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目で、耳で、全身で感じる文化財／地域の歴史に思いを馳せる文化財

旧高橋家住宅の四季を巡る

ゆったりとした時間が流れる場所 ― 旧高橋家住宅 ―

保存版
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－ゆったりとした時間が流れる場所－
約300年の間、朝霞市根岸台地区に在り続ける

江戸時代の古民家　「旧高橋家住宅」

どこか懐かしさを感じさせるこの場所には、日常とは少し違う穏やかな時間が流れる

　家屋・畑・雑木林、それらすべてが残るこの風景が
往時の武蔵野の暮らしを今に伝えている

重要文化財旧高橋家住宅
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江
戸
時
代
ま
で 

　
　
　
遡
る
農
家
建
築

　
平
成
13
年
に
敷
地
も
含
め
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
旧
高

橋
家
住
宅
。
建
築
時
期
は
18
世

紀
前
半
と
さ
れ
、
使
わ
れ
て
い

る
木
材
等
も
ほ
ぼ
当
時
の
ま
ま

で
あ
る
。
高
橋
家
は
根
岸
台
地

区
の
一
般
的
な
農
家
だ
っ
た

が
、
豪
農
で
は
な
い
普
通
の
農

家
の
建
物
が
現
代
ま
で
残
っ
て

い
る
の
は
、
と
て
も
貴
重
。

 

昔
の
生
活
を 

　
　
　
今
に
伝
え
る

　
旧
高
橋
家
住
宅
の
主お
も
屋や

の
屋

根
は
葦
を
使
用
し
た
茅
葺
き
屋

根
。
か
つ
て
は
黒
目
川
な
ど
近

く
の
河
川
敷
に
自
生
し
て
い
た

葦
を
使
用
し
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
軒
下
を
く
ぐ
り
、

主
屋
の
中
に
入
る
と
、
広
々
と

し
た
土
間
と
板
の
間
が
あ
る
。

板
の
間(

ザ
シ
キ)

の
奥
に
あ

る
の
は
、
客
間
に
あ
た
る
「
デ

イ
」
と
い
う
部
屋
。
こ
の
部
屋

と
隣
の
部
屋(

オ
ク
ノ
ヘ
ヤ)

の
床
は
、
竹
で
で
き
た
「
竹た
け

簀す

の
子こ

床
」。
な
ぜ
客
間
の
床
材

が
竹
な
の
か
は
、
旧
高
橋
家
住

宅
の
謎
の
ひ
と
つ
。

昔
な
が
ら
の 

　
　
　
懐
か
し
い
景
色

　
主
屋
と
と
も
に
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
敷
地
内
で

は
、
今
は
も
う
あ
ま
り
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
風
景
も
楽
し
め

