
　

真
珠
の
鑑
定
士
を
育
て
る
教
育
法
と
い
う

の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

一
級
品
と
二
級
品
を
並
べ
て
違
い
を
説
明
す

る
と
い
う
や
り
方
で
は
ダ
メ
で
、
来
る
日
も

来
る
日
も
ひ
た
す
ら
一
級
品
の
真
珠
だ
け
を

見
せ
る
の
だ
。
そ
う
す
る
と
自
然
に
二
級
品

も
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
い

う
。
こ
の
連
載
で
は
い
ず
れ
県
内
の
色
々
な

水
車
を
紹
介
す
る
つ
も
り
だ
が
、
ス
タ
ー
ト

は
上
勝
町
に
残
る
本
物
の
水
車
小
屋
を
見
る

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
水
車
小
屋
と
は
ど
ん

な
建
物
で
、
ど
ん
な
場
所
に
あ
る
の
か
と
い

う
あ
り
の
ま
ま
を
見
て
、
本
物
を
見
分
け
る

鑑
定
眼
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
思
う
。

　

県
道
16
号
線
に
面
し
て
い
る
の
で
眼
力
が

あ
れ
ば
発
見
は
容
易
だ
。
水
車
小
屋
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
水
輪
（
み
ず
わ
）
は
失
わ
れ
て

建
物
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。「
岡
田
さ
ん
の

ク
ル
マ
ヤ
」
呼
ば
れ
個
人
が
所
有
し
て
い
た

水
車
だ
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
地
元
の
人
か

ら
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
一
〇
〇
ｍ

も
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
畑
仕
事
を
す
る

人
に
訊
ね
て
も
、
こ
こ
に
水
車
小
屋
が
残
っ

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
い
た
ほ
ど

だ
。
実
は
水
車
小
屋
を
探
し
て
い
る
と
き
、

地
元
の
人
に
「
も
う
水
車
な
ん
て
残
っ
て
な

い
」
と
言
わ
れ
て
も
、
探
す
と
簡
単
に
見
つ

か
る
と
い
う
体
験
を
何
度
も
し
て
い
る
。
水

車
小
屋
は
記
憶
か
ら
消
え
や
す
い
存
在
な
の

だ
ろ
う
か
。

　

傍
示
の
下
地
と
い
う
集
落
で
見
か
け
た
水

車
小
屋
。
近
く
の
農
家
の
納
屋
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
や
は
り
水
輪
は
失
わ
れ
て
い
る

が
、
ま
だ
心
棒
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
内
部

の
機
構
も
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

水
車
小
屋
と
い
う
と
、
小
川
の
ほ
と
り
に

茅
葺
き
の
小
屋
が
あ
り
、
豊
か
な
水
に
水
輪

を
浸
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、

そ
う
い
う
水
車
小
屋
は
非
常
に
ま
れ
だ
。
実

際
に
は
ト
タ
ン
葺
き
が
多
い
し
、
水
車
を
稼

働
さ
せ
る
川
は
、
ひ
と
ま
た
ぎ
に
で
き
る
よ

う
な
側
溝
程
度
の
幅
の
水
路
が
あ
れ
ば
十
分

な
の
で
あ
る
。

　

水
車
小
屋
を
見
つ
け
る
に
は
、
ま
ず
導
水

路
・
排
水
路
が
あ
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
。
水
輪
は
腐
食
し
や
す
く
、
定
期
的

に
交
換
や
補
修
が
必
要
な
部
品
だ
か
ら
、

残
っ
て
い
な
い
と
思
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
つ

ま
り
水
車
小
屋
を
探
す
に
は
水
車
を
探
し
て

い
た
の
で
は
ダ
メ
な
の
で
あ
る
。

　

生
実
の
中
瀬
津
と
い
う
集
落
の
４
軒
の
農

家
が
共
同
で
利
用
し
て
た
と
い
う
水
車
小

屋
。
こ
の
上
流
に
も
２
棟
の
水
車
小
屋
が

あ
っ
た
と
い
う
。
標
高
は
五
〇
〇
ｍ
ほ
ど
あ

り
、
県
内
で
最
も
標
高
の
高
い
と
こ
ろ
に
あ

る
水
車
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

中
瀬
津
の
集
落
は
川
か
ら
離
れ
て
い
て
、

三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
山
道
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
集
落
か
ら
水
車
小
屋
に
通
じ
る

道
は
か
つ
て
は
キ
ン
マ
（
木
馬
）
ミ
チ
と

い
っ
て
木
材
を
運
び
出
す
た
す
ソ
リ
の
た
め

に
枕
木
が
並
べ
て
ら
れ
た
細
道
だ
っ
た
。
一

度
に
七
升
か
ら
一
斗
の
麦
や
米
を
運
ぶ
の
は

お
嫁
さ
ん
の
仕
事
で
、
重
く
て
大
変
だ
っ
た

と
い
う
。
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上勝町福原の清井製材の産業用水車。
これまで水車写真集などで紹介され
たことのない隠れた名品。県内に現
存する水車の中では最も立派なもの
のひとつといっていいだろう。

本
物
の
水
車
を
見
た
こ
と
あ
る
か
？

田
野
々
の
水
車
小
屋

▲横の沢から鉄管で水を引いて、
水輪の上から注いだ。このよう
な方式を上掛けという。

▲内部は搗き臼が１つというシ
ンプルな構成。バラバラになっ
た水輪が内部に残っていた。

下
地
の
水
車
小
屋

府
殿
谷
の
水
車
小
屋

▲水車が作られる条件は、小さ
くても１年中水が涸れない沢が
あることだ。

▲水輪の中央くらいの高さから
水が注がれた。この掛け方を胸
掛けという。

▲周囲は棚田が広がるが、小屋
は薮に被われていて見つけにく
い。

▲内部は搗き臼 ×２と碾き臼 ×
１の本格的な作り。戦時中に工
兵部隊にいた人が建てたという。

▲現在は舗装道になっている、
かつてのキンマミチ。


