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サクラの手割板を用いるこけら葺

我
が
国
の
文
化
財
保
護
の
制
度
は
、
有
形
の

文
化
財
の
み
な
ら
ず
、
無
形
の
文
化
財
も
対
象

と
し
て
保
護
し
て
き
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
国

際
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

同
時
に
、
文
化
財
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
こ

れ
を
成
り
立
た
せ
、
維
持
し
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
の
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
連
技
術

や
技
能
も
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
点
に
大
き

な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
文
化
財
は
社
会
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く

の
人
々
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
今
日
ま
で
伝
え

ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
特
に
建
造
物
に
あ
っ

て
は
、
周
期
的
な
修
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
関
連
す
る
技
術
・
技
能
・
材
料
が
多
岐
に

わ
た
る
こ
と
か
ら
、
幅
広
い
視
野
を
も
っ
て
施

策
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

料
の
―
つ
で
あ
る
檜
皮
の
不
足
に
つ
い
て
は
、

ニ
ュ
ー
ス
等
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
ご
記
憶
の
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
情
勢
の
中
、
文
化
庁
で
は
「
ふ
る

さ
と
文
化
財
の
森
構
想
」
と
し
て
、
平
成
一
―
―
―

年
か
ら
こ
う
し
た
修
理
用
資
材
に
関
連
す
る
施

策
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
各
方
面
の

協
力
を
得
て
、
修
理
用
資
材
の
生
産
現
場
の
実

態
を
よ
り
詳
し
く
調
査
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

修
理
用
資
材
の
問
題
は
人
（
技
能
者
）
の
問
題

で
も
あ
り
、
そ
の
研
修
と
資
材
確
保
の
重
要
性

文
化
財
の
森
構
想
の
実
践

文
化
庁
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
の
も
と
、
こ

れ
ま
で
数
次
に
わ
た
っ
て
文
化
財
の
修
理
を
支

え
る
用
具
•
原
材
料
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

昭
和
五

0
年
代
に
行
わ
れ
た
材
料
ご
と
の
聞

査
に
引
き
続
き
、
平
成
九
年
度
か
ら
一
―
一
年
度

に
か
け
て
は
、
文
化
財
全
般
に
わ
た
っ
て
「
文

化
財
を
支
え
る
用
具
。
原
材
料
の
確
保
に
関
す

る
調
査
」
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
建
追

物
に
関
連
す
る
分
野
と
し
て
は
石
材
や
木
材
か

ら
ペ
ン
キ
に
至
る
ま
で
九
品
目
を
特
に
取
り
上

げ
、
詳
細
な
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
調
査
の
積
み
重
ね
か
ら
分
か
っ
て

き
た
こ
と
は
、
単
に
量
を
確
保
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
原
材
料
の
質
も
ま
た
大
き
な
問
題
と
な

を
幅
広
く
知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ま
で
六
か
所
に
お
い
て
そ
の
拠
点
と

な
る
べ
き
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
」

の
建
設
事
業
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し

た
調
査
や
研
修
、
施
設
整
備
を
通
じ
て
一
定
の

成
果
を
得
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
年
度
か
ら
よ

り
さ
ら
に
広
く
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
す
。

今
年
度
か
ら
新
た
に
加
わ
る
の
は
、
①
「
ふ

る
さ
と
文
化
財
の
森
」
の
設
定
、
②
文
化
財
の

森
構
想
の
一
環
と
し
て
の
普
及
啓
発
活
動
の
推

進
、
の
二
点
で
す
。
ま
ず
「
ふ
る
さ
と
文
化
財

の
森
」
設
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
修
理

の
現
場
に
お
い
て
必
要
と
な
る
資
材
の
入
手
を

容
易
に
し
、
同
時
に
資
材
の
生
産
現
場
の
意
欲

を
よ
り
高
め
る
た
め
、
原
材
料
生
産
の
重
要
性

の
普
及
啓
発
を
兼
ね
て
、
一
定
の
区
域
を
特
定

し
、
顕
彰
す
る
も
の
で
す
。
一
方
、
普
及
啓
発

活
動
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
と
こ
れ
を
支
え
る

森
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
、
文
化
財
保
護
の

あ
り
よ
う
を
よ
り
広
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
主

眼
と
し
て
行
い
ま
す
。
ま
ず
ふ
る
さ
と
文
化
財

の
森
セ
ン
タ
ー
等
を
中
核
に
し
て
ス
タ
ー
ト
さ

文
化
財
と
修
理
用
資
材

文
化
財
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
に 東京大学秩父演習林のサワラ林

文
化
財
建
造
物
と
植
物
性
材
料

り
う
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
一
見
、
現
在
で

も
容
易
に
入
手
可
能
な
よ
う
に
思
え
る
資
材
で

あ
っ
て
も
、
時
と
し
て
そ
の
製
造
方
法
が
大
き

く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、
均
質
化
が
進

ん
で
い
て
、
か
つ
て
あ
っ
た
よ
う
な
地
方
的
な

特
色
が
失
わ
れ
て
い
た
り
と
、
問
題
の
所
在
は

材
料
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
き
た
の
で
す
。

前
述
の
よ
う
に
、
修
理
用
資
材
に
関
す
る
取

組
は
、
ま
ず
そ
の
技
術
的
な
側
面
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一

0
年
ほ
ど
前
か

ら
、
よ
り
包
括
的
で
金
国
的
な
視
野
に
立
っ
た

対
策
が
必
要
と
い
う
認
識
が
幅
広
く
共
有
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
美
し
い
曲

線
美
を
描
く
社
寺
等
の
屋
根
の
代
表
的
な
葺
材

せ
、
よ
り
幅
広
い
主
体
と
の
協
力
関
係
へ
と
発

展
さ
せ
て
い
く
予
定
で
す
。

我
が
国
の
文
化
財
制
度
が
、
明
治
維
新
後
の

社
会
的
変
革
へ
の
対
応
策
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し

た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
文
化
財
保
護

の
歴
史
は
、
社
会
の
変
容
へ
の
対
応
の
歴
史
で

も
あ
り
ま
す
。
文
化
財
の
管
理
・
活
用
が

N
P

0
を
は
じ
め
と
す
る
よ
り
幅
広
い
主
体
の
参
画

を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
の
新
た
な
施
策
の
展
開
は
、
文
化
財
建
造
物

の
修
理
に
当
た
っ
て
も
よ
り
幅
広
い
分
野
の
方
々

の
ご
支
援
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
こ
と
の
あ
か

し
で
も
あ
り
ま
す
。
文
化
財
の
森
構
想
へ
の
、

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

文
化
財
部
参
事
官
（
建
造
物
担
当
）
ザ
刈
ハ
＾
曰
甲
ヵ
暉
如
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~
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~

