
若
狭
地
域
に

継
承
さ
れ
た

研
磨
炭
の
製
炭
技
術

　

研
磨
炭
は
漆
器
工
芸
品
の
表
面
を

精
密
に
研
ぎ
出
す
た
め
の
炭
で
、
と

り
わ
け
漆
器
椀
な
ど
の
曲
面
研
磨
に

す
ぐ
れ
て
い
る
ほ
か
、
金
属
工
芸
品

や
精
密
機
械
、
光
学
レ
ン
ズ
な
ど
の

工
業
用
研
磨
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
代
用
品
の
な
い
道
具
と
な
っ
て

い
ま
す
。
日
本
の
伝
統
工
芸
・
も
の

づ
く
り
文
化
を
支
え
る
林
業
技
術
と

し
て
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

研
磨
炭
は
、
も
と
も
と
静
岡
県
内

で
「
駿
河
炭
」
と
し
て
盛
ん
に
生
産

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
期
頃
に

主
な
炭
材
で
あ
る
ニ
ホ
ン
ア
ブ
ラ
ギ

リ
の
資
源
量
が
減
少
し
た
こ
と
か
ら

静
岡
で
の
生
産
は
途
絶
え
、
灯
火
や

番
傘
の
撥
水
加
工
な
ど
に
用
い
る
油

を
搾
油
す
る
た
め
の
原
木
が
豊
富
に

栽
培
さ
れ
て
い
た
若
狭
地
域
に
生
産

が
移
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
こ
の
研
磨
炭
の
生
産
技
術

を
受
け
継
ぎ
、
商
用
生
産
を
行
っ
て

い
る
の
は
、
福
井
県
お
お
い
町
の
木

戸
口
武
夫
氏
の
ほ
か
、
他
県
の
１
団

体
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
原
料
確
保
（
選
木
、

伐
採
、
搬
出
）
を
全
て
自
身
で
行
っ
て
い
る
木

戸
口
氏
は
、「
良
質
な
研
磨
炭
の
生
産
に
は
最

低
で
も
50
年
以
上
の
通
直
で
年
輪
の
詰
ま
っ
た

ニ
ホ
ン
ア
ブ
ラ
ギ
リ
が
必
要
で
す
が
、
全
国
的

に
品
質
の
良
い
原
木
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
製
炭
業
自
体
の
安
定
し
た
収
入
の

確
保
が
難
し
く
な
り
、
後
継
者
不
足
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
私
が
副
会
長
を
務
め
る
“
福

井
炭
焼
き
の
会
”
で
は
、
観
光
を
兼
ね
た
炭
焼

き
体
験
教
室
の
ほ
か
、
炭
焼
き
職
人
を
目
指
す

人
を
対
象
と
し
た
プ
ロ
養
成
講
座
を
開
催
す
る

な
ど
、
課
題
を
打
破
す
る
た
め
の
様
々
な
取
組

を
行
っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

現
在
は
ニ
ホ
ン
ア
ブ
ラ
ギ
リ
の
ほ
か
に
も
、

堅
さ
の
異
な
る
ホ
ウ
ノ
キ
や
ツ
バ
キ
な
ど
の
樹

種
に
よ
っ
て
、
用
途
に
応
じ
た
様
々
な
研
磨
炭

が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

若
狭
地
域
の
里
山
に
お
け
る

熊
川
葛
の
生
産
技
術

　

熊
川
葛
は
、
福
井
県
若
狭
町
の
熊
川
地
域
と

そ
の
周
辺
の
里
山
に
自
生
す
る
つ
る
植
物
の
ク

ズ
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
る
葛
粉
で
す
。
こ
の

一
帯
は
ク
ズ
の
生
育
に
適
し
た
土
壌
で
、
良
質

な
原
料
が
と
れ
た
こ
と
か
ら
古
く
か
ら
産
地
と

し
て
知
ら
れ
、
葛
の
生
産
は
冬
季
の
農
家
の
仕

事
と
し
て
重
要
な
収
入
源
の
一
つ
で
し
た
。

　

