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ワ
シ
は
27
、
28
の
時
か
ら
葺
い
と
る
か
ら
、

も
う
55
年
た
つ
。
親
の
後
を
継
い
だ
か
ら
2
代

目
や
。
今
は
め
っ
き
り
茅
葺
き
仕
事
が
減
っ
た

け
ど
、
20
年
ほ
ど
前
ま
で
は
専
門
に
や
っ
と
っ

て
、け
っ
こ
う
忙
し
か
っ
た
ね
。
能
登
に
は
今
、

そ
れ
で
も
３
４
０
〜
３
５
０
軒
近
く
は
ま
だ
あ

る
や
ろ
。
そ
の
半
分
以
上
は
ト
タ
ン
を
被
っ
と

る
け
ど
。や
っ
ぱ
多
い
が
は
珠
洲
と
輪
島
や
わ
。

　

柳
田
あ
た
り
に
も
、
ク
ロ
ッ
ケ
ン
と
い
う
て

大
き
い
間
口
の
家
が
何
軒
か
あ
る
。
９
間
×
６

間
の
入
母
屋
や
。
葺
く
と
き
も
大
変
や
し
茅
の

調
達
も
段
取
り
し
と
か
ん
な
ら
ん
。
だ
か
ら
門

前
の
阿
岸
本
誓
寺
み
た
い
に
、
茅
集
め
か
ら
専

門
の
人
間
を
置
い
と
か
な
、
や
れ
ん
。
ワ
シ
ら

み
た
い
に
茅
葺
き
仕
事
を
専
門
に
し
と
る
の

は
、
能
登
に
４
〜
５
人
か
な
。
中
島
さ
ん
と
か

河
原
さ
ん
と
か
。
集
落
に
よ
っ
て
は
、
中
の
人

ら
だ
け
で
や
っ
と
る
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
。
ユ
イ

（
結
）
や
。
村
の
手
慣
れ
た
人
が
棟
に
あ
が
っ

て
や
。

　

能
登
の
い
い
家
や
と
岡
部
家
と
か
喜
多
家
、

中
島
の
室
木
家
な
ん
か
の
屋
根
葺
き
を
や
り
ま

し
た
わ
。
室
木
家
は
台
風
で
ハ
コ
棟
が
傷
ん
だ

の
を
、
４
人
し
て
の
ぼ
っ
て
15
日
か
か
っ
た
。

　

屋
根
の
材
料
は
、た
い
が
い
ス
ス
キ
や
け
ど
、
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巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

志
賀
の
雄
谷
家
は
ヨ
シ
で
葺
い
た
し
、
中
島
に

は
サ
サ
葺
き
の
上
を
ス
ス
キ
で
葺
い
た
家
も
あ

っ
た
。
そ
れ
か
ら
カ
リ
ヤ
ス
で
葺
い
た
が
も
あ

っ
た
ね
。

　

茅
を
カ
ヤ
マ
（
茅
山
）
で
刈
る
が
は
11
月
終

わ
り
か
ら
12
月
。
刈
っ
て
、
雪
囲
い
に
し
て
お

く
。
棟
に
葺
く
杉
皮
も
、
昔
は
厚
い
の
を
こ
し

ら
え
た
が
、
今
は
買
う
の
で
高
く
つ
く
わ
。
そ

れ
か
ら
ミ
ズ
ハ
リ
に
縄
を
か
け
て
棟
を
押
さ
え

る
ん
や
が
、
こ
の
縄
は
毎
年
新
し
い
の
に
変
え

る
ん
や
。

　

ワ
シ
ら
の
使
う
道
具
は
、
ヤ
ナ
イ
ブ
ル
（
タ

タ
キ
）
に
ヤ
ナ
バ
サ
ミ
、
カ
マ
や
な
。
昔
は
ハ

リ
を
使
っ
た
が
、
今
は
手
で
ヤ
ナ
カ
に
縄
を
ま

わ
す
。
裏
で
ハ
リ
ト
リ
す
る
人
間
が
い
ら
ん
わ

け
や
。
ヤ
ナ
バ
サ
ミ
は
福
井
の
鍛
冶
屋
に
頼
ん

だ
も
の
や
。
20
年
前
に
３
丁
つ
く
っ
た
。

　

屋
根
は
見
栄
え
も
大
事
や
。
い
い
仕
事
を
せ

ん
と
す
ぐ
わ
か
る
。
ワ
シ
ら
が
一
番
気
を
使
う

が
は
カ
ド
と
ワ
キ
や
な
。
カ
ド
葺
き
は
、
仕
事

で
名
前
が
残
る
か
ら
責
任
重
大
や
け
ど
、
そ
れ

が
や
り
が
い
や
。       (

聞
き
手
：
坂
本
善
昭
）

（
２
０
０
４
年
12
月
23
日
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
も
の
を
編

集
し
た
）
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次
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師
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残
暑
き
び
し
き
と
い
う
常
套
句
は
、
今
年
の

東
北
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
お
盆
を
過
ぎ
て

も
35
度
近
い
気
温
が
東
北
地
方
の
主
要
都
市
上

に
示
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
旅
は
熱
中
症
対
策

が
肝
要
と
、
心
し
て
準
備
し
た
。
当
日
、
現
地

は
晴
れ
、
暑
さ
は
そ
こ
そ
こ
、
ま
ず
は
一
安
心
。

　

８
月
24
日(

土)

12
時
30
分
、
一
ノ
関
駅
東

口
に
集
合
し
た
一
行
は
、
バ
ス
で
岩
手
県
指
定

文
化
財
・
村
上
家
住
宅[

一
関
市
千
厩
町
小
梨

不
動]

