
　
日
本
の
町
家
は
全
国
ど
こ
を
見
て
も
そ
の
建
て

方
や
間
取
り
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
い
の
に
、

そ
の
町
家
に
住
む
町
衆
が
生
み
出
し
た
ま
つ
り
の

形
態
や
屋
台
の
姿
に
は
お
ど
ろ
く
べ
き
バ
ラ
エ
テ

ィ
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
よ
く
考
え
る
と
と
て
も

不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　
曳
山
ひ
と
つ
と
っ
て
も
そ
の
姿
形
に
は
変
化
が

大
き
い
が
、
ま
つ
り
は
曳
く
山
だ
け
で
は
な
い
。

か
つ
ぐ
山
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
有
名
な
も
の
だ

け
で
も
東
北
の
ね
ぶ
た
や
ね
ぷ
た
、
竿
燈
の
よ
う

な
灯
り
の
祭
典
と
日
本
各
地
に
残
る
火
祭
り
の
火

と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
屋
台
が
互
い
に
争
う
ま

つ
り
や
か
つ
い
だ
山
の
速
さ
や
勢
い
を
競
う
ま
つ

り
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
独
創
性
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は

民
俗
学
者
に
尋
ね
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
都
市

計
画
学
者
と
し
て
ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
は
、
い
ず

れ
の
ま
つ
り
も
ま
ち
な
か
の
広
場
的
空
間
や
道
路

を
う
ま
く
舞
台
と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
ま
ち
そ

の
も
の
の
空
間
構
造
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
仕
立
て
上

げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

心
憎
い
ば
か
り
に
見
せ
場
が
ま
ち
な
か
の
各
所
に
用

意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
毎
年
4
月
19
日
か
ら
20
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ

る
古
川
ま
つ
り
も
そ
ん
な
特
色
あ
る
ま
つ
り
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
昼
間
は
絢
爛
豪
華
な
屋
台
が
町
中
に
曳

か
れ
、
か
ら
く
り
が
披
露
さ
れ
る
。
一
方
、
夜
に
な

る
と
情
景
は
一
変
し
、
荘
厳
か
つ
勇
壮
な
起
こ
し
太

鼓
が
や
は
り
町
中
を
練
る
の
で
あ
る
。

　
お
と
な
り
の
高
山
に
は
こ
れ
も
有
名
な
春
と
秋
の

高
山
ま
つ
り
が
あ
る
。
古
川
ま
つ
り
も
高
山
ま
つ
り

も
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

が
、
高
山
ま
つ
り
が
ど
こ
ま
で
も
絢
爛
豪
華
一
色
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
古
川
で
は
昼
間
の
静
と
夜
の
動

と
が
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
の
が

対
照
的
で
あ
る
。

　
高
山
と
古
川
は
い
ず
れ
も
金
森
氏
の
城
下
町
と
し

て
同
時
期
に
建
設
さ
れ
た
の
で
、
旧
武
家
地
と
町
人

地
の
関
係
や
町
人
地
の
壱
之
町
、
弐
之
町
、
参
之
町

の
構
造
な
ど
が
よ
く
似
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

町
家
の
形
態
や
周
囲
の
自
然
環
境
な
ど
共
通
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
い
。
実
際
、
古
川

に
は
か
つ
て
の
昔
な
が
ら
の
高
山
の
風
情
が
良

く
残
さ
れ
て
い
る
と
評
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。

　
そ
れ
な
の
に
、
ま
つ
り
の
姿
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
の
だ
。

　
理
由
は
と
も
あ
れ
、
起
こ
し
太
鼓
の
あ
る
古

川
ま
つ
り
に
は
格
式
と
伝
統
を
重
ん
じ
る
だ
け

で
は
片
づ
か
な
い
若
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
。

上
半
身
裸
に
な
っ
て
付
け
太
鼓
を
競
い
合
う
若

者
た
ち
な
く
し
て
こ
の
ま
つ
り
は
成
立
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
古
川
や
ん
ち
ゃ
」
と
呼

ば
れ
て
き
た
気
っ
ぷ
の
い
い
自
主
自
立
の
精
神
を

育
て
て
き
た
風
土
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
古
川
や
ん
ち
ゃ
は
ま
た
、
何
事
も
お
か
み
頼
り

に
し
な
い
と
い
う
風
潮
の
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
今
の
町
並
み
の
姿
に
も
現
れ
て
い
る
。

　
古
川
の
ま
ち
を
歩
い
て
い
る
と
あ
ち
こ
ち
の
建

物
に
「
古
川
町
景
観
デ
ザ
イ
ン
賞
」
と
い
う
表
札

の
よ
う
な
木
の
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
気
付

く
。
こ
う
し
た
景
観
賞
の
存
在
そ
の
も
の
は
そ
れ

ほ
ど
珍
し
く
は
な
い
が
、
古
川
の
特
色
は
こ
の
賞

が
観
光
協
会
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
運
営
さ
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
政
主
導
で
は
な
く

