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平
成
23
年
度
文
化
庁
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
シ
ス

テ
ム
推
進
事
業
普
及
啓
発
事
業
と
し
て
、「
五
箇
山

の
茅
場
と
茅
葺
き
文
化
の
維
持
保
全
活
用
を
は
か
る

た
め
の
普
及
啓
発
事
業
」
を
行
い
ま
し
た
。
南
砺
市

教
育
委
員
会
を
は
じ
め
、
相
倉
区
、
菅
沼
区
、
富
山

県
西
部
森
林
組
合
五
箇
山
支
所
、
財
団
法
人
世
界
遺

産
相
倉
合
掌
造
り
集
落
保
存
財
団
、
越
中
五
箇
山
菅

沼
集
落
保
存
顕
彰
会
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
て
、
茅

葺
き
民
家
と
茅
葺
き
文
化
の
存
続
を
は
か
る
た
め
、

茅
葺
き
の
素
材
と
技
術
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
茅

場
と
茅
葺
き
文
化
の
価
値
を
普
及
啓
発
し
、
支
援
と

共
同
の
輪
を
広
げ
る
た
め
に
実
施
し
た
も
の
で
す
。

　

昨
年
度
か
ら
２
年
間
に
わ
た
っ
て
、
五
箇
山
を
対

象
に
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
地
元
で
は
、
合
掌
の
森

構
想
と
い
う
気
運
が
高
ま
り
、
茅
葺
き
学
校
を
つ
く

る
と
い
う
目
標
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

茅
葺
き
技
能
研
修
に
は
、
茅
葺
き
職
人
以
外
に
、

庭
園
協
会
か
ら
造
園
職
人
が
多
数
参
加
し
ま
し
た
。

日
本
庭
園
を
作
庭
す
る
中
で
、
茶
室
や
門
な
ど
を
茅

葺
き
で
つ
く
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
も
の
で
、
茅
葺

き
の
あ
ら
た
な
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
ま
す
。
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カ
リ
ヤ
ス
の
茅
刈
り
体
験
研
修

10
月
29
日  
菅
沼
集
落  

・  

10
月
30
日  

相
倉
集
落

▲相倉集落の茅場

▲刈った茅を雪囲いにする（菅沼）

▲雨の中、相倉集落で茅刈り体験▲茅刈り体験ワークショップの参加者

カリヤスの茅刈り体験研修

日時　　平成 23 年 10 月 29 日 ( 土 ) ～ 30 日 ( 日 )

場所　　富山県五箇山　菅沼集落茅場、相倉集落茅場

参加者　21 名

講師　　茅葺き職人　小林亀清氏

　　　　世界遺産　相倉合掌造り集落保存財団　辻清市郎氏

10 月 29 日（土）

　14 時 30 分～ 17 時　茅刈り体験研修（菅沼集落）

　19 時～ 20 時 30 分　茅葺き文化講座

　20 時 30 分～　交流会

10 月 30 日（日）

　9 時～ 12 時　茅刈り体験研修（相倉集落）

　

五
箇
山
で
は
、
集
落
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
田

畑
と
し
て
利
用
し
、
茅
場
は
未
利
用
地
の
山
の

急
斜
面
に
あ
り
ま
す
。
相
倉
集
落
の
茅
場
は
日

向
な
の
で
、
茅
を
刈
り
取
っ
て
そ
の
ま
ま
茅
場

で
干
し
て
か
ら
結
わ
え
て
運
搬
し
、
昔
は
そ
の

ま
ま
秋
に
屋
根
葺
き
を
し
て
い
ま
し
た
。一
方
、

菅
沼
集
落
の
茅
場
は
日
陰
な
の
で
、
茅
を
刈
り

取
っ
た
ら
す
ぐ
に
結
わ
え
て
、
集
落
に
運
搬
し

て
、
ま
ず
雪
囲
い
に
し
て
乾
燥
し
、
雪
溶
け
の

春
に
屋
根
葺
き
を
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま

し
た
。

　

茅
刈
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
菅
沼
の
茅

場
で
刈
っ
て
、
運
搬
し
て
、
雪
囲
い
を
体
験
し
、

相
倉
の
茅
場
で
は
刈
っ
て
、
干
す
と
い
う
体
験

を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
菅
沼
集
落
で
は
過
疎
化

と
高
齢
化
に
よ
り
、
茅
刈
り
を
森
林
組
合
に
任

せ
て
い
た
の
で
、
茅
を
刈
っ
た
こ
と
の
な
い
住

民
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の

中
、
昨
年
度
の
茅
刈
り
と
茅
葺
き
体
験
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
市
民
講
座
を
通
じ
て
、
気
運
が
高

ま
り
、
今
年
度
は
、
菅
沼
集
落
の
住
民
が
参
加

者
と
一
緒
に
茅
刈
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

▲菅沼集落の斜面にある茅場で茅刈り体験
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茅
葺
き
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
各
地
の
若

手
職
人
が
参
加
す
る
技
能
研
修
と
一
般
市
民
の

体
験
研
修
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
、
五
箇
山
の
茅

葺
き
の
技
を
学
び
ま
し
た
。
研
修
で
は
、
マ
ン

サ
ク
の
若
木
を
使
う
ネ
ソ
練
り
、
ネ
ソ
結
び
を

行
い
、
さ
ら
に
縄
結
び
を
二
種
類
学
ん
だ
後
、

平
葺
き
の
茅
並
べ
か
ら
ヌ
イ
ボ
ク
で
茅
を
と

め
、
カ
ケ
ヤ
で
叩
き
縄
を
絞
め
て
い
く
体
験
研

修
を
、
幼
児
か
ら
大
人
ま
で
一
緒
に
な
っ
て
行

い
ま
し
た
。
職
人
対
象
の
技
能
研
修
で
は
、
そ

れ
に
加
え
て
破
風
と
オ
ジ
リ
の
葺
き
方
の
技
能

研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

同
時
に
開
催
し
た
茅
葺
き
文
化
講
座
「
職
人

談
義
」
で
は
、
同
じ
合
掌
造
り
で
も
白
川
郷
と

五
箇
山
で
は
、
葺
き
方
が
異
な
る
こ
と
や
、
地

域
色
豊
か
な
茅
葺
き
の
技
を
職
人
か
ら
学
び
ま

し
た
。

茅
葺
き
体
験
研
修
お
よ
び

　
　
　
　

若
手
職
人
技
能
研
修

　
　
　
　
　
　
　

11
月
21
日　

菅
沼
集
落

▲ネソ練り

▲破風を葺く▲平を葺く

茅葺き体験研修および若手職人技能研修

日時　　平成 23 年 11 月 20 日 ( 土 ) ～ 21 日 ( 日 )

場所　　富山県五箇山　合掌の里（菅沼）

参加者　50 名（職人 12 名、一般 38 名）

講師　富山県西部森林組合五箇山支所

11 月 20 日（土）

　14 時 30 分～ 17 時 30 分　カリヤスの植株と草木染め体験　

　19 時～ 20 時 30 分　茅葺き文化講座

　20 時 30 分～　交流会

11 月 21 日（日）

　9 時 30 分～ 12 時　茅葺き体験研修／技能研修

　13 時～ 15 時　茅葺き体験研修／技能研修
▲若手茅葺き職人と一般参加者に分かれて指導を受ける

▲ネソで縛る

▲森林組合の若手職人による指導
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▲参加者約 50 名

▲鍬で堀り、株を植えていく

▲刻んだカリヤスを煮出して染める

▲白いハンカチーフを染める

▲カリヤスを細かく刻む

茅ふきたより  第 5.6 号 2012.03

　

古
く
よ
り
染
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
カ
リ

ヤ
ス
で
、
草
木
染
め
体
験
を
行
な
い
ま
し
た
。

地
元
で
活
動
す
る
高
畠
先
生
に
ご
指
導
頂
き
、

合
掌
の
里
内
の
茅
葺
き
民
家
に
て
、
行
な
い
ま

し
た
。
淡
い
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
が
染
め
上

が
り
ま
し
た
。

　
　

カ
リ
ヤ
ス
の
植
株

　
　
　
　
　
　
　
　
11
月
20
日  

菅
沼
集
落  

▲植え方の説明を受ける
　

カ
リ
ヤ
ス
の
草
木
染
め
体
験

　
　
　
　
　
　
　
　
11
月
20
日  

菅
沼
集
落  

　