へ
。
途
中
、
道
の
駅
か
わ
さ
き
で
小
休

止
。ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
若
干
行
き
つ
戻
り
つ
し
、

小
一
時
間
で
村
上
家
住
宅
駐
車
場
に
着
い
た
。

そ
の
一
隅
に
、足
場
が
組
ま
れ
た
茅
葺
き
小
屋
。

村
上
家
住
宅
の
刀
自
（
と
じ
・
女
主
人
）・
村

上
和
子
さ
ん
が
会
長
を
務
め
る
「
か
や
ぶ
き
民

家
を
残
す
会
」
の
活
動
の
一
環
・
茅
葺
き
職
人

育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
研
修
生
が
、
茅
屋
根
を
葺

い
た
東
屋
だ
。
こ
の
活
動
は
、
岩
手
日
日
新
聞

（
平
成
24
年
11
月
5
日
）
な
ど
で
も
報
道
さ
れ
、

現
地
で
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
傍
ら
に
は
茅

小
屋
、
こ
こ
も
茅
屋
根
と
は
感
服
。

　

一
行
は
緑
に
囲
ま
れ
た
県
指
定
文
化
財
・
村

上
家
住
宅
へ
。
一
七
〇
〇
年
代
築
と
い
う
重
厚

な
主
屋
、
寄
棟
造
の
茅
屋
根
上
に
あ
る
、
家
紋

と
彫
刻
の
施
さ
れ
た
煙
出
し
が
目
を
引
く
。
主

屋
の
右
手
に
独
立
棟
の
茅
葺
き
馬
屋
、
小
さ
な

民
家
ほ
ど
も
あ
ろ
う
か
。
当
地
は
「
千
の
厩
」

に
ふ
さ
わ
し
く
、馬
産
地
と
し
て
名
高
か
っ
た
。

馬
を
主
と
す
る
畜
産
で
栄
え
た
往
時
を
う
か
が

わ
せ
る
規
模
だ
。
手
前
に
茅
葺
き
の
厠
、
茅
屋

根
が
三
棟
並
ぶ
様
式
美
。
さ
ら
に
主
屋
の
裏
手

に
二
棟
の
茅
葺
き
建
築
。
小
家
と
い
う
付
属
棟

と
木
小
屋
が
並
ぶ
。
ま
さ
に
壮
観
で
あ
っ
た
。

　

邸
内
で
、
一
関
市
千
厩
支
所
長
さ
ん
の
ご
挨

拶
の
あ
と
、
か
や
ぶ
き
民
家
を
残
す
会
の
メ
ン

バ
ー
紹
介
に
続
き
、
村
上
会
長
か
ら
会
の
活
動

が
報
告
さ
れ
た
。
村
上
さ
ん
が
当
家
に
嫁
が
れ

た
頃
、
周
囲
の
民
家
は
殆
ど
茅
屋
根
で
あ
っ
た

が
、
昭
和
30
年
代
以
降
、
屋
根
を
ト
タ
ン
で
覆

う
民
家
が
急
増
、
そ
れ
に
つ
れ
て
茅
葺
き
職
人

は
減
少
し
て
い
っ
た
。
茅
屋
根
の
維
持
に
危
機

感
を
持
た
れ
た
会
長
は
、
残
っ
た
茅
葺
き
民
家

と
協
力
し
、
会
を
立
ち
上
げ
、
茅
葺
き
職
人
育

成
に
着
手
。
現
在
第
二
期
の
研
修
生
が
育
ち
つ

つ
あ
り
、駐
車
場
の
東
屋
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。

　

午
後
３
時
過
ぎ
、
一
行
は
バ
ス
で
一
関
市
千

厩
町
と
藤
沢
町
の
茅
葺
き
民
家
を
見
学
。
千
厩

町
小
梨
で
は
、
か
や
ぶ
き
民
家
を
残
す
会
副
会

長
・
佐
藤
憲
一
さ
ん
宅
を
遠
望
、
付
近
に
茅
葺

き
民
家
が
も
う
一
棟
。
さ
ら
に
、
藤
沢
町
徳
田

で
会
員
の
千
葉
誠
さ
ん
宅
を
遠
望
。
次
に
訪
れ

た
藤
沢
町
大
籠
は
圧
巻
で
あ
っ
た
。
街
道
沿
い

に
茅
葺
き
民
家
が
三
棟
並
ぶ
。
煙
出
し
の
形
状

が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
そ

の
奥
に
一
棟
あ
る
よ
う
だ
。
街
道
の
逆
側
に
も

一
棟
、
こ
こ
に
は
煙
出
し
は
な
い
。
そ
こ
か
ら

バ
ス
に
乗
り
数
分
、
会
員
の
及
川
輝
夫
さ
ん
宅

を
訪
問
。
こ
こ
で
及
川
さ
ん
と
当
地
の
茅
葺
き

職
人
の
長
老
・
山
口
さ
ん
の
出
迎
え
を
受
け
、

お
話
を
伺
う
。
山
口
さ
ん
は
会
の
研
修
生
の
師

匠
で
あ
る
。
及
川
さ
ん
の
隣
家
も
茅
屋
根
。
茅

葺
き
民
家
が
二
棟
並
ぶ
風
景
も
好
い
。
先
程
の

一
帯
と
合
せ
、
茅
屋
根
密
集
地
だ
。

　

再
び
バ
ス
で
藤
沢
町
保
呂
羽
の
藤
源
寺
へ
。

参
道
の
巨
木
の
並
木
の
前
に
建
つ
山
門
、
平
成

20
年
に
山
口
さ
ん
を
棟
梁
と
し
て
茅
屋
根
が
復

元
さ
れ
た
。
木
立
ち
を
通
っ
て
く
る
風
が
爽
や

か
だ
。
庫
裏
で
冷
茶
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
先

代
住
職
の
奥
様
の
お
話
を
伺
う
。
住
職
が
兼
任

さ
れ
て
い
る
千
厩
町
内
の
お
寺
と
も
ど
も
、
震

災
復
興
の
拠
点
と
な
っ
た
お
話
に
は
感
動
し

た
。
お
寺
か
ら
バ
ス
で
数
分
、
藤
沢
町
保
呂
羽

の
茅
葺
き
民
家
を
見
学
。
現
在
、
千
厩
町
・
藤

沢
町
合
せ
、
約
40
棟
の
茅
葺
き
民
家
が
残
っ
て

い
る
と
い
う
。

　

