
1

一
般
社
団
法
人
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
は
、

茅
葺
き
の
文
化
と
技
術
の
継
承
と
振
興
を

は
か
り
、
も
っ
て
日
本
文
化
と
地
域
社
会
の

発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成

二
十
二
年
二
月
三
日
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

 

茅
葺
き
は
日
本
の
民
家
や
社
寺
の
屋
根
と

し
て
、
気
候
風
土
に
適
応
し
、
多
様
で
地
域

性
豊
か
な
民
家
と
農
村
景
観
を
つ
く
り
あ
げ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
茅
は
、
屋
根
葺
き
材

料
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
貴
重
な
植
物
資

源
で
あ
り
、
養
蚕
業
や
畜
産
業
の
肥
料
や
飼

料
と
し
て
、
農
山
村
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
の
近
代
化

や
都
市
化
が
急
速
に
す
す
む
中
で
、
茅
葺
き

は
、
過
去
の
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
姿
は

急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

01 

巻
頭
に
よ
せ
て

02 

会
か
ら
の
報
告

 
 

第
一
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催 

富
山
県
南
砺
市
五
箇
山
に
て

08 

神
戸
大
会
２
０
０
９
を
ふ
り
か
え
っ
て

 

そ
の
一
方
で
、
近
年
、
茅
葺
き
の
民
家
や

農
村
景
観
が
日
本
人
の
原
風
景
と
し
て
失
っ

て
は
な
ら
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
村
お
こ
し

や
町
づ
く
り
を
す
す
め
る
上
で
の
拠
り
所
や

地
域
資
源
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
断
熱
性
と
通
気
性
を
兼
ね
備
え
た
、

茅
葺
き
屋
根
の
優
れ
た
居
住
性
が
見
直
さ
れ
、

茅
は
、
石
油
に
替
わ
る
持
続
可
能
で
循
環
す

る
植
物
資
源
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
で
、
当
協
会

は
茅
葺
き
の
歴
史
、
文
化
、
技
術
を
正
し
く

理
解
し
、
茅
葺
き
の
優
れ
た
特
性
と
、
現
代

社
会
で
茅
葺
き
の
民
家
や
景
観
を
存
続
す
る

上
で
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
広
く

世
の
中
に
伝
え
、
茅
葺
き
の
文
化
と
技
術
の

継
承
と
振
興
を
図
る
た
め
の
事
業
に
取
り
組

ん
で
参
り
ま
す
。

 

皆
様
に
は
、
当
協
会
の
趣
旨
に
ご
賛
同
し

て
い
た
だ
き
、
共
に
事
業
に
取
り
組
み
、
必

要
な
ご
協
力
、
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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﹁
茅
葺
き
の
暮
ら
し
と
生
業
﹂
と
題
し
た
今

回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
世
界
遺
産
登
録
１
５
周

年
を
迎
え
た
五
箇
山
合
掌
造
り
集
落
の
富
山
県

南
砺
市
で
開
催
し
た
。

 

第
一
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
先
立
ち
、
代

表
理
事
の
安
藤
邦
廣
か
ら
平
成
２
２
年
２
月
３

日
に
一
般
社
団
法
人
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
と

し
て
法
人
設
立
を
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

設
立
の
挨
拶
に
か
え
て
、
日
本
の
茅
葺
き
文
化

と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
を
し
、
次
の
４
つ

を
挙
げ
た
。
１
、
茅
は
資
源 

万
葉
の
頃
か
ら

日
本
の
人
々
の
暮
ら
し
を
守
っ
て
き
た
草
資
源

で
あ
る
茅
に
つ
い
て
、
屋
根
を
葺
く
材
料
で
あ

る
と
と
も
に
、
牛
馬
の
飼
料
、
田
畑
の
肥
料
で

も
あ
り
、
茅
と
い
う
資
源
が
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
源
で
あ
っ
た
こ
と
を
さ
ら
に
研
究
し
、
屋

根
葺
き
の
材
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
貴
重
な

■大会プログラム　2010年月 6日 26日（土）
あいさつ
　代表理事　　安藤　邦廣（筑波大学教授）
　南砺市市長　田中　幹夫
　来賓祝辞　　白川村長　谷口　尚
　　　　　　　富山県西部森林組合長　桃野忠義
開催地報告
　「行政の取り組み」（南砺市教育委員会）
　「相倉合掌造り集落」図書健裕（相倉区長）
　「菅沼合掌造り集落」中島慎一（越中五箇山菅沼合掌造り保存顕彰会）
第１セッション「いろりを復活しよう」　
　座長　上野美帆（理事・㈶都市農山漁村交流活性化機構）
　「いろりと食文化」　　　甲斐良治（㈳農山漁村文化協会）
　「いろりと五箇山文化」  北厚子（越中五箇山菅沼合掌造り保存顕彰会）
　「いろりと生活」　　　　村上和子（岩手・茅葺き民家を残す会）
　「茅葺きの燻蒸効果」　　古海賢一（栃木・株式会社茅葺屋根保存協会）
第２セッション「茅葺きは地場産業になるか」
　座長　米山淳一（理事・地域遺産プロデューサー）
　「カリヤスの茅刈りと茅葺き　森林組合による取り組み」
　　山口健一（富山県西部森林組合五箇山支所）
　「ヨシ刈りとヨシの利用　琵琶湖での取り組み」小寺實
　　（滋賀・ウォーターステーション琵琶湖子供環境班代表）
　「ススキの生産と販売」長田友和（静岡・有限会社富士勇和産業）
　「根場いやしの里と上条集落の取り組み」石川重人（山梨・伝匠舎 
　　株式会社石川工務所）
　「茅葺き職人から事業所への展開」中野誠　（京都・美山茅葺株式会社）
　「南アフリカ共和国の茅葺き業」田揚裕子（工学院大学大学院工学研究科）

閉会あいさつ　　理事　江面嗣人（岡山理科大学教授）

情報提供「麦わら葺きを復活しよう」西尾晴夫
　　　　（公益社団法人社寺等屋根工事技術保存会）

■見学会 6 月 27日（日）9:00 ～ 13:00
　相倉合掌集落～相倉茅場～屋根葺き替え現場「重要文化財岩瀬家」
　～菅沼合掌集落

会
か
ら
の
報
告

第
一
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

 

富
山
県
南
砺
市
五
箇
山
に
て

 

