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For sustainable development of the traditional ecological knowledge of Kayaba, semi-natural grassland producing thatching material

KAYA-BA

屋根が葺きあがったあとの刈り込みに使う。
屋根はきれいに仕上げないと腐りも早い。
きれいに仕上げると雨の流れも早いから念
入りに刈り込んで仕上げる。軒先の刈り込
みにはハサミを逆さまに使って仕上げる。
うでの見せどころだ。

　

白
馬
村
神
城
地
区
に
あ
る
茅
葺
き
民
家
「
マ
ル
七
」
は
、
大

正
9
年
に
建
て
た
養
蚕
農
家
を
そ
の
ま
ま
に
昭
和
38
年
か
ら
民

宿
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
平
成
24
年
に
民
宿
と
し
て
の

営
業
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、
昔
と
変
わ
ら
ぬ
囲
炉
裏
が
訪
れ
る

者
を
暖
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

　

今
日
は
、
若
い
こ
ろ
に
民
宿
「
マ
ル
七
」
の
お
手
伝
い
を
さ

れ
て
い
た
松
澤
泰
子
さ
ん
が
、
春
の
郷
土
料
理
を
作
っ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
白
馬
、
小
谷
…
…
ア
ル
プ
ス
の
麓
の
村
々
で
は

春
は
山
菜
の
季
節
。
茅
場
に
春
を
告
げ
る
野
焼
き
の
日
に
お
訪

ね
し
ま
し
た
。

　
「
囲
炉
裏
で
焼
い
た
魚
は
骨
ま
で
柔
ら
か
く
な
る
か
ら
全
部

食
べ
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
笹
団
子
。
つ
な
ぎ
に
オ
ヤ
マ

ボ
ク
チ
を
使
っ
て
ま
す
。
こ
れ
は
エ
ゴ
海
苔
、
海
藻
を
洗
っ
て

晒
し
て
溶
か
し
て
固
め
た
も
の
。
行
事
の
時
に
は
い
つ
も
食
べ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
ご
み
、
う
ど
。
こ
う
い
う
山
で
採
れ
る

も
の
が
何
よ
り
の
ご
ち
そ
う
で
す
ね
」。

　

あ
と
２
年
で
築
百
年
に
な
る
茅
葺
き
民
家
。
囲
炉
裏
の
火
は

離
れ
て
い
て
も
あ
っ
た
か
く
、
自
然
と
話
も
弾
み
ま
す
。
囲
炉

裏
の
片
隅
に
、
お
守
り
の
丸
い
石
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ご

主
人
が
頑
な
に
守
っ
て
き
た
茅
葺
き
の
こ
の
家
に
は
、
目
に
見

え
な
い
神
様
が
生
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

［今回の調理担当者］

松澤泰子さん

発
刊

日
 ■

 2018
年

7
月

15
日

発
刊

　
発

　
行

 ■
 茅

場
研

究
チ

ー
ム

 代
表

／
廣

田
充

（
〒

305-8577 茨
城

県
つ

く
ば

市
天

王
台

１
−

１
−

１
 筑

波
大

学
生

命
環

境
系

 陸
域

生
態

学
研

究
室

） U
RL  http://w

w
w

.tee-hirotalab.com
/　

Tel &Fax  029-853-6855 (6681)　
E-m

ail  hirota@
biol.tsukuba.ac.jp　

発
行

所
 ■

 有
限

会
社

オ
フ

ィ
ス

エ
ム

（
長

野
市

上
千

歳
町

1137-2　
tel 026-219-2470　

fax 026-219-2472　
 http://o-em

u.net）　
編

集
／

寺
島

純
子

　
デ

ザ
イ

ン
／

庄
村

友
里

vol.1

こ
ご
み
の
お
ひ
た
し

野
沢
菜
古
漬
け

ひ
た
し
豆
・
黒
豆

う
ど
の
酢
味
噌
あ
え

ニ
ジ
マ
ス
塩
焼
き

山
菜
天
ぷ
ら

こ
し
あ
ぶ
ら
・
う
ど
・
タ
ラ
の
芽

笹
団
子

オ
ヤ
マ
ボ
ク
チ
の
つ
な
ぎ

よ
も
ぎ
餅

エ
ゴ



　

茅
葺
き
民
家
「
マ
ル
七
」
は
、
白
馬
村
神
城
地
区
の
元
養

蚕
農
家
で
、
大
正
9
年
（
一
九
一
九
）
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

２
０
１
４
年
11
月
22
日
の
神
城
断
層
地
震
で
は
、
蔵
の
壁
が

崩
れ
る
大
き
な
被
害
に
遭
い
ま
し
た
が
、
母
屋
は
無
事
に
持

ち
こ
た
え
ま
し
た
。

　

前
の
家
か
ら
移
さ
れ
た
囲
炉
裏
は
二
百
年
の
間
、
絶
や
す

こ
と
な
く
火
が
焚
か
れ
、
茅
葺
き
の
屋
根
や
家
族
の
支
え
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
八
代
目
の
馨
さ
ん
は
、
戦
争
か
ら
帰
っ
た

と
き
に
囲
炉
裏
端
か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
く
れ
た
母
や
祖
父

母
、
そ
し
て
そ
の
時
に
赤
々
と
燃
え
て
い
た
囲
炉
裏
の
火
が
今

も
忘
れ
ら
れ
な
い
そ
う
で
す
。
以
来
、
囲
炉
裏
の
火
は
消
え

る
こ
と
な
く
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

民
宿
と
し
て
た
く
さ
ん
の
お
客
様
を
迎
え
て
き
た
マ
ル
七

は
、
平
成
26
年
４
月
に
民
宿
と
し
て
の
営
業
を
終
了
し
ま

し
た
。

　

遠
く
ア
ル
プ
ス
を
望
む
神
城
の
集
落
に
溶
け
込
む
よ
う
に

た
た
ず
む
茅
葺
き
民
家
「
マ
ル
七
」。
四
季
の
移
ろ
い
が
特
別

美
し
く
見
え
る
の
も
、
風
土
と
共
に
生
き
続
け
る
茅
葺
き
屋

根
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

白馬村神城地区 マル七

茅
葺
民
家
探 訪1

　茅
か や ば

場と聞くと、皆さんはどのようなイメージを思い描きますか。
茅葺き職人さんや茅場の維持に関わっている方にとっては見慣れ
た光景でしょう。富山県の五箇山や岐阜県の白川郷に足を運んだ
ことがある方は、あの茅葺き屋根の材料を採る場所だろうと、す
ぐにピンとくるかもしれません。一方、江戸の城下町として栄え
た日本橋茅場町の街通りを思い描く方もいらっしゃるかもしれま
せん。このように、人によって様々な風景を想起させる茅場ですが、
茅場とは、いずれも茅（イネ科などの背丈の高い草の総称）の生
産や、流通に関わる場所を指します。あの東京のど真ん中の茅場
町も、かつては沼地で葦

あ し

や茅が生い茂る場所だったことにちなん
だ地名とのことです。
　まだ日本全体が茅に代表される持続的な農業資源を日常的
に使用していた頃、我々日本人にとって、茅場は普段から身
近にあり里山に住む当時の人々の生活の一部だったと思われます。
その証拠に、茅場でよくみかける草の多くは、和歌に登場したり
日本の伝統色の名前になっていたりと、我々日本人とは切っても
切れない関係にあります。そのためでしょうか、茅場や茅葺き屋
根がある風景を日本の原風景と捉える人も少なくないようです。
　しかし、我々日本人の暮らしー衣食住―が大きく変わり、持続
的な資源であるはずの茅の利用が減少し、その結果としてかつて
は日本各地でみられた茅場も減っていく一方です。
　そんななか、私たちは茅場に焦点をあてた研究プロジェクトを
立ち上げました。茅場に限ったことではないのですが、私たちの
身の回りの自然には、様々な働き・役割があります。古来から日
本人が手を加え利用してきた茅場には、茅を生み出す場としての
役割はもちろん、草原としても様々な役割があります。さらに、
茅を屋根の材料として利用している職人さん達が脈々と受け継い
で来た伝統的知識（伝統知）という素晴らしい財産まであります。
今日の日本から姿を消しつつある茅場の様々な働きや役割を明ら
かにしていきたい、この想いが私たちが研究プロジェクトを立ち
上げるきっかけでした。
　多くの方が茅場と聞いたときに、より具体的なイメージを思い
描けることを、茅場の働きや役割まで想像できることを目的とし
て研究を進めていきたいと考えています。

Contents

はまぐり涼子の茅葺き見聞録 ◆第一回

「茅葺職人突撃取材」の巻

【図解】 茅場の循環

かやば壁新聞 ［第一号］

茅葺き屋根の下で

●本研究は、JSPS科研費JP17KT0068の助成を受けたものです

特別インタビュー◆ 安藤邦廣

廣田　充 …………
井田秀行 …………
大塚俊之 …………
藤嶽暢英 …………
辻村真貴 …………
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人類が生き延びていくために

「草の循環」を選ぶ時代が
やってくる。
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「
と
り
あ
え
ず
職
人
さ
ん
に
会
お
う
」と
、

決
め
た
は
ま
ぐ
り

4

4

4

4

。
ま
ず
は
長
野
で
三
代

に
わ
た
っ
て
茅
葺
き
屋
根
を
手
掛
け
て
い

る
小
谷
屋
根
の
松
澤
さ
ん
を
訪
ね
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
取
材
場
所
は
極
寒
の
草
津

温
泉
！
冬
で
も
温
暖
な
湘
南
で
軟
弱
に

育
っ
た
は
ま
ぐ
り
は
、
家
に
あ
る
服
を
か

き
集
め
三
重
四
重
に
着
ぶ
く
れ
て
雪
の
群

馬
県
へ
。

　