当
日
の
宿
泊
地
、
三
嶋
温
泉
・
ホ
テ
ル
三
嶋

の
湯
へ
。
夕
刻
、
現
地
の
方
々
を
交
え
た
懇
親

会
、
そ
し
て
旅
の
汗
を
流
し
て
就
寝
。

　

翌
25
日(
日)

、
宿
を
８
時
30
分
過
ぎ
に
出

発
、
一
関
市
の
北
方
・
奥
州
市
水
沢
区
黒
石
町

の
正
法
寺
へ
。
通
称
・
奥
の
正
法
寺
。
か
つ
て

高
貴
な
参
詣
者
に
下
馬
を
促
し
た
と
い
う
荒
削

り
な
石
段
。
そ
の
上
の
総
門
を
く
ぐ
る
と
景
観

に
圧
倒
さ
れ
る
。
棟
高
約
26
ｍ
・
勾
配
49
度
・

面
積
７
２
０
坪
と
日
本
最
大
の
茅
屋
根
を
有
す

る
本
堂
、
そ
の
右
手
の
庫
裏
の
茅
屋
根
も
大
き

い
。
修
行
僧
・
山
口
さ
ん
の
案
内
で
本
堂
に
参

拝
、
開
山
堂
を
見
学
。
こ
こ
か
ら
の
眺
望
は
秀

逸
で
あ
っ
た
。
元
は
船
乗
り
で
60
歳
過
ぎ
て
得

度
さ
れ
た
と
い
う
、
山
口
さ
ん
の
軽
妙
な
語
り

口
が
面
白
い
。
庫
裏
の
裏
手
に
茅
屋
根
が
も
う

一
棟
。
住
職
の
住
ま
い
、
小
方
丈
と
い
う
。
宝

形
造
で
方
四
間
は
あ
ろ
う
か
。
本
堂
・
庫
裏
・

総
門
は
国
の
重
文
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
お
堂
は
無
指
定
。
首
都
圏
に
単
独
で
存
在
し

て
い
た
ら
、
重
文
で
も
お
か
し
く
な
か
ろ
う
。

　

当
日
は
秋
田
県
大
曲
市
で
全
国
花
火
競
技
大

会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
ツ
ア
ー
バ
ス
で
中
尊
寺

茅
葺
き
文
化 
再
興
へ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
沢 

道
生

第
二
回
茅
葺
き
の
里
見
学
研
修
会

　
　
　

岩
手
県
一
関
市
に
て

▲岩手県指定文化財　村上家住宅　主屋
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周
辺
は
混
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、

昼
食
は
付
近
の
黒
石
寺
門
前
の
蕎
麦
処
・
東
光

庵
で
い
た
だ
く
。
黒
石
寺
は
裸
祭
り
・
蘇
民
祭

で
名
高
い
。
数
年
前
、
そ
の
裸
男
の
ポ
ス
タ
ー

を
Ｊ
Ｒ
車
内
な
ど
に
掲
示
す
る
の
が
妥
当
か
で

話
題
と
な
り
、
蘇
民
祭
は
か
え
っ
て
そ
の
名
を

あ
げ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

　

次
に
、
水
沢
区
黒
石
町
の
千
葉
勝
也
さ
ん
宅

へ
。
千
葉
さ
ん
も
か
や
ぶ
き
民
家
を
残
す
会
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
慶
長
５
年(

１
６
０
０)

築
の
屋
敷
門
を
通
る
と
主
屋
・
付
属
棟
と
茅
屋

根
が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
見
事
だ
。
千
葉
さ

ん
の
案
内
で
邸
内
へ
。
か
つ
て
は
北
上
川
が
付

近
を
流
れ
て
お
り
船
着
場
が
あ
っ
た
。
千
葉
家

は
代
々
そ
の
管
理
者
・
舟
胆
入
り
を
務
め
て
い

た
。
そ
の
業
務
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
線
香
時
計

を
拝
見
し
た
。
12
時
間
計
は
ま
ま
あ
る
が
、
24

時
間
計
は
と
て
も
珍
し
い
そ
う
だ
。
庭
に
は
石

巻
の
特
産
、
稲
井
石
が
ふ
ん
だ
ん
に
敷
か
れ
て

い
た
。

　

さ
て
、
世
界
遺
産
中
尊
寺
は
や
は
り
大
変
な

混
雑
、
境
内
へ
の
バ
ス
道
も
大
渋
滞
と
い
う
こ

と
で
、
一
行
は
参
道
下
駐
車
場
で
下
車
。
ガ
イ

ド
さ
ん
の
案
内
で
参
道
を
登
る
。
あ
ま
り
時
間

も
な
く
急
ぎ
足
、
人
ご
み
の
中
、
あ
わ
た
だ
し

い
参
詣
・
見
学
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
国
宝
・
金

色
堂
、
茅
屋
根
の
重
文
・
白
山
神
社
能
舞
台
、

茅
屋
根
の
弁
財
天
堂
と
鐘
楼
、本
堂
と
め
ぐ
る
。

茅
屋
根
の
お
休
処
・
積
善
院
は
参
道
か
ら
チ
ラ

見
。
ガ
イ
ド
さ
ん
は
奥
州
藤
原
氏
時
代
の
遺
構

に
は
無
論
詳
し
い
が
、
伊
達
藩
政
時
代
が
主
の

茅
葺
き
建
築
に
は
さ
ほ
ど
興
味
が
無
い
よ
う
で

あ
っ
た
。

　

バ
ス
で
一
ノ
関
駅
に
向
か
う
途
中
、
一
関
市

田
村
町
の
県
指
定
文
化
財
・
旧
沼
田
家
住
宅
に

立
ち
寄
る
。
茅
屋
根
寄
棟
造
、
旧
一
関
藩
家
老

の
居
宅
。
家
老
屋
敷
と
い
う
よ
り
、
今
に
例
え

れ
ば
一
関
市
役
所
・
助
役
級
の
公
務
員
住
宅
か
。

隣
の
国
登
録
文
化
財
・
日
本
基
督
教
団
一
関
教

会
と
と
も
に
、
街
中
に
清
々
し
い
風
情
を
か
も

し
だ
し
て
い
た
。
午
後
４
時
前
に
一
ノ
関
駅
前

着
。
一
泊
二
日
の
充
実
し
た
行
程
を
終
え
た
。

　

