
 
第
四
節 

住 

居 

 

一 

屋 

敷 

 

屋
敷
は
一
般
に
広
く
、
正
方
形
や
長
方
形
が
比
較
的
多
く
、
そ 

の
構
え
と
し
て
は
、
道
路
と
の
関
係
も
あ
っ
て
一
定
は
し
て
い
な 

い
。
通
常
は
、
屋
敷
の
南
側
に
門
を
開
け
て
、
屋
敷
の
周
囲
は
石 

垣
を
積
み
そ
の
内
側
に
防
風
・
防
火
林
と
し
て
ガ
ジ
ュ
マ
ル
、
ハ 

ナ
カ
ン
、
福
木
、
ハ
ジ
ギ
（
オ
オ
ハ
マ
ボ
ウ
）
な
ど
の
樹
木
が
植 

え
て
あ
る
。
屋
敷
林
で
ガ
ジ
ュ
マ
ル
、
ハ
ナ
カ
ン
、
ハ
ジ
ギ
な
ど 

の
樹
木
が
多
い
の
は
、
か
つ
て
は
そ
れ
ら
の
樹
木
を
牛
馬
の
飼
料 

と
し
て
利
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

従
来
、
屋
敷
を
構
え
る
場
合
、
台
風
等
の
災
害
を
防
ぐ
と
い
う 

こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
、
屋
敷
の
条
件
と
し 

て
一
番
目
に
風
当
た
り
の
少
い
窪
地

く
ぼ
ち

な
ど
が
最
適
地
と
し
て
好
ま 

れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
堅
牢

け
ん
ろ
う

な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
住 

      

写
真
２
は
、
防
風
対 

策
上
、
窪
地
を
利
用
し 

て
建
て
ら
れ
た
住
居
で 

あ
る
。
敷
地
は
道
路
よ 

り
も
低
く
、
家
の
屋
根 

が
道
路
と
同
じ
く
ら
い 

の
高
さ
に
あ
り
、
前
出 

の
住
居
と
は
好
対
照
的 

で
あ
る
。 

防
風
、
防
火
林
と
し 

て
の
屋
敷
林
は
、
門
の 

あ
る
南
側
と
東
、
北
東 

部
に
、
風
に
対
し
て
強
い
樹
木
で
あ
る
ガ
ジ
ュ
マ
ル
、
福
木
等
が 

植
え
ら
れ
、
比
較
的
風
当
た
り
の
弱
い
北
、
西
、
北
西
部
に
は
、 

ハ
ナ
カ
ン
、
ハ
ジ
ギ
な
ど
牛
馬
の
飼
料
に
な
る
樹
木
が
植
え
ら
れ 

て
い
る
の
が
、
屋
敷
林
と
し
て
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。 

 

比
較
的
成
長
が
遅
い
と
い
わ
れ
る
福
木
は
、
砂
地
で
よ
く
成
長 

す
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
砂
地
の
多
い
手
々
知
名
、
喜
美
留
、 

国
頭
、
和
泊
字
等
の
屋
敷
林
に
、
そ
の
多
く
を
見
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

居
が
増
え
、
防
風
対 

策
を
ほ
と
ん
ど
構
ず 

る
必
要
が
な
く
な
り 

つ
つ
あ
る
。 

 

テ
レ
ビ
、
電
話
、 

単
車
、
自
動
車
等
の 

普
及
、水
道
の
敷
設
、 

農
作
業
の
機
械
化
、 

道
路
の
整
備
等
々
に 

伴
う
生
活
様
式
の
急 

激
な
変
化
に
よ
っ
て
、 

現
在
の
屋
敷
の
構
え 

と
し
て
は
、
文
化
的
な
生
活
を
享
受
す
る
た
め
に
利
便
性
の
高
い 

屋
敷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
い
屋
敷
と
し
て
の
第
一
番
目
の 

条
件
に
な
り
つ
つ
あ
る
。 

 

写
真
１
の
家
屋
を
見
る
と
、
屋
敷
の
周
囲
に
は
、
全
く
と
い
っ 

て
よ
い
ほ
ど
防
風
対
策
と
し
て
の
樹
木
を
見
る
こ
と
が
で
き
な 

い
。
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
住
居
そ
の
も
の
が
鉄
筋
コ
ン
ク 

