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日
本
の
古
建
築
1
東
京
の
民
家
－

工
学
院
大
学
教
授
　
山
崎
弘
先
生

（
六
月
二
七
日
開
催
し
た
文
化
財
講
座
の
内
容
を
文
化
財
係
の
責
任
で
抄
錦
し
た
も
の
で
す
。
）

今
回
は
、
日
本
の
古
建
築
の
う
ち
、
民
家
に
つ
い

て
話
を
進
め
る
。

ま
ず
、
民
家
の
屋
根
の
形
式
は
、
屋
根
材
に
影
響

さ
れ
決
ま
る
。
農
家
の
よ
う
に
屋
根
材
に
茅
・
藁
な

ど
草
を
利
用
し
た
場
合
、
屋
根
型
は
寄
棟
に
な
り
、

町
家
の
よ
う
に
板
・
瓦
を
利
用
し
た
場
合
は
切
妻
に

（下）相原家旧住宅全景（昭和39年小林昌人民掘影）

な
る
。
後
者
を
寄
棟
に
し
な
い
の
は
、
板
・
瓦
で
は

妻
の
部
分
を
二
元
に
す
る
の
が
技
術
的
に
難
し
い
た

め
で
あ
る
。
ま
た
、
板
・
瓦
茸
屋
根
の
場
合
、
勾
配

を
急
に
す
る
と
板
・
瓦
が
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
、
草

茸
屋
根
と
く
ら
べ
、
傾
斜
は
緩
や
か
に
な
る
。

し
か
し
、
寄
棟
・
切
妻
と
一
様
に
言
っ
て
も
、
全

部
が
全
部
同
じ
形
で
は
な
い
。
屋
根
型
は
、
気
候
・

風
土
・
生
業
・
歴
史
的
な
条
件
や
土
地
の
材
料
を
い

か
に
便
う
か
と
い
う
創
意
工
夫
に
結
び
つ
い
て
、
地

方
的
な
特
色
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
～

造
り
」
と
称
す
る
民
家
の
い
ろ
い
ろ
な
分
類
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
曲
屋
・
中
門
造
り
・
兜
造
り
・

合
掌
造
り
・
大
和
造
り
・
本
棟
造
り
・
ク
ド
造
り
・

ジ
ョ
ウ
ロ
造
り
と
い
っ
た
様
式
で
あ
る
。

東
京
は
、
武
蔵
野
の
平
野
部
、
多
摩
の
丘
陵
部
、

西
南
の
山
地
、
江
戸
川
周
辺
の
低
湿
地
、
島
し
ょ
部

と
、
地
形
的
・
気
候
的
に
変
化
に
富
み
、
民
家
の
様

式
も
気
候
・
風
土
・
生
業
の
違
い
に
よ
っ
て
地
域
性

を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
養
蚕
が
盛
ん
な
山
地
・

丘
陵
部
は
、
通
風
性
や
採
光
を
確
保
す
る
た
め
、
小

さ
い
妻
を
持
っ
た
入
母
屋
の
屋
根
が
多
い
。
山
梨
県

の
方
で
考
え
ら
れ
た
妻
の
部
分
を
大
き
く
開
放
す
る

兜
造
り
と
い
う
屋
根
型
も
み
ら
れ
る
。
平
野
部
は
、

一
般
的
に
寄
棟
の
屋
根
型
が
多
く
、
練
馬
も
同
様
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
八
丈
島
の
場
合
は
、
板
の
間
の
二
部
屋
構

成
で
、
部
屋
の
周
り
は
廊
下
、
そ
の
四
隅
は
物
入
れ

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
台
風
に
備
え
て
道
具
を

入
れ
て
お
く
た
め
と
、
四
隅
を
重
し
に
し
て
台
風
で

と
ば
さ
れ
な
い
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。

一
方
、
す
ま
い
の
間
取
り
は
、
広
間
型
二
間
取
り

型
か
ら
機
能
の
分
化
が
み
ら
れ
、
幕
末
頃
四
間
取
り

型
に
な
っ
て
い
く
の
が
主
流
で
あ
る
。
上
層
階
級
の

場
合
は
、
さ
ら
に
接
客
部
分
が
設
け
ら
れ
、
六
間
取

り
型
で
あ
る
。
江
戸
川
周
辺
で
は
、
曲
屋
が
み
ら
れ
、

平
野
部
で
も
家
の
後
方
に
の
び
る
曲
屋
が
み
ら
れ
る
。

章一恥

妻■苓⇒ゝ
入母屋

章一香⇒
切　妻

［屋根の形式］
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こ
れ
は
、
家
族
構
成
が
増
え
、
寝
る
と
こ
ろ
を
増
や

