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よ
う
な
歴
史
的
な
町
並
み
が
資
源

と
な
っ
て
い
る
場
所
で
は
、
地
域

住
民
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ

て
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
い
る

の
か
、
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
い

で
す
。

松
原

│
私
は
実
際
に
熊
川
で
暮

ら
し
て
い
る
人
の
視
点
が
気
に
な
り
ま

す
。
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
も
大
事
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
中
山
間
地
域
に
立
地
す

る
熊
川
宿
の
よ
う
な
集
落
に
は
ど
の
よ
う

な
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の

か
な
ど
を
知
り
た
い
で
す
。
人
口
が
都
市

部
へ
流
出
す
る
と
、
空
き
家
・
空
き
地
が

増
え
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
統

廃
合
が
進
ん
だ
り
と
寂
し
い
話
題
が
多
い

中
で
、
生
活
し
て
い
る
人
は
、
何
を
大
事

に
し
て
町
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
点
で
深
堀
り
が
で
き
た
ら
な

と
思
い
ま
す
。

中
野

│
確
か
に
、
集
落
の
持
続
性
は
よ

く
議
論
さ
れ
る
問
題
だ
し
、
将
来
の
姿
や

ビ
ジ
ョ
ン
を
描
き
な
が
ら
、
今
後
の
取
り

組
み
を
考
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
そ
う
で

す
ね
。

松
原

│
同
じ
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
と

言
っ
て
も
、
町
並
み
や
歴
史
の
価
値
を
誰

も
が
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
し
、
価
値
観
は
人
そ
れ

ぞ
れ
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

中
野

│
今
回
は
、
昔
か
ら
の
ま
ち
づ
く

り
特
別
委
員
会
と
、
近
年
に
な
っ
て
町
に

参
入
し
た
法
人
の
両
方
に
お
聞
き
で
き
る

中
野

│
僕
自
身
は
大
学
で
都
市
計
画
や

ま
ち
づ
く
り
を
学
ぶ
学
生
と
し
て
日
々

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
研
究
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
活
動
の
最
前
線
の
現
場
で
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
ま
で
迫
る
こ
と
は
難
し
い
な
と
感

じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
実
際
に
住
民
の

共
通
の
財
産
と
し
て
の
町
並
み
を
保
全
し

て
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
継
続
し
て
い
る

若
狭
鯖
街
道
熊く
ま
が
わ
じ
ゅ
く

川
宿
の
現
場
の
人
々
の
声

を
聴
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
皆
さ

ん
は
、
ど
こ
に
着
眼
し
て
、
話
を
聞
き
た

い
で
す
か
。

上
田

│
自
分
も
修
士
研
究
が
こ
の
話
題

と
似
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
と
て
も
興

味
が
あ
り
ま
す
。
住
民
主
体
で
何
か
町
の

活
性
化
に
関
わ
っ
た
り
、
移
住
者
が
町
の

中
で
地
域
お
こ
し
を
し
た
り
、
と
い
う
活

動
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
、
ど

う
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
携
わ
っ
て
い

る
か
が
重
要
で
す
。
そ
こ
で
、
熊
川
宿
の

『
町
並
み
』
か
ら
始
ま
る
ま
ち
づ
く
り

土
木
の
魅
力
探
求
「
話
す
」「
聞
く
」「
考
え
る
」

本
企
画
で
は
、
学
生
委
員
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
探
究
す
る
。
本
企
画
は
3
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、「
話
す
」
で
は
、
主
担
当
が

興
味
を
持
っ
た
理
由
や
取
材
前
の
気
持
ち
を
率
直
に
述
べ
る
。「
聞
く
」
で
は
、
取
材

を
通
し
て
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
当
事
者
に
伺
う
。「
考
え
る
」
で
は
、
取
材
で
学

ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
、
感
じ
た
こ
と
や
思
い
を
チ
ー
ム
で
共
有
す
る
。
今
回
は
学
校

で
学
ぶ
中
で
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
ま
ち
づ
く
り
の
最
前
線
に
着
目
し
て
深
堀

