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福
崎
来
住
以
前
の
三
木
氏

　
　
川
の
三
木
家
住
宅
は
江
戸
時
代
に

姫
路
藩
の
大
庄
屋
を
つ
と
め
た
三
木
氏
の

居
宅
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
の
役
所
で

も
あ
っ
た
。

　
住
宅
の
主
で
あ
る
三
木
氏
は
、
孝
霊

帝
の
子
孫
と
も
、
伊
予
国
小
市
国
造
の

乎
致
命
の
後
裔
と
も
い
う
。
小
市
は
伊
予

国
︵
愛
媛
県
︶
越
智
郡
の
こ
と
で
、
そ
の

地
名
か
ら
越
智
姓
を
名
乗
っ
た
が
、
後
に

同
国
温
泉
郡
河
野
郷
を
拠
点
と
し
た
の
で

河
野
氏
を
姓
と
し
た
。
俗
に
河
野
水
軍
と

い
わ
れ
る
、
海
の
有
力
者
の
一
族
で
あ
る
。

系
図
の
常
と
し
て
こ
の
あ
た
り
の
真
相
は

定
か
で
は
な
い
が
、
三
木
氏
の
祖
が
当
時

瀬
戸
内
海
の
海
上
交
易
に
関
係
し
て
い
た

こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
一
四
世
紀
、
通
尭
が
当
主
の
時
、
讃
岐

国
三
木
郡
、
現
在
の
香
川
県
木
田
郡
三
木

町
に
移
っ
た
。
高
松
市
の
南
東
の
農
村
地

帯
で
あ
る
。
出
身
地
あ
る
い
は
居
住
地
を

姓
と
す
る
の
が
日
本
の
伝
統
だ
、
と
い
う

柳
田
国
男
の
指
摘
の
通
り
、
こ
れ
以
後

三
木
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

三
木
を
根
拠
地
に
し
た
期
間
は
短
く
、
通

近
の
代
に
播
磨
の
英
賀
︵
英
賀
保
、
姫
路

市
︶
へ
移
っ
た
。
江
戸
時
代
の
地
誌
﹃
播

磨
鑑
﹄
に
よ
れ
ば
、
南
北
朝
時
代
末
期
の

康
応
年
間
︵
一
四
紀
末
︶
の
こ
と
だ
と
い
う
。

守
護
で
あ
る
赤
松
氏
の
勢
力
が
強
か
っ
た

頃
で
、
通
近
の
嫡
子
の
通
武
は
赤
松
満
祐
の

娘
婿
に
な
り
、
英
賀
城
︵
姫
路
市
︶
を

拠
点
と
し
て
活
動
し
た
。

　
当
時
は
書
写
山
南
麓
の
坂
本
が
円
教
寺
の

門
前
町
と
し
て
賑
わ
い
、
商
工
業
が
発
展

し
て
人
口
が
集
中
し
て
い
た
。
西
坂
本
に
は

赤
松
氏
の
守
護
館
が
置
か
れ
、
政
治
的
に
も

経
済
的
に
も
播
磨
国
の
中
心
地
だ
っ
た
。

英
賀
︵
英
賀
保
︶
は
夢
前
川
を
通
じ
て
そ
の

外
港
と
な
り
、
海
上
交
通
の
要
衝
と
し
て

繁
栄
し
て
い
た
。
東
福
寺
首
座
だ
っ
た

季
弘
大
叔
の
日
記
﹃
蔗
軒
日
録
﹄
の
文
明

一
七
年
︵
一
四
八
五
︶
三
月
二
〇
日
の

条
に
は
、
朝
英
賀
を
出
港
、
夜
半
に
泉
津

︵
堺
か
︶
に
着
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
を
み

る
と
、
ほ
ぼ
定
期
船
の
よ
う
な
形
で
堺
港

︵
大
阪
府
堺
市
︶
あ
た
り
と
連
絡
が
あ
っ

た
ら
し
い
。
河
野
水
軍
の
流
れ
を
く
む
三

木
氏
に
は
恰
好
の
地
だ
っ
た
。

　
江
戸
時
代
の
﹃
赤
松
家
播
備
作
城
記
﹄

に
よ
れ
ば
、
当
時
の
英
賀
城
は
三
木
与
市

兵
衛
・
井
野
甚
兵
衛
な
ど
の
五
人
が
城
を

守
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、

堺
や
博
多
と
同
じ
よ
う
に
有
力
商
人
が

共
同
で
支
配
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

実
際
、
英
賀
に
は
大
規
模
な
軍
事
的
施
設
が

築
か
れ
て
い
た
痕
跡
が
な
い
。
瀬
戸
内
海
や

夢
前
川
な
ど
の
水
に
守
ら
れ
た
地
形
を

活
か
し
て
守
備
す
る
、
構
居
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
五
世
紀
末
、
こ
こ
に
浄
土
真
宗
︵
一