町
衆
の
自
主
性
に
よ
っ
て
1
9
8
6
年
よ
り
20
年

以
上
も
こ
う
し
た
賞
の
運
営
を
続
け
て
き
た
の
だ
。

こ
れ
に
限
ら
ず
、
古
川
の
観
光
協
会
は
ま
ち
づ
く

り
の
先
頭
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
駆

け
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
組
織
は

観
光
協
会
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
古
川
に
は
、「
そ
う
ば
く
ず
し
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
ま
わ
り
が
全
体
と
し
て
調
和
し
て
い
る
様

子
を
「
相
場
」
と
考
え
る
と
、
そ
の
相
場
を
く
ず
す

よ
う
な
行
為
が
「
そ
う
ば
く
ず
し
」
で
あ
る
。
建

築
で
い
う
と
あ
た
り
と
違
和
感
が
あ
り
、
自
己
主

張
の
強
い
建
物
が
そ
う
ば
く
ず
し
の
建
物
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
古
川
に
は
伝
統
的
に
こ
う
し
た
そ

う
ば
く
ず
し
を
嫌
う
と
い
う
気
風
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
古
川
の
町
並
み
は
こ
の
と
こ
ろ
次
第
に
整

っ
て
き
た
。
今
日
、
訪
れ
る
た
び
に
美
し
く
な
っ

て
い
く
ま
ち
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
う
は
な
い
。

そ
れ
も
お
か
み
に
よ
る
規
制
で
は
な
く
、
町
民
の

心
意
気
か
ら
そ
れ
が
出
発
し
て
い
る
よ
う
な
ま
ち

は
少
な
い
。
古
川
は
そ
ん
な
数
少
な
い
町
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

　
古
川
の
ま
ち
で
も
う
ひ
と
つ
特
色
が
あ
る
の
は
町

家
の
軒
の
小
腕
（
肘
木
）
と
呼
ば
れ
る
部
材
に
ほ
ど
こ

さ
れ
た
「
雲
」
と
よ
ば
れ
る
繰
り
方
の
装
飾
で
あ
る
。

こ
の
「
雲
」
そ
の
も
の
は
1
9
5
0
年
代
半
ば
に
案

出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
歴

史
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
飛
騨
の
匠
と

呼
ば
れ
る
地
元
の
大
工
た
ち
が
自
分
の
サ
イ
ン
が
わ

り
に
各
自
が
考
案
し
た
固
有
の
文
様
を
彫
り
込
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
大
工
た
ち
が
お
互
い
に
建
物
の
出
来

を
自
慢
げ
に
競
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
「
雲
」
は
職
人
達
の
思
い
入
れ
が
こ
も
っ
た
大

切
な
古
川
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
古
川
の
ま
ち
を
歩
い
て
い
る
と
、
そ
こ
こ
こ
に
「
雲
」

の
あ
る
華
や
か
な
印
象
に
満
ち
た
比
較
的
新
し
い
町

家
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
い
く
つ
か
に
は

「
古
川
町
景
観
デ
ザ
イ
ン
賞
」
の
札
が
さ
り
げ
な
く
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
あ
る
伝
統
的
な
町
家
を
守

っ
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
は
あ
る
が
、「
雲
」

の
つ
い
た
新
し
い
町
家
が
古
川
の
町
並
み
に
さ
ら
に

情
趣
を
加
え
、
よ
り
魅
力
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
も
同
様
に
大
切
で

あ
る
。

　
古
川
は
そ
の
よ
う
な
ま
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う

し
た
良
い
変
化
を
支
え
て
い
る
の
は
大
工
の
誇
り
と

町
衆
の
「
古
川
や
ん
ち
ゃ
」
の
心
意
気
な
の
で
あ
る
。
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伝統的な飛騨古川祭  華麗な屋台と袴姿の町衆

ひ
き
や
ま

夜は一変して勇壮な起こし太鼓が町を練り歩く

新しい町家につけられた白い木口の“雲” 169種に及ぶ古川大工の自らの作品への署名 1989年 いち早く匠の技術を結集して建設 「飛騨の匠文化館」 吉田桂二設計

飛騨古川国際音楽祭も開かれる飛騨市文化村  中庭の庭園美術館（彫刻 地元出身の中垣克久） 統一と変化が巧みに調和した町並み  奥の町家は伝統的なファサードに修復中

“どこにでもある”から“飛騨古川らしい”駅前に甦ったひろばと店舗

杉玉の酒林が軒先に飾られた老舗の造り酒屋　壱之町歩道橋撤去  川岸の石積や舗道を整えられた瀬戸川と白壁土蔵

こ

う

で

ひ

じ

き

“雲”が施された街路灯