目
的
の
光
泉
寺
へ
着
く
と
、
今
回
屋
根

を
葺
き
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
釈
迦
堂

に
小
谷
屋
根
の
社
長
、
松
澤
朋
典
さ
ん
が

待
っ
て
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　

二
十
五
歳
で
茅
葺
き
職
人
の
修
業
に

入
っ
た
朋
典
さ
ん
。
師
匠
で
あ
る
父
敬
夫

さ
ん
は
中
学
卒
業
後
か
ら
お
祖
父
さ
ん
と

一
緒
に
茅
葺
き
を
始
め
、
今
も
現
役
バ
リ

バ
リ
だ
そ
う
で
す
。

　

朋
典
さ
ん
が
猛
烈
に
茅
葺
き
を
学
び
始

め
た
の
は
、
小
谷
に
戻
っ
て
三
、四
年
後
の

こ
と
。
一
年
後
に
お
父
さ
ん
が
伊
勢
神
宮

の
遷
宮
に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
、
全
て
を

置
い
て
伊
勢
へ
。
父
に
代
わ
っ
て
一
人
前
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
と
か
。

　

朋
典
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
茅
葺
き
も
十
年

や
っ
て
一
人
前
。
そ
の
技
術
に
は
セ
ン
ス
も

必
要
だ
し
、
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
葺
き
方

は
様
々
な
の
で
、
日
本
各
地
か
ら
依
頼
が

来
る
朋
典
さ
ん
た
ち
職
人
さ
ん
に
と
っ
て
、

初
め
て
見
る
葺
き
方
も
構
造
も
あ
り
ま
す
。

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
技
術
と
経
験
が
必

要
と
さ
れ
る
職
人
の
世
界
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
小
谷
屋
根
さ
ん
の
活
動
を
通

し
て
、
職
人
の
技
と
多
様
な
日
本
の
屋
根

を
見
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

普段はミニシアター「シネスイッ
チ銀座」の映画感想イラストな
どを手掛ける鎌倉在住のイラス
トレーター。
日々を描く作品も多く、ネタは
映画、伝統文化、建物、食べ物
にまつわるものが多い。

はまぐり涼子

茅
葺
き
見
聞
録

は
ま
ぐ
り
涼
子
の

﹇
茅
葺
職
人
突
撃
取
材
﹈の
巻

第一回

街
中
で
見
か
け
る
機
会
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
寺
社
仏
閣
が
ほ
と
ん
ど
の
茅
葺
き
屋
根
。
こ

の
屋
根
作
り
に
関
わ
る
人
や
建
物
や
素
材
を
通
し
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
暮
ら
し
や
技
術

を
絵
と
文
で
お
伝
え
し
ま
す
。
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茅場の循環
日本人は弥生時代の昔から草を上手に利用し、文明を発
達させてきました。近代になって草を利用した文化は衰
退しましたが、地球温暖化や循環型社会の仕組みづくり
などの視点から、再び「草」が注目されるようになって
きました。

「カヤ」とはどんな植物？

カヤ（茅・萱）とは、茅葺屋根に使
われる草の総称で、ススキ、ヨシ、
チガヤ、オギなど、地域によってさ
まざまなカヤがあります。小谷の茅
場はチガヤです。

地下茎に養分をため込む多年草

イネ科の多年草は、秋に穂を実らせたあと、地下茎に養分を移動させて貯め込みま
す。すっかり枯れたころに地上部分を刈り取っても春には地下茎から新芽が出てき
ます。普通の植物では吸収できないリン酸アルミニウムを吸収するので、火山灰土
壌でも生育できます。

野菜作りに古カヤ

屋根を葺き替えるときに出る古カヤは、
とてもすぐれた畑の肥料にもなりました。
またマルチのように苗の周りに敷いたり、
最後には土に返っていく、捨てるところ
がひとつもない資源でもありました。

茅場と野焼き

現在ではカヤが生える草原の面積は27haと国土の1％にも満たない
状況ですが、100年前には日本全体で500ha（国土の10％）の草原
があったといわれています。
春先に行われる野焼きは、茅場が森林化しないように、また病気や害
虫の卵を焼くことで防ぐ目的もあります。小谷村では春の連休の前後
に野焼きが行われています。

微粒炭

茅葺き屋根

茅葺き屋根は、水をはじき、冬も暖かい特徴があります。囲炉裏があっ
たころは煙が屋根に上がって自然のコーティングとなり使うことで丈
夫になりました。屋根裏にはその年刈り取った茅を備蓄し乾燥させた
り、家の周りをカヤで囲って雪囲いにもしました。
乾燥させて細かく切り牛や馬の飼料としても使われました。

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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茅
場
は
、
人
の
住
居
に
欠
か
せ
な
い
材
料
を
作
り

出
す
た
め
の
草
原
で
、
古
く
か
ら
持
続
的
に
利
用
さ

れ
て
き
た
場
所
。
そ
れ
が
は
僕
の
中
で
は
と
て
も
新
鮮

で
、
こ
れ
は
面
白
い
！ 

と
思
い
ま
し
た
。
茅
場
を
残

し
た
い
気
持
ち
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
消

え
て
行
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
る
前
に
茅
場
が

持
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
働
き
や
機
能
を
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。
僕
は
生
態
系
の
炭
素
循
環
に
興
味
が
あ

り
ま
す
が
、
生
き
物
の
多
様
性
を
や
る
人
や
、
微
生

物
を
や
る
人
、
土
を
や
る
人
、
水
を
や
る
人
も
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
チ
ー
ム
に
な
っ
て
、
こ
の
茅
場

で
研
究
を
し
て
い
こ
う
よ
、
と
い
う
の
が
今
回
の
共
同

研
究
の
き
っ
か
け
で
す
。

世
界
的
に
見
直
さ
れ
る
草
の
可
能
性

　

い
ま
イ
ネ
科
の
植
物
の
可
能
性
が
世
界
中
で
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
土
地
改
良
に
、

ア
メ
リ
カ
で
は
バ
イ
オ
燃
料
の
材
料
（
バ
イ
オ
マ
ス

作
物
）
と
し
て
も
利
用
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
中
国

で
は
二
酸
化
炭
素
を
短
時
間
で
吸
収
す
る
草
原
を
利

用
し
た
実
験
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
森
林
だ
け
で
な

く
、
草
原
も
炭
素
吸
収
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
世
界
的
に
再
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

　

炭
素
吸
収
と
い
う
と
何
だ
か
大
き
な
目
的
過
ぎ
て

チ
ー
ム
「
茅
場
」
誕
生
の
経
緯

　

僕
は
炭
素
循
環
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
い
ま
、
森

林
が
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す
る
か
ら
木
を
植
え
よ
う

と
い
う
取
り
組
み
が
活
発
で
す
が
、
実
は
草
原
も
森

林
と
同
じ
く
ら
い
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て
い
る
こ
と

が
最
近
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
二
酸
化
炭
素

の
吸
収
量
を
含
め
て
草
原
の
働
き
を
き
ち
ん
と
評
価

し
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
僕
の
根
底
に
は

あ
る
ん
で
す
。

　

僕
は
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
草
原
で
研
究
し
て
い
ま
す

が
、
特
に
２
０
０
２
年
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
広
大
な

草
原
の
調
査
を
し
、
大
量
の
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て

い
る
こ
と
や
、
そ
の
大
部
分
を
土
に
蓄
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
日
本
の
草
原
に
注
目

し
て
み
る
と
、
草
原
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
、
炭
素

吸
収
量
は
き
ち
ん
と
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

り
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
調
査
地
を

探
し
て
い
た
と
き
に「
茅
場
」に
た
ど
り
着
い
た
の
で
す
。

ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
日
本

人
は
、
身
近
な
衣
食
住
に
お
い
て
も
草
原
を
う
ま
く

利
用
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
枯
れ
草
の
利
用
で
す
。

茅
場
で
は
、
枯
れ
草
を
刈
っ
て
乾
燥
さ
せ
た
あ
と
で

屋
根
材
に
し
ま
す
が
、〝
住
〟
だ
け
で
な
く
〝
食
〟
の

部
分
で
も
枯
れ
草
を
上
手
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
野

菜
作
り
で
枯
れ
草
を
土
に
す
き
込
む
方
法
は
、
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
農
地
改
良
方
法
の
一
つ
で
す
。

高
原
野
菜
で
有
名
な
上
田
市
菅
平
高
原
で
も
古
く
か

ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

筑
波
大
学
山
岳
科
学
セ
ン
タ
ー
菅
平
高
原
実
験
所

で
は
、
草
原
を
維
持
す
る
た
め
に
一
年
に
一
回
草
を

刈
り
取
り
、
草
は
地
元
の
農
家
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

「
持
続
的
な
利
用
」
が
叫
ば
れ
る
ず
っ
と
前
か
ら
、
日

本
の
草
原
で
は
そ
れ
を
実
現
し
て
い
た
ん
で
す
。
先

人
た
ち
の
自
然
を
う
ま
く
利
用
す
る
方
法
に
は
学
ぶ

べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
ね
。

　

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
茅
場
も
、
そ
の
自
然
の
仕
組
み

だ
け
で
な
く
、
茅
場
の
利
用
に
関
わ
る
全
て
の
価
値

を
再
発
見
で
き
れ
ば
、
茅
場
の
未
来
は
明
る
い
か
も

し
れ
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

職
人
の
「
伝
統
知
」
を
数
値
化
す
る

　

僕
は
、
植
物
が
吸
収
す
る
二
酸
化
炭
素
の
量
だ
け

で
な
く
、
有
機
物
の
量
や
質
に
も
興
味
が
あ
り
ま
す
。

有
機
物
と
は
基
本
的
に
は
植
物
が
生
き
る
た
め
に
作

り
出
す
も
の
で
、
す
ぐ
に
分
解
さ
れ
て
な
く
な
っ
て

し
ま
う
（
二
酸
化
炭
素
に
戻
る
）
も
の
も
あ
れ
ば
、

な
か
な
か
分
解
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
屋
根

材
と
し
て
茅
（
有
機
物
）
を
考
え
た
場
合
、
長
く
も

つ
茅
は
良
質
だ
と
判
断
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち

研
究
者
は
い
ろ
い
ろ
な
分
析
機
器
で
有
機
物
の
質
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
驚
い
た
こ
と
に
茅
葺
き

