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本
事
業
は
、
会
津
地
方
の
茅
葺
き
民
家
お
よ
び
茅

葺
き
文
化
の
存
続
を
は
か
る
た
め
、
茅
葺
き
の
素
材

の
確
保
と
茅
葺
き
技
術
の
継
承
に
対
す
る
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
茅
場
の
維
持
保
全
活
動
の
支
援
を

行
い
そ
の
共
同
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
と
茅
葺
き
技
能

の
継
承
と
後
継
者
育
成
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
に
事

業
を
実
施
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
基
本
と
な
る
茅
刈
り
体
験
研
修
、
担
い

手
と
な
る
若
手
職
人
を
対
象
と
す
る
会
津
茅
手
の
技

能
講
習
会
、
茅
葺
き
文
化
講
座
、
茅
葺
き
パ
ネ
ル
展

を
行
い
、
ま
た
、
技
能
の
継
承
を
は
か
る
た
め
の
会

津
茅
手
へ
の
聞
き
取
り
と
、
記
録
を
作
成
し
、
ビ
デ

オ
と
し
て
ま
と
め
た
。

　

こ
の
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
行
政
を

行
う
下
郷
町
教
育
委
員
会
を
は
じ
め
と
し
、
大
内
区

と
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
大
内
宿
の
保

存
団
体
で
あ
る
大
内
宿
保
存
会
と
、
茅
葺
き
技
術
の

継
承
に
取
り
組
ん
で
い
る
大
内
宿
結
い
の
会
な
ど
、

地
域
の
関
係
諸
団
体
と
連
携
し
て
事
業
を
す
す
め
た
。

茅
刈
り
体
験
研
修
は
、
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
に
選

定
さ
れ
て
い
る
大
内
宿
茅
場
、
茅
葺
き
文
化
講
座
と

パ
ネ
ル
展
示
は
、
大
内
宿
町
並
み
展
示
館
（
茅
葺
技

術
研
修
セ
ン
タ
ー
）、
茅
葺
き
技
能
研
修
は
旧
大
内

分
校
を
体
験
研
修
の
場
と
し
て
活
用
し
た
。
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大
内
宿
茅
場
に
お
い
て
、
地
元
の
熟
練
者
の

指
導
の
も
と
、茅
刈
り
の
体
験
研
修
を
行
っ
た
。

　

手
で
抱
え
な
が
ら
鎌
で
刈
り
取
り
、
縄
で
は

な
く
、茅
で
束
ね
る
。
束
ね
た
茅
は
５
束
ず
つ
、

ニ
ュ
ウ
と
呼
ば
れ
る
島
立
て
に
し
て
、
春
ま
で

山
で
乾
か
す
。
春
に
集
落
に
運
ん
で
、
茅
の
保

管
庫
に
入
れ
て
、
屋
根
葺
き
に
備
え
る
。

　

良
質
の
茅
を
必
要
量
得
る
た
め
に
は
、
と
に

も
か
く
に
も
雪
の
降
る
前
に
刈
り
取
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
雪
国
の
茅
刈
り
は
天
候
と
の
戦
い

で
も
あ
る
。
茅
刈
り
体
験
研
修
を
通
じ
て
、
多

雪
地
帯
の
大
内
宿
で
の
茅
刈
り
の
適
期
、
茅
刈

り
方
法
、
束
ね
方
、
乾
燥
方
法
、
保
管
方
法
お

よ
び
茅
場
の
維
持
管
理
方
法
を
学
ぶ
こ
と
で
、

ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
で
あ
る
大
内
宿
茅
場
を

維
持
す
る
た
め
の
担
い
手
の
育
成
の
一
助
と
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

日
時　
　

平
成
24
年
11
月
18
日(
日) 

場
所　
　

大
内
宿
茅
場

　
　
　
　

（
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
）

対
象　
　

中
学
生
〜
一
般
市
民
、
地
元
住
民

参
加
者　

26
名

▲鎌で手刈り

▲刈った茅を立てて乾燥 ▲茅で束ねる

▲刈った茅を手に参加者たち ▲ニュウにして春まで乾かす

▲地元の熟練者の指導による茅刈り体験研修

　

 
茅
刈
り
体
験
研
修

　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
11
月
18
日
（
日
）
開
催
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▲アルキをとめる ▲おしぼこの縄を締める

▲習った縄結びでおしぼこをとめる ▲茅を並べる

　

大
内
宿
で
は
、大
内
宿
結
い
の
会
を
中
心
に
、

茅
葺
き
技
能
後
継
者
育
成
の
た
め
、
大
内
の
茅

葺
き
所
有
者
の
後
継
者
の
若
者
を
対
象
に
毎
週

技
能
講
習
会
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
研
修
施
設

に
て
、
茅
葺
き
職
人
と
若
手
技
能
後
継
者
の
指

導
の
も
と
、
茅
葺
き
の
体
験
研
修
を
行
っ
た
。

参
加
者
は
、
大
学
生
、
研
究
者
、
茅
葺
き
愛
好

者
の
他
、
造
園
職
人
、
他
地
域
で
修
行
中
の
若

手
茅
葺
き
職
人
の
計
26
名
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
縄
結
び
を
学
び
、
茅
を
並
べ
て
お
し
ぼ

