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京
都
南
部
の
淀
川
や
宇
治
川
を
拠
点
に
、
実

家
が
ヨ
シ
を
扱
っ
て
い
ま
し
て
。
そ
の
５
代
目

な
ん
で
す
。は
じ
め
は
建
築
畑
に
お
り
ま
し
て
、

そ
の
後
に
実
家
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た

が
、
茅
葺
き
師
が
高
齢
化
で
少
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
ん
な
ら
屋
根
葺
き
し
よ
う
と

自
分
で
決
め
ま
し
た
。

　

今
は
も
う
伏
見
の
ヨ
シ
原
で
刈
っ
て
い
る
の

は
、
山
田
家
一
軒
だ
け
に
な
り
ま
し
た
が
。
野

焼
き
も
３
年
ぶ
り
に
復
活
し
ま
し
た
。
規
制
で

２
年
間
や
ら
な
か
っ
た
ら
、
ヨ
シ
原
に
ツ
バ
メ

が
来
な
く
な
り
、
そ
れ
で
市
民
団
体
と
一
緒
に

守
ろ
う
と
。

　

本
来
は
地
元
で
刈
っ
た
屋
根
葺
き
材
を
使
っ

て
、
元
の
土
壌
に
か
え
す
の
が
自
然
の
循
環
で

す
が
、
最
近
は
量
的
に
不
足
で
、
や
む
な
く
他

所
の
材
料
で
屋
根
を
葺
く
こ
と
の
方
が
多
い
で

す
。う
ち
は
ヨ
シ
も
ヤ
マ
ガ
ヤ
も
使
い
ま
す
が
、

材
料
の
良
し
悪
し
は
、
そ
の
土
地
の
環
境
や
育

ち
方
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
ね
。

　

そ
れ
を
葺
き
方
で
解
決
で
き
な
い
も
の
か

と
、
あ
え
て
北
側
に
は
太
い
ヨ
シ
を
置
き
、
南

の
表
側
は
細
か
い
ヨ
シ
と
ヤ
マ
ガ
ヤ
で
葺
い

て
、
ち
ょ
っ
と
実
験
も
し
た
り
。
お
も
し
ろ
い

こ
と
に
、
ヨ
シ
と
ヤ
マ
ガ
ヤ
を
混
ぜ
て
使
う
こ
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一
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第
２
回
茅
葺
き
の
里
見
学
研
修
会

遠
回
り
し
た
け
ど
、

茅
葺
き
と
い
う
天
職
が
身
近
に
あ
っ
た

▲城陽市寺田中大小の自宅にて

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

と
に
関
し
て
は
、
い
い
と
か
、
絶
対
失
敗
す
る

と
か
、
い
ろ
ん
な
職
人
の
意
見
も
あ
っ
て
正
解

が
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
職
人
に
求
め
ら
れ

る
の
は
、
一
回
の
仕
事
で
、
ど
の
く
ら
い
耐
久

力
を
持
た
せ
ら
れ
る
か
で
、
結
局
は
年
月
を
か

け
て
試
す
し
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　

葺
き
方
で
気
を
付
け
て
い
る
の
は
、
手
に
し

た
カ
ヤ
の
目
の
詰
ま
り
、
し
め
た
時
の
柔
ら
か

さ
と
い
っ
た
、材
料
の
く
い
あ
わ
せ
加
減
か
な
。

固
ま
り
に
な
っ
た
カ
ヤ
の
自
由
度
で
、
均
一
の

力
加
減
を
保
つ
よ
う
に
し
て
い
る
ん
で
す
が
。

こ
の
ご
ろ
は
自
然
環
境
を
守
る
こ
と
に
関
心
が

高
ま
っ
て
き
て
い
て
、
大
学
の
研
究
室
な
ど
で

も
、
地
域
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
活
動
は
あ
ち
こ

ち
あ
り
ま
す
ね
。
地
元
の
人
と
学
生
が
ジ
ョ
イ

ン
ト
し
て
、
草
原
の
管
理
な
ど
を
続
け
て
い
る

と
、
地
域
の
背
景
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
い
ろ

ん
な
可
能
性
か
ら
、
山
を
変
え
る
喜
び
に
ま
で

つ
な
が
り
ま
す
ね
。

　

