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ど
れ
ほ
ど
機
械
化
が
進
ん
で
も
、
人
の
手
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
が
あ
り
ま
す
。

何
十
年
・
何
百
年
と
続
く
技
術
が
、
日
本
の
文
化
財
建
築
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

そ
の
技
は
「
檜ひ

わ
だ
ぶ
き

皮
葺
」。
丹
波
市
が
世
界
に
誇
る
、
伝
統
の
屋
根
葺
き
技
法
で
す
。

樹
齢
80
年
以
上
の
檜ひ

の
き

か
ら
樹
皮
を
剥
ぎ
、
屋
根
に
１
枚
１
枚
丁
寧
に
重
ね
、
優
美
で
力
強
い
曲
線
を
描
く
。

伝
統
の
技
術
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
奮
闘
す
る
職
人
の
姿
を
追
い
ま
し
た
。

古
来
か
ら
伝
わ
る
屋
根
葺
き
技
法

　

市
の
伝
統
工
芸
で
あ
る
檜
皮
葺
は
、
京
都
の
清
水

寺
や
長
野
の
善
光
寺
な
ど
、
主
に
全
国
の
国
宝
や
重

要
文
化
財
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
屋
根
葺
き
の
技
法
で

す
。
１
３
０
０
年
以
上
の
長
い
歴
史
が
あ
り
、
特
に

山
南
地
域
で
、
約
２
０
０
年
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
そ
の
技
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
光
沢
を
帯

び
た
こ
げ
茶
色
の
優
美
な
屋
根
は
、
日
本
の
文
化
財

建
造
物
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
湿
気
の
多
い
日
本
の

風
土
に
合
っ
た
自
然
素
材
の
屋
根
な
の
で
す
。

黒く
ろ
せ
が
わ

背
皮
の
産
地
・
丹
波
市

　

丹
波
地
方
の
山
々
で
採
取
さ
れ
る
檜
皮
は「
黒
背
皮
」

と
呼
ば
れ
、
丈
夫
で
し
な
や
か
な
性
質
が
、
全
国
各
地

で
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
都
の
あ
っ
た
京
都
に

優
美
さ
と
力
強
さ
と
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檜ひ

わ

だ

ぶ

き

皮
葺

近
い
土
地
柄
か
ら
、
国
内
を
代
表
す
る
伝
承
地
域
と
し

て
、
優
れ
た
職
人
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

職
人
に
よ
る
匠
の
技
で
挑
む

　　

檜
皮
葺
は
檜
の
皮
を
剥
ぐ
「
原も

と
か
わ
し

皮
師
」、
屋
根
を

葺
く
「
葺ふ

き

し師
」、
檜
皮
を
屋
根
に
と
め
る
た
め
の
竹

釘
を
作
る
「
竹た

け
く
ぎ
し

釘
師
」
と
い
う
３
つ
の
分
野
の
職
人

に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
市
内
で
檜
皮
に
携

わ
る
職
人
は
約
40
人
。
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
職
人
が
匠
の
技
で
挑
み
ま
す
。

竹釘

檜皮葺
主な作業工程

①檜から皮を
剥ぐ

②檜皮をさま
ざまな寸法に
整形する

③竹釘を使っ
て屋根を葺く

柏原八幡神社 本殿

①
②

③

高座神社 本殿

特
集
：
檜
皮
葺

特
集
：
檜
皮
葺

特
集
：
檜
皮
葺

市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ
市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ
市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ

市
長
コ
ラ
ム
ほ
か

情
報
ひ
ろ
ば

お
知
ら
せ
・
募
集
・
イ
ベ
ン
ト

情
報
ひ
ろ
ば

子
育
て
関
連
情
報

情
報
ひ
ろ
ば

相
談
・
コ
ラ
ム

図

書

館

健
康
生
活
は
ぴ
た
ん

戸
籍
の
ま
ど
ま
ち
と
ぴ
ケ
ン
ト
市
長
・
オ
ー

バ
ン
市
長
来
丹
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株式会社 村上社寺工芸社
村上英明さん