こ
で
押
さ
え
て
、足
で
踏
み
し
め
な
が
ら
、習
っ

た
縄
結
び
で
茅
を
押
さ
え
た
。一
列
葺
い
た
ら
、

ガ
ギ
棒
で
叩
き
揃
え
る
。
平
葺
き
の
工
程
を
一

通
り
学
ん
だ
。

　

会
津
茅
手
の
茅
葺
き
の
技
を
市
民
が
体
験
習

得
す
る
こ
と
で
、
茅
葺
き
文
化
の
理
解
と
関
心

を
深
め
、
よ
り
広
く
そ
の
支
援
者
の
す
そ
野
を

広
げ
普
及
啓
発
を
は
か
る
一
助
と
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

さ
ら
に
他
地
域
で
修
行
中
の
若
手
職
人
と
造

園
職
人
が
一
緒
に
な
り
、
会
津
流
茅
葺
き
の
技

能
研
修
を
行
っ
た
。
茅
葺
き
職
人
集
団
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
会
津
茅
手
の
技
を
、
他
地

域
の
若
手
職
人
が
研
修
習
得
す
る
こ
と
で
、
多

雪
地
帯
の
会
津
茅
手
の
茅
葺
き
技
術
の
理
解
を

深
め
、
大
内
で
研
修
す
る
若
手
技
能
後
継
者
と

の
技
術
交
流
の
機
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

一
般
市
民
の
中
に
は
、
茅
葺
き
体
験
研
修
を

何
度
か
重
ね
て
い
る
参
加
者
も
お
り
、
次
の
ス

テ
ッ
プ
と
し
て
中
級
コ
ー
ス
の
茅
葺
き
研
修
の

要
望
も
あ
る
の
で
、
今
年
度
か
ら
開
設
予
定
で

あ
る
。

日
時　
　

平
成
24
年
11
月
17
日(
土) 

場
所　
　

茅
葺
き
研
修
施
設
（
旧
大
内
分
校
）

対
象　
　

小
学
生
〜
一
般
市
民
、

　
　
　
　

若
手
茅
葺
き
職
人

参
加
者　

26
名

▲出来上がった屋根の上に集合

　

 
茅
葺
き
体
験
研
修

　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
11
月
17
日
（
土
）
開
催
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茅
葺
き
文
化
講
座

　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
11
月
17
日
（
土
）
開
催

　

茅
場
は
茅
資
源
の
供
給
地
と
し
て
維
持
管
理

が
さ
れ
る
こ
と
で
、
生
物
多
様
性
の
宝
庫
と
な

り
、
近
年
、
そ
の
草
原
と
し
て
の
価
値
が
再
評

価
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
草
原
の
種
類
と
現

状
、
半
自
然
草
原
と
し
て
の
茅
場
の
果
た
す
役

割
や
、
野
焼
き
が
植
生
に
与
え
る
影
響
、
そ
の

維
持
保
全
の
意
義
と
方
法
を
主
題
と
し
た
、
茅

葺
き
文
化
講
座
を
開
催
し
た
。
さ
ら
に
、
会
津

茅
手
の
技
術
と
大
内
宿
で
の
こ
れ
ま
で
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
、
講
座
を
開
催
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
参
加
者
お
よ
び
地
元
住

民
へ
、
茅
の
採
集
か
ら
葺
き
替
え
に
至
る
一
貫

し
た
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
地

元
住
民
と
参
加
者
が
、
相
互
に
情
報
交
換
と
交

流
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
時　
　

平
成
24
年
11
月
17
日(
土) 

場
所　
　

大
内
区
集
会
所

対
象　
　

一
般
市
民
、
地
元
住
民
、

　
　
　
　

若
手
茅
葺
き
職
人

参
加
者　

35
名

「
半
自
然
草
原
の
役
割　

—

茅
場
が

　
　

支
え
る
日
本
の
生
物
多
様
性—

」

　
　
　

岐
阜
大
学
流
域
圏
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

准
教
授　

津
田
智　

生
物
多
様
性
に
つ
い
て

　

生
物
多
様
性
の
「
第
一
の
危
機
」
は
、
人
間

が
ダ
ム
な
ど
を
つ
く
る
と
、
そ
こ
の
生
き
物
が

住
め
な
く
な
る
。「
第
二
の
危
機
」
は
、
人
間

活
動
の
縮
小
に
よ
り
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の

働
き
か
け
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
、
生
物
が
少

な
く
な
る
こ
と
。
２
次
林
、２
次
草
原
は
里
山
、

茅
場
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い

う
と
こ
ろ
は
人
間
が
手
を
か
け
て
つ
く
っ
て
い

る
と
こ
ろ
。
こ
れ
ま
で
は
生
物
多
様
性
に
つ
い

て
「
第
一
の
危
機
」
が
主
体
と
思
わ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
今
で
は
「
第
二
の
危
機
」
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
。「
第
三
の
危
機
」
は
人
間
に
よ
っ

て
も
ち
こ
ま
れ
た
生
き
物
、
い
わ
ゆ
る
外
来
種

問
題
。「
第
四
の
危
機
」
は
地
球
環
境
の
変
化

に
よ
る
危
機
、
代
表
的
な
の
は
温
暖
化
問
題
。

多
様
性
と
は

　