カ
ヤ
を
刈
る
こ
と
自
体
も
、
付
近
の
環
境
を

守
り
、
生
き
ら
れ
る
手
段
だ
と
い
う
考
え
方
。

若
者
の
活
躍
す
る
場
と
し
て
、
本
来
の
価
値
を

発
見
で
き
る
仕
掛
け
を
設
け
る
こ
と
で
、
あ
ち

こ
ち
に
意
識
が
芽
吹
い
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い

で
す
ね
。 　
　
　
　
　

(

聞
き
手
：
坂
本
善
昭
）

山
田
雅
史
さ
ん　

茅
葺
き
師　

45
歳

京
都
府
城
陽
市
生
ま
れ　

山
城
萱
葺
屋
根
工
事 

代
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平
成
25
年
5
月
25
日（
土
）

　

平
成
25
年
6
月
の
富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録

を
目
指
し
、
盛
り
上
が
っ
て
い
る
富
士
宮
市
に

て
、「
富
士
山
麓
茅
葺
き
景
観
の
復
活　

世
界

遺
産
に
向
け
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
第

4
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

茅
葺
き
建
造
物
を
支
え
る
茅
場
の
保
全
等
に
つ

い
て
、
様
々
な
方
か
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

会
場
は
、
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
す
ぐ
近

く
の
富
士
宮
市
民
文
化
会
館
。
全
国
各
地
か
ら

約
１
６
０
名
の
方
が
集
い
ま
し
た
。
フ
ォ
ー
ラ

ム
会
場
の
ホ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
他
の
部
屋
で

も
、
パ
ネ
ル
展
示
や
ビ
デ
オ
上
映
、
富
士
宮
市

の
物
産
販
売
な
ど
を
し
て
い
た
だ
き
、
と
て
も

賑
わ
い
が
あ
る
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
り
ま

し
た
。

　

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
富
士
宮
市 

須
藤
秀
忠
市

長
と
、
当
協
会 

安
藤
邦
廣
代
表
理
事
の
開
会

挨
拶
に
続
き
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
前
半
の
講
演
に
入

「
富
士
山
麓
茅
葺
き
景
観
の
復
活

　
　
　
　
　
　

世
界
遺
産
に
向
け
て
」

第
四
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

　

 　

静
岡
県
富
士
宮
市
に
て

り
ま
し
た
。
最
初
の
講
演
は
、
東
京
農
業
大
学

教
授
の
麻
生
恵
さ
ん
に「
草
原
の
文
化
的
景
観
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
日
本
の
草
原
景
観
や
、

茅
場
を
含
む
「
二
次
草
原
」
に
つ
い
て
、
日
本

で
最
大
規
模
で
あ
る
阿
蘇
地
域
を
事
例
に
、
そ

の
再
生
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
は
、
富
士
山
麓
の
景
観
を
保
全
し
て
い

く
た
め
の
、「
文
化
的
景
観
」
の
概
念
に
よ
る

地
域
づ
く
り
の
方
向
性
を
ご
提
案
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

続
い
て
、
神
宮
司
廳　

営
林
部
の
中
川
典
之

さ
ん
に
「
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
と
萱
地
管
理
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
今
年
行
わ
れ
る
第
62
回

式
年
遷
宮
と
、
そ
れ
を
支
え
る
萱
地
の
管
理
に

つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。遷
宮
に
は
、

木
材
や
萱
な
ど
、
大
量
の
材
料
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
昭
和
以
降
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り

萱
の
確
保
が
困
難
と
さ
れ
た
た
め
、
専
用
の
萱

地
「
川
口
萱
地
」
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

62
回
式
年
遷
宮
の
た
め
の
萱
の
採
取
に
は
8
年

か
け
、
約
二
万
三
千
束
の
萱
を
準
備
し
た
そ
う

で
す
。
遷
宮
の
際
に
は
、
内
宮
・
外
宮
あ
わ
せ

て
、
の
べ
五
千
人
の
茅
葺
き
職
人
が
作
業
を
す

る
そ
う
で
す
。

　

前
半
終
了
後
は
、
恒
例
の
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
。

富
士
宮
市
の
皆
さ
ん
が
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
た

地
元
の
美
味
し
い
お
菓
子
と
、
静
岡
と
い
え
ば

お
茶
ど
こ
ろ
！
と
い
う
こ
と
で
、
と
て
も
美
味

し
い
お
茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
他
の
参
加
者

と
情
報
交
換
を
し
た
り
、
パ
ネ
ル
や
ビ
デ
オ
を

見
る
な
ど
、
皆
さ
ん
、
思
い
思
い
に
過
ご
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