向
宗
︶
の
教
線
が
延
び
て
き
た
。
明
応
八

年
︵
一
四
九
九
︶
頃
に
は
六
つ
の
坊
と
三

つ
の
道
場
が
、
永
正
一
五
年
︵
一
五
一
八
︶

に
は
英
賀
御
堂
が
建
設
さ
れ
て
、
播
磨
布

教
の
拠
点
に
な
っ
た
。

　
戦
国
時
代
末
期
、
天
下
統
一
を
目
指
す

織
田
信
長
は
一
向
一
揆
と
各
地
で
争
い
、

最
後
に
大
坂
︵
大
阪
︶
の
石
山
本
願
寺
と

の
戦
い
に
入
っ
た
。
英
賀
城
も
信
長
方
の

武
将
羽
柴
︵
豊
臣
︶
秀
吉
軍
の
攻
撃
を

受
け
、
天
正
八
年
︵
一
五
八
〇
︶
に
陥
落

す
る
。
織
田
対
毛
利
の
最
前
線
で
、
華
々

し
い
合
戦
が
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
網
干
の
住
民
に
縄
や
竹
を
持
っ
て

合
戦
に
参
加
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
秀
吉
は
正
面
か
ら
攻
撃
す

る
の
で
は
な
く
、
水
に
守
ら
れ
た
城
を

逆
に
水
攻
め
に
す
る
戦
術
だ
っ
た
ら
し
い
。

﹃
信
長
公
記
﹄
の
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ほ

ど
激
し
い
戦
闘
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

真
相
の
よ
う
で
あ
る
。

　
合
戦
が
終
わ
る
と
、
秀
吉
は
英
賀
城
の

残
党
を
厳
し
く
追
及
せ
よ
と
布
告
す
る

一
方
で
、
英
賀
御
堂
を
二
分
し
て
船
場
と

亀
山
︵
と
も
に
姫
路
市
︶
に
移
し
て
再
建

さ
せ
、
所
領
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
あ
た

り
が
秀
吉
の
戦
略
眼
の
凄
さ
で
、
抵
抗
力
を

失
っ
た
敵
を
討
つ
た
め
に
味
方
に
無
用
の

損
害
を
出
す
こ
と
を
嫌
い
、
逃
げ
道
を

英賀城の土塁

（英賀神社境内）

英賀城本丸跡付近
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与
え
て
戦
闘
を
終
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
英
賀
城
の
有
力
者
も
多
く
は

諸
方
へ
散
っ
て
い
っ
た
。
商
業
を
通
じ
て

各
地
と
交
流
が
あ
り
、
新
し
い
知
識
や

技
術
を
蓄
積
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
、
彼

ら
は
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
活
躍
し

て
い
る
。
三
木
安
忠
も
そ
の
一
人
で
、
飾

磨
津
︵
姫
路
︶
に
移
っ
て
酒
造
業
な
ど
を

営
ん
だ
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
姫
路
城
と

そ
の
城
下
町
が
播
磨
の
中
心
と
し
て
繁
栄
を

始
め
て
い
た
。
飾
磨
津
は
そ
の
外
港
と
し
て

急
速
に
発
展
し
、
多
く
の
人
々
が
各
地
か
ら

集
ま
っ
て
い
た
。

　

三
木
氏
、
福
崎
へ
移
る　

　
飾
磨
津
に
移
っ
た
安
忠
の
子
息
の
利
通
・

通
称
甚
左
衛
門
が
、
当
時
の
姫
路
藩
主
榊
原

︵
松
平
︶
氏
の
新
田
開
発
計
画
に
応
じ
て

福
崎
町
の
　
川
に
居
を
移
し
た
の
は
、
幕
藩

体
制
が
安
定
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
明
暦

元
年
︵
一
六
五
五
︶
の
こ
と
で
あ
る
。

　
福
崎
町
の
市
川
左
岸
地
域
は
、
中
世
に
は

ほ
ぼ
田
原
庄
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
市
川
の

河
岸
段
丘
面
に
立
地
し
て
い
る
た
め
に

灌
漑
の
水
は
小
さ
な
谷
川
や
溜
池
に
頼
ら

ざ
る
を
得
ず
、
未
開
発
の
部
分
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
は
他
の
大
き
な
河
川
流
域
に
も
見
ら