多
様
性
に
つ
い
て
は
遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
か
ら

種
の
レ
ベ
ル
ま
で
幅
広
く
あ
る
が
、
種
の
多
様

性
は
簡
単
に
言
う
と
一
定
の
面
積
に
ど
れ
く
ら

い
の
種
類
の
生
き
物
が
い
る
か
と
い
う
こ
と
。

さ
ら
に
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
と
し
て
は
、
山
に
は

山
の
、
池
に
は
池
の
動
物
が
い
る
。
山
が
高
く

な
る
と
そ
れ
に
よ
っ
て
植
物
が
変
化
し
て
い

く
。
池
も
深
さ
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
。
山

地
や
湖
沼
以
外
に
も
、
平
地
、
潰
瘍
、
干
潟
、

河
川
な
ど
た
く
さ
ん
の
立
地
環
境
が
整
っ
て
い

れ
ば
、
全
体
の
多
様
性
を
高
く
保
て
る
。
人
間

が
暮
ら
し
て
い
く
よ
う
な
里
地
の
多
様
性
が
あ

る
。
草
原
が
あ
っ
て
、
水
田
が
あ
っ
て
、
広
葉

樹
、
針
葉
樹
が
あ
っ
た
り
、
そ
の
地
域
の
中
に

い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
が
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
環

境
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
生
物
多
様
性
に
つ
な

が
る
と
い
う
こ
と
は
同
じ
。

日
本
の
草
原
の
種
類
と
現
状

　

日
本
の
多
く
の
草
原
は
遷
移
し
て
森
林
と
な

る
途
中
の
景
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
山
帯

な
ど
の
自
然
草
原
と
い
う
例
外
も
あ
る
。
さ
ら

に
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
草
原
。
ゴ
ル
フ

場
、
公
園
の
芝
生
、
牧
草
地
な
ど
が
あ
る
。
ま

た
人
為
的
に
攪
乱
し
て
で
き
る
草
原
、
２
次
草

原
、
別
名
半
自
然
草
原
と
も
呼
ば
れ
る
ス
ス
キ

草
原
、
芝
草
原
、
笹
草
原
な
ど
が
あ
る
。

半
自
然
草
原
の
減
少
と
絶
滅
危
惧
種

　

か
つ
て
日
本
で
は
草
を
資
源
と
し
、
必
要

だ
っ
た
か
ら
草
原
を
維
持
し
て
き
た
。草
刈
り
、

放
牧
、
火
入
れ
な
ど
を
行
い
森
林
に
向
か
う
遷

移
を
途
中
で
止
め
る
。
現
状
は
農
業
の
機
械
化

に
よ
っ
て
有
畜
農
家
が
い
な
く
な
っ
た
。
昔
は

家
畜
が
ト
ラ
ク
タ
ー
や
ト
ラ
ッ
ク
の
代
わ
り
を

し
て
い
た
。
こ
れ
が
家
畜
で
な
く
機
械
に
置
き

換
わ
っ
た
。
要
す
る
に
エ
サ
が
草
で
な
く
ガ
ソ

リ
ン
ま
た
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
に
な
っ
た
。
ま
た
、

化
学
肥
料
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
緑
肥
が
い
ら

な
く
な
り
、草
原
の
資
源
を
使
わ
な
く
な
っ
た
。

半
自
然
草
原
生
態
系
そ
の
も
の
が
絶
滅
に
瀕
し

て
い
る
。
推
定
に
よ
る
と
、
今
か
ら
１
０
０
年

程
前
は
国
土
の
13
％
程
度
草
原
が
あ
っ
た
が
、

今
で
は
１
％
を
切
っ
て
い
る
。

　

半
自
然
草
原
が
な
く
な
る
と
、
草
原
性
の
植

物
が
な
く
な
る
。
キ
キ
ョ
ウ
、
オ
キ
ナ
グ
サ
、

ス
ズ
サ
イ
ク
、
サ
ク
ラ
ソ
ウ
、
コ
ウ
リ
ン
カ
な

ど
、
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
て
い
る
植
物
に

は
草
原
性
の
も
の
が
非
常
に
多
い
。
草
原
性
の

植
物
が
絶
滅
す
る
こ
と
は
、
草
原
性
の
植
物
を

エ
サ
と
す
る
昆
虫
も
絶
滅
に
瀕
す
る
。

野
焼
き
が
植
生
に
与
え
る
影
響

　

草
原
に
火
を
い
れ
る
と
、
ま
ず
植
物
が
な
く

な
り
、
枯
れ
草
が
な
く
な
る
。
そ
れ
か
ら
熱
が

発
生
す
る
。
そ
れ
か
ら
炭
や
灰
が
で
る
。
主
に

灰
や
炭
と
な
っ
て
栄
養
源
が
増
加
す
る
。
炭
は

黒
い
が
、
こ
の
黒
く
な
る
こ
と
が
重
要
で
、
黒

化
す
る
と
い
い
、
焼
け
て
開
け
て
い
る
の
で
直

射
日
光
が
あ
た
る
。
日
光
が
当
た
る
場
所
が
黒

化
し
て
い
る
の
で
地
面
の
温
度
が
上
が
る
。
地

面
の
温
度
が
あ
が
る
と
窒
素
が
増
え
る
。
土
壌
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「
会
津
流
茅
葺
き
と

