
引き続き感染症対策にご協力をお願いします。
掲載情報は新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。

朝倉健吾さん
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※インタビュー時は、マスクを着用、換気、社会的距離の確保を徹底し、感染対策を行いました。撮影時のみ、マスクを外して撮影しました。

大正時代の面影をしのぶ、古き良き邸宅。
重要文化財「旧朝倉家住宅」
が伝える歴史と文化。

人々が守り続けた旧朝倉家住宅。



趣のある日本家屋と回遊式庭園が、訪れる人々を魅了する「旧朝倉家住宅」。幼少期に実際に住んでいた朝倉健吾さんに、当時の思い出や建物の魅力について伺いました。
渋谷のラジオで出張インタビュー
渋谷のラジオで出張インタビュー

重要文化財「旧朝倉家住宅」が伝える歴史と文化。重要文化財「旧朝倉家住宅」が伝える歴史と文化。
2021/11/01 2021/11/01特集 特集

バックナンバーはこちら

朝倉さんへのインタビューは
11月2・9日に「渋谷の星」で放
送します。

2 3

とは？
「しぶや区ニュース」では毎号、「渋谷のラジオ」と連動したページを掲載。「しぶや区ニュース」と
「渋谷のラジオ」が連携して、人と人のつながりが広がる紙面を届けています。

所在地｜渋谷3-22-11 サンクスプライムビル1階　 TEL｜03-6712-6876　 
FAX｜03-5778-9620　 E-MAIL｜info@shiburadi.com　HP｜shiburadi.com/

ラジオしぶや区ニュース
月～木 11：00／16：00／21：50（10分間）
「しぶや区ニュース」の情報を発信します。

渋谷の星
火 11：15（45分間）
渋谷区で活躍する人たちが登場します。

渋谷のくらし
金 16：00（30分間）
地域の催しなどの様子を伝えます。

渋谷いきいき倶楽部
月～金 13：00／16：30（30分間）
シニアの皆さんを応援する番組です。

ラジオしぶや区ニュース（区長の部屋）
金 11：00／17：00／19：50（10分間）
長谷部区長が出演します。
（ラジオしぶや区ニュースの内容になる場合あり）

周波数：87.6MHz FM
☆公式アプリ（iOS・Android）でも聴取可能

渋谷区の番組を放送中です

こだわりがちりばめられた住宅

ーーーー自己紹介をお願いします。
朝倉： 朝倉健吾です。今年7月で80歳になりました。昭和16年に生ま

れてから6歳くらいまで、この旧朝倉家住宅に住んでいました。
その後も隣に移り住んで、この家屋を見守り続けています。朝倉
家はもともと、江戸時代から続く米屋だったんですよ。およそ
150年前、敷地内に流れていた三田用水※を利用して水車を回し、
生産者から玄米を買って、ここで精米をして小売りをするという
精米業を営んで財を成しました。祖父・

とらじろ う

虎治郎は、店を大きくした
のと同時に政治の世界に進み、大正8年に朝倉家の本宅としてこ
の家屋を建てました。

ーーーー100年以上の歴史のある旧朝倉家住宅は、建築物としてはどのよ
うな特徴があるのでしょうか。

朝倉： 父・
せいいちろう

誠一郎は、「ここはくぎを1本も使っていないんだ」とよく話し
ていましたね。木材が複雑に組み込まれた工法が用いられている
ので、簡単に外したり直したりすることができません。腕の良い
大工が建てたのでしょうね。とても丈夫な建物で、関東大震災で
は土蔵は壊れましたが、住宅は瓦一枚落ちず、被害が出なかった
んです。日本の建築技術はすごいと思いましたね。それから、す
べての柱に木の節が一つもないことも大きな特徴です。ここを建
てた祖父は、朝倉家に養子に入る前に材木店で働いていましたか
ら、相当こだわって材木を選んだのでしょう。この住宅には部屋

る方針を固めたんです。そこで私は建築家の
まき

槇 
ふみひこ

文彦さんとともに、
建物の保存に向けて奔走し、東京大学の建築歴史研究者の

すずき

鈴木
 
ひろゆき

博之教授に調査を依頼したところ、文化的な価値があることが分
かりました。重要文化財になる可能性があると言われて、私たち
は一生懸命に保存活動に注力しました。こうして平成16年に、よ
うやく認められたというわけです。ただ、その間も国が建物を丁
寧に管理してくれていたので、建設当時とほとんど変わらない状
態で残すことができました。

ーーーー多くの人に大切にされてきたのですね。
朝倉： はい。これは母から聞いた話ですが、祖母が昔、各部屋の火鉢に

火をくべるために、おこした炭を十能※に入れて運んでいる時に、
廊下に炭を落としそうになったことがあったそうです。床はいつ
もピカピカに磨いていたから、落としたら大変だと思って、炭を
自分の体で受けて大やけどをしてしまいました。身をていして家
屋を守ろうとしたんですね。それから、昔は廊下をすべてから拭
きしていて、木があめ色になっていました。ここを手放す時に人
が土足で入ったことで、水拭きされて一部は白っぽくなってしま
いましたが、あめ色の床は丁寧に手入れをした証しです。

たくさんの人に和風家屋の魅力を堪能してほしい

ーーーー観覧者の皆さんが訪れた時に注目してほしいところはありますか。
朝倉： ぜひ、ガラス戸の足元を見ていただきたいですね。ここのガラス

戸は、木製のレールの上をスムーズに動いてピタッと閉まるんで
す。しかも、驚くほど軽い力で動かすことができます。時間をか
けて乾燥させた木材を使っているから、いまだにゆがむことがあ
りません。レールが鉄ではなく木で造られているため、鉄さびに
よって傷むこともない。短いレールを組み合わせていますから、
修繕しやすくなっています。さまざまな工夫が凝らされていて機
能的なんですよ。