職
人
の
松
澤
さ
ん
た
ち
は
自
分
の
手
の
感
覚
だ
け
で

良
い
茅
か
悪
い
茅
か
わ
か
る
の
で
す
。
こ
れ
に
は
本

当
に
驚
き
ま
し
た
。
職
人
さ
ん
た
ち
が
素
手
で
触
る

だ
け
で
そ
の
質
ま
で
わ
か
る
と
い
う
知
恵
（
伝
統
知
）

の
科
学
的
裏
付
け
を
、
僕
た
ち
の
も
っ
て
い
る
分
析

技
術
や
知
識
で
数
値
化
し
て
い
き
た
い
。
例
え
ば
良

質
と
判
断
さ
れ
る
茅
に
は
ケ
イ
素
が
多
い
と
か
、
セ

ル
ロ
ー
ス
の
種
類
が
違
う
ん
だ
と
か
。
触
覚
で
判
断

す
る
職
人
さ
ん
の
特
別
な
技
を
数
字
で
裏
付
け
で
き

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

小
谷
の
茅
場
の
価
値
を
見
え
る
化

　

日
本
で
は
森
林
面
積
が
国
土
全
体
の
６
割
以
上
を

占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
森
林
の
大
部
分
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ

キ
な
ど
の
人
工
林
で
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
そ
の
大
部

分
は
管
理
が
行
き
届
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
根
底
に

は
、
現
代
の
日
本
人
が
森
林
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え

て
い
な
い
、と
い
う
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
国
民
に
、

も
っ
と
森
林
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
何
が
必

要
か
。
そ
の
一
つ
の
答
え
と
し
て
「
価
値
の
見
え
る
化
」

が
あ
る
。簡
単
に
言
う
と
、「
森
林
は
幾
ら
に
な
る
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
森
林
の
価
値
が
貨
幣
価
値

に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
そ
れ
が
高
額
だ
と
し
た
ら
、
国

民
の
森
林
に
対
す
る
考
え
方
が
が
ら
り
と
変
わ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
極
端
な
例
で
す
が
、
誰
も
が
納

得
で
き
る
「
価
値
の
見
え
る
化
」
は
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。
値
段
を
つ
け
に
く
い
自
然
の
価
値
を
数
値
化
す

る
の
は
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す

る
こ
と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

小
谷
の
茅
場
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
専
門
家
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
項
目
を
丁
寧
に
調
べ
て
い
き
、
そ
れ
を
み
ん

な
で
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
価
値
の
見
え
る
化
」

を
徐
々
に
進
め
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。（
談
）

廣田　充
千葉大学大学院自然科学研究科修士課程修了、
筑波大学大学院生命科学研究科博士課程（理学）
修了。2009 年より現職。日本生態学会、日本
陸水学会、国際陸水学会、日本森林学会所属。

草
原
の
働
き
を
評
価
し
、
職
人
さ
ん
の
伝
統
知
を
数
値
化
。

「
茅
場
」
の
価
値
を
科
学
的
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

筑
波
大
学
生
命
環
境
系 

陸
域
生
態
学
研
究
室
　
廣
田　

充

南米アンデス山脈の山岳
氷河後退域（ボリビア）で
の植生調査のようす

on the field

members
茅場研究チーム茅場研究チーム



KAYABAKAYABA 1213

里
山
の
暮
ら
し
を
数
値
化
し
た
い

　

僕
は
現
在
、
森
や
里
山
の
生
態
と
と
も
に
、
古
民

家
を
構
成
す
る
植
物
資
源
（
木
や
草
）
を
め
ぐ
る
伝

統
知
に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
。
研
究
分
野
と
し
て

は
畑
違
い
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
今
の
一

番
の
関
心
事
で
す
。

　

野
焼
き
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
茅

場
が
長
野
県
の
小
谷
村
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は

か
れ
こ
れ
10
年
ほ
ど
前
。
野
焼
き
の
現
場
を
見
て
以

来
、
茅
場
の
虜
と
な
り
ま
し
た
。
僕
が
明
ら
か
に
し

た
い
こ
と
は
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
茅

葺
き
屋
根
を
持
続
的
に
利
用
し
続
け
る
た
め
に
必
要

な
地
域
の
し
く
み
。
も
う
一
つ
は
、
良
質
の
茅
を
産

出
し
続
け
る
た
め
の
技
術
や
知
恵
に
つ
い
て
で
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
定
量
的
に
〝
見
え
る
化
〟
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
山
林
利
用
の
伝
統
知
に
関
す
る
記
載
は

多
い
け
れ
ど
、
実
際
に
そ
れ
を
再
現
す
る
と
な
る
と
、

な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
い

手
順
が
書
き
記
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
存
在
し
な

い
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
も
、
伝
統
知
と
は
本
来
、

世
代
間
の
伝
承
の
中
で
工
夫
や
改
善
が
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
で
進
化
し
続
け
る
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

昔
の
生
活
に
は
戻
れ
な
い
し
戻
る
必
要
も
な
い
け

れ
ど
、
日
常
に
お
い
て
自
然
と
の
関
わ
り
が
薄
れ
た
現

在
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
伝
統
知
を
き
ち
ん
と
体

系
化
し
て
お
き
た
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
昔
の
人
は
、
死
な
な
い
た
め
に
生
き
て
い
た
、

と
い
う
か
、
生
き
る
目
的
が
何
か
な
ん
て
考
え
る
暇

は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
も
豊
か
さ

や
喜
び
は
き
っ
と
あ
っ
た
は
ず
。
茅
葺
き
屋
根
に
も

お
よ
そ
実
用
的
と
は
思
え
な
い
装
飾
が
あ
る
よ
う
に
、

ゆ
と
り
の
な
い
暮
ら
し
の
中
で
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た

豊
か
さ
や
遊
び
心
が
あ
っ
た
り
し
て
、
生
き
る
喜
び

を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
な
。
そ
ん
な
昔

の
人
の
感
性
も
知
り
た
い
で
す
ね
。

古
民
家
を
調
べ
る

　

古
民
家
に
使
わ
れ
て
い
る
材
の
樹
種
を
調
べ
る
と
、

当
た
り
前
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
地
域
に
自

生
す
る
樹
木
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
う
い
う
部
分
を
単
に
、
昔
の
人
は
素
晴
ら
し
い
知

恵
を
持
っ
て
い
た
、
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
科
学

的
に
実
証
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕

は
、「
こ
れ
っ
て
す
べ
て
数
字
で
表
せ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
」と
考
え
そ
れ
を
実
践
す
る
の
が
楽
し
い
ん
で
す
。

同
時
に
重
要
な
の
は
、
伝
統
知
を
身
体
で
分
か
っ
て
い

る
方
々
に
お
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
。
現
場
の
、
あ
ら

ゆ
る
生
の
部
分
を
大
切
に
し
た
い
で
す
ね
。

　

里
山
で
の
調
査
研
究
の
面
白
さ
は
、
行
け
ば
必
ず

新
し
い
気
づ
き
や
発
見
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
ど
こ

か
懐
か
し
い
里
山
の
風
景
は
人
間
と
関
わ
り
合
い
な

が
ら
出
来
上
が
っ
て
き
た
も
の
。
こ
う
し
た
庶
民
の

暮
ら
し
の
歴
史
が
史
実
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と

は
ほ
ど
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
科
学
の
手
法
で

調
べ
、
残
し
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
。

自
然
と
人
の
つ
な
が
り
を
科
学
す
る

　

生
態
学
は
生
物
と
環
境
の
繋
が
り
を
調
べ
る
学
問

で
す
が
、僕
は
あ
え
て
そ
の
中
に
「
人
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
を
ど
っ
ぷ
り
入
れ
て
見
て
い
き
た
い
。
現
在
、

里
山
が
放
棄
さ
れ
、
そ
れ
が
原
因
で
鳥
獣
害
な
ど
が

増
大
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
里
山
を
保
全
す
る

た
め
に
お
金
を
投
入
し
て
手
入
れ
す
る
と
い
う
の
は

持
続
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
里
山
の
風
景
や
暮
ら
し
を
継
承
す
る
作

業
は
や
っ
て
い
く
べ
き
だ
し
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
べ
き

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

僕
ら
が
、
そ
の
こ
と
を
科
学
的
に
大
事
だ
と
言
え
る

よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
里

山
の
生
物
多
様
性
が
大
事
だ
か
ら
保
全
し
よ
う
で
は

な
く
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由
づ
け
が
あ
っ
て
「
里

山
は
活
用
し
て
な
ん
ぼ
！
」
と
い
う
説
得
力
の
あ
る

こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
。
そ
れ
が
僕
ら

の
使
命
か
な
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

  （
談
）

井田 秀行
専門は森林生態学。学術博士。学芸員（生物系）。
牡羊座の O 型。1996 年広島大学大学院生物圏
科学研究科修了、長野県自然保護研究所（現，
長野県環境保全研究所）研究員を経て 2000 年
より現職。

「
人
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ど
っ
ぷ
り
入
れ
て

自
然
と
人
の
つ
な
が
り
を
科
学
し
て
い
き
た
い
。

信
州
大
学
教
育
学
部 

准
教
授
　
井
田
秀
行古民家の部材の樹種を調べるための木片を採取する（長野県飯山市）

2018 年春、火入れの有無の効果をみるための防火処理区を設置する（小谷村「牧の入茅場」）

ブナの種子生産量を推
定するために設置した
トラップ（長野県木島
平村カヤの平）

on the field

members
茅場研究チーム茅場研究チーム
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畑
の
炭
素
は
上
の
植
物
が
全
部
も
っ
て
い
っ
て
し
ま

う
か
ら
１
０
０
年
経
つ
と
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
ス
ス
キ
草
原
と
い
う
の
は
炭
素
を
貯
め
る
能
力