                 

大
内
宿
の
取
り
組
み
」

　
　
　
　
　
　

大
内
宿
結
い
の
会　

吉
村
徳
男　

中
の
微
生
物
が
活
発
に
活
動
し
て
土
の
中
に
窒

素
を
溜
め
込
む
。
窒
素
分
は
重
要
な
肥
料
と
な

る
。
結
果
と
し
て
地
面
の
温
度
が
あ
が
る
と
窒

素
が
増
え
る
。
ま
た
熱
が
発
生
す
る
と
い
う
こ

と
は
種
が
発
芽
す
る
。
多
く
の
種
は
熱
に
反
応

す
る
。
枯
れ
草
は
種
の
発
芽
を
邪
魔
し
て
い
る

の
で
、
枯
れ
草
が
無
く
な
っ
て
も
種
が
発
芽
す

る
。
野
焼
き
を
す
る
と
熱
の
発
生
と
枯
れ
草
が

な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
発
芽
に
対
す
る
環
境
が

良
く
な
る
。

温
度
環
境
と
植
物

　

温
熱
環
境
に
つ
い
て
、
焼
き
畑
や
草
原
の
野

焼
き
な
ど
温
度
を
計
っ
て
い
る
。
霧
ヶ
峰
の

ス
ス
キ
草
原
の
計
測
で
は
、
１
メ
ー
ト
ル
は

４
０
０
℃
、
30
セ
ン
チ
は
６
５
０
℃
、
０
セ
ン

チ
地
表
面
は
30
℃
、
地
下
１
セ
ン
チ
ま
で
い
っ

た
ら
温
度
が
ほ
と
ん
ど
上
が
ら
な
い
。
ス
ス
キ

草
原
は
７
０
０
℃
く
ら
い
ま
で
で
、
ヨ
シ
は
最

高
温
度
は
８
０
０
℃
、
９
０
０
℃
く
ら
い
に
な

る
。
芝
だ
と
１
０
０
℃
く
ら
い
。
こ
の
よ
う
に

草
原
の
野
焼
き
は
地
下
に
温
度
が
伝
わ
ら
な

い
。
と
い
う
こ
と
は
春
先
に
火
を
つ
け
て
も
ス

ス
キ
に
影
響
が
な
く
、
春
に
ま
た
元
気
に
で
て

く
る
。
原
則
と
し
て
地
下
部
は
温
度
が
上
が
ら

な
い
の
で
、
全
て
の
草
原
性
の
植
物
は
冬
枯
れ

の
状
態
で
火
を
つ
け
て
も
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な

い
。
逆
に
火
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
の
発

芽
は
促
進
さ
れ
る
の
で
、
種
の
段
階
か
ら
で
て

き
た
も
の
が
よ
り
一
層
で
る
。

　

大
内
宿
が
成
立
し
た
の
は
１
６
４
０
年
と

言
わ
れ
て
い
る
。
元
々
４
つ
あ
っ
た
集
落
が
、

１
６
３
５
年
に
会
津
の
殿
様
が
参
勤
交
代
す
る

た
め
に
間
口
６
〜
７
間
×
33
間
に
地
割
り
さ
れ

並
べ
ら
れ
た
の
が
１
６
４
７
年
か
ら
１
６
４
８

年
の
こ
と
。

　

大
内
茅
場
は
茅
場
を
守
る
た
め
の
ふ
る
さ
と

文
化
財
の
森
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
茅
場
の
維

持
管
理
と
し
て
は
、
集
落
か
ら
茅
場
が
近
い
た

め
、
火
を
つ
け
る
の
が
怖
い
の
で
、
野
焼
き
し

な
い
で
残
り
を
刈
り
取
っ
て
い
る
。
保
存
会
長

が
中
心
と
な
っ
て
村
に
呼
び
か
け
て
一
戸
一
人

で
て
茅
刈
り
を
し
て
い
る
。
刈
っ
た
茅
は
ニ
ュ

ウ
に
し
て
山
に
茅
を
集
め
て
冬
を
越
さ
せ
て
干

し
て
お
き
、
春
先
に
屋
根
に
使
う
。

　

私
は
45
歳
の
頃
に
弟
子
入
り
し
て
、
９
年
間

修
行
し
た
。
親
方
か
ら
一
人
前
と
認
め
ら
れ
て

か
ら
、
教
わ
る
身
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
は
教

え
る
立
場
で
あ
る
と
思
い
、
仲
間
と
一
緒
に
廃

校
に
な
っ
た
学
校
に
屋
根
の
一
部
を
つ
く
り
、

は
じ
め
は
縄
の
結
わ
え
方
か
ら
始
ま
っ
た
。
屋

根
を
葺
く
道
具
に
ガ
ギ
棒
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
を
作
っ
て
き
た
ら
君
た
ち
に
教
え
る