菅
沼
集
落
で
、新
し
い
茅
場
の
造
成
の
た
め
、

桑
畑
だ
っ
た
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
活
用
し
て
、

茅
の
植
株
を
行
な
い
ま
し
た
。
あ
い
に
く
の
雨

模
様
で
し
た
が
、
地
元
の
茅
葺
き
職
人
の
小
林

亀
清
さ
ん
に
ご
指
導
頂
き
、
カ
リ
ヤ
ス
の
株
を

植
え
ま
し
た
。
約
50
人
の
参
加
者
と
と
も
に
、

合
計
で
二
百
株
の
カ
リ
ヤ
ス
を
植
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
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世
界
遺
産
と
し
て
世
界
的
に
注
目
を
集
め
る

合
掌
造
り
で
す
が
、
地
域
内
で
は
高
齢
化
が
す

す
み
、
合
掌
造
り
を
守
る
所
有
者
や
技
術
者
の

後
継
者
の
不
足
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
未
来
の
地
域
の
担
い
手
で
あ
る
子

ど
も
達
に
合
掌
造
り
に
親
し
み
を
持
た
せ
る
と

と
も
に
、
茅
葺
き
文
化
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
昨
年
度
制
作
し
ま
し
た
、
世
界
遺
産
五

箇
山
の
合
掌
造
り
の
つ
く
り
か
た
と
暮
ら
し
か

た
に
つ
い
て
解
説
し
た
絵
本
を
、
南
砺
市
内
の

小
学
校
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
朗
読
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
昨
年
度
は
五
箇
山
の
平
小
学

校
、
上
平
小
学
校
で
開
催
し
、
流
域
連
携
を
は

か
る
第
一
歩
と
し
て
、
今
年
度
は
城
端
小
学
校

「
五
箇
山
の
茅
葺
き 

茅
刈
り
か
ら

茅
葺
き
と
合
掌
造
り
の
暮
ら
し
」

　
　
　
　

パ
ネ
ル
展

で
開
催
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
菅
沼
集
落
に
茅

場
の
多
面
的
価
値
と
利
用
に
つ
い
て
の
勉
強
会

に
集
ま
っ
た
菅
沼
集
落
、
相
倉
集
落
住
民
の
ほ

か
、
県
お
よ
び
市
職
員
を
対
象
に
朗
読
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
小
学
校
で
の
質
疑
応
答
で
は
、

茅
葺
き
に
は
ど
ん
な
生
き
物
が
住
ん
で
い
る
の

か
、
な
ぜ
合
掌
造
り
は
３
階
や
４
階
ま
で
あ
る

の
か
、
な
ど
子
供
た
ち
か
ら
活
発
に
質
問
が
出

ま
し
た
。
絵
本
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
子
供
向

け
に
分
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
制
作
し
て
き
た
、
五
箇
山
の
か
つ

て
の
茅
場
の
風
景
、
維
持
管
理
、
茅
刈
り
、
屋

根
葺
き
の
技
の
パ
ネ
ル
を
使
用
し
て
、
相
倉
集

落
の
高
桑
家
に
て
10
月
29
日
か
ら
11
月
19
日
、

菅
沼
集
落
の
「
与
八
」
に
て
11
月
20
日
に
、
パ

ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
全
国
の

茅
葺
き
集
落
の
写
真
パ
ネ
ル
も
展
示
し
、
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
に
な
り
ま
し
た
。

▲菅沼集落での展示の様子

▲菅沼集落の勉強会にて大人にも朗読会を行なった

絵
本　

「
五
箇
山
の
茅
葺
き
屋
根
の
つ
く
り
か
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
芝
居

日時　　平成 24 年 2 月 21 日 ( 火 )

場所　　南砺市立城端小学校、

　　　　菅沼集落「吾郎平」

参加者　城端小学校 85 名（小学 3 年生）

▲紙芝居形式で朗読会を行なった（城端小学校 3 年生） ▲城端小学校の朗読会の質疑応答の様子

◀絵本表紙
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茅
葺
き
文
化
講
座

「
茅
原
の
生
き
物
の
生
態
と
保
全
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畠
佐
代
子

茅ふきたより  第 5.6 号 2012.03

▲高桑家で行なった茅葺き文化講座

▲畠 佐代子 氏

　

10
月
の
茅
刈
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
29

日
に
相
倉
集
落
で
「
茅
葺
き
文
化
講
座
」
を
参

加
者
、
地
元
住
民
を
対
象
に
開
催
し
、
35
人
が

参
加
し
ま
し
た
。
三
人
の
講
師
か
ら
、
草
地
の

多
様
な
生
き
物
の
生
態
や
、
茅
場
の
再
生
と
利

活
用
の
取
り
組
み
、
五
箇
山
の
茅
場
の
歴
史
に

つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　

茅
原
の
な
か
に
住
む
小
さ
な
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の

研
究
を
し
て
お
り
、
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
を
中
心
に
茅

原
の
保
全
に
つ
い
て
話
す
。
京
都
の
淀
川
水
系

の
支
流
の
木
津
川
の
河
川
敷
が
主
な
調
査
地

で
、
こ
の
よ
う
な
湿
っ
た
環
境
に
は
、
オ
ギ
や

ヨ
シ
と
い
っ
た
イ
ネ
科
の
植
物
が
群
落
を
つ
く

っ
て
い
て
、
河
川
敷
に
み
ら
れ
る
典
型
的
な
茅

原
で
あ
る
。

　

ヨ
シ
、
オ
ギ
、
ス
ス
キ
、
カ
リ
ヤ
ス
な
ど
大

型
の
イ
ネ
科
の
植
物
を
総
称
し
て
茅
と
呼
び
、

茅
が
沢
山
生
え
て
い
る
環
境
を
茅
原
と
い
い
、

人
間
が
茅
を
刈
っ
て
利
用
す
る
た
め
に
管
理
し

て
い
る
場
所
の
こ
と
は
茅
場
と
い
う
。
人
に
と

っ
て
資
源
を
得
る
貴
重
な
環
境
で
、
生
き
物
に

と
っ
て
も
自
分
が
餌
を
食
べ
た
り
、
子
育
て
を

し
た
り
寝
た
り
重
要
な
環
境
で
あ
る
。
日
本
は

雨
が
多
く
温
暖
な
地
域
な
の
で
、
常
に
撹
乱
が

必
要
。
洪
水
な
ど
自
然
の
撹
乱
、
草
刈
や
火
入

れ
な
ど
人
為
的
な
撹
乱
を
し
な
い
と
、
草
地
は

森
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
は
、
コ
ウ
モ
リ
と
同
じ
で
夜
行

性
。
草
の
中
に
い
る
の
で
、
草
で
切
っ
て
し
ま

わ
ぬ
よ
う
耳
が
と
て
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

背
中
は
オ
レ
ン
ジ
で
顎
か
ら
お
腹
に
か
け
て
は

真
っ
白
で
、
こ
れ
は
保
護
色
で
あ
る
。
学
名
は

ミ
ク
ロ
ミ
ス
ミ
ノ
テ
ス
と
い
っ
て
小
さ
い
小
さ

い
ネ
ズ
ミ
と
い
う
意
味
。
世
界
で
も
最
小
ク
ラ

ス
で
、
体
の
サ
イ
ズ
は
約
2
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
人
間
の
親
指
く
ら
い
。
重
さ
は
五
百
玉
1
枚

分
、一
円
玉
7
枚
分
。
住
処
は
草
の
上
で
あ
る
。

全
国
的
に
数
が
減
っ
て
い
て
、
富
山
県
は
数
が

　
　

茅
葺
き
文
化
講
座

　
　
　
　
　
　
　
　
10
月
29
日  

相
倉
集
落  

茅葺き文化講座 1

日時　　平成 23 年 10 月 29 日 ( 土 )

場所　　富山県五箇山　相倉合掌造り交流館「高桑家」

参加者　35 名

〈開催プログラム〉

司会　坂本善昭（日本茅葺き文化協会理事）

■あいさつ

　　代表理事　安藤邦廣（筑波大学教授）

　　南砺市教育委員会文化課長　浦辻一成

■講演「茅原の生き物の生態と保全」　

　　畠佐代子（大阪自然環境保全協会専門研究員）

■報告１「茅場の再生と活用ー森林塾青水の活動報告ー」

　　清水英毅（森林塾青水　塾長）

■報告２「五箇山の茅場の歴史」

　　浦辻一成（南砺市教育委員会文化課長）

■交流会

少
な
す
ぎ
て
、
絶
滅
の
判
定
が
で
き
な
い
く
ら

い
情
報
が
少
な
い
。

　

カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
1
年
は
、
春
か
ら
秋
に
か
け

て
の
繁
殖
期
と
冬
の
非
繁
殖
期
に
わ
か
れ
る
。

繁
殖
期
は
5
月
か
ら
11
月
で
、
ス
ス
キ
や
オ
ギ

等
が
伸
び
る
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
青
々
と

し
た
ス
ス
キ
、
オ
ギ
が
伸
び
だ
し
て
1
メ
ー
ト

ル
く
ら
い
に
な
る
と
巣
作
り
が
始
ま
り
、
2
メ

ー
ト
ル
に
伸
び
る
ま
で
の
間
に
作
ら
れ
る
。
そ

の
巣
は
子
育
て
や
自
分
の
ね
ぐ
ら
に
も
使
う
。

鳥
の
よ
う
に
巣
で
卵
を
産
む
の
で
は
な
く
、
親

の
寝
場
所
は
別
に
あ
り
、
夜
に
な
る
と
子
供
に

お
っ
ぱ
い
を
や
り
に
い
く
。
そ
う
い
う
暮
ら
し

を
し
て
い
る
。
秋
に
な
っ
て
穂
が
で
て
枯
れ
る

と
上
の
巣
は
寒
い
の
で
捨
て
、
地
面
の
下
に
も

ぐ
っ
て
越
冬
す
る
。
た
だ
冬
眠
は
し
な
い
。

　

何
か
に
尻
尾
を
絡
み
付
け
る
た
め
に
、
他
の

ネ
ズ
ミ
と
は
異
な
り
尻
尾
が
長
い
。後
ろ
足
は
、

人
間
の
手
の
よ
う
に
、
開
く
こ
と
が
で
き
、
開

い
て
物
を
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ハ

ツ
カ
ネ
ズ
ミ
や
他
の
ネ
ズ
ミ
は
こ
の
よ
う
な
足

は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
最
大
の

特
徴
。
後
ろ
足
の
指
が
5
本
、
前
が
4
本
。
耳

は
拡
大
す
る
と
小
さ
い
毛
が
た
く
さ
ん
生
え
て

い
る
。
こ
れ
は
草
で
耳
を
切
っ
て
し
ま
わ
な
い

よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
巣
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
鳥

は
巣
材
を
も
っ
て
き
て
架
け
る
が
、
カ
ヤ
ネ
ズ

ミ
は
葉
っ
ぱ
を
編
ん
で
作
る
。
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の

巣
は
、
植
物
１
０
０
％
な
の
で
そ
こ
が
見
分
け
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▲カヤネズミ

る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
中
を
開
く
と
、
外
枠
は

粗
く
、
内
側
は
ふ
わ
ふ
わ
で
、
二
重
構
造
に
な

っ
て
い
る
。
寒
く
な
る
と
ス
ス
キ
や
オ
ギ
を
入

れ
て
三
重
構
造
に
な
る
。
こ
の
中
に
赤
ち
ゃ
ん

が
は
い
っ
て
い
る
と
も
の
す
ご
く
温
い
。

　

茅
原
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
。
原
因
は
都

市
開
発
や
農
業
の
近
代
化
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で

茅
葺
き
や
焚
き
つ
け
の
材
料
で
あ
っ
た
り
、
飼

料
で
あ
っ
た
り
田
畑
の
肥
料
で
あ
っ
た
り
と
人

間
に
と
っ
て
貴
重
で
あ
っ
た
。
し
か
し
経
済
的

な
価
値
が
失
わ
れ
、
管
理
さ
れ
る
こ
と
も
な
く

な
っ
て
き
た
。
ま
た
宅
地
へ
と
転
用
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
草
地
は
一
九
七
五
年
に
は
62
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
あ
っ
た
が
、
30
年
後
の
二
〇
〇
五
年

に
は
36
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
へ
と
減
っ
た
。
こ
の
30

年
間
で
森
林
の
面
積
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
が
、

草
地
は
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
草
で
し
か
巣
を
つ
く

れ
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
他
の
生
き
物
で
あ

っ
て
も
、
草
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
動
物

が
絶
滅
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
レ
ッ
ド
デ

ー
タ
ブ
ッ
ク
と
い
う
絶
滅
に
瀕
し
て
い
る
動
植

物
の
本
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
半
分
く
ら
い

が
草
地
の
も
の
。
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
に
つ
い
て
は
23

都
府
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
に
記
載
さ
れ
て
い

て
、
生
息
地
の
保
全
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
草

地
に
は
低
い
背
丈
の
低
茎
草
地
と
オ
ギ
や
ス
ス

キ
と
い
っ
た
背
の
高
い
高
茎
草
地
の
2
種
類
が

あ
る
。
一
口
に
草
地
と
い
っ
て
も
、
多
様
で
あ

り
、
丈
の
高
い
・
低
い
場
、
そ
れ
ぞ
れ
を
必
要

と
す
る
動
物
、
両
方
で
暮
ら
す
動
物
、
そ
れ
ら

を
狩
る
動
物
な
ど
が
い
る
。
草
地
を
刈
り
維
持

し
て
い
く
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら

に
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
生
活
に
影
響
の
少
な
い
刈
り

か
た
を
目
指
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
の
協
力

を
得
て
、
本
来
一
度
に
全
部
刈
る
と
こ
ろ
を
時

期
を
分
け
て
み
た
。
そ
う
す
る
と
巣
が
増
え

た
。
2
年
間
行
い
、
最
大
で
十
二
．
八
倍
に
増

え
た
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
刈
っ
て
か
ら
次
の

草
の
丈
が
１
ｍ
く
ら
い
ま
で
伸
び
る
期
間
、
だ

い
た
い
50
日
か
ら
60
日
あ
け
る
こ
と
で
カ
ヤ
ネ

ズ
ミ
が
巣
を
つ
く
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た

特
定
の
草
を
刈
る
と
ど
う
な
る
か
試
す
実
験
も

し
て
み
た
。ク
ズ
だ
け
を
刈
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、

巻
き
つ
か
れ
て
い
た
オ
ギ
や
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
が

増
え
て
、
巣
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
一
部
の
管
理
で
も
増
え
た
よ
う
に
、
カ
ヤ
ネ

ズ
ミ
は
草
地
環
境
に
敏
感
だ
。
こ
の
特
徴
か
ら

草
地
環
境
の
環
境
省
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト

１
０
０
０
の
中
で
草
地
環
境
の
指
標
種
と
し
て

指
定
さ
れ
た
。
草
地
は
守
っ
て
い
か
な
い
と
維

持
さ
れ
な
い
こ
と
が
理
解
頂
け
た
だ
ろ
う
か
。

関
心
を
も
っ
て
い
る
か
た
、
み
な
さ
ん
で
草
地

を
守
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
う
。

　　

私
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
利
根
川
の
最
上
流

に
あ
る
群
馬
県
み
な
か
み
町
に
あ
る
。
尾
瀬
も

近
く
豪
雪
地
帯
。
過
疎
と
高
齢
化
で
限
界
集
落

目
前
で
あ
る
。
広
義
で
は
藤
原
の
集
落
全
体
だ

が
、
狭
義
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
21
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

元
藤
原
と
い
う
集
落
の
入
会
山
、
茅
場
で
あ

る
。
草
原
は
２
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
っ
た
う
ち

の
20 

ha
が
草
原
だ
っ
た
が
、
今
で
は
11
ヘ
ク

タ
ー
ル
と
な
っ
た
。
９
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
森
林
化

し
、
１
０
８
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
開
発
し
て
ス
キ
ー

場
と
ゴ
ル
フ
場
と
な
っ
た
。今
で
は
ス
キ
ー
場
、

ゴ
ル
フ
場
の
開
発
と
合
わ
せ
て
森
林
化
が
進
み

自
然
林
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
残
り
の
21
ヘ
ク
タ

ー
ル
を
我
々
が
み
な
か
み
町
か
ら
借
り
、
上
ノ

原
入
会
の
森
と
い
う
名
前
に
し
た
。四
季
折
々
、

4
月
に
な
る
と
雪
解
け
に
な
り
、
草
原
の
真
ん

中
に
ジ
ュ
ウ
ロ
ウ
タ
と
い
う
利
根
川
の
源
流
の

一
滴
が
流
れ
始
め
る
。
4
月
の
第
三
週
に
野
焼

き
を
す
る
。
豪
雪
地
帯
の
野
焼
き
の
特
徴
と
し

て
、
ま
わ
り
に
雪
を
置
き
防
火
帯
と
す
る
。
5

月
の
連
休
に
な
る
と
山
桜
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ

が
美
し
く
、
夏
に
な
る
と
蝶
々
が
舞
い
、
秋
に

な
り
霜
が
お
り
る
と
茅
刈
り
を
す
る
。
刈
っ
た

茅
は
5
束
を
ま
と
め
１
ボ
ッ
チ
に
す
る
。
冬
は

一
面
雪
景
色
。
現
代
版
の
入
会
地
を
考
え
る
会

と
い
う
も
の
を
開
催
し
た
。
ま
た
我
々
は
藤
原

区
地
域
の
特
別
区
民
に
な
っ
て
い
る
。
合
言
葉

は
飲
水
思
源
、
中
国
の
古
い
教
え
で
、
水
を
飲

め
ば
源
を
思
う
べ
し
、
井
戸
を
掘
っ
て
く
れ
た

人
の
恩
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
い

で
活
動
し
て
い
る
。

　