設
立
第
一
回
と
な
る
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
の
総

会
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
見
学
会
を
、
２
０
１
０
年
６
月

２
６
日
・
２
７
日
に
富
山
県
南
砺
市
で
開
催
し
ま
し

た
。
１
８
０
名
の
み
な
さ
ま
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま

し
た
。

資
源
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
２
、

茅
は
生
業 

茅
で
人
々
は
暮
ら
し
を
営
ん
で
き

た
。
江
戸
か
ら
昭
和
に
か
け
て
栄
え
た
養
蚕
業

で
は
、
蚕
を
育
て
る
た
め
の
桑
畑
を
育
て
た
の

は
茅
の
肥
料
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
茅
資
源
に
支

え
ら
れ
た
山
の
暮
ら
し
の
歴
史
の
中
で
は
、
ほ

ん
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
が
、
人
々
が
茅
を
刈
り

茅
場
を
守
っ
て
き
た
こ
と
を
も
っ
と
深
く
知
り
、

人
々
の
生
業
や
経
済
に
よ
っ
て
民
家
は
つ
く
ら

れ
、
暮
ら
し
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
３
、
茅
葺
き
の
暮
ら
し 

茅

葺
き
が
夏
涼
し
く
冬
暖
か
い
と
言
わ
れ
る
一
方

で
、
寒
い
、
暗
い
、
虫
が
い
る
な
ど
茅
葺
き
の

難
し
い
側
面
だ
け
を
と
ら
え
る
意
見
も
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
す
る
温
熱
環
境
の
科
学
的
な
研
究

を
す
る
と
同
時
に
、
茅
葺
き
は
落
ち
着
く
、
安

ら
ぎ
を
覚
え
る
と
い
う
意
見
に
あ
ら
わ
れ
る
よ

う
に
、
日
本
人
の
根
源
的
な
話
の
中
で
、
茅
葺

き
を
ど
う
捉
え
て
い
く
か
議
論
す
る
必
要
が
あ

る
。
４
、
茅
葺
き
の
技 

職
人
の
技
術
と
と
も

に
、
職
人
で
は
な
く
結
の
よ
う
に
共
同
で
屋
根

を
葺
く
と
い
う
仕
組
み
が
あ
る
。
多
様
で
そ
の

地
域
固
有
に
生
ま
れ
て
培
わ
れ
て
き
た
技
を
、

こ
れ
か
ら
未
来
へ
ど
の
よ
う
に
伝
え
、
発
展
さ

せ
て
い
く
か
と
い
う
課
題
が
我
々
に
課
さ
れ
て

い
る
。
以
上
の
よ
う
に
茅
葺
き
の
﹁
資
源
﹂﹁
生

業
﹂﹁
生
活
﹂﹁
技
術
﹂
と
い
う
４
つ
の
テ
ー
マ

を
も
と
に
、
茅
葺
き
の
文
化
は
非
常
に
深
く
厚

み
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
、
み
な
さ
ん

と
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
話
し
た
。

 

開
催
地
で
あ
る
南
砺
市
長
の
田
中
幹
夫
氏
は
、

い
ま
こ
の
地
域
で
、
生
活
自
体
が
多
種
多
様
化

し
、
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
ど
う
や
っ
て
こ
の

地
域
を
守
り
、
次
世
代
に
繋
い
で
い
く
の
か
が

課
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
、
茅
葺
き

の
世
界
遺
産
が
あ
る
こ
の
地
域
が
助
け
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。
豊
で
確
か
な
未
来
は
、
懐
か

し
い
過
去
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
人
の

美
徳
で
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
、
利
他
の
心
、

こ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
生
業
が
あ
り
暮
ら
し
が
あ

り
文
化
が
あ
る
。
今
日
の
会
で
皆
さ
ん
と
こ
の

こ
と
を
し
っ
か
り
と
考
え
、
全
国
、
世
界
に
向

け
て
発
信
を
し
て
、
多
く
の
サ
ポ
ー
タ
ー
を
見

茅ふきたより　第１号 2011.2
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﹁
菅
沼
合
掌
造
り
集
落
﹂
越
中
五
箇
山
菅
沼
合

掌
造
り
保
存
顕
彰
会
副
会
長 

中
島
慎
一

  

菅
沼
集
落
は
旧
上
平
村
に
あ
る
。
人
口
約

３
０
人
、
１
２
軒
の
家
の
う
ち
、
９
軒
が
合
掌

造
り
で
、
内
７
軒
は
今
で
も
生
活
し
て
い
る
。

相
倉
と
同
じ
く
、
昭
和
４
５
年
に
国
指
定
史
跡

と
な
り
、
平
成
６
年
に
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
、
平
成
７
年
に
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
。
今
は
森
林
組
合
に
委
託
し
て
い
る
が
、

昔
は
急
斜
面
の
茅
場
で
茅
刈
り
を
し
、
束
ね
た

茅
を
国
道
ま
で
転
が
り
落
と
し
、
家
に
運
び
、

雪
囲
い
を
し
、
屋
根
葺
き
に
使
っ
て
い
た
。
越

中
五
箇
山
菅
沼
合
掌
造
り
保
存
顕
彰
会
は
、
世

帯
主
と
家
族
で
成
人
し
た
も
の
す
べ
て
が
メ
ン

バ
ー
と
な
り
、
菅
沼
集
落
の
保
存
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

つ
け
て
地
域
づ
く
り
に
邁
進
し
て
い
き
た
い
と

話
し
た
。

 

来
賓
と
し
て
、
当
協
会
の
前
身
で
あ
る
全
国

茅
葺
き
民
家
保
存
活
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
会
長

を
務
め
た
白
川
村
長
の
谷
口
尚
氏
と
、
五
箇
山

の
茅
葺
き
事
業
を
担
う
富
山
県
西
部
森
林
組
合

の
組
合
長
の
桃
野
忠
義
氏
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ

い
た
。

開
催
地
報
告

﹁
行
政
の
取
り
組
み
﹂

南
砺
市
教
育
委
員
会 

文
化
課
長 

浦
辻
一
成

  