が
高
い
。
菅
平
も
そ
う
で
す
が
、
飛
騨
高
山
の
サ
イ

ト
も
掘
っ
て
み
る
と
黒
ボ
ク
土
な
ん
で
す
。
理
由
は
ま

だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
分
縄
文
人
が
そ
こ
を
草
原

に
し
て
い
た
ら
し
い
。
縄
文
時
代
、
山
の
中
は
ほ
と
ん

ど
草
原
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
す
。

　

縄
文
人
は
草
原
化
し
て
狩
り
を
し
て
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
あ
る
い
は
、
焼
畑
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
僕
ら
が
研
究
し
て
い
る
標
高
１
５
０
０
ｍ
の
飛
騨

の
山
奥
は
、
今
で
も
人
が
行
け
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は

な
い
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
縄
文
人
が
住
ん
で
い
て
草
原

に
し
て
い
た
ら
し
い
。
デ
ー
タ
を
見
る
と
そ
う
と
し
か

解
釈
で
き
な
い
ん
で
す
。

　

縄
文
人
が
草
原
化
し
て
作
っ
て
い
た
土
と
い
う
の
が

今
の
時
代
に
な
っ
て
炭
素
を
蓄
え
る
能
力
に
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
結
論
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、

こ
う
い
う
草
原
と
い
う
の
は
生
態
系
と
し
て
は
重
要

な
役
割
が
あ
り
ま
す
。

京
都
議
定
書
は
出
た
が

CO2
の
収
支
が
わ
か
ら
な
い

　

僕
の
専
門
は
生
態
系
生
態
学
。
生
態
系
が
ど
の
く

縄
文
人
は
山
の
中
を
草
原
に
し
て
い
た
!?

　

僕
は
、
森
林
が
ど
の
く
ら
い
炭
素
を
吸
収
す
る
か

と
い
う
こ
と
を
調
査
研
究
し
て
い
ま
す
。
京
都
会
議

以
来
、
森
林
が
も
つ
CO2

吸
収
能
力
が
重
要
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
調
べ
ら
れ
て
き
て
い
な

か
っ
た
。

　

生
態
系
に
は
消
費
者
や
分
解
者
が
い
て
、
そ
れ
が

有
機
物
を
食
べ
て
CO2

を
出
し
ま
す
か
ら
、
ど
ち
ら
が

大
き
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
生
産
者
が
CO2

を

吸
収
す
る
と
有
機
物
に
な
る
。
木
が
大
き
く
な
っ
て

幹
が
太
く
な
っ
て
い
く
と
CO2
が
た
ま
っ
て
い
く
。
葉
っ

ぱ
が
落
ち
て
そ
れ
が
土
に
な
る
。
土
に
な
る
と
そ
こ
に

有
機
物
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

　

実
は
、
植
物
が
CO2

を
貯
め
る
と
同
時
に
土
も
貯
め

る
。
貯
め
る
場
所
が
二
つ
あ
っ
て
、
特
に
ス
ス
キ
草
原

と
い
う
の
は
土
に
貯
め
る
の
で
土
が
す
ご
く
肥
沃
に

な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
草
原
が
退
化
し
て
い
か
な
い
と

い
う
の
は
土
が
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

ら
い
炭
素
を
吸
収
し
て
い
る
か
評
価
し
て
い
ま
す
。

炭
素
循
環
と
言
い
ま
す
。
大
気
に
CO2
が
あ
っ
て
、
生

産
者
が
吸
収
す
る
。
吸
収
し
た
も
の
は
葉
が
土
に
落

ち
て
、
分
解
者
に
分
解
さ
れ
CO2

を
出
し
、
そ
れ
を
ま

た
生
産
者
が
吸
う
。
炭
素
が
循
環
し
て
生
態
系
を
動

か
し
て
い
る
。
炭
素
と
い
う
の
は
生
物
の
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
い
る
元
素
で
す
か
ら
、
炭
素
の
循
環
を
調
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
生
態
系
に
有
機
物
と

し
て
ど
れ
く
ら
い
貯
ま
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん

で
す
。

　

入
っ
て
く
る
CO2

と
出
て
い
く
CO2

の
収
支
と
し
て

こ
の
森
林
が
ど
の
く
ら
い
CO2

を
吸
収
す
る
か
と
い
う

と
こ
ろ
の
評
価
が
、
京
都
会
議
で
温
暖
化
防
止
の
た

め
の
目
標
数
値
が
決
ま
っ
た
と
き
に
、
必
要
に
な
っ

て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
意
外
な
こ
と
に
デ
ー

タ
が
な
か
っ
た
。
生
産
者
が
ど
れ
だ
け
CO2

を
吸
う
か

と
い
う
研
究
は
あ
る
の
に
、
出
て
く
る
部
分
の
数
値

が
な
い
の
で
、
全
体
と
し
て
ど
れ
だ
け
吸
収
し
て
い

る
か
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
れ
で
１
９
９
７
年
ぐ
ら
い
か
ら
世
界
中
の
森
林

で
実
測
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
研
究
を

飛
騨
高
山
の
山
奥
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
研
究

は
ほ
ぼ
日
本
で
は
初
め
て
の
も
の
で
、
僕
が
引
き
継

い
で
や
っ
て
い
ま
す
。

「
茅
場
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
明
か
す

　

も
と
も
と
僕
は
草
原
を
調
査
し
て
い
て
、
昔
、
焼

畑
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
に
焼
畑
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
新

潟
の
一
番
北
の
ほ
う
の
山
北
町
と
い
う
と
こ
ろ
で

は
、
非
常
に
面
白
い
農
業
が
あ
り
ま
す
。
ス
ギ
林
を

伐
採
し
た
後
を
焼
く
ん
で
す
。
そ
こ
に
カ
ブ
の
タ
ネ

を
蒔
く
。
そ
う
す
る
と
す
ご
く
美
味
し
い
カ
ブ
に
な

る
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

山
形
も
温
海
カ
ブ
と
い
う
赤
カ
ブ
が
あ
っ
て
、
そ

れ
も
同
じ
よ
う
に
育
て
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
そ
こ

の
焼
畑
で
や
る
と
す
ご
く
美
味
し
い
そ
う
。
焼
く
こ

と
に
よ
っ
て
土
の
環
境
が
変
わ
る
ん
で
す
ね
。
灰
が

一
つ
の
栄
養
に
な
る
の
で
。
焼
畑
は
日
本
の
文
化
と

し
て
は
非
常
に
面
白
い
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
縄
文
時
代

か
ら
続
い
て
い
る
文
化
だ
と
思
い
ま
す
。

　

草
原
と
し
て
維
持
し
て
い
く
に
は
焼
く
し
か
な

い
。
一
面
の
山
を
縄
文
人
が
刈
っ
て
い
る
と
は
思
え

な
い
で
す
か
ら
。

　

ま
た
、
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
に
は
ス
ス
キ
を

使
っ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
蚕
の
繭
を
作
ら
せ

る
部
屋
み
た
い
な
の
に
使
う
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

草
原
生
態
系
を
や
っ
て
い
た
の
で
森
林
を
伐
採
し

た
あ
と
に
生
え
て
く
る
ス
ス
キ
の
研
究
は
し
て
い
た

ん
で
す
が
、
20
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
炭
素
循
環
に
集
中

し
て
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
最
終
的
に
重
要
な
の
は

土
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ス
ス
キ
が
あ
る
こ
と
で
土
が
い
い
形
で
維
持
さ
れ

て
い
く
仕
組
み
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
で
な
い

と
何
百
年
も
生
態
系
は
維
持
で
き
な
い
。
肥
料
も
入

れ
な
い
で
何
百
年
も
生
態
系
を
維
持
す
る
と
い
う
の

は
、
そ
こ
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
。
根
っ
こ
の
重
要

性
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど

ね
。
そ
の
あ
た
り
が
「
カ
ギ
」
か
な
と
思
い
ま
す
。

（
談
）

大塚 俊之
千葉大学大学院自然科学研究科環境科学専攻博
士課程修了。2011 年「森林生態系の炭素循環」
で日本生態学会大島賞受賞。日本生態学会、日
本植生学会ほか所属。

解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
森
林
の
CO2
収
支
。

「
茅
場
」
の
生
態
系
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
明
か
し
た
い
。

岐
阜
大
学
流
域
圏
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

教
授
　
大
塚
俊
之

タイ東部のトラート川河口に位置するマングローブ林の調査に入る。深さ３m を越す土壌のサンプリングを行う。

岐阜県川の白山山麓に位置する大白川原生林での森林調査。
直径が 1.5m を超える巨大なミズナラの直径を測る。

on the field

members
茅場研究チーム茅場研究チーム
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今
回
、
長
野
県
小
谷
村
の
茅
場
を
研
究
調
査
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
大
学
生
の
時
に
仲
間

た
ち
と
京
都
の
美
山
町
の
山
奥
に
あ
る
茅
葺
き
の
古

民
家
を
借
り
て
、
自
分
た
ち
で
修
理
し
た
り
手
入
れ

を
し
て
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
回
り
ま
わ
っ

て
ま
た
茅
葺
き
に
関
わ
る
な
ん
て
、
人
生
は
不
思
議

だ
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

や
れ
ば
や
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
い
土
壌
の
世
界

　

僕
は
土
壌
化
学
が
専
門
で
す
が
、
う
ち
の
大
学
で

土
壌
学
の
研
究
室
が
あ
る
の
は
こ
こ
農
学
部
だ
け
で

す
し
、
掲
げ
て
い
る
看
板
は
あ
く
ま
で
も
土
壌
学
と

い
う
広
い
枠
で
す
。
兵
庫
県
内
で
い
っ
た
ら
土
壌
学

研
究
室
は
こ
こ
し
か
な
い
の
で
、「
土
に
関
す
る
何
で

も
屋
さ
ん
」
に
近
い
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

土
の
中
を
調
べ
る
に
は
、
土
を
掘
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
肉
体
労
働
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

土
の
中
は
あ
ま
り
に
も
わ
か
っ
て
な
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
る
。
土
壌
の
研
究
を
30
年
近
く
や
っ
て
い
ま