し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
間
取
り
の
地
域
性
は
あ
ま
り
な
く
、

地
域
に
よ
っ
て
屋
根
型
に
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る

の
が
、
東
京
の
民
家
の
特
徴
と
い
え
る
。

練
馬
区
内
で
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
民
家
の
地
域
性

は
な
い
。
昭
和
五
八
年
の
調
査
時
、
民
家
は
三
三
棟

あ
り
、
そ
の
う
ち
直
屋
と
い
う
長
方
形
の
民
家
は
二

七
棟
、
家
の
後
ろ
へ
角
を
出
し
た
曲
屋
は
六
棟
で
あ

っ
た
。
屋
根
型
で
み
る
と
、
寄
棟
二
三
棟
、
入
母
屋

は
七
棟
で
、
後
者
は
養
蚕
農
家
が
含
ま
れ
る
。
間
取

り
は
す
べ
て
四
間
取
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
生
活

を
し
て
い
く
上
で
改
造
を
加
え
た
結
果
で
あ
り
、
原

型
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
年
代
的
に
は
、
そ
れ
ほ

ど
古
い
民
家
は
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
古
い
民
家
、
新
し
い
民
家
を
見
分
け
る

目
安
を
紹
介
す
る
。
一
つ
は
柱
間
の
間
隔
で
、
梁
を

享
え
る
柱
が
一
間
お
き
に
立
っ
て
い
る
民
家
は
古
い
。

こ
れ
に
対
し
、
柱
の
数
が
省
略
さ
れ
て
柱
間
の
間
隔

が
広
く
、
大
里
桂
が
太
く
て
、
差
鴨
居
の
太
い
梁
が

入
っ
て
い
る
の
は
、
頑
丈
に
で
き
て
い
る
が
、
そ
れ

ほ
ど
古
い
民
家
で
は
な
い
。
次
に
、
柱
の
仕
上
げ
で

あ
る
が
、
チ
ョ
ウ
ナ
仕
上
げ
、
と
り
わ
け
ハ
マ
グ
リ

型
の
チ
ョ
ウ
ナ
で
造
ら
れ
た
民
家
は
古
く
、
カ
ン
ナ

仕
上
げ
の
方
は
新
し
い
。
こ
れ
ら
の
点
な
ど
が
、
民

家
の
新
旧
を
は
か
る
目
安
で
あ
り
、
知
っ
て
い
れ
ば

民
家
を
視
る
こ
と
が
興
味
深
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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薫
摘
み
鋏
と
刈
り
込
み
鋏

練
馬
区
内
の
茶
の
栽
培
生
産
は
、
明
治
初
期
か
ら

中
期
の
か
け
て
急
速
に
発
展
し
ま
し
た
。
大
正
十
年

ご
ろ
ま
で
が
最
盛
期
で
し
た
。
関
東
大
震
災
を
契
機

に
都
市
化
が
進
む
に
つ
れ
て
衰
え
ま
し
た
が
、
昭
和

三
十
年
代
ま
で
は
、
自
家
用
茶
を
作
る
光
景
が
み
ら

れ
ま
し
た
。
茶
摘
み
は
、
五
月
と
七
月
に
行
な
わ
れ

ま
し
た
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
茶
を
栽
培
す
る
と
き
に

使
う
二
つ
の
鉄
で
す
。

写
真
1
は
、
茶
摘
み
鋏
で
す
。
茶
の
葉
を
摘
む
た

め
の
専
用
の
鉄
で
す
。
刈
り
取
っ
た
茶
の
葉
を
上
刃

の
受
け
板
で
右
方
へ
か
き
寄
せ
、
下
刃
に
つ
い
て
い

る
集
葉
袋
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま

す
。
受
け
板
と
は
、
上
刃
に
垂
直
に
つ
い
て
い
る
鉄

写真2刈り込み叙

E＝ミ≡⊂二王：こコヨ＝；≡：二二宕＝＝∈こ⊃≡夏＝コ≡こ＝ミ≡こm

写真1茶摘み鉄

板
の
こ
と
で
す
。

茶
摘
み
鉄
は
、
静
岡
県
で
考
案
さ
れ
、
大
正
の
中

ご
ろ
か
ら
実
用
化
さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
は
手
摘
み
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

