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２
０
１
５
年
９
月
９
日
〜
12
日　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
南
端
の
海
沿
い
に

建
つSm

ygehus H
avsbad

ス
ミ
ー
グ
ハ
ス
ホ
テ
ル
を
拠
点
に
I

 

T

 

S

（
国
際
茅
葺
き
協
会
）
の
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

I

 

T

 

S
は
日
本
を
含
む
世
界
７
カ
国
の
茅
葺
き
事
業
者
の
団
体
を
会
員

と
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
事
務
局
を
置
い
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
総
会
は

隔
年
で
開
か
れ
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
会
に
は
日
本
茅
葺
き
文
化

協
会
か
ら
も
理
事
４
名
、
会
員
５
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

International T
hatching Society 

http://thatchers.eu/content/

　

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
は
参
加
各
国
に
お
け
る
、
主
に
事
業
と
し
て
の

茅
葺
き
の
現
状
と
課
題
、
将
来
に
向
け
て
の
取
り
組
み
が
報
告
さ
れ
、

活
発
な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
茅
の
導
入

が
茅
葺
き
屋
根
の
品
質
向
上
に
繋
が
る
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
報
告

等
、
お
国
柄
の
伺
え
る
興
味
深
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
資
料
と
し
て
提

出
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
の
和
訳
を
本
号
に
載
せ
て
い
ま
す
の
で
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

　

個
人
的
に
は
難
燃
性
の
茅
葺
き
の
開
発
と
、
環
境
に
優
し
い
農
業
と

し
て
の
茅
の
栽
培
の
奨
励
、
教
育
現
場
で
の
取
り
組
み
をget thatch 

back to the city

を
目
標
に
掲
げ
て
進
め
て
い
る
と
い
う
デ
ン
マ
ー
ク

茅
葺
き
協
会
の
プ
レ
ゼ
ン
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　

日
本
か
ら
は
本
会
正
会
員
尾
坂
勝
氏
よ
り
日
本
の
茅
葺
き
の
特
殊
性

に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
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き
な
茅
葺
き
の
茅
倉
庫
で
夕
食
と
「
茅
葺
き
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
」。
茅
束
を
放
り
投
げ
る
距
離
や

正
確
さ
を
競
う
な
ど
し
ま
し
た
。
日
本
チ
ー
ム

は
惨
敗
で
し
た
が
、
楽
し
く
濃
密
な
語
ら
い
の

ひ
と
と
き
で
し
た
。

　

エ
ク
ス
プ
ロ
レ
ー
シ
ョ
ン
2
日
目
は
国
境
の

海
峡
を
橋
で
渡
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
へ
。
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
郊
外
の
野
外
博
物
館
は
、
そ
の
名
も 

Frilandsm
useet

、
英
語
な
らT

he O
pen A

ir 

M
useum

。
世
界
で
も
最
も
古
い
野
外
博
物
館

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
40

 

ha
も
の
敷
地
に
デ
ン

マ
ー
ク
文
化
圏
各
地
か
ら
移
築
さ
れ
た
、
民
家

を
中
心
と
し
た
80
棟
を
超
え
る
歴
史
的
建
造
物

が
。
ホ
ー
ル
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
後
自
由
散
策

と
な
り
ま
し
た
が
、
と
て
も
一
日
で
は
ま
わ
り

茅ふきたより　第 16号 2016.05

　

午
後
か
ら
は
エ
ク
ス
プ
ロ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
南
部
ス
コ
ー
ネ
地
方
を
巡
り

ま
し
た
。

　

最
初
に
訪
ね
たBöste 

は
か
つ
て
の
漁
村

で
、
今
は
サ
マ
ー
ハ
ウ
ス
や
週
末
住
宅
と
し
て

の
利
用
が
人
気
と
の
こ
と
。
ヨ
シ
で
葺
か
れ
た

屋
根
の
棟
納
め
は
、
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
絡
ま
せ

た
小
麦
藁
や
海
草
を
楢
の
ウ
マ
ノ
リ
で
押
さ
え

て
い
る
だ
け
。
傷
み
易
い
箇
所
を
直
し
易
い
仕

上
げ
と
す
る
工
夫
。
不
揃
い
な
割
り
木
の
ウ
マ

ノ
リ
が
良
い
味
出
し
て
い
ま
す
。

　

村
内
の
道
路
は
未
舗
装
で
関
係
者
以
外
の
車

両
は
進
入
禁
止
。
貴
重
な
古
民
家
の
集
落
が
、

観
光
地
で
は
な
い
暮
ら
し
の
場
と
し
て
大
切
に

使
わ
れ
て
い
て
、
と
て
も
良
い
空
気
が
流
れ
て

い
ま
し
た
。

　

緩
や
か
な
起
伏
の
続
く
ス
コ
ー
ネ
地
方
を
、

そ
こ
こ
こ
に
点
在
す
る
風
力
発
電
用
風
車
と
茅

葺
き
民
家
の
間
を
バ
ス
に
揺
ら
れ
て
次
に
案
内

さ
れ
た
の
は
、
伝
統
的
な
農
場
を
ま
る
ご
と
、

建
物
だ
け
で
な
く
伝
来
の
農
法
も
保
存
し
て
い

るÖ
starp

文
化
セ
ン
タ
ー
。
ち
ょ
う
ど
葺
き

替
え
中
の
小
麦
藁
葺
き
の
屋
根
が
あ
り
、
各
国

か
ら
の
参
加
者
＝
茅
葺
き
職
人
た
ち
が
群
が
る

な
か
、
日
本
か
ら
の
参
加
者
も
古
い
時
代
の
道

具
を
用
い
た
仕
上
げ
に
興
味
津
々
で
し
た
。

　

最
後
に
本
総
会
の
ホ
ス
ト
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
茅
葺
き
協
会
の
会
長
さ
ん
の
会
社
へ
。
大
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切
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

非
常
に
感
心
し
た
の
は
様
々
な
地
域
や
時
代

に
基
づ
く
多
様
な
建
築
材
料
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
忠
実
に
修
復
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
か
な
り

の
程
度
が
敷
地
内
で
自
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

す
。
茅
葺
き
屋
根
で
あ
れ
ば
、
ラ
イ
麦
葺
き
の

家
の
周
り
に
広
が
る
畑
で
は
収
穫
を
迎
え
た
ラ

イ
麦
の
積
み
藁
が
見
ら
れ
、
ヘ
ザ
ー
葺
き
の
家

の
周
り
の
放
牧
地
に
は
羊
が
放
た
れ
、
ヘ
ザ
ー

の
茂
み
に
紫
色
の
花
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
よ

う
に
。
古
民
家
を
標
本
的
に
並
べ
る
の
で
は
無

く
、広
い
敷
地
を
活
か
し
て
伝
統
的
な
営
み
と
、

そ
れ
を
重
ね
て
産
み
出
さ
れ
る
景
観
そ
の
も
の

合
理
的
な
屋
根
を
葺
く
と
い
う
、
茅
葺
き
の
定

義
に
従
っ
た
美
し
い
存
在
で
し
た
。
耐
候
性
に

加
え
耐
火
性
に
も
優
れ
た
そ
れ
は
、
む
し
ろ
夢

の
茅
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
ち
ら
に
お
い
て
も
、
メ
ー
ル
を
取
り
次
い

で
下
さ
っ
たPernille

さ
ん
と
、
海
草
葺
き
の

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
滞
在
中
の
便
宜
を
全
て
取
り

計
ら
っ
て
下
さ
っ
たH

enning

さ
ん
、
そ
し

て
同
行
し
て
く
れ
た
友
人
３
人
あ
っ
て
の
旅
で

し
た
。
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
理
事 

茅
葺
屋　

塩
澤　

実
）

を
展
示
し
て
い
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
体
験
型
の
イ
ベ
ン
ト
が
い
く
つ

か
用
意
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
衝
撃
的
だ
っ

た
の
は
、
バ
ル
ト
海
の
ゴ
ッ
ト
ラ
ン
ド
島
で
か

つ
て
行
わ
れ
て
い
た
セ
ッ
ジ
葺
き
を
再
現
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
セ
ッ
ジSedge

は
カ
ヤ
ツ

リ
グ
サ
科
の
高
茎
草
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
茅
葺

き
屋
根
の
棟
納
め
に
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
総

セ
ッ
ジ
葺
き
は
セ
ッ
ジ
を
大
勢
で
踏
み
固
め
つ

つ
積
み
上
げ
て
行
く
と
い
う
豪
快
な
も
の
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
茅
葺
き
と
い
う
と
現
代
建
築
に

葺
か
れ
た
り
、
新
し
い
技
術
や
材
料
を
開
発
し

た
り
と
先
進
的
な
印
象
が
あ
り
ま
し
た
が
、
野

外
博
物
館
の
よ
う
な
場
所
が
伝
統
的
な
文
化
を

継
承
す
る
場
と
し
て
、
建
物
だ
け
で
は
な
く
行

為
を
保
存
し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
想
い
を
伝

え
る
努
力
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
文
化
財

が
迷
っ
た
時
に
立
ち
返
る
指
標
と
し
て
意
味
を

持
ち
、
新
し
い
事
を
す
る
時
に
は
思
い
切
っ
た

チ
ャ
レ
ン
ジ
が
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

会
期
中
有
意
義
な
楽
し
い
時
間
を
過
ご
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
ホ
ス
ト
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
茅
葺
き
協
会
と
I

 

T

 

S
理
事
の
み
な
さ
ん
、

こ
こ
に
集
っ
た
全
て
の
関
係
者
の
皆
様
に
感
謝

の
気
持
ち
を
申
し
上
げ
ま
す
。

次
回
の
I

 

T

 

