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筑
波
流
茅
葺
き
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
に
、
装
飾
性

の
高
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
棟
の
小
口
の
部
分
に
文
字
や

絵
を
描
き
入
れ
る
「
キ
リ
ト
ビ
」（「
キ
リ
ト
メ
」
と
も
）。

束
ね
た
シ
ュ
ロ
で
棟
の
頂
上
部
を
飾
り
付
け
る
「
大
名

ぐ
し
」。
古
い
茅
や
新
し
い
茅
、
種
類
の
違
う
材
料
を
交

互
に
葺
く
こ
と
で
軒
の
部
分
に
鮮
や
か
な
縞
模
様
を
形

作
る
「
ト
オ
シ
モ
ノ
」
な
ど
、
素
朴
な
が
ら
も
技
巧
の

粋
を
尽
く
し
た
数
々
の
装
飾
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
多
彩
さ
・
芸
術
性
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
。

　
日
本
で
も
最
高
レ
ベ
ル
と
言
わ
れ
る
洗
練
さ
れ
た
筑

波
の
茅
葺
き
技
術
―
し
か
し
、
茅
葺
き
屋
根
の
減
少

に
伴
っ
て
職
人
は
全
員
七
〇
代
以
上
と
高
齢
化
し
、
人

数
も
数
年
前
の
半
分
に
減
る
な
ど
、
そ
の
貴
重
な
技
の

伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
廣
山
親
方
も
、
後
継
者
育

成
が
一
番
の
問
題
だ
と
考
え
る
。

　「
県
内
全
体
で
見
て
も
減
っ
て
き
て
る
わ
け
だ
か
ら
、

若
え
の
が
も
う
二
人
は
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
な
。
こ
の
ま

