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全
国
で
も
貴
重
な“
漁
家
〟の
重
要
文
化
財
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思
わ
ず
見
上
げ
て
し
ま
う
見
事
な
梁
。
約
3
0
0
年
に

わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
建
物
で
す
。
漁
家
と
し
て

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
山
本
家
を

含
め
、
全
国
で
数
件
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
平
成
4
年
着

工
の
全
面
解
体
修
理
工
事
を
中
心
に
、
山
本
家
住
宅
の

歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。

山
本
家
住
宅

ま
ち
の
魅
力
再
発
見

特
集



漁
家
と
し
て
の
指
定
は
全
国
に
数
件
の
み

　
穏
や
か
に
晴
れ
た
冬
の
日
、
奥
野
谷
の

山
本
家
住
宅
を
訪
れ
る
と
、
庭
で
落
ち
葉

か
き
を
し
て
い
た
山
本
信
三
郎
さ
ん
が
迎

え
て
く
れ
ま
し
た
。
懐
か
し
い
趣
に
満
ち

た
、
ど
っ
し
り
と
し
た
茅か

や

葺ぶ
き

屋
根
。
屋
内

に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
天
井
の
高
さ
と

梁
や
桁け

た

の
造
形
美
に
目
を
奪
わ
れ
、
重
く

大
き
い
屋
根
を
支
え
る
匠
の
技
に
圧
倒
さ

れ
る
ば
か
り
で
す
。

　
建
て
ら
れ
た
の
は
18
世
紀
前
半
と
考
え

ら
れ
、
寄
棟
造
り
で
、
南
正
面
の
東
寄
り

が
大
き
く
突
き
出
た
曲
屋
形
式
、
正
面
と

西
側
面
の
屋
根
が
軒
下
に
張
り
出
し
た

「
せ
が
い
造
り
」
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
ま

す
。

　
昭
和
51
年
、
山
本
家
住
宅
は
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
山
本
家
は

鹿
島
灘
に
近
い
神
之
池
畔
に
あ
り
、
江
戸

時
代
に
は
網
元
や
名
主
を
務
め
た
旧
家
で

す
。
国
指
定
重
要
文
化
財
の
漁
家
は
山
本

家
住
宅
を
含
め
て
全
国
に
数
件
し
か
な
く
、

極
め
て
貴
重
な
文
化
遺
産
と
い
え
ま
す
。

奥
野
谷
が
半
農
半
漁
の
村
だ
っ
た
こ
ろ

　

鹿
島
臨
海
工
業
地
帯
が
で
き
る
前
、
鹿

島
灘
に
面
し
て
深
芝
浜
、
奥
野
谷
浜
、
知

手
浜
、
日
川
浜
が
連
な
っ
て
い
ま
し
た
。
網

元
を
し
て
い
た
頃
の
話
を
伝
え
聞
い
て
い

な
い
か
、
山
本
さ
ん
に
尋
ね
て
み
ま
し
た
。

　
「
鹿
島
灘
で

イ
ワ
シ
の
地
引

き
網
漁
が
盛
ん

だ
っ
た
の
は
江

戸
時
代
か
ら
明

治
に
か
け
て
。

も
と
も
と
奥
野

谷
は
半
農
半

　

神
栖
市
で
た
だ
一
つ
の
国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
山
本
家
住
宅
。
平
成
４
年
着
工
の

全
面
解
体
修
理
工
事
で
、
江
戸
時
代
中
期（
18
世
紀
前
半
）の
姿
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
今

回
は
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
、
全
国
的
に
も
極
め
て
貴
重
な
文
化
遺
産
に
迫
り
ま
す
。

山
本
家
住
宅
全
国
で
も
貴
重
な

“
漁
家
〟の
重
要
文
化
財

深芝浜の地引き網漁（昭和28年ごろ）
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漁
の
村
で
、
こ
こ
か
ら
今
の
市
役
所
の
方

に
か
け
て
田
ん
ぼ
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

先
祖
が
庄
屋
を
し
て
い
た
の
で
、
ニ
ワ
バ

（
土
間
）は
米
倉
に
使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
漁
家
の
名
残
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