私
が
古
民
家
の
旅
に
参
加
し
た
の
は
、
平
成

17
年
の
こ
と
。
山
梨
県
の
塩
山
駅
前
、
甘
草
屋

敷
で
催
さ
れ
た
研
修
会
で
の
村
上
会
長
の
ス

ピ
ー
チ
、
茅
屋
根
の
魅
力
と
そ
の
維
持
・
保
全

の
難
し
さ
、
特
に
屋
根
葺
き
さ
ん
の
後
継
者
問

題
に
つ
い
て
、
熱
く
切
々
と
語
ら
れ
た
お
話
が

思
い
浮
か
ぶ
。
か
や
ぶ
き
民
家
を
守
る
会
を
結

成
さ
れ
、
職
人
を
育
成
し
、
あ
の
東
屋
の
茅
屋

根
に
結
実
さ
れ
た
。
し
か
し
、今
回
の
お
話
で
、

そ
の
前
段
に
柱
は
曲
り
、
朽
ち
か
け
た
我
が
家

を
よ
み
が
え
ら
せ
た
ご
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
り
、
さ
ら
に
感
銘
を
受
け
た
。

　

今
回
の
旅
で
特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
一

関
市
藤
沢
町
大
籠
地
区
だ
。
茅
屋
根
の
密
度
と

多
様
性
の
み
な
ら
ず
、
近
く
に
キ
リ
シ
タ
ン
殉

教
公
園
が
あ
る
。こ
れ
も
知
ら
れ
ざ
る
史
跡
だ
。

こ
れ
ら
を
有
機
的
に
結
び
、
単
な
る
保
存
・
維

持
で
は
な
く
、
新
し
い
地
域
の
光
と
し
て
、
よ

み
が
え
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
地
域
活
性
化 

の
全

国
的
な
モ
デ
ル
と
な
る
の
で
は
…
。
今
回
の
旅

実
現
に
尽
力
さ
れ
た
方
々
に
深
く
感
謝
し
た

い
。

  

研
修
に
参
加
し
て

　
　
　

美
山
茅
葺
株
式
会
社　

大
野　

沙
織

　

一
ノ
関
を
訪
れ
て
、
初
め
に
驚
い
た
の
は
、

村
が
広
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
田
畑
や
林
の

広
が
る
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
帯
に
、
エ
グ
ネ

(

屋
敷
林)

に
守
ら
れ
る
よ
う
に
家
々
が
点
在

す
る
と
い
う
こ
の
地
域
の
農
村
景
観
は
、
私
の

見
慣
れ
た
関
西
の
村
々
と
は
大
き
く
異
な
り
、

と
て
も
新
鮮
で
し
た
。

　

今
回
は
県
指
定
文
化
財
・
村
上
家
住
宅
の
他

に
、
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
た
く
さ
ん

の
茅
葺
き
民
家
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

茅
葺
き
の
主
屋
と
馬
屋
な
ど
の
茅
葺
き
の
小
屋

が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
エ
グ
ネ
が
広
が
る
と
い

う
、
こ
の
地
域
の
伝
統
的
な
家
の
形
が
、
か
ろ

う
じ
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
住
ま
わ
れ
て
い
る

方
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

驚
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
農
村
景
観
は
数
十

年
前
ま
で
は
当
た
り
前
の
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
保
存
に
対
す
る
地
元
の
意
識
は
高
く

な
い
の
が
現
状
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
20
年

以
上
前
よ
り
茅
葺
き
民
家
や
技
術
の
保
存
を
訴

え
て
こ
ら
れ
た
、
村
上
和
子
さ
ん
達
『
か
や
ぶ

き
民
家
を
残
す
会
』
の
地
道
な
活
動
に
は
頭
が

下
が
る
思
い
で
す
。

　

高
度
経
済
成
長
期
以
降
人
々
の
生
活
は
一
変

し
、
屋
根
を
茅
で
葺
く
と
い
う
営
み
も
、
伝
統

的
な
農
村
景
観
も
、
今
や
過
去
の
遺
物
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か

し
そ
の
営
み
や
形
の
中
に
は
、
何
千
年
も
の
年

月
を
か
け
て
培
わ
れ
た
先
人
た
ち
の
知
恵
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
数
十
年
の
変
化
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
と
て
も

大
き
な
財
産
を
失
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
こ
れ
ら
を
後
世
に
伝
え

ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
ら
を
伝
え
る
た
め
に
行

動
を
起
こ
す
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
は
今
な
の
で
は

な
い
か
と
、
一
ノ
関
の
茅
葺
き
の
里
を
眺
め
な

が
ら
感
じ
ま
し
た
。

▲千葉家主屋
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Ｉ
Ｔ
Ｓ
（
国
際
茅
葺
き
協
会
）
の
総
会

に
参
加
し
て　
　
　

東
京
大
学　

山
本
博
一

　

2
月
の
中
旬
に
南
ア
フ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
た

Ｉ
Ｔ
Ｓ
（
国
際
茅
葺
き
協
会
）
の
総
会
に
参
加

し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
模
様
を
報
告
し
ま
す
。

　

こ
の
国
は
南
半
球
に
あ
る
の
で
季
節
が
日
本

と
逆
で
、真
夏
に
訪
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

雪
の
日
本
を
出
て
き
ま
し
た
が
、
丸
一
日
か
け

て
た
ど
り
着
い
た
現
地
は
連
日
35
度
以
上
の
気

温
で
こ
の
温
度
差
に
は
参
り
ま
し
た
。し
か
し
、

湿
度
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、
カ
ラ
ッ
と
し
た
気

候
で
朝
晩
は
暑
さ
も
和
ら
い
で
、
比
較
的
過
ご

し
や
す
い
気
候
で
し
た
。

　

