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古
代
の
住
居
で
暮
ら
し
て
み
た
ら
…

あ
る
停
電
の
夜
の
出
来
事

あ
る
夜
、
自
分
の
部
屋
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
と
、
急
に
電
気
が
消
え

ま
し
た
。
停
電
で
す
。
エ
ア
コ
ン
が
止
ま
り
、

今
ま
で
暖
か
か
っ
た
部
屋
が
急
に
寒
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
テ
レ
ビ
や
電
気
ゴ

タ
ツ
な
ど
の
電
化
製
品
は
使
え
ま
せ
ん
。
家

の
中
も
外
も
ま
っ
暗
で
す
。
ど
う
し
よ
う
も

な
い
の
で
寝
よ
う
と
思
い
、
布
団
ふ
と
ん

に
は
い
り

ま
し
た
。
電
気
毛
布
が
役
に
立
た
ず
、
布
団

は
冷
え
た
ま
ま
で
す
。

電
気
が
止
ま
る
と
ま
っ
た
く
不
便
だ
な
あ

と
思
い
つ
つ
、
い
つ
の
間
に
か
寝
て
し
ま
い

ま
し
た
。

翌
朝
、
ふ
だ
ん
は
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
鳥

の
声
に
目
を
覚
ま
す
と
驚
き
ま
し
た
。
寝
て

い
る
の
は
布
団
で
は
な
く
、
草
や
ワ
ラ
の
上

で
す
。
ま
わ
り
を
よ
く
見
渡
す
と
、
床
が
地

面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
近
く
掘
り
込
ん
で
あ
り

ま
す
。
室
内
は
六
畳
じ
ょ
う
ぐ
ら
い
の
広
さ
で
し
ょ

う
か
、
そ
の
中
に
ぼ
く
を
含
め
て
親
子
四
人

が
暮
ら
し
て
い
た
の
で
す
。

屋
根
が
地
面
に
接
し
て
お
り
、
窓
は
な
く
、

て
っ
ぺ
ん
の
煙
出
し
の
部
分
か
ら
朝
日
が
差

し
込
ん
で
き
て
い
ま
す
。
隣
り
に
寝
て
い
た

お
父
さ
ん
が
、
起
き
て
炉ろ

に
火
を
つ
け
ま
し

た
。
建
物
内
が
明
る
く
な
る
と
と
も
に
、
だ

ん
だ
ん
暖
か
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
床
が
掘
ら

れ
た
穴
に
は
い
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
な
の
で
、

冬
は
暖
か
く
、
夏
に
涼
し
い
の
で
す
。

炉
は
料
理
に
使
う
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

暖
房
や
家
の
明
か
り
と
し
て
の
重
要
な
役
目

も
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

外
は
よ
い
天
気
で
す
。
朝
ご
は
ん
を
食
べ
た

あ
と
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
は
ム
ラ
の
人
た

ち
と
一
緒
に
、
田
ん
ぼ
の
水
路
を
作
り
始
め
ま

し
た
。
ぼ
く
た
ち
は
ム
ラ
の
子
供
た
ち
と
遊
ん

だ
り
、
大
人
た
ち
の
手
伝
い
を
し
た
り
し
て
、

一
日
中
外
で
過
ご
し
ま
し
た
。

山
に
陽
が
沈
み
、
暗
く
な
り
か
け
る
と
、
み

ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
は
い
り
ま
し
た
。
炉
の

火
だ
け
で
は
電
灯
の
よ
う
な
明
る
さ
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
家
族
の
姿
は
確
認
で
き
ま
す
。
し
か

し
家
の
中
で
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
の

で
、
夜
は
と
に
か
く
早
く
寝
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。今

日
は
す
ご
く
疲
れ
た
せ
い
か
、
草
や
ワ
ラ

の
上
が
気
持
ち
よ
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
横
に
な

っ
た
と
た
ん
、
す
ぐ
に
寝
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
に
目
を
覚
ま
す
と
、
い
つ
も
の
自
分
の
部

屋
で
、
布
団
の
中
に
は
い
っ
て
い
ま
し
た
。
ど

う
も
夢
を
見
て
い
た
よ
う
で
す
。

夢
の
中
で
古
代
の
住
居
を
体
験
し
た
ら
、

現
代
の
ぼ
く
た
ち
は
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、
漫
画

を
見
た
り
し
て
家
の
中
で
過
ご
す
時
間
が
多
い

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
古

代
で
は
、
雨
が
降
っ
た
り
冬
の
す
ご
く
寒
い
日

な
ど
を
除
き
、
昼
間
は
だ
い
た
い
外
で
活
動
し

て
い
た
よ
う
で
す
。

現
代
は
生
活
の
中
心
場
所
は
住
居
に
あ
り
、

そ
の
た
め
の
備
品
や
広
さ
が
必
要
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
古
代
の
生
活
の
中
心
場
所
は
あ
く