五
箇
山
︵
五
ヶ
山
︶
と
は
、
旧
平
、
上
平
、

利
賀
村
を
あ
わ
せ
た
地
域
の
古
く
か
ら
の
呼
び

名
で
あ
り
、1

5
1
3

年
頃
︵
室
町
時
代
︶
か
ら

定
着
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
五
箇
山
に
あ
る
茅

葺
き
の
文
化
財
は
以
下
の
通
り
。
国
指
定
重
要

文
化
財
と
し
て
、
白
山
宮
鞘
堂
、
村
上
家
、
羽

馬
家
、
岩
瀬
家
の
４
棟
、
国
史
跡
の
相
倉
集
落

に
２
７
棟
、
菅
沼
集
落
に
１
４
棟
、
県
指
定
と

し
て
、
流
刑
小
屋
な
ど
５
棟
、
市
指
定
と
し
て

４
棟
、
指
定
外
と
し
て
４
０
棟
。
こ
れ
ら
の
合

掌
造
り
家
屋
の
屋
根
の
葺
き
替
え
に
対
し
て
は
、

指
定
の
文
化
財
に
対
し
て
は
、
国
、
県
、
市
の

補
助
金
に
よ
り
、
所
有
者
の
負
担
は
３
～
５
％

に
と
ど
め
、
さ
ら
に
指
定
外
の
も
の
に
対
し
て

も
、
合
掌
造
り
の
建
物
は
貴
重
で
あ
り
、
観
光

資
源
と
み
な
す
と
し
て
、
観
光
課
の
補
助
金
な

ど
を
充
て
、
所
有
者
の
負
担
を
１
０
％
程
度
に

お
さ
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
茅
葺
き
屋
根
の
葺

き
替
え
に
つ
い
て
は
、
屋
根
葺
替
台
帳
を
作
成

し
、
分
割
し
て
葺
き
替
え
る
屋
根
面
が
、
そ
れ

ぞ
れ
葺
き
替
え
か
ら
何
年
経
っ
て
い
る
か
一
目

で
分
か
る
よ
う
に
管
理
し
、
計
画
的
に
葺
き
替

え
を
行
っ
て
い
る
。

﹁
相
倉
合
掌
造
り
集
落
﹂

 

相
倉
区
長 

図
書
健
裕

 

岐
阜
県
を
分
水
嶺
と
し
た
庄
川
は
、
白
川

郷
、
五
箇
山
、
砺
波
平
野
を
通
っ
て
日
本
海

へ
注
ぐ
。
相
倉
集
落
は
、
庄
川
の
川
面
か
ら
や

や
離
れ
た
段
丘
面
に
位
置
す
る
標
高
４
０
０m

前
後
の
地
で
あ
る
。
昭
和
４
５
年
に
国
指
定
史

跡
と
な
り
、
合
掌
造
り
集
落
保
存
の
第
一
歩
を

歩
み
だ
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
６
年
に
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
、
平
成
７
年
に
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
合
掌
造
り
の
特
徴
と

し
て
は
、
斜
面
に
生
え
た
根
曲
り
の
木
を
利
用

し
た
チ
ョ
ン
ナ
梁
な
ど
、
専
門
職
で
あ
る
大
工

に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
一
階
部
分
と
、
集
落
の

人
が
互
い
に
助
け
合
っ
て
建
て
た
、
マ
ン
サ
ク

と
藁
縄
で
結
わ
れ
た
小
屋
組
部
分
に
分
け
ら
れ

る
。
か
つ
て
は
こ
の
大
き
な
小
屋
裏
空
間
で
養

蚕
を
行
っ
て
い
た
。
相
倉
集
落
の
価
値
は
合
掌

造
り
家
屋
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。
１
、
山
間
地
に
お
け
る
農

村
風
景 

集
落
の
背
後
に
あ
る
段
々
畑
の
石
積

み
の
美
し
さ
、
そ
の
石
積
み
の
上
に
広
が
る
広

葉
樹
林
は
集
落
を
雪
崩
か
ら
守
る
雪
持
ち
林 

２
、
景
観
に
配
慮 

電
線
の
地
中
埋
設
、
地
区

民
の
共
同
駐
車
場
を
地
下
式
格
納
庫
と
し
て
い

る
な
ど 

３
、
茅
の
管
理 

代
々
受
け
継
ぐ
個

人
の
茅
場
が
あ
り
、
秋
に
茅
を
刈
り
保
管
庫
で

越
冬
し
て
翌
年
の
葺
き
替
え
に
使
っ
て
い
る

４
、
四
季
折
々
の
観
光 

５
、
合
掌
造
り
相
倉  

集
落
保
存
財
団
の
設
立
。

 

今
後
の
課
題
は
、
１
、
人
口
の
減
少
と
少
子

高
齢
化
の
問
題 

２
、
景
観
の
保
存
と
生
活
優

先
の
集
落
づ
く
り
の
あ
り
か
た 

３
、
観
光
の

推
進
と
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
の
あ
り

か
た
が
あ
る
。
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第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
﹁
い
ろ
り
を
復
活
し
よ
う
﹂

座
長 

上
野
美
帆
︵
理
事
・
㈶
都
市
農
山
漁
村

交
流
活
性
化
機
構
︶

﹁
い
ろ
り
と
食
文
化
に
つ
い
て
﹂ 

 

甲
斐
良
治
︵
㈳
農
山
漁
村
文
化
協
会
︶

 

﹁
た
び
﹂
は
﹁
旅
﹂
と
い
う
字
を
今
は
使
っ
て

い
る
が
、﹁
他
火
﹂、
他
の
火
に
あ
た
る
、
つ
ま

り
他
所
の
家
の
囲
炉
裏
に
あ
た
る
こ
と
を
意
味

す
る
と
い
う
話
が
あ
る
。
自
ら
の
故
郷
で
あ
る

宮
崎
県
高
千
穂
町
で
お
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
宮
崎
で
は
牛

馬
の
飼
料
と
し
て
秋
に
茅
を
刈
っ
て
い
た
が
、

そ
の
際
、
刈
干
切
り
唄
と
い
う
作
業
唄
を
歌
っ

て
い
た
。
こ
の
唄
に
は
、
茅
刈
り
の
様
子
と
と

も
に
千
木
の
置
か
れ
た
茅
葺
き
屋
根
も
歌
わ
れ

て
い
る
。﹁
こ
こ
の
山
の
刈
干
ゃ 

す
ん
だ
よ

 

明
日
は
田
ん
ぼ
で 

稲
刈
ろ
か
よ

も
は
や
日
暮
れ
じ
ゃ 

迫
々
か
げ
る
よ 

駒
よ

い
ぬ
る
ぞ 

馬
草
負
え
よ

屋
根
は
茅
ぶ
き 

茅
壁
な
れ
ど
よ 

昔
な
が
ら

の
千
木
を
置
く
よ
﹂

﹁
い
ろ
り
と
五
箇
山
文
化
に
つ
い
て
﹂  

北
厚
子

︵
越
中
五
箇
山
菅
沼
合
掌
造
り
保
存
顕
彰
会
事

務
局
︶

 