S
総
会
は
２
０
１
７
年
に
イ
ギ

リ
ス
で
開
催
。
次
々
回
に
つ
い
て
日
本
で
の
開

催
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
開
催
決
定
の
折
に

は
、
今
回
の
よ
う
な
実
り
あ
る
集
い
と
な
る
よ

う
、
僅
か
で
も
尽
力
す
る
事
で
こ
の
気
持
ち
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
閉
会
後
に
日
本
か
ら
の
参
加
者
４

人
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
シ
ェ
ア
し
て
、
デ
ン
マ
ー

ク
北
端
近
く
に
あ
る
離
島Læsø

を
訪
ね
て
来

ま
し
た
。
こ
こ
に
し
か
な
い
と
い
う
海
草
葺
き

の
屋
根
を
ど
う
し
て
も
見
て
み
た
く
て
、
十
数

年
来
の
想
い
を
叶
え
て
来
ま
し
た
。

実
際
に
見
て
、
触
っ
た
そ
れ
は
決
し
て
ゲ
テ
モ

ノ
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
あ
る
草
で
、
最
も
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カンファレンスで各国の茅葺きの現状と課題を報告各国の発表者（イギリス、ドイツ、デンマーク、スウェー
デン、南アフリカ、オランダ、日本）

ITS理事会の様子スウェーデン Bösteのサマーハウス

スウェーデンの住宅スウェーデンの職人の道具

デンマーク野外博物館での技術交流参加者が１人１枚屋根の写真を持ち寄って行う写真コ
ンテストで、日本からの１枚が優勝
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英
国
の
茅
葺
き
の
現
状

　

英
国
に
い
る
茅
葺
き
職
人
は
、
現
在
、
お
そ

ら
く
こ
の
数
年
で
最
も
多
忙
で
あ
ろ
う
。

　

英
国
で
の
茅
葺
き
の
方
法
は
、
基
本
的
に
世

界
中
ど
こ
と
も
同
じ
で
、
屋
根
に
オ
ー
ガ
ニ
ッ

ク
な
材
料
を
水
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
使
い
、
あ

る
程
度
の
期
間
保
た
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
主
に
小
麦
藁
と
ヨ
シ
の
二
つ
の
種

類
の
材
料
を
利
用
し
て
い
る
。
小
麦
藁
は
、
処

理
方
法
に
よ
っ
て
麦
藁
（Long Straw

）
と
梳

い
た
小
麦
藁
（D
evon R

eed/C
om

bed Straw

）

の
２
つ
あ
り
、
さ
ら
に
、
た
ま
に
ヘ
ザ
ー
や
ス

ゲ
も
使
わ
れ
る
。

　

英
国
の
茅
葺
き
屋
根
を
ユ
ニ
ー
ク
に
し
て
い

る
の
は
、
棟
の
仕
上
げ
方
に
あ
る
。
茅
を
棟
に

向
か
っ
て
葺
い
て
い
く
と
、
最
後
の
層
は
雨
が

浸
透
し
て
被
害
が
で
な
い
よ
う
に
カ
バ
ー
を
す

る
必
要
が
あ
る
。
棟
に
は
、
余
分
に
ス
ゲ
か
小

麦
藁
の
層
を
葺
き
、
そ
れ
を
ハ
シ
バ
ミ
か
柳
の

枝
で
固
定
し
て
、
装
飾
的
な
棟
を
造
り
あ
げ

る
。
こ
こ
で
、
職
人
は
、
枝
を
ユ
ニ
ー
ク
な
模

様
に
型
ど
っ
た
り
、
ス
注
１

カ
ラ
ッ
プ
形
、
菱
形
や

大
き
な
波
線
状
に
し
て
デ
ザ
イ
ン
を
造
る
こ
と

で
自
分
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
を
残
す
こ
と
が
で

き
る
。

　

英
国
に
は
、
数
百
年
前
か
ら
伝
わ
る
、
英
国

の
茅
葺
き
職
人
た
ち
が
大
事
に
保
護
し
て
き
た

歴
史
的
建
造
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
彼
ら
の
仕

事
を
研
究
し
、
最
高
と
思
わ
れ
る
材
料
を
選
ん

で
き
た
お
か
げ
で
、
茅
葺
き
の
品
質
が
改
善
さ

れ
、
今
日
見
ら
れ
る
も
の
に
発
展
し
た
。
こ
れ

ら
の
古
風
で
風
情
あ
る
建
物
は
、
た
と
え
小
さ

な
民
家
で
あ
ろ
う
と
、
大
き
な
納
屋
で
あ
ろ
う

と
、
中
世
の
教
会
で
あ
ろ
う
と
、
時
々
復
旧
作

業
を
必
要
と
す
る
。

　

し
か
し
現
在
、
茅
葺
き
も
英
国
の
規
制
に

従
っ
て
作
業
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
、
新
し

い
建
物
に
茅
を
葺
く
と
き
に
は
、
建
築
基
準
に

適
合
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
、
古
い
建
物
の
葺

き
替
え
も
国
の
環
境
保
護
政
策
に
従
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

　

英
国
で
は
、
茅
葺
き
の
最
大
の
損
失
原
因
は

火
事
で
あ
り
、
年
間
約
50
棟
が
失
わ
れ
る
。
主

な
原
因
は
、
煙
突
関
連
で
あ
り
、
そ
の
数
件
は

煙
突
か
ら
で
る
火
の
粉
で
あ
る
が
、
大
半
は
茅

葺
き
屋
根
の
深
い
箇
所
で
の
熱
の
伝
導
で
あ

る
。
深
い
と
は
、
何
層
も
の
茅
を
重
ね
、
時
に

は
1.2
ｍ
の
厚
さ
の
あ
る
茅
葺
き
屋
根
を
意
味

し
、
煙
突
を
冷
や
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
煙
突
の
壁

に
茅
が
発
火
す
る
ほ
ど
の
熱
を
も
た
せ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
。

　

個
人
住
宅
で
あ
ろ
う
と
集
合
住
宅
で
あ
ろ
う

と
、
新
し
い
建
築
物
に
は
、
建
物
の
外
部
に
火

事
に
よ
る
損
害
の
リ
ス
ク
が
な
い
よ
う
に
対
策

が
と
ら
れ
て
い
る
。
茅
葺
き
屋
根
は
、
い
わ
ゆ

る
「
使
い
捨
て （sacrificial

）」、
つ
ま
り
「
建

物
全
部
を
失
う
よ
り
は
、
覆
っ
て
い
る
屋
根
だ

け
を
失
う
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
る
」
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
の
中
の
火
が
茅
葺

き
屋
根
に
燃
え
移
ら
ず
、
ま
た
、
茅
葺
き
屋
根

の
火
や
消
防
の
放
水
が
下
の
建
物
に
損
害
を
与

え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
耐
久
性
の
あ
る
物

理
的
な
バ
リ
ヤ
ー
と
な
る
防
水
板
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
達
成
で
き
る
。

　

私
た
ち
は
、
過
去
の
歴
史
に
誇
り
を
も
っ
て

お
り
、
今
日
の
所
見
、
研
究
結
果
や
考
え
方
を

実
践
に
移
す
機
会
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
、
私

た
ち
の
先
祖
が
未
来
を
伝
授
し
て
く
れ
た
よ
う

に
、
今
後
も
こ
の
伝
統
が
代
々
継
承
さ
れ
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

（N
igel Turton

）

注
１ 

ス
カ
ラ
ッ
プ
形
…
レ
ー
ス
の
縁
に
見
ら
れ
る

ホ
タ
テ
貝
殻
の
よ
う
な
波
模
様

I
 

T
 

S 
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現
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課
題
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茅
葺
き
屋
根
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て

ド
イ
ツ
の
北
部
地
方
の
文
化
に
根
付
い

て
お
り
、
今
日
で
も
当
地
方
の
景
色
を

形
づ
く
っ
て
い
る
。

　

茅
葺
き
の
技
巧
は
、
大
変
伝
統
的
な
も
の
で

あ
る
。

　

ド
イ
ツ
の
北
西
の
街
、
フ
ー
ム
ス
に
は

１
９
４
８
年
に
始
ま
っ
た
唯
一
の
茅
葺
き
職
人

の
ギ
ル
ド
が
あ
る
。
他
の
地
方
の
茅
葺
き
職
人

は
、
屋
根
職
人
と
茅
葺
き
職
人
を
一
人
が
兼
任

し
て
い
る
た
め
、
屋
根
職
人
の
ギ
ル
ド
を
作
っ

て
入
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
数
人
は
フ
ー
ム
ス

の
茅
葺
き
職
人
の
ギ
ル
ド
の
ゲ
ス
ト
で
あ
っ

た
。

　

実
際
に
は
、
茅
葺
き
職
人
の
ギ
ル
ド
は
２
つ

（
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
と
、

シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
）
あ

り
、
正
会
員
55
名
、
名
誉
会
員
6
名
、
商
人
６

名
と
ド
イ
ツ
の
国
中
か
ら
来
て
い
る
ゲ
ス
ト
５

名
で
あ
る
。

　

ギ
ル
ド
の
上
組
織
は
、
連
邦
専
門
家
委
員

会 "Bundesfachgruppe R
eet"

で
あ
り
、
そ
れ

は
屋
根
職
人
中
央
協
会"Zentralverband des 

D
eutschen D

achdeckerhandw
erks"

の
中
に

あ
る
。

　

茅
葺
き
屋
根
の
早
す
ぎ
る
腐
敗
が
増
え
た

の
で
、
２
０
０
６
年
に
、Q

SR
 Society for 

Q
uality A

ssurance Ltd （
品
質
保
証
を
す
る
協

会
）
と
共
に
、N

orth  G
erm

an  State  G
uild  

of  the R
oofing Trade

（
ド
イ
ツ
北
部
地
方
屋

根
業
者
の
ギ
ル
ド
）
が
研
究
と
P

 

R
活
動
を
実

施
す
る
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

　

グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
と
ブ
ラ
ウ
ン

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
大
学
は
、
す
で
に
多
く
の
広
範

囲
に
わ
た
る
研
究
結
果
を
発
表
し
て
い
る
。
研

究
は
ま
だ
終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
ヨ
シ
の
品
質
改

善
の
研
究
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
経
験
で
も
明
ら
か
な
の
は
、
一

つ
の
大
学
独
自
の
研
究
の
み
で
成
功
す
る
こ
と

は
な
く
、
様
々
な
研
究
結
果
が
、
私
た
ち
全
員

の
一
つ
の
目
標
に
到
達
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。

　

ア
シ
の
成
分
や
茎
の
品
種
の
分
類
、
そ
し
て

商
品
の
明
確
な
定
義
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

近
い
将
来
、
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
製
品

デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
活
用
を
実
行
し
、
さ
ら
に
、

す
べ
て
の
業
者
や
生
産
者
に
も
義
務
づ
け
る
べ

き
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
材
料
はM

iscanthus （
ス
ス
キ

属
）
で
あ
る
。
こ
の
植
物
は
、
流
水
に
も
溜
り

水
に
も
生
息
し
、
自
然
保
護
協
会
の
縛
り
も
な

い
。
農
地
で
栽
培
さ
れ
、
生
産
者
に
よ
っ
て
扱

い
や
す
い
作
物
で
あ
る
。
何
人
か
の
茅
葺
き
職

人
が
使
っ
て
み
て
、
２
〜
３
年
後
の
現
在
、
と

て
も
良
い
結
果
が
で
て
い
る
。
何
種
類
か
あ
る

が
、
長
年
デ
ン
マ
ー
ク
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の

を
使
用
し
て
お
り
、
大
変
良
好
で
あ
る
。
新
種

が
ド
イ
ツ
で
開
発
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
も

楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　

現
在
、
ド
イ
ツ
で
は
注
文
が
多
く
入
っ
て
い

る
状
況
で
あ
る
。
多
く
の
職
人
は
、
年
明
け
ま

で
仕
事
の
予
約
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
私
た
ち

は
、
出
張
し
て
く
れ
る
茅
葺
き
職
人
や
見
習
い

を
求
め
て
お
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
や
エ
ス
ト
ニ
ア
の
よ

う
な
近
隣
国
の
同
僚
た
ち
に
も
頼
ん
で
い
る
。

こ
れ
だ
け
多
く
の
仕
事
依
頼
が
あ
る
こ
と
の
唯

一
の
マ
イ
ナ
ス
点
は
、
ア
シ
の
品
質
が
甘
く
な

り
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
茅
葺
き
を
未
来
の
屋
根
素
材
と
し

て
発
展
さ
せ
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
ア
イ

デ
ィ
ア
等
が
必
要
で
あ
る
。

（K
atrin Jacobs

）

ド
イ
ツ
の
屋
根
業
者
に
関
し
て
は
、
左
記
を
参

照
：

w
w

w.dachdecker.de

w
w

w.reetdachdeckung.de
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南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
茅
葺
き

業
界
の
現
状

　
　
　
　
　

 

　

南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
建
設
業
界
は
、
一
般

的
に
堅
調
で
あ
る
が
大
変
不
安
定
で
も
あ
る
。

茅
葺
き
業
界
も
同
様
で
あ
る
。
大
き
な
要
因
と

な
る
経
済
情
勢
に
加
え
て
、
政
治
的
安
定
や
海

外
の
投
資
家
の
気
運
、
そ
し
て
建
築
物
の
流
行

等
す
べ
て
が
南
ア
フ
リ
カ
の
茅
葺
き
の
需
要
に

影
響
を
与
え
る
。

茅
葺
き
の
仕
事
は
主
に
２
つ
あ
る
。
現
存
の
屋

根
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
新
し
い
茅
葺
き
屋
根
の

設
置
で
あ
る
。

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
（
補
修
）
ビ
ジ
ネ
ス

こ
の
市
場
の
大
き
な
強
み
は
、
１
９
９
４
年
〜

２
０
０
８
年
の
期
間
に
膨
大
な
数
の
茅
葺
き
屋

根
が
新
し
く
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
１
９
９
４
年
以
降
の
住
宅
市
場
に
お
い
て

外
国
人
投
資
家
が
高
い
伸
び
を
示
し
た
こ
と

と
、
観
光
産
業
が
高
い
伸
び
を
示
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
促
さ
れ
た
。
２
０
０
軒
近
く
の
高
級
民

家
の
建
設
が
検
討
さ
れ
、
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
ロ
ッ

ジ
等
そ
の
他
の
大
規
模
な
観
光
施
設
が
建
設
さ

れ
た
。

一
件
1
万 

m²
に
及
ぶ
茅
葺
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
多
く
の
ホ
テ
ル
や
ロ
ッ

ジ
は
こ
の
時
期
に
建
設
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
屋
根
は
寿
命
と
さ
れ
る
20
年
目
が
近

づ
い
て
お
り
、
業
界
に
と
っ
て
は
、
今
後
こ
れ

ら
の
屋
根
の
葺
き
替
え
が
主
な
仕
事
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
市
場
は
あ
ま
り
き
ち
ん
と

規
制
さ
れ
て
お
ら
ず
、
品
質
管
理
は
不
可
能
で

あ
る
。
こ
の
セ
グ
メ
ン
ト
で
起
き
た
粗
悪
な
仕

事
内
容
が
最
大
の
問
題
で
、
残
念
な
こ
と
に
茅

葺
き
屋
根
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス•

コ
ス
ト
が
非
常

に
高
い
と
い
う
認
識
を
助
長
さ
せ
て
い
る
。

皮
肉
に
も
、
こ
の
市
場
の
セ
グ
メ
ン
ト
に
は
好

機
で
あ
る
は
ず
の
こ
と
が
、
逆
に
新
し
い
茅
葺

き
屋
根
の
注
文
の
低
下
を
招
い
て
も
い
る
の
で

あ
る
。

新
し
い
茅
葺
き
屋
根
設
置
の
ビ
ジ
ネ
ス

民
家
に
お
け
る
現
在
の
建
築
の
流
行
は
、
伝
統

的
な
も
の
や
田
舎
風
な
建
築
物
か
ら
離
れ
つ
つ

あ
り
、
モ
ダ
ン
な
材
料
を
用
い
た
も
の
へ
と
移

行
し
つ
つ
あ
る
。
茅
葺
き
屋
根
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス•

コ
ス
ト
が
非
常
に
高
い
と
思
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
こ
の
流
行
を
後
押
し
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
大
き
な
火
事
の
件
数
も
、
我
々
に
と
っ

て
マ
イ
ナ
ス
に
影
響
し
た
。
２
０
１
１
年
に
施

行
さ
れ
た
火
事
と
省
エ
ネ
に
関
す
る
新
し
い
建

築
基
準
は
、
検
討
中
の
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
件
数
に
直
接
影
響
を
与
え
た
。
こ
れ
ら

の
問
題
点
は
、
T

 

A

 

S

 

A
（T

he T
hatchers 

A
ssociation of South A

frica

）
に
よ
っ
て
う

ま
く
処
理
さ
れ
て
き
て
い
て
、
最
近
で
は
そ
れ

ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。

新
し
い
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
主
に
観
光
業

界
と
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
ロ
ッ
ジ
等
の
仕
事
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
市
場
は
、
政
治
的
安
定
、
安
全

と
警
備
の
観
点
か
ら
、
大
変
不
安
定
で
あ
る
。

南
ア
フ
リ
カ
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
天
然
資

源
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
需
要
は
常
に
続
い

て
い
く
と
思
わ
れ
、
こ
の
セ
グ
メ
ン
ト
で
の
茅

葺
き
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

T

 

A

 

S

 

A
の
役
割
と
会
員

　

国
の
建
築
基
準
施
行
に
関
わ
る
。

２
０
１
５
年
11
月
に
は
、
T

 

A

 

S

 

A
は
10
周
年

を
迎
え
る
。

こ
の
時
期
の
最
大
の
仕
事
は
、
こ
の
協
会
を
意

味
の
あ
る
、
そ
し
て
持
続
で
き
る
協
会
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
業
界
の
規
模
か
ら
す
る
と
会

員
数
は
比
較
的
少
な
い
が
、
会
員
は
審
査
で
選

抜
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
ト
ッ
プ
企
業
は
T

 

A

 

S

 

A
の
会
員
で
あ
る
。
今
日
南
ア
フ
リ
カ
で

作
ら
れ
て
い
る
茅
葺
き
屋
根
の
大
半
は
、
T

 

A

 

S
 

A
会
員
の
仕
事
で
あ
る
。
す
べ
て
の
茅
葺
き

職
人
を
会
員
に
す
る
た
め
に
、
ま
だ
ま
だ
や
る

こ
と
は
沢
山
あ
る
が
、
T

 

A

 

S

 

A
が
会
員
に
要

求
す
る
高
水
準
を
保
持
で
き
る
よ
う
に
努
め
て

い
る
。

T

 

A

 

S

 

A
は
、
新
し
い
建
築
基
準
を
ま
と
め
る

こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
正
し
く
施
行
さ
れ

る
よ
う
に
国
民
、
自
治
体
と
専
門
家
の
教
育
に

も
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

過
去
10
年
間
で
、
I

 

T

 

S
２
０
１
４
は
T

 

A

 

S

 

A
の
活
動
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
T

 

A

 

S

 

A
は
I

 

T

 

S 

２
０
１
４
の
プ
ラ
ス
効
果
を
、

こ
の
先
何
年
も
感
じ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

“" G
uide to T

hatching"

の
編
集

２
０
１
４
年
か
ら
T

 

A

 

S

 

A
は"A

 G
uide to 

T
hatching in SA

"

