
特
集
―
―
❷［
ル
ポ
］ＭＯ
ＶＥ
ザ
関
西

21

通りを挟んで右は築百年の古
民家を生かしたヘアサロン、左
はレトロモダンなメイクブラシの
セレクトショップ（大阪・中崎町）

風
土
に
根
ざ
し
た

ま
ち
の

営
み

各
地
の
気
候
風
土
や
地
域
特
性
を
生
か
し
た

暮
ら
し
方
・
住
ま
い
方
に
こ
そ
低
炭
素
都
市
への

「
解
」が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？ 

人
々
の
営
み
が
息
づ
く
、

関
西
各
地
の
特
色
あ
る
ま
ち
並
み
や
暮
ら
し
ぶ
り
、

実
験
的
な
取
り
組
み
な
ど
を
追
う
こ
と
で
、

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
都
市
の
輪
郭
を
探
っ
て
み
た
。



中
崎
町

へ
移
転
し
た
久
保
さ
ん
は
、
根
っ
か
ら
の
人
好
き
、
話
好
き
も
あ

っ
て
か
、
カ
フ
ェ
に
客
が
来
れ
ば
、
設
計
の
手
を
休
め
て
応
対
す

る
の
を
秘
か
な
楽
し
み
と
し
た
。
す
る
と
、
若
者
が
訪
れ
て
、「
お

店
を
開
き
た
い
の
で
す
が
、
ど
こ
か
空
き
家
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
話
し
か
け
て
く
る
ケ
ー
ス
が
増
え
、
空
き
家
探
し
や
改
装
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。「
世
の
中
は
就
職

難
で
雇
用
も
昔
と
違
っ
て
不
安
定
。
そ
れ
に
自
由
に
生
き
た
い
人

た
ち
が
多
く
な
っ
た
。
で
も
人
通
り
の
多
い
ま
ち
で
開
業
す
る
に

は
相
当
な
資
金
が
い
る
。
そ
れ
で
家
賃
の
安
い
こ
の
ま
ち
が
注
目

さ
れ
た
ん
で
す
」

自
然
を
取
り
込
み
、
身
の
丈
に
合
っ
た
都
市
居
住

　

何
年
か
経
つ
と
、
そ
ん
な
若
者
が
開
い
た
店
が
幾
つ
も
生
ま
れ

て
き
た
。
し
か
し
中
崎
町
は
も
と
も
と
商
店
街
で
は
な
く
、
庶
民

が
暮
ら
す
借
家
に
混
じ
っ
て
、
昔
な
が
ら
の
小
さ
な
印
刷
所
や
電

機
工
務
店
、
木
工
工
場
な
ど
が
散
在
す
る
、
お
年
寄
り
の
多
い
、

よ
そ
の
人
が
ほ
と
ん
ど
訪
れ
な
か
っ
た
ま
ち
。
そ
の
界
隈
の
表
通

り
や
裏
通
り
、
迷
路
の
よ
う
に
入
り
組
ん
だ
路
地
に
、
自
然
発
生

的
に
若
者
た
ち
が
開
い
た
小
さ
な
店
が
増
え
て
き
て
、
賑
わ
い
が

生
ま
れ
活
気
が
戻
っ
て
き
た
。
そ
し
て
い
つ
の

間
に
か
、
旧
住
民
と
新
住
民
と
が
道
端
に
落

ち
た
煙
草
の
吸
殻
を
拾
い
あ
う
な
ど
、
環
境

美
化
の
取
り
組
み
も
始
ま
り
、
以
前
よ
り
ず
っ
と

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に
な
っ
た
。

　

今
で
も
、
夏
の
夕
べ
、
お
年
寄
り
が
路
地
に

繁
華
街
近
く
の
懐
か
し
い
ま
ち

　

大
阪
・
キ
タ
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
阪
急
電
鉄
梅
田
駅
付
近
か
ら
東

へ
向
か
っ
て
歩
き
、
新
御
堂
筋
と
Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
の
高
架
を
く
ぐ

る
と
、
ど
こ
か
懐
か
し
い
、
昔
な
が
ら
の
二
階
建
て
民
家
と
長
屋

が
組
み
合
わ
さ
っ
た
ま
ち
並
み
に
出
会
う
。
今
、
若
者
た
ち
の
注

目
を
集
め
る
中
崎
町
で
あ
る
。
町
内
の
通
り
や
路
地
に
は
、
外
観

は
レ
ト
ロ
な
民
家
や
長
屋
の
風
情
を
保
ち
な
が
ら
、
内
装
や
扉
、

窓
、
看
板
、
暖
簾
な
ど
に
凝
っ
た
、
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
雑