囲
炉
裏
は
茶
の
間
で
あ
る
オ
エ
に
あ
り
、
今

で
も
暮
ら
し
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
煮
炊

き
を
す
る
場
所
で
も
あ
り
、
家
族
が
集
ま
る
場

所
で
も
あ
り
、
対
話
す
る
場
所
で
も
あ
る
。
ま

た
、
五
箇
山
は
﹁
筑
子
節
﹂
を
は
じ
め
と
し
て

多
く
の
民
謡
が
あ
る
が
、
大
人
か
ら
子
供
へ
民

謡
を
教
え
、
民
話
を
語
る
場
所
で
も
あ
り
、
時

に
は
囲
炉
裏
の
灰
に
字
を
書
い
て
教
え
た
り
も

し
た
。
暖
房
で
も
あ
り
、
物
干
の
場
で
も
あ
っ

た
。
主
が
座
る
ヨ
コ
ザ
、
長
男
が
座
る
オ
ト
コ

ザ
、
お
母
さ
ん
が
座
る
カ
カ
ザ
、
お
婆
ち
ゃ
ん

達
が
座
る
シ
モ
ザ
な
ど
、
座
る
場
所
が
決
ま
っ

て
お
り
、
囲
炉
裏
は
そ
の
家
の
秩
序
を
表
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
囲
炉
裏
は
家
族
団
ら
ん
の

場
で
あ
り
、
食
事
、
接
客
の
場
で
あ
り
、
暖
房

も
兼
ね
て
い
た
。
か
つ
て
は
様
々
な
役
目
を
果

た
し
た
囲
炉
裏
は
、
生
活
様
式
の
変
化
で
使
わ

れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
建
物
を
燻
す
効
果

も
期
待
し
な
が
ら
、
使
い
続
け
て
伝
え
て
い
き

た
い
。

﹁
い
ろ
り
と
生
活
に
つ
い
て
﹂ 
 
 
 

村
上
和
子
︵
岩
手
・
茅
葺
き
民
家
を
残
す
会
︶

 

昔
の
囲
炉
裏 

朝
、
お
母
さ
ん
が
囲
炉
裏
に

火
を
焚
き
鉄
瓶
に
お
湯
を
沸
か
し
、
お
茶
を
仏

さ
ん
に
供
え
て
、
皆
で
朝
ご
飯
を
食
べ
て
朝
茶

を
飲
む
、
こ
れ
が
一
日
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
。

田
植
え
時
期
に
は
濡
れ
た
体
を
乾
か
し
、
梅
雨

の
湿
気
を
飛
ば
し
、
屋
根
の
茅
を
燻
し
、
煮
炊

き
の
場
、
も
て
な
し
の
場
、
団
ら
ん
の
場
、
暖

房
と
、
一
年
を
通
し
て
生
活
の
中
で
囲
炉
裏
は

重
要
な
役
目
を
果
た
し
た
。
今
は
見
学
に
訪
れ

た
子
供
た
ち
が
、
本
当
の
火
だ
と
喜
ぶ
ほ
ど
に
、

囲
炉
裏
で
火
を
焚
く
光
景
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
。
ガ
ス
や
電
気
で
煮
炊
き
も

便
利
に
な
っ
た
が
、
今
で
も
囲
炉
裏
を
体
験
し

た
人
が
、﹁
懐
か
し
い
な
﹂﹁
心
が
和
む
な
﹂
と

い
う
よ
う
に
、
精
神
的
な
面
、
和
む
ゆ
と
り
の

あ
る
心
を
持
た
せ
る
の
は
、
昔
か
ら
こ
の
囲
炉

裏
で
は
な
い
か
と
思
う
。
精
神
的
な
和
み
や
人

間
の
大
切
な
文
化
で
あ
る
﹁
火
﹂
を
子
供
た
ち

に
残
し
て
や
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
囲
炉
裏
の

役
目
で
は
な
い
か
。

﹁
茅
葺
き
の
燻
蒸
効
果
に
つ
い
て
﹂ 

古
海
賢
一

︵
栃
木
・
株
式
会
社
茅
葺
屋
根
保
存
協
会
︶

 

茅
葺
き
屋
根
は
お
よ
そ
３
０
年
保
つ
と
言
わ

れ
て
い
た
が
、
今
で
は
１
５
年
か
ら
２
０
年

に
縮
ま
っ
た
と
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。
囲
炉
裏

や
か
ま
ど
を
焚
く
こ
と
に
よ
り
、
茅
や
木
材
を

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
、
燻
蒸
効
果
に
よ
っ
て
茅
葺

き
屋
根
の
耐
久
性
を
高
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
囲
炉
裏
や
か
ま
ど
で
薪
を
燃
や
し
た
と
き

に
出
る
煙
に
は
、
有
機
酸
類
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
、

カ
ル
ボ
ニ
ル
化
合
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
類
な
ど
の

２
０
０
種
類
以
上
の
有
機
化
合
物
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
薪
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な

る
が
、
抗
菌
、
殺
菌
、
防
虫
、
酸
化
防
止
効
果

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
茅
葺
き
屋
根
に
は
通
気

性
が
あ
り
、
屋
根
か
ら
煙
が
出
て
い
く
の
で
、

煙
に
含
ま
れ
る
有
機
化
合
物
が
茅
に
付
着
し
、

カ
ビ
や
腐
朽
菌
な
ど
の
雑
菌
が
殺
菌
、
抗
菌
効

茅ふきたより　第１号 2011.2
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は
平
均
年
齢
が
５
５
歳
か
ら
６
０
歳
近
い
職
場