手
間
が
か
か
る
の
で
だ
ん
だ
ん
と
鋏
を
使
う
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
上
質
の
茶
は
、
手
で
摘

み
ま
し
た
。

写
真
2
は
、
刈
り
込
み
鋏
で
す
。
茶
の
木
の
刈
り

込
み
に
便
い
ま
し
た
。
刈
り
込
み
は
、
幼
木
を
仕
立

て
た
り
、
樹
形
を
撃
え
た
り
、
枝
に
勢
い
を
つ
け
る

た
め
に
行
い
ま
し
た
。

刈
り
込
み
鋏
は
、
茶
の
木
以
外
の
木
の
努
定
に
も

使
用
し
ま
し
た
。

で
き
上
が
っ
た
茶
は
、
区
内
の
小
売
り
商
や
仲
買

＝≡こmm＝ミニコヨこ諾迂＝ココこコ≡二つ託つ≡こ＝≡＝コ≡：コ≡こ＝≡：コ≡こコ≡＝コ≡こ

－2－

人
に
売
り
渡
さ
れ
ま
し
た
。



第28号　ねりまの文化財　　　　　　　　　　　　　　　平成7年（1995）8月

古文書の上手な保存の仕方①　－生物書対策－

古
文
書
か
ら
私
た
ち
は
先
人
の
営
み
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
区
内
に
残
る
古
文
書
も
貴
重
な
文
化

財
と
し
て
後
世
へ
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、
保
存
方
法
を
工
夫
し
な
い
と
古
文
書
の

劣
化
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
左
の
写
真

を
見
て
下
さ
い
。
古
文
書
の
一
部
が
破
損
し
、
字
が

読
み
ず
ら
く
な
っ
て
い
ま
す
。
原
因
は
、
シ
バ
ン
ム

シ
と
い
う
虫
に
よ
っ
て
古
文
書
が
喰
い
荒
ら
さ
れ
た

た
め
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
虫
の
糞
や
唾
液
が
固
ま

っ
て
古
文
書
は
開
き
に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
古
文
書
に
被
害
を
与
え
る
生
物
は
、

虫
・
禽
獣
・
カ
ビ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
害
虫
は
シ
バ

ン
ム
シ
・
ゴ
キ
ブ
リ
・
シ
ミ
・
白
蟻
な
ど
で
、
右
に

述
べ
た
害
を
古
文
書
に
も
た
ら
し
ま
す
。
禽
獣
書
と

し
て
は
、
鼠
に
よ
る
喰
害
・
糞
害
が
あ
り
ま
す
。
カ

ビ
は
多
湿
が
発
生
原
因
で
、
日
本
で
は
五
月
中
旬
か

ら
九
月
ま
で
の
時
期
が
発
生
の
要
注
意
時
期
で
す
。

古
文
書
の
こ
う
し
た
生
物
害
を
防
ぐ
た
め
、
博
物

館
・
文
書
館
で
は
、
ガ
ス
を
用
い
て
燻
蒸
を
行
い
、

古
文
書
に
付
着
し
て
い
る
虫
・
カ
ビ
を
除
去
し
ま
す
。

そ
の
後
、
防
虫
設
備
・
温
湿
調
整
設
備
を
持
つ
収
蔵

庫
に
古
文
書
を
保
管
し
、
再
発
を
防
ぎ
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
設
備
を
持
っ
て
い
る
施
設
は
限
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
個
人
の
お
宅
で
も
簡
単
に

で
き
る
古
文
書
の
保
存
方
法
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
年
二
回
ぐ
ら
い
古
文
書
の
虫
干
し
（
曝
涼
）

を
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
古
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る