れ
る
現
象
で
、
中
世
の
土
木
工
事
の
技
術

で
は
、
市
川
の
水
を
灌
漑
に
使
う
こ
と
は

難
し
か
っ
た
の
だ
。

　
　
川
に
移
っ
た
利
通
も
二
代
目
の
吉
忠
も
、

市
川
左
岸
の
段
丘
面
の
開
発
に
取
り
組
ん
だ
。

そ
の
努
力
が
短
期
間
で
実
る
は
ず
は
な
く
、

以
後
代
々
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
五
代
目

当
主
の
通
庸
は
、
寛
政
元
年
︵
一
七
八
九
︶、

藩
の
許
可
を
得
て
市
川
の
難
所
だ
っ
た

犬
ヶ
鼻
︵
大
鼻
岩
︶
付
近
を
開
削
し
て
い
る
。

井
ノ
口
な
ど
九
か
村
の
住
民
は
そ
の
功
を

讃
え
て
、
天
保
一
四
年
︵
一
八
四
三
︶
に

﹁
新
渠
碑
﹂
を
建
て
た
。
そ
れ
は
今
も
井
ノ

口
の
国
道
東
側
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、

六
代
目
の
通
明
は
、
幕
末
近
く
な
っ
て
も

開
拓
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
、
西
光
寺
野
の

開
発
を
主
導
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
努
力
の

結
果
、
こ
の
地
域
の
耕
地
は
確
実
に
広
が
っ

て
い
っ
た
。

　
通
庸
の
前
々
代
、
三
代
目
当
主
の
善
政
が

姫
路
藩
か
ら
　
川
組
二
一
か
村
の
大
庄
屋

役
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
元
文
二
年
︵
一

七
三
七
︶
の
こ
と
で
あ
る
。
大
庄
屋
は

概
ね
各
村
に
置
か
れ
て
い
た
庄
屋
を
、
さ

ら
に
い
く
つ
か
束
ね
て
統
括
す
る
、
姫
路

藩
独
特
の
役
職
で
あ
る
。
法
令
の
伝
達
や

年
貢
等
の
割
り
付
け
、
管
内
の
村
々
の

紛
争
の
処
理
な
ど
に
あ
た
り
、
名
字
帯
刀
を

許
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
単
な
る

末
端
の
行
政
官
で
は
な
く
村
落
共
同
体
の

長
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
か
ら
、
住
民
の

信
望
が
あ
る
こ
と
も
必
要
だ
っ
た
。
以
後
、

八
代
目
の
通
済
の
時
に
明
治
を
迎
え
る
ま
で
、

三
木
氏
は
代
々
大
庄
屋
役
を
つ
と
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
三
木
家
住
宅
に
も
危
機
は
あ
っ
た
。
義
人

滑
原
甚
兵
衛
で
有
名
な
姫
路
全
藩
一
揆
が

起
こ
っ
た
の
は
、
五
代
目
の
有
敬
が
大
庄

屋
役
を
継
い
だ
寛
延
元
年
︵
一
七
四
八
︶
の

こ
と
で
あ
る
。
正
確
な
記
録
は
残
さ
れ
て

い
な
い
が
、﹃
播
姫
太
平
記
﹄
は
約
六
〇
の

庄
屋
や
大
庄
屋
宅
が
打
ち
壊
さ
れ
た
と
い
い
、

﹃
播
陽
多
我
身
飢
﹄
に
よ
れ
ば
打
ち
壊
し
を

免
れ
た
大
庄
屋
を
九
家
と
す
る
。
一
揆
の

指
導
者
た
ち
は
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
を

審
査
し
、
打
ち
壊
す
か
ど
う
か
を
決
め
た

と
も
い
う
。
三
木
家
が
そ
れ
を
免
れ
た
の
は
、

新
田
開
発
の
実
績
な
ど
も
あ
っ
て
住
民
の

間
に
信
望
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
に
は
、
当
時
の

姫
路
県
・
生
野
県
で
播
但
一
揆
が
起
こ
っ
た
。

役
人
が
三
木
家
に
出
張
中
だ
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
大
勢
が
押
し
寄
せ
た
。
刀
傷
な
ど

多
少
の
破
損
は
被
っ
た
が
、
こ
の
時
も

建
物
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
免

れ
た
。

　

三
木
家
の
住
宅
群

　
　
川
に
移
る
と
と
も
に
三
木
家
の
居
宅
も

建
て
ら
れ
始
め
た
は
ず
だ
が
、
現
存
す
る

建
物
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
元
禄
一
〇

年
︵
一
六
九
七
︶
の
内
蔵
、
次
い
で
宝
永

二
年
︵
一
七
〇
五
︶
の
主
屋
、
正
徳
三
年

︵
一
七
一
三
︶
の
酒
蔵
で
、
こ
れ
ら
は
二
代

目
の
吉
忠
時
代
の
建
造
で
あ
る
。
続
い
て
、

三
代
目
の
善
政
の
時
の
安
永
二
年
︵
一
七

七
三
︶
に
副
屋
と
離
れ
が
建
て
ら
れ
た
。

さ
ら
に
江
戸
時
代
の
後
期
に
角
蔵
と
厩
が
、

明
治
七
年
︵
一
八
七
四
︶
に
は
表
門
が
、

そ
し
て
明
治
時
代
前
期
に
米
蔵
が
完
成
し
た
。

こ
れ
ら
現
存
す
る
九
棟
の
す
べ
て
が
、
昭
和

四
七
年
︵
一
九
七
二
︶
に
兵
庫
県
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け

多
く
の
建
物
が
残
っ
て
い
る
例
は
め
ず
ら

し
い
し
、
戦
後
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、

生
活
の
場
と
し
て
の
雰
囲
気
を
今
な
お

漂
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
貴
重
な

文
化
財
で
あ
る
。

　

