舎」 （10） の 工 場建 築 （写 真 4）や

「長 野信金 」 （18） （写 真 5） の 銀行 建 築 は 軒 を あ ま り出 さず に 、タ

イ ル の 壁 を 強調 し た建 物 で ある 。そ れ ら は 本 来瓦 の 葺か れ る 口r能性

の 低 い 施設 で ある が、陶器 瓦 を葺 い て い る」そ れ とは対照 的に 「小

布 施 堂 本店 」 （23） （写真 6） は RC 造で あ りなが ら、屋 根 を大 きく

強調 し、日本の 伝統 的建 築様 式 に 素焼 きの よ うな風 合い を持 つ 美濃

瓦 （岐阜 県産 の 瓦） を葺 い て い る。

　 こ の よ うに 町並 み 修景 事業 に お い て 、初期の 建物 は 陶器 瓦 が葺 か

れ て い る が、陶器 瓦 は 元 来、北信 地 区 に は な い 瓦 で あ る。そ こ に修

景 事業 関係 者 は疑 問 を感 じ、そ れ 以 降 の 建物 は 北 斎館 2期 を 除 く全

て の 建 物 に い ぶ し瓦 を葺 い て い る。しか し、今 目の い ぶ し瓦 は 古 瓦

とは 異 な り、．Lの 練 り方、焼 き 方か ら均 質 的 な 瓦
／＝ S 〕

と な っ て い る、、

　 ま た 、3 期 の 建物 に は 3 種類 の 瓦 、す な わ ち 陶器 瓦 、美 濃瓦 （素

焼 き風 ）、三 州の い ぶ し瓦 が 葺 か れ る結果 とな っ て い る u しか し、こ

れ らの 瓦 は 施 工後、約 20年 が経過 し て い る が、1期 の建 物 に葺か れ

て い る 瓦 の よ うに地 衣 類が 自生 す る こ と は い ま だ な い 。

3 ．3 　 4 期 に 使用 さ れた 瓦

　（1 ） 再生 瓦 の 使 用 に 至 る経緯

　 修 景 事業 に よ り町 並 み 景観 の 整 備 を行 い 、瓦屋 根 の 建 物 が増 え た。

修 景 事業 関係 者 は新 築の 建 物 に葺 く瓦 に 陶器瓦、素焼 き風 い ぶ し 瓦、

い ぶ し瓦 と次々 に試 行 し た が、い ぶ し 瓦 で す らそ の 均質 的な質感 に

疑 問を感 じて い た。

　 修 景事業 関係者 は 瓦製造 会社 に不 揃い な色合 い を持つ 瓦 を製造す

る よ う掛 け合 っ た が、当時 どこ も製 造 し て お らず 断念 し て い たn そ

こ で 、伝 統的家屋 を解体す る 際に お ろ し た 古瓦 を保 管 し 、他 の 建物

に 葺 く手 法 1古 瓦の 再生利 用」 に 興味 を持 ち始 め、同 じ関心 を抱 い

て い た 綿 内 瓦 工 業の 西 宮 社長 に 話 を 持 ち か け、実 現に 至 る。

　 西 宮 社 長 は 原 料 が 土 で あ る 瓦 が 処 分 す る 時 に産 業廃棄 物 処 分 に な

る こ とに も疑 問 を持 っ て い た た め、瓦 の 葺 き替 えの 時 に 葺 か れ て い

た 瓦 を
一部使用 す る手 法 を と り、古 瓦 の 再 生 利 用 に 関す る技 術 的 知

識、経 験を 持 っ て い た。綿内 瓦工 業が 参 画 す る こ とで 、古瓦 の 再生

利用が実現 する こ と に な り、4 期の 建物 に 再生 瓦 が 使用 された。

（2 ）再生 瓦 を使 用す る建 物

　 「蔵部」 （28） は 市村酒 造揚 の 酒蔵 の
一
部 に増 築 した 建 物 で あ る。

（写 真 7） 元 々 、陶器瓦 が 葺 か れ た 建 物 で あ っ た が、蔵 部 を作 る と

き に 再生 瓦 に 葺 き 替 え て い る n 瓦 の 使用 方 法 は 笹の 広 場 側 に 再 生 瓦

を葺 き、本 宅 の 庭 側 は 三 州陶器 瓦 を葺 い て 、使 い 分 けを し て い る。

　 「桝 ・客 殿 」 （29）は 4 棟で 構 成 され て い る。主 な宿 泊棟 の 建 物 は

長野 市内に あ っ た砂糖蔵 を 移築 ・改修 し て い るた め、瓦 は 砂 糖蔵 に

葺 かれ て い た 古瓦 を駐 車揚側 に 使用 し、足 りない 部分 を再生 瓦で 補

っ て い る。（写真 8）また エ ン トラ ン ス 、ホ
ール の 建物 は 改修、増 築

した建物 で、葺か れ て い た 陶器 瓦 を再 生瓦 に 葺 き替 えて い る。

4 ．下 地 材 の 利用 形 態 と工 法

4 ．1　 1 期 か ら 3 期 の 建物 に 使 用 され た 工 法

　 下 地 は 27 件 中、7 件 が 図 3 の よ うに 湿 式 工 法 で あ る。そ れ は野 地

板 の 上 に 土 留桟
注 9 ）

を うち つ け、そ の 上 に葺 き．上注 10 〕
を の せ る。そ

して、泥 状で あ る葺 き土 の 粘着性 を利用 して 、瓦 を押 さえ て とめ る

工 法で あ る。他 の 建 物 は防水 下地材 の ゴ ム ア ス シ
ー

ト
注 ll 〕、ア ス フ

ァ ル トル
ー