重
要
文
化
財
の
屋
根
を
葺
く

　　

檜ひ

わ

だ皮
の
採
取
か
ら
材
料
の
準
備
、
屋
根
を

葺
く
作
業
ま
で
を
一
連
で
請
け
負
う
の
が
山

南
町
上
久
下
地
域
で
創
業
し
た
村
上
社
寺
工

芸
社
で
す
。
14
人
の
職
人
が
年
間
３
～
５
カ

所
の
現
場
で
、
重
要
文
化
財
な
ど
の
補
修
に

当
た
り
ま
す
。
全
国
各
地
の
現
場
に
出
向
き
、

数
年
か
け
て
屋
根
を
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。

昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
方
法
で

　

屋
根
を
葺
く
の
に
必
要
な
道
具
は
と
て
も

少
な
く
、
主
に
「
屋
根
金か

な

」
と
呼
ば
れ
る
金

槌
と
、「
手ち

ょ
う
な斧
」
と
呼
ば
れ
る
お
の
を
使
い
ま

す
。
建
築
当
時
と
同
じ
方
法
で
、
成
形
さ
れ

た
檜
皮
を
屋
根
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
丁
寧
に

並
べ
、
口
に
含
ん
だ
「
竹
釘
」
を
１
本
ず
つ

取
り
出
し
て
打
ち
込
み
ま
す
。
屋
根
の
厚
み

が
10
㎝
ほ
ど
に
な
る
の
で
、
接
着
剤
な
ど
を

使
わ
な
く
て
も
、
30
～
40
年
は
そ
の
屋
根
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

伝統の技で屋根を美しく葺きあげる

1_ 並べた檜皮を竹
釘でとめる。曲線
部分は特に技術を
要する
2_ 使う道 具 は 屋
根金と手斧
3_ 何層にも積み重
ね、雨漏りを防ぐ

匠
の
技

１ ２ ３
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見
る
人
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
屋
根
を

　　

文
化
財
は
、
昔
の
形
を
忠
実
に
復
元
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
曲
線
の

美
し
さ
と
力
強
さ
の
両
面
を
備
え
て
い
る
こ

と
が
檜
皮
葺
の
特
長
で
す
。
こ
れ
ま
で
多
く

の
社
寺
の
屋
根
を
葺
い
て
き
ま
し
た
が
、
ど

ん
な
社
寺
で
も
、
下
か
ら
屋
根
を
眺
め
た
と

き
に
「
い
い
な
ぁ
」
と
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ

う
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

研
修
を
通
じ
て
技
術
を
伝
え
る

　

文
化
財
建
築
な
ど
の
屋
根
工
事
の
技
術
を

保
存
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
「
全
国
社
寺

等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
」
に
は
、
全
国
で

２
３
０
人
ほ
ど
が
加
入
し
、
研
修
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
一
度
伝
統
が
途
切
れ
て

し
ま
う
と
、
職
人
の
育
成
に
は
30
～
40
年
も

か
か
り
ま
す
。
職
人
が
よ
り
継
続
的
・
安
定

的
に
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

も
、
技
術
を
伝
え
な
が
ら
若
い
人
を
育
て
、

仕
事
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
地
域
ぐ
る
み
で
保
存
・
活
用
を

　

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
造
物
は
国
か

ら
の
依
頼
で
修
復
で
き
ま
す
が
、
修
復
費
用
が

か
さ
む
た
め
、
未
指
定
の
建
造
物
は
放
置
さ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
古
い
建
物
を
ど
の
よ

う
に
活
用
し
、
保
存
す
る
の
か
、
地
域
ぐ
る
み

で
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

株式会社 友井社寺
友井辰哉さん

京
都
・
清
水
寺
で
実
演
も

　　