る
。
薪
や
肥
料
の
供
給
源
だ
っ

た
雑
木
林
や
、
手
押
し
ポ
ン
プ

の
井
戸
な
ど
懐
か
し
い
も
の
ば

か
り
。
ま
る
で
こ
の
場
所
だ
け

せ
わ
し
な
い
日
常
か
ら
切
り
離

さ
れ
、
時
間
が
ゆ
る
や
か
に
流

れ
て
い
る
の
で
は
と
、
ふ
と
感

じ
る
瞬
間
が
あ
る
。
来
園
者
か

ら
は
、「
懐
か
し
い
。
昔
に
戻
っ

た
よ
う
」
と
い
う
感
想
を
よ
く

聞
く
。
そ
ん
な
空
間
が
300
年

経
っ
た
今
も
、
こ
の
朝
霞
市
に

在
り
続
け
る
。

１．主屋内上部の構造
２．頑丈な格子状の窓「シシマド」
３．ザシキにあるイロリ
４．デイの竹簀の子床

◀敷地の南東部にある畑では、さつ
まいもや大根、さといもなどの野菜
がボランティアの方々の手で大切に育
てられている。

▶秋には紅く色づいた雑木林を楽し
むことができる。

▶広場には、景色を眺めながら休憩
できるスペースがある。天気のいい
日にはここでお弁当を広げる家族連
れの姿が見られることも。

©むさしのフロントあさか

住所：朝霞市根岸台2-15-10（東武東上線朝霞駅から徒歩20分）

開園時間：午前９時～午後４時30分

休園日：月曜日（休日に当たるときは開園）

　　　　休日の翌日（土・日曜日・休日に当たるときは開園）

           年末年始（12月27日～１月４日）

電話：462-7067（問い合わせ：文化財課463-2927）

入園料：無料
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旧 高 橋 家 住 宅

の  

四 季 を 巡 る

１ 

綿
育
て
隊（
４
～
12
月
）

　
活
用
事
業
「
綿
育
て
隊
」
の
初
回
の

活
動
は
大
仕
事
。
畑
を
整
備
し
、
綿
の

種
を
ま
い
て
い
く
。
そ
の
後
の
成
長
が

楽
し
み
に
な
る
瞬
間
。

２ 

ど
き
ど
き
ツ
ア
ー（
７・
８
月
）

　
「
ど
き
ど
き
ツ
ア
ー
」
は
、
普
段
と

は
少
し
違
う
活
用
事
業
。
主
役
と
な
る

参
加
者
は
小
学
生
で
、
旧
高
橋
家
住
宅

の
敷
地
内
の
生
態
を
調
査
す
る
調
査
員

と
し
て
、
昼
夜
の
敷
地
内
の
昆
虫
を
採

集
す
る
。
夜
の
部
で
は
特
別
に
閉
園
後

の
旧
高
橋
家
住
宅
に
潜
入
で
き
る
。

３ 

こ
い
の
ぼ
り（
４
～
５
月
）

　
青
空
を
泳
ぐ
こ
い
の
ぼ
り
。
４
月
か

ら
５
月
に
か
け
て
、
主
屋
や
ふ
れ
あ
い

広
場
で
色
鮮
や
か
な
こ
い
た
ち
を
眺
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期

に
は
、
兜
飾
り
や
武
者
人
形
な
ど
も
主

屋
に
飾
ら
れ
る
。

４・７ 

季
節
の
花
々

　
（
ツ
ツ
ジ
５
月
ご
ろ
・
ア
ジ
サ
イ
６
月
ご
ろ
）

　
敷
地
内
で
は
、
季
節
ご
と
に
さ
ま
ざ

ま
な
花
た
ち
が
園
内
に
彩
り
を
与
え
て

く
れ
る
。
清
々
し
い
初
夏
に
は
園
路
沿

い
の
ツ
ツ
ジ
、
梅
雨
に
は
雨
に
濡
れ

て
風
情
あ
る
主
屋
周
り
の
ア
ジ
サ
イ

等
々
。
カ
メ
ラ
片
手
に
つ
い
時
間
を
忘

れ
て
散
策
し
て
し
ま
う
。

 

５ 

キ
ツ
ネ
ノ
カ
ミ
ソ
リ（
７
～
８
月
）

　

夏
に
オ
レ
ン
ジ
の
花
を
咲
か
せ
る

「
キ
ツ
ネ
ノ
カ
ミ
ソ
リ
」。
ス
イ
セ
ン
に

似
た
葉
が
出
る
が
、葉
は
夏
前
に
枯
れ
、

そ
の
後
に
花
が
咲
く
。
こ
の
葉
を
キ
ツ

ネ
が
使
う
カ
ミ
ソ
リ
に
見
立
て
た
の
が

名
前
の
由
来
と
も
。
埼
玉
県
の
レ
ッ
ド

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
は
準
絶
滅
危
惧
種
。 

６ 

じ
ゃ
が
い
も
掘
り（
６
月
下
旬
）

　
活
用
事
業
「
じ
ゃ
が
い
も
掘
り
を
し

よ
う
」
は
、
活
用
事
業
の
中
で
も
参
加

者
が
多
い
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
。
親
子

で
仲
良
く
、
土
の
中
の
じ
ゃ
が
い
も
を

１
個
も
残
さ
な
い
よ
う
に
探
す
様
子
は

ま
る
で
宝
探
し
の
よ
う
。

８ 

七
夕（
６
～
７
月
）

　
旧
高
橋
家
住
宅
の
裏
手
か
ら
切
り
出

し
た
竹
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
折
り
紙

や
色
と
り
ど
り
の
短
冊
が
飾
り
つ
け
ら

れ
る
。
来
園
者
の
願
い
が
書
か
れ
た
短

冊
が
風
に
揺
ら
れ
る
様
子
は
、
ま
る
で

願
い
事
を
空
に
運
ん
で
く
れ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。

９ 

干
し
柿（
10
～
11
月
）

　
敷
地
内
に
あ
る
柿
を
収
穫
し
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
方
が
手
作
り
で
作
る
干
し