す
が
、
何
が
わ
か
っ
た
か
と
い
う
と
何
も
わ
か
ら
な

い
と
し
か
答
え
ら
れ
な
い
。
複
雑
系
な
ん
で
す
よ
ね
。

　
「
森
を
研
究
し
て
ま
す
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
、
森

そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
機
能
も
あ
れ
ば
、
森
の
中

の
木
が
一
本
一
本
も
っ
て
い
る
機
能
や
役
割
も
あ
る
。

「
焼
く
」
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
茅
場

　

我
々
は
、
炭
素
の
循
環
を
研
究
調
査
し
て
い
ま
す

が
、
た
だ
炭
素
の
出
入
り
を
調
べ
る
だ
け
で
な
く
別

の
価
値
が
加
わ
っ
た
場
合
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ

と
も
調
べ
て
い
ま
す
。
茅
場
は
焼
畑
農
業
も
含
め
て

「
焼
く
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

維
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
の
効
果
が
ど
こ

か
に
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
評
価
す
る
こ
と
が
僕

ら
の
や
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

茅
は
イ
ネ
科
で
す
が
、
イ
ネ
っ
て
面
白
い
ん
で
す
。

他
の
植
物
と
違
っ
て
、
ケ
イ
素
と
い
う
硬
い
成
分
が

入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
お
か
げ
で
茅
葺
屋
根
の

丈
夫
さ
が
で
き
る
。
同
じ
草
で
も
直
立
で
き
る
一
つ

の
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ

と
思
う
。
イ
ネ
は
実
を
と
る
こ
と
を
目
的
に
改
良
さ

れ
て
き
た
た
め
に
倒
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
野
生
の

ス
ス
キ
は
強
い
で
す
よ
ね
。
そ
こ
も
ま
た
茅
の
魅
力

だ
と
思
い
ま
す
。

様
々
な
生
き
物
が
い
る
し
ジ
ャ
ン
ル
は
実
に
幅
広
い
。

　

土
壌
も
同
じ
で
、
土
壌
の
な
か
に
は
微
生
物
も
い

る
し
根
っ
こ
や
鉱
物
も
あ
る
し
、
そ
れ
ら
が
色
々
絡
み

合
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
土
の
有
機
物

が
専
門
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
土
が
黒
ず
ん
で
い
る

の
は
土
の
有
機
物
の
影
響
な
ん
で
す
が
、
化
学
系
の
研

究
室
だ
っ
た
ら
物
質
で
あ
る
限
り
、
構
造
を
調
べ
て
示

す
の
が
一
般
的
な
や
り
方
で
、
僕
も
ど
ん
な
構
造
を
し

て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
勉
強
し
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
あ

ま
り
に
も
複
雑
で
今
の
技
術
で
は
説
明
で
き
な
い
。
け

ど
続
け
な
い
限
り
は
何
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
ち
ょ
っ

と
ず
つ
「
こ
ん
な
ん
か
な
」
と
や
っ
て
い
る
の
で
す
。

海
に
潜
り
、
森
を
掘
る
、
土
壌
化
学

　

土
か
ら
出
て
く
る
CO2

を
測
っ
て
い
て
も
、
す
ぐ
に

出
て
く
る
CO2
と
し
ば
ら
く
土
の
中
に
留
ま
っ
て
ジ
ワ
っ

と
出
て
く
る
CO2
が
あ
る
。
こ
の
ジ
ワ
っ
と
出
て
く
る
方

は
、
落
ち
葉
や
根
っ
こ
が
す
ぐ
に
分
解
さ
れ
ず
に
黒
色

や
茶
色
の
腐
植
物
質
に
な
る
と
い
う
遠
回
り
を
す
る

こ
と
で
，
長
い
間
土
壌
の
中
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

土
の
断
面
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）
を
見
て
、
茶
色
が
多

け
れ
ば
土
に
溜
ま
る
時
間
が
短
い
し
、
黒
が
多
け
れ

ば
長
く
、
量
も
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
木

を
伐
採
す
る
な
ど
条
件
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
身

が
違
っ
て
く
る
は
ず
な
ん
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
出
て

く
る
の
は
た
だ
の
CO2
で
す
か
ら
外
か
ら
見
て
も
分
別

で
き
な
い
で
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
土
の
中
で
何
が
起

こ
っ
て
い
る
か
を
調
べ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

寒
冷
帯
林
に
行
く
と
、
微
生
物
が
寒
さ
で
元
気
を

失
う
の
で
落
ち
葉
の
分
解
が
進
ま
ず
土
壌
に
溜
ま
る

量
が
増
え
ま
す
。
熱
帯
林
に
行
く
と
、
菌
も
あ
っ
た

か
い
と
元
気
な
の
で
、
落
ち
葉
を
ほ
ぼ
完
食
し
て
ほ
と

ん
ど
残
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
温
帯
で
は
ち
ょ
う

ど
中
間
で
す
。

　
つ
ま
り
土
壌
の
中
の
炭
素
は
熱
帯
の
方
が
薄
い
ん
で

す
ね
。
熱
帯
で
は
地
上
の
植
物
に
炭
素
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
地
下
に
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
が
寒
い
と
こ
ろ

に
行
く
と
、
落
ち
て
き
た
も
の
を
食
べ
る
菌
に
と
っ
て

は
食
べ
に
く
い
状
態
に
な
っ
て
る
。
ま
あ
、
体
調
不
良

で
す
。
体
調
不
良
な
の
で
あ
ま
り
食
欲
が
な
く
食
べ

な
い
。
好
き
な
も
の
は
ち
ょ
っ
と
食
べ
る
け
ど
、
残
る

量
は
た
く
さ
ん
な
の
で
土
の
中
に
食
べ
残
し
が
毎
年
溜

ま
っ
て
増
え
て
い
き
ま
す
。

　

温
暖
化
が
お
こ
っ
た
時
に
、
熱
帯
で
は
温
度
が
上
昇

し
た
か
ら
と
い
っ
て
食
べ
る
も
の
も
急
激
に
は
増
え
な

い
の
で
、溜
ま
る
炭
素
の
量
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
寒
い
地
域
で
は
、
暖
か
く
な
っ
て
菌
の
活
動

が
活
発
に
な
る
と
急
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら

一
気
に
発
散
す
る
CO2
が
増
え
る
。
つ
ま
り
寒
い
地
域
の

方
が
温
暖
化
の
影
響
は
強
く
受
け
る
の
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、僕
は
寒
い
と
こ
ろ
に
行
く
ん
で
す
。

僕
の
専
門
は
、
実
は
化
学
で
す
か
ら
現
場
か
ら
サ
ン
プ

ル
を
持
ち
帰
っ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と
研
究
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
土
を
掘
っ
た
り
水
汲
み
し
て
る
だ

け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。　
　
　
　
　
　
　
　

  （
談
）

藤嶽 暢英
神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了。
日本土壌肥料学会，日本腐植物質学会，日本分
析化学会，日本ペドロジー学会ほか所属

土
壌
の
中
は
未
知
の
領
域
。

茅
場
が
維
持
さ
れ
て
き
た
効
果
を
見
つ
け
出
し
た
い
。

神
戸
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科 

教
授
　
藤
嶽
暢
英

北 極圏ノルウェー・スバル
ヴァール諸島での土壌調査（北
緯 79 度東経 12 度；2017 年
7 月）。寒冷地での土壌炭素の
蓄積・分解・放出を探る。

第 58 次南極地域観測隊夏隊
隊員としての南極大陸での土
壌調査（南緯 69 度東経 39 度；
2017年1月）。高等植物のまっ
たく存在しない場所での土壌
生成を探る。

美しい土の姿
（2013 年 11月；長野県菅平高原，黒ボク
土土壌断面 0 〜 1m）

on the field

members
茅場研究チーム茅場研究チーム
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せ
ず
、
ず
っ
と
保
た
れ
て
し
ま
う
。
地
下
水
と
か
湧

水
を
採
取
し
て
、
そ
の
中
の
フ
ロ
ン
を
分
析
し
、
そ
の

濃
度
が
何
年
当
時
の
大
気
と
同
じ
か
を
み
れ
ば
、
地

下
水
に
入
っ
た
と
き
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
60
年

く
ら
い
前
ま
で
の
地
下
水
が
わ
か
り
ま
す
。

　

も
っ
と
古
い
水
の
年
代
を
測
る
た
め
に
は
、
炭
素

や
塩
素
の
放
射
性
同
位
体
（
炭
素
14
、
塩
素
16
）
な

ど
を
使
い
ま
す
。

　

日
本
は
地
質
が
若
く
、
変
動
帯
に
位
置
し
て
い
る

の
で
、
水
を
通
し
や
す
い
地
層
が
多
い
。
地
下
水
の

流
動
速
度
が
速
い
の
で
地
下
水
の
年
齢
が
比
較
的
若

い
ん
で
す
。
我
々
の
身
近
に
あ
る
名
水
な
ど
の
場
合

は
50
年
未
満
く
ら
い
の
水
が
多
い
の
で
、
そ
の
水
を

1
年
か
ら
数
年
く
ら
い
の
精
度
で
年
齢
を
決
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

我
々
が
知
り
た
い
の
は
、
水
は
ど
こ
か
ら
来
た
か

と
い
う
出
身
地
と
、
年
齢
と
、
ど
こ
を
通
っ
て
き
た

か
と
い
う
こ
と
。
出
身
・
経
歴
・
年
齢
を
調
べ
「
水

の
履
歴
書
を
作
る
」
と
い
う
の
が
水
文
学
で
す
。

見
え
な
い
地
下
水
を
見
た
い

　

た
と
え
ば
名
水
の
場
合
、
目
の
前
の
湧
出
し
て
い

る
と
こ
ろ
だ
け
を
保
全
す
る
の
で
は
意
味
が
な
く
て
、

結
局
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
を
調
べ
、
そ
の
根
元

水
の
履
歴
書
を
つ
く
る
仕
事

　