唯
一
残
っ
て
い
る
の
は
地
引
き
網
漁
の
と

き
煮
炊
き
に
使
わ
れ
た
大
釜
く
ら
い
。
あ

ま
り
に
も
大
き
い
の
で
、
よ
く
五
右
衛
門

風
呂
と
間
違
わ
れ
ま
す（
笑
）」

茅
葺
屋
根
の
家
で
暮
ら
し
た
子
ど
も
時
代

　
昔
は
、
冠
婚
葬
祭
の
儀
式
も
出
産
も
、

す
べ
て
家
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
山

本
家
住
宅
で
は
、
山
本
さ
ん
の
両
親
が
結

婚
式
を
挙
げ
、
４
人
の
子
ど
も
が
誕
生
。

三
男
と
し
て
生
を
受
け
た
山
本
さ
ん
に
、

子
ど
も
時
代
の
思
い
出
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　
「
子
ど
も
の
頃
は
、
よ
く
神
之
池
で
水

浴
び
を
し
ま
し
た
。
神
之
池
か
ら
鹿
島
砂

丘
ま
で
見
渡
せ
て
、
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も

離
れ
た
鹿
島
灘
の
潮
騒
も
聞
こ
え
ま
し
た

よ
。
庭
の
裏
に
み
か
ん
の
木
が
あ
っ
て
、

遊
び
仲
間
と
よ
く
み
か
ん
を
も
い
で
食
べ

た
の
も
楽
し
い
思
い
出
で
す
。
茅
葺
屋
根

の
家
は
、
夏
は
涼
し
い
け
れ
ど
冬
は
寒
く

て
ね
。
い
つ
も
囲
炉
裏
か
こ
た
つ
に
家
族

が
集
ま
っ
て
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
お
風

呂
を
沸
か
し
た
り
雨
戸
を
閉
め
た
り
、
家

の
手
伝
い
も
子
ど
も
の
役
目
で
し
た
」

　
こ
う
し
た
生
活
様
式
は
時
代
と
と
も
に

急
速
に
失
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
記
憶
は

し
っ
か
り
と
山
本
家
住
宅
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
鹿
島
開
発

で
ま
ち
の
姿
が
様
変
わ
り
し
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
も
、
山
本
さ

ん
の
両
親
と
長
兄
が
こ
の
家
で
暮
ら
し
続

け
ま
し
た
。

全
面
解
体
修
理
工
事
の
一
大
事
業

　
平
成
4
年
、
山
本
家
住
宅
の
全
面
解
体

修
理
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
丸
2
年
の

歳
月
を
費
や
し
た
一
大
事
業
で
す
。
工
事

が
必
要
と
な
っ
た
理
由
は
、
道
路
の
か
さ

上
げ
に
よ
っ
て
敷
地
内
に
雨
水
が
流
れ
込

む
よ
う
に
な
り
、
土
台
が
傷
ん
で
建
物
が

傾
き
、
と
く
に
床
を
支
え
る
骨
組
み
の
破

損
が
深
刻
だ
っ
た
た
め
で
す
。

　
「
鹿
島
開
発
の
頃
は
、
家
の
前
の
道
路

を
毎
日
何
百
台
も
ダ
ン
プ
が
走
り
、
3
年

に
一
度
は
舗
装
し
直
し
て
、
そ
の
た
び
に

道
路
が
か
さ
上
げ
さ
れ
ま
し
た
。
全
部
で

80
セ
ン
チ
く
ら
い
高
く
な
っ
た
と
思
い
ま

す
」
と
話
す
山
本
さ
ん
。
周
囲
の
環
境
が

変
わ
っ
た
こ
と
で
、
敷
地
が
凹
地
の
よ
う

な
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
工
事
は
非
常
に
大
掛
か
り
な
も
の
で
、