貨
店
、
美
容
室
な
ど
が
点
在
。
眺
め
な
が
ら
散
策
す
る
だ
け
で
心

楽
し
い
気
分
に
な
る
。

　
「
で
も
私
が
や
っ
て
来
た
十
年
前
は
、
こ
の
辺
は
昼
で
も
人
通

り
が
少
な
く
、
夜
は
暗
く
て
治
安
も
悪
い
、
寂
れ
た
ま
ち
で
し
た
」

　

一
九
九
九
年
、
中
崎
町
の
古
い
借
家
の
二
階
家
を
改
装
し
、
設

計
事
務
所
（
創
思
舎
）
と
カ
フ
ェ
・
ラ
イ
ヴ
ハ
ウ
ス
（
創
徳
庵
）

を
始
め
た
建
築
家
の
久
保
昌
徳
さ
ん
は
、
入
居
当
初
を
そ
う
回
想

す
る
。
中
崎
町
界
隈
は
、
大
阪
市
内
で
戦
災
に
遭
わ
な
か
っ
た
地

区
で
、
バ
ブ
ル
期
も
再
開
発
の
波
が
お
よ
ば
ず
、
戦
前
の
ま
ち
並

み
を
残
し
た
ま
ま
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
あ
く
せ
く
し
た
仕
事
ぶ
り
を
変
え
た
い
と
中
崎
町

2324

庶民のまちの長屋リノベーション
❶ラテン系のキューバカフェ　❷10年前、中崎町に設計事務所とカフェ・ライブハウスを開いた久保昌徳さん
❸久保さんの事務所「創思舎」（2階）とカフェ・ライブハウス「創徳庵」（1階）
❹狭い路地の奥に突然お洒落な店が現れるのが中崎町の面白さ　❺懐かしい暮らしの匂いがする路地

2
3 4
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宇
陀

椅
子
を
出
し
、
穏
や
か
な
表
情
で
、
の
ん
び
り
と
涼
ん
で
い
る
。

そ
ん
な
中
崎
町
に
、
戦
前
ど
こ
ろ
か
バ
ブ
ル
期
以
前
の
暮
ら
し
を

知
ら
な
い
は
ず
の
若
者
た
ち
が
や
っ
て
来
る
と
、
不
思
議
に
“
懐

か
し
さ
”
を
感
じ
る
そ
う
だ
。
そ
れ
は
、
み
ん
な
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
過

去
の
日
本
人
の
生
活
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、

と
久
保
さ
ん
は
言
う
。

　

軒
を
並
べ
人
々
が
集
ま
っ
て
暮
ら
す
長
屋
。
各
戸
の
軒
下
に
は

草
花
が
植
え
ら
れ
、
壁
に
は
朝
顔
や
蔦
、
ま
た
ジ
ャ
ス
ミ
ン
が
可

憐
な
花
と
葉
を
茂
ら
せ
、
路
地
を
行
き
来
す
る
住
民
と
訪
問
者
の

心
を
和
ま
せ
る
。
都
市
空
間
に
さ
り
げ
な
く
自
然
を
取
り
込
み
、

過
度
な
設
備
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
わ
ず
、
身
の
丈
に
合
っ
た
暮
ら

し
方
で
環
境
へ
の
負
荷
を
極
力
抑
え
て
き
た
、
い
わ
ば
昔
な
が
ら

の
“
低
炭
素
な
暮
ら
し
”
が
、
こ
こ
中
崎
町
に
は
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
久
保
さ
ん
が
建
築
家
の
目
で
見
れ
ば
、
消
防
車
の

入
れ
な
い
道
路
、
路
地
も
多
く
、
い
ず
れ
区
画
整
理
が
必
要
に
な

る
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
周
辺
に
は
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
へ

の
建
て
替
え
が
始
ま
っ
た
場
所
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
新
た
な

入
居
者
た
ち
も
、
長
屋
の
生
活
文
化
が
息
づ
く
界
隈
を
行
き
来
す

る
こ
と
で
、
潤
い
の
あ
る
都
会
暮
ら
し
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

に
違
い
な
い
。

　

古
き
良
き
都
市
居
住
の
風
情
を
残
す
中
崎
町
界
隈
は
、
あ
ま
り

に
機
能
的
に
整
備
さ
れ
過
ぎ
た
か
に
見
え
る
現
代
都
市
の
中
で
、

人
々
に
肌
の
温
も
り
と
心
の
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
、
貴
重
な
都
市

空
間
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

伝統的な家並みを守り
住まい続ける 宇陀松山

25

21

風
格
の
あ
る
古
民
家
の
魅
力

　

