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古
い
民
家
を
訪
れ
、ス
ス
で
真
っ
黒
に
な
っ
た
柱
や
梁
に

出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。こ
れ
ら
の
ス
ス
は
、囲

炉
裏
や
台
所
の
か
ま
ど
等
か
ら
出
た
も
の
で
、昔
は
火
を

使
う
こ
と
は
家
全
体
に
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
、住
生
活

や
家
の
構
造
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。日
本
の
住
宅

に
お
け
る
近
代
化
の
一
つ
で
あ
る
ガ
ス
設
備
の
発
達
は
、

住
宅
の
変
化
等
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。以
下
に
、燃
料
の
ガ
ス
化
の
歴
史
と
近
代
の
住
生

活
の
変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。�

����  

日
本
に
お
け
る
ガ
ス
の
使
用
は
、ガ
ス
街
灯
の
計
画
が

横
浜
の
外
国
人
居
留
地
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、明

治
五
年（
一
八
七
二
）、横
浜
に
公
共
と
し
て
は
国
内
最

初
の
ガ
ス
灯
が
灯
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。明
治
七
年

（
一
八
七
四
）に
は
、東
京
会
議
所
の
経
営
に
よ
っ
て
東

京
の
新
橋
か
ら
京
橋
ま
で
ガ
ス
管
が
通
さ
れ
、銀
座
通

り
に
ガ
ス
灯
八
五
基
が
点
灯
さ
れ
る
。そ
の
後
、ガ
ス
灯

は
屋
内
光
源
と
し
て
使
わ
れ
、明
治
一
〇
年
代
に
は

屋
内
用
の
ガ
ス
収
入
高
は
、前
年
比
で
著
し
い
伸
び
を

み
せ
、屋
内
ガ
ス
灯
の
市
場
を
見
込
ん
で
数
系
統
の
支

線
が
次
々
と
作
ら
れ
た
。�

　
ガ
ス
灯
は
近
代
設
備
と
し
て
遍
く
普
及
す
る
か
に

み
え
た
が
、明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）に
我
が
国
最
初

の
電
灯
が
点
灯
さ
れ
、明
治
二
〇
年（
一
八
八
七
）に
は

東
京
電
灯
会
社
に
よ
っ
て
電
気
の
公
式
供
給
が
開
始

さ
れ
、明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
）に
は
東
京
市
が
、大

正
二
年（
一
九
一
三
）に
は
日
本
電
灯
会
社
が
相
次
い

で
電
気
を
供
給
し
、屋
内
の
灯
り
は
ガ
ス
灯
か
ら
電
灯

に
移
行
し
て
い
っ
た
。�

　
し
か
し
、電
気
の
供
給
が
始
ま
っ
て
か
ら
一
気
に
電

灯
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、明
治
四
〇
年
代
に
は
、

裸
火
の
ガ
ス
灯
に
被
せ
て
使
う
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
が
発
明
さ

れ
、ガ
ス
灯
は
そ
れ
ま
で
の
約
五
倍
の
明
る
さ
に
な
り
、

ガ
ス
灯
は
勢
い
を
盛
り
返
す
か
に
み
え
た
。�

　
し
か
し
、明
治
四
一
年（
一
九
〇
八
）に
は
、つ
い
に
屋

内
ガ
ス
灯
を
使
う
戸
数
は
電
灯
使
用
戸
数
に
追
い
抜

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
差
は
年
々
拡
大
し
、特
に

大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
決

定
的
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。震
災
前
に
は
、

ガ
ス
は
東
京
の
三
分
の
一
近
く
の
家
庭
で
使
用
さ
れ
て

い
た
が
、震
災
以
降
、主
と
し
て
火
災
に
よ
る
危
険
性

が
少
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、電
灯
を
使
う
家
屋

が
激
増
し
た
。�

　
と
こ
ろ
が
、炭
な
ど
の
燃
料
よ
り
も
消
火
が
簡
単
で

火
災
の
危
険
の
少
な
い
ガ
ス
は
、熱
源
の
燃
料
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、大
正
一
三
年（
一
九
二
四
）