私
は
、
水す
い
も
ん
が
く

文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
を
や
っ

て
い
ま
す
。先
日
は
、日
本
の
名
水
を
切
り
口
に
し
て
、

地
下
水
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
、
何
年
か
け
て
く
る
か
、

ど
う
し
て
重
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
一
般
の
方
に

も
わ
か
る
よ
う
に
原
稿
に
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

名
水
と
い
う
我
々
の
身
近
な
水
も
、
水
文
学
の
研
究

対
象
で
す
。

　

一
般
的
に
水
の
違
い
は
見
た
目
で
は
わ
か
ら
な
い

け
れ
ど
、
水
の
中
の
特
定
の
成
分
に
色
を
付
け
て
測

れ
る
と
す
れ
ば
、
Ａ
と
Ｂ
は
違
う
水
な
ん
だ
な
と
い

う
の
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
基

本
に
な
っ
て
、
見
え
な
い
水
を
見
え
る
よ
う
に
し
て

い
く
と
い
う
の
が
ま
ず
基
本
な
ん
で
す
。

　

温
暖
化
ガ
ス
の
フ
ロ
ン
や
代
替
フ
ロ
ン
は
、
も
と
も

と
自
然
界
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
１
９
４
０
年
代
く

ら
い
か
ら
大
気
中
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
フ
ロ
ン
は
と

て
も
安
定
な
の
で
、
一
回
地
下
水
に
入
る
と
ほ
ぼ
変
化

を
守
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
、
福
島
原
発
か
ら
北
西
に
30
㎞
ぐ
ら
い

の
と
こ
ろ
で
、
事
故
直
後
か
ら
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
し

て
い
ま
す
。
湧
水
と
か
地
下
水
に
セ
シ
ウ
ム
が
出
な

い
こ
と
確
認
し
て
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
は
地
下
水
や

湧
水
の
年
代
が
短
い
も
の
だ
と
５
年
、
長
い
も
の
だ

と
20
年
超
え
る
。
セ
シ
ウ
ム
は
半
減
期
と
い
っ
て
減
っ

て
い
く
の
が
速
い
の
で
、
大
丈
夫
だ
と
は
思
い
な
が

ら
も
最
低
で
も
10
年
以
上
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
続
け

よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ひ
と
た
び
汚
染
が
起
き
れ
ば
、
今
は
湧
水
に
出
て

い
な
く
て
も
も
し
か
し
た
ら
10
年
後
に
出
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時

に
経
路
や
ど
こ
で
出
て
い
る
か
を
調
べ
れ
ば
「
そ
こ

は
ダ
メ
で
も
こ
っ
ち
は
大
丈
夫
で
す
」
と
い
う
話
も

で
き
る
。
目
に
見
え
な
い
地
下
水
の
動
き
を
化
学
的

な
方
法
を
使
っ
て
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い

う
の
が
我
々
の
仕
事
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

他
の
先
生
方
は
、
生
態
学
的
に
調
べ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
が
、
水
分
条
件
と
か
土
の
中
の
水
の
動
き
が

生
態
系
に
影
響
し
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
地
に
水

が
湧
き
出
し
て
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
ま
ず
は

流
域
の
湧
水
や
地
下
水
が
ど
れ
だ
け
の
年
代
で
動
い

て
い
る
の
か
、
と
い
う
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
た
、
い
く
つ
か
支
流
が
入
っ
て
い
た
の
で
、
主

な
植
生
が
違
う
場
所
で
、
年
齢
が
違
わ
な
い
の
か
、

経
路
や
水
の
動
き
が
違
い
と
し
て
現
れ
な
い
か
を
確

認
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
地
下
水
の
循
環
」
と

い
う
観
点
か
ら
茅
場
を
み
て
い
け
た
ら
面
白
い
か
な

と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

多
様
な
地
下
水
の
あ
り
方

　

日
本
の
水
は
ピ
ュ
ア
で
と
て
も
い
い
水
だ
、
と
誰

も
が
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
水
と
い
う

の
は
人
間
の
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
国

が
変
わ
れ
ば
水
も
変
わ
る
し
、
考
え
方
も
変
わ
り
ま

す
。
水
に
カ
ル
シ
ウ
ム
分
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い

る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
研
究
者
か
ら
「
お
前
ら
そ
ん
な
水

を
飲
ん
で
て
栄
養
足
り
な
い
だ
ろ
、
ミ
ネ
ラ
ル
分
足

り
な
い
、
健
康
に
悪
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
日
本
人
は
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
水
か
ら
摂
る
と
い

う
考
え
が
な
い
し
、
カ
ル
シ
ウ
ム
は
そ
も
そ
も
足
り

な
い
傾
向
が
あ
る
。
で
も
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
、
カ

ル
シ
ウ
ム
分
は
水
か
ら
普
通
に
と
れ
る
ん
で
す
よ
。

　

日
本
の
常
識
が
世
界
中
ど
こ
で
も
通
用
す
る
常
識

じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
と
い
う
の
は
そ
の
時
に
強
く
思
い

ま
し
た
。
今
回
、
小
谷
の
水
を
調
べ
な
が
ら
何
が
見

え
て
く
る
の
か
、
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
、な
に
も
見
え
て
ま
せ
ん
け
ど
。（
笑
）　　

 （
談
）

目
に
見
え
な
い
地
下
水
の
循
環
か
ら

ど
ん
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
、楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

筑
波
大
学
生
命
環
境
系 

教
授
　
辻
村
真
貴

河川の流速と断面積を測定している様子。流速に断面積を掛け合わせることにより、
河川の流量を求める（福井県大野市にて）。

観測用の井戸から地下
水を採取している様子。
採取されたサンプルは、
溶存成分や同位体、溶
存フロンガス等の分析に
供される。

水に含まれる溶存成分の分析風景。カルシウムやマ
グネシウム等のミネラルがどの程度含まれているかに
よって、水の履歴が見えてくる。

on the field

members
茅場研究チーム茅場研究チーム

辻村 真貴
筑波大学大学院博士課程地球科学研究科地理
学・水文学専攻単位取得。2008 年水文・水資
源学会論文賞受賞。水文・水資源学会、日本水
文科学会、日本地下水学会ほか所属。
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こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
ヒ
ダ
、
山
や
谷
だ
っ
た
り
す
る
所
が
波

を
返
し
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
の
民
族
の
故
郷
で
す
。
大
き
な
文
明
が
届

か
な
い
と
こ
ろ
が
必
ず
あ
る
。
届
く
と
こ
ろ
と
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、

と
い
う
多
様
性
が
日
本
列
島
に
綾
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
が
面
白

い
。
そ
の
綾
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
私
が
思
っ
た
よ
り
ず
っ
と
根
深
い
。
そ

こ
に
な
に
か
希
望
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

カ
ヤ
、
ヨ
シ
、
カ
リ
ヤ
ス
と
い
う
の
は
イ
ネ
科
の
多
年
草
で
す
。
そ
の

生
命
力
や
生
産
力
の
高
さ
は
元
を
た
ど
れ
ば
弥
生
文
化
。
樹
木
を
主
体
と

し
て
い
た
縄
文
時
代
の
生
活
を
草
に
代
え
た
途
端
に
人
口
が
何
十
倍
に
も

な
っ
て
い
る
。
百
倍
の
生
産
力
に
な
っ
た
の
は
草
の
生
産
力
で
す
。
そ
し
て

草
は
繊
維
で
す
。
人
類
の
生
活
文
化
は
衣
食
住
で
す
が
、
衣
と
食
と
い
う

の
は
イ
ネ
科
の
多
年
草
に
よ
っ
て
革
命
が
お
き
た
。
そ
れ
で
縄
文
時
代
の

百
倍
の
生
産
力
を
得
た
ん
で
す
。

　

縄
文
時
代
の
人
口
は
30
万
人
で
江
戸
時
代
は
３
０
０
０
万
人
。
そ
の
間
、

日
本
列
島
は
他
か
ら
の
資
源
は
な
く
、
お
お
む
ね
国
内
で
の
循
環
で
し
た
。

そ
の
あ
と
に
石
油
や
ら
石
炭
が
入
っ
て
き
て
は
い
ま
す
が
。

　

イ
ネ
科
の
植
物
は
最
高
の
肥
料
で
あ
り
、
そ
れ
が
農
業
生
産
の
基
本
だ
っ

た
ん
で
す
。
今
の
生
産
力
の
も
と
は
、
エ
ン
ジ
ン
を
動
か
す
石
油
で
す
が
、

昔
は
牛
馬
で
し
た
。
そ
の
牛
馬
は
主
に
草
を
食
べ
る
。
だ
か
ら
、
草
に
よ
っ

て
運
搬
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
交
通
、
農
耕
の
力
は
全
部
草
の
力

で
す
。
肥
料
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
優
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
肥
料
よ
り
も
流
通

の
パ
ワ
ー
の
方
が
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
で
し
ょ
う
、
隠
れ
て
い
る
け
ど
。
牛

馬
の
一
馬
力
と
い
う
エ
ン
ジ
ン
が
草
だ
け
で
作
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
。

　

要
す
る
に
全
て
な
ん
で
す
よ
。
繊
維
の
力
は
す
ご
い
。
縄
が
な
か
っ
た

ら
家
は
作
れ
な
い
し
、
物
が
運
べ
な
い
、
船
も
舫
え
な
い
、
何
も
で
き
な
い
。

言
っ
て
し
ま
え
ば
繊
維
こ
そ
が
資
源
な
ん
だ
ね
。
そ
れ
が
人
類
の
生
活
を

格
段
に
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
。
糸
も
綯
っ
て
で
き
て
い
る
し
。
麻
な
ど
も
。

信
濃
の
国
は
麻
の
最
大
の
産
地
で
し
ょ
。
そ
れ
で
経
済
が
ゆ
る
ぎ
な
か
っ

た
わ
け
で
す
よ
ね
。

少
な
い
資
源
で
最
大
の
も
の
を
得
る
「
草
の
経
済
」

　