を
仕
上
げ
る
こ
と
に
力
を

注
い
で
き
た
。
も
う
す
ぐ
完
成
で
あ
り
、
こ
れ

は
業
界
の
成
長
に
大
き
く
貢
献
す
る
と
信
じ
て

い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
別
紙
の
記
事
を

参
照
の
こ
と
。

最
後
に
ま
と
め
る
と
、
南
ア
フ
リ
カ
の
茅
葺
き

業
界
は
大
変
厳
し
い
が
や
り
が
い
が
あ
る
。
私

た
ち
は
、
信
頼
が
で
き
、
か
つ
高
品
質
に
こ
だ

わ
る
茅
葺
き
職
人
に
は
、
ま
だ
ま
だ
十
分
に
仕

事
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。（A

brie V
isagie 

）

Ｉ
Ｔ
Ｓ
各
国
の
現
状
と
課
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フ
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デ
ン
マ
ー
ク
で
は
現
在
、
茅
葺
き
を
最
も
持

続
可
能
で
気
候
に
優
し
い
屋
根
と
し
て
市
場
に

出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
こ
と
も
同
時
に

伝
え
て
る
。

　

・
防
火
対
策
を
と
れ
ば
、
大
き
な
火
事
の
危

険
性
は
な
い
。

　

・
最
も
順
応
性
が
あ
り
美
し
い
屋
根
を
自
分

の
も
の
に
で
き
る
上
に
、
他
の
屋
根
よ
り
そ
れ

ほ
ど
高
額
で
は
な
い
。

　

私
た
ち
の
努
力
の
結
果
が
実
り
だ
し
、
産
出

量
も
上
が
っ
て
お
り
、
今
で
は
近
代
建
築
物
に

も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

私
た
ち
に
は
大
き
な
目
標
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

２
０
２
３
年
ま
で
に
年
間
の
茅
葺
き
使
用
平
方

メ
ー
ト
ル
を
２
倍
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

目
標
を
達
成
す
る
に
は
、
都
市
部
に
も
茅
葺
き

の
建
物
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
私
た
ち
の

「
茅
葺
き
オ
フ
ィ
ス
」
は
、
国
の
中
で
最
も
進

歩
的
な
グ
ル
ー
プ
の
建
築
家
と
共
同
で
仕
事
を

し
て
お
り
、
国
で
二
番
目
に
大
き
い
都
市
で
あ

る
オ
ー
フ
ス
の
中
心
に
、
近
代
的
な
茅
葺
き
屋

根
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
建
築
を
提
案
し
て
い
る
。

２
０
１
７
年
に
オ
ー
フ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文

化
首
都
に
な
る
。こ
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
に
は
、

我
が
国
の
首
都
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
か
ら
観
光
客
が
集
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
は
、
熟
練
し
た
茅
葺
き
職

人
の
指
導
の
も
と
に
、
茅
葺
き
の
研
修
生
と

オ
ー
フ
ス
建
築
学
校
の
学
生
に
よ
っ
て
造
ら
れ

る
。
パ
ビ
リ
オ
ン
の
建
築
と
茅
葺
き
の
行
程
そ

の
も
の
も
、イ
ベ
ン
ト
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
完
成
さ
れ
た
ら
、
こ
の
伝
統
的
な
技

能
を
披
露
す
る
す
ば
ら
し
い
機
会
に
な
る
と
も

思
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
あ
る
４
万
軒
以

上
も
の
古
い
歴
史
的
な
茅
葺
き
建
築
物
を
と
て

も
重
要
視
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
主
な
収
入
源

で
も
あ
り
、
仕
事
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
将
来

的
に
は
、
私
た
ち
の
仕
事
と
教
育
を
確
保
す
る

た
め
に
、
も
っ
と
そ
の
よ
う
な
建
物
、
新
し
い

建
物
、
オ
ラ
ン
ダ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
モ
ダ
ン

で
斬
新
な
建
築
物
を
必
要
と
す
る
の
で
、
私
た

ち
の
活
動
の
大
半
は
近
代
的
な
茅
葺
き
に
集
中

し
て
い
る
。

　

最
近
、デ
ン
マ
ー
ク
の
大
き
な
建
築
会
社
が
、

あ
る
コ
ン
ペ
で
優
勝
し
た
。
そ
れ
は
、
自
然
公

園
の
新
し
い
展
示
セ
ン
タ
ー
で
、
２
５
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
も
の
茅
葺
き
を
使
用
す
る
建
物
で

あ
る
。
建
築
主
が
持
続
性
を
求
め
た
の
で
、
こ

の
会
社
は
茅
葺
き
の
屋
根
と
壁
を
提
案
し
た
。

こ
の
会
社
は
40
社
中
で
の
優
勝
者
で
あ
り
、
こ

の
建
築
物
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
垂
直
茅
葺
き
と
茅

葺
き
壁
で
で
き
た
最
大
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

　

私
た
ち
は
自
分
た
ち
の
屋
根
の
利
点
を
広
め

る
こ
と
の
で
き
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
常
に
関
わ

デ
ン
マ
ー
ク
の
茅
葺
き
職
人

は
、
正
し
い
方
向
に
向
か
っ
て

い
る

る
よ
う
に
し
て
お
り
、
こ
の
一
年
以
内
に
E

 

P 

D
環
境
製
品
宣
言
も
完
了
す
る
見
込
み
で
あ

る
。
新
し
い
燃
焼
試
験
を
実
施
し
、
茅
葺
き
屋

根
は
防
火
対
策
が
と
ら
れ
て
い
れ
ば
耐
火
性
が

あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
屋
根
の
断
熱
値
の
証

拠
資
料
に
関
し
て
も
活
動
し
て
お
り
、さ
ら
に
、

農
家
に
も
っ
と
多
く
の
ス
ス
キ
（m

iscanthus

）

を
育
て
る
よ
う
に
奨
励
し
て
い
る
。

　

当
社
で
は
、
こ
の
ス
ス
キ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
一
番
大
き
な
活
動
で
あ
る
。
ス
ス
キ
は
殺
虫

剤
を
使
わ
ず
に
栽
培
で
き
る
し
、
土
壌
の
養
分

を
無
駄
に
奪
わ
な
い
の
で
、
国
立
環
境
庁
の
公

的
資
金
の
援
助
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ

と
か
ら
、
飲
み
水
を
守
る
た
め
に
も
大
変
優
れ

た
作
物
で
も
あ
る
。

　

よ
っ
て
総
合
的
に
み
て
、
新
し
い
顧
客
を
得

る
に
は
、
や
は
り
環
境
論
を
持
ち
出
す
の
が
一

番
良
い
と
感
じ
て
い
る
。
同
時
に
、
茅
葺
き
屋

根
の
民
家
を
今
日
よ
り
近
距
離
間
に
建
て
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
関
係
当
局
に
規
制
の
変

更
を
求
め
る
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
２
軒
の
家
の
間
の
距
離
は
10
メ
ー

ト
ル
を
希
望
す
る
が
、
現
在
は
20
メ
ー
ト
ル
と

決
ま
っ
て
い
る
。
次
回
皆
さ
ん
に
会
う
時
に

は
、
都
市
や
近
郊
に
茅
葺
き
を
戻
す
の
に
障
害

と
な
っ
て
い
る
こ
の
規
制
を
取
り
払
う
こ
と
が

で
き
て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
デ
ン
マ
ー
ク
茅
葺
き
協
会  Joergen K

aarup

）
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
茅
葺
き
職
人

に
よ
っ
て
茅
葺
き
の
伝
統
は
守

ら
れ
て
い
る

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
開
催
の
I

 

T
 

S 

国
際
茅

葺
き
協
会
の
２
０
１
５
年
総
会
に
よ
う
こ
そ
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
茅
葺
き
協
会
が
伝
え
る
現
状

は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
茅
葺
き
文
化
は
、
20
世
紀

末
に
途
絶
え
そ
う
に
な
っ
た
。
１
９
７
０
年
代

に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
茅
葺
き
職
人
は
た
っ
た

３
人
し
か
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
全
員
が
高
齢

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
数
人
の
若
者
が
名

人
達
か
ら
技
術
を
学
ん
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、

自
然
や
農
場
生
活
へ
の
ロ
マ
ン
ス
が
流
行
し
、

茅
葺
き
の
技
術
は
生
き
た
伝
統
と
し
て
生
き

残
っ
た
。
さ
ら
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
幸
運
に

も
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
茅
葺
き
職
人
た
ち
が
、
ス

コ
ー
ネ
地
方
の
伝
統
建
築
を
守
る
た
め
に
海
を

渡
っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
の
中
で
、
こ
ち
ら
で

の
茅
葺
き
の
仕
事
が
儲
か
る
と
感
じ
た
職
人
達

が
、
そ
の
ま
ま
居
残
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

茅
葺
き
の
仕
事
は
ま
だ
存
続
し
て
お
り
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
30
人
以
上
の
茅
葺
き
職
人
が

い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
職
人
は
、
小
さ
い
な
が
ら

も
個
人
経
営
で
、
１
社
の
み
10
人
以
上
の
従
業

員
を
抱
え
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
協
会

（svenska taktäckareföreningen

）
に
は
、
23

社
の
茅
葺
き
会
社
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
年
間

３
万
m2

以
上
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　

茅
葺
き
の
仕
事
の
大
半
は
、
屋
根
の
葺
き
替

え
で
あ
り
、
古
い
農
家
や
そ
の
よ
う
な
民
家
の

レ
プ
リ
カ
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
茅

葺
き
の
伝
統
は
、
昔
か
ら
農
家
の
屋
根
が
す
べ

て
茅
葺
き
で
あ
っ
た
南
部
の
方
が
人
気
が
あ

る
。
正
式
な
記
録
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
5
千

軒
の
茅
葺
き
屋
根
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　

ラ
イ
麦
の
藁
と
ヨ
シ
の
両
方
が
、
茅
葺
き

の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に

は
、そ
の
時
に
手
に
入
る
材
料
を
使
っ
て
い
た
。

ゴ
ッ
ト
ラ
ン
ド
島
で
は
、ag

と
呼
ば
れ
る
ス

ゲ
の
一
種
（
ヒ
ト
モ
ト
ス
ス
キ
に
似
る
）
で
、

瘦
せ
て
ミ
ネ
ラ
ル
分
の
豊
富
な
土
地
に
よ
く
見

ら
れ
る
も
の
を
使
う
伝
統
が
あ
る
。現
在
で
は
、

主
と
し
て
水
葦
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

水
葦
は
、
ほ
と
ん
ど
の
湖
や
バ
ル
ト
海
の
海

岸
沿
い
に
生
え
て
い
る
が
、
商
業
的
な
収
穫
は

ト
ー
ケ
ン
湖
で
し
か
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
国

内
産
の
材
料
で
は
足
り
な
く
、
多
く
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
や
エ
ス
ト
ニ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い