主
屋
︱
播
磨
伝
統
の
建
築
様
式

　
住
宅
群
は
築
地
塀
に
囲
ま
れ
た
広
い

敷
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
表
門
か
ら

入
る
と
す
ぐ
、
正
面
に
建
っ
て
い
る
の
が

主
屋
で
あ
る
。
表
門
は
切
妻
造
本
瓦
葺
、

二
間
一
戸
の
棟
門
で
あ
る
。
切
妻
造
は
、

例
え
て
い
え
ば
書
物
を
半
開
き
に
し
て

伏
せ
た
形
の
屋
根
の
形
式
を
い
う
。
表
門
や

土
塀
と
主
屋
と
の
間
隔
が
狭
い
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
の
は
、
南
側
の
道
路
が
拡
幅

さ
れ
た
際
に
用
地
と
し
て
提
供
し
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
表
門
は
そ
の
時
に
改
築
さ
れ
た
。

　
主
屋
を
見
よ
う
。
播
磨
の
民
家
の
伝
統

３
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で
あ
る
外
見
上
の
特
徴
は
、
入
母
屋
造
平

入
口
だ
っ
た
。
入
母
屋
造
は
切
妻
屋
根
の

下
方
に
庇
を
め
ぐ
ら
し
た
屋
根
の
形
で
、

平
入
あ
る
い
は
平
入
口
は
主
屋
根
の
面
が

見
え
る
側
か
ら
棟
︵
桁
︶
に
向
か
っ
て

直
角
に
入
る
形
式
で
あ
る
。
土
の
通
路
が

入
口
か
ら
裏
口
ま
で
続
き
、
右
側
に
厩
と

土
間
、
左
側
に
田
の
字
形
に
四
つ
の
部
屋
が

あ
る
の
が
、
播
磨
の
民
家
の
基
本
的
な

形
だ
っ
た
。
こ
れ
も
県
の
重
要
文
化
財
で

あ
る
柳
田
国
男
の
生
家
も
そ
う
だ
が
、
三
木

家
の
主
屋
も
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
建
て

方
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
は
東
西
に
広
い
が
、

西
側
の
表
二
部
屋
は
元
文
二
年
︵
一
七
三

七
︶
に
増
築
さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
は

二
部
屋
だ
っ
た
。
行
政
機
関
と
し
て
の

役
割
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
で
は
手
狭
す
ぎ

た
の
だ
ろ
う
。

　
主
屋
は
桁
行
が
十
一
間
で
梁
間
が
四
間
と

い
う
大
き
な
建
物
で
、
本
瓦
葺
の
屋
根
は

広
く
重
厚
で
あ
る
。
鬼
板
︵
鬼
瓦
︶
に
は

三
木
家
の
家
紋
を
刻
み
、
東
側
頂
部
に
は

越
屋
根
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
屋
根
が
あ
る
。

越
屋
根
は
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
て
、
炊
事

そ
の
他
で
使
わ
れ
る
多
量
の
薪
炭
の
煙
の

排
出
や
、
採
光
、
通
風
な
ど
の
機
能
を

持
つ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
広
い
屋
根
に

変
化
を
与
え
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
そ
の

単
調
さ
を
和
ら
げ
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

ま
た
、
入
口
の
上
方
、
大
屋
根
と
庇
の

間
の
虫
籠
窓
や
入
口
西
側
の
格
子
が
、
近
世

民
家
の
伝
統
的
な
美
し
さ
を
今
に
伝
え
て

い
る
。

　
入
口
か
ら
大
黒
柱
の
右
︵
東
︶
側
を

通
っ
て
裏
口
ま
で
、
こ
れ
も
播
磨
の
民
家
の

伝
統
を
受
け
た
通
り
抜
け
の
土
間
に
な
っ
て

い
る
が
、
中
ほ
ど
の
大
黒
柱
筋
に
格
子
戸
を

設
け
て
南
北
に
区
切
っ
て
い
る
。
大
黒
柱
は

棟
ま
で
届
く
長
大
な
も
の
で
あ
る
。
厩
が 三木家主屋と表門

４

明治時代の三木家住宅平面図
当時の当主は三木通済（承太郎）

三木家住宅リーフレット掲載の建物配置図を一部改変
図面製作：尾瀬耕司（神戸建築文化財研究所）
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主
屋
の
東
南
隅
に
別
棟
に
建
て
ら
れ
て
い