フ ィ ン グ に 横桟 木 を うち、そ の 桟木 と瓦 を釘、も し くは

銅 線で と め る 乾式 工 法 で あ る 。（図 4）

（1 ） 湿式 工 法

　 「桝 市 村酒 造　酒蔵 群」 （1）、「桝 ．’酒 造場酒蔵 」 （22）な どの 酒

蔵 は 瓦の 葺 き替え を部 分的 に行 っ て い るが 、
．
ド地 は 葺 き土 の 持つ 断

熱性能 を生か す た め に 残 して い る。また、そ れ以 外 の 建 物 は 瓦や
．
ド

地 が痛 ん でい ない 限 り葺 き土 をそ の まま使用 し て い る。

（2 ） 乾式工 法

　 新 築の 建物 は 12件 中、瓦 を使 用 して い ない 「宗理 庵」 を除 く全 て

の 建 物 で 乾 式工 法 を 採用 して い る。「T．S 土 蜘 （13）、「高 井 鴻 山記

念 館 管理 棟 」 （21）の よ うに 占
’
瓦 を 新 しい 瓦 に葺 き 替 え た 建物 は、下

地 も 変 更 して い る、、こ れ は元 々 、湿 式 工法 で 瓦 を 止 め て い た が 、葺

き 上 の 重 量 が 屋 根 に 大 き く負 担 を か け る と判 断 した た め で あ る．ま

た 古瓦 と葺 き土 の 防水性 能が 劣 る と考 え、ゴ ム ア ス シ
ー

トに 替 え て

い る。さ ら に瓦 の 止 め方 も変更 して い る。そ の 理 由は、泥状 の 葺 き

土 が 時 問 と と もに 乾 き、瓦 が ずれ やす くな るた め 横桟 木 と瓦 を銅 線

で とめ て 、簡単 に 屋 根 か ら飛 ばな い よ うに し て い る た め で ある。

4 ，2　 再生 瓦 を使用 す るた め に 必要 な工 法

　 古 瓦 （再生 瓦 を含 む ）は 近年 の 瓦 に 比 べ て 吸水率 が 高 く雨 を吸収

し やす い 。ま た 占瓦 （再生 瓦 〉に は 水 返 し が ない た め、瓦 と葺 き上

で 雨 か ら建物 を守 る こ とは通 常の 瓦 以 上 に劣 る。そ の 結果、ア ス フ

ァ ル トフ ェ ル ト、ア ス フ ァ ル トル ーフ ィ ン グ よ り防水性 の 嘉 い ゴ ム

ア ス シ ートを使 用 して い る。

　 瓦 と下 地 の ジ ョ イ ン ト方 法 と して 野 地板 の 上 に ゴ ム ア ス シ
ー

トを

張 り、そ の 上 に縦桟 木 を打ち付 ける。そ して そ の 上に 横桟 木 を留 め

て、横桟 木 に銅 線 で 瓦 を ジ ョ イ ン トさせ る。こ の 匚法 は 1！11瓦 に横桟

木 に 引 っ 掛 け るた め の 突起 （以 下 、引 っ 掛 け ） が な い た め、風 に よ

り瓦 が 飛 び やすい か らで あ る。（図 5）

　 ま た 古 瓦 （再生 瓦 ） は 寒 割れ や 衝突 に よ る 破損 が し や すい の で 、

部 分 的 に 取 り替 え る可 能 性 が 高い 。そ の た め、下 地 （桟 木） と瓦 を

千 鳥 状 に ジ ョ イ ン ト して い る．そ うす る こ とで 瓦 が 割 れ て も ス ム ー

ズ に取 り替えを行 うこ とが で き る。（図 6）
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写 真 1 自生する地衣類

　　　　　　　　　囓

　　　　　　　　　il
，
、、ag

　　　
写真 5 陶器 瓦の 長野信

’
th（18）

　 　 　 　 　 　 響
齢　　　　肇　　　　雛
毒　　　　 ．籍．

写真 2手前が傘嵐舎、奥が高井鴻 lL膚［念館　　写真3 陶器瓦の 高井鴻山記舘 単1） 写真 4栗菓子工場の 傘 風舎〔10）
　 　 　 　 　 　 　

wo
　
’

輝嬲
　 　 　 　 　 s 　 無 輪 ・
　　　　　レ 曝．
　 　 　 　 　 　 ．嶽 鉾 ，

　　　写真 6素焼 き風 い ぶ し瓦の 小布施隼細 23）　　　 写真 7 再生瓦の鰡 陀8）　　　　 写真 8 古瓦←再生瓦の 桝一職 四 ）

表 2 界隈 の 計画 年 表 と建 物 の 建 て 方、構造、瓦 、卜地
一

覧 （建 物番 号 は 図 2 に 対応 ）

完成年 番 号
．

名称 建 て方 構 造 瓦 下地

一
／ 桝

一
市村 酒 造 　酒 蔵 群 変化 な し 木造 古瓦 土

一 21 家本 宅 変化 な し 木 造 古 瓦 土

凵一
3 穴 蔵 変 化 な し 木 造 古 瓦 土

1
期

一
4 天 明蔵 変 化 な し 木造 古 瓦 土

一
5KJ 土 蔵 変化 なし 木造 占瓦 ゴム ア ス シ

ー
ト

一 6 高 井 鴻 山記 念館 変 化 な し 木造 古 瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

一 7 正 門 変 化 な し 木造 古 瓦 土

1976 年 10 月 8 北斎館第 1 期 新築 RC 造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト
2