さ＂る＂ふ＂r. 
動
~

始
~〗

一
ふるさと文化財の森システム推進事業の新たな取組

新規事業(1)「ふるさと文化財の森」設定事業
文化財建造物の修理に必要な資材を確保するため，全国に資材別の「ふるさと文化財の森」を設定

申請

設定通知

疇→□三｝—連携

「ふるさと文化財の森」

民有林・公有林・茅場など

［積極的な修理自資材の提供］

新規事業(2)文化財修理用資材等に関する普及啓発活動支援
資材や技能に関する展示や普及啓発活動．体験学習等を支援 ' 

を
目
指
す
も
の
で
す
。

R〇
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皮
の
よ
う
な
材
料
は
も
と
よ
り
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
材

料
で
あ
っ
た
茅
で
さ
え
も
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
育

ち
、
採
取
さ
れ
、
建
物
に
施
工
さ
れ
る
か
知
る
人
は

む
し
ろ
少
数
派
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
文

化
財
建
造
物
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
に
何
が
必
要
か
を
広
く
共
通
認

識
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た

資
材
の
特
質
や
、
実
態
を
知
っ
て

も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
に
、
修
理
用
資
材
そ
の
も
の
、

お
よ
び
関
連
す
る
技
能
に
つ
い
て

の
普
及
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
支

援
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
文
化
庁
が
、
こ
れ

ら
の
普
及
啓
発
活
動
の
担
い
手
と

な
る
地
方
公
共
団
体
、
民
間
活
動

団
体
等
に
委
嘱
し
て
事
業
を
実
施

し
、
さ
ら
に
そ
の
成
果
や
問
題
点

を
集
積
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
効
果

の
あ
る
活
動
へ
と
発
展
さ
せ
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
修
理
用
資
材
の
実
際
の

活
動
と
し
て
は
、
①
育
成
、
②
採

取
、
③
加
工
、
④
建
造
物
へ
の
施

工
等
の
各
段
階
、
お
よ
び
⑤
建
造

物
の
部
位
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機

能
す
る
の
か
（
例
え
ば
茅
の
葺
き

[ e tc••• ] 

も
と
も
と
限
ら
れ
た
建
造
物
に
使
わ
れ
て
い
た
檜

g
資
材
採
取
等
を
通
じ
た
普
及
啓
発
活
動
支
援
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日
本
に
お
け
る
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
は
伝

統
技
術
を
用
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
腐
朽
破
損
し

た
部
材
の
繕
い
や
一
部
取
替
え
に
当
た
っ
て
は
、
形

状
だ
け
で
な
く
用
い
ら
れ
た
技
術
を
再
現
し
、
後
世

に
伝
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
修
理
の
際
に
は
建
築
時
と
同
様
の
エ
法
を
用
い
、

補
足
材
に
は
当
初
と
同
様
の
資
材
を
用
い
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

文
化
財
保
護
法
で
は
、
文
化
財
を
適
切
に
継
承
し

て
い
く
た
め
に
、
修
理
等
に
係
る
選
定
保
存
技
術
の

保
護
制
度
が
設
け
ら
れ
、
技
能
の
継
承
が
図
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
・
経
済
状
況
の
変
化
に
よ

り
、
修
理
用
資
材
、
特
に
伝
統
的
な
資
材
の
供
給
が

減
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。

文
化
庁
で
は
、
平
成
二
二
年
度
か
ら
文
化
財
建
造

物
の
修
理
用
資
材
の
確
保
に
関
す
る
事
業
を
「
ふ
る
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文
化
財
保
護
の
新
た
な
取
組

「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
シ
ス
テ
ム
」
推
進
事
業

文
化
財
部
参
事
官
（
建
造
物
担
当
）
付
修
理
指
導
部
門

さ
と
文
化
財
の
森
構
想
」
と
銘
打
ち
、
資
材
供
給
林

選
定
調
査
、
資
材
採
取
等
研
修
事
業
、
研
修
お
よ
び

普
及
啓
発
の
た
め
の
施
設
（
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森

セ
ン
タ
ー
）
整
備
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

文
化
財
建
造
物
の
修
理
の
た
め
に
必
要
な
資
材
の
う

ち
、
木
材
（
特
に
大
径
材
、
高
品
位
材
等
市
場
か
ら

の
調
達
が
困
難
な
も
の
）
、
檜
皮
、
茅
、
漆
等
の
植
物

性
資
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
該
資

材
に
か
か
わ
る
技
能
者
を
育
成
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の

資
材
や
技
能
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
を
通
じ
て
文

化
財
愛
護
精
神
を
育
も
う
と
す
る
も
の
で
す
。

平
成
一
八
年
度
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
五
か
年
に

わ
た
る
事
業
実
施
の
成
果
を
踏
ま
え
、
新
た
に
①
資

材
供
給
林
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
の
設
定
、
②

資
材
採
取
等
を
通
じ
た
普
及
啓
発
活
動
支
援
事
業
を

立
案
し
、
⑤
資
材
採
取
等
研
修
は
継
続
し
な
が
ら
、

「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
シ
ス
テ
ム
」
推
進
事
業
を
展

開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

.
資
材
採
取
等
研
修

‘,.’ 1
資
材
供
給
林
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
の
設
定

‘、̀̀文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
に
必
要
な
植
物
性
資

材
の
供
給
と
研
修
を
目
的
と
し
て
、
「
ふ
る
さ
と
文
化

財
の
森
」
を
設
定
し
ま
す
。
設
定
対
象
は
檜
皮
、
木

材
（
ヒ
ノ
キ
、
マ
ツ
、
サ
ワ
ラ
）
、
茅
、
漆
等
、
資
材

別
と
し
、
所
有
者
の
同
意
が
得
ら
れ
、
資
材
別
に
設

定
す
る
設
定
基
準
を
満
た
し
た
地
域
と
し
ま
す
。
設

定
は
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
一
七
年
度
に
実
施
し
た

資
材
供
給
林
選
定
調
査
に
基
づ
き
、
文
化
庁
が
文
化

財
用
資
材
に
精
通
し
て
い
る
専
門
家
等
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
専
門
委
員
会
の
助
言
を
受
け
て
行
い
ま
す
。
ま