リ
ー
ト
造
り
で
防
風
の
対
策
を
構
ず
る
必
要
が
な
い
た
め
で
、 

か
つ
て
の
住
居
に
比
較
し
て
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。 

      
写
真
３
は
、
町
内
に 

現
存
す
る
民
家
で
あ 

る
。 風

当
た
り
の
強
い
南 

側
と
東
側
に
福
木
が
植 

え
ら
れ
て
お
り
、
屋
根 

よ
り
も
高
く
そ
び
え
立 

つ
福
木
の
様
子
は
、
台 

風
銀
座
と
い
わ
れ
て
い 

る
こ
の
島
に
お
け
る
先 

人
の
生
活
の
知
恵
が
し 

の
ば
れ
る
。 

写
真
４
は
、
手
々
知
名
の
町
田
定
美
氏
所
有
の
家
で
あ
る
。
大
き 

く
そ
び
え
立
つ
福
木
と
立
派
な
石
垣
に
守
ら
れ
て
い
ま
も
現
存 

す
る
島
内
唯
一
の
こ
の
茅か

や

ぶ
き
の
家
は
、
何
百
年
も
の
間
風
雨
に 

耐
え
て
き
た
そ
の
風
格
か
ら
し
て
、
ま
さ
に
貴
重
な
歴
史
的
文
化 

財
と
い
え
よ
う
。 

 

石
垣
は
、
昔
か
ら
防
風
対
策
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て 

き
た
が
、
最
近
で
は
、
石
垣
よ
り
も
見
た
目
が
き
れ
い
で
、
場
所 

も
さ
ほ
ど
必
要
と
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
が
多
く
な
っ
て
い
る
。  
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石
垣
を
積
む
技
術
と
し
て
、「
沖
縄
積
み
」、「
鳥

ト
ウ
イ

島シ
マ

積
み
」
な 

ど
の
表
現
が
あ
る
が
、
手
々
知
名
字
の
宮
元
篤
志
氏
の
話
に
よ
る

と
、
こ
の
呼
び
方
は
石
積
み
職
人
の
出
身
地
に
よ
る
も
の
で
、
一

般
的
に
は
、
そ
の
積
み
方
に
よ
っ
て
「
特
等
」、「
一
等
」、「
二
等
」、

「
三
等
」
積
み
と
い
う
ふ
う
に
分
れ
て
い
た
と
い
う
。 

 

石
垣
も
、
屋
敷
林
と
同
様
に
、
屋
敷
の
南
、
東
側
の
部
分
を
堅 

牢
に
積
み
、
鬼
門
と
い
わ
れ
る
丑
寅

う
し
と
ら

（
北
東
）
の
方
角
は
丸
く
積 

む
の
を
慣
例
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

                  

二 

建
物
の
種
類
と
配
置 

 

屋
敷
内
の
建
物
は
、
住
居
と
附
属
建
物
と
に
分
類
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。 

 

住
居
は
、「
ウ
ム
テ
ィ
ー
」
と
「
ト
ー
グ
ラ
」
の
二
棟
が
普
通 

で
あ
る
が
、
ま
れ
に
「
ウ
ム
テ
ィ
ー
」
と
「
ト
ー
グ
ラ
」
の
間
に 

「
中
屋
」
を
建
て
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

写
真
７
は
、
ト
ー
グ
ラ
と
ウ
ム
テ
ィ
ー
の
二
棟
か
ら
な
る
民
家 

で
あ
る
。 

 

最
近
の
家
の
造
り
は
、
建
築
技
術
の
向
上
や
交
通
機
関
の
発
達 

に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
建
築
資
材
が
入
手
可
能
と
な
り
、
個
々
人 

の
好
み
に
よ
り
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。 

 

附
属
建
物
と
し
て
は
、
高
倉
、
薪
小
屋
、
便
所
、
牛
舎
、
豚
舎 

等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
建
物
も
、
近
年
生
活
様
式
の
変
化
に
よ

っ
て
、
住
居
の
一
隅
に
造
ら
れ
た
り
し
て
、
以
前
と
は
か
な
り
様

子
が
変
わ
っ
て
い
る
。 

 

か
つ
て
の
住
居
は
、
一
般
に
低
く
小
さ
く
、
最
も
広
い
「
ウ
ム 

テ
ィ
ー
」
で
も
三
間
四
方
の
正
方
形
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の 

よ
う
な
造
り
は
台
風
等
の
災
害
に
備
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と 

写
真
５
は
、
門
か
ら
東
に
向
か
っ
て
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。 