熊
川
葛
は
天
然
の
ク
ズ
の
根
を
手
作
業
に

研磨炭の窯 通直で製炭に適したニホンアブラギリの原木
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林
業
遺
産
は
２
０
１
６
年
度
ま
で
に
16
件
が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う

ち
３
件
が
福
井
県
内
に
あ
り
ま
す
。
地
域
特
性
に
根
ざ
し
た
多
様
な
林
野
・

里
山
の
利
用
を
、
な
り
わ
い
と
し
て
継
承
し
て
き
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。



産
す
る
こ
と
は
里
山
保
全
と
い
う
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
す
。
現
在
で
も
熊
川
葛
は
、

京
料
理
や
菓
子
な
ど
の
高
級
材
料
と
し
て
販
売

し
て
い
る
ほ
か
、
振
興
会
と
地
元
の
菓
子
屋
が

共
同
で
新
た
な
商
品
を
開
発
す
る
な
ど
、
地
域

お
こ
し
に
も
貢
献
し
て
い
ま
す
」

　

こ
う
し
た
重
要
な
役
割
を
担
う
熊
川
葛
の
伝

統
を
守
ろ
う
と
、
同
振
興
会
で
は
高
校
生
に
熊

川
葛
の
作
り
方
を
指
導
す
る
場
を
設
け
る
な
ど
、

次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た
め
の
取
組
を
行
っ

て
い
ま
す
。

越
前
オ
ウ
レ
ン
の
栽
培
技
術

　

オ
ウ
レ
ン
は
、
根
茎
に
整
腸
や
消
炎
な
ど
の

効
能
が
あ
り
、
漢
方
薬
に
も
利
用
さ
れ
る
薬
用

植
物
で
す
。
か
つ
て
は
全
国
に
産
地
が
あ
り
ま

し
た
が
、
現
在
も
商
用
栽
培
を
行
っ
て
い
る
の

は
福
井
県
大
野
市
の
「
越
前
オ
ウ
レ
ン
」
の
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。
越
前
オ
ウ
レ
ン
は
平
安
時

代
の
法
典
「
延え

ん

喜ぎ

式し
き

」
に
も
記
述
が
あ
る
ほ
ど
、

長
い
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

越
前
オ
ウ
レ
ン
の
栽
培
は
高
標
高
地
の
広
葉

樹
自
然
林
の
林
床
で
行
わ
れ
ま
す
。
ヤ
マ
ハ
ン

ノ
キ
や
ミ
ズ
キ
な
ど
の
広
葉
樹
林
の
下
に
畑
が

開
か
れ
、
オ
ウ
レ
ン
の
播
種
後
、
草
刈
り
や
倒

木
、
落
枝
の
除
去
な
ど
の
管
理
に
よ
っ
て
適
度

な
遮
光
状
態
を
維
持
し
ま
す
。
根
茎
の
収
穫
に

は
播
種
か
ら
15
～
20
年
の
歳
月
が
必
要
で
、
掘

り
採
っ
た
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
調
整
を
重
ね
る
こ

と
で
、
黄
色
が
鮮
や
か
な
生
薬
「
黄
連
」
と
し

て
販
売
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
オ
ウ
レ
ン
の
市
場
は
安
価
な
外
国

産
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
、
国
内
産
は
わ
ず
か

３
～
４
％
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
越
前
オ

ウ
レ
ン
の
生
産
者
も
10
軒
ほ
ど
し
か
残
っ
て

お
ら
ず
、
生
産
量
も
年
々
減
少
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
ま
す
。

　