ま
で
も
戸
外
、
自
然
の
中
で
あ
り
、
住
居
は
寝

た
り
、
雨
や
寒
さ
を
し
の
い
だ
り
す
る
た
め
に

作
ら
れ
た
場
所
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、

六
畳
一
間
ぐ
ら
い
の
広
さ
で
い
い
の
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
一
階
に
降
り
る

と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
お
父
さ
ん
が
テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
ま
す
が
、
何
か
変
で
す
。

ぼ
く
も
座
っ
て
テ
レ
ビ
を
見
る
と
、
大
変
な
こ

と
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
大
地
震
が
あ
っ
た

の
で
す
。
家
が
た
く
さ
ん
倒
れ
、
道
路
や
線
路

も
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
。
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
な
ど

も
止
ま
っ
て
、
人
び
と
の
生
活
が
大
混
乱
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
火
事
も
い
た
る
と
こ
ろ
で
起

こ
っ
た
よ
う
で
す
。

竪
穴
住
居

た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

の
ム
ラ
な
ら
ど
う
な
っ
た
ん
だ
ろ

う
、
と
ふ
と
思
い
ま
し
た
。
家
は
す
ぐ
倒
れ
る

け
ど
、
柱
以
外
の
も
の
は
落
ち
て
こ
な
い
か
ら
、

火
事
に
さ
え
気
を
つ
け
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
ケ
ガ

を
す
る
程
度
で
す
む
で
し
ょ
う
。
家
は
ま
た
自

分
で
建
て
直
せ
ま
す
。

現
代
は
と
て
も
便
利
な
住
居
だ
け
ど
、
災

害
時
の
被
害
が
と
て
も
大
き
く
、
す
ぐ
に
は
元

通
り
に
回
復
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
は
古

代
の
住
居
に
つ
い
て
、
も
っ
と
調
べ
て
見
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。

コ�
ラ�
ム�

島
根
半
島
の
中
海

な
か
う
み

に
面
し
た
海
岸
に
は
、
サ
ル
ガ

鼻は
な

、
権
現
山

ご
ん
げ
ん
や
ま

、
ま
た
日
本
海
側
に
は
猪
目

い
の
め

な
ど
の
洞

窟
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
自
然
に
で
き
た
洞
窟
は
、
縄
文

人
の
格
好
の
す
み
か
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

サ
ル
ガ
鼻
洞
窟
住
居
跡
か
ら
は
縄
文
土
器
、
石
器
、

シ
カ
な
ど
の
獣
骨
、
魚
の
骨
や
貝
、
そ
し
て
石
錘

せ
き
す
い

（
石

で
作
っ
た
お
も
り
）
を
は
じ
め
と
す
る
漁
労
具
な
ど
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

正

面
に
海
、
背
後
に
山
と
い
う
、
海
の
幸
、
山
の
幸
に
恵

ま
れ
た
場
所
に
あ
り
、
加
え
て
夏
は
涼
し
く
冬
は
暖
か

い
洞
窟
は
、
漁
労
中
心
に
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て
重

要
な
生
活
場
所
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
縄
文
時

代
・
弥
生
時
代
を

中
心
に
、
長
い
あ

い
だ
住
居
の
中
心

だ
っ
た
竪
穴
住
居

は
古
墳
時
代
以
後
、

し
だ
い
に
掘
立
柱

建
物
に
変
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
（
図

参
照
）。

サルガ鼻洞窟住居跡（美保関町森山）

猪目洞窟遺跡
（平田市猪目町）

竪穴住居に現在の畳を敷いてみると、四畳半から六畳ぐらいのスペースが考えられる。

権現山洞窟住居跡
（美保関町森山）

天
然
の
住
居
・
洞
窟

ど
う
く
つ
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日本海� 権現山洞窟住居跡�サルガ鼻洞窟住居跡�

猪目洞窟遺跡�

原始・古代の住居の移り変わり
縄文時代から弥生時代にかけて、すまいは竪穴住居が主
体でした。洞窟は、狩猟や漁労のための季節的移動に伴
う、一時的なキャンプ地として使われることが多かった
と考えられます。掘立柱建物は、わずかではありますが
縄文時代からあり、しだいに数を増やしていって、古墳
時代終りごろ以降はすまいの主流となります。
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絵本　日本人のすまい 住居
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