こ
の
会
は
元
来
オ
ラ
ン
ダ
の
茅
葺
き
協
会
が

定
期
的
に
開
催
し
て
い
た
も
の
を
、
英
国
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
の
5

カ
国
持
ち
回
り
で
、
２
０
１
２
年
か
ら
国
際

的
な
集
ま
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

す
。
２
０
１
２
年
か
ら
は
南
ア
フ
リ
カ
と
日
本

も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
は
7
カ
国
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
南
ア
フ
リ
カ
が

ホ
ス
ト
国
と
な
り
、
会
員
の
家
族
も
含
め
て

１
０
０
名
近
く
の
関
係
者
が
一
堂
に
会
す
る
場

と
な
り
ま
し
た
。
会
場
は
南
ア
フ
リ
カ
の
南
部

で
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
隣
町
ス
テ
レ
ン
ボ
ッ
シ
ュ

と
い
う
と
こ
ろ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
南
ア

フ
リ
カ
は
人
類
発
祥
の
地
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、
約
２
０
０
万
年
前
の
人
骨
や
化
石
が
見
つ

か
っ
た
洞
窟
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。喜
望
峰
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
て
、

５
０
０
年
以
上
前
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
17
世
紀
に
な
る
と
オ
ラ
ン

ダ
人
が
多
く
入
植
し
て
ボ
ー
ア
人
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
ケ
ー
プ
タ
ウ

ン
は
古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
を
受
け
て

い
て
、
街
を
歩
い
て
も
ア
フ
リ
カ
に
い
る
こ
と

を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り

ま
す
。
総
会
が
開
催
さ
れ
た
ス
テ
レ
ン
ボ
ッ

シ
ュ
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
か
ら
車
で
1
時
間
程
の

距
離
に
あ
り
、
17
世
紀
に
開
か
れ
た
ケ
ー
プ
タ

ウ
ン
に
次
い
で
南
ア
フ
リ
カ
で
2
番
目
に
古
い

町
と
言
わ
れ
て
い
て
、
古
い
様
式
の
建
物
も
遺

さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。

　

こ
の
地
域
は
地
中
海
気
候
で
土
地
が
肥
沃
な

た
め
、
古
く
か
ら
ワ
イ
ン
造
り
の
た
め
の
ブ
ド

ウ
栽
培
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
（
写
真
２
）。

こ
こ
は
南
ア
フ
リ
カ
ワ
イ
ン
の
産
地
と
し
て
ワ

イ
ン
ラ
ン
ド
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
３
０
０
年

以
上
前
か
ら
の
ケ
ー
プ
ダ
ッ
チ
様
式
と
呼
ば
れ

る
白
壁
と
茅
葺
き
屋
根
の
美
し
い
建
物
が
点
在

す
る
観
光
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
ま
す（
写
真
３
、

４
）。　

数
多
く
あ
る
ワ
イ
ナ
リ
ー（
造
り
酒
屋
）

で
は
見
学
は
も
ち
ろ
ん
、
利
き
酒
を
楽
し
む
こ

と
も
で
き
ま
す
。
酒
蔵
は
茅
葺
き
屋
根
の
建
物

で
、
温
度
や
湿
度
の
変
化
が
少
な
く
な
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
５
）。
南
ア
フ

リ
カ
は
欧
米
か
ら
の
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
知
ら

れ
て
お
り
、
長
期
滞
在
型
の
ホ
テ
ル
な
ど
に
高

級
感
の
あ
る
茅
葺
き
屋
根
が
数
多
く
使
わ
れ
て

お
り
（
写
真
６
）、
そ
の
た
め
に
ア
フ
リ
カ
で

は
唯
一
茅
葺
き
協
会
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲ステレンボッシュ（写真１）

▲ブドウ畑（写真２）

▲茅葺きワイナリー（写真３）

上、ワイナリー内部（写真４）　下、酒蔵（写真５）

▼
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開
催
中
に
野
外
で
の
実
演
会
や
茅
を
用
い
た

競
技
会
さ
ら
に
難
燃
剤
に
よ
る
着
火
実
験
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
中
で
も
耐
火
性
能
の
向
上
は

ど
の
国
に
お
い
て
も
喫
緊
の
課
題
で
高
い
注
目

を
浴
び
て
い
ま
し
た
。
当
日
に
葺
か
れ
た
実
験

材
を
通
常
の
茅
葺
き
屋
根
と
難
燃
処
理
を
施
し

た
屋
根
（
写
真
７
）
に
同
時
に
着
火
し
て
、
屋

根
材
が
燃
え
落
ち
る
ま
で
の
時
間
を
計
測
し
て

い
ま
し
た
。
お
よ
そ
35
分
後
に
通
常
の
屋
根
が

燃
え
落
ち
た
の
に
対
し
て
、
難
燃
処
理
の
施
さ

れ
た
屋
根
で
は
火
は
収
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

各
国
の
屋
根
葺
き
実
演
で
は
地
元
の
南
ア
フ

リ
カ
が
最
も
本
格
的
な
実
演
を
見
せ
て
い
た

が
、
参
加
各
国
も
限
ら
れ
た
時
間
と
道
具
の
な

か
で
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
を
こ
ら
し
て
持
ち
味
を
披

露
し
ま
し
た
。（
写
真
８
、
９
）。
さ
ら
に
、
競

技
会
で
は
日
頃
か
ら
扱
い
慣
れ
て
い
る
カ
ヤ
の

束
を
ど
れ
だ
け
遠
く
に
飛
ば
せ
る
か
距
離
を
競

う
も
の
と
、
正
確
に
飛
ば
し
て
的
に
当
て
る
こ

と
を
競
っ
て
参
加
者
の
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

　

茅
葺
き
の
建
物
で
開
催
さ
れ
た
総
会
で
は
各

国
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
代
表
的
な

建
造
物
や
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
が
披
露
さ
れ
ま
し

た
。
ど
う
し
て
も
い
ま
抱
え
て
い
る
問
題
点
に

話
が
集
ま
り
ま
し
た
。
特
に
、
建
物
に
対
す
る

規
制
の
情
報
が
交
換
さ
れ
、
特
に
耐
火
性
能
の

向
上
と
普
及
に
つ
い
て
更
な
る
取
り
組
み
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
、
日
本
か
ら
は
総