生
産
者
の
一
人
で
あ
る
加
藤
好
昭
さ
ん
は

「
昔
、
オ
ウ
レ
ン
栽
培
は
林
家
や
山
村
に
と
っ

て
生
活
の
糧
と
な
る
重
要
な
仕
事
で
し
た
が
、

現
在
残
っ
て
い
る
生
産
者
は
高
齢
者
ば
か
り
。

そ
の
た
め
、
良
質
な
越
前
オ
ウ
レ
ン
を
求
め
る

お
客
様
は
い
ま
す
が
、
そ
の
需
要
に
対
応
で
き

る
ほ
ど
の
生
産
能
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
収
入
が

よ
っ
て
掘
り
起
こ
し
た
後
、
根
に
含
ま
れ
る
で

ん
ぷ
ん
の
発
酵
を
抑
え
る
た
め
に
、
11
月
か
ら

３
月
の
極
寒
期
に
清
流
北
川
の
水
を
使
用
し

た
「
寒か

ん

晒ざ
ら

し
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
を
何
度
も
繰

り
返
し
て
生
産
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
１
８
２
８

年
に
農
学
者
大
蔵
永
常
が
著
し
た
農
書
「
製せ

い

葛か
つ

録ろ
く

」
に
記
さ
れ
て
い
る
製
法
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

に
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
現
在
も
こ
の
伝
統
的

な
製
法
を
守
っ
て
、
地
元
産
の
ク
ズ
に
よ
る
熊

川
葛
を
生
産
し
て
い
る
の
は
熊
川
葛
振
興
会
の

み
で
す
。
同
振
興
会
の
西
野
徳
三
会
長
は
、
熊

川
葛
の
生
産
・
振
興
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に

話
し
ま
す
。

　
「
昔
か
ら
熊
川
葛
は
お
菓
子
の
材
料
や
薬
と

し
て
重
宝
さ
れ
、
当
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は

身
近
な
存
在
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
ク
ズ
の

蔓
は
樹
木
に
巻
き
付
い
て
成
長
を
阻
害
す
る
原

因
に
な
る
と
と
も
に
、
降
雪
時
期
に
は
雪
と
蔓

の
重
み
で
枝
幹
が
折
れ
や
す
く
な
る
な
ど
、
里

山
の
荒
廃
に
つ
な
が
る
た
め
、
林
業
や
山
村
に

と
っ
て
は
厄
介
な
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
葛
を
生

少
な
い
上
、
山
中
で
の
地
味
な
作
業
を
要
す
る

の
で
若
い
後
継
者
を
取
り
込
め
ず
、
現
状
で
は

畑
を
広
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
し
か
し
、

林
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
少
し
で
も
オ
ウ
レ
ン
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
、
市
の
産
業
フ
ェ
ア
に
オ
ウ

レ
ン
の
実
物
や
パ
ネ
ル
を
展
示
し
た
ほ
か
、
地

域
活
性
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
地
元
の
薬
局
と

協
力
し
て
オ
ウ
レ
ン
の
栽
培
方
法
や
漢
方
と
し

て
の
効
能
を
伝
え
る
な
ど
、
越
前
オ
ウ
レ
ン
の

伝
承
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
う

し
た
地
道
な
取
組
に
よ
っ
て
、
伝
統
の
火
を
消

さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」
と
話
し
ま
す
。

　

白
山
の
山
麓
に
は
伝
統
的
な
山
野
利
用
と

し
て
、
季
節
的
に
本
村
を
離
れ
て
山
中
の
小

屋
で
暮
ら
し
、
焼
畑
な
ど
で
生
業
を
営
む

「
出で

作づ
く

り
」
と
呼
ば
れ
る
生
活
様
式
が
あ
り
ま

し
た
。
オ
ウ
レ
ン
栽
培
は
出
作
り
地
で
の
重

要
な
換
金
作
物
の
一
つ
と
し
て
受
け
継
が
れ
、

貴
重
な
山
村
文
化
の
一
端
を
今
に
伝
え
て
い

ま
す
。

熊川葛の製造に使用した道具類
（若狭鯖街道熊川宿資料館、大藤千香子撮影）

葛根の採取

研磨炭による漆器の研ぎ出し作業

「越前オウレン」の栽培地

採取直後のオウレンの根

15 2016.12 No.117   林野


