
茅
葺
き
古
民
家
訪
問
記 

東
久
留
米
市
「
村
野
家
住
宅
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岡 

哲
文 

 

こ
の
記
事
は
二
〇
一
一
年
五
月
二
二
日
に
主
催
さ
れ
た
村
野
家
公
開
見
学
会
の
内
容
で
す
。
年
月
が
経
っ

て
い
る
た
め
、
現
在
と
は
内
容
が
異
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
悪
し
か
ら
ず
ご
容
赦
下
さ
い
。 

   

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
付
け
の
朝
日
新
聞
多
摩
版
の
ペ
ー
ジ
に
写
真
入
り
で
注
目
す
べ
き
記
事
が

あ
っ
た
。
東
久
留
米
市
柳
窪
地
区
に
あ
る
「
村
野
家
住
宅
」
が
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
内
定
し
た
こ

と
報
じ
て
い
る
。
記
事
に
よ
る
と
柳
窪
地
区
は
江
戸
・
明
治
期
の
建
物
が
数
多
く
残
り
、
同
家
は
そ
の
中

で
も
地
区
の
代
表
的
な
住
宅
で
、
一
帯
は
「
柳
窪
の
旧
集
落
」
と
呼
ば
れ
る
。 

 

主
屋
は
一
八
三
八
年
（
天
保
九
）
に
建
て
ら
れ
、
名
主
と
し
て
幕
府
の
役
人
を
迎
え
た
た
め
に
上
質
な

座
敷
を
備
え
、
今
も
茅
葺
き
屋
根
を
保
っ
て
い
る
。
一
八
六
六
年(

慶
応
二)
の
「
武
州
世
直
し
一
揆
」
で
貧

し
い
農
民
に
襲
わ
れ
て
で
き
た
刀
傷
が
残
る
柱
が
現
存
し
て
い
る
。 

 

今
回
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
の
は
、
住
宅
主
屋
、
離
れ
、
土
蔵
、
穀
倉
、
新
蔵
（
し

ん
ぐ
ら
）
、
薬
医
門
、
中
雀
門
（
ち
ゅ
う
じ
ゃ
く
も
ん
）
の
七
件
で
あ
る
。 

 

見
学
会
等
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
是
非
行
っ
て
み
よ
う
と
思
い
、
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
が
主
催
し
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
資
料
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
市
民
に
は
市
報
で
案
内
す

る
が
、
市
外
者
の
私
に
は
ほ
か
に
知
る
す
べ
が
な
い
。 

 

年
が
明
け
て
か
ら
実
際
に
見
学
会
の
日
程
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
二
〇
一
一
年
年
五
月
二
二
日
の
一
三

時
に
申
し
込
み
を
し
た
。 

 
 

武
蔵
小
金
井
駅
か
ら
東
久
留
米
行
き
の
バ
ス
に
乗
車
し
て
、
柳
窪
一
丁
目
の
バ
ス
停
で
下
車
す
る
。
案

内
掲
示
板
が
出
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
く
。
事
前
に
周
辺
地
図
を
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
も
参
考
に
し
た
。
や
が
て
雑
木
林
が
目
に
入
り
、
そ
の
中
に
住
宅
地
が
あ
る
。
東
久
留
米
に
も
ま
だ

こ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
び
っ
く
り
し
な
が
ら
進
む
が
、
案
の
定
、
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
。

た
ま
た
ま
目
に
付
い
た
家
の
標
識
を
見
て
み
る
と
「
村
野
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
窓
越
し
に
い
た
女
性

に
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
先
の
家
だ
と
の
こ
と
。
ま
た
こ
の
辺
り
一
帯
は
皆
村
野

姓
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
言
わ
れ
た
通
り
の
道
順
で
行
く
と
、
ど
う
も
そ
れ
ら
し
い
人
た

ち
や
見
学
希
望
者
が
門
の
前
で
受
付
を
し
て
い
た
。
私
も
受
付
を
済
ま
せ
て
門
の
中
に
入
っ
た
。 

 
 