奈
良
盆
地
東
南
の
山
間
部
に
位
置
す
る
宇
陀
市
の
中
心
、
榛
原

か
ら
吉
野
方
面
へ
少
し
南
下
す
る
と
、
古
代
、
柿
本
人
麻
呂
が
万

葉
歌
を
詠
ん
だ
阿あ

き

の
騎
野
と
い
う
地
、
中
・
近
世
に
は
城
下
町
と
し

て
発
展
し
た
宇
陀
市
大
宇
陀
区
が
あ
る
。

　

真
ん
中
を
流
れ
る
宇
陀
川
東
岸
に
は
幾
百
の
古
民
家
か
ら
成
る

宇
陀
松
山
の
家
並
み
が
南
北
に
続
く
。
そ
の
多
く
が
ど
っ
し
り
と

し
た
瓦
屋
根
の
二
階
家
で
、
二
階
が
白
や
黒
の
漆
喰
壁
、
一
階
が

焦
げ
茶
や
黒
の
格
子
窓
。
主
な
通
り
に
は
防
火
の
役
割
を
果
た
す

水
路
が
築
か
れ
、
江
戸
時
代
、「
宇
陀
千
軒
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど

栄
え
、
明
治
以
降
、
地
方
行
政
と
経
済
を
担
っ
た
ま
ち
の
風
格
が

漂
っ
て
い
る
。

　
「
僕
ら
が
小
さ
い
時
分
、
葛
屋
や
油
屋
、
紙
屋
、
薬
屋
を
は
じ

め
、
八
百
屋
、
豆
腐
屋
、
散
髪
屋
と
、
な
い
店
が
な
い
ほ
ど
で
し

た
。
今
で
も
こ
れ
だ
け
古
い
家
並
み
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

ち
ょ
っ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
み
ん
な
が
助
け
合
っ
て

守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
」。
二
〇
〇
六
年
、「
重
伝
建
（
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
）」
に
選
定
さ
れ
た
宇
陀
松
山
の
通
り
を

眺
め
な
が
ら
、「
大
宇
陀
ま
ち
お
こ
し
の
会
」
会
長
の
森
本
光
俊

さ
ん
は
そ
う
語
る
。

　

地
元
に
生
ま
れ
育
っ
た
森
本
さ
ん
に
と
っ
て
、
当
初
、
そ
ん
な

3

❶迷路のような路地の奥に日々の暮らしがある　❷❸昭和の時代にタイムスリップしたかのようなまち並み

甍（いらか）の波、瓦屋根が続く
大宇陀の家並みを、森野旧薬園

（江戸時代中期に創設された
日本最古の薬草園）から望む
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宇
陀

62

4

5

1

ま
ち
の
光
景
は
“
当
た
り
前
”
だ
っ
た
。
あ
る
時
訪
ね
て
き
た
大

学
時
代
の
友
人
に
「
こ
こ
は
何
と
え
え
ま
ち
や
」
と
言
わ
れ
、
初

め
て
わ
が
ま
ち
の
良
さ
を
意
識
し
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
愛
着
が
湧

い
て
き
た
と
い
う
。

　

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
地
場
産
業
が
衰
え
、
人
麻

呂
の
歌
に
由
来
す
る
「
か
ぎ
ろ
ひ
を
観
る
会
」
な
ど
“
外
向
け
”

の
観
光
事
業
に
力
を
注
い
で
き
た
大
宇
陀
町
（
当
時
）
だ
が
、

一
九
九
〇
年
代
、
古
民
家
な
ど
の
文
化
財
保
護
と
研
究
に
取
り
組

む
東
京
藝
術
大
学
建
築
科
の
学
生
た
ち
に
よ
る
大
宇
陀
の
古
民
家

実
測
実
習
を
き
っ
か
け
に
、
住
民
た
ち
が
自
分
た
ち
の
ま
ち
、
住

ま
い
の
良
さ
、
大
切
さ
を
再
認
識
し
始
め
た
、
と
言
う
の
は
、「
大

宇
陀
ま
ち
お
こ
し
の
会
」
事
務
局
長
を
務
め
る
裏 

宗
久
さ
ん
だ
。

日
々
の
暮
ら
し
と
家
を
守
る
し
く
み
づ
く
り

　

祖
父
が
東
吉
野
か
ら
大
宇
陀
に
移
り
住
ん
だ
大
工
だ
っ
た
と
い

う
裏
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
宇
陀
松
山
の
古
民
家
が
住
ま
わ
れ
、
保
存

さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
ま
ち
に
代
々
続
い
た
大
工
、
棟
梁
た
ち

