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鏝絵飾りの近代和風
赤松家

こて　 え

　

残
念
な
が
ら
、
７
月
末
に
解
体

さ
れ
て
し
ま
っ
た
名
建
築
が
あ

る
。
西
予
市
城
川
町
の
土
居
地
区

に
あ
っ
た
赤
松
家
で
あ
る
。
昭
和

29
年
ま
で
存
続
し
て
い
た
旧
土

居
村
の
中
心
に
あ
っ
た
旧
家
で
、

土
佐
へ
通
ず
る
本
通
り
と
呼
ば

れ
る
街
道
筋
に
面
し
、
一
際
目
立

つ
二
階
建
て
の
建
物
だ
っ
た
。

で
、
父
の
赤
松
島

吉
家
と
す
べ
き
年

齢
だ
が
、
葉
書
製

作
年
も
不
明
な
為

実
は
よ
く
分
か
ら

な
い
。

　

葉
書
の
古
写
真

で
も
分
か
る
よ
う

に
、
傷
む
前
の
建

物
は
凛
と
し
た
佇

ま
い
で
、
一
階
正
面
は
ガ
ッ
チ
リ
と
組
ま
れ
た

出
格
子
、
反
対
に
二
階
は
開
放
的
な
手
摺
り
が

巡
ら
さ
れ
、
き
め
細
か
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
欄

間
の
透
か
し
彫
り
は
一
枚
毎
に
違
う
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
、
入い

り

母も

や屋
の
大
屋
根
、
南
北
方
向

の
両
妻
壁
に
は
、
誇
ら
し
げ
な
鏝こ

て

絵え

が
懸け

ぎ

ょ魚
飾

り
と
し
て
こ
の
家
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
た
。

絵
柄
は
、
北
側
が「
鶴
に
松
」、
南
側
が「
鳳ほ

う
お
う凰
」。

特
に
鶴
の
舞
う
松
の
色
は
弁べ

ん
が
ら柄
に
よ
っ
て
殊こ

と
さ
ら更

赤
く
描
か
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
赤
松
家
の
威

勢
と
見
て
い
い
。

　

内
部
は
ど
う
だ
ろ
う
。
東
側
の
通
り
か
ら
玄

関
を
入
る
と
、
土
間
が
板
間
と
な
っ
て
お
り
、

菱
格
子
に
溝
切
り
を
し
た
珍
し
い
手
法
。
大
き

な
丸
窓
の
向
こ
う
は
三
畳
間
と
な
っ
て
い
て
、

そ
の
右
隅
建
物
中
央
と
な
る
場
所
に
は
大
黒
柱

が
デ
ン
と
座
っ
て
い
る
。
北
側
半
分
は
共
に
十

畳
の
仏
間
と
座
敷
が
続
き
、
風
格
を
見
せ
る
。

つ
ま
り
、
大
黒
柱
を
中
心
と
し
て
事
務
的
な
あ

る
い
は
居
間
や
台
所
な
ど
の
空
間
を
南
側
に
取

　

永
ら
く
無
住
と

な
っ
て
い
た
為
に
、

か
な
り
傷
ん
で
い

た
こ
と
も
あ
り
、

所
有
者
も
替
わ
り

や
む
な
き
事
と
な

っ
た
が
、
実
は
平

成
４
年
に
取
材
さ

せ
て
頂
い
た
ご
縁

が
あ
っ
た
の
で
、
記
録
保
存
の
意
味
で
も
こ
の

建
物
の
魅
力
に
つ
い
て
書
き
残
し
て
お
こ
う
。

　

赤
松
家
は
、
酒
造
業
や
林
業
な
ど
で
栄
え
た

家
だ
が
、
こ
の
度
の
解
体
に
際
し
て
は
、
残
念

な
が
ら
棟
札
の
発
見
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
、
正
確
な
建
築
年
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
17

年
前
、
当
時
管
理
を
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
の
聞

き
取
り
で
は
明
治
30
年
と
い
う
話
だ
っ
た
。
通

り
に
面
し
た
組
格
子
な
ど
の
意
匠
が
酷
似
し

た
、
内
子
町
の
本
芳
我
家
、
あ
る
い
は
上
芳
我

家
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治
17
、
27
年
な
の
で
、

当
た
ら
ず
と
言
え
ど
も
遠
か
ら
ず
で
あ
る
。
新

築
時
に
程
な
く
作

ら
れ
た
と
思
し
き

記
念
葉
書
の
写
真

に
は
、
東
宇
和
郡

土
居
村
赤
松
薫し

げ

二

郎
宅
と
あ
る
。
別

な
資
料
に
よ
る

と
、
薫
二
郎
は
同

27
年
生
ま
れ
な
の

まだ頑丈な小屋組み

鏝絵「鶴と松」

違い棚

建物全景（平成21年夏）

二階書院欄間
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り
、
晴
れ
と
“
け
”
を
南
北
に
分
け
た
平
面
配

