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浅 草 ら しさの抽出 と景観作 り

街並み フ ァ サー ドの しつ ら い と し て の 格子や 駒寄 （犬矢来）
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L は じめ に

2007 年度 よ り環 境色彩研 究会 に て、浅草三 丁

目界隈 の 環 境色彩調 査 を行 っ て い る 。
こ の 調 査 の

一
環 と して 当地 の 景観 を特徴づ け る要 素 の 抽 出

を行 っ た 。本研 究 で は 、外壁 フ ァ サ
ー

ドの しつ ら

え と し て の 格子 、駒寄 （犬矢来） に着 目 し、色彩

素材 ・形状等 を調査 した 。

浅草三 丁 目界隈、い わ ゆ る花柳 界 と い われ る地域

にお い て は、細 目格子 が 主流で ある。竪子 は細 く、

見付八 分 （24mm ）程で 、細 く華 奢な も の が 「い

き」 とされ て い る 。 色彩 と し て は 、か つ て は 柿渋

の 黒 で あ っ た が、現在は EP 塗装か oS 塗装 が 主

流 とな っ て い る。素材 と して は、檜 、杉 が 用い ら

れ た が、そ れ もア ル ミ素材 に とっ て 替わ っ て い る 。

　写 真 1　 格子 （細 目格 子 と漆 喰太格子 ） 浅草

駒寄 （犬 矢来 ） とは 、 本 来 、 馬や 牛 を繋 い で お く

柵状 の 固定式 の もの を さして い たが、本研 究で は

移動式駒寄で あ る犬矢来に着 目した。こ の 機 能の

N的 は  犬猫 の 粗相 を防 ぐため u   （軒 ドの 犬走

り） にお ける雨宿 りの お断 り。  （雨天 時の 泥跳

ね な どに よる ）外壁 の 保護 。   防犯 対 策等、諸説

あ る。素材 は圧倒 的 に 竹が 多い が 、最近 で は 建 物

の 躯体 コ ン ク リー ト造 に 調和 させ て ス テ ン レ ス

製 の も の や 石 材に合せ た ア ル ミ製 の も の な ど、無

機質 の もの も見 られ る ように な っ た。

こ の 結果 を もとに、格子 、駒寄 （犬矢来）が 「浅

草 ら しさ」、「下町 ら し さ」 の 演出 、街 並 み の 連続

性 の 確保 な どの 景観 向上 に、どの よ うな貢献 が で

き るか を検討 し た 。

　　　　写真 2　駒寄 （犬 矢来）竹製　向島

2浅 草 ら しさの 検討

そ こ で 、まず 、「浅草 ら し さ」 と は何 か を 考察 し

て みた と こ ろ   ノ ス タ ル ジ ア （郷愁、望郷 、回顧

追憶）  ジ ャ パ ネ ス ク （日本的な、和調 の ）   ポ

ピ ュ ラー （庶 民の 、大衆的 な、流行 の 、人気 の あ

る） とい う三 つ の 条件が導きだ され た 。

以 上 の 三 条件 は 「下町 らし さ」 とい う観点か ら言

え ば十分で あ るが 、さらに 「浅草 らし さ」 を追求

す る と、も う
一

っ の 重要 な要素が 浮上す る。当 地

の 花柳 界 と い う土 地柄 か ら 「い き」 の 存在で ある。
「い き」 とは 、気質 ・容姿 ・身な り ・色彩 ・柄 な

どが洗 練 され て い て 洒 落た 色 気 が ある こ と を い

う。 こ の 反 対が 「野暮」 で あ る。 「文 様 」 に つ い

て 見 るな らば、幾何学的図形、特 に 平行線に よ る

縞模様 が 「い き 」 とされ た。以上 の 条件を満 た し

た 浅 草三 丁 目の 景観 を特徴 づ け る 要素 の 抽 出 を

行 っ た 結果 が 格子 と駒 寄 （犬欠来） で あ る 。

3．調 査範 囲

調査方法 と して は 、浅草三 丁 目界 隈の 東西 中心 部

（旧象潟
一

丁 目町会） を中心 に料亭、割烹 、 置屋

飲 食店に 重 点 を置 い て サ ン プ ル 収 集を行 っ た。そ

の 理由 と し て 、伝統 を受け継 い で い る 、 地 域 の 「ら

し を」 を形成す る表の 顔で ある、 しきた り （広義
の 意味で パ ラダイ ム ） を堅持 し て い る こ とが あ げ

られ る 。 また 、 今回 の 調査で は 、 浅草と比 較対照

するた め に 、同 じ花柳界 の 向 島三 丁 目 、 四 丁 目 、

五 丁 目界隈を 比較 の 地 域 と して定 め て きた。
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4調 査結 果