が
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
並
み
を
つ
く
る
こ
と
に
心
血
を
注
い
で

き
た
か
ら
だ
。「
例
え
ば
、棟
の
高
さ
、軒
の
高
さ
は
こ
れ
ぐ
ら
い
、

と
、
家
の
規
模
や
配
置
、
採
光
や
風
通
し
ま
で
隣
近
所
に
配
慮
し

な
が
ら
一
軒
ご
と
に
図
面
を
描
き
、建
て
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
、

周
り
と
の
暮
ら
し
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
し
た
家
並
み

だ
っ
た
か
ら
、
お
互
い
が
気
持
ち
良
く
生
活
で
き
た
ん
で
す
」

　

古
風
な
商
家
造
り
の
建
物
の
奥
で
は
、
今
も
地
域
の
気
候
風
土

と
特
産
を
活
用
し
た
葛
や
酒
、
醤
油
造
り
、
和
菓
子
作
り
、
木
材

加
工
な
ど
の
技
術
を
受
け
継
ぐ

住
人
た
ち
が
地
道
に
家
業
を
続

け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
宇
陀

の
人
々
が
、
近
代
以
前
か
ら
の

質
実
な
生
き
方
、
暮
ら
し
方
を

代
々
、
受
け
継
ぐ
こ
と
に
意
義
、
誇
り
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る

生
活
基
盤
、
社
会
基
盤
を
保
っ
て
き
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
学
校
卒
業
後
、
関
西
や
首
都
圏
な
ど
の
都
会
暮
ら

し
を
選
ぶ
世
代
が
増
え
た
現
在
、ど
こ
の
町
内
も
高
齢
化
が
進
み
、

空
き
家
の
数
も
増
え
て
い
る
、
と
森
本
さ
ん
は
言
う
。「
し
か
し
、

『
重
伝
建
』
に
選
定
さ
れ
た
の
で
、
昔
な
が
ら
の
民
家
、
家
並
み

は
今
後
ず
っ
と
国
の
支
援
で
維
持
、修
復
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

こ
れ
か
ら
は
、
増
え
つ
つ
あ
る
空
き
家
を
借
り
て
、
住
ん
で
く

れ
る
新
た
な
住
人
を
ど
う
や
っ
て
見
つ
け
て
い
く
か
。裏
さ
ん
は
、

奈
良
県
内
の
今
井
町
や
五
條
、
大
和
郡
山
な
ど
古
い
ま
ち
並
み
を

保
つ
地
区
と
協
力
し
て
古
民
家
の
空
き
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
立
ち

上
げ
、
大
宇
陀
の
ま
ち
に
興
味
、
関
心
、
愛
着
を
抱
く
人
々
が
住

み
や
す
い
し
く
み
、
環
境
を
整
え
て
い
き
た
い
、
と
言
う
。「
特

に
大
切
な
の
は
、
こ
れ
だ
け
木
造
の
住
宅
が
並
び
、
災
害
弱
者
の

お
年
寄
り
が
多
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
人
と
住
ま
い
、
暮
ら
し
を
守

る
た
め
の
防
災
組
織
を
つ
く
る
こ
と
」。
裏
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
、

五
年
や
十
年
先
で
は
な
く
、
自
分
の
子
か
ら
孫
へ
、
さ
ら
に
そ
の

子
孫
へ
と
受
け
継
ぎ
、
語
り
継
い
で
い
け
る
よ
う
な
「
ま
ち
づ
く

り
」
に
な
れ
ば
、
と
付
け
加
え
た
。

3

❶「大宇陀まちおこしの会」事務局長の裏 宗久さん（右）。明治期の町家を改装した、まちづくりセンター「千軒舎」にて
❷大宇陀歴史文化館「薬の館」（細川家）に保存されている台所
❸重要伝統的建造物群保存地区にあって、創業400年、今も現役で吉野葛を扱い続ける店

❹「大宇陀まちおこしの会」会長の森本光俊さん
❺❻黒い瓦屋根に白壁──重厚で風格を感じさせる宇陀松山の家並み

伊勢街道の宿場町としても栄えた宇陀の街角に立つ伊勢への道標
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“
秘
境
”
か
ら
“
芸
術
村
”
へ

　

