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第
8
回

大や
ま
と和
棟む

ね

御
所
ま
ち
の
町
家
に
は
、
大
和
棟
と
離
れ
座
敷
と
い

う
２
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
大
和
棟

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

大
和
棟
と
は
、
瓦か

わ
ら
ぶ
き葺

の
屋
根
の
上
に
急
勾こ

う
ば
い配

の
茅か

や
ぶ
き葺

の
屋
根
を
載
せ
た
形
式
の
こ
と
で
、
奈
良
盆
地
を
中
心

に
大
阪
や
三
重
の
範
囲
に
存
在
し
ま
す
。
御
所
ま
ち
で

最
も
古
い
本
町
の
赤
塚
家
（
1
7
0
0
年
代
中
頃
）
も

大
和
棟
の
町
家
で
す
。
実
は
江
戸
時

代
末
期
（
1
8
3
0
年
頃
）
ま
で
に

建
て
ら
れ
た
町
家
の
ほ
と
ん
ど
は
、

元
々
茅
葺
の
大
和
棟
で
あ
り
、
大
正

時
代
頃
に
ツ
シ
2
階
建
て
（
注
）
の

瓦
葺
に
改
造
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

大
和
棟
は
、
建
築
史
で
は
江
戸
時

代
の
富
裕
農
家
特
有
の
形
式
と
し
て

広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
御

所
ま
ち
の
よ
う
な
町
場
に
大
和
棟
の

町
家
が
並
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
和
棟
の
茅
葺
屋
根
の
両
端
に
は

屋
根
よ
り
高
く
な
っ
た
妻つ

ま
か
べ壁

が
あ
り
、

そ
の
上
に
は
瓦
が
ず
ら
り
と
並
ん
で

い
ま
す
。こ
の
部
分
は
い
わ
ゆ
る「
う

だ
つ
が
上
が
ら
な
い
（
出
世
で
き
な

い
）」の
由
来
で
あ
る
卯う

だ
つ建

に
あ
た
り

ま
す
が
、
こ
の
卯
建
の
上
が
っ
た
建
物
を

奈
良
盆
地
で
は
「
高た

か
へ塀

」
と
呼
ん
で
い
ま

し
た
。
大
和
棟
は
大
正
時
代
に
で
き
た
用

語
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
高
塀
造
り
と
い

う
呼
称
が
一
般
的
で
し
た
。

こ
の
高
塀
造
り
の
ル
ー
ツ
は
京
都
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
1
4
0
0
年
代
中

頃
、
京
都
の
酒
屋
や
金
融
業
を
営
む
有
力

商
人
は
、「
高た

か

壁か
べ

」
と
呼
ぶ
町
家
に
住
ん

で
い
ま
し
た
。
高
壁
と
は
、
高
塀
と
同
じ

卯
建
の
あ
る
壁
の
こ
と
で
、
屋
敷
の
警
備

や
防
火
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

応お
う
に
ん仁

の
乱（
1
4
6
7
年
～
）が
発
生
す
る

と
、
京
都
に
暮
ら
す
多
く
の
貴
族
や
商
人

た
ち
が
、
避
難
の
た
め
奈
良
に
移
住
し
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
、
移
住
し
た
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
高
壁
の
形
式
が
奈
良
に
も
た
ら
さ
れ
、

い
つ
し
か
高
塀
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
奈
良
の
住
民
の
中
に
も
高
塀

造
り
は
裕
福
な
商
人
の
屋
敷
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
の
で
、
商
人
が
多
く
暮
ら
す
御
所
ま

ち
に
も
高
塀
造
り
の
町
家
が
並
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
奈
良
の

立
派
な
高
塀
造
り
の
屋
敷
構
え
に
影
響
を
受

け
た
豪
農
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
家
に
も
高

塀
造
り
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
前
、
御
所
ま
ち
の
町
割
り
や
背せ

わ
り
げ
す
い

割
下
水

は
大
阪
の
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
が
採
用
さ
れ

た
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
町
家
に
つ
い
て
は

京
都
の
文
化
の
影
響
が
強
か
っ
た
よ
う
で
す
。

①
大
和
棟
の
天
井

　
御
所
ま
ち
の
大
和
棟
は
板
天
井
を
支
え

る
太
い
丸
太
が
あ
り
、
こ
の
天
井
が
あ
れ

ば
、
元
大
和
棟
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

②大和棟の屋根裏（茅葺）
　貫（ぬき）と呼ばれる材木を柱に対して垂直に通し、壁を
固定します。上には茅葺の屋根を載せています。防火のため
床板には土を盛っています。このような屋根組は重量がある
ため、①のような太い丸太が使われました。

大和棟（高塀造り）の町家・赤塚家（本町）
※現在、茅葺屋根は銅板で覆われています。

南中町の中井家も元は大和棟
※現在はツシ2階建て・瓦葺

注 

「
ツ
シ（
厨
子
）2
階
建
て
」
…
天
井
の
低
い
2
階
部
分
が
あ
る
造
り
の
こ
と