会
主
催
の
申
し
出
が
な
さ
れ
ま
し
た
。た
だ
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
で
は
旅
費
が
か
さ
む
た
め
そ

の
積
み
立
て
の
時
間
を
見
込
ん
で
２
０
１
７
年

に
総
会
開
催
の
方
向
で
話
を
進
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

一
方
、
南
ア
フ
リ
カ
は
人
種
差
別
政
策
（
ア

パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
）で
も
有
名
な
国
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
マ
ン
デ
ラ
元
大
統
領

が
20
年
近
く
に
わ
た
っ
て
投
獄
さ
れ
て
い
た
ロ

ペ
ン
島
を
見
学
し
ま
し
た
（
写
真
10
）。
ケ
ー

プ
タ
ウ
ン
の
街
か
ら
も
見
え
て
い
て
、
船
で
30

分
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
は
世
界
遺
産

と
な
り
、収
容
所
は
閉
鎖
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
国
の
別
の
一
面
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
南
ア
フ
リ
カ
は
ア
フ
リ
カ
の
中
で
は
最
も

平
均
所
得
の
高
い
国
で
す
が
未
だ
に
貧
富
の
格

差
は
著
し
く
、
郊
外
に
は
ト
タ
ン
葺
き
の
低
所

得
者
の
住
居
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
ケ
ー
プ
タ

ウ
ン
は
比
較
的
治
安
も
良
く
観
光
客
に
は
過
ご

し
や
す
い
街
と
い
う
印
象
で
す
が
、
一
歩
間
違

え
て
こ
う
し
た
地
域
に
迷
い
込
む
と
、
厳
し
い

現
実
に
直
面
す
る
と
言
う
こ
と
も
事
実
で
す
。

▲高級ホテル屋根（写真６）▲着火実験　手前が通常、奥が難燃処理を施した茅葺き屋根（写真７）

▲屋根葺き実演、南アフリカ（写真８） ▲屋根葺き実演、オランダ（写真９）

▲ロペン島収容所（写真 10）

▼焼け落ち時 ▼着火時
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白
川
村
荻
町　

　

旧
寺
口
家
屋
根
葺
き
報
告

　

平
成
25
年
10
月
27
日
、
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト

ラ
ス
ト
所
有
の
「
旧
寺
口
家
住
宅
」
の
屋
根
葺

き
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
前
回
は
平
成
８
年
に

行
わ
れ
て
お
り
、
17
年
ぶ
り
の
葺
き
替
え
に
な

り
ま
す
。
事
業
主
体
で
あ
る
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ト
ラ
ス
ト
さ
ん
の
希
望
に
よ
り
「
結
い
」
に
よ

る
屋
根
葺
き
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な

り
、
施
設
管
理
を
行
っ
て
い
る
地
元
の
「
白
川

郷
荻
町
集
落
の
自
然
環
境
を
守
る
会
」
を
は
じ

め
荻
町
区
長
、
合
掌
家
屋
保
存
組
合
な
ど
地
域

会
員
か
ら
の
報
告

団
体
が
中
心
と
な
っ
て
「
結
い
」
の
屋
根
葺
き

の
準
備
を
す
す
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
当
日
は
台
風
の
影
響
で
、
予
定
し
て
い
た

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
会
員
の
皆
さ
ん
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
参
加
が
安
全
性
を
考
慮
し
て
中
止
に

な
り
、
１
日
延
期
し
て
村
民
に
よ
る
屋
根
葺
き

と
な
り
ま
し
た
。
27
日
は
８
時
半
に
集
合
、
住

民
作
業
者
68
名
、
女
性
賄
い
10
名
、
小
中
学
生

10
名
、
当
協
会
の
安
藤
代
表
理
事
は
じ
め
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
・
筑
波
大
学
・
当
協
会
等

の
関
係
者
18
名
の
総
勢
１
０
６
名
の
参
加
者
の

も
と
、
作
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

荻
町
に
お
け
る
「
結
い
」
の
屋
根
葺
き
は
平

成
21
年
度
以
来
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
４
年
ぶ
り

の
「
結
い
」
と
な
る
た
め
、
地
元
合
掌
家
屋
保

存
組
合
で
は
、
７
月
27
日
に
荻
町
区
民
を
対
象

と
し
た
屋
根
葺
き
講
習
会
を
開
催
し
ネ
ソ
の
採

取
に
は
じ
ま
り
ネ
ソ
練
り
の
仕
方
、縄
の
結
束
、

茅
の
並
べ
方
、
押
し
鉾
の
結
束
の
仕
方
な
ど
一

連
の
工
程
を
学
び
、
迎
え
る
旧
寺
口
家
の
「
結

い
」
の
屋
根
葺
き
に
備
え
ま
し
た
。
参
加
者
の

顔
を
眺
め
て
い
る
と
久
々
の
屋
根
葺
き
に
み
ん

な
顔
が
生
き
生
き
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
白
川
村
で
は
「
結
い
」
の
存
続
が
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。昔
か
ら
白
川
村
で
は
、

屋
根
葺
き
を
職
業
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
茅
手
」

は
存
在
せ
ず
、
屋
根
葺
き
の
全
て
の
工
程
を
村

人
の
相
互
扶
助
に
よ
り
行
い
、
そ
の
技
術
が
白

川
村
の
伝
統
的
な
屋
根
葺
き
技
術
と
し
て
今
日

に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の

近
代
化
、高
度
経
済
成
長
の
波
に
押
さ
れ
、数
々

の
合
掌
造
り
が
村
か
ら
姿
を
消
し
た
現
在
、
村

に
お
け
る
「
結
い
」
の
あ
り
方
も
変
化
し
続
け

て
い
ま
す
。「
結
い
」
は
、
現
在
は
合
掌
家
屋

保
存
組
合
を
中
心
と
し
た
組
合
員
の
出
役
に
よ

る
「
結
い
」（
地
元
で
は
「
現
代
結
い
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。）
に
よ
り
続
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
「
結
い
」
の
継
承
も
世
代
が
交
代
し