新
緑
の
山
々
を
ぬ
い
、
和
歌
山
県
中
央
部
を
横
断
す
る
日
高
川

沿
い
の
道
を
奥
へ
辿
っ
て
い
く
と
、
棚
田
と
幾
つ
も
の
集
落
が
点

在
す
る
田
辺
市
龍
神
村
に
入
る
。
川
を
遡
る
に
従
っ
て
左
右
に
連

な
る
山
々
が
高
さ
を
増
し
、
や
が
て
、
深
山
幽
谷
の
趣
き
を
感
じ

さ
せ
る
旧
道
に
沿
っ
て
風
情
あ
る
旅
館
や
元
湯
が
軒
を
連
ね
る
龍

神
温
泉
街
に
至
っ
た
。

　

か
つ
て
“
秘
境
”
と
呼
ば
れ
た
龍
神
村
も
、
難
所
に
ト
ン
ネ
ル

が
掘
ら
れ
、
道
路
が
整
備
さ
れ
て
交
通
の
便
が
良
く
な
る
と
と
も

に
観
光
客
も
増
え
、
暮
ら
し
の
質
が
高
ま
っ
て
き
た
。

　
「
小
さ
い
頃
、
林
業
が
盛
ん
で
景
気
は
良
か
っ
た
け
れ
ど
、
田

辺
ま
で
バ
ス
で
二
時
間
も
か
か
り
大
変
で
し
た
。
龍
神
出
身
と
い

う
の
が
少
し
恥
ず
か
し
か
っ
た
」。
そ
う
語
る
原
さ
だ
さ
ん
は
、

若
い
時
、
大
阪
へ
出
て
、
結
婚
。
二
十
数
年
前
、
家
族
そ
ろ
っ
て

帰
郷
し
た
。

　

田
辺
市
龍
神
行
政
局
産
業
建
設
課
商
工
観
光
係
長
の
吉
本
哲
也

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
、
急
増
す
る
輸
入
木
材
に
押
さ

れ
て
林
業
が
衰
退
し
始
め
た
龍
神
村
で
は
、
中
学
校
の
廃
校
舎
の

活
用
と
芸
術
に
よ
る
村
お
こ
し
を
目
指
し
、
龍
神
国
際
芸
術
村
を

開
設
。
都
会
か
ら
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
移
り
住
み
、
新
た
な
息
吹
が

生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
原
さ
ん
は
、
横
浜
か
ら

来
た
元
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
シ
ェ
フ
か
ら
「
龍
神
は
宝
の
山
や
」
と

日高川上流、1300年の歴史を持つ龍神温泉
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言
わ
れ
、
初
め
て
地
元
の
良
さ
に
気
づ
い
た
。「
そ
う
言
え
ば
、

泳
げ
る
川
も
あ
る
し
、
空
気
も
き
れ
い
で
、
食
べ
物
も
お
い
し
い
。

自
分
の
子
供
た
ち
に
は
自
信
を
も
っ
て
“
龍
神
出
身
”
と
言
っ
て

ほ
し
か
っ
た
」

　

龍
神
の
“
宝
の
山
”
に
目
覚
め
た
原
さ
ん
は
、
二
〇
〇
二
年
、

Ｉ
タ
ー
ン
や
Ｕ
タ
ー
ン
組
の
女
性
た
ち
と
「
龍
神
は
ー
と
」
を
結

成
。
龍
神
の
素
晴
ら
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
地
元
出
身
の
若
い
女

性
た
ち
の
帰
郷
を
促
進
す
る
た
め
に
、
龍
神
特
産
の
柚
子
な
ど
農

産
物
を
活
用
し
た
商
品
の
開
発
、
販
売
事
業
を
始
め
、
近
年
は
関

西
ば
か
り
か
首
都
圏
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。

Ｉ
タ
ー
ン
も
Ｕ
タ
ー
ン
も

　

現
在
、
地
元
で
龍
神
材
の
家
具
を
製
作
、
販
売
す
る
松
本
泉
さ

ん
も
八
○
年
代
後
半
、
会
社
勤
め
を
し
て
い
た
大
阪
か
ら
、
生
ま

れ
育
っ
た
龍
神
村
に
戻
っ
て
き
た
Ｕ
タ
ー
ン
組
だ
。
物
づ
く
り
に

憧
れ
て
脱
サ
ラ
。
一
年
間
の
木
工
修
業
の
の
ち
、
空
き
の
あ
っ
た

国
際
芸
術
村
に
入
居
し
た
。「
龍
神
の
杉
は
色
合
い
も
い
い
し
、

艶
も
あ
っ
て
丈
夫
。
そ
れ
は
山
が
高
く
、
雨
が
多
く
、
寒
暖
の
差

が
激
し
い
か
ら
」。
し
か
し
建
築
材
と
し
て
は
あ
ま
り
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
え
て
い
な
か
っ
た
。
松
本
さ
ん
は
、
使
い
勝
手
の