期 1978 年 6月
一

宗理庵 （現 存せ ず ） 新築 木造 他
．．「

1978 年 9 月 9 桝
一市 村酒 造 場本 店 改 築 木 造 陶器 瓦 アス フ ァ ル トノレ

ー
フ ィ ン グ

1981 年 6月 10 傘風 舎第 1期 新築　 　　　　　 　RC 造　　　　 　　　陶器 瓦　　 　　　　 ゴ ム ア ス シ ー
ト

1981 年 6 月 11 笹 の ひ ろば
一

1984 年 1 月 12 エs 邸 新築 木造 陶器瓦 ゴ ム ア ス シ
ート

1984 年 11 月 13TS 家土倉 曳屋 木造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ ート

1984 年 12 月 14K ．1 邸 新 築 木 造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

1985 年 5 月 15 栗 の 小径＋小布施 堂イベ ン ト広 場
一

町
並

み

1985 年 5 月 16 小布施 堂蔵 移 築 木 造 古瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

1985 年 5 月 17 イ ベ ン ト蔵 （後 の 傘風楼 ） 移 築 木 造 古瓦 ゴ ム ア ス シ
ート

1986 年 1 月 18 長野信 用金庫小布 施支 店 新築 S 造 　
一
部 RC 造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ

ー
ト　 　修

　 　景
3　 事
期　業

1986 年 3 月 19 小 布 施 堂 倉庫 新 築 木 造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

1986 午 4 月 20K 、1家 土蔵 群 曳屋 木造 古瓦 土

1986 年 5 月 21 高井鴻 山記念館 管理棟 曳 屋 木造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

1986 年 11 月 22 桝
一

酒 造場 酒 蔵 曳屋 木造 古瓦 土

1987 年 4 月 23 小布施 堂本店 新 築 RC 造　
一

部木 造 素焼 き風 い ぶ し瓦 ゴ ム ア ス シート

1987 年 6 月 24 幟の 広 場
一

1989 年 9 月 10 傘風舎 第 2期 新 築 RC 造 い ぶ し瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

1991 年 10 月 8 北 斎館 第 2期 新 築 RC 造 陶器 瓦 ゴ ム ア ス シ
ー

ト

1992 年 4 月 25 傘風楼 ＋碧潴軒 増改築 木造 古 瓦 ゴ ム ア ス シ ー
ト

」．一
26 小布施 堂社長 室 新 築 木造 い ぶ し瓦 ゴ ム ア ス シ

ー
ト

一 27TJ 家自宅 新 築 木造 い ぶ し瓦 ゴ ム ア ス シ
ート

1998 年 10 月 28 蔵部 増改 築 木造 古 瓦 ＋ 再生瓦 ゴ ム ア ス シ ート

4

期
2007 年 9 月 29 桝

一
客殿 移 築 増改 築 　増 改 築 木 造 再生 瓦 　占瓦 斗

・
再 生瓦 ゴ ム ア ス シ

ー
ト

茅葺 きの 建物 を建設 中
現 在

達磨窯 に よる瓦の 製作 を構想

凝
．
二 《 こ＝ 《 こ＝

図 3 土 に よ る 瓦 の 止 め．方

ア ス フ ァ ル トル
ー

フ ィ ン グ

も し くは 、ゴ ム ア ス シ
ー

ト

野士

横桟 木

図 4　
．
般 的 な 瓦 の 止 め 方

野

ゴ ム ァ ス シ
ー

ト

図 5 再 生 瓦の 止 め 方
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　　　　　　　　図 6 再 生 瓦 の 取 り替 え 方法
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5 ．役物瓦 の 利 用 形態

5 ．1　 古 瓦がの る建 物の 役 物瓦

　棟瓦 は 10 棟 が角桟伏問 瓦、9 棟 が箱冠 瓦 を使用 して い る。角桟伏

間瓦 は 昔 か ら普及 して い る 瓦 で あ る。　 ．
方、箱冠 瓦 は 他 の 地 方 よ り

1 寸程 高 く北信地 区 特 有 の 型 で あ る。そ の 棟瓦 の 下 に 敷 か れ る熨 斗

は 殆 どが 段 紺．み の 熨．斗 を 使 用 して い る。例 外 的に 「桝
．一・

市 村 酒 造酒

蔵群 」 （1） の オ の よ うに 輪違 い も あ る ．袖 部 に 関 し て 、風切 り
注 12

｝

は 「天 明蔵 」 （4）、「門」 （7）、「小 布施 堂倉庫 」 （16）以外 の 建物 全て

に 使用 され て い る。そ の 中で 「本宅 」 （2）は 2 段 、そ れ 以 外 は 1段

で 構成 され て い る。ま た 袖 瓦 は 全 て 切 落 を使 用 し て い る．軒瓦 は 巴

付唐 草軒 瓦、唐草鎌 軒瓦 が 7 棟ず つ あ る。そ して 5 棟、万 十 軒瓦 で

あ る。例 え ば 「桝一市村酒 造 酒 蔵群 」 （1） の オ の よ うに 軒瓦 の み 陶

器 瓦 の 万 十 軒 瓦 を 使 用 して い る。こ れ は 寒 割 れ、す が も れ
注 13 ）

な

ど で 瓦 が破 損 し、
．
補 修 の た め 万 十 軒瓦 に葺 き 替 え た 事 例 で あ る。特

殊 な 例 と して、「本 宅 」は 3 種 類 の 軒瓦 を 使用 して い る v 元 々 は 巴付

唐 草 軒 瓦 で あった ロ∫能 性 が 高 く、部 分 的 に 葺 き替 え たた め と考 え ら

れ る。こ の よ うに 界隈 の 歴 史的役 物瓦 と して、棟 部 は段組 み熨斗 に

箱冠 瓦、も し くは 角桟 伏 間瓦、軒 瓦は唐 草鎌軒 瓦 もし くは巴付唐 草

軒 瓦、袖部 は 1段 角桟 冠 に 切落 とな っ て い る。

．艷
．

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 写 真 9（左上 ）蔵部の箱冠瓦 写真 10（右 上 ）
．．
段 の風切丸桟冠と切落