て
未
だ
屋
根
葺
き
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
と

い
う
村
人
も
で
て
き
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も

１
年
に
一
件
は
「
結
い
」
の
屋
根
葺
き
が
出
来

な
い
か
と
合
掌
家
屋
保
存
組
合
を
中
心
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
久
々
に
行
わ
れ
た

旧
寺
口
家
の
屋
根
葺
き
は
、
今
後
の
「
結
い
」

の
あ
り
方
を
考
え
る
良
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま

し
た
。
事
前
準
備
の
打
ち
合
わ
せ
会
で
は
、
今

後
の
「
結
い
」
の
継
承
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
議
論
が
重
ね
ら

れ
、「
結
い
」
を
行
う
施
主
の
負
担
と
な
っ
て

い
る
「
賄
い
」
の
負
担
を
極
力
和
ら
げ
る
工
夫

を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
昼
食
は
そ
れ
ぞ
れ

家
に
帰
っ
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
打
ち
合
わ
せ
会
の
中
で
の
話
し
で
は
、
も

と
も
と
の
「
結
い
」
の
賄
い
自
体
も
時
代
に

伴
っ
て
豪
華
に
な
っ
て
い
た
節
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
も
と
も
と
は
昼
食
の
提
供
な
ど
は
な

か
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
極
力
昔
に
戻
し
て

は
と
い
う
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
方
針
と
な
り
ま

し
た
。
当
日
の
作
業
は
順
調
に
進
み
、針
刺
し
、



7

　

白
川
村
で
文
化
財
担
当
を
し
て
い
る
松
本
で

す
。
私
は
大
学
卒
業
後
白
川
村
に
赴
任
し
て
以

来
合
掌
造
り
民
家
の
修
理
を
担
当
し
て
き
ま
し

た
。
赴
任
し
て
今
年
で
15
年
に
な
り
ま
す
が
赴

任
当
時
を
思
い
起
こ
し
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
は

屋
根
葺
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
と
に
か
く

屋
根
葺
き
の
現
場
に
お
じ
ゃ
ま
し
て
仲
間
に
い

れ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
す
。
白

川
村
で
は
「
結
い
」
に
よ
る
屋
根
葺
き
が
ま
だ

残
っ
て
い
ま
す
が
、「
結
い
」
の
屋
根
葺
き
を

初
め
て
見
た
と
き
の
感
動
は
今
で
も
覚
え
て
い

ま
す
。
村
の
人
々
は
、
誰
に
言
わ
れ
る
で
も
な

く
そ
れ
ぞ
れ
で
持
ち
場
に
つ
き
役
割
を
こ
な
し

て
い
き
ま
す
。「
こ
の
人
た
ち
は
な
ん
で
、
屋

根
屋
さ
ん
で
も
な
い
の
に
こ
ん
な
に
ち
ゃ
っ

ち
ゃ
っ
と
お
仕
事
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
。」
と

驚
き
と
と
も
に
大
変
感
動
し
た
も
の
で
し
た
。

屋
根
葺
き
が
終
わ
る
と
大
宴
会
が
は
じ
ま
る
わ

け
で
す
が
、
ま
た
こ
の
宴
会
が
楽
し
く
て
、
み

ん
な
で
民
謡
を
踊
っ
た
り
と
大
盛
り
上
が
り
で

す
。
白
川
村
で
は
昔
か
ら
屋
根
葺
き
は
、
結
婚

式
や
葬
式
な
ど
の
出
役
人
足
の
延
長
に
あ
る
相

互
扶
助
の
精
神
の
中
で
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
「
当
た
り
前
に
屋
根
葺
き
を

や
る
。」
と
い
う
感
覚
を
い
か
に
後
世
に
伝
え

て
い
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
白
川

村
の
屋
根
葺
き
の
課
題
で
す
。

　

自
分
自
身
の
仕
事
の
中
で
こ
の
感
覚
の
育
成

に
ど
う
携
わ
っ
て
い
け
る
の
か
自
問
自
答
し
て

い
る
毎
日
で
す
が
、
私
が
い
ま
継
続
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
の
が
小
学
校
の
総
合
学
習
の
時
間

へ
の
出
前
授
業
で
す
。
こ
の
授
業
で
は
合
掌
造

り
民
家
の
基
礎
知
識
や
「
結
い
」
の
講
習
か
ら

は
じ
ま
り
、
最
終
的
に
は
合
掌
造
り
の
原
寸
小

屋
組
を
み
ん
な
で
組
み
立
て
る
と
こ
ろ
ま
で
行

い
ま
す
。
原
寸
小
屋
組
み
の
組
み
立
て
作
業
で

　

松
本　

継
太

　
　
　
　
　

白
川
村
教
育
委
員
会

理
事
の
紹
介

フ
キ
ガ
ヤ
、
カ
ケ
ヤ
振
り
、
茅
上
げ
茅
運
び
、

賄
い
等
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
淡
々
と
こ
な
し
て

い
き
ま
す
。
や
は
り
屋
根
葺
き
に
な
る
と
み
な

さ
ん
大
張
り
切
り
で
、
大
き
な
声
で
声
を
掛
け

合
い
、
平
葺
き
の
ペ
ー
ス
を
調
整
し
な
が
ら
葺

き
上
げ
て
い
き
ま
す
。
作
業
は
17
時
頃
に
は
棟

下
ま
で
葺
き
あ
が
り
最
後
に
記
念
撮
影
を
し
て

作
業
完
了
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
恒
例
の
直
会
（
な
お
ら
い
）
が
荻

町
多
目
的
集
会
施
設
で
行
わ
れ
大
宴
会
が
始
ま

り
ま
す
。
会
の
最
後
の
方
で
は
ど
こ
か
ら
と
も

な
く
民
謡
が
歌
い
出
さ
れ
、
み
ん
な
で
歌
っ
て

踊
っ
て
屋
根
の
完
成
を
祝
い
ま
す
。

　