る
。
主
に
２
つ
の
輸
入
業
者
を
使
っ
て
い
る

が
、
一
部
の
葦
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
業
者
を
通
じ

て
入
手
し
て
お
り
、
茅
葺
き
職
人
に
よ
っ
て
は

独
自
に
輸
入
し
て
い
る
。
現
在
、
あ
る
輸
入

業
者
は
、
水
葦
の
品
質
を
保
証
す
る
た
め
に 

"T
hatchm

ark"

を
使
用
し
て
い
る
。

　

昔
は
ラ
イ
麦
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
の
で
、

伝
統
的
に
茅
葺
き
用
の
藁
は
ラ
イ
麦
を
使
っ

て
い
た
。
折
よ
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
が

riksantikvarieäm
betet （

国
の
世
界
遺
産
局
）

を
通
じ
て
、
伝
統
的
な
茅
葺
き
の
技
術
と
材

料
を
守
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

そ
し
て "halm

tak"

と
い
う
本
の
出
版
に
よ
っ

て
、
伝
統
的
な
茅
葺
き
の
技
術
が
多
く
紹
介
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
家
は
、
地
元
の
技
術

で
葺
き
替
え
を
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
。
少
な
く
と
も
３
人
の
茅
葺
き
職
人
が
、
自

分
の
と
こ
ろ
で
栽
培
し
て
い
る
藁
を
使
っ
て
お

り
、
大
昔
の
古
い
茅
葺
き
の
技
術
を
受
け
継
い

で
い
る
。

　

近
代
的
な
茅
葺
き
建
造
物
を
造
る
試
み
も
い

く
つ
か
成
功
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
で
お
そ
ら
く
最
大
の
茅
葺
き
民
家
や
、

ト
ー
ケ
ン
湖
畔
に
建
て
ら
れ
た
有
名
建
築
家
の

ゲ
ル
ト•

ウ
ィ
ン
ゴ
ー
ド
に
よ
る
近
代
的
な
展

示
会
館
な
ど
で
あ
る
。
両
方
と
も
、
茅
は
水
葦

を
使
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
少
人
数
の
茅
葺
き
職
人
の
目
標
は
、

次
の
通
り
で
あ
り
、
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
な

す
こ
と
の
で
き
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

｜
後
世
に
茅
葺
き
の
技
術
、
職
人
と
材
料
を

　

残
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
。

　

｜
文
化
的
環
境
を
守
り
、発
展
さ
せ
る
こ
と
。

　

｜
美
し
て
、
環
境
に
優
し
い
、
最
高
の
屋
根

　

材
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
茅
葺
き
協
会
会
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

M
ichael A

ndersén

）
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S 
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回
っ
て
な
い
の
で
、
将
来
的
に
問
題
が
あ
る
か

ど
う
か
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、N

ovariet

社
は

存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
不
良
品
の
自
然
素
材
の

茅
葺
き
屋
根
が
出
回
ら
な
く
て
もN

ovariet

社

は
市
場
の
シ
ェ
ア
を
獲
得
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

良
質
な
茅
と
研
究
の
重
要
さ
は
ま
す
ま
す
明
ら

か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

（H
enk H

orlings

）

注
２　

人
工
ア
シ
…
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
材
で

作
ら
れ
た
茅
葺
き
用
の
ス
ト
ロ
ー
。N

ovariet

社
の
説
明
に
よ
る
と
可
燃
性
で
リ
サ
イ
ク
ル
可

能
な
素
材
と
さ
れ
、
80
年
間
は
通
常
の
茅
葺
き

屋
根
の
よ
う
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
必
要
と
し
な

い
と
い
う
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
茅
葺
き
市
場
は
、
経
済
危
機

後
、
通
常
の
軌
道
に
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大

半
の
茅
葺
き
業
者
は
、
な
ん
と
か
危
機
を
し
の

い
だ
よ
う
だ
が
、
競
争
は
大
変
厳
し
か
っ
た
。

多
く
の
茅
葺
き
業
者
は
、
２
０
１
５
年
7
月
に

終
了
し
た
V

 

A

 

T
付
加
価
値
税
６
％
（
そ
の
後

21
％
）
の
う
ち
に
仕
事
を
完
成
す
る
た
め
、
非

常
に
忙
し
か
っ
た
。
そ
の
後
仕
事
が
あ
る
か
ど

う
か
心
配
し
た
が
、
市
場
は
さ
ら
に
改
善
し
て

お
り
、
今
で
は
仕
事
を
こ
な
す
た
め
の
人
材
確

保
を
心
配
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ

の
茅
葺
き
は
、
未
だ
に
別
荘
、
納
屋
、
公
共
施

設
な
ど
の
葺
き
替
え
や
新
し
い
茅
葺
き
屋
根
の

設
置
で
あ
る
。　

　

経
済
危
機
と
激
し
い
価
格
競
争
は
、
投
資
に

影
響
を
与
え
た
。
業
者
は
、
最
小
限
の
必
要
な

投
資
し
か
し
な
か
っ
た
。
不
況
の
時
に
、
人
や

教
育
に
投
資
す
る
の
は
、
ま
さ
に
勇
気
と
先
見

の
明
が
な
く
て
は
で
き
な
い
。大
半
の
業
者
は
、

協
力
し
合
っ
た
り
、
一
時
的
に
雇
用
で
き
る
よ

う
な
融
通
の
き
く
職
人
を
囲
い
込
ん
で
い
る
。

現
段
階
で
は
、茅
葺
き
職
人
の
教
育
と
育
成
は
、

市
場
に
対
し
て
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
市
場
が

さ
ら
に
改
善
さ
れ
た
ら
、
熟
練
し
た
職
人
の
要

望
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

危
機
に
も
関
わ
ら
ず
、N

ovariet

社
の
業

績
は
伸
び
た
。
人
注
２

工
ア
シ
を
生
産
し
て
お
り
、

経
済
的
に
独
立
し
た
会
社
で
あ
り
、
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
に
多
く
の
投
資
を
し
て
き
た
。
見
本

市
や
展
示
会
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
等
を

通
じ
て
、
興
味
を
示
し
て
い
る
消
費
者
の
グ

オ
ラ
ン
ダ
の
茅
葺
き

ル
ー
プ
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。 

Vakfederatie R
ietdekkers

（
屋
根
職
人
組
合
）

とN
ovariet

社
は
、
双
方
の
利
益
の
た
め
に
協

力
す
る
こ
と
を
探
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
組
織

の
構
造
的
違
い
か
ら
、
良
い
結
果
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

自
然
素
材
の
茅
葺
き
屋
根
よ
り
も
２
・
５
倍

の
価
格
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
す
ま
す
多
く
の

消
費
者
はN

ovariet

の
屋
根
に
興
味
を
持
つ
だ

け
で
は
な
く
、
実
際
に
購
入
し
て
い
る
。
消

費
者
が
、
自
然
素
材
の
茅
葺
き
屋
根
よ
り
も

N
ovariet

社
の
物
を
選
択
す
る
の
に
は
、
い
く

つ
か
の
理
由
が
あ
る
。

　

｜
茅
葺
き
屋
根
の
品
質
と
耐
久
性
に
関
す
る

　

確
実
性

　

｜
過
去
の
自
然
素
材
の
茅
葺
き
屋
根
で
の
不

　

具
合
や
不
快
な
体
験

　

｜
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
不
必
要
（
し
か
し
、　

　

N
ovariet

社
の
屋
根
は
緑
色
に
変
色
す
る
）

　

｜
新
し
く
て
近
代
的
な
商
品
へ
の
好
み

　

こ
の
商
品
は
、
ま
だ
一
年
し
か
市
場
に
出

I
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日
本
の
茅
葺
き
の
現
状
と
課
題

一
般
社
団
法
人
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会

茅
葺
き
民
家
の
数
と
減
少
傾
向

　

日
本
の
茅
葺
き
屋
根
は
、
社
寺
建
築
と
民
家

に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
両
者
の
間
で
茅
葺
き
の

材
料
や
技
術
は
大
き
な
違
い
は
な
い
が
、
単
価

や
維
持
管
理
の
方
法
は
異
な
る
点
も
少
な
く
な

い
。
ま
た
社
寺
建
築
は
文
化
財
と
し
て
保
存
の

手
だ
て
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
現

代
の
建
築
基
準
法
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
現
代
の
日
本
に
置
け

る
近
代
化
と
都
市
化
の
な
か
で
、
茅
葺
き
の
直

面
す
る
課
題
を
考
え
る
上
で
、
民
家
の
茅
葺
き

が
よ
り
深
刻
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
で

こ
こ
で
は
民
家
の
茅
葺
き
に
し
ぼ
っ
て
報
告
す

る
。

　