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 顎 11（ETC）　fitlA嶋1．「」言融 自o⊃軒瓦 　験 12（JEi
’
F）高黼 山言融 自嶼 1瓦
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5 ．2　他 産地 の 瓦 が の る 建物 の 役 物 瓦

　 他 産 地 の 瓦 が の る建 物 は 近 年 、日本 に 普 及 し て い る役 物 瓦 を使 用

し て い る 。例 え ば 棟 瓦 は 丸桟冠 瓦 、素丸瓦 の ど ち らか を使 用 し て い

る。ま た軒 瓦 は唐 草 文様 が 無 く、例 えば万 十軒瓦 の よ うに 巴 の み の

瓦 や、巴 の な い
一

文字軒 瓦 を使 用 して い る。ま た袖 部で は 風切 り を

使 用す る建 物 は ひ とつ も無 く、曵屋 した建物 で す ら使用 して い ない 。

袖 瓦 は切 落 を使 用 し て い る。2 期 に建 て た 「北 斎 館 」 （8）、「桝
一

酒

造 本 店 」 （9）の 鬼瓦 は 写真 t3 の よ うに所 有者 をモ チ
ー

フ に し た 紋 を

記 し、そ の 場 所 特 有 の 鬼 瓦 に な っ て い る が、3 期 に 建 て られ た 建 物

は 全 て 海津 鬼 を使 用 して い る。こ の よ うに他 産 地 の 瓦 が の る建 物の

役物 瓦 で は 熨 斗瓦、袖 瓦 は 古 瓦が 葺 か れ て い る建 物 と 同 じだ が、棟

瓦、軒 瓦、風切 りは他 産地 の 瓦の ため 過去 に見 られ ない 役物 瓦 を使

用 して い る こ とが分 か る。こ の こ とは瓦 の 産地 に合 わせ て 役 物瓦 の

形 態 も 決 ま る た め 、長 野 県 の 瓦 を用 い る こ とが で き ない 以 上 、今 ま

で と異 な る景観 が 形 成 され る こ と を 意味す る。

写真 13（左 よ二） 家紋の 付い た鬼 瓦 写 真 14（右 上 ） 小布施堂 創車の 鬼瓦

写 真 15（左 下 ） 社 長宅の 万十軒 瓦 　写 真 16（右 下 ） 長野 信金 の
一
文字軒瓦

5 ．3　 再 生瓦 がの る建物の 役 物瓦

　棟部 に 関 して、棟瓦 は 10棟 の 内、箱冠 瓦 （箱冠 瓦 ＋鳥伏 間 も含む ）

が 6棟 と
．．一

番 多 く、角桟 伏 間 瓦 が 2棟、丸桟 伏問 瓦 が 1棟あ る。熨

斗 は 全 て 段 組 熨 斗 で あ る。軒部 の 軒瓦 は りを 除 く建物 全 て に 唐 草紋

様 が 施 され て お り、古 瓦 が 葺 か れ て い る建 物 の デ ィ テ
ー

ル を 再 生 し

て い る 。袖部 は 再生 瓦 が 葺か れ る建 物 の 役 物瓦 は ン 以外 の 建 物 で 風

切 りを使 用 し て い る。こ れ らも軒部 同様、昔の 役 物瓦 を再生 し て い

る。こ の よ うに 全 て の 再生 瓦 の 建 物 に お い て 、「
Er瓦 が 葺 か れ る 建物

の 役物 瓦 を再生 す る よ う努 め て い る の が 分か る。

（1） 蔵部 の 役 物瓦

　 ユ は 酒蔵 の 内部 を レ ス トラ ン に 改 修 した た め 古瓦 の ま まで 、ヨ 、

ラ、リは 陶器 瓦 を 再 生 瓦 に葺 き 替え て い る。そ こ で 使 用 され る 役物

瓦 は 箱 冠瓦、唐 草鎌 軒瓦 、1 段角桟 切落 で 構 成 され て お り、こ れ は

建 物 の 形式 同様、昔 か ら使用 され る界 隈特有 の 役 物 瓦 で 構成 され て

い る。但 し 、表 3 の よ うに りの み 棟 瓦 に 角桟伏 間瓦、軒瓦 に 万 十軒

瓦 で 構 成 されて い る。また ヨ 、ラ、リは 庭側 の 役 物 瓦は 陶器 瓦 の 万

十 軒 瓦 と 瓦 の 利 用形 態 1司様、場所 に よ り使 い 分 け を して い る．

（2 ）桝一客殿 の 役 物瓦

　 図 7 の ル
ー

ワの 中で、元 々 ワ の
一部 の み 昔 か ら敷地 に あ っ た 建 物

一一406 一

で 陶器 瓦 が 葺 か れ て お り、占
．
瓦 に 葺 き 替 え て い る。他 は ワ に 増築 し

た 建 物 で 、全 て 占瓦 が 葺 か れ て い る。ま た 役 物 瓦 も 同 様 に 界 隈 の 歴

史 的役物 瓦 で 構 成 され て い る。レ 、ワ の 棟 瓦 に 関 し て 、鳥伏 間 を使

用 して い る。こ こ の 鳥 伏 問は
一一

般 的 な鳥伏 間の よ うに 棟 瓦 と分離 し

た 構 成 を して お らず、写 真 17 の よ うに 四 角 の 断面 を して い る。こ の