当
初
は
管
理
活
動
が
中
心
だ
っ
た
が
、
最
近

で
は
利
用
活
動
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
草
原

の
状
態
を
調
べ
、
地
域
の
人
に
入
会
の
歴
史
な

ど
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
。
野
焼
き
を
し
、
周
囲

に
雪
を
お
き
、
山
の
ク
チ
ア
ゲ
を
や
る
。
地
元

の
プ
ロ
の
業
者
を
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し
て

招
き
指
導
し
て
も
ら
っ
た
。
秋
に
な
る
と
茅
を

刈
り
、
結
束
す
る
。
刈
っ
た
茅
は
地
元
の
鎌
倉

時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
獅
子
舞
で
重
要
文
化
財

に
な
っ
て
い
る
神
社
の
茅
葺
き
に
使
う
。
管
理

活
動
で
は
浸
入
樹
木
を
防
い
で
除
去
し
た
り
、

看
板
を
設
置
し
た
り
し
て
い
る
。

　

「
持
ち
込
ま
な
い
、
持
ち
出
さ
な
い
、
と
っ

茅
葺
き
文
化
講
座

「
茅
場
の
再
生
と
活
用

　
　
―
森
林
塾
青
水
の
活
動
報
告
―
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
英
毅
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茅
葺
き
文
化
講
座

「
五
箇
山
の
茅
場
の
歴
史
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浦
辻
一
成

茅ふきたより  第 5.6 号 2012.03

▲「流域コモンズ」の概念図

▲清水 英毅 氏

て
よ
い
の
は
写
真
だ
け
、
残
し
て
よ
い
の
は
足

跡
だ
け
」
と
い
う
入
会
の
約
束
を
作
っ
た
。
子

供
も
よ
く
来
る
の
で
、
教
育
旅
行
の
受
け
入
れ

も
熱
心
に
や
っ
て
い
る
。草
原
と
関
係
な
い
が
、

集
落
に
た
く
さ
ん
あ
る
古
道
を
住
民
と
共
に
再

生
し
て
ウ
ッ
ド
パ
ス
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
最

近
は
古
民
家
の
再
生
を
計
画
中
で
ト
タ
ン
を
か

ぶ
っ
た
茅
葺
き
民
家
を
借
り
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
そ
こ
を
活
動
の
拠
点
、
並
び
に
地
域
の
活

性
化
の
拠
点
基
地
と
し
て
使
っ
て
い
く
予
定
。

　

実
践
講
座
コ
モ
ン
ズ
藤
原
を
年
間
8
回
程
行

な
っ
て
い
る
。
年
間
延
べ
約
千
人
が
こ
の
フ
ィ

ー
ル
ド
へ
訪
れ
、
最
低
一
泊
二
日
し
て
い
る
。

我
々
が
利
用
し
て
い
る
の
は
全
て
地
元
生
ま
れ

地
元
育
ち
の
民
宿
や
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
、
地
元
に

お
金
が
落
ち
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
役
場
か
ら

ル
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
し
た
い
。

　

か
つ
て
国
土
の
15
％
を
占
め
て
い
た
草
原
面

積
も
今
で
は
1
％
。
里
山
で
失
わ
れ
た
の
は
森

で
は
な
く
草
原
と
湿
地
だ
。
そ
こ
に
絶
滅
危
惧

種
が
た
く
さ
ん
い
る
。
草
原
は
す
ば
ら
し
い
生

態
系
サ
ー
ビ
ス
、
自
然
の
恵
を
我
々
に
与
え
て

く
れ
る
。
Ｃ
Ｏ
２
の
吸
収
も
ア
カ
マ
ツ
よ
り
ス

ス
キ
の
ほ
う
が
高
い
。
貨
幣
価
値
に
す
る
と
ど

れ
く
ら
い
の
値
打
ち
が
あ
る
か
試
算
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
21
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
上
ノ
原
入
会
の
森

は
、
年
間
五
千
万
円
に
な
る
。
貨
幣
価
値
に
計

算
す
る
こ
と
は
私
自
身
あ
ま
り
意
味
は
な
い
と

思
う
が
、
目
安
と
し
て
こ
う
い
う
試
み
を
し
て

み
た
。
ま
た
昆
虫
保
護
条
例
の
対
象
に
な
り
、

み
な
か
み
町
は
工
場
誘
致
が
で
き
な
く
な
っ

た
。
利
根
川
の
水
源
の
わ
ず
か
21
ヘ
ク
タ
ー
ル

だ
が
、
貴
重
な
環
境
資
源
が
未
来
永
劫
保
全
さ

れ
て
い
く
。

　

森
林
塾
青
水
と
し
て
は
、
利
根
川
流
域
で
自

然
の
恩
恵
を
う
け
る
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い

う
流
域
コ
モ
ン
ズ
を
始
め
て
い
る
。
我
々
の
会

員
は
個
人
で
80
人
、企
業
で
20
社
。
大
震
災
後
、

暮
ら
し
の
有
り
様
、
文
明
の
あ
り
方
の
見
直
し

が
迫
ら
れ
て
い
る
。
地
球
が
も
っ
て
い
る
環
境

容
量
の
範
囲
内
で
、
藤
原
な
ら
藤
原
が
、
相
倉

な
ら
相
倉
が
も
っ
て
い
る
範
囲
内
で
暮
ら
す
こ

と
が
、
賢
い
こ
れ
か
ら
の
文
明
の
有
り
様
で
は

な
い
か
。
そ
の
見
本
と
な
る
も
の
が
我
々
の
フ

ィ
ー
ル
ド
に
あ
る
の
で
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う

と
思
っ
て
い
る
。

は
土
地
を
借
り
て
い
る
。
み
な
か
み
役
場
が
今

年
4
月
に
、
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
を
推
進
す

る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
昆
虫
保
護
条
例
を
制

定
し
、
そ
の
う
ち
の
1
つ
に
我
々
の
フ
ィ
ー
ル

ド
が
指
定
さ
れ
た
。

　

茅
の
利
用
と
し
て
ま
ず
、
国
の
重
要
文
化

財
、
５
棟
の
屋
根
替
え
を
手
伝
っ
た
。
地
元
の

神
社
に
も
使
っ
た
。
次
に
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
マ

ル
チ
材
に
取
り
組
ん
だ
。
八
月
に
ス
ス
キ
を
青

い
状
態
で
刈
り
、
み
な
か
み
町
の
第
三
セ
ク
タ

ー
農
村
公
社
に
届
け
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
マ
ル

チ
材
に
な
っ
た
。
乾
燥
防
止
に
な
る
と
同
時
に

雑
草
も
生
え
ず
虫
の
侵
入
を
防
ぎ
肥
や
し
に
な

る
。
ま
た
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
か
ら
声
が
か

か
り
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
仮
設
住
宅

の
屋
根
の
断
熱
材
に
な
っ
た
。
ス
ト
ロ
ー
ベ
イ

　

