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全
国
的
に
も
「
蔵
の
ま
ち
」
と
し
て
知
ら
れ
る
喜

多
方
市
。
１
万
１
千
世
帯
余
り
が
暮
ら
す
市
内
に

は
現
在
2
千
6
0
0
棟
も
の
蔵
が
あ
り
ま
す
。

蔵
は
本
来
、
穀
物
や
家
財
な
ど
を
収
納
し
て
お

く
場
所
。
し
か
し
喜
多
方
市
に
は
、
醸
造
蔵
や
蔵

座
敷
、
店
蔵
、
作
業
蔵
、
果
て
は
、
か
わ
や
（
便
所
）

蔵
ま
で
あ
り
、
用
途
や
造
り
も
実
に
多
種
多
様
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
今
も
生
活
と
深

い
か
か
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
活
躍
し
て
い
ま
す
。

人
が
暮
ら
し
、
働
き
、
店
と
し
て
も
現
役
の
蔵
。

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
蔵
も
、
美
術
館
や
喫
茶
店
と

し
て
新
た
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
喜
多
方
に
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
蔵
が
多

く
、
生
活
に
密
着
し
、
愛
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
理
由
を
、
喜
多
方
観
光
協
会
の
石
田
新

吉
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
に
ぎ
や
か
な
往
来
と
豊
か
な
風
土

米
沢
と
若
松
城
下
を
結
ぶ
街
道（
現
国
道
１
１
２
号
）

の
ま
ち
と
し
て
栄
え
た
喜
多
方
は
、
藩
政
時
代
か
ら
物

資
の
集
散
地
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
モ
ノ
を
貯
え
る
た

め
の
蔵
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。

会
津
藩
の
奨
励
に
よ
り
、
醸
造
や
漆
器
な
ど
の
産
業

が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
も
、
蔵
が
多
い
大
き
な
理
由
の
一
つ

で
す
。
喜
多
方
を
潤
す
飯
豊
連
峰
の
伏
流
水
は
、
豊
か

な
農
作
物
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
加
工
品
で
あ
る
酒
・

味
噌
・
醤
油
な
ど
の
醸
造
業
も
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
醸
造

の
過
程
で
は
、
微
妙
な
温
度
管
理
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

喜
多
方
は
、冬
は
雪
が
多
く
、夏
は
蒸
し
暑
い
盆
地
性
の

気
候
で
あ
る
た
め
、醸
造
業
者
は
定
温
を
必
要
と
し
て

「
夏
涼
し
く
冬
暖
か
い
」蔵
を
こ
ぞ
っ
て
建
て
た
わ
け
で
す
。

蔵
の
環
境
は
、
漆
器
製
造
に
も
好
条
件
で
し
た
。
定

温
性
が
あ
り
、
ほ
こ
り
を
寄
せ
付
け
な
い
蔵
は
、
漆
塗
り

の
作
業
場
と
し
て
も
最
適
な
の
で
す
。
漆
塗
り
の
武
具

は
耐
久
性
に
優
れ
て
い
た
た
め
、
若
松
城
近
く
に
あ
る

喜
多
方
で
は
武
士
か
ら
多
く
の
需
要
が
あ
り
、
最
盛
期

に
は
７
０
０
人
も
の
漆
職
人
が
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

蔵
の
厚
い
壁
を
支
え
る
た
め
に
は
、
太
く
て
良
質
な

材
木
が
必
要
で
す
し
、
工
程
的
に
も
た
い
へ
ん
な
時
間

と
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
莫
大
な
建
築
資
金
が
必
要

な
蔵
、
だ
か
ら
こ
そ
、
い
わ
ば
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル

…
憧

あ
こ
が

れ
の
対
象
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
以
降
に
な
る
と
、
中
心
部
で
市
を
開
い
て
い
た

在
郷
商
人
が
、
店
舗
と
し
て
の
蔵
「
店
蔵
」
を
建
て
始

め
ま
す
。
重
厚
な
蔵
に
商
品
が
並
ぶ
と
、「
こ
の
店
の

品
質
は
安
心
」
と
い
う
消
費
者
の
信
頼
性
に
も
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

■
成
功
者
の
象
徴
と
し
て
の
蔵

蔵
人
気
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
喜
多
方
を
襲
っ
た

二
度
の
火
事
で
し
た
。
明
治
13
年
に
街
の
西
側
、
同
18

年
に
東
側
を
焼
き
尽
く
し
た
大
火
が
あ
り
ま
し
た
が
、

焼
け
落
ち
た
家
の
か
た
わ
ら
に
土
蔵
だ
け
は
残
り
、
そ

の
頼
も
し
い
耐
火
性
を
証
明
し
た
の
で
す
。

富
の
象
徴
で
あ
り
、
し
か
も
財
産
を
火
事
か
ら
守
る

蔵
│
│
喜
多
方
の
男
衆
は
「
い
つ
か
は
自
分
も
蔵
持
ち

に
」
と
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
仕
事
に
励
み
ま
し
た
。

そ
ん
な
な
か
で
「
40
歳
ま
で
に
蔵
を
建
て
る
の
が
男
の

甲
斐

か

い

性
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
た
の
で
す
。
縁
組
み

の
釣
り
合
い
を
と
る
と
き
に
も
、
両
家
の
蔵
の
数
が
目

安
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

■
職
人
た
ち
の
技
が
さ
え
る

新
天
地
を
求
め
て
喜
多
方
に
や
っ
て
き
た
職
人
も
い

ま
し
た
。
明
治
23
年
、
27
歳
で
三
津
谷
地
区
に
登
り
窯

・

・

・

を
築
い
た
樋
口
市
郎
も
新
潟
県
か
ら
来
た
一
人
で
す
。

彼
が
焼
い
た
レ
ン
ガ
は
岩
越
鉄
道
（
現
Ｊ
Ｒ
磐
越
西

線
）
の
ト
ン
ネ
ル
に
使
わ
れ
た
ほ
か
、
東
京
で
修
行
し

た
地
元
の
レ
ン
ガ
工
、
田
中
又
一
に
よ
っ
て
見
事
な
建

築
物
に
な
り
ま
し
た
。
レ
ン
ガ
は
駅
や
銀
行
な
ど
の

公
共
的
な
建
物
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
素
材
と
し
て
適
し
て
い
た
こ
と
と
、
西
洋
的
な