た
設
定
し
た
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
案
内
板
の

設
置
等
も
行
う
計
画
で
す
。

「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
」
は
第
一
に
文
化
財
修
理

用
に
優
先
的
に
資
材
を
供
給
す
る
「
森
」
、
第
二
に
資

材
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
「
森
」

で
あ
り
、
新
た
な
文
化
財
保
護
の
象
徴
と
な
る
こ
と

重
ね
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
雨
水
を
防
げ
る
の
か
、
等
）
に
つ

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
用
い
て
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
模
型
等
の
展
示
、
植

は
し
ゅ

林
や
播
種
、
採
取
・
加
工
・
施
工
等
の
実
地
体
験
、
資
材

の
育
成
現
場
や
文
化
財
の
修
理
現
場
等
の
見
学
、
臨
地

講
義
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
近
年
、
森
林
や
広
く
自
然

環
境
へ
の
興
味
の
広
が
り
に
伴
っ
て
、
自
治
体
の
施
策

が
展
開
さ
れ
、
ま
た
N
P
O
等
に
よ
る
多
様
で
独
創
的

な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
多
様
な
主
体

を
通
じ
て
よ
り
お
お
ぜ
い
の
人
々
に
文
化
財
へ
の
知

識
と
関
心
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

資
材
採
取
研
修
に
つ
い
て
は
、
既
に
文
化
財
保
存

技
術
保
存
事
業
と
し
て
選
定
保
存
技
術
認
定
団
体
に

も
と
か
わ
し

よ
る
檜
皮
採
取
研
修
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
「
原
皮
師
」

の
養
成
が
進
ん
で
い
ま
す
。
檜
皮
は
ほ
と
ん
ど
が
文

化
財
建
造
物
の
屋
根
に
使
用
さ
れ
ま
す
が
、
檜
の
表

皮
で
あ
る
荒
皮
を
剥
い
で
か
ら
、
使
用
に
適
し
た
皮

が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
一

0
年
前
後
を
必
要
と
す
る
、

た
い
へ
ん
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
採
取
に
は
高
度
な

技
能
を
必
要
と
し
ま
す
。
檜
皮
は
文
化
財
修
理
に
お

け
る
象
徴
的
な
資
材
で
あ
り
、
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の

森
」
の
設
定
や
普
及
啓
発
活
動
支
援
と
連
携
し
な
が

ら
技
能
者
養
成
研
修
を
進
め
る
計
画
で
す
。

ま
た
、
今
後
は
檜
皮
以
外
の
茅
等
の
資
材
に
関
し

て
も
、
研
修
の
実
施
に
向
け
て
検
討
し
て
い
く
予
定

で
す
。 -’

―
-l

竺―l

――――――――乏

＇ 
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文
明
が
発
祥
し
た
こ
ろ
、
森
林
は
陸
地
の
大
部
分

を
覆
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
も
三
割
を
占
め
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
森
林
の
産
物
で
あ
る
木
材
を
用
い
て

大
型
建
造
物
を
築
い
て
き
た
文
化
は
あ
ま
り
多
く
な

く
、
そ
の
中
で
日
本
の
「
木
の
文
化
」
は
世
界
に
類

を
見
な
い
高
い
水
準
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
木
の
文
化

を
理
解
す
る
こ
と
は
日
本
と
い
う
地
域
と
そ
の
民
族

を
理
解
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
で
す
。

世
界
の
森
林
は
現
在
も
年
間
一

0
0
0
万
h
a
の
割

合
で
減
少
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
原
因
は
貧
困
や

人
口
増
加
を
遠
因
と
す
る
無
秩
序
な
用
材
や
薪
炭
材

の
伐
採
、
家
畜
の
過
放
牧
や
農
地
へ
の
転
用
な
ど
で

す
。
今
後
も
食
糧
、
住
居
、
燃
料
の
確
保
の
た
め
森

林
へ
の
圧
力
が
高
ま
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
は
匡
土
の
三
分
の
二
が
森
林
で
覆
わ
れ
、
世
界

で
群
を
抜
く
裔
い
森
林
率
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
文

在
と
し
て
聡
識
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
こ
の
こ
と
は
森
林

の
新
た
な
価
値
の
創
生
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
も
た
ら
す
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
杜
会
の
し
く
み
に
変
化
を
も
た
ら

し
て
い
ま
す
。
従
来
と
は
異
な
る
価
値
観
が
伝
統
や

家
族
、
信
仰
に
対
峙
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

中
で
文
化
財
は
い
か
な
る
意
義
を
も
ち
う
る
の
で
し

ょ
う
か
？
「
文
明
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
揺
ら
い
で

い
る
中
で
そ
の
土
壌
と
も
い
う
べ
き
「
文
化
」
は
時

間
を
超
越
し
、
そ
の
気
候
、
風
土
、
民
族
に
と
っ
て

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
ま
す
。
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
荒
波
の
中
で
自
己
の
存
在
意
義

を
求
め
、
自
ら
の
基
盤
と
な
る
文
化
を
確
認
す
る
要

求
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
「
木
の
文
化
」
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
象
徴
が
再
生
可
能

な
生
物
資
源
を
利
用
し
た
木
造
建
造
物
で
す
。
西
欧

文
化
と
異
な
る
循
環
型
社
会
を
築
い
て
き
た
日
本
文

化
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
木
造
建
造
物
で
す
。

木
の
文
化
を
育
ん
だ
背
景
に
は
豊
か
な
森
林
が
あ
り
、

森
の
恵
み
を
巧
み
に
利
朋
し
て
き
た
工
芸
技
術
が
あ

り
、
そ
の
表
現
形
と
し
て
み
ご
と
な
木
造
建
造
物
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
国
民
に
と
っ
て
こ
う
し
た
建
造

物
と
森
林
と
の
関
係
を
連
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

そ
の
た
め
、
「
文
化
財
の
森
」
を
つ
く
り
多
様
な
自
然

の
中
か
ら
選
び
抜
か
れ
た
良
質
な
素
材
を
高
い
技
術

で
加
工
し
て
い
る
実
態
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初

「
文
化
財
の
森
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
何
か

め
て
森
林
の
文
化
的
価
値
を
実
感
し
、
日
本
文
化
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
森
林
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て

思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
一
方
、
森

林
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
時
間
的
広
が
り
の
中
で
森
林

が
有
す
る
文
化
的
価
値
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
評
価
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
温
暖
か
つ
湿
潤
な
気
候
の
も
と
で