鳥伏 闇 は 須坂 市周辺 の 雁 史的 町 並み で 朿 だに 残 っ て お り、北信地 区

特 有 の 役 物 瓦 で あ る。こ の 鳥伏 間は ヲ 以 外 の 建 物 で は 見 られ な か っ

た が、元 々 葺 か れ て い た 可 能性 が 高 い と考 え 、再 牛 し て い る。ま た

ン は 長 野市 に あ っ た砂 糖蔵 を移 築 して き た 建 物で 、棟部 は 元 々 丸桟

伏 問瓦 に 9 段熨 斗 で 構 成 され て お り、移築 後 もそ の ま ま 使用 し て い

る。し か し こ の 役物 瓦 は 界隈 の 古い 建 物 で は 見 られ なか っ た もの で

あ る が、そ の まま使 用 して い る．こ の よ うに 「桝
一・

客殿 」 は、過去

界隈 に は なか っ た が、北信 地 区 に は 古 くか らある 役物 瓦 を再生利用

し、伝 統 を意 識 しな が ら役 物 瓦 の 新 しい 組 み 合 わ せ を試 み て い る。

写 真 17 桝
…
客殿 の 鳥伏 間

輳 靉 灘 融

難 藁灘 漁 蝋
　

婦 广

’　　　　　　が　　’　　
諺 囃 囀

　 い覊 　鰻

写真 18 桝
一

本店 砂糖 蔵の 棟 瓦

図 7 界隈 の 棟 の 配置 図

6 ．古瓦 の 再 生 方 法 と そ の 課題

6 ．1　 古瓦 の 再 生 方法

　再 生 瓦 と して使 用 され る 瓦 は 明 治期 以 降に 製造 され た 瓦 を 使用 し

て い る ．こ れ は 明治 期以 前 に 焼か れ た 瓦 は ゆ が み も よ り大 き く、吸

水 率 の 高い 瓦 が 多い た め で あ る ．そ こ で 古瓦 を確 保す る方 法 と して

解 体業者 か ら購入す るか 、綿 内瓦 工 業の 瓦 の 葺 き替 え を行 う建 物の

施 主か ら購入 し て い る。ま た対 象範 囲は 遠 い と運 賃 が 高 くな る た め

車で 30 分圏 内 と し て い る。そ して 、お ろ し た 瓦 を選 定 す る 時期 は 瓦

を 葺 く工 事 の 少 ない 雪 の 降 る 冬場 に 行 う。選 定基準 は 大 きな か けが

な い 限 り基 本的 に使 用 して お り、選 定 した 瓦 を 再 生 瓦 と して 使 用で

き る の は 全 体の 約 50％程 度 で あ る。選 定す る 際、明治期 に 製造 され

た 瓦 は 釘 穴 が 多 い た め 、瓦 に 釘 穴 （瓦 と桟 木 を ジ ョ イ ン トす る た め
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の 釘 を通 す 穴）を あ け る。そ して 選 定 した 瓦 は 写 真 19 の よ うな鉄 の

ケ
ー

ス に人 れ て、写真 20 の よ うに サ イ ズ 、種 類 に わ け て外 部 に保 管

して い る。

写真 19 桟 瓦は積み重 ねて 保 存 写 真 20 サイズ 、種類に よ り分け る

6 ．2 コ ス トの 比 較 と古 瓦の 再生 利用の 課 題

（1 ） コ ス トの 比較

  現代の瓦り葺き替え

合 轡
嬲

　　 　人件費 10000円 x3 人
　 　 　 　 　 amo 円

／慰 　臥

　 　 　 　 蘚 吻処分
　 　 　 　 として捨てる

　　　　　　　　　縛翻輪 謬　　　　　　1maゆ
　　　　　　　　　靆麹彝締
　 　 　 　 m 円× 19Z）枚
　 　 　 　 ＝3B400円
　　　　　　　　　　net 曳．

翻 轗 　葺 く 〆 　 丶 ．
　　　　　　 一　レ
灣礬鱗 萋

　 　　 材科費 1N 円 ×］920枚
　 　 　 　 　 　

z288DrXJ　H
　 　 　 刈 黷 1  円 ×駄

　 　 　 　 　 　
L’soooo円

  1訥 酉〕二業の古瓦の再罫 1用

　 　 　 　 　 　 　 欄 r唐 苗識 劃穴を齦 する驟

触瀞階灘
合 蠶

i銘i銘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杏　　　　30円 × leeo枚 IWW1．・cvma ・pm の

　　　　　
＝576頓）円　　　　1一部とL厂〔リサイグノレ　　　　・．．：．．．，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
’…．へ一

　
．
　 　
”

　
ttt…ゆ　

融‘・ tt“’・

謎

職 氏に支払う日当　　　　 ￥ 10000 瓦 1枚当た り釀 1金　　￥20　合計
新 U 冠 の 1．枚当た り喇 金 ￥ 150wwva 瓦 剞静 3る 睾淦 　 ￥ lio   ￥3180［X）