テ
ィ
ー
タ
イ
ム
終
了
後
、
開
催
地
と
全
国
か

ら
の
活
動
報
告
が
、
当
協
会 

米
山
淳
一
理
事

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
し
、
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
ま
ず
は
じ
め
は
、
開
催
地
か
ら
の
報
告
で

す
。
富
士
宮
市
教
育
委
員
会
富
士
山
文
化
課
の

渡
井
一
信
さ
ん
に
は
「
富
士
山
世
界
遺
産
登
録

へ
む
け
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
朝
霧
高
原
活

性
化
委
員
会
の
岸
野
正
美
さ
ん
に
は
「
朝
霧
高

原
ふ
る
森
の
茅
場
と
そ
の
取
り
組
み
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
報
告
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
さ
に
タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
で
あ
る
富

士
山
の
世
界
遺
産
登
録
（
6
月
に
、
富
士
山
は

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
富
士
宮
市
の

皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。）。
富
士

山
の
裾
野
の
四
分
の
一
を
占
め
る
富
士
宮
市
に

は
、
か
つ
て
広
大
な
茅
場
が
広
が
っ
て
い
ま
し

た
が
、
茅
葺
き
家
屋
の
減
少
か
ら
衰
退
し
、
酪

農
地
帯
と
し
て
土
地
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
朝

霧
高
原
の
一
角
に
の
み
茅
場
が
残
り
ま
し
た
。

会
か
ら
の
報
告

▲麻生恵さん

▲中川典之さん

▲ティータイム
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き
た
写
真
で
は
、
大
人
も
子
ど
も
も
笑
顔
を
弾

け
さ
せ
て
い
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
場
全
体
が
和

や
か
な
雰
囲
気
に
な
り
、
茅
葺
き
の
明
る
い
未

来
を
感
じ
た
瞬
間
で
し
た
。

　

会
場
と
の
質
疑
応
答
も
盛
り
上
が
り
、
名
残

惜
し
い
で
す
が
閉
会
。
続
き
は
、
夜
の
情
報
交

換
会
で
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
富
士
山
Ｙ
Ｍ

Ｃ
Ａ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に
会

場
を
移
し
て
の
情
報
交
換
会
で
は
、
美
味
し
い

お
料
理
と
お
酒
も
加
わ
り
、
ま
す
ま
す
話
が
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
理
事　

内
海
美
佳
）

そ
の
朝
霧
高
原
が
、
昨
年
「
ふ
る
さ
と
文
化
財

の
森
」
に
選
定
さ
れ
、
現
在
は
、
朝
霧
高
原
活

性
化
委
員
会
を
中
心
に
、
茅
刈
り
技
能
講
座
の

開
催
な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
、
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

　

富
士
の
裾
野
に
広
が
る
御
殿
場
の
茅
場
か
ら

は
、
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
何
度
か
ご
発
表

い
た
だ
い
て
い
る
、
富
士
勇
和
産
業
の
長
田
友

和
さ
ん
に
、「
御
殿
場
の
茅
刈
り
事
業
に
つ
い

て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
お
話
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
茅
葺
き
文
化
を
支
え
る
た
め
に

欠
か
せ
な
い
茅
刈
り
で
す
が
、後
継
者
不
足
や
、

御
殿
場
で
は
入
会
権
が
な
い
と
茅
刈
り
が
で
き

な
い
、な
ど
の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

入
会
権
を
持
た
な
く
て
も
茅
刈
り
が
で
き
る
こ

と
や
、「
茅
」
を
中
心
と
し
た
地
場
産
業
を
発

展
さ
せ
、
年
間
を
通
し
て
安
定
し
た
仕
事
が
で

き
る
環
境
作
り
を
目
指
し
、
昨
年
、「
富
士
山

御
殿
場
か
や
の
里
企
業
組
合
」
を
設
立
し
ま
し

た
。
課
題
解
決
に
向
け
て
、
一
歩
一
歩
進
ん
で

い
る
様
子
が
と
て
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
お
と
な
り
山
梨
県
の
富
士
河
口
湖