も
の
へ
の
憧
れ
か
ら
、
蔵
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
１
０
０
軒
ほ
ど
あ
る
喜
多
方
の
レ
ン
ガ
蔵

の
中
で
も
、
と
く
に
有
名
な
の
が
登
り
窯
の
近
く
に
あ

喜多方市�

「
快
適
な
う
え
、
燃
え
な
い
。
し
か
も
内
装
に
凝
る
こ

と
が
で
き
る
」
そ
ん
な
理
由
で
、
贅ぜ

い

を
つ
く
し
た
蔵
座
敷

も
生
ま
れ
ま
し
た
。
代
表
的
な
の
が
、
現
在
公
開
さ
れ

て
い
る
甲
斐
本
家
の
蔵
で
す
。
建
築
に
あ
た
っ
て
は
、

新
潟
県
か
ら
棟
梁
と
し
て
宇
佐
美
与
四
郎
が
招
か
れ
、

東
京
の
木
場
か
ら
選
り
す
ぐ
り
の
銘
木
が
取
り
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
外
壁
を
高
価
な
黒
漆
喰

し
っ
く
い

で
塗
り
込
め
た
蔵

の
内
部
は
、
51
畳
敷
の
書
院
造
り
。
大
正
12
年
に
完
成

し
た
こ
の
蔵
は
、
今
も
重
厚
な
構
え
を
み
せ
て
い
ま
す
。

名
匠
と
呼
ば
れ
た
宇
佐
美
与
四
郎
と
弟
の
与
五
平

は
、
喜
多
方
の
名
の
あ
る
蔵
づ
く
り
に
数
多
く
携
わ
り

ま
し
た
。
兄
弟
の
技
術
と
蔵
に
寄
せ
る
ロ
マ
ン
は
、
弟

子
と
な
っ
た
地
元
の
職
人
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
す
。

農家蔵が並ぶ杉山地区。白漆喰と黒漆喰のコントラストが鮮やか

喜多方を代表する蔵座敷、甲斐本家には、多くの観光客
が訪れます

生
活
が
求
め
、誇
り
が
築
い
た

暮
ら
し
に
息
づ
く

喜
多
方
の
蔵

多くの蔵は、明治以降に建てられたもの。人々の暮らしによりそいながら、ほぼ１世紀の時を過ごしてきました

三津谷地区のレンガ蔵。耐水性を高めるために釉薬
うわぐすり

をかけた三津谷のレンガは、照りがあって
焦げ茶色をしています

る
三
津
谷
地
区
の
蔵
で
す
。
小
さ
な
集
落
に
８
棟
も

の
レ
ン
ガ
蔵
が
並
び
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
漂

わ
せ
て
い
ま
す
。

一
方
、素
朴
な
印
象
の
中
に
職
人
の
技
が
光
る
の
が
、

杉
山
地
区
の
農
家
蔵
。
か
つ
て（
笠
な
ど
に
使
う
）ス

ゲ
草
の
産
地
だ
っ
た
杉
山
で
は
、
毎
年
売
り
上
げ
を
ま

と
め
各
家
持
ち
回
り
で
蔵
を
建
て
た
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
た
め
「
一
人
勝
ち
は
し
な
い
」
と
い
う
考
え
が
あ

り
、
蔵
は
粗あ

ら

壁
造
り
に
統
一
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
個
性
を
競
っ
た
の
が
窓
扉
。
趣
向
を
凝
ら
し
た
窓

扉
に
は
、幾
何
学
的
な
美
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
上
岩
崎
地
区
な
ど
に
は
、
こ
て
絵
で
個
性
を

表
現
し
て
い
る
蔵
も
あ
り
ま
す
。
縁
起
物
の
竜
・
鶴
亀
、

魔
よ
け
の
た
め
の
鷹
な
ど
が
、
こ
て
を
使
っ
て
立
体
的

に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
て
、
実
に
見
事
で
す
。

蔵
は
、職
人
た
ち
が
腕
を
競
う
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

喜
多
方
の
蔵
の
文
化
を
支
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
職
人

た
ち
の
技
だ
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
談
）

喜
多
方
の
人
々
の
心
意
気
を
表
し
て
き
た
蔵
。

長
い
年
月
を
か
け
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
職
人
た

ち
が
作
り
出
し
て
き
た
、
美
し
く
機
能
的
で
快
適

な
蔵
。

そ
の
姿
は
多
く
の
観
光
客
を
魅
了
す
る
一
方
で
、

百
年
前
後
の
時
を
経
て
、
老
朽
化
、
職
人
の
高
齢
化

に
よ
る
維
持
の
難
し
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に

も
直
面
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
蔵
は
、
次
の
世
紀

へ
伝
え
て
い
き
た
い
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。 縁起物の鶴のこて絵。今でも彩色

がうっすら残っています