写
真
６
は
、
鬼
門
と
い
わ
れ
る
丑
寅
の
方
角
を
撮
影
し
た
も
の 

で
あ
る
。
丸
く
積
ま
れ
た
石
垣
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。 

 

門
の
幅
は
、
適
当
な
広
さ
が
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な 

く
、
三
尺
、
五
尺
、
七
尺
、
九
尺
と
言
う
具
合
い
に
、
奇
数
幅
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。 

門
か
ら
住
居
ま
で
は
、
や
や
勾
配

こ
う
ば
い

の
あ
る
造
り
が
い
い
門
の
造 

り
だ
と
も
い
う
。 

                  
と
、
経
済
事
情
に
よ
る 

も
の
と
思
わ
れ
る
。 

住
居
は
南
向
き
に
建 

て
、
東
側
に
「
ウ
ム 

テ
ィ
ー
」
、
西
側
に 

「
ト
ー
グ
ラ
」
を
建
て 

る
の
を
通
例
と
し
、
特 

別
な
事
情
が
な
い
限 

り
、
「
ウ
ム
テ
ィ
ー
」 

を
西
に
、「
ト
ー
グ
ラ
」 

を
東
に
建
て
る
こ
と
は 

な
か
っ
た
。 

 

附
属
建
物
は
住
居
の
周
囲
に
建
て
ら
れ
、
ト
ー
グ
ラ
の
前
に
高 

倉
、
台
所
の
近
く
に
薪
小
屋
、
門
の
左
脇
に
牛
舎
、
ト
ー
グ
ラ
の 

北
側
隅
に
豚
舎
、
そ
し
て
ウ
ム
テ
ィ
ー
の
北
東
側
に
便
所
を
そ
れ 

ぞ
れ
建
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

高
倉
は
、
倉
庫
を
造
っ
た
こ
と
と
、
殻
物
保
存
等
の
必
要
が
な 

く
な
っ
た
た
め
い
ま
や
不
要
の
建
物
と
な
り
現
存
数
も
極
め
て
少 

な
く
、
文
化
財
と
し
て
の
保
存
対
策
が
急
が
れ
る
。
牛
舎
も
近
年 

著
し
い
畜
産
の
振
興
に
よ
り
、
飼
料
作
物
や
堆た

い

肥
の
処
理
作
業
等 
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三 

家
の
構
造
と
間
取
り 

 

住
居
を
構
造
の
上
か
ら
区
分
す
る
と
、「
ム
ー
ヤ
（
モ
ー
ヤ
）」

造
り
と
、｢

ウ
フ
ド
ゥ(

フ
ド
ゥ)｣

造
り
の
二
種
類
で
あ
る
。
モ
ー 

ヤ
構
造
は
、
ト
ー
グ
ラ
等
比
較
的
小
規
模
の
住
居
構
造
で
あ
り
、 

ウ
フ
ド
ゥ
造
り
は
呼
称
の
と
お
り
大
き
な
構
造
の
家
で
、
ウ
ム 

テ
ィ
ー
ヤ
ー
な
ど
の
構
造
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写
真
８
は
、
比
較
的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
し
い
民
家
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
ー
グ
ラ
と
ウ
ム 

テ
ィ
ー
の
別
棟
に
な
っ 

て
い
る
こ
と
が
わ
か 

り
、
ウ
ム
テ
ィ
ー
に
比 

ベ
て
ト
ー
グ
ラ
が
小
さ 

い
造
り
に
な
っ
て
い
る 

様
子
が
よ
く
わ
か
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ
ム
テ
ィ
ー
の
間
取 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
は
、
ふ
す
ま
や
障
子 

 

な
ど
で
南
北
に
区
分 

の
関
係
か
ら
屋
敷
外
の
畑
に
造
る
こ
と
も
珍 

し
く
な
い
。 

建
築
物
の
中
で
、
住
居
は
台
風
に
対
し
て 

強
い
こ
と
が
第
一
条
件
に
考
え
ら
れ
て
お 

り
、
昭
和
三
十
六
年
の
第
二
室
戸
台
風
、
最 

近
で
は
昭
和
五
十
二
年
の
沖
永
良
部
台
風 

後
、
家
屋
の
造
り
お
よ
び
構
造
は
か
な
り
変 

化
し
て
き
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

表
１
は
、
昭
和
四
十
六
年
に
鹿
児
島
短
期 

大
学
附
属
南
日
本
文
化
研
究
所
が
、
町
内
の 

中
学
生
を
対
象
に
家
屋
に
つ
い
て
調
査
し
た 

も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
、
本
町
の 

家
屋
が
近
代
的
な
造
り
に
移
行
し
つ
つ
あ
る 

様
子
が
よ
く
わ
か
る
。 

            