る
の
で
、
通
路
東
の
表
側
は
唐
臼
の
置
き

場
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
方
は
中
二
階
の

下
男
部
屋
で
、
壁
梯
子
に
よ
っ
て
出
入
り

す
る
。

　
格
子
戸
の
北
側
に
は
、
天
井
が
吹
き
抜
け

に
な
っ
た
三
畳
間
の
﹁
ひ
ろ
し
き
﹂
が
あ
る
。

そ
の
奥
、
通
路
西
側
の
台
所
に
面
す
る
あ

た
り
に
は
竈
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
通
路
左
側
の
居
室
部
分
に
移
ろ
う
。
表

︵
南
︶
側
は
、
東
側
か
ら
順
に
﹁
み
せ
の
ま

︵
役
所
の
間
︶﹂、﹁
げ
ん
か
ん
﹂、﹁
中
の
ま
﹂、

﹁
か
み
の
ま
﹂
に
な
っ
て
い
る
。﹁
み
せ
の
ま
﹂

は
六
畳
で
、
主
と
し
て
大
庄
屋
役
の
日
常

業
務
に
使
わ
れ
た
。
こ
こ
の
天
井
裏
は
﹁
つ

し
二
階
﹂
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
上
が

る
た
め
の
階
段
が
通
路
側
に
設
け
ら
れ
て

い
る
。

　﹁
げ
ん
か
ん
﹂
は
十
畳
で
、
こ
れ
も

多
く
は
行
政
的
な
用
務
に
使
用
さ
れ
た
。

部
屋
の
庭
に
面
し
た
南
側
は
玄
関
式
台
に

な
っ
て
い
て
、
藩
の
役
人
な
ど
は
こ
こ

か
ら
家
に
入
っ
た
。
そ
れ
で
、
入
口
す
ぐ

左
側
の
部
屋
を
﹁
み
せ
の
ま
﹂
と
い
い
、

こ
の
部
屋
を
﹁
げ
ん
か
ん
﹂
と
呼
ぶ
。

　﹁
げ
ん
か
ん
﹂
前
の
庭
は
一
種
の
広
場
で
、

そ
の
奥
の
植
え
込
み
の
あ
る
庭
と
は

﹁
げ
ん
か
ん
﹂
と
﹁
中
の
ま
﹂
の
境
界
線
を

南
に
延
長
し
た
部
分
に
設
け
ら
れ
た

別
棟
の
、
藩
の
重
役
な
ど
の
来
訪
時
に

使
わ
れ
た
と
い
う
湯
殿
・
便
所
と
板
戸
と
で

切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
所
轄
す
る

村
々
の
争
論
な
ど
の
評
決
が
行
わ
れ
る

時
に
、
い
わ
ゆ
る
白
洲
と
し
て
使
わ
れ
た
。

　﹁
中
の
ま
﹂
と
﹁
か
み
の
ま
﹂
は
併
せ
て

表
座
敷
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
は
重
要
な

来
客
の
接
待
な
ど
に
使
わ
れ
る
部
屋
で

あ
る
。
﹁
中
の
ま
﹂
は
八
畳
で
、
北
側
の

東
半
分
に
仏
壇
、
西
半
分
に
天
袋
と
違
い

棚
を
付
け
る
。
普
段
は
閉
じ
ら
れ
て
見
え

な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
下
に

格
子
窓
が
あ
っ
て
北
側
の
﹁
お
く
﹂
と

つ
な
が
っ
て
い
る
。
表
座
敷
で
異
変
が

あ
っ
た
時
の
た
め
の
通
路
で
あ
り
、
一
種
の

武
者
隠
し
で
あ
る
。
﹁
お
く
﹂
の
外
に
は
、

危
急
を
知
ら
せ
る
た
め
の
半
鐘
が
吊
り

下
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
普
通
の

民
家
に
は
み
ら
れ
な
い
仕
掛
け
で
あ
る
。

　﹁
か
み
の
ま
﹂
は
八
畳
で
、
部
屋
の

北
側
に
床
の
間
を
つ
く
り
、
西
側
に
は

付
書
院
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
﹁
中
の

ま
﹂
と
の
間
に
は
透
か
し
彫
り
の
欄
間
が

美
し
い
。
表
座
敷
二
部
屋
の
南
側
は
縁
側
で
、

そ
の
外
は
前
栽
に
な
っ
て
い
る
。

﹁
か
み
の
ま
﹂
の
西
に
は
別
棟
の
二
畳
の

部
屋
・
湯
殿
・
便
所
が
あ
り
、
縁
側
で

つ
な
が
っ
て
い
る
。
小
さ
な
部
屋
だ
が

床
柱
に
竹
を
使
う
な
ど
数
寄
屋
造
風
の
、

一
種
の
遊
び
心
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
主
屋
一
階
の
北
側
は
、
土
間
側
か
ら