ま
だ
と
筑
波
流
の
後
継
者
が
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
」

　
農
村
に
伝
わ
る
文
化
を
大
切
に
し
つ
つ
、
筑
波
山
麓

の
茅
葺
き
屋
根
や
そ
の
技
を
後
世
に
受
け
継
ぐ
べ
く

二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
に
設
立
さ
れ
た
「
や
さ
と

茅
葺
き
屋
根
保
存
会
」。
茅
葺
き
民
家
の
オ
ー
ナ
ー
や

職
人
を
中
心
と
し
た
有
志
が
会
員
と
な
り
、
行
政
の
協

力
も
得
て
、
毎
年
年
末
の
茅
刈
り
を
は
じ
め
見
学
会
・

交
流
会
、
次
代
を
担
う
若
手
職
人
の
養
成
な
ど
の
活
動

を
続
け
て
い
る
。

　「
俺
は
他
の
と
こ
よ
り
安
く
請
け
て
る
か
ら
、
仕
事

が
ど
ん
ど
ん
舞
い
込
ん
で
く
る
ん
だ
よ
。
ホ
ン
ト
は
も

う
ち
ょ
っ
と
も
ら
い
た
い
け
ど
、
弟
子
二
人
抱
え
て
る

し
、『
親
方
あ
ん
な
に
も
ら
っ
て
る
の
か
』
な
ん
て
言
わ

れ
る
わ
け
に
い
か
ね
え
か
ら
（
笑
）、
変
な
と
こ
ろ
は
見

せ
ら
れ
ね
え
と
思
っ
て
が
ん
ば
っ
て
る
ん
だ
よ
」

　
ま
た
、
石
岡
市
の
歴
史
体
験
公
園
「
常
陸
風
土
記
の

丘
」
で
は
、「
職
員
の
派
遣
」
と
い
う
形
で
技
術
継
承
を

志
す
若
者
を
一
流
職
人
に
弟
子
入
り
さ
せ
、
研
修
を
積

ま
せ
て
い
る
。

　
現
在
、
廣
山
親
方
の
下
で
茅
葺
き
の
技
術
を
学
ん
で

「常陸風土記の丘」の職員2名が廣山親方の指導のもと、筑波流茅葺きの担い手になるべく修業に励んでいる。

茅
葺
き
職
人

新
聞
社
主
催「
に
ほ
ん
の
里
一
〇
〇
選
」に
も

選
ば
れ
た
、茨
城
県
石
岡
市
北
部
の「
八や

郷さ
と

」地
区
。

今
も
多
く
の
茅
葺
き
屋
根
が
残
る
こ
の
地
区
で
、

筑
波
流
の
茅
葺
き
職
人
・
廣
山
美
佐
雄
親
方
は

茅
手
を
め
ざ
す
若
い
世
代
を
弟
子
に
と
り
、

技
術
の
伝
授
に
努
め
て
い
る
。

技
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
難
し
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
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冬期に吹く季節風「筑波おろし」を防ぐための屋敷林に
囲まれた茅葺き民家。伝統的な農村景観を今に伝える。
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い
る
岡
野
量
平
さ
ん
（
二
七
）
も
そ
の
一
人
で
、
約
一

年
前
に
弟
子
入
り
し
た
。

　「
新
聞
で
『
茅
葺
き
職
人
募
集
』
っ
て
い
う
の
を
見
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。
実
家
が
も
と
も
と
茅
葺
き
だ
っ