驃 　　　 　　　 　 30坪 1坪当たりの 瓦e［MftW　　 M 枚　  ￥328000

図 8 現代の 瓦の 葺き替え と古瓦の 再生 利用 に よる葺き替 えの コ ス トの 且鮫

　現 代 の 葺 き 替 え と古 瓦 の 肉：生 利 用 を比 べ る と、1 万 円再 生 利用の

方 が 高 く な る。そ の 要 因 と して 再 生 瓦 を葺 く場 合 、材 料 費は 新 しい

瓦 と差 は な い が、再 生 瓦 は 引 っ 掛 け が な い た め、葺 き 時 間が 約 12

倍 か ら 1．3倍 か か る こ と で 全 体 の 値 段が 高 くな る。（図 8 ）

　 ま た、再生 利用 は お ろ した 古 瓦 の 選別、占瓦 に つ い た 汚れ の 清掃、

釘 穴 を 開 け る 作業 な ど が あ るた め、葺 くま で の 作業が あ る．さ らに

明治期以 降に 製造 され た桟 瓦 の サイ ズ、形 に微 妙な差 が あ る た め、

似 た サ イズ の 桟 瓦を 1 棟分 揃 え る に は多 量の r＃瓦 を収集 し ない と成

立 し な い ．特 に 役 物 瓦 の 収集 は 困難 が伴 う。そ うな る と 図 8 の よ う

に 1件 の 建 物 の 瓦 を 2 件 分の 古 瓦 で 賄 うの で は な く、よ り多 くの 瓦

を集 め て 始 め て 成 立 す る 方法で あ る．さらに 、1
［
1
’
瓦 の 下 地 で ある ゴ

ム ア ス シ ー
トは ア ス フ ァ ル トル ーフ ィ ン グの 約 2 倍 の 材料 費が か か

る た め、再 生 利用 の 方 が さ ら に コ ス トが か か る。ま た、
．
占瓦 の 取 り

替 え る 「・∫能性 が 高い た め、綿内瓦 工 業の 場合、屋根 の メ ン テ ナ ン ス

を毎年 行 うこ とを 義務 づ け て い る。こ の よ うに 技術 的に 再生利 用 は

可能 で あ る が、手 間 が 大 変 か か り恒 常 的 に取 り組 む の は 困 難 で あ る。

ま た ユ
ー

ザ
ー

は 初 期 投 資 以 上 に維 持 費 が かか る た め、普 及 しに くい

の が 現状 で あ る、、

（2 ）再 生 利 用 の 課 題

　再 生 利用 を 行 うた め に 占瓦 を収集 す る 際、元 々 葺か れ て い た 建物

は解 体 され る か、葺 き替 え が お き る。前 者の 場 合、瓦 屋 根 の 風 景 は

見 られな くな り、後者 の 場 合、屋 根 が 瓦 以外 の 素材 に な る か、他 産

地 の 瓦 に葺き替 え られ る こ と に な る。つ ま り長 野県 にお い て、ど こ

か で 古瓦 （再生 瓦） の 凰 景が 形成 されれ ば、どこ か で 古 瓦 の 風 景が

な くなる こ と を意 味す る。そ し て 長 野 県の よ うに 瓦 の 製 造 会杜 が な

い 地 方 で 古瓦 の 再 生 利用 を 続 けて い く と、い ずれ は 地 瓦 が 無 くな り、

長 野 県に は 古 瓦 の 風景 が 全 く見 られ な くな る こ とが 予想 され る。

7 ．まとめ

7 ，1　 結論

（1 ） 地衣類 が 自生す る 界 隈特有の 地 瓦

　界 隈 に 古 く か ら あ る 建物 （1 期ゲに 葺 か れ て い る 瓦 は 江 戸 申期 か

ら昭 和 初期 に か けて 製 造 され た 瓦 で、表 面 に 地 衣類 が 自生 して い る、

こ れ は 達磨窯 に よ る 製造 方法、界 隈 特 有、あ るい は 北信地 区 の 気候

風 十 に よ っ て 生 まれ た も の で ある。特 に界 隈 で は こ の 地 衣 類が 自生

し た 瓦 が 多 く、町並 み 景観 を 特徴づ け て い る。そ し て 、界隈 の 屋 並

を 見 る と他 産地 の 瓦 に は 地 衣 類 は 生 え て お らず、古瓦 の み に 生 えて

い る事が わ か る。した が っ て、こ の 景観 を 守 る た め に は、地 衣 類が

生 え る瓦 の 研究 が 必 要 で あ る。

（2 ）修景 事業を 向上 す る た め の 古瓦 の 再生利用

　 町 並 み 修 景 事 業で は 古 い 建 物 を 曳屋 、移築 に よ りで き る 限 り残 す

こ と で 古 瓦 の 建 物 が 残 り、新 築 の 建 物 に は 他 産 地 の 瓦 を 使 用 して い

る。こ の よ うに 町 並 み 修 景 事 業 を含 む 2 期 、3 期 で は 瓦 の 屋 並 を増

や す こ とに 成 功 した。しか しこ の 新 築 に 葺 か れ る瓦 が 県 内 に は 元 來

な い 陶器瓦 や、い ぶ し瓦に して も焼 け方が 均質的で あ るた め に、そ

れ ら で 形成さ れ る風景 は こ れ ま で と は異 なる もの に な っ て い る。小

布施 堂 関係者 は そ こ に 疑 問を感 じ、古い 建 物の 屋 並 に合 うの は 古い

瓦 で あ る と考 え、4 期 で は長 野県 の よ うに 瓦が 生産 され て い な い 地

方 に お い て 唯
一

の 手 法 で あ る 古 瓦 の 再生 利 用 に よ っ て 修 景事業 の 向

ヒを 行 っ て い る。

（3 ）屋並 を 特徴 づ ける役 物瓦 一箱冠瓦 と鳥伏 間

　 古瓦 が葺 か れ て い る 建 物 の 役物 瓦 は 箱冠 瓦 が 最 も特徴 的 で 、　 ．
般

的 な 箱冠 瓦 と比 べ る と 1寸 程高 く界隈 の 屋 並 の 特徴 とな っ て い る。

しか し、他 産地 の 瓦 を葺 い た建物 の 役物 瓦で は棟 瓦 を素 丸瓦や 丸桟

冠 瓦、軒 瓦は 万 十 軒瓦、一
文字 瓦が 用い られ 、袖部 に風 切 りが な く

北信地 区 とは 異 な る形態 で あ る こ と が分 か る。そ れ に よ り 1 期、す

な わ ち 従来 とは 異 な る景 観 が 主 に 2 期、3 期 に お い て 形 成 され た 。

そ の た め、4 期 で は 古 瓦 の 再生利 用 に 至 り、桟 瓦 だ け で な く箱 冠 瓦 、

軒瓦 、風 切 り とい っ た界 隈 特 有の 役 物 瓦 も 再 生 され て い る。こ の よ

うに 伝 統的 な屋 並 を形成 し て い る の は 、桟 瓦 と役物 瓦 の 組 み 合 わせ

一407一
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で あ る と い え る。ま た 鳥伏 間 は．界隈 に は あ ま りな い が 、北信地 区
一．