し
、
南
側
を
「
フ
ァ
ー
ヌ
マ
」、
北
側
を
「
ウ
チ
ヌ
マ
」
と
称
し 

て
い
る
。 

 

南
側
の
フ
ァ
ー
ヌ
マ
の
東
に
は
先
祖

シ
ン
ス

棚ダ
ナ

（
神
棚
）
と
床
が
設
け 

ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ヌ
マ
は
主
に
接
客
の
場
と
し
て
利
用
し
、 

ウ
チ
ヌ
マ
は
寝
所
に
あ
て
る
。 

 

ト
ー
グ
ラ
は
小
さ
い
造
り
で
あ
り
、
主
と
し
て
家
族
が
食
事
を 

す
る
「
チ
ャ
ー
ヌ
マ
」
と
「
ハ
マ
ド
ゥ
ヌ
メ
ー
（
台
所
）」
に
区 

分
さ
れ
る
。 

 

炊
事
を
す
る
台
所
の
大
部
分
は
土
間
で
、
そ
の
東
側
は
ナ
ン 

ド
ゥ
（
納
戸
）
ま
た
は
シ
ュ
ー
グ
イ
と
称
し
、
味
噌

み

そ

な
ど
の
食
料 

品
を
貯
蔵
し
、
そ
の
他
の
部
分
は
食
器
類
等
の
保
管
場
所
と
し
て 

利
用
し
た
。 

 

ウ
ム
テ
ィ
ー
と
ト
ー
グ
ラ
と
の
間
は
、
ハ
タ
ナ
エ
（
フ
タ
ナ
、 

フ
タ
ン
ナ
等
と
も
い
う
）
と
称
し
、
石
を
積
ん
だ
り
、
板
を
渡
す 

な
ど
し
て
行
き
来
し
た
。 

 

台
所
で
注
目
す
べ
き
は
、
主
食
を
煮
炊
き
す
る
カ
マ
ド
を 

「
ウ
ァ
ー
マ
ガ
ナ
シ
」
と
称
し
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と 

で
あ
る
。現
在
で
は
台
所
も
近
代
化
さ
れ
便
利
に
な
っ
て
い
る
が
、 

昔
は
三
つ
の
石
を
用
い
て
カ
マ
ド
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
こ
の 

毎
日
の
主
食
を
煮
炊
き
す
る
三
つ
の
カ
マ
ド
石
を
一
家
の
息
災
、 
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表１  和泊町部落別昭和 35年～46年家屋改築ならびに屋根材料分類表 

和泊、城ヶ丘中学校全生徒のアンケートによる。（兄弟在学のものは上学年をとる） 

部 落 名 
45年 

世帯数 
回答数 全改築 一部改築 

トタン 

～  
鉄板 

瓦 
ブロック 

鉄 筋 
かや 一部かや 

和 泊 

手々知名 

畦 布 

伊 延 

西 原 

出 花 

国 頭 

和 

喜 美 留 

皆 川 

根 折 

谷 山 

仁 志 

瀬 名 

永 嶺 

後 蘭 

玉 城 

内 城 

大 城 

古 里 

502 

295 

110 

80 

37 

96 

354 

116 

155 

65 

70 

31 

27 

67 

63 

43 

179 

96 

73 

69 

92 

69 

38 

4 

17 

19 

125 

43 

31 

10 

22 

14 

17 

17 

13 

12 

49 

26 

26 

20 

33 

27 

19 

2 

13 

11 

51 

24 

19 

6 

12 

12 

12 

13 

7 

10 

30 

11 

17 

12 

24 

18 

9 

 

 

2 

42 

13 

7 

2 

5 

3 

3 

2 

4 

 

12 

4 

3 

5 

47 

49 

32 

2 

13 

15 

83 

39 

27 

6 

16 

11 

15 

12 

11 

11 

41 

14 

23 

17 

5 

8 

4 

2 

3 

2 

35 

3 

1 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

3 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

計 2,528 664 314 158 484 76 10 15 10 

％   47.3 23.8 72.9 1.31 1.51 3.76 
 



                           
                                        