だ
っ
た
が
、
今
はI

タ
ー
ン
やU

タ
ー
ン
が
増

え
て
若
返
り
、
平
均
年
齢
が
３
６
歳
に
な
っ
て

い
る
。
子
供
達
に
む
け
て
茅
葺
き
の
体
験
学
習

も
行
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
普
及
啓
発
に
つ
と
め

た
い
。
こ
の
地
域
で
は
カ
リ
ヤ
ス
を
コ
ガ
ヤ
、

ス
ス
キ
を
オ
オ
ガ
ヤ
と
呼
び
、
主
に
コ
ガ
ヤ
を

使
っ
て
き
た
。
こ
の
コ
ガ
ヤ
の
茅
刈
り
や
茅
場

の
造
成
な
ど
、
材
料
と
な
る
茅
の
管
理
も
行
っ

て
い
る
。

﹁
ヨ
シ
刈
り
と
ヨ
シ
の
利
用 

琵
琶
湖
で
の
取

り
組
み
﹂
小
寺
實
︵
滋
賀
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
琵
琶
湖
子
供
環
境
班
代
表
︶

  

琵
琶
湖
は
飲
み
水
を
は
じ
め
と
し
て
、
鳥

や
魚
に
も
大
い
な
る
恵
み
を
与
え
て
い
る
。
こ

の
琵
琶
湖
の
恵
み
は
湖
岸
に
生
え
て
い
る
ヨ

シ
と
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
琵
琶
湖
の
ヨ
シ

は
一
時
、
か
つ
て
の
１
／
３
に
減
っ
て
し
ま
っ

た
。
現
在
は
ヨ
シ
を
復
活
す
る
取
り
組
み
に
よ

り
、
２
／
３
ま
で
回
復
し
て
い
る
。
ヨ
シ
の
利

用
法
と
し
て
、
ヨ
シ
葺
き
の
屋
根
は
今
で
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
ヨ
シ
簀
、
ヨ
シ
紙
、
ヨ
シ
笛
、

篳
篥
や
オ
ー
ボ
エ
の
リ
ー
ド
の
他
、
腐
葉
土
と

し
て
利
用
し
て
い
る
。
琵
琶
湖
岸
で
は
、
ヨ
シ

を
刈
っ
て
か
ら
、
商
品
化
の
た
め
に
細
か
く
選

別
す
る
。
次
の
新
芽
の
た
め
に
、
刈
り
取
っ
た

後
に
火
入
れ
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
古
く
美
し

い
湖
に
は
、
貝
や
魚
や
水
草
や
野
鳥
な
ど
、
多

く
の
生
き
物
が
暮
ら
し
、
水
の
浄
化
も
含
め
て

ヨ
シ
は
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境
を
育
ん
で
い
る

こ
と
を
子
供
た
ち
に
伝
え
、
次
世
代
に
繋
い
で

い
き
た
い
。

 

﹁
ス
ス
キ
の
生
産
と
販
売
﹂長
田
友
和︵
静
岡
・

有
限
会
社
富
士
勇
和
産
業
︶

１ 

資
源 

茅
場
は
富
士
山
の
南
東
部
に
あ
る

東
富
士
演
習
場
で
、
面
積
は
約9

0
0
0
h
a

。
毎

年
9
月
か
ら
11
月
に
防
火
帯
を
設
置
す
る
作
業

を
行
い
、
秋
に
茅
を
刈
り
、
２
月
下
旬
に
山
焼

き
を
行
う
。

２ 

労
働
力 

刈
り
手
は
地
元
の
入
会
権
を
持

つ
者
で
、
20
代
後
半
か
ら
70
代
の
約
30
名
。
12

月
1
日
か
ら
2
月
下
旬
ま
で
茅
刈
り
を
行
っ
て

果
に
よ
っ
て
駆
除
さ
れ
る
と
同
時
に
防
腐
処
理

も
さ
れ
、
建
物
の
耐
用
年
数
を
高
め
て
い
た
。

宇
都
宮
大
学
と
共
同
で
煙
燻
蒸
に
よ
る
抗
菌
効

果
の
研
究
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
無
燻
蒸
と
燻
蒸

︵
燻
蒸
１
～
５
時
間
の
５
種
類
︶
の
サ
ン
プ
ル

に
よ
る
実
験
で
、
茅
へ
の
カ
ビ
の
取
り
付
き
時

期
と
広
が
り
方
の
状
況
か
ら
、
煙
成
分
は
抗
菌

作
用
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
効
果

は
燻
蒸
時
間
に
比
例
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
特
に
３
時
間
以
上
の
燻
蒸
で
は
そ

の
効
果
が
顕
著
で
、
カ
ビ
と
同
等
の
性
質
を
保

つ
腐
朽
菌
に
も
効
果
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
煙
に

よ
る
燻
蒸
が
茅
葺
き
屋
根
と
そ
の
建
物
の
耐
久

性
を
高
め
る
と
い
う
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
効
果
が
あ
る
燻

蒸
機
械
を
開
発
普
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
、

今
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
家
族
の
絆
を
強
く
結
び

つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
き
な
囲
炉
裏
効

果
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
茅
葺
き
の
建
物
の
た

め
に
も
人
の
た
め
に
も
囲
炉
裏
を
復
活
さ
せ
た

い
。

第
２
セ
ッ
シ
ョ
ン
﹁
茅
葺
き
は
地
場
産
業
に
な

る
か
﹂

 

座
長 

米
山
淳
一
︵
理
事
・
地
域
遺
産
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
︶

 

﹁
カ
リ
ヤ
ス
の
茅
刈
り
と
茅
葺
き 

森
林
組

合
に
よ
る
取
り
組
み
﹂
山
口
健
一
︵
富
山
西
部

森
林
組
合
森
林
組
合
五
箇
山
支
所
︶

 

森
林
を
守
り
整
備
す
る
事
業
を
行
う
中

で
、
五
箇
山
支
所
で
は
茅
葺
き
の
屋
根
葺
き
も

大
き
な
事
業
と
な
っ
て
お
り
、
年
間
平
均
１
０

棟
の
屋
根
の
葺
き
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
か
つ

て
は
結
で
行
わ
れ
て
い
た
屋
根
葺
き
だ
が
、
合

掌
造
り
の
減
少
、
若
者
の
減
少
に
よ
り
伝
統
を

維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
な
ど
の
社
会

的
背
景
か
ら
、
昭
和
５
０
年
頃
か
ら
森
林
組
合

で
そ
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
合
掌
造

り
で
も
、
地
域
や
地
区
に
よ
っ
て
屋
根
の
形
や

葺
き
方
が
違
う
。
五
箇
山
で
も
地
区
に
よ
っ
て

葺
き
方
が
異
な
る
の
で
、
さ
ら
に
勉
強
し
な
が

ら
こ
れ
ら
の
特
徴
を
残
し
て
い
き
た
い
。
人
材

に
つ
い
て
、
数
十
年
前
に
入
っ
た
林
業
の
世
界
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い
る
。
作
業
は
手
鎌
に
よ
る
手
刈
り
が
主
流
で
、