先
ず
は
薬
医
門
の
説
明
を
受
け
る
。
薬
医
門
は
四
つ
の
柱
、
大
き
な
は
り
が
特
徴
で
あ
り
、
も
と
も
と



幕
末
の
初
代
当
主
七
次
郎
氏
の
時
、
長
屋
門
と
し
て
建
造
計
画
が
あ
り
、
許
可
を
受
け
て
い
た
。
江
戸
時

代
は
許
可
を
得
ず
に
、
こ
の
よ
う
な
門
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
屋
敷
は
許
可
を
受
け
て

い
た
。
だ
が
、
建
て
る
間
も
な
く
明
治
維
新
に
な
っ
た
た
め
か
、
実
現
に
至
ら
ず
、
薬
医
門
と
し
て
二
代

目
の
七
次
郎
氏
に
よ
っ
て
明
治
十
四
年
に
改
め
て
建
造
さ
れ
た
。
こ
の
門
は
別
名
「
日
の
出
門
」
と
い
う
。

そ
れ
は
元
旦
の
朝
、
眺
望
が
よ
か
っ
た
当
時
の
武
蔵
野
の
野
か
ら
あ
が
る
初
日
の
出
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。 

 
 

 
 

村
野
家
の
薬
医
門
、
日
の
出
門
と
も
い
う
。
主
屋
の
玄
関
式
台
。
下
は
穀
蔵
。 

  

村
野
家
母
屋
は
茅
葺
き
の
入
母
屋
造
り
。
六
間
取
り
の
代
表
的
な
農
家
で
あ
り
、
こ
の
地
域
で
一
番
古

く
、
代
々
の
当
主
の
努
力
に
よ
り
、
一
度
も
火
災
に
遭
わ
ず
に
今
日
ま
で
維
持
保
存
さ
れ
た
。
屋
根
の
葺

き
替
え
は
大
作
業
の
た
め
、
毎
年
二
割
位
ず
つ
葺
き
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
、
こ
の

辺
り
は
皆
茅
葺
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
ほ
か
が
全
部
瓦
屋
根
に
す
る
中
、
村
野
家
の
み
頑
張
っ
て
茅
葺

き
を
維
持
し
て
き
た
。
昔
は
茅
場
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
が
、
次
第
に
宅
地
化
さ
れ
減
少
し
て
い
き
、
茅

が
貴
重
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
特
産
の
柳
窪
小
麦
と
い
う
小
麦
が
あ
り
、
麦
の
草
丈
が
通
常
の

一
・
五
倍
と
長
い
た
め
、
藁
屋
根
に
も
利
用
さ
れ
た
。 

 

母
屋
の
主
要
部
分
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
建
造
で
、
玄
関
式
台
は
昭
和
元
年
に
改
築
さ
れ
た
。

松
鷹
、
寿
老
人
が
鶴
に
乗
る
見
事
な
懸
崖
が
あ
る
。
こ
れ
は
数
年
前
に
彫
り
直
し
て
付
け
替
え
た
。
そ
の

後
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
、
左
側
に
二
間
座
敷
を
増
や
し
た
。 

 

次
の
穀
蔵
（
こ
く
ぐ
ら
）
は
、
穀
物
を
入
れ
て
お
く
た
め
の
蔵
で
あ
り
、
穀
物
の
出
し
入
れ
を
す
る
た

め
に
庇
の
大
き
い
の
が
つ
い
た
。
作
り
は
土
蔵
造
り
と
い
い
、
屋
根
の
上
ま
で
土
で
固
め
る
と
い
う
作
り

方
で
あ
る
。
防
火
対
策
も
し
て
あ
り
、
庇
の
上
に
置
き
屋
根
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。 

 

こ
の
穀
倉
に
接
し
て
新
蔵
が
あ
る
。
明
治
中
ご
ろ
の
建
造
で
あ
り
、
戸
口
の
前
に
板
の
間
が
設
け
ら
れ
、

八
畳
の
蔵
座
敷
に
つ
な
が
る
。
こ
こ
は
現
在
の
ご
当
主
の
母
上
様
が
茶
道
を
た
し
な
ん
で
お
り
、
そ
の
た

め
に
茶
室
に
改
造
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
茶
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