に
は
灯
火
用
と
熱
源
用
の
使
用
戸
数
の
逆
転
が
始
ま

り
、使
い
易
さ
も
買
わ
れ
て
熱
源
用
の
口
数
は
激
増
し
、

特
に
熱
源
用
燃
料
と
し
て
不
動
の
地
位
を
築
い
て
い
っ

た
。�

江
面
　
嗣
人
　W

ritten by T
suguto E

zura

は
じ
め
に�

光
源
用
か
ら
熱
源
用
へ�

�
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ガス七輪�

引窓の見上げ　ガス設備の普及により引窓は姿を消し、台所の上
に2階を重ねることもできるようになった�

住
宅

変
化
等

大

影
響

考

れ
る
。以
下
に
、燃
料
の
ガ
ス
化
の
歴
史
と
近
代
の
住
生

活
の
変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。�

灯

基

灯

後

灯

は
屋
内
光
源
と
し
て
使
わ
れ
、明
治
一
〇
年
代
に
は

屋
内
用
の
ガ
ス
収
入
高
は
、前
年
比
で
著
し
い
伸
び
を

特
に
熱
源
用
燃
料
と
し
て
不
動
の
地
位
を
築
い
て
い
っ

た
。�

����
　
明
治
四
三
年（
一
九
一
〇
）に
書
か
れ
た
夏
目
漱
石

の
小
説
『
門
』に
よ
れ
ば
、三
室
及
び
台
所
を
も
つ
主

人
公
の
家
で
は
、台
所
で
炭
用
の
七
輪
を
使
い
、茶
の
間

で
は
火
鉢
を
、灯
り
に
は
石
油
ラ
ン
プ
を
使
っ
て
お
り
、

主
人
公
の
大
家
の
家
で
は
、台
所
の
板
の
間
に
ガ
ス
七

輪（
コ
ン
ロ
）を
置
き
、書
斎
で
は
ガ
ス
暖
炉
、茶
の
間
で

は
長
火
鉢
を
使
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
昭
和
に
な
る

ま
で
は
、こ
う
し
た
階
層
差
に
よ
る
住
設
備
の
使
用
形

態
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。�

  

大
正
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た「
中
等
階
級
住
宅
調

査
」に
よ
る
と
、当
時
の
職
業
別
ガ
ス
設
備
の
普
及
率

が
分
か
る
。こ
れ
に
よ
る
と
、先
の
東
京
に
お
け
る
約

三
分
の
一
の
ガ
ス
使
用
者
が
、中
等
階
級
以
上
の
家
庭

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。ガ
ス
設
備
の
拡
大
は
、職
人
や

勤
め
人
な
ど
の
一
般
の
庶
民
階
層
ま
で
に
広
く
普
及

し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
一

般
庶
民
の
家
庭

に
普
及
し
て
く

る
の
は
、昭
和
一

〇
年
代
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
昭
和
初

期
に
な
っ
て
、ど

の
よ
う
に
ガ
ス

は
使
わ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。�

　
昭
和
一
四
年（
一
九
三
九
）の
住
宅
設
備
の
調
査（
池

田
譲
次
著『
小
住
宅
付
帯
設
備
管
見
』同
潤
会
）に
よ

る
と
、中
流
以
上
の
調
査
家
屋
五
〇
戸
中
五
戸
が
ガ
ス

の
風
呂
釜
を
使
い
、二
三
戸
が
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
を
使
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
以
外
に
電
気
ス
ト

ー
ブ
等
を
使
っ
て
い
た
家
屋
が
一
三
戸
あ
る
が
、ガ
ス
ス

ト
ー
ブ
の
使
用
が
比
較
的
多
い
の
は
、経
済
的
で
あ
り

来
客
時
に
短
時
間
で
部
屋
を
暖
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。ガ
ス
が
電
気
の
よ
う
に
最
低
料
金
を

決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、何
口
設
け
て
も
電
気
コ
ン
セ
ン

ト
の
よ
う
に
料
金
に
影
響
し
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
の
使
用
が
ほ
と

ん
ど
応
接
室
で
あ
る
こ
と
か
ら
、い
ま
だ
応
接
室
の
な

い
一
般
庶
民
の
家
庭
で
は
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
の
使
用
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
が
広
く
一
般
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
戦
後
を
待
た
な
く
て
は

な
ら
な
い
。�

　
ガ
ス
の
熱
源
用
使
用
戸
数
は
、大
正
元
年（
一
九
一

二
）に
は
約
三
九
万
戸
、大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）以

降
は
著
し
い
増
加
を
み
せ
、昭
和
三
年（
一
九
二
八
）

に
は
一
〇
〇
万
戸
を
越
え
て
い
る
。当
時
の
ガ
ス
器
具

は
ガ
ス
七
輪
、炊
飯
用
の
ガ
ス
釜
、ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
、風