順
に
﹁
よ
じ
ょ
う
は
ん
﹂
、
﹁
か
み
さ
ん
の

し
た
﹂
、
﹁
お
く
の
く
ち
﹂
、
﹁
お
く
﹂
の
四

部
屋
に
な
っ
て
い
る
。

　﹁
よ
じ
ょ
う
は
ん
﹂
の
北
側
は
台
所
に

改
造
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
こ
れ
を

含
め
た
六
畳
の
部
屋
だ
っ
た
ら
し
い
。

　﹁
か
み
さ
ん
の
し
た
﹂
は
四
畳
で
、
﹁
よ

じ
ょ
う
は
ん
﹂
と
の
間
は
三
枚
の
板
戸
で

主屋入口　虫籠窓と格子

「かみのま」の書院、床の間など

庭と「げんかん」の玄関式台

西別棟二畳間の床

５
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仕
切
ら
れ
て
い
る
。
中
央
の
戸
の
上
部
の

目
の
高
さ
の
あ
た
り
に
﹁
よ
じ
ょ
う
は
ん
﹂

側
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
円
い
覗
き
穴
が

あ
り
、
鴨
居
の
内
側
に
は
槍
掛
け
も
あ
る
。

防
犯
や
変
事
の
際
に
備
え
た
も
の
で
、
こ

れ
も
普
通
の
民
家
に
は
見
ら
れ
な
い
細
工

で
あ
る
。

　﹁
お
く
の
く
ち
﹂
は
四
畳
半
で
、
﹁
か
み

さ
ん
の
し
た
﹂
と
の
間
は
引
き
違
い
戸
で

区
切
ら
れ
て
い
る
。
容
易
に
開
け
ら
れ
な

い
よ
う
に
、
こ
の
板
戸
な
ど
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　﹁
お
く
﹂
は
六
畳
で
、
北
側
に
床
の
間
と

押
入
れ
が
あ
る
。
南
側
に
も
押
入
れ
が
あ

る
が
奥
行
き
は
浅
く
、
引
き
戸
と
格
子
が

あ
る
。
こ
こ
が
﹁
中
の
ま
﹂
と
の
通
路
の

﹁
お
く
﹂
側
の
出
口
で
あ
る
。
ま
た
﹁
お

く
の
く
ち
﹂
と
の
境
の
鴨
居
に
は
、﹁
か
み

さ
ん
の
し
た
﹂
と
同
様
に
槍
掛
け
も
設
け

ら
れ
て
い
る
。

　

副
屋
と
離
れ
、
土
蔵
な
ど

　
表
門
と
主
屋
以
外
の
建
物
に
移
ろ
う
。

副
屋
は
二
階
建
本
瓦
葺
の
建
物
で
、
主
屋
の

西
北
隅
の
﹁
お
く
﹂
か
ら
北
へ
三
畳
の

板
の
間
ま
で
延
び
る
、
廊
下
の
西
側
に
あ
る
。

南
か
ら
﹁
お
ろ
く
じ
ょ
う
﹂・﹁
か
み
の
ま
﹂・

﹁
こ
ま
﹂
の
三
室
と
三
畳
の
板
の
間
に

な
っ
て
い
て
、
主
屋
と
離
れ
を
こ
の
廊
下
で

結
ん
で
い
る
。﹁
お
ろ
く
じ
ょ
う
﹂
と
﹁
か
み

の
ま
﹂
は
六
畳
で
、﹁
お
ろ
く
じ
ょ
う
﹂
の

西
側
は
二
間
の
押
入
れ
に
な
っ
て
い
る
。

﹁
こ
ま
﹂
は
四
畳
半
で
、
東
側
の
一
畳
半

分
が
板
張
り
に
な
り
、
廊
下
の
部
分
と

合
わ
せ
て
三
畳
の
板
の
間
を
構
成
し
て
い
る
。

　
副
屋
の
北
に
あ
る
の
が
入
母
屋
造
本
瓦

葺
の
﹁
離
れ
﹂
で
、
副
屋
の
廊
下
に
よ
っ

て
主
屋
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
の

中
心
に
な
る
の
が
田
の
字
型
に
配
置
さ
れ

た
四
部
屋
で
あ
る
。

　
南
側
の
二
室
は
と
も
に
八
畳
で
﹁
お
へ
や
﹂、

北
側
の
各
六
畳
の
二
室
は
﹁
新
座
敷
﹂
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
南
北
と
も
、
西
側
の