前
庭
と
奥
庭
を
隔
て
る
た
め
に
主
屋
と
新
蔵
の
間
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の
は
中
雀
門
で
あ
る
。
こ
の
門



は
文
化
庁
が
調
査
に
来
た
時
に
目
を
付
け
て
、
急
き
ょ
指
定
の
追
加
と
な
っ
た
。
板
壁
を
含
め
て
非
常
に

凝
っ
た
意
匠
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
数
寄
屋
の
上
品
な
雰
囲
気
を
残
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

上
は
式
台
玄
関
の
懸
魚
。
下
は
障
子
の
干
網
の
江
戸
組
子
。 

  

主
屋
の
奥
の
間
（
二
間
）
は
前
述
し
た
と
お
り
、
初
代
に
よ
り
安
政
四
年
に
増
築
さ
れ
、
付
書
院
に
は

障
子
を
色
々
工
夫
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
、
江
戸
組
子
の
「
網
干
」
や
近
江
八
景
を
描
い
た
障
子
擦
ガ
ラ
ス
、

欄
干
の
彫
刻
や
襖
絵
な
ど
の
建
具
が
並
ぶ
。 

 

慶
応
二
年
に
武
蔵
西
部
一
帯
で
発
生
し
た
打
ち
こ
わ
し
「
武
州
世
直
し
一
揆
」
の
際
に
、
こ
こ
村
野
家

も
襲
撃
対
象
に
な
り
、
多
く
の
損
傷
を
受
け
、
今
も
床
柱
、
長
押
な
ど
に
そ
の
生
々
し
い
傷
跡
が
残
っ
て

い
る
。 

 

武
州
世
直
し
一
揆
は
、
横
浜
貿
易
の
展
開
や
長
州
征
伐
の
動
乱
に
よ
り
、
山
村
・
畑
作
農
村
の
急
激
な

米
価
高
騰
に
よ
る
生
活
苦
が
発
生
し
、
米
穀
の
安
売
り
を
要
求
し
た
が
断
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
、

秩
父
上
名
栗
村
に
発
生
し
、
瞬
く
間
に
武
州
と
上
州
に
広
が
り
、
参
加
者
は
周
辺
の
五
カ
国
、
数
十
万
人

に
及
び
、
豪
農
・
豪
商
な
ど
五
百
数
軒
が
打
ち
壊
さ
れ
た
。
こ
の
辺
り
一
帯
は
天
領
で
あ
り
、
幕
府
の
代

官
で
、
韮
山
反
射
炉
で
有
名
な
江
川
太
郎
左
衛
門
英
龍
（
一
八
〇
一
～
一
八
五
五
年
）
の
領
地
で
あ
り
、

太
郎
左
衛
門
は
農
兵
隊
に
一
揆
鎮
圧
命
令
を
出
し
た
。
こ
の
農
兵
隊
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
、

江
川
代
官
支
配
所
に
設
置
さ
れ
た
。 

 

秩
父
か
ら
所
沢
、
東
村
山
に
か
け
て
、
相
当
数
（
約
二
～
三
〇
〇
軒
）
が
こ
の
一
揆
に
よ
り
倒
さ
れ
て

な
く
な
っ
た
家
も
あ
る
。
傷
跡
が
残
っ
て
い
る
家
も
か
な
り
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
建
て
替
え
等
で
み
ん

な
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
村
野
家
は
こ
れ
を
歴
史
の
証
明
と
し
て
残
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 