早
朝
か
ら
始
め
る
と
鎌
切
れ
が
よ
く
作
業
効
率

が
よ
い
。

３ 

技
術 

茅
刈
り
に
使
う
道
具
は
、
刈
り
払

い
機
、
大
鎌
、
手
鎌
の
他
に
、
結
束
す
る
装
置

を
開
発
。
こ
れ
に
よ
り
束
の
大
き
さ
が
調
節
で

き
、
労
力
が
軽
減
で
き
る
。

４ 

出
荷
・
輸
送
・
保
管 

刈
っ
た
茅
は
そ

の
日
の
内
に
演
習
場
外
へ
搬
出
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
刈
り
取
っ
て
い
る
の
は3

h
a

ほ

ど
で
、
集
荷
場
に
一
山
２
０
０
束
ほ
ど
立
て

て
お
く
が
、
７
万
か
ら
８
万
束
を
刈
り
取
る
の

で
、
２
０
０
～
３
０
０
山
で
き
る
。

今
後
の
取
り
組
み 

富
士
山
麓
に
は
、
東
の
東

富
士
演
習
場
の
ほ
か
、
西
に
は
朝
霧
高
原
、
北

に
は
北
富
士
演
習
場
の
茅
場
が
あ
る
が
、
西
富

士
、
北
富
士
は
ま
だ
刈
る
人
が
少
な
い
の
で
、

地
元
の
人
を
養
成
し
な
が
ら
、
連
携
を
は
か
り
、

刈
り
手
の
育
成
と
安
定
供
給
、
茅
を
使
っ
た
特

産
品
の
開
発
、
販
売
な
ど
を
行
い
、
地
元
の
資

源
を
活
か
し
な
が
ら
茅
文
化
を
守
る
取
り
組
み

を
し
て
い
き
た
い
。

 

﹁
根
場
い
や
し
の
里
と
上
条
集
落
の
取
り
組

み
﹂
石
川
重
人
︵
山
梨
・
伝
匠
舎 

株
式
会
社

石
川
工
務
所
︶

 
山
梨
で
の
茅
葺
き
の
取
り
組
み
を
紹
介
。
山

梨
県
富
士
河
口
湖
町
に
﹁
西
湖
い
や
し
の
里
﹂

が
２
０
０
７
年
に
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
し
た
。

か
つ
て
こ
こ
に
４
０
数
戸
の
美
し
い
茅
葺
き
集

落
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
４
１
年
の
台
風
の
水
害

に
よ
っ
て
、
集
落
の
ほ
と
ん
ど
が
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
を
復
元
し
ょ
う
と
、
水
害
か
ら

残
っ
た
民
家
の
保
存
修
理
工
事
を
行
っ
た
他
、

現
在
２
０
数
棟
の
茅
葺
き
民
家
が
建
ち
、
か
つ

て
の
集
落
の
思
い
起
こ
さ
せ
る
風
景
と
な
っ
た
。

山
梨
の
茅
葺
き
集
落
と
し
て
、
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
の
早
川
町
赤
沢
地
区
の
ほ
か
、
芦

川
集
落
、
甲
州
市
の
上
条
集
落
が
あ
る
。
上
条

集
落
は
か
つ
て
養
蚕
で
栄
え
た
名
残
を
残
す
突

き
上
げ
屋
根
の
民
家
が
十
数
棟
あ
る
が
、
ほ
と

ん
ど
全
て
の
屋
根
が
銀
色
の
鉄
板
で
覆
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
中
で
、
観
音
堂
を
茅
葺
き
屋
根
に

復
元
す
る
こ
と
が
で
き
、﹁
元
気
な
上
条
を
つ

く
る
会
﹂
を
設
立
し
て
、
茅
刈
り
や
茅
葺
き
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
行
っ
て
伝
建
地
区
を

目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

 

﹁
茅
葺
き
職
人
か
ら
事
業
所
へ
の
展
開
﹂
中

野
誠 

︵
京
都
・
美
山
茅
葺
株
式
会
社
︶

 

も
と
も
と
は
個
人
で
茅
葺
き
職
人
と
し
て
や

っ
て
き
た
が
、
組
織
と
し
て
や
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
３
つ
の
大
き
な
要
因

が
あ
る
。
１
つ
目
は
、
い
ろ
ん
な
茅
葺
き
職
人

と
仕
事
を
す
る
中
で
、
ク
セ
の
あ
る
職
人
さ
ん

も
多
く
、
気
楽
に
腹
を
わ
っ
て
話
せ
る
環
境
づ

く
り
の
た
め
に
は
、
組
織
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
こ
と
。
二
つ
目
は
次
世
代
に
伝
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
。
自
分
の
子

供
が
跡
を
継
い
で
く
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
組
織

と
し
て
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
こ

と
。
三
つ
目
は
、
自
分
が
職
人
に
な
っ
た
頃
、

ま
だ
日
本
で
は
職
人
の
地
位
が
低
い
と
感
じ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
の
理
由
と
し
て
天
候
に
左
右

さ
れ
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て

収
入
も
安
定
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
自
分
が
苦
労
し
て
き
た
経
験
か
ら
、

こ
れ
か
ら
の
若
い
人
に
は
少
し
で
も
そ
の
思
い

を
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
、
組
織
化
し
て
月
給

制
に
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
。
４
人
で
立
ち
上

げ
た
会
社
が
、
現
在
は
７
人
に
な
り
、
平
均
年

齢
は2

9
.7

歳
。
弟
弟
子
の
３
人
も
事
業
所
と

し
て
や
っ
て
お
り
、
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
連
携

し
て
仕
事
を
し
て
い
る
。
茅
葺
き
は
人
に
も
地

球
に
も
ツ
ケ
を
残
さ
ず
、
茅
葺
き
が
日
本
だ
け

で
な
く
地
球
を
救
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
50
年

先
に
孫
や
ひ
孫
に
﹁
茅
葺
き
が
減
る
ど
こ
ろ
か

増
え
と
る
し
、
温
暖
化
も
心
配
せ
ん
で
も
大
丈

夫
や
っ
た
な
﹂
と
笑
っ
て
死
ね
る
よ
う
に
生
き

た
い
と
思
う
。

 

﹁
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
茅
葺
き
業
﹂
田
揚

裕
子
︵
工
学
院
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
︶

  