屋
敷
と
住 

居
な
ど
を
図 

示
す
る
と
、 

図
１
の
と
お 

り
で
あ
る
。 

 
                                     

 

図
２
は
、 

茅か
や

ぶ
き
屋
根 

の
構
造
図
で 

あ
る
。 

屋
根
ふ
き
は 

次
の
工
程
順 

で

行

わ

れ 

る
。 

①
デ
ィ
ン 

②
ス
ギ
チ 

③
ヤ
ナ 

④
キ
チ
ー 

⑤
イ
ー
チ 

⑥
ギ
ャ
ー 

⑦
フ
ー 

繁
栄
を
守
護
す
る
も
の
と
し
て
、
大
事
に
取
り
扱
っ
て
い
た
と
い 

う
。 

 

特
に
神
月
と
い
わ
れ
る
旧
の
一
月
、
五
月
、
九
月
の
朔つ

い

日た
ち

に
は
、 

シ
ョ
ウ
ジ
（
洗
米
）
を
し
て
祀ま

つ

っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

カ
マ
ド
の
前
で
足
を
伸
ば
し
た
り
、
他
人
の
悪
口
や
陰
口
を 

言
っ
た
り
、
大
声
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は
、「
ウ
ァ
ー
マ 

ガ
ナ
シ
」の
神
威
を
犯
す
も
の
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

戸
口
は
、
南
、
東
、
西
の
部
分
に
多
く
つ
く
ら
れ
、
北
に
は
「
ニ 

シ
ャ
ド
ゥ
」と
称
し
、ウ
ム
テ
ィ
ー
に
一
か
所
あ
る
程
度
で
あ
る
。 

ウ
ム
テ
ィ
ー
も
ト
ー
グ
ラ
も
南
側
を
そ
れ
ぞ
れ
「
テ
ィ
ー
シ
」
と 

呼
び
、
ウ
ム
テ
ィ
ー
の
テ
ィ
ー
シ
は
客
人
を
迎
え
入
れ
、
送
り
出 

す
所
で
、日
常
婦
女
子
が
出
入
り
す
る
の
を
禁
じ
る
風
が
あ
っ
た
。 

普
通
、
客
の
出
入
り
は
西
の
「
ヒ
チ
ジ
ョ
」
と
称
す
戸
口
か
ら
、 

婦
女
子
は
ハ
タ
ナ
エ
か
ら
出
入
り
す
る
こ
と
を
慣
例
と
し
て
い 

た
。玄
関
か
ら
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
、 

年
輩
の
女
の
人
は
い
ま
で
も
永
年
の
習
慣
か
ら
か
、
ト
ー
グ
ラ
か 

ら
出
入
り
し
て
い
る
。
戸
口
の
名
称
は
、
ウ
ム
テ
ィ
ー
も
ト
ー
グ 

ラ
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
台
所
の
出
入
口
は
「
ヒ
ャ
ー
キ 

イ
ジ
グ
チ
ま
た
は
ハ
ジ
ャ
テ
ィ
ー
」と
称
し
他
と
区
別
し
て
い
る
。 

戸
口
に
は
「
ア
マ
ダ
イ
石
」
と
称
す
る
踏
み
石
が
置
か
れ
る
。 

      

⑧
イ
ー
チ
ャ
グ 

 

高
倉
が
な
い
家
は
、
ト
ー
グ
ラ
の
前
に
、
家
の
中
が
外
か
ら
見 

え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、「
目
隠
し
」、「
口
隠
し
」、
あ
る
い
は 

「
障
子

シ
ョ
ー
ジ

垣ガ
チ

」
と
称
す
る
生
け
垣
を
つ
く
る
。
そ
れ
に
用
い
ら
れ
る 

樹
木
は
主
に
ク
ロ
ト
ン
、
ゲ
ツ
キ
ツ
、
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
な
ど
で
あ 

る
。 

 

写
真
９
は
、
竹
と
ク
ロ
ト
ン
を
使
っ
て
お
り
、
ト
ー
グ
ラ
に
あ 

た
る
部
分
は
隠
さ
れ
、
外
か
ら
家
の
中
の
様
子
が
見
え
な
い
よ
う 

に
な
っ
て
い
る
。 
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四 
燃
料
と
照
明 

火
の
こ
と
を
「
マ
チ
」
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
松
脂
を
灯 

火
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
ろ
の
名
残
り
を
い
ま
に
と
ど
め
て
い
る 