柿
。
納
屋
の
軒
下
に
柿
が
吊
る
さ
れ
た

風
景
は
、
旧
高
橋
家
住
宅
の
秋
の
風
物

詩
と
な
っ
て
い
る
。

1
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10 

収
穫
祭（
11
月
）

　
そ
の
年
の
収
穫
を
祝
い
、
さ
ま
ざ
ま

な
催
し
が
行
わ
れ
る
、
旧
高
橋
家
住
宅

最
大
の
イ
ベ
ン
ト
。
特
に
け
ん
ち
ん
汁

の
配
布
は
毎
年
大
好
評
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
の
レ
シ
ピ
で
作
ら
れ
る
け
ん
ち

ん
汁
に
は
、
敷
地
内
の
畑
で
収
穫
し
た

野
菜
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。

11 

ひ
な
飾
り（
２
～
３
月
）

　

２
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
、
主
屋
内

は
、
七
段
飾
り
や
つ
る
し
び
な
な
ど
の

多
く
の
ひ
な
人
形
で
華
や
か
に
彩
ら
れ

る
。
こ
の
期
間
に
は
、
初
節
句
の
お
子

さ
ん
を
連
れ
た
方
が
写
真
撮
影
に
訪
れ

る
こ
と
も
。

12 

う
ど
ん
づ
く
り（
11
月
上
旬
）

　
「
朝
ま
ん
じ
ゅ
う
に
昼
う
ど
ん
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
ほ
ど
、
昔
か
ら
の
郷

土
食
で
あ
る
「
ま
ん
じ
ゅ
う
」
と
「
う

ど
ん
」。
地
元
の
方
を
講
師
に
迎
え
、

作
り
方
を
教
え
て
も
ら
う
イ
ベ
ン
ト
も

あ
る
。 

13 

雑
木
林
の
紅
葉（
11
～
12
月
）

　
雑
木
林
は
ほ
と
ん
ど
落
葉
樹
。
落
ち

葉
は
今
も
昔
も
肥
料
に
変
え
て
活
用
し

て
き
た
貴
重
な
資
源
の
ひ
と
つ
。
紅
葉

の
時
期
に
な
る
と
、
広
場
は
ま
る
で
オ

レ
ン
ジ
色
の
じ
ゅ
う
た
ん
が
敷
か
れ
た

よ
う
な
景
色
に
様
変
わ
り
。

 

14 

ま
ゆ
だ
ま
飾
り（
１
月
）

　
小
正
月
の
伝
統
的
な
飾
り
物
「
ま
ゆ

だ
ま
」。
豊
穣
を
願
い
、
丸
い
だ
ん
ご

だ
け
で
な
く
、
野
菜
や
俵
形
の
飾
り
も

作
ら
れ
る
。

15 

消
防
訓
練（
１
月
）

　
敷
地
内
に
は
実
は
消
火
設
備
が
あ
ち

こ
ち
に
装
備
さ
れ
て
い
る
。
普
段
は
周

囲
の
景
色
に
隠
れ
て
見
え
に
く
い
が
、

１
月
26
日
の
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
に

ち
な
ん
だ
消
防
訓
練
で
は
消
火
設
備
の

ひ
と
つ
で
あ
る
放
水
銃
を
実
際
に
使
用

す
る
。
晴
れ
て
い
れ
ば
周
り
に
虹
が
か

か
る
こ
と
も
。

9

14

12

10

15

11

13

昔の武蔵野の農家の風景を残した
趣のある環境で、ボランティア活動
をしてみませんか？

　「旧高橋家住宅」は、建物のほか
雑木林など敷地も含めて文化財に指
定されています。それを維持するた
めにはボランティアの方の協力が不
可欠です。そこで、下記の活動等で
ご協力いただけるボランティアを募
集しています。

・�活用事業で使用する畑の整備や作
物の育成

・�敷地内の美化活動（植木せん定や
花壇の手入れ）

・�来園者に向けての旧高橋家住宅に
ついての解説　

申し込みは随時受け付けています。
登録制ですので、ご希望の方は文化
財課（463-2927）へお問い合わせく
ださい。 
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目
で
、
耳
で
、
全
身
で