置
で
あ
る
。

　

座
敷
西
側
の
廊
下
か
ら
北
へ
浴
室
、
便
所
な

ど
の
水
周
り
を
別
棟
と
し
、
建
物
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
上
の
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
別
棟
も

凝
っ
て
い
て
、
廊
下
天
井
を
杉
綾
に
張
り
、
各

室
の
板
硝
子
も
花
柄
と
言
う
べ
き
か
雪
の
結
晶

の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
意
匠
で
あ
る
。
愛
媛
の

近
代
の
民
家
で
は
、
こ
う
し
た
ガ
ラ
ス
が
明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の

が
分
か
る
。
浴
室
や
便
所
は
、
近
代
の
定
番
で

あ
る
白
タ
イ
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

立
派
な
欅

け
や
き

の
箱
階
段
か
ら
二
階
へ
行
く
と
、

十
畳
二
間
の
続
き
座
敷
を
中
心
に
襖

ふ
す
ま

を
は
ず
せ

ば
、
28
畳
も
の
広
さ
と
な
る
設

し
つ
ら

え
で
、
き
っ
と

地
区
の
寄
り
合
い
や
祝
祭
が
幾
度
も
こ
こ
で
催

さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
境
欄
間
は
松
竹
梅
の
透

か
し
と
組
格
子
を
千
鳥
に
配
し
、
書
院
欄
間
の

組
格
子
“
輪
違
い
”
の
意
匠
も
入
念
な
細
工
物
。

床
の
間
の
構
成
も
、
欅
の
一
枚
板
や
四
段
の
違

い
棚
な
ど
半
端
で
な
い
。
そ
の
違
い
棚
を
よ
く

よ
く
見
れ
ば
、
筆
返
し
の
部
分
が
瓢
箪
の
形

状
に
縁
取
ら
れ
、
反
対
側
に
盃
を
置
く
懲
り
よ

う
。
天
袋
の
上
に

は
“
卍

ま
ん
じ

崩
し
”
の

組
格
子
を
帯
状
に

入
れ
る
な
ど
、
初

め
て
拝
む
意
匠
の

極
み
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て

当
て
つ
け
が
ま
し

さ
は
無
く
、
そ
れ

ら
が
全
体
と
し
て
品
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
名
も
分
か
ら
ぬ
が
、
大
工
の
余
程
の
器
量

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
今
回
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
赤

松
家
は
か
の
飛
行
機
の
父
二
宮
忠
八
翁
と
縁
戚

に
な
り
、
平
成
４
年
次
に
は
、
翁
が
得
意
と
す

る
烏
の
絵
（
幡ば

ん

画が

）
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
ハ

テ
、
無
事
な
ら
良
い
が
。

　

建
物
の
保
存
は
、
所
有
者
や
関
与
す
る
人
々

の
意
志
と
、
行
政
予
算
や
活
用
ビ
ジ
ョ
ン
の
仕

組
み
な
ど
、
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
ゾ
ー
ン

に
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
は
ま
ま
な
ら
な
い
。
今

回
は
地
元
「
城
川
史
談
会
」
を
中
心
に
い
く
つ

か
の
欄
間
や
瓦
、
違
い
棚
な
ど
、
出
来
る
だ
け

の
部
材
保
存
を
行
い
、
あ
の
鏝
絵
も
業
者
協

力
を
得
て
何
と
か
取
り
外
す
こ
と
が
出
来
た
。

「
え
ひ
め
鏝
絵
の
会
」
と
し
て
我
々
も
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
加
勢
を
し
た
の
だ
が
、
地
域
に
お
け
る

“
遺
し
伝
え
る
”
は
、
実
際
ナ
カ
ナ
カ
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
と
最

後
に
、
所
有
者
理

解
や
保
存
し
た
部

材
を
置
く
城
川
文

書
館
あ
っ
て
の
緊

急
処
置
だ
っ
た
こ

と
は
付
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

記念葉書古写真

杉綾張りの廊下天井
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