「
結
い
」
の
屋
根
葺
き
の
良
い
所
は
、
屋
根

葺
き
技
術
の
継
承
だ
け
で
は
な
く
、
み
ん
な
の

は
、
又
首
材
と
ヤ
ナ
カ
材
の
縄
の
結
束
法
で
あ

る
「
ハ
コ
巻
き
」
の
方
法
を
覚
え
て
も
ら
っ
た

り
、
ヤ
ナ
カ
と
ク
ダ
リ
を
結
束
す
る
ネ
ソ
に
よ

る
結
束
や
ネ
ソ
の
拵
え
な
ど
の
一
連
の
作
業
を

学
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
子

供
た
ち
に
は
「
声
を
か
け
合
っ
て
作
業
を
す

る
。」
こ
と
を
授
業
の
目
当
て
に
据
え
て
取
り

組
ん
で
も
ら
い
、
共
同
作
業
を
体
で
感
じ
て
も

ら
う
こ
と
を
心
が
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
授
業
を
通
じ
て
、
村
の
子
供
た

ち
に
は
未
来
の
世
界
遺
産
を
担
う
の
は
自
分
た

ち
な
ん
だ
と
い
う
自
覚
を
少
し
で
も
持
っ
て
も

ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 　

力
で
茅
葺
き
屋
根
を
守
る
と
い
う
思
い
を
お
互

い
に
共
有
し
実
感
で
き
る
と
い
う
所
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。
荻
町
の
人
々
は
日
頃
い
ろ
い
ろ
と

つ
ら
い
こ
と
も
感
じ
な
が
ら
保
存
活
動
を
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
屋
根
葺
き
を
終
え
る
と

皆
す
が
す
が
し
い
顔
に
な
り
、「
ま
た
や
り
た

い
」
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
思
い
を
維

持
し
続
け
る
た
め
に
も
「
結
い
」
の
継
承
を
地

元
一
丸
と
な
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

今
回
の
旧
寺
口
家
「
結
い
」
の
屋
根
葺
き
は
、

日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
事
務
局
の
皆
さ
ん

を
は
じ
め
、
筑
波
大
学
、
当
協
会
事
務
局
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
無
事
完
了
す
る
事

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

（
当
協
会
理
事　

松
本
継
太
）



8

　　こうべ・すまい楽校
　　「『茅葺き×デザイン』－草のリズムで暮らしていく。あたらしい茅葺き－」

　　第５回茅葺きフォーラム
　　「ヨシ原の再生とヨシ葺きの復活」　　主催 / 日本茅葺き文化協会　共催 / 長浜観光協会　後援 / 長浜市　（予定）

◎
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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今
年
は
滋
賀
県
長
浜
市
で
ヨ
シ
を
中
心
と

し
た
話
題
で
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し

ま
す
。
湖
北
の
民
家
、
ヨ
シ
原
、
茅
場
の
環

境
保
全
、
ヨ
シ
葺
き
、
民
家
再
生
の
活
動
な

ど
な
ど
、
話
題
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。
み

な
さ
ん
と
初
夏
の
琵
琶
湖
で
お
会
い
で
き
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。（
弥
）

イ べ ン ト 情 報

【６月１４日（土）】
　１０：３０　会場、受付開始
　１１：３０　日本茅葺き文化協会総会
　１３：３０　第５回茅葺きフォーラム
　　　第１セッション「琵琶湖をめぐるヨシ原と茅葺きの現在と未来」
　　　第２セッション「各地からの報告」　
　１７：３０　閉会　
　１８：００　情報交換会
【６月１５日（日）】
　８：３０〜１３：３０　Ａコース
　　八木浜集落、西徳寺、重要文化財辻家住宅
　　昼食　長浜黒壁スクエア（自由）
　８：３０〜１６：３０　Ｂコース
　　Ａコース＋西の湖（近江八幡市）のヨシ原、ヨシ地　

　

日　時：（全 4回※第１回は終了）
第２回　ひと × 自然　－生態系をつなぐ茅葺き－
　　　　2014 年 05 月 10 日（土）13：30 ～ 15：30
　　　　講師：塩澤実＋橋本 佳延（兵庫県立 人と自然の博物館　
　　　　　自然・環境再生研究部 主任研究員）
第３回　ひと × ひと　－生き方をつなぐ茅葺き－
　　　　2014 年 06 月 14 日（土）13：30 ～ 15：30
　　　　講師：塩澤実＋相良 育弥（淡河かやぶき屋根保存会
　　　　　くさかんむり 代表）
第４回　自分 × 茅葺き　－手で考えてみる－　
　　　　2014 年 07 月 12 日（土）13：30 ～ 15：30
　　　　講師：茅葺屋＋くさかんむり
　　　　※ 茅葺き体験ワークショップ

会　場：こうべまちづくり会館（神戸市中央区元町通 4-2-14）
　　　※ 第４回のみデザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO
参加費：無料
定　員：80 名（全 4回の受講が前提 /先着順）
申込み：神戸市すまいの安心支援センター
　　　　　　　　“すまいるネット” セミナー係
　　　　神戸市中央区雲井通 5-3-1 サンパル４階
　　　　ＴＥＬ：078-222-0186　ＦＡＸ：078-222-0106
　　　　メール：seminar@kobe-sumai-machi.or.jp

日　時：2014 年 6月 14 日（土）〜 15 日（日）
会　場：慶雲館（JR 長浜駅から徒歩 3 分）
宿　泊：グリーンホテル Yes 長浜 みなと館（JR 長浜駅から徒歩 5 分）
参加費：［資料費］一般【2,000】円、会員・学生【1,000】円
 　　　　［情報交換会費］【3,000】円（各地の飲みもの持ち込み大歓迎！）
 　　　　［宿泊費］【7,000】円（税込・1 泊朝食付）
 　　　　［見学会費］ Ａコース（半日）【3,000】円
　　　　　　　　　 Ｂコース（１日）【4,000】円
お申込み、お問合せ：日本茅葺き文化協会事務局　　　