良
い
家
具
を
良
心
的
な
価
格
で
提
供
し
て
、
龍
神
を
訪
れ
る
人
々

に
龍
神
材
の
良
さ
を
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、
自
ら
デ
ザ
イ
ン
し
た

椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
を
一
点
ず
つ
精
魂
込
め
て
つ
く
り
続
け
て

き
た
。「
木
の
家
具
は
、
傷
が
付
い
て
も
家
族
の
歴
史
に
な
り
、

年
ご
と
に
値
打
ち
が
上
が
っ
て
い
き
ま
す
」

　

不
幸
に
し
て
国
際
芸
術
村
の
拠
点
だ
っ
た
廃
校
舎

は
十
年
ほ
ど
前
に
焼
失
。
二
〇
〇
二
年
、
和
歌
山
県

と
龍
神
村
が
「
新
世
紀
山
村
居
住
モ
デ
ル
実
験
事
業
」

を
始
め
、
村
内
に
「
ア
ト
リ
エ
龍
神
の
家
」（
現
在
、

九
棟
）
を
建
設
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
募
集
。
陶
芸

家
や
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど
が
入
居
し

て
き
た
。

　

藍
染
め
作
家
の
計
良
容
子
さ
ん
も
そ
の
一
人
。
東

京
の
藍
染
め
工
房
に
勤
務
時
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
聴
い

て
応
募
。
三
年
前
の
夏
、
龍
神
村
の
住
民
と
な
っ
た
。「
以
前
か

ら
田
舎
暮
ら
し
が
夢
で
、
山
の
中
で
温
泉
が
あ
っ
て
、
時
々
観
光

客
が
来
て
、
藍
染
め
体
験
も
で
き
る
場
所
を
探
し
て
い
ま
し
た
」。

原
料
の
「
た
で
藍
」
に
灰あ

く汁
を
注
ぎ
、
日
本
酒
や
ふ
す
ま
（
麦
の

外
皮
）
を
入
れ
て
発
酵
さ
せ
る
藍
染
め
に
は
、
多
量
の
木き
ば
い灰
が
必

要
だ
が
、
周
辺
に
は
炭
焼
き
職
人
が
い
て
、
良
質
の
木
灰
が
入
手

で
き
る
。
そ
の
う
え
、
龍
神
の
人
は
親
切
で
、
藍
染
め
体
験
を
楽

し
む
人
も
少
な
く
な
い
、
と
計
良
さ
ん
は
言
う
。「
近
く
の
子
供

さ
ん
が
『
お
年
玉
を
も
ら
っ
た
か
ら
藍
染
め
体
験
さ
せ
て
』
と
大

切
な
お
小
遣
い
を
持
っ
て
来
て
く
れ
る
。と
て
も
嬉
し
い
で
す
ね
」

　

龍
神
行
政
局
の
吉
本
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
〇
五
年
の
市
町
村
合
併

時
、
地
域
へ
の
愛
着
が
強
い
住
民
た
ち
は
、
行
政
区
名
に
「
田
辺

市
龍
神
村
」
を
選
択
。
地
元
の
人
々
と
Ｉ
タ
ー
ン
、
Ｕ
タ
ー
ン
組

の
人
々
が
力
を
合
わ
せ
て
龍
神
村
の
新
た
な
魅
力
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

❶群馬県・川中温泉、島根県・湯の川温泉と並び、日本三美人の湯の1つに数えられる
　龍神温泉の元湯。湯に含まれる豊富なラジウムが肌をきれいにするという
❷各地からのアーティストが移り住む「アトリエ龍神の家」
❸Ｉターンしてきた藍染め作家・計良容子さん。仕事場の一角には染め上がった作品がディスプレイされている

❹「龍神はーと」オリジナルの「柚べし」づくりに取り組む、原さださん
❺❻Ｕターンで龍神材の良さを生かした家具づくりに専念する松本泉さん
❼龍神村の山あいには棚田が広がっている
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小
舟
木

エコ
村

環境と地域社会との共生

3

1

持
続
可
能
な
社
会
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の
第
一
歩

　

琵
琶
湖
東
岸
に
開
け
た
商
業
と
水
郷
の
景
観
都
市
・
近
江
八
幡

市
の
旧
市
街
の
西
南
、
周
囲
を
豊
か
な
農
地
や
河
川
に
囲
ま
れ
た

一
角
に
、
二
〇
〇
八
年
、
環
境
と
地
域
社
会
と
の
共
生
を
目
指
す

「
小
舟
木
エ
コ
村
」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
各
戸
と
も
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
敷
地
に
果
樹
が
植
え
ら
れ
、
十
坪
の
菜
園
が
備
わ
り
、
ご