専
門
は
、
合
掌
造
り
の
家
屋
史
や
土
地
制
度

で
、
茅
場
に
つ
い
て
は
派
生
的
に
わ
か
っ
て
き

た
部
分
に
な
る
。
五
箇
山
地
域
に
は
縄
文
時
代

あ
た
り
か
ら
人
が
住
み
始
め
、
弥
生
時
代
頃
農

耕
の
生
活
が
始
ま
り
、
集
落
を
形
成
し
て
平
坦

な
土
地
に
耕
作
を
始
め
る
。
そ
の
耕
作
に
付
随

し
て
草
嶺
（
ソ
ウ
レ
）
と
呼
ば
れ
る
斜
面
の
草

地
の
部
分
を
畑
に
す
る
こ
と
も
始
ま
る
。
江
戸

時
代
に
茅
場
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
。
茅
場

や
集
落
の
上
の
林
も
雪
持
林
と
し
て
集
落
を
守

る
た
め
に
必
要
な
茅
場
と
林
も
史
跡
の
指
定
を

受
け
た
。
こ
の
後
、
集
落
の
部
分
が
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
、
世
界
遺

産
に
な
っ
た
。
山
の
奥
に
は
か
つ
て
茅
場
で
あ

っ
た
が
現
在
は
使
っ
て
い
な
い
場
所
も
あ
る
。

現
在
も
山
の
裏
側
に
茅
場
が
あ
り
、
年
間
六
千

束
く
ら
い
刈
り
取
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

帳
面
を
元
に
調
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
文
政
10

年
相
倉
村
碁
盤
割
歩
帳
と
い
う
も
の
。
碁
盤
割

と
は
、
加
賀
藩
政
下
で
行
わ
れ
た
土
地
の
割
換

制
度
で
田
地
割
り
と
も
言
う
。
20
年
ご
と
に
各

百
姓
の
土
地
の
利
用
権
を
白
紙
に
戻
し
て
、
く

じ
引
き
で
新
た
な
用
地
を
定
め
る
。
こ
れ
が
碁

盤
割
り
で
あ
る
。
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
五
千

円
の
お
寿
司
を
買
っ
た
と
し
て
、
A
さ
ん
が
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三
千
円
出
し
て
B
さ
ん
が
二
千
円
出
し
た
。
全

部
で
64
巻
あ
っ
て
Ａ
さ
ん
が
38
巻
で
、
Ｂ
さ
ん

が
26
巻
わ
け
る
と
、
数
の
上
で
は
三
千
円
と

二
千
円
に
対
し
て
ぴ
っ
た
り
わ
け
ら
れ
る
。
巻

き
寿
司
と
い
な
り
寿
司
を
Ｂ
さ
ん
に
26
巻
わ
け

る
よ
と
い
っ
て
分
け
て
Ｂ
さ
ん
が
受
け
取
っ
て

く
れ
る
な
ら
、
喜
ん
で
お
寿
司
を
買
う
わ
け
だ

が
、
お
寿
司
は
各
5
種
類
ず
つ
あ
る
の
で
、
Ａ

さ
ん
は
3
巻
ず
つ
、
Ｂ
さ
ん
は
2
巻
ず
つ
と
い

う
の
が
公
平
な
割
り
方
と
い
う
も
の
。
集
落
の

土
地
も
ま
さ
に
寿
司
桶
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
宅
地
や
稲
田
の
よ
う
に
重
要
な
場
所
も
あ

れ
ば
、
一
方
で
茅
場
の
よ
う
に
融
通
の
効
く
も

の
も
あ
る
。
そ
れ
を
集
落
内
で
同
じ
配
分
で
分

割
し
よ
う
と
い
う
も
の
が
碁
盤
割
の
基
本
的
な

考
え
だ
。
一
つ
の
集
落
の
中
で
屋
敷
地
は
こ
れ

だ
け
、
桑
原
は
こ
れ
だ
け
、
林
は
こ
れ
だ
け
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
す
る
と
、
公
平
に

分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
百
姓
の

持
ち
高
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
株
券
の
よ

う
な
も
の
で
権
利
で
あ
る
。
10
石
持
っ
て
い
る

人
と
5
石
持
っ
て
い
る
人
と
で
は
貰
え
る
面
積

は
倍
違
う
。
碁
盤
割
で
は
林
と
桑
原
も
同
じ
割

合
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

碁
盤
割
歩
帳
か
ら
、
吉
右
衛
門
の
上
納
は

〇
、
八
三
石
で
百
八
把
分
の
茅
場
を
取
得
で
き

た
こ
と
が
わ
か
る
。
相
倉
で
は
文
政
10
年
に

七
千
五
百
把
の
茅
が
と
れ
た
と
計
算
上
で
き

る
。
そ
れ
を
現
在
の
数
値
と
比
べ
て
み
る
と
、

平
成
22
年
に
六
千
束
作
ら
れ
、
茅
葺
き
の
家
屋

が
20
棟
程
あ
る
。
六
千
束
は
相
倉
全
体
を
考
慮

す
る
と
不
足
し
て
い
る
。
文
政
10
年
も
30
軒
で

七
千
五
百
束
と
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
で
き
る
。だ
が
実
際
茅
は
足
り
て
い
た
。

な
ぜ
足
り
て
い
た
か
、
そ
の
可
能
性
と
し
て
は

茅
が
長
持
ち
し
て
い
た
の
で
、
年
間
に
生
産
す

る
茅
が
少
な
く
て
済
ん
だ
。
現
在
は
15
年
お
き

に
葺
き
か
え
て
い
る
が
、
昭
和
30
年
代
頃
は
20

年
〜
30
年
ぐ
ら
い
も
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

茅
が
長
持
ち
す
る
こ
と
で
、
茅
を
葺
き
替
え
る

期
間
が
長
か
っ
た
。
さ
ら
に
茅
屋
根
の
厚
さ
が

薄
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

吉
右
衛
門
の
住
宅
は
住
宅
面
積
29
歩
で
屋
根

の
面
積
は
58
歩
。
つ
ま
り
百
九
十
一
平
方
メ
ー

ト
ル
に
な
る
。
こ
の
辺
り
で
は
一
平
方
メ
ー
ト

ル
に
二
十
二
束
の
茅
を
い
れ
る
の
で
、
現
在
で

あ
れ
ば
全
体
で
四
千
二
百
十
一
束
使
う
。
そ
の

他
に
棟
茅
や
差
し
茅
と
か
も
あ
る
の
で
さ
ら
に

必
要
に
な
る
。
吉
右
衛
門
の
茅
場
は
1
年
間
に

百
八
束
し
か
と
れ
な
か
っ
た
。
で
は
ど
の
様
に

四
千
二
百
束
を
準
備
し
た
か
と
い
う
と
、
葺
き

替
え
な
い
時
は
貸
し
付
け
て
必
要
な
時
に
返
し

て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
借
り
る
と
い
う
方
法
で

や
っ
て
き
た
と
予
想
さ
れ
る
。
吉
右
衛
門
の
茅

屋
根
は
30
年
も
つ
と
し
、
三
千
二
十
四
束
が
必

要
に
な
る
。
文
政
10
年
頃
は
75
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
厚
み
で
葺
い
て
い
た
と
計
算
上
成
り
立

つ
。
も
う
1
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
家
が
小
さ
か

っ
た
事
だ
。
住
宅
の
規
模
の
測
り
方
で
九
尺
竿

で
二
間
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
寸
法
を
わ
か
り

や
す
く
比
較
す
る
と
、
九
尺
竿
で
２
間
と
は
2.7

メ
ー
ト
ル
だ
が
、
二
間
竿
で
は
２
間
を
測
る
と

3.6
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。長
さ
で
言
う
と
３
／
４
、

面
積
で
言
う
と
９
／
16
の
差
が
生
じ
る
。
こ
の

事
に
注
意
し
て
解
析
し
た
と
こ
ろ
幕
末
期
の
住

宅
は
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
茅
の
厚
み

が
薄
い
と
い
う
事
と
家
が
小
さ
い
と
い
う
事
は

密
接
な
関
係
が
あ
る
。　

　

嶋
村
（
現
、
平
地
域
大
島
地
区
）
の
文
政
4

年
の
碁
盤
割
帳
簿
の
中
で
茅
場
の
分
配
を
し
た

帳
面
が
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
一
番
が
ト
ク

エ
モ
ン
、
二
番
が
チ
ュ
ウ
ベ
エ
と
キ
エ
モ
ン
が

一
緒
に
く
じ
引
き
で
も
ら
っ
た
。
三
番
が
キ
チ

ベ
エ
と
ヘ
イ
ク
ロ
ウ
が
一
緒
に
と
っ
て
い
る
。

三
箇
所
で
20
束
、
20
束
、
15
束
と
合
わ
せ
て
55

束
と
な
る
。
普
通
は
土
地
の
分
配
を
す
る
際
に

面
積
を
基
準
に
す
る
が
、
茅
場
に
関
し
て
は
取

れ
高
を
基
準
に
し
て
分
配
し
た
。
嶋
村
地
区
の

茅
場
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
み
る
と
山
の
一
番
遠

い
と
こ
ろ
に
茅
場
が
作
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は

山
か
ら
も
っ
て
く
る
も
の
、
桑
、
楮
、
草
、
茅

の
中
で
、
一
番
茅
が
軽
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

他
の
重
い
も
の
は
近
い
と
こ
ろ
か
ら
採
集
し
、

軽
い
茅
は
遠
く
か
ら
運
ぶ
よ
う
に
し
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
利
賀
村
の
碁
盤
割
資
料
に
よ
る