ま
ず
建
物
を
覆
う
素
屋
根
や
、
解
体
し
た

建
具
や
材
木
を
置
く
保
存
小
屋
が
作
ら
れ

茅葺屋根の重厚さ、梁や桁の造形など建築物としての美
しさに圧倒される。と同時に木の温もりや懐かしさも感
じる。山本家住宅を管理する山本信三郎さんは「この茅
葺屋根を見ると実家に帰ってきたと感じる」と話す。
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ま
し
た
。
そ
し
て
約
５
カ
月
が
か
り
で
、

す
べ
て
の
部
材
を
解
体
し
記
号
を
つ
け
て

保
存
小
屋
に
格
納
し
、
礎
石
ま
で
掘
り
起

こ
さ
れ
ま
し
た
。
あ
ら
わ
に
な
っ
た
地
面

を
見
て
、
山
本
さ
ん
は
「
な
ん
と
も
言
え

な
い
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
」
と
振

り
返
り
ま
す
。

　
基
礎
工
事
で
約
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
盛

土
を
し
、
水
洗
い
し
た
礎
石
を
位
置
・
方

位
・
高
さ
を
正
確
に
据
え
付
け
ま
し
た
。

い
つ
、
ど
こ
が
改
造
さ
れ
た
か
を
調
査

　
全
面
解
体
修
理
工
事
の
目
的
は
、
建
築

当
初
の
姿
に
復
元
し
て
保
存
す
る
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
、
過
去
に
行
な
わ
れ
た
修

理
改
造
の
痕
跡
が
丁
寧
に
調
べ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化

11
～
14
年（
１
８
１
４
～
１
８
１
７
）に
か

け
て
大
改
造
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
ゲ
ン
カ
ン
前
の
軒
下

に
式
台
を
設
け
る
、
ヒ
ロ
マ
を
二
間
に
仕

切
る
、
ニ
ワ
バ
西
側
の
大
戸
口
を
格
子
窓

に
変
え
る
な
ど
で
す
。

　
そ
の
後
も
小
改
造
が
重
ね
ら
れ
、
昭
和

初
期
に
は
ニ
ワ
バ
西
側
に
下
屋
を
設
け
て

風
呂
場
を
つ
く
る
、
２
カ
所
に
押
入
れ
を

つ
く
る
な
ど
、
昭
和
30
年
ご
ろ
に
も
窓

の
改
造
や
建
具
の
取
り
替
え
な
ど
が
行

な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
い
つ
、
ど
こ
に
、
ど
の
よ

う
な
手
が
加
え
ら
れ
た
か
判
明
し
ま
し
た

が
、
工
事
中
の
詳
細
な
調
査
で
も
明
確
な

建
築
年
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
復
元
工
事
に
あ
た
っ
て
は
、
柱
や
梁
、