割 烹 四 軒は 何 か し らの 形 で 格 子が 取 り 入 れ られ

て お り、料 亭 軒 は 駒寄が施 され て い る 。 店舗 （寿

司店、ふ ぐ料理 店、蕎麦店、釜 飯店等） にお い て

は 、ほ ぼ 全店窓格子 が取 り付 け られ て お り 、 1 軒

は 駒寄 も併設 され て い た。今回 、浅草で 調査対象

とな っ た約 30 軒 の うち、 2 軒 の み 太格 子で 、 そ

の うち 1 軒 は漆 喰 の 格子 で あ る。や は り、木製 の

太格子 は 「い き」 とは か け離れ た 印象を もた らす。

素材 と し て は 、 ほ とん ど が 木製 で あ るが 、検番 （芸

妓組 合 の 事務所 、芸妓 の 稽古場） は ス チ
ー

ル 製 、

割 烹一
軒は ア ル ミ製で あ る。一方、住 宅に 目を む

ける と、素材は逆転 し、ア ル ミ製が大部分 を 占め

る よ うに なる 。

色彩 か らみ た 「い き 」 を語 るに 江 尸 時代 か らの 和

色、深川 鼠、銀 鼠 、藍 鼠、漆鼠等 （灰 色系 ）、黄

柄茶 、媚茶、 f’lt茶 、煤竹 茶等 （褐 色系 ）、紺色 、

藍色 、 木 賊色 、 江 戸 紫等 （青色系 ） の 二 系 統色 が

挙 げ られ る。 「い き」 な色 とは区分 され て はい な

い もの の 、黒が 多い の は柿渋、灰渋 の 黒が使用 さ

れ て い た名残 と推測 され る、今 回 の 調 査 で 木製 の

格子 を見 た限 り で は 、色相 で は 5YR 系 、明度で

は 5程 度、彩度 で は 4．5 程度 が 中心 で あ っ た。

ア ル ミ製に つ い て は 、既製工 業製品 で あ る の で 、

ア ル ミ色、黒、ブ ロ ン ズ 、ゴール ドに ほ ぼ 分類 さ

れ る。店舗 は 黒、住宅はブ ロ ン ズ が 多 く見 られ る。

犬矢来を色相的にみ た揚合 、 素材 （竹） の 特徴 か

らい っ て 、表色系 で 表す に は 無理 があ る。若竹色 、

老 竹色、柳煤竹 、銀煤竹 と 目 を追 っ て 変化 して い

く色 の 無 常観 は 日本 人 の 感性 に 訴 え か け る も の

が あ る 。 そ こ に 「浅草 ら し さ」 の ひ とつ の 要因 に

な り得 る もの が潜ん で い る 。

形 状的に は 特に 決 ま っ た寸 法は な い が 、市販 され

て い る既製品は 高 さ 300mm 〜800mm 、 奥行 き

200rnm 〜300mm と い うの が
一般的で ある 。 軒下

（犬走 り）の 奥行 き、窓格子 との 兼ね合 い に よ り、

オ
ー

ダ
ー

メ
ー

ドの 造 りが要 求 され る。

さて 、こ の 駒寄 （犬矢来）で あるが 、浅草 三丁 目

界 隈で は 、 3 軒 しか サ ン プ ル が収 集で きなか っ た 。

当地に お い て は 、 犬矢来 よ り鉄平石乱 貼 りの 腰壁

が 多く見 られ た 。 浅草 で も一
丁 目 、

二 f 目 （雷門

浅 草寺 周 辺 地域 ） の 店舗 にお い て は数 件 の 駒寄

（犬矢来）が 見 出 され る。同 じ花柳界 の 向島三 丁

臥 五 厂目界隈で は 6 軒 ほ どしつ らえ て い る。

そ こ で 、 向島と比 較検討 しなが ら 「浅草 ら しさ」

に つ い て さらに深 く掘 り下 げて み る こ と に よ り

「格子 」 「駒寄 （犬矢来）」 が なぜ 「浅草 ら しさに 」

貢献 で き る の か が 、明瞭 に な る。

浅 草 と向 島の 決定 的な違 い は 、前者 に は ラ ン ドマ

ー
ク 的存在 と し て の 浅 草寺 ・雷門が あ るが