南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
ス

タ
ジ
ア
ム
や
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
建
築

な
ど
が
急
激
に
進
む
一
方
で
、
お
金
持
ち
の
ス

テ
イ
タ
ス
と
し
て
茅
葺
き
屋
根
の
住
宅
が
流
行

し
て
い
る
。
南
ア
フ
リ
カ
で
茅
葺
き
が
盛
ん
な

茅ふきたより　第１号 2010 秋
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○
写
真
展　
〜
茅
葺
き
の
技
〜

 

南
砺
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
中
に
、
会
場
ロ
ビ

ー
に
て
﹁
写
真
展
～
茅
葺
き
の
技
～
﹂
を
開

き
ま
し
た
。
こ
の
写
真
展
は
、
会
員
の
皆
さ

ん
よ
り
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
﹁
茅
葺
き
の
技
﹂

に
関
す
る
写
真
の
パ
ネ
ル
展
示
会
で
す
。

今
回
は
五
箇
山
の
写
真
を
中
心
に
展
示
し
、

写
真
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
会
員

の
杉
原
バ
ー
バ
ラ
さ
ん
で
す
。
杉
原
さ
ん
は
、

9
0

年
代
、
翻
訳
業
の
か
た
わ
ら
、
外
国
に
住

む
人
に
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
記
事
を
書
い

て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、日
本
の
﹁
茅
葺
き
﹂

に
出
会
い
、
１
９
９
７
年
に
は
埼
玉
県
日
高

市
で
初
め
て
茅
葺
き
の
現
場
を
訪
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
感
じ
た
の
が
、
後
継
者
不
足
の
問

題
。
せ
め
て
記
録
写
真
だ
け
で
も
残
さ
な
く

て
は
、
と
の
想
い
か
ら
、
茅
葺
き
の
写
真
を

撮
り
始
め
た
そ
う
で
す
。

１
９
９
９
年
に
は
五
箇
山
の
相
倉
集
落
を
訪

れ
、
五
箇
山
の
茅
葺
き
に
魅
了
さ
れ
て
か
ら
、

早1
0

年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
。
職
人
で
あ
る

森
林
組
合
の
方
々
の
仕
事
に
触
れ
、
五
箇
山

の
茅
葺
き
の
記
録
を
残
す
べ
く
、
撮
り
続
け

た
写
真
の
一
部
を
今
回
展
示
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

 

茅
葺
き
と
い
う
と
、
つ
い
、
そ
の
民
家
や
集

落
な
ど
、
完
成
し
た
屋
根
に
だ
け
目
が
行
き

が
ち
で
す
が
、
そ
の
屋
根
を
支
え
て
い
る
の

は
、
様
々
な
﹁
技
﹂
で
す
。
写
真
展
が
、
そ

れ
ら
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸

い
で
す
。︵
内
海
美
佳
︶

理
由
の
一
つ
に
、
１
９
９
７
年
に
発
足
し
た
茅

葺
き
協
会
が
あ
る
。
協
会
は
悪
質
な
業
者
を
減

ら
し
、
基
礎
を
築
き
優
れ
た
茅
葺
き
の
仕
事
が

で
き
る
こ
と
を
目
的
に
会
員
の
育
成
を
行
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
茅
葺
き
業
者
の
２
０
％

し
か
入
会
し
て
い
な
い
の
が
現
状
。
協
会
で
は

学
生
の
た
め
の
茅
葺
き
コ
ン
ペ
を
行
う
な
ど
、

学
生
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で
い
る
。
ま
た
、

国
家
基
準
の
制
定
に
も
関
わ
り
、
茅
葺
き
工
事

に
関
し
て
、
定
義
、
必
要
条
件
、
構
造
上
の
デ

ザ
イ
ン
、
建
築
工
事
、
屋
根
工
事
の
手
順
、
防

火
、
屋
根
の
品
質
評
価
の
７
つ
の
項
目
で
仕

様
を
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
南
ア
フ
リ
カ
で
使

わ
れ
て
い
る
茅
は
、
主
にF

in
e
 th

a
tc

h
in

g
 

g
ra

ss

、C
a
p
e
 re

e
d
 

、W
a
te

r re
e
d

の

三
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が
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ず
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日
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に
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比
べ
る
と
細
い
。
茅
は
南
ア
フ
リ
カ
で
採
集

し
た
も
の
の
み
を
使
い
、
海
外
か
ら
の
輸
入

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。L

a
d
y
S
m

ith

で
は

茅
刈
り
は
６
～
９
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、
一

日8
0
0

人
が
働
い
て
い
る
。
茅
の
葺
き
方
は
、

押
し
ぼ
こ
が
な
い
こ
と
や
仕
上
げ
を
刈
り
こ

ま
な
い
こ
と
は
日
本
と
は
異
な
る
が
、
ガ
ン

ギ
を
使
っ
て
仕
上
げ
を
整
え
る
な
ど
、
日
本

と
共
通
す
る
事
柄
も
多
い
。
特
徴
的
な
の
は
、

仕
上
げ
の
際
に
内
側
か
ら
も
茅
を
再
度
入
れ
、

内
部
か
ら
の
意
匠
や
美
観
も
意
識
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
ま
た
、
防
火
に
関
し
て
、
炭
素

繊
維
の
シ
ー
ト
を
茅
と
茅
の
間
の
中
に
入
れ
、

茅
に
着
火
し
て
し
ま
っ
た
場
合
の
火
災
に
よ

る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る
よ
う
な
施

工
を
行
っ
て
い
る
。
年
間
施
工
数
の
う
ち
、

新
築
が
６
割
を
占
め
て
い
る
。
南
ア
フ
リ
カ

で
茅
葺
き
が
増
加
傾
向
に
あ
る
理
由
は
、
①

自
由
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
加
え
、
環
境
問
題

へ
の
関
心
な
ど
を
理
由
と
し
た
施
主
か
ら
の

要
望
と
、
②
労

働
者
の
雇
用
対

策
と
い
う
施
工

側
の
責
任
の
二

＊広告も随時募集しています！
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日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
の
発
足
と
と
も

に
、
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
め
ざ
し

て
大
き
く
世
界
に
羽
ば
た
き
た
い
と
思
い
ま

す
。﹁
茅
ふ
き
た
よ
り
﹂
で
は
、
茅
葺
き
民

家
に
伝
え
ら
れ
た
日
本
の
住
ま
い
と
暮
ら
し

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
各
地
か
ら
お
届
け
い
た
し

ま
す
。

［
神
戸
大
会
２
０
０
９
を
ふ
り
か
え
っ
て
］

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
海 

美
佳

○
茅
葺
き
職
人
育
成

 