形
成
さ
れ
た
森
林
が
優
れ
た
材
質
の
樹
木
を
育
み
、
長

い
年
月
を
か
け
て
文
化
的
建
造
物
の
資
材
と
な
っ
て

き
た
事
実
は
十
分
な
解
析
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
飛

鳥
・
奈
良
時
代
の
建
物
の
資
材
が
ど
の
よ
う
な
森
林

か
ら
供
給
さ
れ
た
の
か
？
こ
う
し
た
森
林
は
日
本 ボスニア・ヘルツェゴビナの原生林に立つ著者。 トウヒの巨木前にて

..................● ● ● ● 0・..................。......●O ⑱ ⑲ •.........................・

／ 三
日
本
の
森
林
と
「
木
の
文
化
」
の
特
徴

|IIlI I'9,1 l lhII軋ll1'1’I¥l'l'¥,III,9りIllil1,

一

化」
明
の
発
達
と
と
も
に
世
界
中
で
森
林
の
減
少
が
統
い

て
き
ま
し
た
が
、
な
ぜ
、
日
本
だ
け
が
高
い
文
化
を
保

ち
つ
つ
登
か
な
森
林
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ

う
か
？
そ
し
て
、
高
度
な
木
の
文
化
を
築
く
こ
と

が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？
こ
の
こ
と
は
私
た
ち
日

本
人
が
世
界
の
中
で
の
ア
イ
デ
ン
テ

4

イ
テ
ィ
を
見
い

だ
す
た
め
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
点
で

す
。
急
峻
な
地
形
が
農
用
地
へ
の
転
用
を
阻
ん
で
き

た
の
は
事
実
で
す
が
、
森
林
の
再
生
力
に
も
注
目
す

る
べ
き
で
す
。
嬰
富
な
降
水
量
と
温
暖
な
気
候
に
恵

ま
れ
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
か
ら
続
く
暖
温
帯
林
と
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
北
部
か
ら
連
な
る
冷
温
帯
林
が
交
じ

り
合
っ
た
多
様
な
樹
種
か
ら
な
る
森
林
は
、
気
候
変

動
な
ど
環
境
の
変
化
に
対
応
で
き
る
柔
軟
な
構
造
を

備
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
森
林
か
ら
、
ケ
ヤ
キ
、
ク

リ
、
ク
ス
ノ
キ
、
ヒ
ノ
キ
、
ス
ギ
、
マ
ツ
な
ど
の
耐
久

性
の
高
い
、
優
れ
た
構
造
材
を
見
い
だ
し
た
の
が
日

ひ
~
ゎ
T

本
に
独
特
の
木
の
文
化
で
す
。
さ
ら
に
、
．
檜
皮
の
よ

臨

東
京
大
学
大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
教
授
山
本
博
一

森

う
に
樹
皮
の
耐
水
性
を
利
用
し
て
屋
根
を
葺
く
と
い

う
発
想
や
漆
、
和
紙
と
い
っ
た
森
林
資
源
の
独
創
的

な
浩
用
法
は
日
本
に
固
有
の
も
の
で
す
。
日
本
で
世

界
文
化
遣
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
建
造
物
の
大

部
分
が
木
造
建
造
物
で
す
。
~

西
欧
文
化
を
象
徴
す
る
構
造
物
が
再
構
築
を
想
定

し
な
い
有
限
の
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
木
の
文
化

で
は
樹
木
の
再
生
に
よ
り
同
じ
物
を
再
構
築
で
き
ま

す
。
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
が
最
も
典
型
的
な
事
例

で
す
。
優
れ
た
木
造
建
造
物
は
多
様
で
豊
か
な
森
林

な
く
し
て
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
、
他
の
地
域
と
大

き
く
異
な
る
土
壌
を
有
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の

点
に
注
目
す
る
べ
き
で
す
。
有
限
な
姿
源
の
中
で
二

一
世
紀
の
世
界
は
進
む
べ
き
方
向
を
模
索
し
て
い
ま

す
が
、
自
然
の
共
生
に
原
点
を
置
く
木
の
文
化
は
こ
れ

に
重
要
な
指
針
を
与
え
る
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
で
あ
り
、

木
造
建
造
物
は
そ
の
象
徴
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き

で
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
森
林
は
こ
れ
を
支
援
す
る
存

に
ど
れ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
の
か
？
こ
う
し
た
疑

問
に
答
え
る
の
に
必
要
な
情
報
を
私
た
ち
は
十
分
に

も
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
今
後
重
要
な
文
化
財
を
維
持

し
て
ゆ
く
た
め
に
は
ど
れ
だ
け
の
資
材
が
必
要
で
あ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
森
林
を
維
持
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
文
化
財
の
森
」
は
こ
う
し
た
森
林
の
必
要
性
を
国
民

に
啓
発
す
る
だ
け
で
な
く
、
森
林
所
有
者
の
理
解
を

得
る
場
と
し
て
も
期
待
さ
れ
ま
す
。
檜
皮
の
材
料
と

な
る
高
齢
級
の
ヒ
ノ
キ
林
は
所
有
者
に
と
っ
て
貴
霊

も
と
か
わ
し

な
財
産
で
す
。
こ
の
高
価
な
ヒ
ノ
キ
が
原
皮
師
に
よ

る
樹
皮
採
取
に
よ
っ
て
も
そ
の
価
値
を
損
な
う
こ
と

が
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
「
文
化
財
の
森
」
で
は
檜
皮
を
採
取
し
た

樹
木
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
か
を
示
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ケ
ヤ
キ
、
ク
リ
、
マ
ツ
な
ど
は

資
源
の
枯
渇
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
森
林
所
有

者
は
ど
の
よ
う
な
規
格
の
材
が
採
れ
れ
ば
文
化
財
の

修
復
に
貢
献
で
き
る
の
か
十
分
な
情
報
を
も
ち
合
わ

せ
て
い
ま
せ
ん
。
「
文
化
財
の
森
」
で
修
理
用
資
材
と

し
て
利
用
で
き
る
樹
木
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
、
全

国
の
森
林
か
ら
文
化
財
修
理
用
資
材
を
見
い
だ
す
た

め
の
情
報
源
と
な
る
で
し
ょ
う
。
教
育
の
場
に
お
い

て
も
総
合
的
な
学
習
の
一
環
と
し
て
、
森
林
の
中
に

身
を
置
い
て
、
生
命
観
や
文
化
観
を
養
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
文
化
財
の
森
」
は
人
間
と
し
て

の
基
本
的
な
情
操
教
育
の
場
と
し
て
も
機
能
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
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始動「ふるさと文化財の森システム」....................................。...................................

ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
の
建
設

o e o ●..................................●....................................... 0.  