町
の
中
村
孝
一
さ
ん
か
ら
、「
西
湖
い
や
し
の

里
根
場
の
現
状
と
課
題
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
朝
霧
高
原
活
性
化

委
員
会
の
発
表
の
中
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
朝

霧
高
原
活
性
化
委
員
会
が
「
茅
」
に
取
り
組
み

始
め
た
き
っ
か
け
は
、
こ
の
西
湖
い
や
し
の
里

根
場
へ
の
見
学
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
西
湖
い
や

し
の
里
根
場
は
、
昭
和
41
年
の
足
和
田
災
害
で

壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
根
場
地
区
の
茅
葺
き
集

落
を
再
現
し
た
施
設
で
す
。
平
成
18
年
に
プ
レ

オ
ー
プ
ン
、
平
成
22
年
に
正
式
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
。
年
間
20
万
人
以
上
の
来
場
者
が
あ
る
人

気
施
設
に
な
り
ま
し
た
が
、
初
期
に
建
て
た
建

物
は
既
に
7
年
が
経
過
し
て
い
て
、
今
後
、
屋

根
の
葺
き
替
え
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
地
域
に
お
い
て
、
茅
の
確
保
や

茅
葺
き
職
人
の
育
成
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

続
い
て
、
世
界
遺
産
と
し
て
は
先
輩
の
五
箇

山
の
、
越
中
五
箇
山
菅
沼
集
落
保
存
顕
彰
会
の

荒
井
崇
浩
さ
ん
か
ら
、
「
世
界
遺
産
五
箇
山
の

合
掌
の
森
の
取
り
組
み
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、

顕
彰
会
と
し
て
の
菅
沼
集
落
の
景
観
保
護
や
地

域
振
興
の
取
組
み
や
、
株
式
会
社　

合
掌
の
物

語
（
も
の
が
た
）
り
ん
と
し
て
の
、
料
金
の
一

部
が
茅
場
の
保
全
や
再
生
に
寄
付
さ
れ
る
、
古

茅
を
入
れ
た
和
紙
名
刺
の
販
売
の
取
組
み
な
ど

に
つ
い
て
、
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
淡
河
か
や
ぶ
き
屋
根
保
存
会
く
さ

か
ん
む
り
代
表
の
相
良
育
弥
さ
ん
か
ら
、「
茅

葺
き
を
も
っ
と
身
近
に
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、

２
０
０
８
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
く
さ
か
ん
む
り

の
活
動
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
く
さ
か
ん
む
り
の
活
動
で
は
、
茅
葺
き
の

魅
力
や
可
能
性
を
、
見
学
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
通
し
て
、
今
ま
で
茅
葺
き
に
縁
が
な
か
っ

た
人
に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
「
き
っ
か

け
」
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
発
表
の
中
で
出
て▲開催地と全国各地からの活動報告

▲情報交換会

▲会場の様子
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第
四
回
茅
葺
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
見
学
会

　
静
岡
県
富
士
宮
市
・
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
5
月
26
日（
日
）

　

朝
8
時
30
分
に
出
発
。
ま
ず
訪
れ
た
の
は
、

「
村
山
浅
間
神
社
・
村
山
大
日
堂
」。
富
士
山
信

仰
の
重
要
な
史
跡
と
し
て
、
国
指
定
史
跡
で
世

界
文
化
遺
産
構
成
資
産
に
な
っ
て
い
ま
す
。
修

験
者
の
拠
点
と
し
て
栄
え
た
興
法
寺
は
明
治
時

代
の
神
仏
分
離
を
受
け
て
廃
さ
れ
、
浅
間
神
社

と
大
日
堂
は
分
離
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
大
日
堂

は
、
富
士
山
の
本
尊
「
大
日
如
来
」
を
祀
っ
て

い
た
建
物
で
、
か
つ
て
は
茅
葺
き
屋
根
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
境
内
に
は
樹
齢
千
年
を
超
え
る
大

ス
ギ
が
あ
り
、
厳
か
な
空
気
を
感
じ
る
場
所
で

し
た
。

　