当
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
に
は
た
く
さ
ん
の

茅
葺
き
職
人
さ
ん
が
入
会
し
て
い
ま
す
が
、
会

員
の
村
上
和
子
さ
ん
は
、
茅
葺
き
民
家
所
有
者

で
あ
り
、
茅
葺
き
職
人
の
育
成
者
で
も
あ
り
ま

す
。

村
上
さ
ん
は
、
岩
手
県
一
関
市
に
あ
る
村
上
家

住
宅
︵
岩
手
県
指
定
有
形
文
化
財
︶
に
お
住
ま

い
で
す
が
、
あ
る
時
、
近
隣
に
ま
だ
茅
葺
き
民

家
は
残
っ
て
い
る
の
に
、
茅
葺
き
職
人
が
ほ
と

ん
ど
い
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
茅
葺
き
の
保
存

に
危
機
感
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
17

年
に
市
の
補
助
を
受
け
﹁
か
や
ぶ
き
職
人
を
募

る
会
﹂
を
設
立
し
、
３
年
間
研
修
を
行
い
ま
し

た
。
６
名
が
そ
の
研
修
を
修
了
し
、
茅
葺
き
職

人
の
後
継
者
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う

で
す
。

村
上
さ
ん
の
熱
意
は
、
茅
葺
き
職
人
の
育
成
に

と
ど
ま
ら
ず
、
平
成
21
年
に
は
﹁
か
や
ぶ
き
民

家
を
残
す
会
﹂
を
設
立
し
ま
す
。
こ
の
会
は
、

茅
葺
き
民
家
の
所
有
者
や
茅
葺
き
職
人
、
一
般

協
力
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
、
茅
葺
き
民
家
を
残

す
た
め
に
、
無
尽
を
作
り
、
啓
蒙
活
動
を
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

一
番
茅
葺
き
の
魅
力
を
知
り
、
茅
葺
き
の
悩
み

を
持
つ
の
は
、
や
は
り
そ
こ
に
住
む
人
だ
と
思

い
ま
す
。
村
上
さ
ん
か
ら
生
ま
れ
た
、
茅
葺
き

の
輪
が
今
後
も
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

○
若
者
の
力

 

神
戸
大
会
の
テ
ー
マ
は
、﹁
都
市
と
農
村
の
協

働
す
る
茅
葺
き
民
家
﹂
で
し
た
が
、
特
に
目

立
っ
て
い
た
の
は
若
者
の
存
在
。
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、
活
発
に
活
動
し
て
い
る

学
生
グ
ル
ー
プ
が
登
場
し
ま
し
た
。

私
が
初
め
て
参
加
し
た
、
当
協
会
前
身
の
全
国

茅
葺
き
民
家
保
存
活
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

の
全
国
大
会
は
、
平
成
18
年
度
の
茨
城
県
石
岡

市
で
開
催
さ
れ
た
大
会
で
し
た
が
、
そ
の
時
の

学
生
の
参
加
者
は
、
私
を
含
め
数
名
し
か
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
年
々
、
学
生
の
参
加

者
が
増
え
、
今
で
は
、
当
協
会
は
若
者
の
力
に

支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
表
に
あ
っ

た
、
学
生
主
導
に
よ
る
民
家
の
再
生
な
ど
は
、

若
者
の
柔
軟
な
発
想
や
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽

さ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
だ

さ
る
地
元
の
方
や
、
指
導
し
て
く
だ
さ
る
職
人

さ
ん
達
の
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
で
す
。
こ
れ
か

ら
も
、
た
く
さ
ん
の
若
者
達
が
、
茅
葺
き
と
い

う
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
び
の
び
と
活
動
で
き
る
よ

う
、
ご
支
援
い
た
だ
け
る
よ
う
願
っ
て
や
み
ま

せ
ん
。

○
農
村
歌
舞
伎
舞
台
に
つ
い
て

 

神
戸
市
北
区
に
は
農
村
歌
舞
伎
舞
台
が
あ
り
、

現
存
す
る
５
つ
の
う
ち
、
４
つ
を
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
で
使
用
し
、
毎
年
、
歌
舞
伎
上
演
会
を

開
催
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
大
会
２
日
目
の
見

学
会
で
は
、
そ
の
１
つ
で
あ
る
、
立
派
な
茅
葺

き
屋
根
を
持
つ
、
山
田
町
下
谷
上
の
天
彦
根
神

社
境
内
に
あ
る
歌
舞
伎
舞
台
︵
国
指
定
重
要
有

形
民
俗
文
化
財
︶
を
見
学
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら

の
歌
舞
伎
舞
台
に
は
、
皿
回
し
式
の
回
り
舞
台

や
大
迫
り
な
ど
、
様
々
な
舞
台
機
構
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
花
道
の
一
部
が
回
転
し
て
裏
側
に

あ
る
反
り
橋
が
現
れ
る﹁
花
道
の
裏
返
し
機
構
﹂

は
現
存
す
る
全
国
唯
一
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。

見
学
で
は
、
舞
台
に
上
が
ら
せ
て
い
た
だ
き
、

特
別
に
回
り
舞
台
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

神
戸
市
北
区
で
は
、
平
成
11
年
度
よ
り
﹁
農
村

歌
舞
伎
体
験
教
室
﹂
を
開
催
し
、
農
村
歌
舞
伎

の
役
者
や
裏
方
の
育
成
に
励
ん
で
い
ま
す
。
体

験
教
室
受
講
者
も
ま
た
、
上
演
会
で
の
披
露
を

目
指
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

茅
葺
き
と
農
村
歌
舞
伎
。
ど
ち
ら
も
、
人
の
手

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
で
す
。
茅

葺
き
屋
根
の
下
で
演
じ
ら
れ
る
農
村
歌
舞
伎

を
、
ぜ
ひ
一
度
観
て
み
た
い
で
す
。

◎
み
な
さ
ん
の
情
報
を
お
寄
せ
下
さ
い
！

茅
葺
き
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
と
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

茅
刈
り
、
葺
き
替
え
情
報
大
歓
迎
。
事
務
局

宛
ま
で
お
寄
せ
下
さ
い
。
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