
明治時代中期のレンガ倉庫が秘める「全盛期の記憶」
～この倉庫から世界中に日本の茶が送られた～

明治の建物が日本人に郷愁を催させるのは、赤レンガが多用されているせいかもしれない

　

写
真
の
赤
レ
ン
ガ
の
建
物
の
正
式
名

称
は
《
菊
川
赤
れ
ん
が
倉
庫
》
だ
。

歳
を
重
ね
た
人
に
歴
史
あ
り
、
レ
ト
ロ

な
建
物
に
由
来
あ
り
―
―
と
い
う
わ
け

で
、
１
８
９
２
（
明
治
25
）
年
〜
１
８

９
３
（
明
治
26
）
年
頃
、
静
岡
県
城
東

郡
西
方
村
（
現
・
菊
川
市
）
に
竣
工
し

た
こ
の
建
物
は
、
公
式
資
料
に
よ
れ
ば

「
梁
間
４
間
、
桁
行
６
間
、
地
上
２
階

建
て
レ
ン
ガ
造
り
、木
造
洋
小
屋
組
み
、

屋
根
は
寄
棟
煉
瓦
葺
き
、
木
造
や
鉄
骨

造
り
を
基
本
と
し
た
構
造
の
レ
ン
ガ
造

り
で
は
な
く
、
レ
ン
ガ
の
み
で
構
成
さ

れ
た
建
物
」
で
、
国
登
録
有
形
文
化
財

と
も
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
初
期
に
静
岡
の
茶
産
地
の
仲
間

入
り
し
た
菊
川
市
は
、
深
蒸
し
茶
の
製

法
を
発
見
し
て
以
来
、
遠
州
駿
河
の
国

を
代
表
す
る
産
地
と
な
り
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
。《
菊
川
赤
れ
ん
が
倉
庫
》

は
菊
川
の
茶
産
地
と
し
て
の
勢
い
が
急

激
に
伸
び
た
明
治
時
代
後
期
か
ら
大

正
・
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
茶
葉
の
ブ

レ
ン
ド
な
ど
が
行
わ
れ
た
製
造
工
場

だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

内
部
は
現
在
、
展
示
施
設
兼
多
目
的

ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
お
り
、
欧
米
各
国

に
菊
川
の
お
茶
が
横
浜
港
か
ら
出
荷
さ

れ
て
い
た
頃
の
カ
ラ
フ
ル
な
茶
箱
等
も

常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

茶
箱
と
い
う
と
木
箱
に
銀
紙
を
張
っ

た
よ
う
な
地
味
な
も
の
を
想
像
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、菊
川
（
静
岡
）

の
お
茶
は
高
級
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
い
た
た
め
、
輸
出
す
る
際
に
は
欧
米

人
が
喜
ぶ
よ
う
な
き
れ
い
な
絵
画
で
飾

ら
れ
た
木
箱
を
使
用
し
て
い
た
の
だ
と

か
。
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
絵
柄
は
、
戦
前

の
平
和
だ
っ
た
時
代
の
高
級
嗜
好
品
を

飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
ギ
フ
ト
感
満
載

の
出
来
栄
え
で
、
い
ま
見
て
も
非
常
に

新
鮮
で
あ
る
。

　

蒸
し
た
り
乾
燥
さ
せ
た
り
手
も
み
し

た
り
の
お
茶
の
製
造
工
程
は
、
人
力
に

追
う
部
分
も
多
か
っ
た
が
、
工
場
内
は

電
化
が
進
ん
で
い
た
は
ず
だ
。
保
存
用

に
も
使
わ
れ
た
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
は
、
日

除
け
や
湿
気
除
け
の
た
め
か
、
窓
が
か

な
り
小
さ
い
。

　

電
灯
が
灯
さ
れ
な
け
れ
ば
、
と
て
も

で
は
な
い
が
作
業
は
出
来
な
か
っ
た
だ

ろ
う
し
、
電
力
等
の
助
け
が
な
け
れ
ば

製
造
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

訪
問
し
た
際
は
内
部
も
じ
っ
く
り
見
学

さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
束
の
間
、
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
な
、
気
持

ち
の
よ
い
酩
酊
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
た
の
だ
っ
た
。（
砂
耳
）
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