よ
、と
言
っ
た
ら
も
の
の
見
事
に
作
っ
て
き
た
。

今
も
水
曜
日
の
夜
に
屋
根
葺
き
を
学
ぶ
場
を
設

け
て
い
る
。
彼
ら
は
ど
ん
ど
ん
上
達
し
て
、
外

に
も
仕
事
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
去
年
は
国

の
重
要
文
化
財
の
長
床
の
屋
根
を
葺
い
て
き

た
。
そ
う
し
た
形
で
屋
根
を
葺
く
文
化
を
守
っ

て
い
る
。
屋
根
を
葺
く
技
術
だ
け
で
な
く
茅
場

を
守
る
こ
と
、
ま
た
道
具
の
扱
い
方
も
学
ん
で

い
る
。
ハ
サ
ミ
の
研
ぎ
方
ま
で
教
え
な
が
ら
、

怪
我
を
し
な
い
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

茅
葺
き
屋
根
を
残
し
て
い
く
背
景
に
は
、
村

の
衣
食
住
の
い
ろ
ん
な
文
化
が
あ
る
。
茅
葺
き

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
文
化
が
残

る
。
人
と
人
が
縦
だ
っ
た
り
横
だ
っ
た
り
斜
め

だ
っ
た
り
と
繋
が
っ
て
い
く
。

　

大
内
に
は
若
い
人
が
長
男
と
し
て
残
っ
て
い

る
。
そ
し
て
結
婚
す
る
、
子
供
が
生
ま
れ
る
、

そ
う
す
る
こ
と
で
家
の
連
続
性
が
生
ま
れ
る
。

大
内
宿
は
３
０
０
年
も
家
が
成
り
立
っ
て
き
た

か
ら
、
自
分
た
ち
が
そ
の
連
続
性
を
途
絶
え
さ

せ
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
集
落
を
守
っ
て
こ
こ

で
経
済
活
動
が
で
き
て
、子
供
た
ち
が
で
き
て
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
茅
葺
き
を
守
っ

て
き
た
。

　

こ
の
村
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
が
あ
っ
て
、

子
供
た
ち
も
役
割
を
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
村

の
一
員
と
し
て
の
意
識
が
備
わ
っ
て
く
る
。
親

た
ち
も
意
識
し
て
そ
の
よ
う
に
や
ら
せ
て
い

る
。
村
で
も
っ
て
い
る
教
育
力
、
そ
う
い
う
も

の
を
無
く
さ
な
い
よ
う
に
や
っ
て
い
る
。

　

我
々
は
茅
葺
き
屋
根
だ
け
を
残
す
の
で
は
な

く
、自
然
と
い
う
景
観
、農
と
い
う
景
観
が
あ
っ

て
こ
の
村
が
生
き
て
く
る
と
思
っ
て
い
る
。
農

と
い
う
の
は
人
が
生
き
て
い
く
証
。

　

大
内
宿
に
は
秋
に
な
る
と
人
が
た
く
さ
ん
訪

れ
る
。
こ
の
裏
側
に
は
、
村
人
が
表
の
用
水
路

を
掃
除
す
る
、
茅
葺
き
屋
根
を
守
る
、
と
か
地

道
な
活
動
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
村
は
き

ち
ん
と
残
っ
て
い
る
し
、
俺
た
ち
は
自
信
を

持
っ
て
日
本
、
世
界
の
人
に
い
い
と
こ
ろ
だ
よ

と
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
風
評
被
害
で
昨
年
は
本
当
に
人
が
少

な
か
っ
た
。
考
え
方
と
し
て
、
俺
た
ち
は
が
ん

ば
ろ
う
で
な
く
、
福
島
に
来
て
く
れ
る
人
に
感

謝
の
気
持
ち
を
持
て
ば
も
っ
と
新
た
に
前
を
向

け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
う
ち
の

青
年
た
ち
が
す
ば
ら
し
い
の
は
、
去
年
、
朝
４

時
に
起
き
て
７
時
ま
で
ポ
ン
プ
操
法
の
練
習
を

や
っ
て
10
分
で
ご
飯
を
食
べ
て
、
そ
こ
か
ら
喜

多
方
ま
で
１
時
間
か
け
て
行
き
、
屋
根
葺
き
を

や
っ
て
17
時
か
ら
帰
っ
て
き
て
19
時
か
ら
祭
り

の
太
鼓
の
練
習
と
笛
の
練
習
を
す
る
、
そ
れ
を

繰
り
返
し
１
ヶ
月
間
や
っ
た
。
彼
ら
は
す
ば
ら

し
い
。
私
た
ち
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
や
ビ
ジ
ョ
ン
で

な
く
一
番
大
切
な
の
は
パ
ッ
シ
ョ
ン
、
情
熱
な

ん
だ
と
、情
熱
さ
え
あ
れ
ば
な
ん
で
も
で
き
る
。
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▲ぐしの完成を祝うぐしまつり

　