１
８
６
１
年
に
創
業
し
た
友
井
社
寺
は
、

市
内
で
一
番
長
い
歴
史
の
あ
る
屋
根
工
事
業

者
で
す
。
檜
皮
葺
の
ほ
か
、
薄
い
板
で
葺
く

柿こ
け
ら

葺
や
茅
葺
な
ど
も
手
が
け
て
お
り
、
総
合

的
に
文
化
財
建
築
に
携
わ
り
ま
す
。
職
人
の

数
は
減
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
京
都
の
清
水

寺
で
実
演
を
す
る
な
ど
、
檜
皮
葺
の
技
術
を

広
め
る
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

熟
練
の
技
で
檜
皮
を
整
形

　　

檜
皮
で
屋
根
を
葺
く
た
め
に
は
、
採
取
し
た

原も
と
か
わ皮
を
一
定
の
厚
み
・
長
さ
の
台
形
に
整
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
複
数
の
檜
皮
を
重
ね
、
檜

皮
包
丁
の
先
で
コ
ツ
コ
ツ
と
た
た
い
て
上
下
の

皮
を
と
じ
、
１
枚
の
形
を
作
り
ま
す
。
一
見
簡

単
そ
う
に
見
え
ま
す
が
、
力
加
減
が
難
し
く
、

熟
練
の
域
に
達
す
る
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

檜皮葺の伝統技術を守り継ぐ

1_ 複数枚の檜皮を使
って、台形に整える　
2_ 檜皮葺で作られた
柏原藩陣屋跡の表御
殿玄関

4_ 葺き終えたば
かりのたつの市
の賀茂神社拝殿
5_ 枠 組 み には
令和元年度の補
修であるとわか
るように焼印を
押 す　6_ 滑 ら
かな曲線を描く ４ ５ ６

１ ２

特
集
：
檜
皮
葺

特
集
：
檜
皮
葺

特
集
：
檜
皮
葺

市
政
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シ
ュ
市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ
市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ

市
長
コ
ラ
ム
ほ
か
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募
集
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イ
ベ
ン
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ひ
ろ
ば

相
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コ
ラ
ム
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立
木
に
登
っ
て
皮
を
剥
ぐ

　　

立
木
か
ら
檜
の
樹
皮
を
剥
ぐ
職
人
を

「
原も

と
か
わ
し

皮
師
」
と
呼
び
ま
す
。
下
か
ら
木

べ
ら
で
め
く
り
上
げ
な
が
ら
皮
だ
け
を

剥
ぎ
取
っ
て
い
く
た
め
、
木
が
枯
れ
て

し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
振ぶ

り

縄
」
と
い
う
縄
を
木
に
か
け
、
バ
ラ
ン

ス
を
と
り
な
が
ら
、
時
に
は
20
ｍ
以
上

も
登
っ
て
檜
皮
を
採
取
し
ま
す
。

手
に
伝
わ
る
感
覚
を
大
切
に

　

檜ひ

わ

だ皮
は
樹
齢
80
年
以
上
の
木
で
、
10

年
に
１
回
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
10
年
後
も
剥
か
せ
て
も
ら
い
た
い

の
で
、
木
を
傷
つ
け
な
い
こ
と
を
第
一

に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
木
が

成
長
す
る
５
～
７
月
の
採
取
を
避
け
、

最
大
限
そ
の
木
を
生
か
せ
る
よ
う
木
の

状
態
を
観
察
し
、
木
べ
ら
か
ら
伝
わ
る

檜皮採取で文化財建築を支える

株式会社大野檜皮工業
大野浩二さん感

覚
を
大
切
に
剥
い
て
い
き
ま
す
。

選
定
保
存
技
術
保
持
者
に
認
定

　　

平
成
26
年
に
、
文
化
庁
か
ら
、
檜
皮

採
取
で
は
国
内
唯
一
の
選
定
保
存
技
術

保
持
者
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
檜
皮
葺

は
材
料
の
質
が
耐
久
年
数
に
大
き
く
影

響
し
ま
す
。
自
然
の
も
の
を
、
人
の
手

仕
事
で
ど
う
使
い
や
す
く
す
る
か
、
全

国
に
50
人
ほ
ど
い
る
原
皮
師
の
指
導
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