寄稿

金
沢
職
人
大
学
校
と

ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
で
の
取
組

金
沢
職
人
大
学
校
創
設
の
経
緯

平
成
六
年
に
、
金
沢
市
内
の
あ
る
神
社
拝
殿
の
竣

工
式
に
お
招
き
を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
鵞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
神
社
を
造
ら
れ
た
宮
大
工
は
す
べ
て
他
県
の

方
々
だ
っ
た
の
で
す
。
も
う
金
沢
に
宮
大
工
は
い
な

い
の
か
と
た
い
へ
ん
残
念
に
思
い
ま
し
た
。

金
沢
は
藩
政
期
以
来
こ
の
か
た
、
手
仕
事
の
ま
ち

と
し
て
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
優
れ
た
歴
史
的
建

造
物
や
庭
園
、
道
具
な
ど
を
作
り
、
独
自
の
殿
人
文

化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
職
入
の
手
が
金
沢
の
文
化

を
支
え
て
き
た
の
で
す
。

私
は
、
か
ね
て
か
ら
高
度
な
伝
統
技
能
を
も
つ
職

人
を
養
っ
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
本
科
一
期
生
が
修
了
し
た
平
成
―
一
年
に

は
、
懺
人
大
学
校
の
大
学
院
と
で
も
い
う
べ
き
修
復

専
攻
科
を
新
設
し
ま
し
た
。
本
科
で
は
、
九
つ
の
業

種
で
そ
れ
ぞ
れ
の
匠
の
技
を
学
び
ま
し
た
が
、
修
復

専
攻
科
で
は
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
内
容
で
、
文
化
財

の
修
理
方
法
に
つ
い
て
の
請
義
と
実
習
を
行
っ
て
い

ま
す
。修

復
専
攻
科
で
は
、
本
科
修
了
生
で
さ
ら
に
学
ぶ

意
欲
を
も
つ
職
人
に
加
え
、
設
計
士
、
金
沢
市
職
員

も
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
学
ん
で
い
ま
す
。

請
師
陣
は
超
一
流
で
す
。
請
義
で
は
文
化
庁
の
方
々

を
は
じ
め
、
文
化
財
修
理
の
第
一
線
で
ご
活
躍
さ
れ

て
い
る
先
生
方
に
ご
講
義
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
実

習
で
も
、
国
の
選
定
保
存
技
術
懃
定
者
で
あ
る
持
田

武
夫
先
生
を
は
じ
め
、
国
内
で
も
名
だ
た
る
講
師
陣

を
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。

研
修
期
間
も
本
科
と
同
じ
く
週
一
回
、
三
年
間
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
二
期
七
七
名
が
修
了
し
、

市
か
ら
「
歴
史
的
建
造
物
修
復
士
」
と
し
て
認
定
を

受
け
ま
し
た
。

職
人
大
学
校
の
創
設
か
ら
今
年
で
一
0
周
年
を
迎

え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
修
了
し
た
職
人
は
延
ベ
ニ
ニ

五
名
を
数
え
ま
す
。
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
市

内
の
文
化
財
や
歴
史
的
建
造
物
の
修
理
に
携
わ
る
修

了
生
が
増
え
、
市
民
の
関
心
も
高
ま
っ
て
き
て
い
ま

す
。
ず
い
ぶ
ん
と
、
た
く
ま
し
く
な
っ
て
き
た
な
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。

す
ぐ
に
金
沢
の
名
エ
と
呼
ば
れ
て
い
た
職
人
さ
ん
た

ち
に
相
談
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
口
を
そ
ろ
え
て
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
「
市
長
さ
ん
、
な
ん
と
か
せ
ん
と
だ
め

ぎ。私
は
職
人
の
た
め
の
学
校
を
作
る
決
意
を
し
ま
し

こ。,1 翌
平
成
七
年
、
大
工
、
壁
、
瓦
、
畳
、
建
具
、
表

具
、
造
園
、
石
エ
、
板
金
の
九
業
種
の
代
表
者
と
相

談
に
入
り
ま
し
た
。
運
営
は
社
団
法
人
に
よ
る
こ
と

に
し
、
出
資
金
は
各
業
界
か
ら
も
負
担
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
負
担
を
願
う
こ
と
で
、
自
ら
も

連
営
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

平
成
八
年
一

0
月
、
金
沢
職
人
大
学
校
は
開
校
し
、

本
科
生
九
業
種
、
計
五

0
名
の
入
学
者
を
迎
え
る
こ

現
在
、
金
沢
市
で
は
、
郊
外
の
湯
涌
荒
屋
町
で
、

か
つ
て
の
民
間
展
示
施
設
「
江
戸
村
」
に
あ
っ
た
江

戸
期
の
歴
史
的
建
造
物
一
四
棟
を
移
築
藍
備
し
て
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
の
四
棟
は
茅
葺
農
家
で
す
。

湯
涌
地
区
は
、
金
沢
の
奥
座
敷
と
呼
ば
れ
る
山
間

温
泉
地
と
し
て
有
名
で
す
が
、
か
つ
て
は
茅
葺
の
集

落
が
多
く
存
在
し
、
周
辺
に
は
茅
場
も
点
在
し
て
い

ま
し
た
。

市
で
は
、
移
築
整
備
と
並
行
し
て
湯
涌
地
区
で
茅

場
を
復
興
さ
せ
、
茅
葺
屋
根
を
維
持
管
理
す
る
た
め

の
材
料
の
供
給
や
茅
葺
技
術
の
伝
承
と
職
人
の
育
成

に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
整

備
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
。

文
化
庁
か
ら
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
構
想
の
お
話

を
う
か
が
っ
た
と
き
、
移
築
整
備
地
の
中
に
ふ
る
さ

と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
を
作
れ
な
い
も
の
か
と
考

え
ま
し
た
。

文
化
庁
の
方
に
ご
相
談
し
た
結
果
、
移
築
予
定
の

茅
葺
農
家
一
棟
を
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー

と
し
て
整
備
す
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
一
六
年
度
か

ら
二
か
年
度
で
の
補
助
事
業
に
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

工
事
で
は
、
棟
梁
を
は
じ
め
と
し
、
多
く
の
職
人

大
学
校
の
修
了
生
に
が
ん
ば
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
平
成
一
七
年
度
中
に
事
業
が
無