大
内
宿
町
並
み
展
示
館
（
茅
葺
技
術
研
修
セ

ン
タ
ー
）
の
葺
き
替
え
現
場
他
、
会
津
の
茅
葺

き
を
記
録
を
す
る
と
と
も
に
、
会
津
茅
手
か
ら

聞
き
書
き
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
を
「
会
津
の
茅

葺
き 

技
と
風
景
」
と
し
て
ビ
デ
オ
に
ま
と
め

た
。

日
時　
　

平
成
24
年
10
月
〜
平
成
25
年
３
月

場
所　
　

大
内
宿
町
並
み
展
示
館

　
　
　
　

（
茅
葺
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー
）
の

　
　
　
　

葺
き
替
え
現
場
他

　

「
会
津
茅
手
の
技
と
風
景
」

　

記
録
と
聞
き
書
き
お
よ
び

　
　
　
　
　
　

ビ
デ
オ
制
作

▲掛矢で叩き締めていく

▲棟仕舞　ぐしに杉皮を巻きおさえる

会
津
茅
手 

聞
き
書
き

　
　
　
　
　
　

佐
藤
恒
雄
さ
ん
（
78
）

　
　
　
　
　

昭
和
10
年
生
ま
れ　

只
見
町

屋
根
葺
き
の
仕
事

　

20
歳
頃
か
ら
屋
根
葺
き
の
仕
事
を
始
め
た
。

親
方
は
父
の
弟
で
当
時
40
代
だ
っ
た
。
親
の
代

か
ら
長
男
は
跡
を
継
ぐ
と
決
ま
っ
て
い
た
か
ら

農
業
を
継
い
で
、
農
業
の
合
間
に
出
来
る
仕
事

と
し
て
屋
根
葺
き
を
選
ん
だ
。
こ
の
辺
り
の
屋

根
葺
き
職
人
は
春
先
の
４
月
の
一
ヶ
月
し
か
屋

根
葺
き
を
し
な
い
。
こ
の
頃
は
雪
が
残
っ
て
い

る
か
ら
、
雪
の
上
に
足
場
を
か
け
て
い
た
。
町

内
の
２
〜
３
軒
を
葺
い
た
ら
、
そ
の
年
の
屋
根

葺
き
は
終
わ
り
。
あ
と
は
農
業
。
自
分
は
出
稼

ぎ
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
大
工
は
新
潟
か
ら
来

て
い
た
が
、
屋
根
葺
き
は
来
な
か
っ
た
。
昔
は

３
〜
４
年
で
年
季
明
け
。
年
季
奉
公
が
１
年
。

自
分
は
お
じ
さ
ん
が
親
方
だ
っ
た
か
ら
、
年
季

奉
公
は
な
か
っ
た
。
30
年
く
ら
い
屋
根
葺
き
を

し
て
や
め
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
職
人
が
い
な

く
な
っ
て
ま
た
再
開
し
、
去
年
卒
業
し
た
。　

　

昔
は
屋
根
葺
き
の
日
当
は
大
工
の
２
割
増
し

だ
っ
た
。

１
年
の
暮
ら
し

３
〜
４
月　
　

  

屋
根
葺
き

５
月　
　
　
　

  

田
植
え

５
、６
月　
　
　

ゼ
ン
マ
イ
採
り
、
土
建
業
等

９
月
末　
　
　

  

稲
刈
り

11
月　
　
　
　

  

茅
刈
り

11
月
〜
３
月　

  

冬
仕
事

茅
刈
り

　

村
に
は
山
裾
に
カ
ヤ
カ
リ
バ
が
あ
っ
た
。
毎

年
１
軒
分
ず
つ
村
で
決
め
て
、
屋
根
葺
き
に

使
っ
た
。
秋
の
11
月
の
初
雪
前
に
１
戸
１
〜
２

人
出
て
、
茅
刈
り
を
し
た
。
茅
を
刈
っ
た
ら
稲

藁
で
直
径
20
セ
ン
チ
く
ら
い
に
束
ね
て
い
た
。

刈
っ
た
ら
カ
ヤ
カ
リ
バ
の
中
に
カ
ヤ
マ
キ
に
巻

い
て
置
い
て
お
く
。
春
４
月
頃
に
な
っ
た
ら
ソ

リ
で
雪
を
利
用
し
て
人
力
で
葺
き
替
え
る
家
ま

で
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
屋
根
を
葺
い
た
。
カ

ヤ
カ
リ
バ
は
代
々
使
っ
て
き
て
た
が
、
昭
和
40

年
代
に
使
わ
な
く
な
っ
た
。
今
は
荒
れ
果
て
て

木
も
生
え
て
い
る
。
６
尺
縄
で
束
ね
た
の
を
１

シ
メ
と
い
う
。

技
　

昔
は
葺
き
替
え
が
主
。
頼
ま
れ
れ
ば
差
し
茅

も
や
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
全
部
ほ
ぐ
し
て
葺

き
替
え
。
軒
先
に
は
麻
殻
を
使
っ
て
、
そ
れ
は

あ
ま
り
傷
ま
な
い
か
ら
取
り
替
え
な
い
。
屋
根

に
藁
は
使
わ
な
い
。
茅
だ
け
。
屋
根
葺
き
で
一

番
気
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
持
ち
と
格
好
。
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会
津
茅
手 

聞
き
書
き

　
　
　
　
　
　

小
山
忠
男
さ
ん
（
70
）　

　
　
　
　
　