部
屋
に
は
床
の
間
を
設
け
る
。
﹁
お
へ
や
﹂

両
部
屋
の
南
側
と
﹁
新
座
敷
﹂
両
部
屋
の

北
側
と
は
濡
れ
縁
に
な
っ
て
い
る
。
平
書

院
や
付
書
院
な
ど
を
設
け
、
面
皮
柱
を

用
い
、
長
押
を
使
っ
て
天
井
が
や
や
低
い

な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
数
寄
屋
造
を
加
味

し
た
建
築
で
、
主
屋
と
は
趣
が
違
う
建
て

方
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
屋
の

北
東
に
は
物
入
れ
や
布
団
部
屋
、
便
所
な

ど
が
あ
り
、
こ
れ
を
加
え
る
と
﹁
離
れ
﹂
は

六
部
屋
に
な
る
。

　
裏
口
を
北
に
出
た
と
こ
ろ
の
中
央
に
あ

る
の
が
、
現
存
す
る
建
物
の
中
で
は
最
も

早
く
建
て
ら
れ
た
内
蔵
で
あ
る
。
そ
の

東
側
に
飾
磨
津
時
代
を
思
わ
せ
る
酒
蔵
、

酒
蔵
の
北
に
角
蔵
、
そ
こ
か
ら
や
や
離
れ
て

敷
地
の
北
端
の
中
央
東
寄
り
に
米
蔵
が
あ
る
。

建
て
ら
れ
た
時
期
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
が
、

い
ず
れ
も
一
重
二
階
建
の
切
妻
造
本
瓦
葺
の

建
物
で
あ
る
。
な
お
、
酒
蔵
は
北
側
の
二
間

半
分
が
味
噌
部
屋
、
角
蔵
は
北
側
一
間
半
が

蔵
で
残
り
は
引
割
部
屋
に
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
火
災
に
備
え
て
分
厚
い
土
壁
で

塗
り
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

 

敷
地
の
東
南
隅
に
は
厩
が
あ
る
が
、
久
し

く
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
荒
廃
し
、
解
体

修
復
中
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
隠
居
所
も

あ
っ
た
が
、
道
路
の
拡
幅
時
に
取
り
除
い

た
と
い
う
。
大
工
仕
事
な
ど
の
た
め
の

作
業
場
な
ど
も
撤
去
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

他
は
現
在
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　
地
方
文
化
の
中
核
と
し
て

　
明
治
初
期
に
作
ら
れ
た
三
木
家
の
蔵
書

目
録
に
は
、
為
政
者
必
読
と
さ
れ
た
﹃
資

治
通
鑑
﹄
や
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
な
ど
の

「中のま」から「おく」への通路

内蔵（左）と酒蔵（右手前）・角蔵（右奥）

主屋裏口から

北から見た三木家全景

６
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漢
籍
、﹃
万
葉
集
﹄
や
﹃
太
平
記
﹄
な
ど
の

日
本
の
古
典
、
﹃
農
家
益
﹄
﹃
農
業
善
処
﹄

な
ど
の
農
業
書
、﹃
天
文
図
解
﹄﹃
馬
医
書
﹄

な
ど
の
実
学
書
、﹃
切
支
丹
由
来
﹄
や
﹃
異

船
事
実
記
聞
﹄
な
ど
の
時
事
関
係
の
書
物

等
々
が
み
え
、
多
量
か
つ
広
範
囲
に
及
ぶ

書
物
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

柳
田
國
男
が
﹁
み
せ
の
ま
﹂
の
上
の
二
階
で

三
木
家
所
蔵
の
書
物
を
読
み
、
そ
れ
が

柳
田
民
俗
学
の
原
点
の
一
つ
と
な
っ
た
と

い
う
の
は
、
広
く
知
ら
れ
た
逸
話
で
あ
る
。

北
条
︵
加
西
市
︶
へ
移
っ
た
家
族
と
別
れ
て

一
年
余
り
の
間
三
木
家
に
預
け
ら
れ
て

い
た
の
は
、
明
治
一
八
年
︵
一
八
八
五
︶、

十
二
歳
の
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
三
木
家
代
々
の
当
主
は
学
問
や
芸
術
を