、 後者

に はそ の 存在が な い
。 ま た歓楽街 と して 、あ る い

は観 光地 として の 要素 の 有無 も挙げ られ る。

相対的 に比 較す る な ら開放的 ： 閉鎖的 、革新 的 ：

保 守的 、派手 ；地 味 と い っ た語彙に 集約 で き る と

思われ る。こ れ は住民 の 意識 として も反 映す る部

分が 見受 け られ る。向島 にお い て は観光客に 媚び

へ つ ら う とい っ た 気 風 もみ られず 独 自の 文化 、し

きた り を重ん じ て い る とい っ た気概 が あ り 、 浅草

よ り も 「い き」 を感 じ させ る風潮が 強 い 傾 向が あ

る。反 面 、「ド町 らし さ」 とい う点で は 、浅 草の

方 が上 手 で あ る。 「い き」 とい うもの が 絶対的 に

必要な もの で は あ るが 、やや もす る とそ れ は他 を

寄せ 付 け な い 排 他 的要 素 を も 含む 危 険性 が あ る

こ とを認 識す る べ きで あ る 。

こ こ に 「浅草 ら しさ」 の 本質 が見 出 され る 。

一
地域 の 繁栄 と存続 、非過 疎化 を考 えた 時 、 そ の

住 民が 「い き」 の 堅 持 と観 光地化 とい うジ レ ン マ

に 陥る こ とは想像 に難 くな い 。因み に 向島に お い

て観 光客相 手 の 飲食店 は ほ とん ど存在 しない
。

そ こ で 「格 子」 と 「駒寄 （犬矢 来）」 の 登場で あ

る 。 形状的 に 「い き」 な しっ らい で あ るこ とは、

前述 した 通 りで あ る 。
「格子 」 に つ い て は 菱や唐

草で は な く、あ くまで 縦細 目格子 、「駒寄 （犬矢

来）」 は竹製 が望 ま し い
。 竹 はその 色 の 変化が無

常観を訴 え か け る 。 外 見的に 「い き」 を表現す る

に は こ れ 以 上 の 適切 な要 素 は他 に は 見 当 た らな

い 。観光地 と し て み た 場合、そ こ に は 飲食 、 物品

の 購 買 、 歴 史的記念物 の 鑑 賞 の み な らず 、散策 と

し て の 意 味 あ い も十分 に考 え られ るこ とで あ る。

街並み に リズ ム 感 を与 え る こ とで あ る。ゴ シ ッ ク

様式 に もみ られ る よ うに 縦 目 の 線 は 間 口 の 狭 さ

を補完す る 。 た だ こ こ で 注意す るべ きこ とは 、他

の 植 栽 と の 兼ね合 い を も 考慮 す る こ と で あ る 。

「格子 」 「駒寄 （犬矢来）」 の 間 に植 栽を置 く こ と

に よ り景観 に リズ ム 感 を 与え る 可能性 が ある 。

5．ま とめ

結論 と して 、「浅草 ら しさ」 とは 「下町 ら し さ 」

に 「い き」 を取 り入 れ 、 さらに観光立地 と して の

条件が 必 要で ある こ とが分か っ た 。 そ こ に街並 み

フ ァ サー ドの しつ ら い と し て の 「格子 」 や 「駒 寄

（犬矢来）」 が 「い き」 を 表 現 し、散策の 場 と し

て の 伝統的 景観 要素、素材 ある い は色 の 無常観 、

街 並 み に リ ズ ム 感 を 与 え る と い う機 能 を も併 せ

持 つ こ とが分 か っ た。こ の こ とか ら、これ らの 要

素が 「浅草 ら しさ」 に 貢献 で き る と い う こ とが 確

認 され た。

［：二 二L：IIII− 一 ニコ 117
＿

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