上
杉
謙
信
が
な
ぜ
あ
れ
だ
け
の
、
天
下
を
取
れ
る
ぐ
ら
い
の
経
済
力
が

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
麻
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
越
後
上
布
な
ど
は
み

ん
な
麻
。
上
布
は
麻
の
繊
維
だ
か
ら
。
弥
生
の
こ
ろ
も
稲
作
と
同
時
に
麻

を
つ
く
っ
て
い
た
し
、
麻
を
支
配
し
た
も
の
は
天
下
を
取
っ
た
ん
で
す
よ
。

草
に
は
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
森
林
資
源
は
大
事
だ
け
ど
、
衣
食
住

を
支
え
る
の
は
繊
維
、
麻
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
生
活
用
品
は
大
体
ま
か
な

え
る
。
畳
も
ワ
ラ
の
塊
で
す
か
ら
ね
。
土
壁
の
中
身
も
ワ
ラ
。
着
て
い
る

も
の
や
寝
具
ま
で
全
部
ワ
ラ
で
す
。

　

昔
は
ワ
ラ
の
靴
も
あ
り
ま
し
た
。
わ
ら
の
中
は
空
洞
だ
か
ら
保
温
性
が

と
て
も
高
い
。ワ
ラ
で
な
か
っ
た
ら
凍
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
水
も
弾
く
し
、

濡
れ
て
も
断
熱
性
が
い
い
。
こ
れ
か
ら
ま
た
、
新
し
い
草
の
時
代
が
来
ま

す
よ
。

　

日
本
の
先
行
き
を
考
え
た
場
合
、
石
油
が
終
わ
っ
た
あ
と
原
子
力
で
は

無
理
が
あ
る
で
し
ょ
う
。こ
ん
な
島
国
で
は
ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
。そ
の
点
、

草
は
毎
年
生
え
る
し
、
持
続
可
能
で
す
。
木
は
30
年
は
か
か
る
し
ね
。
草

は
一
年
で
間
欠
的
に
循
環
し
て
同
じ
も
の
が
毎
年
取
れ
る
。
こ
ん
な
素
晴

ら
し
い
植
物
は
な
い
で
す
よ
。

　

た
だ
、
い
ろ
ん
な
人
が
そ
れ
に
目
を
向
け
て
い
な
い
し
、
関
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
ね
。
草
の
力
に
懸
け
て
生
活
を
し
よ
う
と
い
う
人
は
あ
ま
り
い
な
い
。

人
類
が
生
き
延
び
て
い
く
た
め
に

「
草
の
循
環
」
を
選
ぶ
時
代
が
や
っ
て
く
る
。

一
般
社
団
法
人
　
日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
代
表
理
事
　
安
藤
邦
廣

イ
ネ
科
の
多
年
草
が
生
活
に
革
命
を
も
た
ら
し
た

　

私
が
『
茅
葺
き
の
民
俗
学
』
を
出
版
し
た
の
は
１
９
８
３
年
。
も
う
か

れ
こ
れ
35
年
に
な
り
ま
す
。

　

圧
倒
的
に
茅
葺
き
民
家
の
数
は
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
山
奥
で
は

状
況
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
意
外
と
あ
り
ま
す
。
一
番
深
い
と
こ
ろ

で
は
小
谷
村
の
真
木
集
落
や
、山
形
や
秋
田
の
山
深
い
と
こ
ろ
で
す
。
当
時
、

あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
る
と
思
っ
て
、こ
の
本
を
書
き
ま
し
た
。10
年
た
っ

た
ら
壊
滅
す
る
ぐ
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
し
た
。
都
市
化
や
近
代
化
の
波
は

も
の
す
ご
く
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
35
年
た
っ
て
、
そ
の
波
は
強
い
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
行
き
届
か
な
い
奥
深
い
ヒ
ダ
が
日
本
列
島
に
は
あ
る
と
い
う刈った茅を「雪囲い」として建物を保護しながら、春先まで乾燥させる
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農
家
だ
っ
て
、
草
の
力
は
あ
て
に
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
牛
は
飼

わ
な
い
、
肥
料
は
化
学
肥
料
、
家
に
帰
っ
た
ら
畳
の
部
屋
が
な
か
っ
た
り
。

草
の
力
か
ら
離
れ
て
い
る
時
に
草
の
力
を
復
活
と
い
う
の
は
難
し
い
。
み

ん
な
の
関
心
と
気
持
ち
が
そ
こ
へ
向
か
な
い
限
り
は
。
知
恵
も
出
な
い
し
、

協
力
も
得
ら
れ
な
い
。

　

長
い
目
で
見
る
と
利
益
は
出
る
で
し
ょ
う
が
、
簡
単
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

草
の
力
を
活
か
す
に
は
、
段
階
的
に
何
度
も
使
い
回
さ
な
い
と
い
け
な
い

か
ら
、
あ
る
一
部
分
だ
け
を
と
っ
て
儲
か
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

屋
根
を
茅
葺
で
葺
い
て
も
儲
か
ら
な
い
し
、
肥
料
も
堆
肥
だ
け
作
っ
て
い

て
も
儲
か
ら
な
い
。
全
部
効
率
は
悪
い
。
で
も
何
回
か
使
い
回
し
て
最
終

的
に
肥
料
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
ま
た
再
生
さ
れ
る
と
い
う
全

体
を
仕
組
ん
だ
ら
初
め
て
効
率
が
回
っ
て
く
る
。
今
は
断
片
的
に
し
か
で

き
な
い
時
代
な
の
で
、
ど
れ
を
取
っ
て
も
効
率
が
悪
く
て
、
た
い
し
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
ど
、
た
い
し
た
も
の
が
な
い

の
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
と
、
も
の
す
ご
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
草
の
力
で
す
。

　

全
体
像
を
描
い
て
再
現
し
な
い
限
り
、
回
ら
な
い
し
、
経
済
的
に
も
う

ま
く
い
か
な
い
。
最
終
的
に
は
そ
れ
が
回
っ
た
ら
大
き
な
経
済
性
に
な
る

は
ず
で
す
。
少
な
い
資
源
で
最
大
の
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
間

違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
茅
葺
き
」
は
貧
し
さ
の
象
徴
で
は
な
い

　

私
は
民
家
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
建
築
関
係
者
は
カ
ヤ
を
建
築

の
材
料
と
し
か
み
て
い
ま
せ
ん
。
建
築
の
材
料
と
し
て
み
た
ら
、
こ
ん
な

効
率
が
悪
く
て
、始
末
が
悪
い
も
の
は
な
い
。
燃
え
や
す
く
て
腐
り
や
す
く
、

ク
ズ
屋
根
と
呼
ば
れ
て
い
た
く
ら
い
で
す
。
け
れ
ど
、
肥
料
と
し
て
み
た

ら
宝
で
し
ょ
う
。
で
も
、
建
築
を
や
る
人
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
貧
し
い

屋
根
と
し
か
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
カ
ヤ
と
い
う
の
は
山
の
水
を
育
み
、
山
菜
を
産
む
草
原
の
最
後

の
枯
れ
草
を
利
用
し
て
い
る
、
後
利
用
で
あ
り
、
そ
こ
で
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
す
。
山
で
た
く
さ
ん
の
昆
虫
が
育
ち
、
野
鳥
を
守
り
、

そ
う
い
う
中
か
ら
色
々
な
も
の
を
い
た
だ
い
た
草
の
、
枯
れ
草
を
い
た
だ
い

て
、
最
後
に
畑
に
行
っ
た
ら
も
の
す
ご
い
恵
み
と
な
っ
て
人
間
に
返
っ
て
く

る
。
少
な
く
と
も
三
回
は
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
ク
ズ
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
こ
と
は
、

最
初
は
私
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
日
本
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
茅
葺
き
が

な
ぜ
い
っ
ぺ
ん
に
な
く
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
近
代
化
』
な
ど

と
誰
で
も
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
も
自
分
で
は
納
得
で
き
な
い
し
、
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
日
本
中
が
み
ん
な
茅
葺
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
か

特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
。
貧
乏
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で

す
よ
。
貧
し
さ
の
象
徴
で
、近
代
か
ら
遅
れ
た
た
め
に
山
奥
に
残
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
見
方
は
、
建
築
材
料
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
資
源
の
循
環
の
一
段
階
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
、
こ

の
草
を
使
っ
て
い
た
必
然
性
と
豊
か
さ
を
初
め
て
理
解
で
き
る
の
で
す
。

有
機
野
菜
を
育
て
る
ケ
イ
素
の
力

　

イ
ネ
科
の
植
物
に
は
色
ん
な
パ
ワ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、
中
心
に
な
る
の

が
ケ
イ
素
で
す
。
動
物
は
カ
ル
シ
ウ
ム
で
骨
を
作
っ
て
い
ま
す
が
、
草
は
ケ

イ
素
で
骨
を
作
っ
て
い
る
。
ア
ル
カ
リ
性
だ
か
ら
土
壌
改
良
に
も
な
っ
て
い

ま
す
が
、
ケ
イ
素
が
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
丈
夫
に
育
つ
。
最
近
だ

と
有
機
野
菜
は
ケ
イ
素
の
力
な
ん
で
す
。
例
え
ば
阿
蘇
山
の
外
輪
山
の
盆

地
は
大
草
原
な
ん
で
す
が
、
そ
こ
は
素
晴
ら
し
い
野
菜
の
産
地
で
す
。

　

火
山
灰
が
も
と
も
と
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は
徐
々
に
な
く
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
を
草
で
補
っ
て
い
る
ん
で
す
。
外
輪
山
の
茅
を
全
部
刈
っ
た
ら
畑
に

鋤
き
込
む
。
そ
う
す
る
と
根
菜
類
が
も
の
す
ご
く
よ
く
育
つ
。
ト
マ
ト
な

ん
て
と
て
も
お
い
し
い
ん
で
す
。
通
気
性
と
通
水
性
が
よ
く
な
る
。
そ
う

す
る
と
野
菜
は
病
気
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。

窒
素
や
リ
ン
を
与
え
れ
ば
野
菜
が
育
つ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り