次
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
地
域
の
発
展
に
寄

与
し
た
井
出
家
の
「
高
麗
門
及
び
長
屋
」。
こ

こ
は
将
軍
源
頼
朝
の
巻
狩
り
の
宿
所
が
あ
っ
た

場
所
だ
そ
う
で
す
。
２
度
の
焼
失
に
遭
い
な
が

ら
も
、
正
面
は
城
郭
の
門
に
用
い
ら
れ
る
「
高

麗
門
」（
鉄
板
葺
き
以
前
は
薄
板
を
重
ね
た
ト

ン
ト
ン
葺
き
）、
両
脇
の
長
屋
は
茅
葺
き
と
い

う
昔
か
ら
の
建
築
様
式
を
残
し
て
い
ま
し
た
。

　

次
は
茅
葺
き
民
家
の
「
旧
鱒
の
家
」。
明
治

時
代
以
降
、
地
方
の
産
業
振
興
に
尽
力
し
た
前

田
正
名
男
爵
が
作
っ
た
「
富
士
朝
霧
前
田
一
歩

園
」
に
別
荘
と
し
て
移
築
し
た
も
の
。
現
在
は

使
用
し
て
お
ら
ず
、
最
後
の
葺
き
替
え
は
昭
和

41
年
と
の
こ
と
で
、
屋
根
や
建
物
の
老
朽
化
は

更
に
進
ん
で
い
る
印
象
で
し
た
。

　

次
は
、
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
指
定
の
「
朝

霧
高
原
茅
場
」。
富
士
山
西
麓
に
広
が
り
、
標

高
９
７
０
〜
８
７
０
ｍ
、
面
積
は
約
１
５
２

ha
。
春
に
野
焼
き
を
行
い
、
良
質
な
茅
の
生
産

と
草
原
の
生
態
系
保
全
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
地
を
み
る
と
焦
げ
た
茅
か
ら
、
新
し
い
茅
が

す
っ
と
生
え
て
い
ま
し
た
。

会
か
ら
の
報
告

▲村山浅間神社

▲井出家▲旧鱒の家

▲朝霧高原茅場

▲村山大日堂
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次
は
「
竹
川
家
の
芝
棟
門
」。
竹
川
家
は
、

江
戸
時
代
頃
ま
で
富
士
金
山
の
採
掘
を
行
っ
て

い
た
毛
無
山
を
管
理
し
て
お
り
、
山
門
と
し
て

作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
最
後
に
葺
い
て
30
年
ほ

ど
経
っ
た
芝
棟
は
、
堂
々
と
し
た
風
格
が
あ
り

ま
し
た
。

　

昼
食
は
ふ
も
と
っ
ぱ
ら
で
、
こ
の
日
の
た
め

に
作
っ
て
頂
い
た
地
元
食
材
が
た
っ
ぷ
り
詰

ま
っ
た
お
弁
当
と
豚
汁
と
き
の
こ
汁
。
美
味
し

い
食
事
と
茅
葺
き
談
義
で
、
さ
ら
に
交
流
が
深

ま
り
ま
し
た
。

　

最
後
は
、
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
の
「
西
湖

い
や
し
の
里
根
場
」。
平
成
15
年
頃
か
ら
整
備

さ
れ
、
飲
食
、
工
芸
、
展
示
等
が
楽
し
め
る
茅

葺
き
の
里
と
し
て
人
気
で
す
が
、
こ
こ
は
昔
、

か
ぶ
と
造
り
の
茅
葺
き
民
家
が
並
ぶ
集
落
で
し

た
が
、
昭
和
41
年
に
台
風
に
よ
る
甚
大
な
被
害

で
集
落
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
が

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
終
了
。
暑
い
日
だ
っ
た
の
で
、
美
味

し
い
と
評
判
の
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
を
片
手
に
帰

路
に
つ
き
ま
し
た
。
最
後
ま
で
雲
が
邪
魔
を
し

て
見
え
そ
う
で
見
え
な
か
っ
た
富
士
山
。
そ
れ

が
ま
た
「
ぜ
ひ
来
よ
う
！
」
と
思
わ
せ
る
刺
激

に
も
な
り
ま
し
た
。
今
回
も
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
理
事　

上
野
美
帆
）

　