み
用
コ
ン
ポ
ス
ト
や
雨
水
タ
ン
ク
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
〇
九
年

四
月
末
現
在
、
八
十
世
帯
ほ
ど
が
入
居
す
る
が
、
そ
の
九
割
以
上

は
オ
ー
ル
電
化
。
ま
た
、
宅
地
の
南
側
に
は
小
舟
木
エ
コ
村
関
係

者
や
周
辺
住
民
の
耕
す
畑
地
が
広
が
り
、
そ
こ
で
収
穫
さ
れ
た
野

菜
類
は
小
舟
木
エ
コ
村
内
で
販
売
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
エ
コ
村
構
想
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。

　

滋
賀
県
立
大
学
副
学
長
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ
コ
村
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
理
事
長
の
仁
連
孝
昭
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
地
球
温
暖
化
や
水
問

題
な
ど
で
危
機
に
瀕
し
て
い
る
「
環
境
」
に
負
荷
を
か
け
ず
、
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進
行
と
東
京
一
極
集
中
で
破
た
ん
寸
前
の
「
地

域
経
済
」
に
活
力
を
与
え
、
人
と
人
、
人
と
社
会
と
の
つ
な
が
り

が
崩
れ
る
一
方
の
「
地
域
社
会
」
を
立
て
直
す
手
が
か
り
と
な
る
、

持
続
可
能
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
を
「
口
で
言
う
だ
け
で
な

く
」
実
際
に
滋
賀
県
で
つ
く
る
た
め
に
、
二
〇
〇
〇
年
、
大
学
や

経
済
界
、
市
民
や
行
政
関
係
者
が
議
論
す
る
な
か
で
具
体
的
に
立

ち
上
が
っ
た
。

　

二
年
後
、最
初
の
候
補
地
が
近
江
八
幡
市
の
現
在
地
に
決
ま
り
、

「
エ
コ
村
憲
章
」
を
制
定
。
ま
た
、
内
閣
官
房
都
市

再
生
本
部
「
環
境
共
生
ま
ち
づ
く
り
事
業
」

に
選
定
さ
れ
た
。

　

宅
地
造
成
は
○
七
年
か
ら

始
ま
っ
た
。
エ
コ
村
事
業
法

人
・
株
式
会
社
地
球
の
芽
の
田
中
孝
佳

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
同
社
担
当
の
区
画
で

は
、「
カ
ー
ボ
ン
・
オ
フ
セ
ッ
ト
」
と
い
う
し
く
み
を
利
用
し
て
、

造
成
工
事
に
伴
う
Ｃ
Ｏ
２

を
実
質
ゼ
ロ
に
し
て
い
る
と
い
う
。
各

家
庭
で
実
践
さ
れ
て
い
る
雨
水
タ
ン
ク
や
コ
ン
ポ
ス
ト
の
活
用
、

農
薬
を
使
わ
な
い
菜
園
や
果
樹
栽
培
も
、
い
か
に
環
境
へ
の
負
荷

を
減
ら
す
か
、
と
い
う
取
り
組
み
の
一
環
だ
。
現
在
、
小
舟
木
エ

コ
村
住
民
と
研
究
機
関
が
協
力
し
た
「
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の

導
入
を
検
討
し
て
い
る
。

琵
琶
湖
畔
各
地
で
の
モ
デ
ル
づ
く
り
へ

　

で
は
、「
地
域
経
済
」「
地
域
社
会
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は

ど
う
か
。
仁
連
さ
ん
は
、「
近
江
八
幡
の
周
り
は
農
地
が
多
い
の

で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
兼
業
農
家
で
サ
ラ
リ
ー
を
注
ぎ
込
ん
で
農

業
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
小
舟
木
エ
コ
村
の
住
人
と
周
辺
の

農
家
が
農
産
物
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
、
地
域
経

済
を
安
定
さ
せ
る
し
く
み
を
つ
く
り
た
か
っ
た
」
と
言
う
。
例
え

ば
、
各
戸
の
敷
地
に
菜
園
を
設
け
る
の
も
、
住
人
が
作
物
を
育
て

る
こ
と
で
身
を
も
っ
て
農
業
を
見
直
し
て
ほ
し
い
か
ら
。「
エ
コ

村
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
個
々
の
ハ
ー
ド
よ
り
も
ソ
フ
ト
。
住
人

2

❶木の家に住みたくて小舟木エコ村に移住した小島澄子さん
❷菜園づくりを始めて自然のすごさを実感したという川合紀之さん・恭子さん夫妻
❸息子家族と孫家族、大家族で移住し二世帯分の菜園づくりを手がける大橋美智子さん