根
を
健
康
に
し
て
体
を
丈
夫
に
す
れ
ば
、
自
然
に
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
水

で
美
味
し
い
も
の
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
有
機
肥
料
が
や
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
阿
蘇
の
野
菜
は
ブ
ラ
ン
ド
に
な
り
高
値
で
す
が
、
そ
う
い
う
理

由
も
あ
る
の
で
す
。

　

山
の
人
た
ち
は
刈
っ
た
茅
を
家
の
周
り
の
壁
に
立
て
か
け
て
雪
囲
い
に

し
、
屋
根
を
葺
き
替
え
た
と
き
に
外
し
た
古
茅
は
畑
の
肥
料
に
し
ま
し
た
。

三
回
活
用
し
て
い
た
ん
で
す
。

人
口
減
少
社
会
で
見
直
さ
れ
る
草
の
循
環

　

こ
れ
か
ら
将
来
、
部
分
的
に
で
も
草
の
循
環
が
戻
る
よ
う
に
な
れ
ば
い

い
で
す
ね
。
今
か
ら
50
年
前
ま
で
は
、
日
本
列
島
の
３
０
０
０
万
人
は
カ

ヤ
の
循
環
で
生
き
て
き
ま
し
た
。
今
の
人
口
を
３
０
０
０
万
に
落
と
す
の

は
無
理
で
す
が
、
８
０
０
０
万
く
ら
い
に
な
っ
て
く
る
と
３
０
０
０
万
人

を
支
え
る
技
術
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
今
ま
で
は
１
億
人
を
支
え
る
技

術
を
目
指
し
て
き
た
か
ら
カ
ヤ
は
役
に
立
た
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
け
ど
、

古茅は細かくして畑の肥料にする。美味しい野菜を育て、最後は土に還る
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人
口
減
少
社
会
に
な
っ
て
、
こ
れ
が
も
し
６
０
０
０
万
に
な
っ
た
時
に
、

３
０
０
０
万
を
支
え
る
こ
と
は
半
分
を
支
え
る
こ
と
だ
か
ら
、
相
対
的
に

草
の
力
は
再
評
価
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
侮
れ
な
い
で
す
ね
。

　

こ
の
暮
ら
し
方
で
生
き
延
び
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
選
択
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
が
い
ず
れ
来
る
。
そ
の
局
面
が
来
な
い
と
、
な
か
な
か
み

ん
な
に
茅
葺
き
が
い
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
思
う
。
そ
れ
ま
で
は
、
理

屈
と
か
自
分
の
信
念
と
か
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
選
ぶ
人
た
ち
が
そ
れ
を

支
え
て
、
少
な
く
て
も
い
い
か
ら
そ
の
循
環
を
回
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ

と
が
、
い
ま
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
そ
れ
が
相

対
的
に
大
き
く
な
る
の
は
先
を
み
れ
ば
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

茅
葺
き
だ
け
で
世
の
中
良
く
な
る
か
と
い
と
そ
う
で
は
な
く
、
も
っ
と

い
ろ
ん
な
小
さ
な
技
術
が
多
様
化
さ
れ
た
中
に
、
石
油
な
ど
も
残
っ
て
い

く
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
使
い
分
け
と
役
割
分
担
が
い
ず
れ
選
択
さ
れ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
中
の
重
要
な
選
択
肢
と
し
て
茅
葺
き
・
草
の
循
環
の
生

活
と
い
う
の
は
、
間
違
い
な
く
日
本
を
支
え
る
大
き
な
柱
に
な
っ
て
い
く

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
研
究
を
し
て
い
る
し
、
そ
う
い
う
研
究
者
も

増
え
て
い
ま
す
。
日
本
人
に
は
、
そ
う
い
う
研
究
者
が
い
る
と
い
う
こ
と

が
救
い
で
す
。

草
原
の
王
者
で
あ
る
理
由
と
は

　

草
の
も
っ
て
い
る
力
と
い
う
の
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
茅
場
の
ス
ス
キ
は

何
年
生
き
て
い
る
か
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
多
年
草
で
毎
年
生

え
て
根
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
刈
り
払
っ
て
も
火
入
れ
を
し

て
も
生
き
延
び
て
毎
年
再
生
さ
せ
て
い
る
。
窒
素
が
栄
養
分
で
、
地
中
か

ら
は
ケ
イ
素
、
空
中
か
ら
は
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て
立
派
な
草
に
な
っ

　

昔
は
村
役
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
の
建
物
は
、
明

治
の
初
め
に
建
造
さ
れ
た
茅
葺
き
屋
根
・
入
母
屋
造
り
。
現

役
の
こ
ろ
か
ら
日
本
で
も
珍
し
い
茅
葺
き
の
役
場
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
、
郷
土
資
料
館
と
し
て
、
村

の
民
俗
資
料
・
考
古
学
資
料
・
歴
史
資
料
等
が
多
数
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
意
味
で
、
小
谷
村
の
茅
葺
き
屋
根
の
シ
ン
ボ
ル
と

も
い
う
べ
き
建
物
の
全
面
的
な
屋
根
葺
き
替
え
工
事
が
始

ま
り
ま
し
た
。
こ
の
様
子
を
記
録
す
べ
く
、
た
だ
い
ま
努
力

中
で
す
。
ご
期
待
を
。

物
の
よ
う
な
火
を
何
気
な
く
操
る
み

な
さ
ん
の
技
術
の
伝
承
が
素
晴
ら
し

か
っ
た
で
す
。

　

８
時
ご
ろ
始
ま
っ
た
作
業
は
午
前
中

に
終
了
。
最
後
は
消
防
が
川
の
水
を

放
水
し
て
「
野
焼
き
」
が
終
了
と
な
り

ま
し
た
。
こ
の
後
、
茅
場
は
燃
え
た
草

を
堆
肥
と
し
て
新
芽
が
育
ち
、
夏
に

は
一
面
鮮
や
か
な
緑
に
変
わ
っ
て
い
く

そ
う
で
す
。
そ
の
あ
と
は
、
萩
退
治

を
し
て
秋
に
刈
り
取
り
に
な
り
ま
す
。

リ
ヤ
ス
と
い
う
貴
重
な
茅
が
江
戸
時

代
か
ら
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
野
焼

き
は
、
地
権
者
の
親
沢
北
観
光
委
員

会
の
会
員
や
、
か
や
ぶ
き
職
人
、
村

内
外
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
が
参
加
。

生
の
火
を
野
に
放
つ
こ
の
作
業
は
、

少
し
で
も
気
を
抜
く
と
山
火
事
や
人

命
に
も
か
か
わ
る
危
険
な
作
業
で
す

が
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
分
乗
し
た
メ
ン

バ
ー
が
三
々
五
々
山
の
上
部
に
散
っ
て

い
く
と
、
な
ん
の
打
ち
合
わ
せ
も
な

く
何
気
な
い
感
じ
で
始
ま
り
ま
し
た
。

何
か
所
か
で
着
火
さ
れ
る
と
、
み
る

み
る
火
は
山
肌
を
焼
い
て
降
り
て
き

ま
す
。
近
づ
い
て
く
る
と
10
ｍ
離
れ

て
い
て
も
顔
が
熱
い
ぐ
ら
い
。
生
き

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
初
日
と
な

る
4
月
28
日
、
晴
天
に
恵
ま
れ
、
牧

の
入
茅
場
の
野
焼
き
が
行
わ
れ
ま
し

た
。「
茅
葺
き
文
化
財
の
森
」
に
指

定
さ
れ
て
い
る
こ
の
茅
場
で
は
、
カ

茅
場
に
春
を
告
げ
る「
野
焼
き
」無
事
終
了

て
い
く
。
窒
素
は
枯
れ
草
に
な
る
と
大
部
分
が
根
に
戻
り
ま
す
。
長
年
茅

場
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
っ
こ
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
は
誰
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
研
究
は
さ
れ
て
な
い
ん
で
す
。

　

僕
は
茅
場
の
研
究
者
に
根
っ
こ
の
研
究
を
し
て
欲
し
い
ん
で
す
。
上
だ
け

し
か
見
え
て
い
な
い
け
ど
、
そ
の
強
さ
の
秘
密
は
根
っ
こ
に
あ
る
ん
で
す
。
そ

れ
が
千
年
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
。
日
本
の
場
合
は
災
害
が
起

き
て
根
絶
や
し
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
更
新
は
さ
れ
て
い

る
と
思
う
。
根
っ
こ
も
炭
素
繊
維
だ
か
ら
実
は
炭
素
を
大
量
に
蓄
え
て
い
る
。

　

ス
ス
キ
が
な
ぜ
草
原
の
王
者
に
な
っ
て
い
る
か
。
王
者
と
い
う
こ
と
は
全

て
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
全
て
を
養
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
。
あ
ら
ゆ
る
生
物
と
共
存
す
る
仕
組
み
を
持
っ
て
い
る
か
ら
王
者
な
ん

で
す
。　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ヨ
シ
と
い
う
の
は
環
境
保
全
上
非
常
に
重
要
だ
と

い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
け
ど
、
土
壌
の
保
全
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。
そ
こ

で
ス
ス
キ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
重
要
な
ん
で
す
よ
、

ス
ス
キ
の
役
割
は
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
談
）

安藤 邦廣
宮城県鳴子町出身。九州芸術工科大学環境設計学科卒、
東京大学建築学会助手、筑波大学芸術系教授を経て、
現在筑波大学名誉教授。専門分野は建築構法、建築生産、
特に、日本及びアジアの伝統的住宅の生産技術の研究。
㈱里山建築研究所所長。

か
や
ば
壁
新
聞

第
一
号

小
谷
村
資
料
館
葺
き
替
え
始
ま
る

小谷村は昔から「小谷杜氏」と呼ばれる酒づくり名
人を輩出してきた土地柄。その伝統と技術はいまも静
かに受け継がれています。ここでしか手に入らない酒
もあり。自分へのお土産にぜひ小谷の酒をどうぞ。

小
谷
の
地
酒

い
か
が
で
す
か
？