湿
気
を
拡
散
す
る
た
め
で
、
殺
カ
ビ
効
果
・
殺
虫
効

果
が
あ
り
ま
す
。
古
文
書
を
直
接
日
光
に
当
て
れ
ば
、

よ
り
一
層
の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
が
、
紫
外
線
が

紙
質
の
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
、
風
通
し
の
良
い
所

で
の
陰
干
し
を
薦
め
ま
す
。
降
雨
の
後
や
梅
雨
期
は

避
け
て
実
施
し
て
下
さ
い
。

虫
干
し
を
終
え
た
ら
、
古
文
書
に
付
着
し
て
い
る

チ
リ
・
ホ
コ
リ
を
よ
く
落
と
し
ま
す
。
チ
リ
・
ホ
コ

リ
は
虫
の
エ
サ
と
な
り
や
す
い
た
め
で
す
。
そ
の
後
、

防
虫
剤
を
そ
え
て
古
文
書
を
収
納
箱
に
い
れ
、
鼠
の

で
な
い
よ
う
な
場
所
に
保
管
し
ま
す
。

防
虫
剤
は
市
販
の
も
の
で
充
分
で
す
が
、
樟
脳
・

ナ
フ
タ
リ
ン
は
古
文
書
を
汚
染
す
る
の
で
、
パ
ラ
ジ

ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
薬
剤
は
、
上

部
か
ら
下
部
へ
浸
透
し
て
い
く
の
で
、
収
納
箱
に
入

れ
た
古
文
書
の
上
に
中
性
紙
を
敷
き
、
パ
ラ
ジ
ク
ロ

ル
ベ
ン
ゼ
ン
を
そ
の
上
に
置
き
ま
す
。
収
納
箱
は
、

密
封
性
の
高
い
も
の
　
（
ク
ツ
パ
ー
な
ど
）
を
使
用
し

ま
す
。
薬
剤
は
使
用
が
多
過
ぎ
た
り
、
複
数
の
も
の

を
混
用
す
る
と
古
文
書
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

の
で
注
意
し
て
下
さ
い
。

防
カ
ビ
対
策
と
し
て
は
、
調
湿
紙
を
収
納
箱
の
中

に
敷
き
湿
度
を
調
整
し
ま
す
。
調
湿
紙
が
手
に
入
ら

な
い
と
き
は
、
写
真
用
晶
の
乾
燥
剤
で
代
替
す
る
の

も
よ
い
で
し
ょ
う
。
虫
干
し
で
殺
カ
ビ
し
た
後
、
カ

ど
の
発
生
要
因
で
あ
る
湿
度
を
除
去
し
、
カ
ど
の
再

発
を
防
ぎ
ま
す
。

こ
う
し
て
、
古
文
書
に
と
っ
て
「
快
適
」
な
環
境

を
作
り
上
げ
れ
ば
、
個
人
宅
で
も
か
な
り
の
保
存
効

果
が
期
待
で
き
ま
す
。

丸
鯵
の
庚
申
さ
ま

文
化
財
保
護
推
進
委
員
　
　
長
坂
淳
子

石
神
井
川
の
南
側
の
台
地
、
そ
の
昔
、
下
石
神
井

村
伊
保
ケ
谷
戸
と
よ
ば
れ
た
下
石
神
井
五
－
七
の
地

に
、
享
保
一
二
年
二
七
二
七
）
か
ら
ず
っ
と
位
置

も
変
わ
ら
ず
、
一
本
の
石
で
青
面
金
剛
像
を
九
彫
り

し
た
珍
し
い
庚
申
塔
が
建
っ
て
い
ま
す
。

庚
申
と
は
、
エ
ト
の
上
の
言
葉
で
十
支
十
二
支
を

暦
の
年
に
当
て
、
六
〇
年
に
一
度
、
そ
れ
を
月
日
に

当
て
て
同
じ
く
六
〇
日
に
一
度
巡
っ
て
く
る
日
で
す
。

私
達
の
体
内
に
三
戸
虫
と
い
う
虫
が
い
て
、
日
頃

の
行
状
を
監
視
し
て
お
り
、
六
〇
日
ご
と
に
訪
れ
る

3
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庚
申
の
夜
、
私
達
が
寝
て
い
る
間
に
体
か
ら
抜
け
出

し
天
帝
に
悪
事
を
告
げ
、
天
帝
は
私
達
の
寿
命
を
縮

め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
庚
申
の
夜
は
眠
ら
な
い

で
謹
慎
し
ょ
う
と
い
う
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
の
が
庚
申
信
仰
で
す
。