帯 で み られ る 役 物 瓦 と し て ff現 され て い る。さ らに 長 野 市 内 の 蔵 を

移 築 して き た建 物 の 場 合 、そ の 棟 瓦 は界 隈 に合 わ せ る こ と な く、移

築後 そ の ま ま使 用 さ れ た 事 例 も あ る。こ の よ うに 過 去 の 風 景 を 再 現

す る と共 に、意匠 的 に 地 域の 固有性 を 意識 しな が ら新 た な 組み 合わ

せ を試 み て い る とい え る．

（4 ）再生 利 用 を可 能 に す る 工 法

　 再 生 利用 可能な 瓦 の 選 定墓 準 は明治 期以 降に 作 られ た 瓦 を使 用す

る こ と に し、少 々 の ね じれ や割 れ は 気 に せ ず に 使用 し て い る。そ の

た め葺 き 土 を使用せ ず、防水 性 の 高 い ゴ ム ア ス シ
ー

トを 使用 し て い

る 。ま た 桟木 の 構成 は 再 生 瓦 を と め る 場合、野地 板、ゴ ム ア ス シ ー

ト、横桟 木ま で は
一

般 的工 法 と 同 じ だ が 、横桟 木 の ．ヒに 縦桟 木 を打

ち、瓦 を とめ る方 法 を使 用 し て い る。こ れ は 古瓦 に 引 っ 掛 けが ない

た め、風 で 瓦 が飛 ぶ の を防 ぐた めで あ る。また、百 生瓦 は 取 り替 え

る可能性 が高 い の で 、ジ ョ イ ン ト方 法は 千鳥緊結 とい う千鳥状 に 下

地 と瓦 を とめる手 法 を採 用 し、取 り替 えをス ム ーズ に 行 う こ とが可

能 に なる。こ の よ うに 防水 性 の 高い 防水 ド地 材、取 りか え 可 能 な ジ

ョ イ ン ト方法 に よ り、再生利 用 が 可 能 に な っ た とい える。

（5 ） 古瓦 の 再 生利 用 に お け る 困難 さ

　 コ ス トの 観 点か ら、屋 根 而 積 3σ 坪 を例 と して 、古瓦 の 再 生利用 は

新 しい 瓦 を葺 く よ り古 瓦 を 葺 く値段 の 方 が 1万 円 ほ ど 高い 。しか も、

再 生利 用 を行 うま で に 瓦 の 選 別 、清掃、釘 穴 の 貫 通 な どの 作業が あ

り、人変 手 閙が か か る。ま た 確 保 して も、桟 瓦 は サ イ ズ が 統一
され

て お らず、特に 軒 瓦、袖瓦 な ど寒刮れ しやす い 場 所 の 役物 瓦 の 確 保

が 難し く、1 件分揃 え る に は 多量 の 古 瓦 を集め な く て は な らな い 。

こ の よ うに 古 瓦 の 再 生 利 用 は 大 変 困難 を 伴 う作 業 で あ る。

7 ．2　 考 察

　 長野県 の よ うに 瓦 の 製 造 会 社が な い 地 方 で は、占瓦 の 建 物の 数 に

限 界 が あ t）、か っ そ の 建 物 の 数 が増 え るわ け で は な い た め、古 瓦 の

再生利用 を続 けて い くと、古瓦 の 屋 並が 徐 々 に減 っ て い くこ と が予

想 され る。そ の た め、今 後 地 瓦 の 復活 は 急 務の 課題 で あ る。そ こ で

現在、小 布施 堂は達磨 窯 を 作 り、地 瓦の 再 興 を 目指 して い る。さ ら

に 、役物 瓦の 製 作技術 の 休 得 に も努 め 、今 後、新築 の 役物 瓦 を そ の

土地 特有の 文様 が付 い た 軒瓦や 箱冠瓦 に葺 きなおそ うと考 え て い る。

こ の よ うに 小布 施 堂界隈 は 素材 の 再考 と い う新 し い 段階 に 来て い る。

　 ま た 瓦 だ けで な く、下 地材や 工 法 に つ い て 再 考す る 必 要 が あ る と

思 わ れ る。元 来、葺 き土 と野 地 板 で 屋根 面 は 呼吸 を し て い た が、小

布施 堂 界隈 の 建物 で 使 用 され る よ うに ゴ ム ア ス シ ートだ と空気 の 流

動 を困難 に して い る。そ こ で 、モ気 の 流 動が どの よ うな意 味を持っ

の か分析 した上 で、工 法 を どの よ うにす れ ば よい か考えな けれ ばな

らない 。今 後、温 度セ ン サー
に よ り古瓦 とゴ ム ア ス シ

ートの 組み 合

わ せ にお け る屋 根 の 熱 環 境 を 測 る こ とで 、古 瓦 に適 し た ド地 の 種 類

に 関す る基礎 的 分析 が 必 要 で あ る 。

　 本研究 に よ っ て 明 らか に な っ た よ うに 産 地 の な い 地 方 に お い て 今

後持 続 的 に 屋 並 を 形 成 ・保 存 し て い くた め に は 小 布 施 堂 の 活 動 に 見

られ る よ うな 桟 瓦 の 風 合 い だ け で な く、役 物 瓦 を どの よ うに 扱 うか

を 考 え て い か な け れ ば な らな い 。そ の 琶味で 、こ の 小 布施 堂界 隈 に

お ける 20 数年 の 様 々 な試み 、す なわ ち瓦 の 利用形 態の 変遷 は、工 業

化 ・機械 化 に よ っ て 瓦 産 業 が 直 面 し て い る 産 地 消 滅 し た 地 方 の 独 自

性 を 考え る ヒで、重 要な示 唆 を与 え て くれ る。今 後、1司様の 調 査 を
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他 の 地 方 で 行 う必 要が あ る と思 わ れ る。
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注