事
完
了
し
、
既
に
移
築
が
完
了
し
て
い
る
二
棟
の
茅

葺
農
家
と
併
せ
て
、
今
夏
、
公
開
活
用
の
運
び
と
な

り
ま
し
た
。

今
後
は
、
地
元
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
茅
に
関
連

す
る
活
動
を
行
い
、
広
く
市
民
に
茅
葺
の
す
ば
ら
し

さ
を
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
職
人
大
学
校
や

N
P
O
と
も
連
携
し
な
が
ら
、

茅
文
化
に
関
す
る
研
修
を
襖
桓
的
に
行
い
、
将
来
、

地
元
の
茅
で
地
元
の
茅
葺
職
人
が
仕
事
を
で
き
る
よ

う
に
な
れ
ば
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

金
沢
は
、
歴
史
に
責
任
を
も
つ
べ
き
ま
ち
で
す
。
現

在
の
取
組
が
実
を
結
び
、
伝
統
技
能
を
後
世
に
伝
え

て
い
く
こ
と
が
、
私
た
ち
に
課
さ
れ
た
使
命
だ
と
考
え

ま
す
。

金
沢
職
人
大
学
校
の
概
要

学
校
と
い
っ
て
も
、
職
人
を
一
か
ら
育
て
る
技
能

学
校
で
は
な
く
、
中
塁
の
職
入
に
匠
の
技
と
生
き
方
、

日
本
の
伝
統
美
を
体
得
し
て
も
ら
う
場
所
で
す
。

で
す
か
ら
、
研
修
生
は
、
昼
、
仕
事
を
し
た
侯
、
夜

間
に
高
度
な
匠
の
技
を
学
ぶ
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
、
さ

ぞ
か
し
お
疲
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
講
師
の
方
の
お
話

や
技
能
を
少
し
で
も
漏
ら
さ
ず
自
分
の
力
に
し
よ
う

と
必
死
で
す
。
＞
こ
れ
に
は
私
も
頸
が
下
が
る
思
い
で

す
。
本
当
に
こ
の
学
校
を
作
っ
て
よ
か
っ
た
な
と
思

い
ま
す
。

週
一
回
、
三
年
間
の
研
修
期
間
を
経
て
、
こ
れ
ま

で
に
本
科
三
期
で
合
計
一
四
八
名
の
職
人
が
巣
立
っ

と
が
で
き
ま
し
た
。

石川県金沢市長

山出保

金沢市ふるさと文化財の森センター
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小浜市ふるさと文化財の森センター外観

研
修
内
容

小
浜
市
は
、
古
来
、
大
陸
と
都
と
を
結
ぶ
日
本
海

側
の
要
路
と
し
て
早
く
か
ら
開
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
極

め
て
多
く
の
文
化
遺
産
を
残
し
て
い
ま
す
。
な
か
で

も
甫
内
の
国
宝
建
造
物
や
重
要
文
化
財
建
造
物
の
員

数
（
表
）
は
、
日
本
海
側
で
も
最
大
級
の
も
の
で
あ

り
、
我
が
国
の
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
期
に
お
け

る
地
方
文
化
の
中
で
も
傑
出
し
た
事
例
で
あ
る
と
の

評
価
を
得
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
「
小
浜
の
社
寺
建
造

物
と
旧
境
内
地
」
を
史
跡
指
定
し
、
も
っ
て
世
界
遺

給
食
用
の
食
材
と
し
て
供
給
す
る
な
ど
、
先
進
的
な

取
組
を
行
っ
て
き
た
実
績
が
あ
り
、
将
来
、
こ
の
組

合
を
指
定
し
、
そ
の
生
産
活
動
を
支
援
す
る
と
と
も

に
、
山
村
地
域
の
植
物
性
資
材
を
生
か
し
た
産
業
の

育
成
を
計
画
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
檜
皮
]

ひ

わ

だ

ぷ

き

①
地
元
で
文
化
財
建
造
物
の
檜
皮
聾
技
術
者
を
養
成

す
る
た
め
、
（
社
）
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保

存
会
の
協
力
を
得
て
、
若
狭
管
内
か
ら
研
修
希
望

者
を
募
る
。

,,.............................◎ ●零．．．...........................................

本
市
で
は
、
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
を

表 小浜市の指定文化財建築物

国叫叫介i
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□三□茅市指定文化財 1多田寺本堂 1.1807 □市

概
要

経
緯

産
暫
定
リ
ス
ト
の
登
載
を
目
指
し
、
文
化
財
の
保
存

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
文
化
財

建
造
物
の
屋
根
資
材
の
確
保
と
そ
の
技
術
者
の
養
成

を
図
る
た
め
、
「
小
浜
市
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン

タ
ー
」
（
以
下
「
森
セ
ン
タ
ー
」
）
を
、
平
成
一
八
年

四
月
に
開
設
し
ま
し
た
。

森
セ
ン
タ
ー
で
は
、
，
資
材
確
保
の
研
修
と
普
及
啓

発
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
山
村
地
域
の
森
林

資
源
等
を
生
か
し
た
産
業
の
育
成
、
ま
た
魅
力
あ
る

地
域
づ
く
り
活
動
、
さ
ら
に
は
地
産
地
消
の
推
進
や
技

術
者
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
市
内
で
も

森
林
面
積
が
最
大
の
中
名
田
地
区
に
建
設
し
ま
し
た
。

事
業
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
植
物
性
資
材
の
技
術
的
研
修
お
よ
び
普
及
啓
発
活

動
に
関
す
る
事
業

②
植
物
性
資
材
の
保
存
技
術
等
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
に
関
す
る
事
業

③
植
物
性
資
材
の
地
産
地
消
に
関
す
る
事
業

も
と
か
わ
し

②
ヒ
ノ
キ
林
所
有
者
を
対
象
に
、
保
存
会
の
原
皮
師

研
修
現
場
を
見
学
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
檜
皮
の

提
供
を
呼
び
か
け
る
。

【
茅
]

①
産
物
組
合
員
を
対
象
に
、
休
耕
田
の
提
供
者
を
募

り
、
茅
の
育
成
と
刈
取
り
を
行
う
。

②
組
合
で
刈
取
り
し
た
茅
を
倉
庫
で
保
管
し
、
乾
燥

さ
せ
て
資
材
と
し
て
供
給
す
る
。

【

椿

]