好
ん
だ
。
五
代
目
の
通
庸
は
明
和
九
年

︵
一
七
七
二
︶、
一
八
歳
の
時
に
京
都
に
出
て

皆
川
淇
園
に
師
事
し
て
い
る
し
、
六
代
の

通
明
は
庶
民
の
大
学
と
い
わ
れ
た
大
坂

︵
大
阪
︶
の
懐
徳
堂
の
堂
主
だ
っ
た
中
井

竹
山
や
、
龍
野
︵
た
つ
の
市
︶
の
藩
儒
、

股
野
玉
川
の
家
塾
の
幽
蘭
堂
に
学
ん
だ
。

三
木
家
と
懐
徳
堂
の
結
び
つ
き
は
長
く
、

蔵
書
目
録
も
懐
徳
堂
の
罫
紙
に
書
か
れ
て

い
る
。
七
代
目
の
通
深
は
父
の
通
明
と

と
も
に
姫
路
の
島
琴
陵
に
絵
画
を
学
び
、

大
坂
に
出
て
並
河
寒
泉
に
、
江
戸
で
当
時
の

大
学
頭
林
　
宇
に
学
ん
だ
。
三
四
歳
と

い
う
短
命
だ
っ
た
が
天
才
肌
の
文
化
人
で
、

学
者
や
文
人
墨
客
が
各
地
か
ら
集
ま
っ
て

逗
留
し
て
自
由
に
創
作
活
動
を
行
い
、
三
木

家
は
一
種
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
状
況
に

な
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
に
家
産
を

相
当
に
消
耗
し
た
と
い
う
が
、
彼
ら
の

作
品
な
ど
も
三
木
家
に
は
多
く
残
さ
れ
て

い
る
。

　
自
分
が
得
た
学
問
や
文
化
を
周
囲
に

紹
介
し
広
め
て
い
っ
た
の
も
、
三
木
家
の

功
績
の
一
つ
で
あ
る
。
松
岡
家
と
の
代
々
の

交
友
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
例
え
ば

通
庸
と
柳
田
國
男
の
曾
祖
父
で
医
師
だ
っ
た

義
輔
と
は
詩
友
で
あ
り
、
祖
母
で
儒
学
や

文
学
に
秀
で
た
小
鶴
は
通
深
と
の
交
流
で
も

知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
、

学
問
や
芸
術
を
尊
ぶ
気
風
が
地
域
に
浸
透

し
た
。
明
治
時
代
に
多
く
の
文
人
学
者
を

輩
出
し
た
背
景
に
は
、
そ
の
蓄
積
が
あ
っ

た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
現
在
に
も

受
け
継
が
れ
、
社
会
の
深
層
に
生
き
続
け

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
三
木
家
住
宅
、
そ
の
後

　
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
建
物
を

管
理
し
維
持
し
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

か
っ
て
は
、
た
と
え
ば
大
工
さ
ん
や
左
官

さ
ん
と
年
に
各
六
〇
人
役
の
契
約
を
し
て

い
た
と
い
う
。
日
時
を
限
ら
ず
年
に
六
〇

日
三
木
家
に
来
て
、
気
付
い
た
所
を
補
修
・

修
築
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ

ど
の
手
入
れ
が
必
要
な
の
だ
が
、
こ
れ

に
は
大
き
な
財
力
を
要
す
る
。
広
大
な

農
地
を
所
有
し
て
い
た
時
代
に
は
で
き
て
も
、

特
に
戦
後
に
な
る
と
そ
れ
は
不
可
能
に

な
っ
た
。
ま
た
、
人
の
出
入
り
が
な
く
な

る
と
建
物
は
傷
む
。
こ
れ
だ
け
数
多
く

広
い
建
物
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の

人
が
こ
こ
で
生
活
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
も
無
理
な
時
代
に
な
っ
た
。

　
蔵
書
や
文
書
な
ど
が
流
出
し
、
何
度
か

盗
難
に
も
遭
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
代
に

入
る
頃
に
は
西
別
棟
な
ど
で
虫
害
が
発
生
し
、

屋
根
も
波
を
打
つ
状
態
に
な
っ
て
、
瓦
の

落
下
が
心
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
重
い

土
を
大
量
に
載
せ
た
屋
根
の
重
み
な
ど
に

よ
っ
て
太
い
柱
や
鴨
居
さ
え
歪
み
、
補
強

し
て
も
動
か
な
い
建
具
が
増
え
た
。
十
代

目
の
当
主
だ
っ
た
庸
一
氏
の
夫
人
美
子
氏
が
、

建
物
の
換
気
を
兼
ね
て
春
・
秋
の
休
日
に

見
学
者
に
住
宅
を
開
放
さ
れ
始
め
た
の
は
、

昭
和
五
十
年
代
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
努
力
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
の

規
模
の
住
宅
群
を
個
人
で
管
理
し
、
維
持

す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
だ
。
幸
い

当
主
の
三
木
雅
雄
氏
や
福
崎
町
当
局
の

決
断
に
よ
り
、
平
成
一
六
年
︵
二
〇
〇

四
︶
に
三
木
家
の
建
物
群
が
町
に
寄
附

さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
修
復
を
終
え
た

主
屋
が
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　
文
化
財
は
一
度
失
わ
れ
る
と
元
に
戻
ら

な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
貴
重
な
文
化

財
で
あ
る
三
木
家
住
宅
群
を
、
後
世
に

永
く
伝
え
た
い
と
思
う
。

傷みの激しい主屋昭和55年
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