床
板
な
ど
は
で
き
る
限
り
元
の
木
材
を
使

用
し
、
新
し
い
木
材
に
取
り
替
え
た
部
分

は
周
囲
と
馴
染
む
よ
う
古
色
塗
り
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

茅
を
葺
き
替
え
、
煙
で
い
ぶ
す

　
屋
根
は
、
梁
や
桁
で
小
屋
組
を
作
り
、

丸
太
で
補
強
し
、
竹
材
で
下
地
を
設
け
て

か
ら
茅
葺
の
作
業
と
な
り
ま
す
。
山
本
家

住
宅
の
特
徴
で
あ
る
せ
が
い
造
り
の
南

面
・
西
面
と
、
せ
が
い
造
り
で
は
な
い
東

面
・
北
面
と
で
は
、
下
地
の
方
法
も
違
っ

て
い
ま
す
。

　
「
茅
葺
屋
根
は
、
10
～
15
年
ご
と
に
刺

し
茅
と
い
う
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
25
～
30
年

ご
と
に
葺
き
替
え
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

茨
城
県
は
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
小
美
玉

市
と
石
岡
市
に
茅
葺
の
職
人
さ
ん
が
い
ま

す
し
、
つ
く
ば
市
や
稲
敷
市
に
茅
場
も
あ

り
ま
す
。
新
し
い
茅
は
虫
が
つ
き
や
す
い

の
で
、
葺
き
替
え
後
は
囲
炉
裏
で
火
を
焚

い
て
煙
で
い
ぶ
し
ま
す
。
今
で
も
屋
根
を

守
る
た
め
、
た
ま
に
い
ぶ
し
て
い
ま
す

よ
」
と
話
す
山
本
さ
ん
。
茅
葺
屋
根
を
維

江戸時代に大規模な修理があったことを示す床板の墨書。「文化十四丁丑年
中秋八月　敦賀　石神□□助」とある（右下）。平成4年着工の全面解体修理
工事では茅葺屋根から順次解体。柱や梁はクレーンを使うなど大規模なも
のとなった（上・左下）。
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持
す
る
の
は
大
変
な
よ
う
で
す
。

　
山
本
家
住
宅
を
見
学
す
る
と
、
整
然
と

し
た
茅
葺
の
美
し
さ
を
間
近
で
見
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
厚
み
に
も
感
動
し
ま
す
。

震
災
か
ら
の
復
旧
と
新
た
な
活
用

　
平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
で
、
山
本

家
住
宅
は
津
波
の
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

「
床
上
85
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
浸
水
し
、

戸
障
子
は
す
べ
て
外
れ
、
戸
袋
が
抜
け
ま

し
た
。
古
い
資
料
や
写
真
も
だ
い
ぶ
失
わ

れ
ま
し
た
が
、
歴
史
民
俗
資
料
館
に
預
け

て
あ
っ
た
分
だ
け
は
無
事
で
し
た
」

　
復
旧
後
の
山
本
家
住
宅
に
は
、
新
し
い

動
き
が
見
ら
れ
ま
す
。
平
成
27
年
に
地
元

出
身
の
芸
術
家
の
個
展
や
、
声
楽
家
に
よ

る
音
楽
会
な
ど
が
開
か
れ
ま
し
た
。「
と

て
も
好
評
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
か

ら
も
要
望
が
あ
れ
ば
神
栖
市
と
相
談
し
な

が
ら
活
用
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
」

　
山
本
さ
ん
の
楽
し
い
話
を
聞
い
て
い
る

う
ち
に
、
国
指
定
重
要
文
化
財
が
と
て
も

身
近
に
感
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

神
栖
市
の
シ
ン
ボ
ル
的
文
化
財

　
神
栖
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
山
本

家
住
宅
の
精
巧
な
模
型
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
同
館
の
谷
田
法
子
係
長
に
、
改
め

て
山
本
家
住
宅
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
存
在

な
の
か
聞
い
て
み
ま
し
た
。

　
「
神
栖
市
で
唯
一
の
国
指
定
重
要
文
化

財
で
あ
り
、
市
の
文
化
財
の
シ
ン
ボ
ル
的

存
在
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
平
成
5
年
に

開
館
し
た
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
山
本
家

住
宅
の
曲
屋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
設
計
さ
れ

て
い
ま
す
。
山
本
家
住
宅
を
通
し
て
郷
土

の
歴
史
や
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま

す
」

　

建
物
の
構
造
や

佇
ま
い
を
は
じ
め
、

江
戸
時
代
か
ら
鹿

島
開
発
を
経
て
今

に
至
る
歴
史
、
昔

懐
か
し
い
生
活
様

式
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
角
度
か
ら
興

味
が
尽
き
な
い
山

本
家
住
宅
。
地
域

の
貴
重
な
財
産
を
、

見
つ
め
直
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

東日本大震災時の津波による
浸水の高さを示す。壁にうっ
すらと水の跡が残っている。
土壁は削られ建具は流された
が建物は耐え残った。

復元される茅葺屋根。葦の長さをそろえて束ねる、屋根に敷き
並べる、刈り込むなど多くの工程を経て仕上げる（上・左）。

＊�

外
観
は
自
由
に
見
学
で
き
ま
す
が
、
建
物
内
部
を

見
学
す
る
場
合
は
予
約
が
必
要
で
す
。

　�

問
合
先

　
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
　
☎
0
2
9
9
︲
77
︲
7
4
9
5

　
見
学
予
約
：
山
本
家
☎
0
2
9
9
︲
96
︲
0
6
3
0

歴史民俗資料館
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