丹
波
産
の
「
黒く

ろ
せ
が
わ

背
皮
」
は
、
光
沢
と

粘
り
気
が
あ
り
、
耐
久
性
が
良
い
高
級

品
で
す
。
し
か
し
、
大
体
の
木
は
80
年

で
伐
採
さ
れ
る
た
め
、
木
を
残
し
て
も

ら
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
丹
波
市
の
職

人
が
日
本
の
文
化
財
建
築
を
支
え
て
い

る
と
い
う
自
負
を
持
っ
て
、
生
涯
現
役

を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

素
材
を
生
か
す
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有限会社 石塚商店
石塚直幸さん

国
内
唯
一
の
竹
釘
製
造

　　

屋
根
工
事
業
者
が
自
前
で
作
っ
て
い

た
檜
皮
葺
に
使
う
竹
釘
を
、
専
門
的
に
作

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
「
竹
釘
師
」
で
す
。

昔
は
数
軒
の
竹
釘
商
店
が
あ
り
ま
し
た

が
、
現
在
、
竹
釘
を
製
造
し
て
い
る
会
社

は
、
日
本
で
唯
一
こ
こ
だ
け
で
す
。
檜
皮

葺
で
は
、
一
坪
に
約
３
５
０
０
本
の
竹
釘

が
必
要
で
す
。
石
塚
商
店
で
は
、
全
国
か

ら
発
注
を
受
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
長
さ
の

竹
釘
を
製
造
し
て
い
ま
す
。

焙
煎
す
る
と
木
に
も
刺
さ
る
固
さ
に

　

繊
維
が
細
か
く
強
い
、
竹
の
皮
か
ら

２
～
３
mm
を
使
っ
て
竹
釘
を
作
り
ま
す
。

水
分
を
含
ん
だ
ま
ま
だ
と
折
れ
て
し
ま

う
の
で
、
乾
燥
さ
せ
て
、
最
後
に
大
鍋

で
炒
る
と
、
木
に
も
刺
さ
る
固
さ
に
な

り
、
長
持
ち
し
ま
す
。

　

竹
釘
の
寿
命
は
長
く
、
最
大
で
約
60

年
間
傷
み
ま
せ
ん
。
自
分
の
仕
事
が
長

く
残
る
の
で
、
立
派
な
建
物
に
使
わ
れ

て
い
る
の
を
見
る
と
、
身
が
引
き
締
ま

る
思
い
で
す
。

小
学
生
が
檜
皮
葺
を
体
験

　　

檜
皮
葺
の
関
係
者
は
、
25
年
ほ
ど
前

か
ら
、
地
元
の
上
久
下
小
学
校
の
４
～

６
年
生
に
、
檜
皮
葺
に
つ
い
て
の
授
業

を
し
て
い
ま
す
。
１
年
に
１
回
、
檜
皮

の
採
取
・
整
形
・
葺
き
の
中
か
ら
１
つ

の
工
程
を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

地
域
の
産
業
に
親
し
み
を
持
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。
ま
た
、
地
域

の
イ
ベ
ン
ト
や
、
市
内
外
の
講
演
会
に

も
積
極
的
に
参
加
し
、
檜
皮
葺
を
知
っ

て
も
ら
う
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

世
界
に
広
が
る
檜
皮
の
技

　　

来
年
秋
に
、
檜
皮
葺
な
ど
の
文
化
財

建
造
の
技
術
が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
見
通
し
で
す
。

茅
葺
は
外
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
檜
皮

葺
は
日
本
特
有
の
技
術
で
、
今
後
世
界

か
ら
の
注
目
度
も
高
ま
っ
て
い
く
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
ず
は
柏
原
八
幡
神
社
、高た

か
く
ら座
神
社
、

柏
原
藩
陣
屋
跡
な
ど
、
市
内
に
あ
る
す

ば
ら
し
い
文
化
財
を
見
に
来
て
く
だ
さ

い
。
日
本
の
伝
統
建
築
を
支
え
る
職
人

の
技
が
、
こ
ん
な
に
身
近
に
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