
笠
松
家
住
宅
は
、
小
峠
地
区
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
、
地
区
を
代
表

す
る
伝
統
的
な
民
家
で
す
。
江
戸
時
代
、
こ
の
地
域
の
初
代
大
庄
屋

で
あ
り
、
蘭
島（
あ
ら
ぎ
島
）
を
は
じ
め
と
し
た
数
多
く
の
新
田
開

発
や
保
田
紙
生
産
の
基
礎
を
築
い
た
笠
松
左
太
夫
の
分
家
筋
に
あ
た

る
家
柄
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

敷
地
内
に
は
主
屋
、
土
蔵
、
長
屋
、
貯
蔵
小
屋
の
4
棟
が
建
っ
て

お
り
、
建
物
に
囲
ま
れ
た
ニ
ワ
は
農
作
業
の
他
に
、
紙
漉
き
作
業
の

紙
干
し
場
と
し
て
も
広

く
使
用
さ
れ
、
か
つ
て

の
生
業
に
密
着
し
た
作

業
空
間
で
し
た
。

主
屋
は
規
模
の
大
き

な
建
物
で
、
屋
根
は
こ

の
地
域
の
風
土
に
適
合

し
た
傾
斜
度
の
高
い
茅

葺
き
で
あ
り
、
上
部
に

ト
タ
ン
が
被
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
主
屋
の
東
側

に
は
、
谷
水
を
利
用
し

た
水
溜
め
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
生
活
用
水
の
他
に
紙
漉
き
に
も
利
用
さ
れ
、
主
屋
に
作

り
付
け
ら
れ
た
水
槽
に
も
水
が
引
き
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

長
屋
は
か
つ
て
の
牛
小
屋
で
あ
り
、
倉
庫
や
貯
蔵
庫
と
し
て
も

使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ト
タ
ン
屋
根
の
下
に
は
、
現
在
で
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
杉
皮
葺
き
の
状
態
が
今
も
残
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
飼
わ
れ
て
い
た
牛
は
、
田
起
こ
し
時
に
は
あ
ら
ぎ

島
へ
連
れ
出
さ
れ
、
今
も
あ
ら
ぎ
島
に
残
る
牛
小
屋
で
飼
育
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

主
屋
の
隣
に
建
つ
貯
蔵
小
屋
は
、
棕
櫚
の
加
工
場
と
し
て
改
修

さ
れ
、
タ
ワ
シ
等
の
原
料
と
し
て
旧
野
上
町
の
加
工
業
者
へ
販
売

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

笠
松
家
住
宅
は
、
民
家
の
建
物
配
置
や
形
態
を
良
く
残
し
て

お
り
、
か
つ
て
の
暮
ら
し
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
す
。
ま

た
、
笠
松
左
太
夫
の
顕
彰
碑
の
す
ぐ
近
く
に
位
置
す
る
な
ど
、
今

後
の
景
観
保
存
や
活
用

を
図
っ
て
い
く
上
で
も

重
要
な
物
件
で
す
。
有

田
川
町
で
は
、
こ
の
住

宅
の
保
存
活
用
に
つ
い

て
所
有
者
の
ご
理
解
を

い
た
だ
き
、
今
後
の
修

理
や
具
体
的
な
活
用
の

計
画
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

笠
松
家
住
宅

『
あ
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ぎ
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』
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