ーーーー朝倉さんにとって、生まれ育った代官山はどんな街ですか。
朝倉： 戦後、渋谷は住宅がたくさん並ぶ街でしたが、特に原宿や青山、

表参道などは商業地としてどんどん発展していきました。その一
方で代官山は、住宅、店舗、会社、学校、文化施設など、生活の
すべてがバランスよく存在しています。いろいろな人が、バラン
スよく暮らしていける街だと思いますね。

ーーーーこれから旧朝倉家住宅を訪れてみたいという人や、区民の皆さん
に向けてメッセージをお願いします。

朝倉： 多くの人に訪れていただき、この住宅や庭園をもっと身近に感じ
ていただきたいです。大正時代の文化を伝える建造物は貴重です
から、今後も和風家屋の魅力を伝えていけるとうれしいです。

古き良き
日本家屋での時間を、
ぜひじっくりと
お楽しみください。

朝倉健吾さん
あさくら けん ご

▲  毎年12月上旬に見頃を迎える庭園の 
 イロハモミジ

▲訪れる人を待つ、旧朝倉家住宅の静かなたたずまい 

東京府議会議長や渋谷区議会議長を歴任した朝倉虎治郎によって、
大正8年に建てられました。木造2階建ての主屋と、回遊式庭園を見学
することができます。主屋はほぼ全室が畳敷き、屋根は瓦ぶき、外壁は
下見板張、一部がしっくい塗りとなっており、明治時代から昭和30年
ごろまでに建設された大きな邸宅の特徴を顕著に表しています。

旧朝倉家住宅は朝倉家の住まいとして、
そして朝倉虎治郎の政治活動の場とし
て、接客用の座敷が主要部を占めてい
ます。図録ではこうした座敷を中心に、
家族や使用人の部屋、茶室や洋間など、
各部屋の使用目的とデザインの関連性
を分かりやすくお伝えしています。ま
た、高度な木工技術、狩野派による障壁
画、四季それぞれの風景など、住宅の魅
力をたっぷりとご紹介しています。

場所 猿楽町29-20

開館時間 10:00～16:30まで（3～10月は18:00まで）
 ※入館は16:00（3～10月は17:30）まで

休館日 月曜（祝日の場合は直後の平日）、年末年始（12月29日～1月3日）

観覧料 一般：100円、小中学生：50円、年間観覧料：500円
 ※60歳以上の人、障がいのある人と付き添いの人は無料

旧朝倉家住宅

旧朝倉家住宅の図録ができました

▲

HP

※世田谷区北沢から白金猿町に流れていた用水路。現在は廃止されている。

※小型のスコップのような形をした、炭や灰を運ぶための道具。

旧朝倉家住宅および渋谷区役所本庁舎6階区政資料コーナーにてお求めいただけます。

頒布価格：1,000円

が20以上あるのですが、書院造りと数寄屋造りの両方があること
も、祖父がこだわった点です。よく見ると、それぞれの部屋の天
井の高さが異なっているんですよ。

ーーーー家屋の所々に細やかな意匠が凝らされていますが、2階北側廊下
にある板戸には菊や唐獅子牡丹が描かれていますね。

朝倉： あの絵は、狩野派の流れをくむ日本画家の
こえん

小猿 
せつどう

雪堂さんに描いて
いただいたそうです。祖父は美術品の収集が趣味だったこともあ
り、板戸に絵があると華やかになると考えて、雪堂さんに依頼し
たと聞いています。

ーーーー庭園の景色も、さまざまな種類の草木があって美しいですね。
朝倉： 紅葉の季節は庭が赤く染まって一番すてきですよ。でも、ここを

建てた当時は、松などの常緑樹の方が圧倒的に多く、イロハモミ
ジはほとんどなかったと聞いています。松くい虫の被害で松が少
なくなっていましたが、施設を公開するにあたり、当時の渋谷区
長が「モミジを植えてみたらどうか」と仰られ、イロハモミジがた
くさん植えられたそうです。

数々の奇跡と人々の心によって守ることができた

ーーーーこちらで生活していた当時の思い出や印象深い出来事はありますか。
朝倉： 私はここに6歳ごろまでしか住んでいなかったので、ほとんど忘

れてしまっているのですが、妙に覚えていることがあります。昭
和19年5月に祖父が亡くなったんですが、その1か月ほど前に、
母と長い廊下を歩いて祖父を見舞ったことがありました。障子を
開けたら祖父が横になっていて、「健坊は来たか」と声をかけてき
て。私がそばに寄ると、あめ玉をくれたんです。このシーンが、
なぜか強く記憶に残っています。それから、当時は太平洋戦争の
最中でしたから、空襲警報が鳴ると、大人と一緒に近くにある防
空

ごう

壕に避難したことも覚えています。

ーーーー空襲による建物への被害はありませんでしたか。
朝倉： ええ、なかったんですよ。関東大震災でも被害がなく、戦後に売

却せざるを得なくなった時も壊されずに済みました。これらの難
関を突破して残り続けているのは、奇跡だと思いますね。

ーーーー平成16年に主屋と土蔵が重要文化財に指定されましたが、どの
ような経緯があったのでしょうか。

朝倉： 太平洋戦争後、財政を立て直すために財産税が創設されました。
朝倉家は相続税と財産税を支払うために、ここを手放さなくては
ならなくなり、父は相当ショックを受けたみたいですね。建物と
南側の庭園を社団法人中央馬事会に売却したのですが、その後は
紆余曲折を経て、農林省や大蔵省の管轄となりました。当時は経
済企画庁が管理していて、渋谷会議所として使われていましたね。
ところが平成14年になり、閣議決定によって、国がここを売却す

から じ し ぼたん

う よ きょくせつ