日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
ま
で
は
、
稲

作
を
中
心
と
す
る
農
業
国
で
あ
り
、
国
民
の

３
分
の
2
は
農
民
で
あ
っ
た
。
そ
の
農
家
の

半
分
が
茅
葺
き
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の

で
、
１
９
５
０
年
の
頃
は
日
本
の
民
家
の
３
分

の
１
は
茅
葺
き
屋
根
で
あ
り
、
そ
の
数
は
約

５
０
０
万
棟
と
推
定
で
き
る
。
戦
後
日
本
は
工

業
化
に
転
じ
て
急
速
な
都
市
化
が
進
ん
で
、
農

村
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
農
業
自
体
も

近
代
化
が
進
み
、
農
耕
用
の
家
畜
の
飼
育
も
大

幅
に
減
少
し
、
緑
肥
も
化
学
肥
料
に
変
る
こ
と

で
、
草
の
資
源
に
基
づ
く
農
業
体
系
が
近
代
化

さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
屋
根
葺
き
材
料
も
瓦

や
金
属
板
等
の
工
業
材
料
に
変
る
。
こ
う
し
て

こ
の
50
年
の
間
に
茅
葺
き
屋
根
は
激
減
し
、
わ

ず
か
数
％
、
10
万
棟
か
ら
20
万
棟
を
残
す
に
過

ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
文
化
財
と
し
て
保
存
策
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
１
万
棟
以
下
で
あ
り
、

そ
の
他
の
多
く
の
茅
葺
き
民
家
は
こ
の
ま
ま
で

の
減
少
傾
向
が
続
く
と
20
年
後
に
は
ほ
と
ん
ど

そ
の
姿
を
消
す
危
機
的
状
況
に
あ
る
。

茅
葺
き
の
材
料

　

日
本
の
茅
葺
き
の
材
料
は
地
方
や
時
代
に

よ
っ
て
変
わ
る
が
、
ス
ス
キ
、
ヨ
シ
、
小
麦
ワ

ラ
の
3
種
類
が
よ
く
使
わ
れ
、
中
で
も
ス
ス
キ

が
最
も
多
く
、
過
半
数
が
ス
ス
キ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
以
外
に
チ
ガ
ヤ
、
カ
リ
ヤ
ス
、
サ
サ
等
も

用
い
る
が
そ
の
割
合
は
数
％
以
下
で
あ
る
。
戦

後
の
食
料
不
足
の
中
で
、
農
地
が
拡
大
さ
れ
小

麦
が
増
産
さ
れ
た
結
果
、
茅
場
が
減
少
し
て
、

小
麦
ワ
ラ
葺
き
が
一
時
的
に
増
え
た
が
、
近
年

は
小
麦
生
産
が
減
少
し
、
茅
葺
き
屋
根
自
体
も

減
っ
た
の
で
、
現
在
は
ス
ス
キ
と
ヨ
シ
が
大
半

を
占
め
る
。
そ
の
耐
久
性
は
、
地
域
や
葺
き
方

に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
ヨ
シ
は
30
〜
50
年
、

ス
ス
キ
は
20
〜
30
年
、
小
麦
ワ
ラ
は
10
年
で
あ

る
。

茅
葺
き
職
人

　

日
本
に
茅
葺
き
職
人
組
合
は
存
在
し
な
い
。

文
化
財
の
屋
根
を
葺
く
職
人
の
団
体
、
全
国
社

寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
が
あ
る
が
、
そ
の

加
盟
者
が
法
人
27
社
で
個
人
12
名
で
内
茅
葺
き

職
人
は
法
人
８
社
で
個
人
３
名
で
あ
る
。
日
本

茅
葺
き
文
化
協
会
は
茅
葺
き
職
人
の
組
合
で
は

な
い
が
、
茅
葺
き
職
人
の
加
盟
者
は
団
体
10
社

で
個
人
20
名
で
、
職
人
数
の
合
計
は
75
名
で
あ

る
。
１
９
９
５
年
に
文
化
財
建
造
物
保
存
協
会

の
調
査
に
よ
る
と
全
国
で
茅
葺
き
職
人
の
数
は

１
３
２
０
人
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

年
齢
は
60
歳
未
満
は
約
10
％
で
あ
っ
た
。
20
年

後
の
現
在
、
そ
の
10
％
の
職
人
が
仕
事
を
継
続

し
て
い
る
と
し
て
も
、最
大
１
３
２
人
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
に
加
盟
し

て
い
る
職
人
は
、
そ
の
後
に
職
人
と
な
っ
た
概

ね
50
歳
以
下
の
若
い
職
人
で
あ
る
。
こ
の
若
い

世
代
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
茅
葺
き
の
担
い
手

と
な
る
。

今
後
の
課
題

　

日
本
列
島
は
南
北
に
細
長
い
の
で
、
そ
の
多

様
な
気
候
風
土
に
対
応
し
て
、
茅
葺
き
屋
根
は

地
域
的
な
多
様
性
が
大
き
い
。
日
本
茅
葺
き
文

化
協
会
で
は
、
そ
の
技
術
の
継
承
を
図
る
た
め

に
、
映
像
や
写
真
、
図
面
に
よ
る
記
録
の
作
成

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

茅
葺
き
民
家
は
農
家
と
し
て
の
利
用
を
継
続

す
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
福
祉
教
育
施
設
や

観
光
施
設
あ
る
い
は
別
荘
と
し
て
の
活
用
が
模

索
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
進
展
す
る
た
め
に
は

ま
ず
、
茅
葺
き
屋
根
の
優
れ
た
特
性
、
資
源
と

し
て
の
茅
場
の
地
域
環
境
保
全
や
生
物
多
様
性

へ
の
寄
与
、
茅
葺
き
屋
根
景
観
の
文
化
的
観
光

的
価
値
及
び
茅
葺
き
屋
根
の
優
れ
た
居
住
性
を

明
確
に
し
て
、
広
く
一
般
市
民
に
理
解
を
深
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

次
に
文
化
財
と
し
て
伝
統
的
な
技
術
を
継
承

す
る
一
方
で
、
コ
ス
ト
を
勘
案
し
て
よ
り
簡
略

な
茅
葺
き
へ
の
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
伝
統
的
に
茅
葺
き
で
あ
っ
た
民
家
や
社
寺

建
築
の
他
に
も
、
公
共
施
設
や
商
業
建
築
に
も

茅
葺
き
の
可
能
性
の
拡
大
を
図
る
。
そ
の
た
め

に
は
茅
葺
き
の
屋
根
の
防
火
上
の
法
的
規
制
が

必
要
以
上
の
地
域
に
拡
大
し
て
い
る
現
状
の
改

善
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
代
表
理
事　

安
藤
邦
廣
）
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風
土
の
記
憶
を
継
承
す
る

茅
屋
根
を
巡
っ
て

　

２
０
１
５
年
10
月
11
日
（
日
）
〜
12
日
（
月

祝
）、
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
主
催
の
第
４
回

茅
葺
き
の
里
研
修
見
学
会
が
開
催
さ
れ
た
。「
蔵

王
・
吾
妻
山
麓
の
茅
葺
き
を
巡
る
」
と
題
し
、

宮
城
県
苅
田
郡
七
ヶ
宿
町
、
山
形
県
上
山
市
、

米
沢
市
、
高
畠
町
、
川
西
町
の
茅
葺
き
建
築
を

訪
れ
た
。

　

11
日
朝
10
時
、
東
北
新
幹
線
白
石
蔵
王
駅
に

北
は
岩
手
、
西
は
福
岡
か
ら
の
15
名
が
集
合
、

バ
ス
で
最
初
の
目
的
地
七
ヶ
宿
町
に
向
か
っ

た
。
車
中
、
安
藤
代
表
理
事
か
ら
七
ヶ
宿
町
が

安
藤
家
の
ル
ー
ツ
に
あ
た
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ

た
。
安
藤
代
表
理
事
の
出
身
は
仙
台
市
だ
が
、

お
父
上
は
七
ヶ
宿
町
で
生
ま
れ
、
代
表
理
事
の

幼
少
期
、
旧
道
を
通
っ
た
山
越
え
の
バ
ス
で
幾

度
か
七
ヶ
宿
町
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ

と
。

　

バ
ス
は
国
道
１
１
３
号
を
西
に
進
む
。
七
ヶ

宿
ダ
ム
を
過
ぎ
、
県
道
51
号
に
入
り
北
に
向
か

う
。
ほ
ど
な
く
横
川
せ
せ
ら
ぎ
の
里
に
着
く
。

大
き
な
民
家
・
高
橋
家
、
今
は
金
属
板
張
り
だ

第
４
回 

茅
葺
き
の
里
見
学
研
修
会
報
告               

が
、
つ
い
先
日
ま
で
茅
葺
き
だ
っ
た
。
周
囲
に

茅
葺
き
の
民
家
が
２
棟
、
い
ず
れ
も
荒
廃
が
見

ら
れ
る
が
１
棟
は
現
住
だ
と
い
う
。
集
落
の
道

端
に
は
水
路
が
あ
り
、そ
の
上
に
小
屋
が
あ
る
。

こ
れ
は
民
家
の
台
所
で
、
蔵
王
か
ら
の
清
流
が

天
然
の
冷
蔵
庫
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
売

店
で
当
地
の
名
物
、
食
用
菊
・
も
っ
て
の
ほ
か

を
試
食
、
こ
れ
は
い
け
る
と
早
速
購
入
し
た
。

　　

国
道
１
１
３
号
に
戻
り
、
七
ヶ
宿
町
滑
津

へ
。
茅
葺
き
の
蕎
麦
処
・
吉
野
屋
で
昼
食
。
そ

の
後
、
道
の
向
い
の
七
ヶ
宿
本
陣
・
安
藤
家
を

見
学
。
現
在
の
国
道
１
１
３
号
は
か
つ
て
の
羽

州
街
道
、
奥
羽
13
藩
の
藩
主
が
参
勤
交
代
に
際

し
て
宿
と
し
た
茅
葺
き
の
屋
敷
で
あ
る
。

　

国
道
１
１
３
号
か
ら
旧
羽
州
街
道
の
ル
ー

ト
、
県
道
13
号
を
北
上
、
金
山
峠
を
越
え
れ
ば

山
形
県
だ
。
し
ば
し
進
む
と
茅
屋
根
が
見
え
る

集
落
に
入
る
。
上
山
市
楢
下
（
な
ら
げ
）、
羽

州
街
道
楢
下
宿
で
あ
る
。
上
山
市
教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課 