も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
チ
キ
デ
ー
」
と
称
し
て
い
る
マ
ッ
チ
は
明
治
以
降
移
入
さ
れ 

た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
火
を
お
こ
す
作
業
は
、
火
打
ち
道 

具
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

現
在
の
よ
う
に
、
火
を
お
こ
す
こ
と
が
容
易
で
な
か
っ
た
こ
ろ 

に
火
種
を
保
存
す
る
の
は
、
水
汲く

み
作
業
と
と
も
に
一
家
の
主
婦 

の
重
要
な
役
目
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

火
に
対
し
て
は
、
常
に
用
心
を
怠
る
こ
と
な
く
、
カ
マ
ド
と
と 

も
に
大
事
に
し
た
も
の
で
、
火
事
を
恐
れ
て
台
所
の
脇
の
水
ガ
メ 

は
常
に
満
た
し
て
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

日
常
生
活
に
使
用
す
る
燃
料
は
山
林
の
少
な
い
こ
と
も
あ
っ 

て
、
か
っ
て
は
離
島
苦
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
昔
は
遠
く
沖
縄
の 

国
頭
地
方
か
ら
薪
を
購
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
燃 

料
の
確
保
に
相
当
の
苦
労
の
あ
っ
た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。 

 

炊
事
用
の
燃
料
は
も
っ
ぱ
ら
蘇
鉄

そ
て
つ

の
葉
や
松
葉
、
竹
な
ど
で
、 

      

便
利
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
と
火
や
照
明
に
関
し
て
は
完
全
に
離
島
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た 

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

五 

畳
・
座
法 

 

か
っ
て
使
用
し
て
い
た
畳
は
「
シ
マ
ダ
タ
ミ
」
と
称
し
、
現
在 

の
畳
の
よ
う
に
厚
く
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
筵

む
し
ろ

を
厚 

く
し
た
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

自
給
自
足
の
時
代
に
は
、
生
活
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
手
製 

で
あ
っ
た
。
畳
も
例
外
で
は
な
く
、
自
ら
藺い

草ぐ
さ

を
植
え
、
筵
を
織

っ
て
畳
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。多
く
は
男
の
仕
事
で
、 

大
抵
の
男
の
人
は
そ
の
製
法
を
心
得
て
い
た
と
い
う
。
昭
和
三
十 

年
ご
ろ
ま
で
は
、
藺
草
の
盛
ん
な
玉
城
、
大
城
等
か
ら
畳
を
買
い 

求
め
て
い
た
。 

 

ふ
だ
ん
、
畳
を
使
用
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
家
の
片
隅
に
積
ん 

で
（
チ
ン
ダ
タ
ミ
と
い
う
）
大
事
に
保
管
し
、
正
月
や
祝
事
が
あ 

る
と
き
に
出
し
て
使
用
し
た
。 

 

畳
を
敷
く
と
き
に
は
、
四
枚
の
畳
の
角
が
寄
せ
集
ま
る
こ
と
を 

嫌
う
ふ
う
が
あ
る
。 

マ
キ
の
使
用
は
正
月
や
祝
事
な
ど
の
大
き
な
行
事
の
際
に
使
用
す 

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
い
ま
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い 

ほ
ど
の
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
の
中
で
、
砂
糖
き
び
の
搾
り
ガ 

ラ
は
、
燃
料
と
し
て
の
価
値
は
大
き
く
、
特
に
た
い
ま
つ
な
ど
の 

屋
外
照
明
と
し
て
重
宝
な
も
の
で
あ
っ
た
。
最
近
で
は
、
生
活
の 

近
代
化
が
著
し
く
進
み
、台
所
で
使
用
す
る
燃
料
も
ガ
ス
に
な
り
、 

雨
の
日
の
火
や
燃
料
の
心
配
は
全
く
な
く
な
っ
た
。 

 

灯
火
に
つ
い
て
は
、
石
油
等
の
化
学
燃
料
が
移
入
、
普
及
す
る 

よ
う
に
な
る
と
、
家
屋
内
の
照
明
は
「
カ
ン
テ
ィ
ラ
」、「
ラ
ン
プ
」 

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。(

写 

真
１０

は
か
っ
て
使
用
し
て
い
た 

カ
ン
テ
ィ
ラ
、
ラ
ン
プ
）
。
し 

か
し
、
そ
れ
も
燃
料
の
石
油
が 

高
価
で
あ
っ
た
た
め
に
、
夕
食 

等
の
ほ
ん
の
限
ら
れ
た
時
間
使 

用
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
現
在 

で
は
、
電
気
が
昼
夜
送
電
さ
れ
、 

屋
内
の
照
明
は
ス
イ
ッ
チ
一
つ 

で
す
ぐ
明
る
く
な
り
す
こ
ぶ
る 

       