江
戸
時
代
中
頃
か
ら
民
間
信
仰
と
し
て
全
国
的
に

広
が
り
、
講
が
出
来
、
庚
申
得
が
行
な
わ
れ
、
村
の

入
口
な
ど
に
庚
申
塔
が
さ
か
ん
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

練
馬
区
内
に
も
現
在
一
三
〇
基
余
の
庚
申
塔
が
残
っ

て
い
ま
す
。
文
字
だ
け
の
も
の
、
石
の
中
央
に
青
面

金
剛
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
等
、
庚
申
塔
の
形
も

様
々
で
す
。

村
の
講
の
人
々
は
、
庚
申
の
夜
当
番
に
当
た
っ
た

家
に
集
ま
り
、
庚
申
の
掛
軸
を
拝
み
、
灯
明
・
線
香

等
を
あ
げ
、
食
事
を
し
な
が
ら
情
報
交
換
を
し
合
い

雑
談
に
花
を
咲
か
せ
て
時
を
す
ご
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

下
石
神
井
の
丸
彫
像
の
台
石
に
は
、
講
中
三
四
人

と
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
二
七
〇
年
の
歳
月
が
た
っ
た

今
、
九
人
の
講
中
の
人
た
ち
と
地
域
の
人
々
に
よ
っ

て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
青
面
金
剛
像
は
総
高
一
四
八

セ
ン
チ
で
、
天
上
へ
報
告
に
昇
天
し
ょ
う
と
す
る
三

戸
の
虫
を
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
な
憤
怒
の
相
を
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
姿
は
美
し
く
、
て
い
ね
い
に
彫
ら

れ
足
下
に
邪
鬼
を
備
え
、
台
座
に
は
三
猿
が
み
ご
と

に
浮
彫
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
像
に
も
受
難
の
時
が
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
四
〇
年
頃
、
車
に
ひ
っ
か
け
ら
れ
、
像
は
中
央

で
二
つ
に
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
車
は
そ
の
ま
ま

走
り
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
近
く
に
住
ん
で
い

た
、
講
の
人
た
ち
と
石
塚
勘
七
さ
ん
ら
が
気
が
つ
き
、

す
ぐ
直
し
ま
し
た
。
当
時
の
こ
と
を
石
塚
さ
ん
は
、

「
ま
っ
た
く
、
勿
体
な
い
こ
と
を
し
ち
ゃ
っ
た
な
、

と
思
い
な
が
ら
割
れ
た
と
こ
ろ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト

を
入
れ
、
そ
の
上
に
の
っ
け
て
、
く
っ
つ
け
た
。

ほ
ん
と
う
に
よ
く
く
っ
つ
い
た
。
」

雫
保
十
二
丁
未
天

武
品
豊
嶋
郡

下
石
神
井
村

奉
　
待

願
主

講
中

六
月
書
目

庚
　
申

小
川
八
兵
衛

三
十
四
人

台石銘文

と
、
述
懐
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

講
の
人
た
ち
は
今
、
年
に
三
回
庚
申
符
を
し
て
い

ま
す
。
当
番
に
当
た
っ
た
人
は
庚
申
様
の
掃
除
を
し

灯
明
を
あ
げ
、
み
ん
な
で
食
事
を
し
ま
す
。
地
域
の

人
々
に
も
大
切
に
さ
れ
て
お
り
、
赤
い
よ
だ
れ
掛
け

に
赤
い
帽
子
、
ぴ
ん
に
は
季
節
の
花
が
い
つ
も
供
え

ら
れ
て
お
り
、
幸
福
そ
う
な
庚
申
さ
ま
で
す
。

「
お
参
り
し
て
い
る
お
陰
で
、
大
き
な
病
気
も
し

な
い
で
丈
夫
に
働
け
て
あ
り
が
た
い
。
寄
り
合
っ

た
時
に
は
世
間
ば
な
し
を
し
、
み
ん
な
身
内
み
た

い
な
も
ん
で
。
」

と
は
石
塚
さ
ん
。

「
病
の
心
配
、
自
然
災
害
、
凶
作
と
農
民
に
と
っ

て
不
幸
な
時
代
も
数
多
く
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

そ
ん
な
時
、
神
に
す
が
り
、
農
耕
の
安
全
を
祈
っ

た
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。

ま
だ
そ
ん
な
こ
と
（
庚
申
待
）
し
て
い
る
っ
て

い
わ
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
」

と
、
講
元
の
本
橋
豊
一
さ
ん
は
苦
笑
い
し
ま
し
た
。

丸
彫
の
庚
申
さ
ま
は
、
世
の
中
の
ど
ん
な
風
物
・

変
化
を
み
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
清
潔
で
、
静
か

に
保
た
れ
て
い
る
詞
の
中
の
一
本
の
石
に
彫
ら
れ
た

青
面
金
剛
・
邪
鬼
二
二
猿
の
そ
の
ほ
さ
え
ま
し
い
姿

を
み
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
時
代
に
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
人
々
の
心
の
や
さ
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

尚
、
こ
の
庚
申
塔
は
平
成
七
年
三
月
、
区
の
登
録

文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。

4


