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建
築
学
的
に
貴
重
な
稲
垣
家
住
宅

稲
垣
家
住
宅
は
、
文
化
元
年
（
1
8
0

4
年
）
に
建
築
さ
れ
た
市
内
で
最
も
古
い

民
家
で
す
。
か
つ
て
大
淵
地
域
の
地
主
で

あ
っ
た
稲
垣
家
は
、
大
淵
の
大
家
と
称
さ

れ
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
住
宅
は
、
入い
り

母も

屋や

形
式
か
ぶ
と
造づ
く
り

の
カ
ヤ
ぶ
き
屋
根
で
、

明
治
時
代
中
ご
ろ
に
養
蚕
を
行
う
た
め
に

こ
の
形
に
改
造
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
ま

す
。
家
屋
に
対
す
る
歴
代
当
主
の
深
い
理

解
に
よ
り
、
現
在
ま
で
家
屋
が
維
持
さ
れ

続
け
て
き
ま
し
た
。

か
ぶ
と
造
（
形
が

か
ぶ
と
に
似
て
い
る

屋
根
）
の
民
家
は
、

か
つ
て
関
東
山
地
か

ら
富
士
山
北
麓ろ
く

・
富

士
川
流
域
に
多
く
見

ら
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
数
は
激
減
し
て
い

て
、
稲
垣
家
住
宅
は
、

建
築
学
的
に
も
貴
重

な
民
家
で
す
。

市
内
最
古
の
民
家
で
あ
る
稲
垣
家

住
宅
が
、
広
見
公
園
ふ
る
さ
と
村
歴

史
ゾ
ー
ン
に
移
築
復
原
さ
れ
、
11
月

30
日
に
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
、
稲
垣
家
住

宅
を
訪
れ
て
、
古
民
家
の
雰
囲
気
を

味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

昭和初期の稲垣家住宅（稲垣家所蔵写真）

広
見
公
園
内
歴
史
ゾ
ー
ン
へ
移
築
復
原

稲
垣
家
住
宅
は
、
平
成
18
年
9
月
に
市

が
8
代
目
の
現
当
主
か
ら
寄
贈
を
受
け
、

10
月
に
市
指
定
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し

た
。
市
は
、
文
化
財
と
し
て
稲
垣
家
の
保

存
を
図
り
な
が
ら
、
体
験
学
習
の
場
と
し

て
広
く
活
用
で
き
る
施
設
を
目
指
し
、
広

見
公
園
ふ
る
さ
と
村
歴
史
ゾ
ー
ン
へ
移
築

復
原
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
平
成
19

年
か
ら
、
明
治
時
代
中
ご
ろ
の
形
状
に
戻

し
て
移
築
復
原
工
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
工
事
は
完
了
し
、
い
よ
い
よ
11
月
30

日
か
ら
一
般
公
開
し
ま
す
。

文
化
活
動
の
場
と
し
て
活
用
を

市
立
博
物
館
は
、
稲
垣
家
住
宅
を
利
用

し
て
、
展
示
会
・
体
験
学
習
・
講
習
会
を

開
催
し
て
い
き
ま
す
。
来
年
2
月
に
は
、

「
大
豆
の
チ
カ
ラ
〜
稲
垣
家
で
味み

噌そ

作
り
」

を
開
催
し
ま
す
の
で
、
多
く
の
皆
さ
ん
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
茶

会
な
ど
の
文
化
活
動
の
会
場
と
し
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
も
貸
し
出
し
を
行
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

最も長いはりを解体する工事

移築復原された稲垣家住宅



稲
垣
家
住
宅
は
、
全
国
的
に
珍
し
い
技

法
を
使
用
し
た
建
物
で
す
。
詳
細
な
解
体

調
査
で
解
明
さ
れ
た
貴
重
な
技
法
を
、
忠

実
に
再
現
し
て
い
ま
す
。

小
屋
組
を
縛
る
材
料
に
竹
を
使
用

わ
ら
縄
を
使
用
す
る
こ
と
が
一
般
的
で

す
が
、
大
淵
で
は
地
域
的
に
稲
作
が
余
り

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
わ
ら
縄
は

入
手
し
に
く
く
、
近
隣
で
豊
富
に
得
ら
れ

る
竹
を
使
用
し
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
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土間の上は吹き抜けになっていて、忠実に再現さ
れた屋根裏（小屋組）の様子を見ることができます

蚕
を
保
温
す
る
た
め
の
い
ろ
り
、
そ
の

熱
が
屋
根
裏
に
抜
け
る
よ
う
に
張
っ
た
格

子
状
の
天
井
板
、
煙
出
し
の
た
め
の
越こ
し

屋

根
、
か
ぶ
と
造
の
カ
ヤ
ぶ
き
屋
根
な
ど
、

養
蚕
の
た
め
の
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
ま

す
。
建
物
に
は
、
か
ま
ど
と
3
か
所
の
い

ろ
り
を
復
原
し

て
い
ま
す
。
定

期
的
に
い
ろ
り

を
た
き
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
に

も
い
ろ
り
に
火

を
く
べ
た
古
民

家
の
雰
囲
気
を

味
わ
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

越屋根

問い合わせ
移築保存事業及びオープニングイベントについては… 文化振興課 155-2875 553-0789
稲垣家の見学・利用については… 市立博物館 121-3380 521-3398

【
技
法
の
特
徴
】

【
建
物
の
特
徴
】

と き 11月30日a 11:00～12:00
ところ 稲垣家住宅
内 容 ◎鵜無ケ淵神明宮

しんめいぐう

の御神楽披露
◎笛詩人オマタタツロウさんに
よるミニコンサート
◎富士市茶手

て

揉
もみ

保存会（天下一
製法）による実演、お茶接待
◎映像による移築保存事業経過
紹介（常時放映）

入場料 無料
★11月30日a12:00以降一般公開します。
いつでも自由に見学できます。

いろりとかまど（奥）

室内の様子

換気用の格子状の天井板

→

割り竹で縛った小屋組
の様子（移築前）