こ
の
た
び
、
西
湖
い
や
し
の
里
根
場

か
ら
招
待
券
を
発
行
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
皆
様
ぜ
ひ

お
出
か
け
下
さ
い
。

▲竹川家の芝棟門▲地元食材たっぷりのお弁当

■ 大会プログラム　2013 年 5 月 25 日（土）
　　
　　第４回茅葺きフォーラム
　　　「富士山麓茅葺き景観の復活　世界遺産に向けて」
　　　　　主催：富士宮市、富士宮市教育委員会、日本茅葺き文化協会
　
総合司会　内海美佳（日本茅葺き文化協会理事）

開会あいさつ
　富士宮市長　須藤秀忠氏
　日本茅葺き文化協会代表理事　安藤邦廣
講演
　草原の文化的景観（東京農業大学　麻生恵教授）
　伊勢神宮式年遷宮と萱地管理（神宮司廳　営林部　中川典之氏）

ティータイム　情報交換

開催地と全国からの活動報告
　コーディネータ：米山淳一（地域遺産プロデューサー・日本茅葺き文化協会理事）
　富士山世界遺産登録へむけて（富士宮市教育委員会富士山文化課　渡井一信氏）
　朝霧高原ふる森の茅場とその取り組み（朝霧高原活性化委員会　岸野正美氏）
　御殿場の茅刈り事業について（富士勇和産業　長田友和氏）
　西湖いやしの里根場の現状と課題（富士河口湖町　中村孝一氏）
　世界遺産五箇山の合掌の森の取り組み（越中五箇山菅沼集落保存顕彰会　荒井崇浩氏）
　茅葺きをもっと身近に（淡河かやぶき屋根保存会くさかんむり　相良育弥氏）
　
閉会あいさつ　富士宮市教育長　池谷眞徳氏

情報交換会

■見学会 2013 年 5 月 26 日（日）
     ＜見学 A コース＞
　　村山浅間神社、村山大日堂〜井出家高麗門および長屋〜旧鱒の家
　　　　〜朝霧高原茅場〜竹川家の芝棟門
　＜見学 B コース＞　
　　村山浅間神社、村山大日堂〜井出家高麗門および長屋〜旧鱒の家

　　　　〜朝霧高原茅場〜竹川家の芝棟門〜いやしの里根場

▲西湖いやしの里根場

▲西湖いやしの里根場

西
湖
い
や
し
の
里
根
場

招待券

有
効
期
限
：
平
成
26 年
7月
31 日

こ
の
券
を
持
参
の
方
は

１
枚
で
５
名
ま
で

入
場
無
料
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▲竹川家の芝棟門の前にて

▲朝霧高原茅場
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中
野　

誠

　
　

美
山
茅
葺
株
式
会
社　

代
表

　

「
将
来
は
父
と
一
緒
に
左
官
屋
の
後
を
継
ぎ

た
い
。」
小
学
校
に
入
る
と
き
書
い
た
将
来
の

夢
で
す
。
当
時
６
～
７
人
の
職
人
さ
ん
が
毎
日

家
の
横
の
倉
庫
に
集
ま
っ
て
い
て
、
よ
く
遊
ん

だ
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
時
代
は

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。風
呂
は
、ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス
に
変
わ
り
、
お
く
ど
さ
ん
は
、
シ
ス
テ

ム
キ
ッ
チ
ン
に
変
わ
り
、
壁
は
ク
ロ
ス
に
と
、

ど
ん
ど
ん
逆
風
に
な
り
、
小
学
４
年
の
時
、
中

野
左
官
店
は
倒
産
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
理
事
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
塩
澤
実
で
す
。
茅
葺
き
職
人
と
し

て
修
行
を
始
め
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
か
ら
18

年
、
日
々
屋
根
の
上
や
軒
下
で
、
或
い
は
茅
場

で
、
手
か
ら
耳
か
ら
聴
か
さ
れ
る
先
達
の
知
恵

の
数
々
に
、
茅
葺
き
と
い
う
文
化
が
単
な
る
郷

愁
の
対
象
で
は
な
く
、
現
代
社
会
に
必
要
と
さ

れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
深
め
て
来
ま
し
た
。

　

毎
年
春
に
な
れ
ば
芽
を
出
し
、
秋
に
は
収

新
理
事
の
紹
介

　