井
上
課
長
、
斉
藤
氏
、
楢
下
宿

保
存
会
佐
藤
会
長
、
楢
下
宿
研
究
会
木
村
会
長

が
出
迎
え
て
く
れ
た
。
現
状
、
四
棟
の
茅
葺
き

家
屋
が
残
る
。
当
地
は
金
山
峠
の
旧
道
と
と
も

に
国
の
史
跡
で
あ
る
。
ま
ず
大
黒
屋
を
見
学
、

中
級
の
旅
籠
だ
っ
た
と
い
う
。
因
み
に
上
級
の

宿
は
畳
に
縁
が
あ
り
、
中
級
は
縁
な
し
、
下
級

は
茣
蓙
か
筵
敷
き
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
次
い
で

庄
内
家
、庄
内
藩
の
殿
様
が
宿
と
し
た
脇
本
陣
、

近
く
に
明
治
時
代
に
竣
工
し
た
石
造
眼
鏡
橋
・

新
橋
が
あ
る
。
橋
を
渡
る
と
佐
藤
家
住
宅
・
旧

松
本
屋
、
坂
を
登
れ
ば
武
田
家
住
宅
が
あ
る
。

こ
こ
は
農
家
を
兼
ね
た
庶
民
向
け
宿
で
あ
っ

た
。
次
い
で
瓦
葺
き
に
改
装
さ
れ
た
山
田
家
住

宅
へ
。
こ
の
蔵
座
敷
を
東
北
芸
術
工
科
大
学
の

学
生
が
「
ヤ
マ
ガ
タ
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
活

動
に
活
用
し
て
い
る
。

　

次
に
、
県
道
２
６
３
号
に
出
て
東
に
進
む
。

緑
は
深
く
な
り
、
道
端
に
は
10
匹
ほ
ど
の
野
猿

が
見
ら
れ
た
。10
分
ほ
ど
で
古
屋
敷
村
に
着
く
。

古
屋
敷
村
保
存
会
斉
藤
会
長
が
案
内
し
て
く
れ

る
。
昭
和
53
年
（
１
９
７
８
）、
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
映
画
「
ニ
ッ
ポ
ン
古
屋
敷
村
」
が
撮
影
さ
れ

た
時
点
で
は
18
軒
の
茅
葺
き
民
家
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
上
山
温
泉
の
著
名
旅
館
が
観
光
拠
点

に
と
進
出
し
た
が
、
結
局
撤
退
し
現
住
家
屋
は

２
戸
の
み
。
古
屋
敷
村
保
存
会
は
東
北
で
は
珍

し
い
茅
葺
き
二
階
建
て
の
蚕
室
保
存
を
目
的
に

結
成
、
そ
の
蚕
室
も
残
念
な
が
ら
数
年
前
崩
壊

し
た
と
い
う
。

　

次
の
訪
問
地
は
尾
形
家
住
宅
、
尾
形
家
72
代

当
主
尾
形
宗
一
氏
が
「
こ
の
建
物
は
重
要
文
化

財
、
私
は
隣
の
文
化
住
宅
に
住
ん
で
い
る
、
文

化
的
環
境
…
」
と
い
う
軽
妙
な
語
り
口
で
案
内

し
て
く
れ
た
。
茅
葺
き
中
門
造
り
、厩
は
切
妻
、

通
常
は
馬
１
頭
だ
が
当
家
は
２
頭
を
保
有
し
て

い
た
。
昭
和
51
年
（
１
９
７
６
）
に
半
解
体
修

理
復
元
し
た
費
用
は
５
千
１
百
万
円
、
昨
年
全

面
葺
き
替
え
に
は
５
千
５
百
万
円
か
か
っ
た
と

の
こ
と
。 

お
願
い
し
て
い
た
時
間
通
り
、
ユ
ー

モ
ア
を
交
え
た
解
説
は
ま
さ
に
プ
ロ
の
話
術
、

重
厚
な
建
物
と
と
も
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

柳
沢
道
生
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上
山
市
内
に
入
り
上
山
武
家
屋
敷
を
訪
れ

る
。
上
山
武
家
屋
敷
保
存
会
森
本
会
長
、
森

本
家
16
代
当
主
森
本
登
志
郎
氏
が
案
内
し
て

く
れ
る
。
現
状
、
森
本
家
、
三
輪
家
、
山
田

家
、
旧
曽
我
部
家
の
４
軒
の
茅
葺
き
武
家
屋
敷

が
残
り
、
市
の
文
化
財
に
指
定
。
い
ず
れ
も

１
８
０
０
年
頃
築
と
推
定
さ
れ
、
２
軒
が
１
組

と
な
る
中
門
造
り
で
あ
る
。
最
盛
期
は
１
５
０

軒
ほ
ど
の
屋
敷
あ
り
、
上
山
城
外
郭
の
砦
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
。

　　

上
山
市
か
ら
国
道
13
号
を
南
下
、
米
沢
市
か

ら
県
道
１
５
１
号
を
さ
ら
に
南
へ
、
吾
妻
山
麓

の
白
布
温
泉
、
茅
葺
き
の
宿
・
西
屋
に
着
く
。

か
つ
て
茅
葺
き
の
宿
が
３
棟
、
東
屋
、
中
屋
が

並
ん
で
い
た
が
中
屋
か
ら
出
火
し
東
屋
が
類
焼

し
た
。
東
屋
は
再
建
さ
れ
た
が
、
茅
葺
き
を
復

活
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
西
屋
の
源
泉

掛
け
流
し
・
湯
滝
を
堪
能
、
地
場
の
食
材
主
体

の
夕
餉
を
味
わ
い
つ
つ
、懇
親
会
が
催
さ
れ
た
。

　

翌
12
日
、
宿
を
発
ち
米
沢
市
南
郊
の
石
垣
町

へ
。
茅
葺
き
の
武
家
屋
敷
・
青
木
家
を
訪
問
、

15
代
当
主
・
青
木
氏
の
お
話
を
伺
う
。
上
杉
家

が
会
津
90
万
石
か
ら
米
沢
30
万
石
に
減
封
さ
れ

た
際
、
城
下
に
居
住
で
き
な
か
っ
た
下
級
武
士

は
当
地
で
間
口
６
〜
８
間
、
奥
行
き
25
間
の
荒

地
を
支
給
さ
れ
、
開
墾
し
居
住
し
た
。
お
住
い

裏
手
の
畑
の
一
部
に
は
ス
ス
キ
が
植
え
ら
れ
、

茅
屋
根
の
補
修
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
こ

と
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
石
垣
町
の
や
や
北
側
の
芳

泉
町
、
芳
泉
町
武
家
屋
敷
保
存
会
会
長
山
岸
圓

次
郎
氏
が
案
内
し
て
く
れ
た
。
街
の
成
り
立
ち

は
石
垣
町
同
様
、
会
津
か
ら
徒
歩
で
米
沢
に

移
っ
た
下
級
武
士
た
ち
が
開
墾
し
た
地
だ
。
当

地
の
特
徴
は
、
松
川
・
最
上
川
本
流
の
治
水
機

能
も
果
た
し
た
こ
と
だ
。
当
地
か
ら
１
〜
1.5 

km
上
流
寄
り
に
、
直
江
兼
継
の
指
揮
で
築
い
た

直
江
堤
が
あ
る
。
増
水
時
、
堤
か
ら
溢
れ
た
水

を
流
す
水
路
を
川
除
（
か
わ
よ
け
）
と
呼
び
、

そ
れ
が
集
落
内
を
通
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
増

水
時
の
水
を
制
御
す
る
蛇
堤
（
へ
び
づ
つ
み
）

の
一
部
が
残
っ
て
い
る
。
垣
根
は
春
に
食
用
に

な
る
ウ
コ
ギ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
は

減
少
し
て
い
る
と
い
う
。
茅
葺
き
武
家
屋
敷
は

現
状
、
北
部
に
５
棟
、
南
部
に
３
棟
が
残
っ
て

い
る
。
蛇
堤
見
学
後
、北
端
の
春
日
家
を
訪
問
。

元
々
市
内
に
居
住
し
て
い
た
が
、
家
屋
の
維
持

の
た
め
戻
っ
て
来
ら
れ
た
ご
当
主
の
お
話
を

伺
っ
た
。
奥
様
は
当
地
の
慣
習
を
古
老
な
ど
か

ら
学
ば
れ
、そ
れ
を
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。



14

茅ふきたより　第 16号 2016.05
　

そ
こ
か
ら
バ
ス
は
東
に
進
み
、
奥
羽
本
線
関

根
駅
近
く
の
普
門
院
に
。
現
在
、
茅
葺
き
の
庫

裏
の
解
体
修
理
工
事
中
、
当
院
に
つ
い
て
住
職

の
奥
様
か
ら
お
話
を
伺
い
、
工
事
の
概
要
を

担
当
の
吉
田
建
設
・
小
畑
さ
ん
が
説
明
さ
れ

た
。
茅
屋
根
な
ど
の
工
事
現
場
を
巡
り
、
次
い

で
茅
葺
き
の
本
堂
を
見
学
し
た
。
本
堂
に
は
米

沢
藩
主
・
上
杉
鷹
山
公
の
居
室
が
あ
り
、
お
泊

り
に
際
し
て
は
米
沢
城
か
ら
用
度
品
が
運
ば
れ

た
と
い
う
。
庫
裏
は
築
２
２
４
年
、
本
堂
は
築

２
２
０
年
を
数
え
る
。
庫
裏
の
修
復
が
済
み
次

第
、
本
堂
の
解
体
修
理
に
入
る
そ
う
だ
。

　