こ
う
ぞ

①
和
紙
生
産
組
合
員
や
産
物
組
合
員
を
対
象
に
、
格
の

栽
培
と
育
成
を
行
う
。

雰

竹

]
①
山
林
の
荒
廃
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
孟
宗
竹
を
伐

採
し
竹
炭
を
生
産
す
る
。

は
う
ば
い

②
竹
炭
の
防
徽
効
果
や
、
森
林
散
布
に
よ
る
植
物
性

資
材
の
育
成
効
果
を
謳
査
研
究
す
る
。

[

漆

】
①
岩
手
県
か
ら
漆
掻
き
職
人
を
招
き
、
漆
木
の
育
成

と
生
産
過
程
を
研
修
す
る
。

②
将
来
、
生
産
さ
れ
た
「
和
漆
」
を
「
若
狭
塗
箸
協

同
組
合
」
へ
販
売
す
る
。

森
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
よ
う
な
埴
物
性
資
材
の

技
術
的
研
修
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
各
位
の
ご
支
援

と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

未
来
を
展
望
し
て

化

当
而
、
施
設
は
市
の
直
営
と
し
、
文
化
庁
や
（
社
）

金
国
社
寺
等
屋
根
工
導
技
術
保
存
会
の
支
援
を
得
て
、

植
物
性
資
材
の
確
保
に
向
け
た
養
成
研
修
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
資
材
の
中
で
も
茅
の
確
保
に
関
す
る
研

修
を
「
森
の
郷
な
か
な
た
産
物
組
合
」
の
協
力
を
得

て
実
施
し
、
文
化
財
修
理
に
適
し
た
茅
の
生
産
と
技

術
的
研
修
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら

山
村
地
域
の
植
物
性
資
材
を
生
か
し
た
産
業
の
育
成

を
図
っ
て
い
く
予
定
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
業

務
に
つ
い
て
は
、
地
元
区
民
で
組
織
す
る
森
セ
ン
タ

ー
管
理
運
営
協
議
会
に
委
託
し
て
い
ま
す
が
、
来
年

度
以
降
は
指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
す
。

過
去
、
産
物
組
合
は
、
地
場
産
農
産
物
等
を
学
校

設
置
し
ま
し
た
が
、
全
国
的
に
植
物
性
資
材
、
な
か

で
も
檜
皮
の
慢
性
的
な
不
足
状
況
に
つ
い
て
、
あ
ま

り
周
知
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
国
が
資
材
確

保
に
つ
い
て
、
全
国
の
文
化
財
所
有
者
で
、
か
つ
由

林
所
有
者
の
宗
教
法
入
等
に
対
し
、
檜
皮
や
大
径
木

の
提
供
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
｀

一
方
、
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
構
想
」
に
い
う
植

物
性
資
材
の
確
保
の
た
め
の
職
人
養
成
は
、
現
状
で

は
檜
皮
や
原
皮
師
な
ど
選
定
保
存
技
術
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
研
修
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
選
定
保
存
技
術
の
枠

を
拡
大
し
、
例
え
ば
植
物
性
資
材
の
「
竹
釘
」
「
茅
葺
」

「
和
紙
」
「
漆
」
や
「
建
築
技
術
」
な
ど
、
専
門
職
人

を
養
成
す
る
た
め
の
研
修
が
計
画
さ
れ
て
も
い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
資
材
確
保
や
資
材
等
に
関
す
る
普
及
啓
発

に
対
し
て
平
成
一
八
年
度
予
算
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
植

物
性
資
材
な
ど
の
資
材
確
保
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す

る
た
め
、
国
が
「
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
機
構
」
（
仮

称
）
を
新
設
さ
れ
、
一
元
的
に
森
セ
ン
タ
ー
等
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
さ
れ
、
将
来
の
た
め
に
資
材

確
保
と
職
人
養
成
に
か
か
る
情
報
の
共
有
化
を
図
り
、

も
っ
て
文
化
財
建
造
物
の
資
材
確
保
の
確
立
が
な
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
小
浜
市
企
画
詞
整
諒
世
界
遺
産
推
進
室
長
杉
本
泰
俊
）

事
業
内
容

施
設
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

〈
位
置
〉
小
浜
市
深
野
七
号
―

-l-

〈
構
造
〉
木
造
瓦
崎
平
屋
廷

〈
規
模
〉
二
四
三
・
七
六
2
m

〈
敷
地
〉
九
四
宜
•
五
二
，
直

-―-―――-

福
井
県
小
浜
市

＼
 

J

j

怜

銹

市
ふ
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福
島
県
・
大
内
宿
は
、
会
津
城
下
と
下
野
国
、
今

市
を
結
ぶ
三
二
呈
の
区
間
に
、
会
津
か
ら
二
番
目
の

宿
場
と
し
て
、
江
戸
時
代
（
一
六
四
0
年
代
後
半
）

に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
町
並
み
の
特
徴
は
、
旧
街
道

の
両
側
に
四
五
戸
の
主
屋
が
妻
を
道
路
に
而
し
て
立

ち
並
び
、
茅
葺
屋
根
は
現
在
三
一
二
戸
あ
り
ま
す
。
大

内
宿
保
存
の
在
り
方
と
し
て
は
、
大
内
宿
保
存
会
が
、

売
ら
な
い
、
貸
さ
な
い
、
壊
さ
な
い
、
の
三
原
則
を

は
じ
め
と
し
た
住
民
憲
章
の
遵
守
の
た
め
景
観
規
制

等
を
自
主
的
に
決
め
実
践
し
て
い
ま
す
。
茅
費
屋
根

の
維
持
管
理
は
、
基
本
的
に
は
個
人
が
行
い
、
保
存

会
と
し
て
は
屋
根
を
葺
き
替
え
る
こ
と
を
負
担
に
思

わ
な
い
よ
う
、
足
場
資
材
等
備
品
の
貸
出
し
や
、
村

人
足
に
よ
る
茅
刈
り
等
で
の
茅
の
確
保
等
、
屋
根
葺

替
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
な
体
制
作
り
を
し
て
い

ま
す
。
屋
根
を
齋
く
の
は
結
い
の
制
度
で
行
い
、
過

去
に
は
女
性
に
多
く
の
負
担
を
か
け
て
い
た
食
事
の

接
待
も
現
在
は
し
な
い
よ
う
取
決
め
を
し
て
い
ま
す
。

茅
屋
根
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
茅
屋
根
を
葺
く
技

術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
村

社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
や
文
化
が
大
き
な
保
存
の

力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
大
事
で

内

結の会の会員による大内の屋根聟替

棺
の
立
木
か
ら
樹
皮
を
剥
ぎ
取
る
行
為
を
檜
皮
採

ひ
わ
だ
ぷ
き

取
と
い
い
、
檜
皮
輝
の
原
材
料
で
あ
る
檜
皮
を
確
保も

と

す
る
日
本
固
有
の
特
殊
な
技
術
で
、
そ
の
職
入
を
原

か
わ
し

皮
師
と
い
い
ま
す
。

檜
皮
蝉
自
体
も
日
本
固
有
の
伝
統
技
術
で
あ
り
、

こ
の
屋
根
技
法
は
、
飛
鳥
時
代
並
び
に
奈
良
時
代
に

さ
か
の
ぼ
り
、
藤
原
京
の
造
営
や
宮
殿
、
貴
族
住
宅

や
寺
院
造
営
に
多
く
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
平
安
時
代
に

は
、
よ
り
広
く
檜
皮
葺
が
普
及
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
、
鎌
倉
時
代
後
半
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
現