昭
和
16
年
生
ま
れ　

下
郷
町

会
津
茅
手 

聞
き
書
き

　
　
　
　
　
　

馬
場
竹
一
さ
ん
（
80
）　

　

昭
和
７
年
生
ま
れ　

南
会
津
町（
旧
伊
南
村
）

屋
根
葺
き
の
仕
事

　

17
歳
か
ら
修
行
に
行
っ
た
。親
方
は
親
戚
で
、

白
河
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
仕
事
を
覚
え
た
。
農

家
の
長
男
は
家
を
守
る
と
い
う
習
慣
だ
っ
た

し
、
自
分
の
家
も
草
屋
根
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ

を
守
る
た
め
に
習
い
に
行
っ
た
。
出
稼
ぎ
に
は

12
月
か
ら
３
月
の
彼
岸
前
ま
で
行
っ
た
。
彼
岸

に
み
ん
な
が
出
稼
ぎ
か
ら
帰
っ
て
き
て
雪
が
な

く
な
る
と
、
春
に
は
み
ん
な
で
結
い
で
村
の
屋

根
葺
き
を
し
た
。
毎
年
４
軒
く
ら
い
ず
つ
屋
根

葺
き
を
し
た
。全
部
葺
き
替
え
る
の
で
は
な
く
、

３
分
の
１
か
半
分
く
ら
い
ず
つ
。

１
年
の
暮
ら
し

３
月
半
ば　
　

た
ば
こ
の
種
ま
き

４
月　
　
　
　

結
い
で
屋
根
葺
き

　
　
　
　
　
　

米
の
苗
づ
く
り

５
月
連
休
頃　
　
　
　

た
ば
こ
を
畑
に
移
植

６
月　
　
　
　
　
　
　

田
植
え

７
月
半
ば
〜
８
月
末　

た
ば
こ
収
穫

９
月　
　
　
　
　
　
　

た
ば
こ
を
乾
燥

10
月　
　
　
　
　
　
　

た
ば
こ
の
選
別

10
月
末
〜
11
月　
　
　

稲
刈
り

11
月
半
ば　
　
　
　
　

茅
刈
り

12
月　
　
　
　
　
　
　

た
ば
こ
専
売

12
月
〜
３
月
彼
岸　
　

出
稼
ぎ

茅
刈
り

　

茅
刈
り
は
11
月
。
個
人
で
も
茅
刈
り
を
し
た

が
、集
落
に
カ
ヤ
カ
リ
バ
と
い
う
山
が
あ
っ
た
。

集
落
で
組
合
を
つ
く
っ
て
、
毎
年
２
軒
分
ず
つ

く
じ
で
茅
が
当
た
る
し
く
み
だ
っ
た
。
茅
刈
り

は
１
戸
１
人
出
て
や
る
。
５
把
が
１
束
で
、
そ

れ
を
立
て
て
乾
燥
さ
せ
た
。
２
週
間
く
ら
い
乾

か
す
と
雪
が
降
る
前
に
、
当
た
っ
た
家
ま
で
運

ん
だ
。
背
負
っ
て
運
ぶ
か
馬
で
運
ん
だ
。
こ
の

共
有
の
カ
ヤ
カ
リ
バ
は
１
町
５
反
く
ら
い
で

１
５
０
ダ
ン
く
ら
い
と
れ
た
。
１
把
は
直
径
15

〜
20
セ
ン
チ
く
ら
い
で
５
把
が
１
束
、
６
束
が

１
ダ
ン
。
昔
の
茅
は
よ
く
乾
燥
し
て
い
て
固
く

て
丈
夫
で
持
ち
が
よ
か
っ
た
。
30
〜
40
年
持
っ

た
。

技
　

タ
ル
キ
や
ヤ
ナ
カ
、
オ
シ
ボ
コ
な
ど
、
す
べ

て
木
を
使
う
。
軒
先
に
は
ハ
ダ
ヅ
ケ
に
麻
殻
を

使
っ
た
。
一
番
難
し
い
の
は
軒
先
。
屋
根
は
全

部
違
う
か
ら
、
や
れ
な
く
な
る
ま
で
勉
強
だ
と

思
っ
て
や
っ
て
い
る
。

屋
根
葺
き
の
仕
事

　

15
歳
の
頃
か
ら
仕
事
を
始
め
た
。
親
方
は
南

郷
村
の
従
兄
。
冬
は
栃
木
の
屋
根
葺
き
に
出
稼

ぎ
に
行
っ
て
た
。
30
年
く
ら
い
行
っ
た
。
11
月

末
か
ら
２
月
半
ば
頃
ま
で
。
２
〜
３
ヶ
月
く
ら

い
。
旧
正
月
の
頃
に
帰
っ
て
き
て
い
た
。
行
く

と
き
は
バ
ス
と
汽
車
で
行
っ
た
が
、
帰
り
は
ま

だ
雪
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
田
島
か
ら
伊
南
ま

で
歩
い
て
一
日
か
け
て
帰
っ
て
き
て
い
た
。
３

月
の
彼
岸
を
過
ぎ
る
と
地
元
の
屋
根
替
え
が
始

ま
っ
た
。
栃
木
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
た
の
は
、

昭
和
40
年
か
ら
45
年
頃
ま
で
。
そ
の
頃
に
は
栃

木
に
も
草
屋
根
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
き

た
。
こ
の
頃
に
出
稼
ぎ
の
屋
根
葺
き
は
や
め
た

が
、
地
元
の
屋
根
葺
き
は
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
頼
ま

れ
て
や
っ
て
い
た
。そ
の
頃
は
差
し
茅
だ
っ
た
。

１
年
の
暮
ら
し

２
月
旧
正
月
明
け
〜
３
月　

薪
出
し

３
月
彼
岸
す
ぎ
〜
４
月　
　

地
元
の
屋
根
葺
き

４
月　
　

山
焼
き
（
茅
場
）

　
　
　
　