来
た
道
を
戻
り
、
奥
羽
本
線
の
踏
切
を
渡
れ

ば
羽
黒
神
社
が
あ
る
。
社
殿
、
社
務
所
、
楼
門

と
茅
葺
き
建
築
が
３
棟
並
ぶ
。
普
門
院
と
一
体

で
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
平
成
20
年

（
２
０
０
８
）
か
ら
４
年
を
か
け
て
修
復
工
事

が
行
わ
れ
た
。

 　

バ
ス
は
県
道
２
３
２
号
か
ら
国
道
13
号
を

北
上
、
米
沢
市
か
ら
東
置
賜
郡
高
畠
町
に
入

る
。
ほ
ど
な
く
茅
葺
き
の
食
事
処
・
掬
亭
に
着

く
。
店
の
事
業
主
体
・
漬
物
の
三
奥
屋
、
近 

清
剛
社
長
の
お
話
を
伺
う
。
こ
の
建
物
は
約

40

 

km
離
れ
た
白
川
ダ
ム
建
設
に
よ
り
水
没
す

る
厩
中
門
造
り
の
庄
屋
屋
敷
を
移
築
、
ご
母
堂

が
得
意
と
さ
れ
た
郷
土
料
理
の
店
を
昭
和
46
年

（
１
９
７
１
）
に
開
業
し
た
。
店
名
は
本
業
の

漬
物
屋
と
最
上
川
の
水
を
掬
う
、
に
因
ん
だ
。

昼
食
は
置
賜
の
秋
を
味
わ
い
、
漬
物
・
残
菊
を

お
土
産
に
い
た
だ
く
。
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再
び
米
沢
市
に
、
北
郊
・
六
郷
長
橋
に
あ
る

築
約
１
３
０
年
・
中
門
造
り
の
茅
葺
き
農
家
、

坂
野
家
を
訪
問
。ご
当
主
坂
野
さ
ん
が
出
迎
え
、

茅
葺
き
職
人
・
赤
井
橋
さ
ん
か
ら
当
家
の
茅
屋

根
の
構
造
・
名
称
・
用
材
な
ど
に
つ
い
て
詳
し

く
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。
帰
り
に
坂
野
さ
ん

か
ら
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
で
９
年
連
続
特
別
裁
判

米
を
受
賞
し
て
い
る
「
九
代
米
」
を
お
土
産
に

い
た
だ
い
た
。

　

次
い
で
米
沢
市
の
北
西
・
東
置
賜
郡
川
西
町

大
舟
の
竹
田
家
へ
。
茅
葺
き
中
門
造
り
・
煙
出

し
の
見
事
な
主
屋
の
周
り
に
茅
葺
き
の
稼
ぎ
場

と
蔵
２
棟
が
並
ぶ
。
ご
当
主
の
竹
田
さ
ん
が
出

迎
え
、当
家
が
映
画
・
蕨
野
行
の
ロ
ケ
地
と
な
っ

た
こ
と
な
ど
を
伺
う
。
ま
た
当
家
の
茅
葺
き
職

人
さ
ん
が
入
院
さ
れ
困
っ
て
い
た
が
、
一
行
に

坂
野
さ
ん
と
同
行
さ
れ
て
い
た
赤
井
橋
さ
ん
と

早
速
相
談
が
始
ま
っ
た
。

　

バ
ス
は
米
沢
市
に
戻
り
、
15
時
頃
米
沢
駅
に

着
く
。こ
こ
で
１
泊
２
日
の
行
程
を
終
え
解
散
。

今
回
の
行
程
は
見
所
が
多
く
濃
密
で
あ
っ
た
。

住
い
は
地
形
、
気
候
、
生
業
に
即
し
て
建
て
ら

れ
る
。
天
然
素
材
を
利
用
す
る
茅
葺
き
家
屋
は

特
に
そ
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
る
。
街
道
の
宿

場
、
城
下
の
武
家
屋
敷
、
開
墾
・
治
水
な
ど
を

責
務
と
し
た
武
家
屋
敷
、
優
良
米
を
栽
培
す
る

農
家
等
々
、
茅
葺
き
民
家
に
は
風
土
の
記
憶
が

こ
め
ら
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
今
回

の
研
修
見
学
会
実
施
に
大
き
な
ご
尽
力
い
た
だ

い
た
、山
形
県
茅
葺
き
文
化
研
究
会
事
務
局
長
・

田
上
正
典
氏
、
現
地
で
ご
対
応
い
た
だ
い
た
皆

様
は
じ
め
、
関
係
さ
れ
た
全
て
の
方
々
に
、
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
文
・
柳
沢
道
生　

写
真
・
事
務
局
）
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　　第 7回茅葺きフォーラム（および日本茅葺き文化協会総会）
　　「信州戸隠　高距御師集落と茅葺き」　　　

◎
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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国
際
茅
葺
き
協
会
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
会
に

参
加
し
て
き
ま
し
た
。
各
国
の
茅
葺
き
職
人

た
ち
が
茅
葺
き
業
界
の
今
そ
し
て
こ
れ
か
ら

に
つ
い
て
、
材
料
の
品
質
保
証
や
技
術
開
発
、

最
新
の
研
究
成
果
な
ど
様
々
な
情
報
交
換
と

議
論
を
し
て
い
ま
し
た
。
２
０
１
７
年
は
イ

ギ
リ
ス
大
会
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

の
茅
葺
き
職
人
の
み
な
さ
ん
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
！
（
弥
）

イ べ ン ト 情 報

【６月１１日（土）】
11:00　開場、受付開始
11:30　日本茅葺き文化協会総会
　昼食　（自由）
13:30　第 7回茅葺きフォーラム
　　　　　　　上野美帆（日本茅葺き文化協会理事）
　　　　　　　開会あいさつ
　　　　　　　日本茅葺き文化協会代表理事　安藤邦廣
　　　　　　　長野市長　加藤久雄

13:40　講演
　　　　　　　「高距御師集落としての中社・宝光社」
　　　　　　　宮下健司（元長野県立歴史館総合情報課長）
14:10　ティータイム

14:25　第１セッション　開催地より「信州戸隠の茅葺き」
　　　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）
　　　「開催地紹介　戸隠　伝統的建造物群保存地区へ」
　　　　長野市教育委員会　　　
　　　「戸隠の集落と民家とその特徴」
　　　　吉澤政己（NPO信州伝統的建造物保存技術研究会）
　　　「戸隠の生活文化、活動、これから」
　　　　戸隠観光協会
　　　「信州の茅葺きの技」
　　　　松澤敬夫　小谷屋根
　
15:55　ティータイム

16:10　第２セッション　各地からの報告
　　　「姨捨の棚田と茅葺き」矢島宏雄（長野県千曲市歴史文化財センター所長）
　　　「白馬小谷の茅葺き屋根 震災被災の現場で見えたこと」
　　　　長谷川順一（新潟県・住まい空間研究所）
　　　「ITS2015総会　スウェーデン大会の報告」塩澤実（京都府・茅葺屋）
　　　「次期開催地　紹介」

17:50　閉会　
18:00~20:00　情報交換会

同時開催　茅葺きパネル写真展

主　催　    日本茅葺き文化協会
共　催　　戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会、一般社団法人戸隠観光協会
後　援　　長野市、長野市教育委員会、戸隠神社、ながの観光コンベンションビューロー、
　　　　　戸隠地区住民自治協議会、NPO信州伝統的建造物保存技術研究会
日　時　　平成 27年 6月 11日（土）～ 6月 12日（日）
会　場　　○フォーラム・総会：戸隠観光情報センター 2F（JR長野駅から車で 30分、バス 60分 戸隠中社前）
　　　　　○情報交換会：戸隠観光情報センター 1F
　　　　　○宿泊：宿坊に分宿（中社・宝光社）

【６月１２日（日）】
6:30～ 7:30　    中社または宝光社で神楽奉納　
8:00                     朝食
8:50                     中社地区宿泊者　バス移動
9:00～ 10:30　  宝光社、宝光社地区茅葺き、葺き替え現場
10:30                   中社地区へ移動
10:45～ 11:15　宿坊極意　拝殿及び宿坊　見学および説明
11:15                   茅場へ移動（徒歩 10分、バス 3分）
11:30～ 12:00　茅場　見学
12:00～ 13:00　昼食　そば（中社地区３軒に分かれる）
　　　　　　　　　　             および中社地区見学

13:00　               奥社へバス移動
　　　                希望者　戸隠→長野駅　送迎バス（所要時間 30分程度）
13:30～ 15:00　奥社見学　（徒歩にて往復 1.5時間程度）
16:00　               解散　長野駅へ送迎バス

参加費 資料費　　　　　　　一般 2,000円
　　　　　　　　　　　　　　　会員・学生・戸隠観光協会員 1,000円
 情報交換会費　　　　3,500円（各地の飲みもの持ち込み大歓迎！）
 宿泊費　　　　　　　7,500円（税込・1泊朝食付）
 見学会費　　　　　　2,000円（昼食代含む）

　お申し込み、お問合せ先
　一般社団法人日本茅葺き文化協会事務局
　　〒 300-4231　茨城県つくば市北条 184
　　tel:  029(867)5829　fax:  029(867)1083　email:  info@kayabun.or.jp

◎交通案内
○公共交通機関をご利用の方
　総会、フォーラム会場へは、JR「長野」駅東口
　ゆめりあバスパークから送迎バスあり
　　総会出席者（会員）： 

　　　東京駅発　８：３６　かがやき５０５号　→　長野　１０：０２
　　　送迎バス　東口ゆめりあバスパーク　１０：２０発　→　会場　１１：００着
　一般参加者：
　　　東京駅発　１０：３２　かがやき５０９号　→　長野　１１：５２
　　　送迎バス　東口ゆめりあバスパーク　１２：２０発　→　会場　１３：００着

○自家用車をご利用の方
　宿泊予定の宿坊駐車場または会場近く中社地区当日専用駐車場をご利用下さい