呂
用
の
ガ
ス
釜
が
主
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、中
流

以
上
の
家
庭
で
さ
え
も
ガ
ス
の
風
呂
釜
や
ス
ト
ー
ブ
が

広
く
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、一
般
の
庶
民

の
住
宅
に
広
く
ガ
ス
が
普
及
し
た
の
は
、簡
易
に
使
用

で
き
た
ガ
ス
七
輪
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。ガ
ス

の
使
用
戸
数
の
増
加
を
見
る
と
、ほ
と
ん
ど
の
数
は
、

こ
の
ガ
ス
七
輪
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
、庶
民
に
最
も

早
く
最
も
多
く
愛
用
さ
れ
、庶
民
の
生
活
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
は
ガ
ス
七
輪
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。�

����

　
近
代
の
東
京
に
お
け
る
都
市
住
宅
で
は
、煮
炊
き
な

ど
の
調
理
に
炭
用
の
七
輪
が
使
わ
れ
た
。七
輪
の
場
合
、

台
所
の
外
で
火
を
熾
し
、七
輪
を
家
の
中
に
持
ち
込
ん

で
調
理
に
使
っ
た
。外
部
で
調
理
す
る
こ
と
も
少
な
く

な
く
、使
わ
れ
る
炭
や
薪
は
台
所
の
板
の
間
の
下
や
土

間
、外
部
の
路
地
等
の
軒
下
に
置
か
れ
た
。近
代
に
お

け
る
庶
民
住
宅
の
台
所
は
、土
間
を
も
ち
、外
部
空
間

と
密
接
な
結
び
つ
き
を
も
ち
、調
理
の
作
業
は
台
所
だ

け
で
は
完
結
せ
ず
、台
所
前
の
外
部
空
間
が
台
所
の
一

部
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。�

　
し
か
し
、燃
料
の
ガ
ス
化
に
よ
り
、外
で
火
を
熾
す
必

ガ
ス
設
備
の
発
達
と
住
空
間
の
変
化�

ガ
ス
器
具
の
普
及�
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明治期の平面には表勝手（東京の佃島では「おもてだいどこ」と呼ばれる）形式が見ら
れるが、現在は表に玄関を構え、奥に台所（ダイニングキッチン）を造っている�

【佃島の民家の現状平面図】�【同家復元平面図（明治４０年前後築）】�
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居　間�

浴室�

路　地� 路　地�

庭�

垣根�

表通り�表通り�

六畳�

玄関� 三畳�

奥�

棚�
卍�

洋式�
便所�

床�床�

物　置�

ダイニングキッチン�

路
　
地�二

段
押
入�

流
し�

庭�

文
化
庁
建
造
物
課
主
任
文
化
財
調
査
官
。
著
書
は
、『
ガ
ス
灯

か
ら
オ
ー
ブ
ン
ま
で:

ガ
ス
の
文
化
史
』（
共
著
・
鹿
島
出
版
会
）、

『
近
代
の
住
宅
建
築
』（
至
文
堂
）
な
ど
。�

　
江
面
　
嗣
人
（
え
づ
ら
・
つ
ぐ
と
）�

要
が
な
く
な
り
、そ
の
た
め
の
勝
手
口
や
外
部
空
間
が

必
要
な
く
な
り
、炭
や
薪
な
ど
の
保
管
場
所
も
必
要

な
く
な
っ
た
。そ
の
結
果
、台
所
仕
事
は
全
て
台
所
の

床
上
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、台
所
は
室
内
と
い
う

性
格
を
強
め
、土
間
の
面
積
も
徐
々
に
減
少
し
、台
所

は
外
部
と
の
結
び
つ
き
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
。�

　
東
京
の
下
町
に
あ
っ
た
町
家
の
形
式
を
も
つ
住
宅
で

は
、江
戸
に
多
く
見
ら
れ
た
、台
所
を
表
側
の
通
り
や

路
地
に
面
し
て
造
る「
表
勝
手
」の
形
式
が
徐
々
に
姿

を
消
し
た
。
生
活
色
が
強
く
表
れ
る
台
所
を
表
側
か

ら
見
え
な
い
位
置
に
置
き
、表
に
は
玄
関
を
構

え
る
よ
う
に
な
り
、住
居
全
体
の
表
側
空
間
へ

の
閉
鎖
性
が
高
ま
る
結
果
と
な
っ
た
。や
が
て
台

所
は
家
の
最
後
部
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

裏
路
地
の
形
式
が
発
達
し
た
が
、台
所
が
完
全

に
土
間
を
廃
止
し
、現
在
の
よ
う
に
勝
手
口
を

も
た
な
い
形
式
が
現
れ
る
の
は
戦
後
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。�

　
ま
た
、ガ
ス
燃
料
の
使
用
は
、炭
な
ど
の
煙
の

出
る
燃
料
か
ら
無
煙
の
燃
料
へ
変
化
し
た
こ
と

を
意
味
し
、台
所
の
天
井
に
付
け
ら
れ
た
煙
抜

き
を
必
要
と
せ
ず
、近
代
の
一
般
の
住
宅
に
広

く
使
わ
れ
た「
引
窓
」を
不
要
と
し
た
。こ
の「
引

窓
」は
日
本
全
国
に
広
く
見
ら
れ
た
形
式
で
あ

る
が
、町
家
だ
け
で
な
く
一
般
の
独
立
住
宅
の

台
所
に
も
多
く
使
わ
れ
た
。燃
料
の
無
煙
化
は

台
所
の
高
い
天
井
も
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、そ
れ
ま
で
二
階
が
造
れ
な
か
っ
た
台

所
の
上
部
に
も
部
屋
が
造
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

台
所
上
部
の
利
用
は
台
所
の
給
排
水
設
備
の

発
達
と
も
関
係
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

燃
料
の
ガ
ス
化
は
二
階
化
を
可
能
と
す
る
実
質
的
な

道
を
開
き
、こ
の
後
、近
代
の
住
宅
に
は
総
二
階
の
形

式
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。�

�����

　
正
面
が
閉
鎖
的
に
な
っ
た
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
の
近
所

付
き
合
い
の
仕
方
も
変
化
し
た
。地
域
内
で
の
普
段
の

付
き
合
い
か
ら
、そ
れ
ま
で
気
軽
に
家
の
中
に
入
っ
て
行

け
た
構
造
は
変
化
し
、ま
た
、正
面
の
戸
が
開
い
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
内
部
か
ら
外
の
様
子
が
見
え
、町
の
住
人

が
外
部
者
を
容
易
に
確
認
で
き
る
と
い
う
町
の
構
造
も

変
化
し
た
。こ
の
よ
う
な
互
い
に
補
う
こ
と
を
必
要
と

し
て
い
た
地
域
生
活
の
構
造
は
徐
々
に
失
わ
れ
、そ
れ

ぞ
れ
の
住
宅
は
閉
鎖
性
を
高
め
、独
立
性
を
強
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
調
理
の
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
た
ガ
ス

は
、台
所
空
間
を
変
え
、二
階
化
を
進
め
、都
市
住
宅

を
中
心
と
し
て
二
階
家
が
増
え
る
な
ど
、住
宅
や
町
の

構
造
及
び
景
観
ま
で
も
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。�

　
近
代
に
お
け
る
ガ
ス
設
備
の
導
入
は
、確
か
に
住
生

活
を
合
理
化
し
便
利
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。し
か
し

な
が
ら
、そ
の
一
方
で
は
、住
宅
の
閉
鎖
性
を
高
め
、地

域
の
人
々
が
生
活
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
目
に
見

え
な
い
地
域
構
造
を
失
う
契
機
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
外
部
と
繋
が
り
を
も
た
な
い
住
宅
の
構
造
は
、

住
宅
の
高
層
化
を
も
た
ら
す
結
果
と
も
な
っ
た
。住
生

活
の
近
代
化
と
い
う
意
味
で
ガ
ス
設
備
の
発
達
を
考
え

る
場
合
、そ
の
発
達
の
陰
で
変
化
す
る
生
活
的
な
構
造

に
も
注
意
が
払
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。便
利
で
機

能
的
な
生
活
は
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、失
う
も
の

の
価
値
を
意
識
す
る
賢
明
な
近
代
化
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。�

�

住
生
活
の
近
代
化
と
そ
の
意
味�
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