と
、
茅
場
を
今
ま
で
と
は
異
な
り
面
積
で
分
配

し
て
い
る
。
ソ
ウ
レ
ビ
キ
28
％
、
ク
ジ
ゾ
ウ
レ

42
％
、
ソ
ウ
レ
は
自
分
で
決
め
た
場
所
で
、
ク

ジ
ゾ
ウ
レ
は
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
決
め
た
場
所

で
、
合
計
70
％
が
ソ
ウ
レ
と
な
る
。
残
り
15
％

が
茅
場
、
15
％
が
草
刈
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
資
料
は
文
政
末
に
し
か
な
い
。
そ
れ

は
人
工
的
に
栽
培
し
て
い
た
茅
場
で
は
な
く
、

自
然
に
茅
が
群
生
し
て
い
た
茅
原
で
採
集
が
足

り
て
い
た
た
め
だ
。
そ
の
後
土
地
の
割
り
変
え

資
料
に
載
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
後

も
茅
場
と
し
て
掲
載
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
、

こ
れ
は
草
刈
場
や
ソ
ウ
レ
な
ど
に
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。



10

茅ふきたより  第 5.6 号 2012.03

　

五
箇
山
で
森
林
組
合
の
若
手
を
指
導
し
な
が

ら
、
40
年
以
上
茅
葺
き
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た

小
林
亀
清
氏
と
、
白
川
郷
か
や
屋
根
技
術
舎
代

表
の
和
田
茂
氏
を
講
師
に
向
か
え
職
人
談
義
を

開
催
し
ま
し
た
。
聞
き
手
は
美
山
町
の
茅
葺
き

職
人
で
、
当
会
理
事
の
西
尾
晴
夫
氏
で
す
。

■
五
箇
山
の
屋
根
の
葺
き
方
、
材
料
に
つ
い
て

小
林　

相
倉
地
区
で
は
10
月
20
日
頃
か
ら
茅
刈

り
が
始
ま
る
。
茅
場
は
斜
面
な
の
で
、
刈
っ
た

ら
葉
っ
ぱ
の
方
を
下
に
し
て
乾
燥
さ
せ
る
。
良

く
晴
れ
た
日
に
刈
り
取
り
、
2
、
3
日
乾
燥
さ

せ
た
後
で
束
ね
、
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
。
カ
リ
ヤ

ス
の
葉
が
少
し
黄
色
く
な
る
と
刈
り
時
。

　

マ
ン
サ
ク
と
い
う
木
を
練
る
。
練
る
と
い
う

の
は
ぐ
る
ぐ
る
捻
っ
て
叩
い
て
柔
ら
か
く
し
た

状
態
で
「
ネ
ソ
」
と
言
い
、
合
掌
の
小
屋
組
み

の
部
分
の
固
定
に
使
う
。
縦
の
部
分
を
ク
ギ
サ

オ
と
言
い
、
白
川
郷
で
は
ク
ダ
リ
と
言
う
そ
う

だ
。
屋
根
葺
き
は
そ
の
地
方
で
異
な
る
。
合
掌

の
小
屋
組
み
で
は
昔
、蚕
を
棚
飼
い
し
て
い
た
。

ク
ギ
ザ
オ
の
上
に
下
地
を
敷
い
て
茅
を
葺
く
。

蚕
の
世
話
を
す
る
際
、
ロ
ウ
ソ
ク
、
ガ
ス
灯
等

の
明
か
り
が
屋
根
裏
に
燃
え
移
ら
な
い
よ
う
に

下
地
を
敷
い
た
。
破
風
尻
を
作
っ
て
か
ら
破
風

を
作
る
。
白
川
郷
で
は
破
風
を
カ
タ
ギ
リ
と
呼

ぶ
そ
う
。
屋
根
の
厚
さ
は
破
風
で
決
ま
る
。
丸

く
作
っ
て
5
回
く
ら
い
縛
る
。
ア
サ
ギ
は
軒
の

一
番
下
、
オ
ジ
リ
に
取
り
付
け
る
。
ア
サ
ギ
は

麻
の
一
種
で
今
は
富
山
県
で
は
生
産
で
き
な
い

の
で
、
栃
木
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
る
。
丈
夫
で

腐
ら
ず
に
何
十
年
で
も
使
え
、
仕
上
が
り
も
綺

麗
。
マ
ン
サ
ク
の
木
を
練
る
と
ネ
ソ
だ
が
、
茅

を
と
め
る
た
め
に
使
っ
た
場
合
は
ヌ
イ
ボ
ク
と

言
う
。
こ
こ
を
平
た
く
葺
い
た
場
合
は
、
年
月

が
経
つ
と
溝
が
で
き
る
。
溝
が
で
き
な
い
よ
う

に
破
風
の
部
分
を
少
し
引
き
起
こ
し
て
茅
を
挟

む
。
こ
の
作
業
は
熟
練
し
た
技
術
を
必
要
と
す

る
。
屋
根
に
つ
け
て
い
く
丸
太
の
足
場
を
カ
イ

ド
ウ
ザ
オ
と
い
い
、
こ
こ
を
歩
い
て
縫
い
、
ま

た
上
が
っ
て
縫
い･･･

下
か
ら
順
番
に
縫
う
。

ミ
ズ
ハ
リ
は
栗
の
木
で
丈
夫
な
た
め
雨
風
に
晒

さ
れ
て
も
20
年
程
も
つ
。
茅
を
横
に
な
ら
べ
、

こ
れ
を
三
回
く
ら
い
並
べ
る
。
ま
ず
右
側
、
次

は
左
側
に
置
き
、
ノ
ノ
セ
で
押
さ
え
る
。

会
場　

防
火
に
つ
い
て
工
夫
は
？

小
林　

と
に
か
く
火
の
用
心
。
防
火
装
置
も
あ

り
、
年
に
2
回
く
ら
い
一
斉
放
水
し
て
い
る
。

各
戸
四
方
に
放
水
銃
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

会
場　

こ
れ
ま
で
に
放
水
銃
を
使
っ
た
事
は
？

中
島　

ま
だ
な
い
。
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て

か
ら
放
水
銃
な
ど
の
設
備
が
整
っ
た
。
明
治
24

年
に
大
火
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

会
場　

葺
き
替
え
に
か
か
る
時
間
は
？

小
林　

昔
の
結
い
制
度
の
時
は
一
日
で
葺
く
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
通
常
は
片
屋
根
を
分
割
し
て