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
高
校
を
出
て
地
元
の

農
協
に
就
職
し
ま
し
た
。
根
っ
か
ら
職
人
の
父

の
血
を
引
き
継
い
で
い
る
せ
い
か
、
ど
う
も
農

協
職
員
と
い
う
道
で
一
生
、
生
き
て
い
き
た
い

と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

何
が
や
り
た
い
の
か
？
自
分
探
し
の
旅
が
は

じ
ま
り
ま
し
た
。
偶
然
に
も
イ
ギ
リ
ス
に
行
く

こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
茅
葺
に
出
会
い
ま
し

た
。
え
っ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
か
？

と
ハ
ン
マ
ー
で
頭
を
叩
か
れ
た
様
な
衝
撃
を
受

け
ま
し
た
。
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
茅
葺

だ
ら
け
じ
ゃ
な
い
か
？
こ
れ
を
や
ら
ね
ば
何
を

や
る
？
は
じ
め
て
自
分
の
人
生
の
ス
イ
ッ
チ
が

入
り
ま
し
た
。

　

帰
国
後
、
当
時
美
山
で
３
人
の
職
人
様
に
頭

を
下
げ
、弟
子
入
り
を
認
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。

し
か
し
大
正
８
年
生
ま
れ
の
祖
母
は
大
反
対
。

息
子
の
倒
産
も
見
て
き
て
、
孫
も
か
？
と
思
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
昔
の
人
は
茅
葺
職
人

を
い
や
し
い
職
業
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

（
屋
根
屋
殺
す
に
刃
物
は
い
ら
ぬ
。
雨
の
３
日

も
降
れ
ば
い
い
）
そ
う
言
い
ま
し
た
。
雨
ふ
り

は
で
き
な
い
、（
雪
降
り
も
）、
怪
我
し
た
ら
出

来
な
い
、
保
証
も
な
い
、
退
職
金
も
な
い
。
う

ち
が
死
ん
で
か
ら
や
っ
て
く
れ
、
頼
む
で
目
を

覚
ま
せ
。
と
泣
い
て
反
対
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

本
当
に
や
り
た
い
こ
と
に
出
会
っ
た
時
、
ど
ん

な
言
葉
も
耳
に
入
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
し
て

今
、
21
年
が
た
ち
ま
す
。
す
べ
て
の
経
験
を
活

か
し
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
組
織
に
し
ま

穫
で
き
る
草
で
快
適
な
住
ま
い
の
屋
根
を
葺

き
、
古
く
な
っ
た
そ
れ
は
速
や
か
に
畑
の
土
に

還
る
。
再
生
産
が
容
易
で
廃
棄
物
を
出
さ
な
い

茅
葺
き
は
、
完
成
し
た
持
続
可
能
な
建
築
の
姿

を
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
茅
葺
き
屋
根
を
葺

く
た
め
に
草
を
刈
る
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
の
命

を
育
む
草
原
を
守
る
事
で
も
あ
り
、
茅
葺
き
屋

根
そ
の
も
の
も
、
小
さ
な
生
き
物
た
ち
の
棲
み

処
で
も
あ
り
ま
す
。
茅
葺
き
屋
根
の
葺
き
替
え

に
手
間
が
か
か
る
と
い
う
事
は
、
茅
葺
き
の
た

め
に
た
く
さ
ん
の
人
が
集
う
場
が
設
け
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
歴
史
的
建
造
物

を
取
り
巻
く
厳
し
い
現
実
は
あ
る
も
の
の
、
各

地
で
の
取
組
み
の
様
子
を
伺
っ
て
い
て
も
、
茅

葺
き
に
向
け
ら
れ
る
想
い
は
滅
び
ゆ
く
も
の
へ

の
哀
惜
で
は
な
く
、
豊
か
な
伝
統
文
化
を
如
何

に
楽
し
む
か
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
事
を
感
じ
ま

す
。

　

世
代
を
経
て
磨
か
れ
て
き
た
茅
葺
き
屋
根
と

と
も
に
あ
る
暮
ら
し
は
、
肩
の
力
を
抜
い
て
こ

の
島
の
豊
か
な
自
然
に
寄
り
添
う
生
き
方
で

す
。
人
と
人
と
の
繋
が
り
や
、
人
の
暮
ら
し

と
自
然
の
調
和
が
求
め
ら
れ
る
今
だ
か
ら
こ

そ
、
茅
葺
き
に
気
軽
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
を
増

や
し
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。
茅
葺
き
と
い
う

営
み
を
通
じ
て
、
人
と
自
然
と
を
循
環
す
る
環

と
、
今
と
昔
を
結
び
人
と
人
と
の
間
に
広
が
る

輪
を
、
繫
い
で
行
く
お
手
伝
い
が
出
来
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