在
の
技
法
が
確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

屋
根
葺
技
法
と
同
じ
く
し
て
檜
皮
採
取
が
普
及
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
当
時
は
造
営
の
た
め
の
檜

用
材
か
ら
副
産
物
的
に
棺
皮
が
扱
わ
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

檜
皮
採
取
原
皮
師
の
檜
の
皮
を
剥
ぐ
作
業
は
、
棺

の
成
長
期
（
舞
年
四
月
中
旬
か
ら
七
月
末
ご
ろ
ま
で
）

あ

哀

は

だ

が

い

じ

ゅ

ひ

を
迎
け
て
、
ぶ
り
縄
で
木
に
登
り
甘
肌
と
外
樹
皮
の

間
に
木
製
の
手
作
り
ヘ
ラ
を
入
れ
て
外
樹
皮
だ
け
を

立
木
か
ら
剥
ぎ
取
り
ま
す
。
生
木
に
と
っ
て
少
．
々
乱

暴
の
よ
う
で
す
が
な
ん
ら
悪
影
響
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

木
ヘ
ラ
を
入
れ
る
と
き
は
手
先
だ
け
の
勘
に
よ
る
も
の

で
、
内
樹
皮
や
形
成
層
を
痛
め
な
い
た
め
に
は
た
い

へ
ん
に
熟
練
を
要
し
神
経
を
使
う
作
業
で
す
。

樹
齢
一

0
0
年
以
上
の
檜
か
ら
八
1
1
0
年
周
期

で
何
度
で
も
採
取
で
き
ま
す
。
こ
う
し
て
定
期
的
に

皮
を
剥
い
だ
檜
は
、
虫
も
入
ら
な
い
た
め
木
の
肌
も

美
し
く
す
ば
ら
し
い
檜
森
林
を
つ
く
灯
だ
し
ま
す
。

原
皮
師
が
所
属
し
て
い
る
（
社
）
全
国
社
寺
等
屋
根

工
事
技
術
保
存
会
で
は
、
楡
皮
葺
•
こ
け
ら
葺
・
茅

齊
お
よ
び
檜
皮
採
取
原
皮
師
が
選
定
保
存
技
術
に
認

定
さ
れ
て
お
り
、
資
材
の
確
保
や
技
術
向
上
お
よ
び

後
継
者
養
成
に
全
力
を
注
い
で
お
り
、
今
ま
で
は
高

齢
化
、
後
継
者
不
足
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
が
現

在
で
は
、
檜
皮
採
取
原
皮
師
と
し
て
の
研
修
生
が
三

八
名
、
日
々
実
践
で
が
ん
ば
っ
て
お
り
、
年
間
ロ
一

葺
技
術
の

す
。
例
え
ば
、
小
学
生
に
な
る
と
子
ど
も
た
ち
は
、
夏

休
み
に
拍
子
木
を
た
た
い
て
「
火
の
用
心
」
と
大
き

な
声
で
夜
回
り
を
行
い
ま
す
。
ま
た
―
二
月
―
二
日

に
は
一
―
―
歳
の
子
ど
も
が
火
伏
せ
と
な
る
「
火
の
用

心
」
の
お
札
を
書
き
村
に
配
る
な
ど
、
小
さ
い
こ
ろ

か
ら
火
災
に
弱
い
茅
屋
根
を
守
る
こ
と
を
眩
厳
さ
せ
、

さ
ら
に
、
消
防
団
、
婦
入
消
防
隊
、
火
消
し
組
等
が

大
内
宿
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
の
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ

と

（
副
会
長

（
社
）
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会

0
0
時
間
の
研
修
を
行
い
、
着
実
に
成
果
が
出
て
き

て
お
り
ま
す
。

当
保
存
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
檜
皮
採
取
原
皮

師
養
成
研
修
の
ほ
か
に
屋
根
技
能
士
養
成
研
修
（
檜

皮
蓋
。
こ
け
ら
葺
）
と
茅
舜
師
養
成
研
修
な
ど
次
の

批
代
の
域
入
を
育
て
る
べ
く
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
技

術
の
保
存
f
後
継
者
養
成
に
励
む
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す

。

（

会

長

田

中

敬

二

）

大
内
宿
保
存
会

行
っ
て
い
ま
す
。
人
々
が
村
に
住
み
、
村
の
文
化
を

守
る
こ
と
が
、
茅
屋
根
や
大
内
宿
の
保
存
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

屋
根
葺
技
術
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
六
年

度
に
藍
備
し
た
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
セ
ン
タ
ー
を

拠
点
と
し
、
大
内
宿
の
屋
根
は
、
自
分
た
ち
の
手
で

守
ろ
う
と
、
私
を
は
じ
め
結
の
会
の
会
員
一
八
名
が
、

屋
根
齋
技
術
の
習
得
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
c

私
自

身
は
親
方
に
師
事
し
、
地
元
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関

東
地
方
等
を
中
心
に
屋
根
葺
に
出
か
け
修
行
に
励
ん

で
い
ま
す
が
、
私
を
除
く
多
く
の
会
員
は
、
昔
の
村

入
た
ち
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
大
内
の
屋
根
葺
替

の
と
き
に
職
人
の
間
に
入
り
生
活
技
術
の
一
っ
と
し

て
覚
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
村
の
青
年

た
ち
に
屋
根
葺
技
術
を
も
っ
と
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
に
青
年
会
と
合
同
で
水
車
小
屋
の
屋
根
葺
替
を
計

酉
し
て
い
ま
す
。
若
者
の
積
極
的
な
姿
勢
に
よ
り
村

で
は
、
七
軒
の
ト
タ
ン
屋
根
が
、
茅
齊
屋
根
に
変
わ

り
ま
し
た
。
今
後
も
っ
と
も
っ
と
屋
根
葺
替
に
取
り

組
む
姿
勢
を
強
め
れ
ば
、
大
内
宿
は
や
が
て
全
一
戸
茅

蓋
屋
根
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

承

桔皮採取養成研修査定会

檜皮採取1:根元にヘラを入れる

師

吉
村
徳
男
）

檜皮採取3:ぶり縄と呼はれる

道具を届い，上方へ登りながら槍皮採取2:ヘラを入れたとこ

皮を剥ぐ ろから上方に皮を剥ぎ上げる
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