新しいまち、新しい家、新しい庭。
土に触れる暮らしを始める

◀自作のエコ村構想の模型を前に、小舟木エコ村への思いを語る仁連孝昭さん
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は
国
産
の
ム
ク
材
。
断
熱
を
工
夫
し
、
深
夜
電
力
を
活
用
し
た
蓄

熱
式
電
気
暖
房
器
で
冬
も
家
中
ど
こ
で
も
二
十
四
時
間
ポ
カ
ポ

カ
」
と
言
う
。
近
江
八
幡
市
内
の
農
家
で
、
同
居
す
る
息
子
さ
ん

家
族
、
孫
娘
さ
ん
家
族
と
二
軒
一
緒
に
越
し
て
き
た
大
橋
美
智
子

さ
ん
は
、
二
軒
分
の
菜
園
づ
く
り
を
楽
し
み
、「
今
、
人
生
、
最

高
の
幸
せ
で
す
」
と
笑
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
仁
連
さ
ん
た
ち
が
目
指
し
た
当
初
の
エ
コ
村
構
想

が
す
べ
て
小
舟
木
エ
コ
村
で
実
現
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
重
要

な
の
は
、
新
た
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
、
琵
琶
湖
周
辺
の
あ
ち
こ
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
や
条

件
に
合
わ
せ
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
。「
別
の
場
所
で
は
全

く
違
う
エ
コ
村
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
モ
デ
ル
が
幾
つ

も
で
き
て
く
る
と
、私
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
も
の
が
理
解
さ
れ
、

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」。
琵
琶
湖
畔
に
芽

吹
い
た
エ
コ
村
構
想
の
今
後
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●

　

若
者
た
ち
が
都
心
近
く
に
残
る
長
屋
を
改
装
し
て
店
を
営
み
、

ま
ち
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
る
「
中
崎
町
」、
山
間
の
商
業
の

ま
ち
を
支
え
る
重
厚
な
古
民
家
の
家
並
み
の
良
さ
を
生
か
し
た
ま

ち
お
こ
し
に
取
り
組
む
「
宇
陀
」、“
秘
境
”
か
ら
“
芸
術
村
”
へ

の
道
を
拓
く
「
龍
神
村
」、
近
江
八
幡
の
地
域
と
環
境
と
の
共
生

を
目
指
す
「
エ
コ
村
」
―
―
地
域
の
風
土
に
根
ざ
し
、
人
と
環
境

へ
の
負
荷
を
か
け
な
い
ま
ち
づ
く
り
、
暮
ら
し
づ
く
り
へ
の
取
り

組
み
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、関
西
に
お
け
る
「
持
続
可
能
な
社
会
」

実
現
へ
の
一
里
塚
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

取
材
・
撮
影
／
伊
田
彰
成
　
編
集
／
田
窪
由
美
子

が
ど
ん
な
考
え
、
生
き
方
で
暮
ら
し
て
い
く
か
」。
さ
い
わ
い
、

エ
コ
村
構
想
に
共
感
し
た
入
居
者
ば
か
り
な
の
で
、
み
ん
な
が
主

体
的
に
環
境
と
地
域
社
会
と
共
生
す
る
暮
ら
し
を
つ
く
っ
て
い
こ

う
、
と
い
う
“
自
考
自
築
”
の
基
盤
が
で
き
た
、
と
仁
連
さ
ん
。

　

実
際
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
み
る
と
、
近
江
八
幡
駅
前
の
賃
貸
か
ら

移
り
住
ん
だ
川
合
紀
之
さ
ん
・
恭
子
さ
ん
夫
妻
は
、
自
宅
を
建
築

し
て
い
る
最
中
か
ら
菜
園
づ
く
り
に
熱
中
。「
今
ま
で
何
と
も
思

わ
な
か
っ
た
け
ど
、
雨
が
降
る
こ
と
が
す
ご
く
大
事
や
な
」「
ダ

イ
コ
ン
を
植
え
た
途
端
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
が
卵
を
産
も
う
と

寄
っ
て
き
て
、
す
ご
い
な
」
と
実
感
。
大
津
市
か
ら
家
族
四
人
で

入
居
し
た
小
島
澄
子
さ
ん
は
、「
木
の
家
に
住
み
た
く
て
、
内
装

5
6

小舟木エコ村の南には、同村
関係者や周辺住民が耕す畑地

「百菜劇場」が広がる

小舟木エコ村は、約
15haの土地に、戸建
て木造住宅約 370
戸を建設、1000人ほ
どが暮らすまちになる