た
の
で
興
味
が
あ
っ
た
し
、
職
人
の
数
が
減
っ
て
る
っ

て
い
う
の
も
聞
い
て
た
の
で
、
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ

た
ん
で
す
」

　「
ま
だ
一
年
や
そ
こ
ら
で
、
基
本
的
な
こ
と
も
屋
根

の
勾
配
の
こ
と
と
か
も
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
、
こ
の

道
に
入
っ
た
以
上
は
一
生
か
け
て
や
っ
て
い
く
つ
も
り

で
す
」

　
心
強
い
弟
子
の
言
葉
だ
が
、
廣
山
親
方
は
素
直
に
は

喜
べ
な
い
。

　「
今
は
平
葺
き
（
茅
葺
き
屋
根
の
表
層
部
分
の
茅
）
の

修
復
ば
っ
か
り
で
、
ト
オ
シ
モ
ノ
と
か
キ
リ
ト
ビ
の
修

復
も
な
い
か
ら
、
筑
波
流
の
実
践
の
場
も
な
い
。
彼
ら

の
勉
強
の
場
も
な
い
し
、
い
ず
れ
は
八
郷
の
茅
葺
き
も

な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
ね
え
か
と
心
配
だ
よ
」

　「
俺
が
修
行
中
の
こ
ろ
は
、
農
閑
期
は
そ
れ
こ
そ
毎

日
仕
事
あ
っ
た
か
ら
。
農
業
忙
し
い
時
期
で
も
、
茅
が

な
く
て
も
小
麦
ワ
ラ
や
稲
ワ
ラ
で
も
何
で
も
使
っ
て
堆

肥
小
屋
や
ら
牛
小
屋
や
ら
、
と
に
か
く
休
み
な
く
葺
い

て
た
。
そ
う
や
っ
て
一
年
中
屋
根
の
上
に
上
が
っ
て
た

か
ら
、
腕
も
上
が
っ
た
し
仕
事
も
覚
え
た
」

　
技
を
次
世
代
に
伝
え
た
い
と
い
う
職
人
の
思
い
、
貴

重
な
技
術
を
保
存
す
る
た
め
の
行
政
の
後
押
し
、
そ
し

て
現
状
を
憂
い
一
念
発
起
し
て
技
の
習
得
を
め
ざ
す
若

い
世
代
の
志
―
こ
れ
だ
け
の
前
向
き
な
力
が
働
い
て

も
、
肝
心
な
「
仕
事
の
需
要
」
が
な
け
れ
ば
、
昔
な
が

ら
の
伝
統
技
法
は
廃
れ
て
し
ま
う
。「
移
り
変
わ
り
の

激
し
い
現
代
社
会
に
〝
匠
の
技
〞
を
残
す
こ
と
」
の
難

し
さ
が
こ
こ
に
あ
る
。

　「
今
の
二
人
の
弟
子
も
が
ん
ば
っ
て
る
け
ど
、
ま
だ

ま
だ
か
な
ぁ
。
自
分
が
若
い
こ
ろ
は
親
方
や
先
輩
職
人

の
や
っ
て
る
こ
と
を
見
て
、
一
日
で
も
早
く
一
人
前
に

な
っ
て
や
ろ
う
と
必
死
で
覚
え
て
い
っ
た
け
ど
、
今
の

若
い
人
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
も
っ
と
親
方
の

仕
事
を
盗
も
う
と
し
な
い
と
」

　「
ト
オ
シ
モ
ノ
は
、
昔
は
年
に
三
軒
く
ら
い
あ
っ
た

け
ど
、
お
そ
ら
く
今
後
は
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
だ
ろ
う
ね
。

ト
オ
シ
モ
ノ
に
雨
水
が
染
み
る
ま
で
放
っ
と
く
家
は
な

い
し
、
こ
れ
か
ら
新
し
く
作
る
こ
と
も
ま
ず
な
い
か
ら
。

本
音
を
言
え
ば
、
覚
え
る
に
し
て
も
、
生
業
に
す
る
ん

で
も
、
仕
事
が
た
く
さ
ん
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
」

　
キ
リ
ト
ビ
に
し
て
も
、
ト
オ
シ
モ
ノ
に
し
て
も
、
こ

れ
を
極
め
な
け
れ
ば
「
筑
波
流
茅
手
」
を
名
乗
れ
な
い

大
切
な
技
。
や
る
気
の
あ
る
若
手
が
育
っ
て
も
、
筑
波

流
な
ら
で
は
の
〝
芸
術
〞
を
実
地
で
経
験
す
る
機
会
が

な
い
こ
と
へ
の
廣
山
親
方
の
も
ど
か
し
さ
が
伝
わ
っ
て

く
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
廣
山
親
方
が
茅
葺
き
に
使
う
道
具
を
見
せ
て
く
れ
た
。

千
鳥
格
子
の
よ
う
な
模
様
が
彫
ら
れ
た
木
の
板
に
一
㍍

く
ら
い
の
柄
が
つ
い
た
道
具
で
、「
ガ
ギ
棒
」
と
い
う
。

　「
も
う
何
十
年
使
っ
て
る
か
な
。
俺
の
相
棒
だ
よ
」

　
茅
を
葺
い
た
あ
と
ガ
ギ
棒
で
叩
く
こ
と
で
、
先
に
葺

い
た
茅
を
奥
に
押
し
込
み
、
雨
水
を
通
さ
な
い
茅
葺
き

屋
根
に
す
る
。
硬
い
茅
の
束
を
叩
き
続
け
た
せ
い
で
表

面
は
ツ
ル
ツ
ル
に
磨
か
れ
、
彫
ら
れ
た
模
様
も
か
な
り

擦
り
減
っ
て
い
る
。

　「
俺
も
い
ろ
ん
な
家
の
屋
根
葺
い
て
き
た
け
ど
、
一

軒
一
軒
、
勾
配
が
ち
ょ
っ
と
違
え
ば
葺
き
方
も
変
わ
る
。

死
ぬ
ま
で
経
験
だ
よ
」

　
年
を
経
て
も
、
生
涯
自
分
を
磨
き
続
け
る
。
そ
ん
な

親
方
の
人
柄
が
、
古
び
た
ガ
ギ
棒
と
重
な
っ
て
見
え
た
。

右／「常陸風土記の丘」に建つ旧坂家の曲屋。移築の際、廣山親方が葺き替えと装飾を一手に担った。
左／古茅と新茅が織りなす縞模様「トオシモノ」。層の数が多くなるほど技術的に難しくなる。

覚
え
る
に
し
て
も
、

生
業
に
す
る
に
し
て
も
、

仕
事
が
た
く
さ
ん

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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日
本
職
人
紀
行

年
季
の
入
っ
た
親
方
の〝
相
棒
〟

伝
統
技
術
継
承
の
難
し
さ

屋根に並べた茅を勾配
に沿ってそろえる道具

「ガギ棒」。職人が自分
の手に合うように手作
りする。長年使えるよ
うケヤキなどの堅い木
が用いられる。