部
分
的
に
葺
く
。
茅
も
職
人
も
不
足
し
て
い
る

の
で
、
自
分
の
茅
の
持
ち
前
、
葺
け
る
量
、
葺

け
る
ペ
ー
ス
で
調
整
す
る
。
例
え
ば
片
面
6
分

割
で
あ
っ
た
ら
全
面
葺
く
の
に
12
年
か
か
る
。

結
い
制
度
と
は
無
償
の
労
働
交
換
で
、
手
伝
っ

て
も
ら
っ
た
ら
必
ず
お
返
し
を
す
る
。
そ
れ
で

成
り
立
っ
て
い
た
が
、ト
タ
ン
葺
き
等
が
増
え
、

結
い
制
度
も
昭
和
34
、
35
年
頃
か
ら
徐
々
に
無

く
な
っ
た
。
そ
の
後
は
茅
や
労
働
力
が
不
足
し

た
時
は
森
林
組
合
か
ら
助
っ
人
が
出
て
い
る
。

会
場　

50
坪
程
の
建
物
で
茅
は
ど
れ
程
必
要
？

小
林　

屋
根
面
積
一
坪
に
70
〜
80
束
程
必
要
。

■
白
川
郷
の
葺
き
方
、
材
料
に
つ
い
て

和
田　

白
川
と
五
箇
山
の
違
い
は
葺
き
替
え
方

で
、白
川
だ
と
大
き
く
区
切
る
こ
と
は
あ
る
が
、

部
分
的
に
や
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
ま
た
筋

交
い
を
白
川
で
は
大
羽
交
い
と
言
い
、
下
か
ら

上
ま
で
全
部
繋
が
っ
て
い
る
。
途
中
に
合
掌
と

合
掌
に
小
羽
交
い
を
入
れ
る
。
白
川
で
は
横
を

ヤ
ナ
カ
、
縦
を
ク
ダ
リ
と
言
う
。
ネ
ソ
を
使
い

合
掌
を
結
束
し
、
ヨ
シ
ズ
を
か
け
る
。
妻
の
部

分
を
カ
タ
ギ
リ
と
言
い
、
白
川
で
は
拳
く
ら
い

の
隙
間
の
カ
タ
ギ
リ
ザ
オ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

ヌ
イ
ボ
ク
を
尖
ら
し
て
挿
し
て
縫
っ
て
い
る
。

ネ
ソ
も
向
き
を
互
い
違
い
に
さ
せ
て
強
度
を
増

し
て
い
る
。
雪
国
の
特
徴
で
ネ
ソ
は
曲
が
っ
た

も
の
で
な
い
と
練
り
に
く
く
、
結
束
さ
せ
た
時

も
納
ま
り
が
悪
い
。
軒
先
は
上
か
ら
縄
で
結
束

し
て
い
て
、
ク
サ
リ
ゲ
タ
と
言
い
合
掌
の
コ
マ

ジ
リ
を
押
さ
え
る
も
の
。
五
箇
山
と
の
違
い
は

カ
タ
の
方
が
先
が
ま
っ
す
ぐ
出
る
。

会
場　

カ
ケ
ヤ
で
結
び
目
を
叩
い
て
い
る
か
？

和
田　

は
い
、
縄
を
叩
い
て
い
る
。
ヌ
イ
ボ
ク

の
と
こ
ろ
を
叩
く
と
切
れ
て
し
ま
う
の
で
叩
か

な
い
。
5
分
縄
を
使
っ
て
い
る
。

西
尾　

白
川
も
昔
は
カ
リ
ヤ
ス
だ
っ
た
の
か
？

和
田　

主
に
カ
リ
ヤ
ス
だ
っ
た
。
今
は
足
り
な

い
た
め
ス
ス
キ
を
使
っ
て
い
る
。
昔
は
自
分
の

▲左から、小林亀清氏、安藤邦廣、和田茂氏

茅葺き文化講座 2

日時　　平成 23 年 11 月 20 日 ( 土 )

場所　　富山県五箇山　菅沼集落「与八」

参加者　50 名

〈開催プログラム〉

司会　上野弥智代（日本茅葺き文化協会理事）

■あいさつ

　　代表理事　安藤邦廣（筑波大学教授）

　　越中五箇山菅沼合掌造り保存顕彰会長　中島慎一

■茅葺き職人談義　

　聞き手　西尾晴夫氏（屋根晴代表）

　語り手　小林亀清氏

　　　　（富山県” 森の名手・名人” 茅葺き職人認定者）

　　　　　和田茂氏（白川郷かや屋根技術舎代表）

■交流会

茅
葺
き
文
化
講
座　
　

　
　

茅
葺
き
職
人
談
義
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11
月
20
日  

菅
沼
集
落  
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▲模型や写真を見ながら行なわれた

家
を
葺
く
の
に
3
、
4
年
と
茅
を
た
め
た
。
ま

た
結
い
も
あ
り
茅
の
貸
借
を
し
葺
き
あ
げ
て
い

た
。
茅
場
は
個
人
で
持
っ
て
い
た
。

会
場　

通
常
は
何
月
に
葺
く
の
か
？

和
田　

雪
の
無
い
4
月
頃
や
秋
。
夏
も
や
る
。

茅
葺
き
の
厚
み
は
60
セ
ン
チ
程
で
、
両
方
葺
き

替
え
た
後
、
上
に
棟
を
の
せ
る
。

小
林　

こ
の
辺
は
五
箇
山
と
造
り
が
違
う
。

和
田　

最
近
は
棟
の
あ
と
に
ト
タ
ン
を
ひ
く

が
、
昔
は
全
部
取
り
畑
に
持
っ
て
い
き
新
し
い

の
を
の
せ
た
。
そ
れ
を
フ
ネ
ツ
ツ
ミ
と
言
い
、

白
川
で
は
棟
だ
け
は
毎
年
葺
い
て
い
た
。
雪
で

押
さ
れ
て
緩
み
、
飛
ば
さ
れ
や
す
い
こ
と
も
あ

り
、
毎
年
春
先
に
全
部
と
り
、
押
さ
え
直
し
て

い
る
。

■
師
弟
関
係
や
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て

西
尾　

茅
葺
き
の
中
で
も
合
掌
は
特
殊
な
例

で
、
僕
ら
は
親
方
と
弟
子
と
い
う
制
度
が
あ
る

が
、
こ
の
地
域
は
昔
は
ど
の
よ
う
に
仕
事
を
教

え
て
い
た
の
か
。

小
林　

元
々
集
落
の
中
で
役
割
分
担
が
あ
っ

た
。
破
風
を
作
る
職
人
や
古
屋
根
と
新
し
い
屋

根
を
葺
き
合
わ
せ
る
職
人
、
真
ん
中
は
簡
単
な

の
で
若
者
が
や
る
。
成
長
す
る
と
破
風
を
や
る

機
会
を
も
ら
え
る
。

西
尾　

若
手
職
人
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

和
田　

白
川
は
20
代
が
2
人
、
30
代
が
1
人
と

地
元
の
ベ
テ
ラ
ン
で
定
年
し
た
職
人
が
5
人
、

合
計
8
人
体
制
で
、
大
体
が
地
元
の
人
。

小
林　

五
箇
山
の
場
合
は
西
部
森
林
組
合
が
担

っ
て
い
る
。
今
は
山
の
整
備
は
ほ
と
ん
ど
な
く

茅
葺
き
を
主
に
や
っ
て
い
る
。
職
人
は
若
い
人

が
22
人
位
で
平
均
年
齢
40
歳
位
。
県
外
か
ら
就

職
し
て
中
に
は
こ
ち
ら
で
結
婚
さ
れ
た
方
も
い

る
。
そ
う
い
う
縁
結
び
は
嬉
し
い
。

■
世
界
遺
産
登
録
後
の
変
化
に
つ
い
て

小
林　

昭
和
45
年
に
国
の
史
跡
指
定
を
う
け

た
。
五
箇
山
の
人
達
も
瓦
屋
根
に
す
る
の
を
辛

抱
し
、
そ
れ
が
世
界
遺
産
に
繋
が
っ
た
。
南
砺

市
に
な
り
、
観
光
客
は
世
界
遺
産
を
目
当
て
に

訪
れ
る
。
昔
の
姿
を
大
切
に
し
俗
化
し
な
い
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
。
屋
根
を
含
む
生
活
や
仕

組
み
も
世
界
遺
産
な
の
で
、守
っ
て
い
き
た
い
。

和
田　

集
落
、
田
畑
や
山
、
人
の
内
面
“
結
い
”

の
精
神
全
て
が
世
界
遺
産
だ
と
思
っ
て
い
る
。

人
の
内
面
を
も
っ
と
評
価
し
て
も
ら
い
た
い
。

西
尾　

白
川
郷
の
葺
き
替
え
は
今
も
結
い
で
や

っ
て
い
る
の
か
。

和
田　

結
い
は
年
に
1
回
程
。
そ
の
家
族
だ
け

で
な
く
親
類
な
ど
総
出
で
、
茅
の
準
備
や
人
手

の
お
願
い
等
2
年
程
前
か
ら
準
備
す
る
。

西
尾　

集
落
の
中
で
ど
う
い
う
順
番
で
葺
き
替

え
る
の
か
。
ま
た
白
川
と
五
箇
山
の
違
い
は
？

和
田　

結
い
の
場
合
女
性
含
め
二
百
〜
三
百

人
。
屋
根
の
大
き
さ
に
も
よ
る
が
、
最
低
そ
れ

く
ら
い
は
必
要
。

小
林　

五
箇
山
は
分
割
し
て
葺
く
の
で
、
茅
の

量
や
職
人
の
人
数
を
考
慮
す
る
。
葺
き
替
え
の

周
期
や
時
間
配
分
な
ど
を
逆
算
す
る
。

■
３
人
の
職
人
が
師
匠
や
地
域
で
学
ん
だ
事
と
は
違
い
、
親
方
と

な
り
工
夫
し
た
点
、
自
分
の
考
え
方
で
や
っ
て
い
る
事
に
つ
い
て

小
林　

少
し
で
も
長
持
ち
す
る
よ
う
に
丈
夫
な

茅
を
下
に
使
い
、
茅
を
選
ぶ
様
に
な
っ
た
。
茅

を
と
め
る
位
置
や
と
め
方
も
工
夫
し
て
い
る
。

和
田　

や
り
か
た
自
体
は
変
え
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
1
年
で
も
2
年
で
も
長
持
ち
す
る
葺
き