杉
起
こ
し
（
山
仕
事
）

５
月　
　

山
菜
採
り

５
月
末　

田
植
え

夏
〜
秋　

土
建
業
な
ど

９
月
彼
岸
す
ぎ　

稲
刈
り

10
月
末
〜
11
月　

茅
刈
り

11
月
末
〜
２
月
旧
正
月　

出
稼
ぎ

茅
刈
り

　

集
落
の
茅
場
が
20
〜
30
町
歩
あ
っ
た
の
で
、

秋
の
10
月
末
か
ら
11
月
に
１
戸
１
人
出
て
茅
刈

り
を
し
た
。
３
束
１
シ
メ
で
６
尺
の
縄
で
ち
ょ

う
ど
１
シ
メ
。
50
坪
の
家
の
屋
根
葺
き
に
だ
い

た
い
２
０
０
〜
３
０
０
シ
メ
必
要
だ
っ
た
。
そ

の
他
に
も
自
家
用
の
茅
場
を
持
っ
て
い
て
、
牛

の
踏
み
草
用
に
秋
に
刈
り
取
っ
て
い
た
。

　

オ
シ
ボ
コ
に
は
、
ア
カ
ギ
や
マ
ゴ
サ
ク
（
マ

ン
サ
ク
）、
ウ
ル
シ
の
若
木
を
つ
か
っ
た
。
官

地
な
ど
で
材
木
を
出
し
た
後
に
ち
ょ
う
ど
い
い

具
合
に
柴
が
た
っ
た
。

技
　

軒
先
に
は
麻
殻
を
つ
か
っ
た
。
昔
は
麻
を
つ

く
っ
て
織
物
を
つ
く
っ
て
い
た
か
ら
、
ど
こ
の

家
で
も
麻
殻
を
天
井
に
し
ま
っ
て
貯
め
て
お
い

た
。
タ
ル
キ
は
昔
は
ナ
ラ
や
雑
木
だ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
ス
ギ
に
な
っ
た
。
カ
ヤ
オ
イ
も
雑
木
。

タ
ル
キ
の
上
に
は
ヨ
シ
を
並
べ
た
。
昔
は
く
れ

ぐ
し
や
杉
皮
を
被
せ
た
ぐ
し
だ
っ
た
。
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◎
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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ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
普
及
啓
発
事
業
を
通

じ
て
、
各
地
の
茅
刈
り
や
茅
葺
き
の
技
を
学

び
、
な
に
よ
り
地
元
の
方
達
と
共
に
活
動
で

き
る
こ
と
が
大
き
な
喜
び
で
す
。
ま
た
来
年

も
会
い
ま
し
ょ
う
と
、
各
地
に
茅
葺
き
の
輪

が
広
が
る
こ
と
が
願
い
で
す
。（
弥
）

「
全
国
の
茅
葺
き
集
落
と
茅
刈
り
と

　
　
　
　
　
　

茅
葺
き
の
技
」
パ
ネ
ル
展

　

平
成
24
年
11
月
17
日
（
土
）
〜
12
月
24
日
（
月
）
開
催

　

全
国
の
主
要
な
茅
葺
き
民
家
、
集
落
、
茅
刈

り
、
茅
葺
き
の
技
に
つ
い
て
、「
伝
え
よ
う　

茅
葺
き
の
文
化
と
技
術　

茅
葺
き
民
家
と
そ
の

風
景
」
と
題
し
て
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
た
。
全

国
各
地
の
茅
葺
き
集
落
や
そ
の
技
の
写
真
に

よ
っ
て
、
材
料
や
葺
き
方
、
屋
根
の
か
た
ち
の

違
い
を
比
較
で
き
る
パ
ネ
ル
展
と
し
た
。

　

一
般
の
観
光
客
に
も
広
く
公
開
し
て
、
茅
葺

き
文
化
に
親
し
み
、
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普

及
啓
発
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
時　
　

平
成
24
年
11
月
17
日(
土) 

　
　
　
　

〜
12
月
24
日
（
月
）

場
所　
　

大
内
宿
町
並
み
展
示
館

　
　
　
　

（
茅
葺
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　

（
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
）

対
象　
　

一
般
市
民
、
地
元
住
民
、
観
光
客

来
場
者　

延
べ　

２
８
１
５
名

▲パネル展の様子

▲展示会場　大内宿町並み展示館（ふるさと文化財の森センター）▲会津の茅葺き　大内宿

▲全国の茅葺き屋根を見比べる