塩
澤　

実

　
　
　
　
　
　
　

茅
葺
屋　

代
表

新
理
事
の
紹
介

し
た
。
そ
し
て
現
在
12
名
の
若
手
茅
葺
職
人
が

い
ま
す
。
本
当
に
う
れ
し
い
か
ぎ
り
で
す
。
職

人
と
し
て
の
仕
事
と
、引
き
継
ぐ
た
め
の
仕
事
。

茅
葺
き
を
心
か
ら
愛
す
る
一
人
と
し
て
で
き
る

限
り
の
こ
と
を
、
や
っ
て
い
き
た
い
で
す
。
宜

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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　　岩手県一関市
　　「第２回茅葺きの里現地研修会」

日　時：2013 年 8月 24 日（土）・25 日（日）

集合・解散場所：JR 一ノ関駅

宿泊先：ホテル三嶋の湯（岩手県一関市千厩町千厩字駒ノ沢 234）

参加者：日本茅葺き文化協会の会員・関係者

定　員：30 名（先着順・10 名以上で実施）

参加費：資料・講師代／ 3,000 円、視察（バス ) 代／ 4,000 円

　　　　※集合・解散場所（一ノ関駅）までの交通費と

　　　　　宿以外の食事代等は各自でご負担下さい。

宿泊費：8,000 円程度（１泊２食付き・税サービス含）

　　　　※宿泊費のお支払いは各自でお願いします。

申込み：日本茅葺き文化協会（FAXまたはメールにてお申し込み下さい。）

申込締切：2013 年 8月 9日（金）

　　彦根市男鬼町
　　「茅葺き屋根　葺き替えイベント」

男鬼には、古くからの茅葺き民家が１棟、良好な状態で残っています。

今年も葺き替えを行います。あなたも参加して、貴重な体験をして

みませんか？

日　時：2013 年 7月 13 日（土）・14 日（日）

場　所：彦根市男鬼町

参加費：一日あたり 600 円（保険料）

　　　　※弁当が必要な方は別途 500 円）

申込み：滋賀県立大学人間文化学科　濱崎・石川研究室

　　　　電　話　0749-28-8611

　　　　メール　hama_ishi_ken@yahoo.co.jp

◎
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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〈
編
集
後
記
〉

風
で
と
き
ど
き
ふ
わ
っ
と
い
い
匂
い
が
し
た
。

ね
ー
ね
ー
な
ん
か
い
い
匂
い
せ
ー
へ
ん
？
こ

れ
な
ん
の
匂
い
か
な
あ
と
聞
く
た
び
み
ん
な

が
地
面
を
に
お
う
。
何
人
め
か
で
、
う
ん
青

草
の
匂
い
し
ま
す
ね
と
。
そ
う
そ
れ
だ
！

野
焼
き
し
た
茅
場
に
勢
い
よ
く
芽
吹
く
青
い

草
た
ち
。
な
ん
と
も
い
え
ず
清
々
し
い
気
持

ち
に
な
っ
た
。
朝
霧
高
原
茅
場
に
て
。

2
日
間
を
終
え
て

ま
た
は
や
く
み
ん
な
に
会
い
た
い
。（
弥
）

イ べ ン ト 情 報

【８月２４日（土）】
　１２：４５　JR 一ノ関駅集合・研修行程の説明
　１３：００　バス移動
　１３：３０　現地研修①：　県指定文化財村上家住宅、
　　　　　　　レクチャー「岩手の茅葺き」
　　　　　　　千厩、藤沢地区の茅葺き民家ほか　
　１８：００　宿泊場所へ到着　
　　　　　　　（入浴・夕飯）
　２０：００　懇親会

【８月２５日（日）】
　７：００　朝食
　８：３０　宿泊場所を出発（バス乗車）
　９：００　現地研修②：千厩、藤沢地区の茅葺き
　１２：００〜１３：００　昼食（一関市内）
　１３：００　現地研修③　正法寺、中尊寺
　１６：００　JR 一ノ関駅到着・閉会

(※スケジュールについては目安です。変更の可能性がありますのでご了承下さい。)