座
法
は
、
男
女
と
も
跪
座

き

ざ

（
ひ
ざ
ま
ず
い
て
座
る
こ
と
）
を
正 

座
と
す
る
。
改
ま
る
必
要
の
な
い
場
合
は
、
男
は
ア
グ
ラ
で
、
女 

は
跪
座
の
姿
勢
で
、
両
足
を
そ
れ
ぞ
れ
外
側
に
少
し
開
い
て
そ
の 

間
に
尻し

り

を
置
く
か
、
両
足
を
そ
ろ
え
て
左
か
右
に
ず
ら
し
、
ず
ら 

し
た
両
足
の
後
方
に
尻
を
置
く
座
り
方
が
大
方
で
あ
る
。 

 

そ
の
他
の
座
り
方
に
、｢

フ
シ
ケ
ー
ヰ
」、「
チ
ビ
ケ
ー
ヰ
」、「
ト
ゥ 

ン
ダ
チ
ヰ
」
な
ど
が
あ
る
。 

六 

禁
忌
・
俗
信 

 

家
の
中
や
屋
敷
内
に
お
け
る
禁
忌
や
俗
信
に
は
、
次
の
よ
う
な 

も
の
が
あ
る
。 

 

①
ア
マ
ダ
イ
石
は
、
他
家
か
ら
も
ら
う
も
の
で
は
な
い
。 

 
 
 

も
ら
っ
て
き
た
ア
マ
ダ
イ
石
を
使
用
す
る
と
家
が
ツ
カ
レ 

 
 
 

ル
（
病
人
や
不
幸
が
生
ず
る
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

②
家
の
敷
居
を
踏
む
も
の
で
は
な
い
。 

 
 
 

俚
諺

り
げ
ん

に
「
敷
居
は
親
の
面
」
と
も
い
い
、
尊
い
も
の
と
す 

 
 
 

る
ふ
う
が
あ
る
。 
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③
屋
敷
の
北
側
に
出
入
口
を
造
っ
て
は
い
け
な
い
。 

④
一
つ
の
家
で
、同
じ
年
に
二
人
の
お
産
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

⑤
便
所
で
た
お
れ
た
ら
、
病
気
が
重
く
な
る
。 

⑥
便
所
の
神
は
神
威
が
高
い
の
で
、
落
と
し
た
物
が
ど
ん
な
宝
物 

 

で
あ
っ
て
も
拾
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

⑦
何
で
も
、
思
い
出
せ
な
い
と
き
は
、
便
所
に
行
く
と
思
い
出
さ 

 

れ
る
。 

⑧
庭
で
生
き
物
（
動
物
）
が
死
ん
だ
ら
、
最
初
に
顔
を
見
よ
。 

顔
が
家
の
方
を
向
い
て
い
る
と
不
幸
が
生
じ
、
家
と
反
対 

を
向
い
て
お
れ
ば
家
の
不
幸
を
一
緒
に
持
ち
去
る
と
い 

う
。 

⑨
ウ
ァ
ー
マ
（
カ
マ
ド
）
の
前
で
足
を
伸
ば
し
た
り
、
大
声
を
出 

 

し
た
り
、
人
の
悪
口
や
陰
口
を
言
う
も
の
で
は
な
い
。 

⑩
ウ
ァ
ー
マ
石
の
上
に
、よ
ご
れ
た
物
を
載
せ
る
も
の
で
は
な
い
。 

⑪
月
の
も
の
の
あ
る
日
は
、
炊
事
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
 
 

や
や
不
都
合
な
こ
と
で
あ
る
が
、
不
浄
な
こ
と
を
嫌
う
と 

 
 
 

こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 

⑫
家
を
、
本
家
よ
り
東
に
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

⑬
分
家
し
て
家
を
建
て
る
と
き
に
、
本
家
を
中
心
に
し
て
、
自
分 

 

の
干
支
（
え
と
）
の
方
向
に
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
。 

                          

⑭
カ
ラ
ス
が
尾
を
家
に
向
け
て
鳴
く
と
き
は
、
よ
く
な
い
こ
と
が 

 
 

お
き
る
。 
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