 
村
野
邸
に
は
離
れ
が
あ
り
、
こ
の
離
れ
は
三
代
目
当
主
夫
人
の
実
家
田
無
の
下
田
家
で
隠
居
所
と
し
て

明
治
後
期
に
建
造
さ
れ
た
後
に
、
大
正
期
に
当
家
に
譲
ら
れ
た
。
昭
和
二
五
年
に
玄
関
部
が
洋
間
に
改
造

さ
れ
た
。
現
在
は
十
畳
の
和
室
か
ら
な
り
、
主
屋
奥
の
間
と
同
じ
く
贅
を
尽
く
し
て
お
り
、
付
書
院
欄
間

に
は
著
名
な
島
村
俊
表
（
し
ゅ
ん
ぴ
ょ
う
）
の
サ
イ
ン
入
り
の
鶏
と
松
の
彫
刻
が
あ
り
、
主
屋
同
様
に
江

戸
組
子
の
「
網
干
」
が
あ
る
。
尚
、
渡
り
廊
下
は
「
う
ぐ
い
す
張
り
」
と
な
っ
て
い
る
。 

 

土
蔵
は
漆
喰
仕
上
げ
で
あ
り
、
大
事
な
も
の
を
貯
蔵
し
て
い
た
た
め
、
土
蔵
破
り
を
防
ぐ
よ
う
に
造
ら

れ
て
い
る
。
昔
は
こ
の
家
も
土
蔵
破
り
の
被
害
に
遭
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
一
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
の
小
棒
が
一
階
周
囲
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
以
前
は
主
屋
と
つ
な
が
る
廊
下
が
あ
り
、
現
在
は
生

活
用
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。  

 
 

土
蔵
の
外
観
と
下
は
武
州
一
揆
で
受
け
た
柱
の
傷
跡
が
生
々
し
い
。
母
屋
奥
の
間
に
も
あ
る
江
戸
組
子
。 

 
 

 

こ
の
後
、
見
学
者
全
員
に
、
敷
地
内
の
茶
畑
で
採
れ
た
お
茶
を
入
れ
て
も
ら
い
、
当
主
の
詳
し
い
話
を

伺
っ
た
。
こ
の
日
の
お
茶
は
去
年
採
れ
た
お
茶
で
あ
る
。
本
来
な
ら
前
述
し
た
柳
窪
小
麦
で
作
っ
た
ま
ん

じ
ゅ
う
が
振
る
舞
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
売
り
切
れ
て
し
ま
い
。
別
に
店
で
作
っ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
が
振

る
舞
わ
れ
た
。
柳
窪
小
麦
で
作
っ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
こ
の
前
の
見
学
者
が
百
数
十
人
来
た
た
め
に
な
く

な
っ
た
。
こ
の
村
は
産
物
が
特
に
な
く
、
米
も
取
れ
な
か
っ
た
た
め
、
最
近
柳
窪
小
麦
と
い
う
品
種
が
復

活
し
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

  

そ
の
後
簡
単
に
幕
末
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
こ
の
村
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
。
こ
の
辺
り
の
農
家
は
食
べ

る
だ
け
が
精
い
っ
ぱ
い
で
、
田
ん
ぼ
も
麦
も
な
く
、
粟
や
稗
だ
け
を
作
っ
て
い
た
こ
と
。
大
麦
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
戦
争
中
は
そ
れ
も
供
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
た
。 

  

こ
の
説
明
会
が
終
わ
っ
て
、
帰
路
に
つ
き
始
め
た
途
端
に
、
ス
コ
ー
ル
の
よ
う
な
大
雨
が
降
り
始
め
た
。

何
だ
か
説
明
会
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
降
り
始
め
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

    



  

村
野
家
見
学
会
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先
。 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
久
留
米
の
水
と
景
観
を
守
る
会 

電
話 

〇
四
二
‐
四
七
二
‐
六
六
八
四 

佐
藤 

 

柳
窪
の
環
境
・
景
観
の
保
全
を
考
え
る
会 

 
 

電
話 

〇
四
二
‐
四
七
一
‐
四
六
四
一 

奥
住 

 

参
加
費 

五
百
円
（
資
料
代
・
同
家
の
維
持
協
力
費
を
含
め
て
。
） 

 

東
久
留
米
市
外
に
在
住
の
方
は
事
前
の
確
認
が
必
要
で
す
。 

 


