
　
母
屋
は
か
や
ぶ
き
屋
根
で
、
東
北
地
方

の
岩
手
県
な
ど
寒
冷
地
域
に
多
く
見
ら
れ

る
Ｌ
字
型
に
張
り
出
し
た
曲
屋
形
式
。
土

間
か
ら
突
出
し
た
Ｌ
字
の
部
分
は
当
時
、

馬
小
屋
と
し
て
使
わ
れ
、
い
ろ
り
か
ら
の

暖
気
が
馬
小
屋
へ
流
れ
込
ん
で
馬
を
温
め

て
い
ま
し
た
。
現
在
も
い
ぶ
し
て
建
物
の

傷
み
を
抑
え
た
り
、
い
ろ
り
を
囲
ん
で
交

流
を
楽
し
ん
だ
り
と
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
鈴
木
家
の
祖
先
は
熊
野
神
社
の
神
官
を

務
め
、
紀
州
（
現
在
の
三
重
県
）
よ
り
当
地

に
落
ち
着
き
、
日
影
南
郷
村
の
原
形
を
築
き

ま
し
た
。
主
に
養
蚕
を
な
り
わ
い
と
し
、
母

屋
２
階
に
蚕
室
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
蚕
室

の
風
通
し
を
良
く
す
る
た
め
に
屋
根
に
設
置

さ
れ
た
越こ

し

や

ね

屋
根
は
現
在
も
残
り
、
絹
産
業
に

関
わ
る
建
造
物
と
し
て
「
ぐ
ん
ま
絹
遺
産
」

に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
鈴
木
家
は
代
々
名
主
や
政
治
家
を
送
り
出

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
役
人
や
文
化
人
な
ど

の
滞
在
施
設
と
し
て
も
使
わ
れ
、
座
敷
に
高

低
差
を
つ
け
た
書
院
造
り
に
な
っ
て
い
ま

す
。
最
も
高
い
上
段
を
「
オ
ク
ノ
デ
イ
」
と

呼
び
、
奥
座
敷
に
当
た
る
「
奥
の
殿
」
か
ら

な
ま
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
曲
屋
に
訪
れ
る
多
く
は
、
都
市
部
や
バ
ス

ツ
ア
ー
の
団
体
な
ど
で
、
い
ろ
り
で
パ
チ
パ

チ
と
燃
え
る
薪
、
太
く
て
ず
っ
し
り
と
し
た

か
や
ぶ
き
古
民
家

歴
史
伝
え
て 曲屋の入口の引き戸から古川さんがお出迎え。縁側は雑誌

撮影などのメイン写真として使われることが多い
２
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　利
根
町
南
郷
地
区
の
「南
郷
の
曲
屋
」と
呼
ば
れ
る
旧
鈴
木
家
住
宅
。
２
０
０
４

利
根
町
南
郷
地
区
の
「南
郷
の
曲
屋
」と
呼
ば
れ
る
旧
鈴
木
家
住
宅
。
２
０
０
４

年
に
市
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
そ
ば
打
ち
な
ど
の
体
験
も
で
き
る
か
や
ぶ
き

年
に
市
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
そ
ば
打
ち
な
ど
の
体
験
も
で
き
る
か
や
ぶ
き

屋
根
の
古
民
家
で
す
。
関
東
で
は
め
ず
ら
し
い
と
注
目
さ
れ
る
造
り
や
、
曲
屋
を
守

屋
根
の
古
民
家
で
す
。
関
東
で
は
め
ず
ら
し
い
と
注
目
さ
れ
る
造
り
や
、
曲
屋
を
守

り
、
人
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
温
か
さ
を
伝
え
て
い
く
人
た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。

り
、
人
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
温
か
さ
を
伝
え
て
い
く
人
た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。
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柱
や
梁

は

り

な
ど
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
と
い
い

ま
す
。
約
20
年
間
、
曲
屋
を
守
っ
て
き
た
曲

屋
管
理
組
合
組
合
長
の
鈴
木
圭
子
さ
ん
は

「
歴
史
を
肌
で
感
じ
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を

膨
ら
ま
せ
て
ほ
し
い
」
と
話
し
ま
す
。

　
一
方
、
南
郷
地
区
は
高
齢
化
が
進
み
、
曲

屋
の
後
継
者
不
足
が
課
題
と
な
っ
て
い
る

中
、
今
年
１
月
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と

し
て
東
京
都
板
橋
区
か
ら
古
川
実
加
さ
ん

が
移
住
。
誘
客
や
周
辺
地
域
の
活
性
化
に

協
力
し
て
い
ま
す
。
「
曲
屋
の
一
員
と
し

て
魅
力
を
伝
え
、
人
と
地
域
の
温
か
さ
を

伝
え
て
い
き
た
い
」
と
意
気
込
み
ま
す
。

　
今
年
は
約
20
年
ぶ
り
に
、
屋
根
の
改
修
作

業
を
行
う
予
定
で
、
傷
ん
だ
表
面
部
分
を
張

り
替
え
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
は
「
こ
の
地
域
の

文
化
と
歴
史
を
伝
え
続
け
、
古
民
家
の
あ
る

里
山
風
景
を
後
世
に
残
せ
た
ら
」
と
笑
顔
を

浮
か
べ
ま
す
。

　

▶
20
年
間
守
っ
て
き
た
曲
屋
を

振
り
返
る
と
同
時
に
、
古
川
さ

ん
な
ど
若
い
人
に
地
域
の
伝
統

を
引
き
継
い
で
ほ
し
い
と
胸
の

内
を
語
る
鈴
木
さ
ん

▶
オ
ク
ノ
デ
イ
に
飾

ら
れ
た
掛
け
軸
な
ど

は
、
当
時
、
鈴
木
家

と
交
流
の
あ
っ
た
文

化
人
か
ら
贈
ら
れ
た

と
い
わ
れ
る

▲稲の収穫を感謝し、翌年の豊穣を祈って稲刈り後のわらを
束ねたわら鉄砲で「十

と う か ん や

日夜」と呼ぶ。子どもたちが作物にいた
ずらをするモグラを追い払うために使ったといわれている

▲敷地内には４つ
の蔵があり、外壁は
しっくいと土を混ぜ
て塗り固められて
いる。農具や民具
などを展示

▼室内から見たかやぶき屋根。
竹で骨格を作り、屋根の形に
沿ってかやを覆っていく

曲屋全景。母屋には蚕の飼育に使った越屋根が残っている