方
を
勉
強
中
。
一
軒
一
軒
屋
根
が
違
う
の
で
そ

れ
ら
を
考
慮
し
つ
つ
葺
く
。
若
手
に
も
難
し
い

と
こ
ろ
に
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
。

小
林　

森
林
組
合
の
若
い
人
達
は
最
初
は
縄
の

結
び
方
も
分
か
ら
な
い
方
も
い
る
が
、
少
し
で

も
上
手
く
な
っ
た
ら
誉
め
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
叱
る
事
も
大
切
だ
が
誉
め
る
事
も
大
切
。

ま
た
真
剣
に
や
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
そ
う

す
る
と
仕
事
が
仕
事
を
教
え
て
く
れ
る
。

西
尾　

私
は
見
習
い
に
入
っ
た
の
が
20
年
程

前
。
そ
の
頃
は
茅
葺
き
職
人
の
20
代
は
全
国
で

も
3
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
僕
の
親
方
も
小
林

さ
ん
世
代
。
全
国
的
に
和
田
さ
ん
く
ら
い
の
年

代
の
方
が
本
当
に
少
な
い
。
昭
和
40
年
代
に
経

済
が
良
く
な
り
、
若
い
職
人
は
皆
転
職
し
た
。

僕
が
20
代
の
時
に
美
山
町
で
5
年
間
親
方
に
つ

き
修
行
し
、
全
国
武
者
修
行
に
で
た
。
様
々
な

技
術
を
見
て
回
り
い
い
と
こ
取
り
を
し
た
。
だ

が
美
し
さ
や
我
々
の
内
面
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
は

変
え
て
い
け
な
い
部
分
で
あ
り
私
ら
が
一
番
伝

え
た
い
部
分
で
も
あ
る
。
私
は
親
方
か
ら
誉
め

ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
世
間
は
そ
う
簡

単
に
誉
め
ち
ゃ
く
れ
な
い
。
今
も
や
れ
る
の
は

誉
め
ら
れ
な
く
て
当
た
り
前
と
い
う
教
育
を
受

け
て
よ
か
っ
た
と
も
思
う
。
今
は
「
ど
な
い
し

て
最
後
お
さ
め
る
ん
や
」
と
親
方
か
ら
質
問
さ

れ
る
程
変
え
て
い
る
。
茅
勾
配
を
昔
は
ぎ
り
ぎ

り
真
横
に
並
べ
、
屋
根
の
目
を
こ
ま
す
、
美
し

い
屋
根
に
す
る
と
習
っ
た
が
、
今
は
囲
炉
裏
が

な
く
中
か
ら
乾
か
せ
な
い
の
で
、
若
干
茅
を
立

て
て
水
切
り
が
よ
く
な
る
よ
う
葺
い
て
い
る
。

■
話
は
尽
き
ず
、
交
流
会
で
も
情
報
交
換
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。

▲熱心な意見交換が続いた



12

◎
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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「
来
年
は
福
島
で
会
い
ま
し
ょ
う
！
」
と

い
っ
て
別
れ
た
去
年
の
鹿
児
島
知
覧
大
会
。

早
か
っ
た
よ
う
な
、
長
か
っ
た
よ
う
な
１
年

が
過
ぎ
ま
し
た
。
ま
も
な
く
福
島
県
天
栄
村

大
会
で
す
。
皆
さ
ん
に
お
会
い
で
き
る
の
を
、

指
折
り
楽
し
み
し
て
い
ま
す
！
（
弥
）　

イ べ ン ト 情 報

【6 / 9 . 土】

10 時　開場、受付開始

11 時ー 11 時 45 分　日本茅葺き文化協会総会

昼食　道の駅「羽鳥湖高原」

13 時　茅葺きフォーラム開会

13 時 15 分ー 14 時 45 分　

第 1 セッション「茅葺きによる福島の復興の取り組み」
コーディネータ：米山淳一（日本茅葺き文化協会理事）

　「茅葺き屋根と歴史街道」　ふくしまけん街道交流会

　「茅葺き屋根古民家再生による震災復興 開催地天栄村の取り組み報告」

　はりゅうウッドスタジオ

　「茅を断熱材として利用した仮設住宅」　

　金親丈史（会津 IORI 倶楽部）・長田友和（富士勇和産業）

14 時 45 分ー 15 時 15 分　ティータイム　情報交換

15 時 15 分ー 17 時　

第 2 セッション「森の資源が循環する地域づくり」　

コーディネータ：上野美帆（日本茅葺き文化協会理事）

　「地域エネルギーによる地域再生　天栄村湯本EIMY の取り組み」　

　新妻弘明（東北大学名誉教授）

　「茶堂の心と生きものに優しい低炭素なまちづくり」　

　大崎光雄（高知県梼原町）

　「持続的な茅の利用と炭素の吸収ー土壌への炭素蓄積」

　当真要（愛媛大学農学部）

18 時ー 20 時　情報交換会

【6/10. 日】

9 時～ 16 時　見学会　会津の茅葺き民家集落と歴史街道

　　　　　　（岩瀬湯本～下郷町大内宿～南会津町水引集落～前沢集落）

日時　平成 24 年 6 月 9 日 ( 土 ) 〜 6 月 10 日 ( 日 )

会場　○フォーラム：天栄村羽鳥湖高原交流促進センター　　　

　　　　（福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 1-3857）

　　　○情報交換会：岩瀬湯本温泉・満願寺境内

　　　○宿泊：　　　岩瀬湯本温泉ほか

問い合わせ．申し込み　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/Fax  029-867-5829　

E-mail  info@kayabun.or.jp

　平成２３年３月１１日発生の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故に伴う放射性物質拡散による放射能汚染とその風評

被害は、国内外に大きな影響が及んでいます。このような中、日本の茅葺きを愛する仲間が被災地のひとつである福島県天栄村に集い、茅葺

き文化をとおしてできる震災復興への取り組みとその可能性について考えます。天栄村は、日本有数の茅葺きの温泉宿の湯本地区の保存と再

生に取り組み、また地域エネルギーの利用においても先進的な地域です。そこから世界に、未来に茅葺き文化を伝えるためのフォーラムを開

催します。これを通じて、森の資源が循環する地域づくりについて考えるものです。みなさまのご参加をお待ちしております。

■主催　福島県天栄・茅葺きフォーラム実行委員会　■共催　天栄村　天栄村教育委員会　天栄村観光協会　一般社団法人日本茅葺き文化協

会　ふくしまけん街道交流会　

　　金沢湯涌江戸村
　　　「旧園田家移築修復工事現場見学会」

日時　平成 24 年 4 月 7 日（土）

　　　午後 1 時 30 分〜午後 4 時（終了予定）

場所　金沢湯涌江戸村（金沢市湯涌荒屋町 35-1）

内容　

　・丹後村おこし開発チーム所属学生によるプレゼンテーション

　・笹葺き作業現場の見学（職人による解説）

　・笹葺き体験（縄結び、差し笹づくり等）

　・茅葺き職人との懇談会

定員　30 名（定員になり次第終了）

申込方法　電話受付　金沢湯涌江戸村　076-235-1267

＊移築修理工事の現場見学会は 5 月中旬にも開催予定。

＊旧園田家は、江戸時代中期に金沢市二俣町に建てられた紙漉農

家で、重要有形民俗文化財に指定されています。

＊丹後村おこし開発チームは、立命館大学経営学部の学生による

団体です。京都府宮津市の上世屋地区を拠点に、地域の活性化を

目指した活動をしており、笹葺き民家の再生や活用などのプロジ

ェクトを行なっています。

第３回茅葺きフォーラム　平成 24 年 6 月 9 日（土）〜 10 日（日）　福島県天栄村大会開催！

「森の資源が循環する地域づくりー茅葺きによる福島の復興の取り組み」