注1） 酒造会 祉 「株 式会仕桝
一
市村酒 造揚」 の 了

．
会社で 栗菓 子を販売す る 和菓

　 　 子 メ ーカ ー．
注2）建築 設計の 監修 宮本忠 長 ・市村社長 に よ り作 られ た造 語。景観 を修理 ・
　　修復す る意 味。
注3）綿 内瓦 工 業、石 川 製瓦店、小笠原 瓦 店への 聞 き取 り に よ り現在、北信地

　 　 区に は 瓦 を焼 い て い る会社 1 件 もな い こ と が 明 ら か に な っ た ．
注 4＞瓦 を 焼 く窯。1960年 頃 まで は 各村 に 1 件 あ った ．大量 生 産 で き る ガス

　 　 窯、トン ネル 窯 の 誕 生 に よ り減 少 し、現在 目本 で稼 働 して い る窯 は 3 件。
注5）株式 会社綿 内）tT ．業、有限会社 石川 製瓦 店、（有 ）小 笠 原 瓦 店への 聞 き

　　 取 りに よ り長野 の 地 瓦 は 製造方 法が 窯元 の 周辺 に ある 田圃の 上 を 使用す

　　 る 。　「タ タ ラ 」 と呼 ばれ る粘 土の 塊 を 1m 程、手 で 積み 上 げた 後、足 で 塊

　　 を踏み 間めて 土の 内部にあ る空 気を押 し山 して い た e そ して タタ ラを鉄

　　線 の よ うな もの で 瓦 の 厚 さにPt　L）　．荒 地 （瓦 の厚 さ，大 きさに 合わせ た

　　粘 土板 1 をつ くり、手 で 素地 を作 っ て 窯で 焼 い て い た．その 焼 き温度は

　 　 800℃ 程度 で あ る。こσ）
．
r一法だ と完全 に空 気 を 出す こ と は 困 難で 、気泡 の

　 　 多い 、っ ま り吸水率 の 高い 瓦に なる 。
注6） 菌類 と 藻類 の 共 牛体。養分 の 取 り方 と して少 量の 水 分 と朝 の 僅 か な光 で

　 　 光合 成す るこ と で 得 る 。そ の た め他 の 植 物 力 育成
．
し に くい 環 境 に生 え る

　　 の が 特徴c また 大気 の 綺麗 な場所 に生 え る た め 、大 気汚染 の 指標 と され

　 　 て い る u大 阪市立 環境 科学研 究所 研究主 任 浜 円信 夫氏 と佐賀 大学
．
文 化教

　　 育学部教授 宮脇博 巳氏 に よ る同 定の 結果、北信地 区 の 瓦 に 生 えて い る 地

　 　 衣類 は 「ヤ マ キ ク バ ゴ ケ」 で ある こ とが わか っ た。生息地 は
1
．
1「国北東地

　 　 方 、韓国、日本 で あ る

注 7）素 地 （荒地 の 瓦を 高仕 プ レ ス に よ り成形 し た もの ）を窯 に入れ る方 法 と

　　 して 、瓦 を 4段 ほ ど重 ね て 窯に入 れ る。焼 く と き に 窯の 断 面 的特徴 に よ

　 　 り煙 が 全体 に ま わ りに くい 。そ の た め ．焼 き し め 、い ぶ しに 斑が 生 ま れ、
　　 よち ま ち の 焼 け方 とな る。
注8） 瓦は上 の 配合、製造 工 程が 分業 され て 、土 の 配合が 規格 化 され た こ とや 、
　　 ガ ス 窯に よ る焼 成方法 の P ン ビ ュータ

t一
制御 な どの 理 山で 均質 的な瓦 が

　　 製 造 され る よ うにな っ た と 考えられ て い る。
注 9） 土が部分 的に留ま らない よ うにす る ための 桟木。こ こ で は

一
般 的な形 を

　　 紹介し て い る c 他 に半割 の 竹を使 用 して 土を留 める 場合 もあ る。
注 10）瓦 を葺 くとき、瓦が 滑 らない よ うに 敷 く粘 着性 の ある ニヒの こ と。
注 11） 近 年、瓦 屋 根の 下 地材 と して 使用 され る放 水 シ

ー
トtt葺 き土 と比 べ る

　 　 と断熱 性 能 は な い 。
注12）桟 瓦葺 き、切 妻屋根、妻側 の 端部近 くに 、軒 か ら棟 ま で 1 列 、2 列 で

　 　 葺 き 上 げ られ て い る丸 瓦 の 列．，湿 式工 法 の 場 合 1 強 風 に よ り袖 部 の 瓦が

　 　 飛ば な い よ うに 補強 す る た め に あ る と考 え られ て い る。
注13）軒 に た まった 雪が 溶 けず 軒瓦 が 割れ る 現象。

（2〔〕〔〕8年 5月 9 日原稿 受理 ．2008年 10月28口採 用決定 ）
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