文
化
財

感
じ
る
文
化
財

四
海
波　

静
か
に
て

国
も
治
ま
る　

時
津
風

枝
を
な
ら
さ
ぬ　

み
代
な
れ
や

あ
い
に
相
生
の　

松
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ

げ
に
や
仰
ぎ
て
も

こ
と
も　

お
ろ
か
や　

か
ゝ
る
代
に

住
め
る
民
と
て　

豊
か
な
る

君
の
恵
ぞ　

あ
り
が
た
き

　
　

君
の
恵
ぞ　

あ
り
が
た
き

　

笛
の
音
と
と
も
に
訪
れ
た
華
や
か
な
行
列
が
社
殿
の
前

に
並
ぶ
。
太
鼓
を
響
か
せ
な
が
ら
、
人
か
ら
人
へ
と
受
け

継
が
れ
て
き
た
、
力
強
い
舞
が
舞
わ
れ
る
。
抜
け
る
よ
う

な
青
空
の
下
、
訪
れ
た
人
々
に
囲
ま
れ
て
賑
や
か
に
奉
納

が
行
わ
れ
る
。

市指定無形文化財

溝沼獅子舞
　

市
内
に
唯
一
残
る
獅
子
舞
。
こ
の
獅

子
舞
で
は
、
大
獅
子
（
お
お
じ
し
）、
中

獅
子
（
な
か
じ
し
）、女
獅
子
（
め
じ
し
）

の
３
匹
の
獅
子
に
よ
っ
て
、
地
域
の
安

全
や
疫
病
を
は
ら
う
こ
と
を
願
っ
て
舞

わ
れ
る
。現
在
は
、毎
年
春
と
秋
の
２
回
、

溝
沼
獅
子
舞
保
存
会
に
よ
る
奉
納
が
溝

沼
氷
川
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
。
奉
納

後
に
は
獅
子
頭
を
頭
に
か
ぶ
せ
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
、
か
ぶ
る
と
「
病
気
に

な
ら
な
い
、
丈
夫
に
な
る
」
と
い
う
言

い
伝
え
も
。 

　
「
四
海
波
、
静
か
に
て
」。
こ
れ
か
ら
謡
う
の
で
静
か
に

し
て
く
だ
さ
い
、
ま
た
は
席
を
清
め
る
と
い
う
意
味
を
持

つ
と
さ
れ
る
、「
四
海
波
」
と
い
う
曲
の
初
め
の
一
節
で
あ

る
。
最
初
の
一
節
目
を
謡
う
人
は
た
だ
一
人
。
二
節
目
か

ら
は
全
員
の
声
が
重
な
り
、
厳
か
に
響
き
渡
る 

。

市指定無形文化財

根岸野謡
　

朝
霞
市
根
岸
台
地
区
に
古
く
か
ら
伝

わ
る
謡
で
、
地
元
で
は
「
ノ
ウ
タ
イ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
発
祥
は
は
っ
き
り

と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
代
々
農
家
の
長

男
に
伝
わ
り
、
能
楽
の
謡
曲
と
は
違
う

独
特
の
節
回
し
を
持
つ
。
昔
か
ら
祝
い

の
席
や
上
棟
式
な
ど
で
謡
わ
れ
た
。
現

在
は
、朝
霞
市
根
岸
野
謡
保
存
会
に
よ
っ

て
保
存
・
継
承
さ
れ
、
市
民
芸
能
ま
つ

り
や
旧
高
橋
家
住
宅
の
活
用
事
業
に
お

い
て
披
露
い
た
だ
い
て
い
る
。  

近くで見る舞はかなりの迫力

道具類も有形文化財として市指定されている

市民芸能まつりでの公演の様子

必ず最初に謡われる曲「四海波（しかいなみ）」の歌詞

　　　３匹の獅子が舞う岩場に咲
く花を表現した花笠。実は春と秋の
奉納では、この花笠の色合いが違
うんです。実際に見比べてみるのも
おもしろいかも。
春 秋

知ってる
？

朝霞市根岸野謡保存会会員募集中！
　謡に興味のある方、空いた時間を活
用したいと感じている方、この機会に
根岸野謡を保存会の方と一緒に練習し
てみませんか？

活動日・時間：木曜日(月2回程度)・不
定／活動場所：根岸台市民センターまた
は東町内会館／問い合わせ：文化財課
(463-2927)まで 
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地
域
の
歴
史
に

文
化
財

　
６
世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、
市
内

で
唯
一
墳
丘
の
残
る
前
方
後
円
墳
。
こ
の
周
囲
に

あ
っ
た
古
墳
群
の
中
で
、
地
域
の
盟
主
と
さ
れ
る

人
物
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
古
墳
で

あ
る
。
古
墳
の
周
り
は
「
柊
塚
古
墳
歴
史
広
場
」

と
し
て
整
備
さ
れ
、
過
去
に
実
施
さ
れ
た
発
掘
調

査
で
出
土
し
た
家
形
埴
輪
や
馬
形
埴
輪
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
が
あ
る
。
広
場
で

は
、
春
は
桜
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
冬
の
澄
ん

だ
晴
れ
の
日
に
は
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
望
む
こ

と
も
で
き
る
。 

　

朝
霞
駅
南
口
の
ロ
ー
タ
リ
ー
か

ら
南
に
し
ば
ら
く
進
む
と
、
右
手

に
池
が
現
れ
る
。
越
戸
川
の
水
源

の
１
つ
で
あ
り
、
古
く
か
ら
農
業

用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

春
に
は
桜
が
咲
き
、
秋
に
は
紅
葉

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
目
で
季

節
を
感
じ
ら
れ
る
場
所
と
な
っ
て

い
る
。
野
鳥
な
ど

が
訪
れ
る
こ
と
か

ら
、
ひ
そ
か
な

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
も
親
し
ま

れ
て
い
る
。

　

住
宅
地
の
中

に
あ
り
、
青
々

と
し
た
緑
と
、

水
の
せ
せ
ら
ぎ

を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
。
自

然
に
水
が
湧
き
出
て
お
り
、
湧
水

点
は
全
部
で
３
か
所
。
雨
の
日
が

続
く
と
水
が
増
え
、
湧
き
出
る
様

子
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
緑
が

多
く
保
全
さ
れ
て
い
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
生
息
し
て
い

る
。
敷
地
内
の
ベ
ン
チ
で
の
ん
び

り
過
ご
す
の
も
い
い
か
も
。

春には桜を楽しむことができる

　　　　住　　所    朝霞市栄町1－1

　　　　住　　所    朝霞市岡3－8
利用時間　 ４月～９月　午前９時～午後６時
　　　　　10月～３月　午前９時～午後５時

墳丘の形がわかる古墳の模型

馬形埴輪のモニュメント

カモが泳ぐ姿がよく見られる

湧水点

晴れていると東京スカイツ
リーが見えることも

住　　所　朝霞市岡3－17
利用時間　 ４月～９月　午前９時～午後６時
　　　　　10月～３月　午前９時～午後５時

ボランティア「ひいらぎ2003」募集中！
　 敷 地 内にある

「万葉の花壇 」 の
整 備 や、 史 跡 巡
り、学習会などを
行っています。ボラ
ンティア活動に興

味がある、史跡などが好き、という方
はぜひ一度お問い合わせください。

活動日・時間：第2・第4火曜日午前10時
～正午／会費・入会金：年会費1,000円・
入会金1,000円／問い合わせ：文化財課
(463-2927)まで  

県指定史跡

柊塚古墳

市指定史跡

広沢の池

市指定天然記念物

湧水代官水

思
い
を
馳
せ
る
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情報発信
コーナー

国の重要文化財に指定されている江戸時代の古民家「旧高橋家住宅」
について、映像でご紹介します。
主屋編１、主屋編２、敷地編の３本の動画を YouTube で公開中です。
※下段は英語字幕付きの動画です。
※ There are introduction videos of Former Takahashi Family Residence with 
    English Subtitles. 

市文化財課ホームページ
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/42/

文化財課・博物館フェイスブックページ
https://www.facebook.com/asakacity.bunkazai

最新のイベント
情報や季節のみどころ

などを配信中！

 主屋編１

https://youtu.be/eZt-ehBJBjE

https://youtu.be/zDLE59UgMHI
※ English Subtitles available

 敷地編

https://youtu.be/yFf-jCKlIQE

https://youtu.be/yICmrGifZ-I
※ English Subtitles available

 主屋編２

https://youtu.be/rEf2JzwK8uo

https://youtu.be/6xacQvh4al4
※ English Subtitles available

ぽぽた
ん

文化財
へ行く

‼

動 画 で
見 る

旧高橋家
住宅