り
す
る
。話

すDiscussion

写真1　取材の様子（宮本哲男氏（中央）、時岡壮太氏（最左））
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の
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
に
関
す
る

話
題
も
聞
き
た
い
で
す
ね
。

福
井
県
若
狭
町
に
位
置
す
る
鯖
街
道
熊

川
宿
。
か
つ
て
は
街
道
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
、
今
も
な
お
江
戸
時
代
の
風
情
が
色

濃
く
残
る
町
並
み
は
国
の
重
要
伝
統
的
建

造
物
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
歴
史
あ
る
町
で
、
地
域
の
文
化
を
守
り

つ
つ
、
新
た
な
可
能
性
を
切
り
開
こ
う
と

す
る
二
人
に
、
こ
れ
ま
で
の
熊
川
宿
の
歩

み
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

│
自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

宮
本

│
若
狭
熊
川
宿
ま
ち
づ
く
り
特
別

委
員
会
で
会
長
を
務
め
て
お
り
ま
す
。
地

元
の
住
民
と
し
て
、
町
が
衰
退
し
て
い
く

の
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
「
何
か
し

な
け
れ
ば
」
と
い
う
思
い
で
関
わ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
伝
統
的
建
造
物
群
の
保

存
や
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
を
通
じ
て
、
地
域

の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

時
岡

│
（
株
）デ
キ
タ
の
代
表
取
締
役

を
務
め
て
お
り
ま
す
。
現
在
は
、
熊
川
宿

の
空
き
家
を
活
用
し
た
宿
泊
事
業
を
運
営

し
た
り
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
事
業
に

取
り
組
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

若
狭
熊
川
宿
の
発
見
と

町
並
み
保
全
ま
で
の
動
き

│
ま
ず
、
熊
川
宿
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
つ
い
て
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

宮
本

│
熊
川
は
、
江
戸
時
代
か
ら
京
の

都
と
若
狭
を
結
ぶ
物
流
の
拠
点
と
し
て
繁

栄
し
、
宿
場
町
と
し
て
も
に
ぎ
わ
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
1
9
2
2
（
大
正
11
）
年
に

国
鉄
小
浜
線
が
開
通
す
る
と
物
流
の
主
役

が
鉄
道
に
移
り
、
熊
川
宿
の
役
割
は
次
第

に
薄
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
高
度

成
長
期
に
は
若
い
人
た
ち
が
都
会
に
流
出

し
、
高
齢
化
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

│
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
熊
川
宿
の
価

値
は
、
ど
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本

│
1
9
7
5（
昭
和
50
）年
頃
、
熊

川
宿
を
横
断
す
る
河
内
川
の
上
流
に
ダ
ム

建
設
の
話
題
が
上
が
っ
た
と
き
、
福
井
大

学
の
先
生
が
調
査
の
た
め
、
こ
の
地
域
を

訪
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
宿
場
町
の
古
い

町
並
み
が
注
目
さ
れ
、
本
格
的
な
町
並
み

保
存
対
策
調
査
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
当

時
、
住
民
は
半
信
半
疑
で
、
自
分
た
ち
の

住
ん
で
い
る
町
に
大
し
た
価
値
が
あ
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
熊
川
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
も
調
査

に
参
加
し
て
、
一
生
懸
命
に
町
並
み
の
価

値
を
模
索
し
て
い
く
中
で
、
今
後
空
き
家

が
増
え
て
い
く
懸
念
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
徐
々
に
住
民
が
町
並
み
の
修
景
に
向

け
て
動
き
出
し
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

町
並
み
の
保
全
か
ら

ま
ち
づ
く
り
活
動
へ

│
現
在
の
ま
ち
づ
く
り
特
別
委
員
会
と

し
て
活
動
す
る
ま
で
に
は
、
ど
の
よ
う
な

動
き
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本

│
熊
川
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
は
、

1
9
8
1（
昭
和
56
）年
の
町
並
み
調
査
を

契
機
に
「
熊
川
宿
町
並
み
を
守
る
会
」
が

誕
生
し
、
1
9
9
5（
平
成
7
）年
に
現
在

の
「
若
狭
熊
川
宿
ま
ち
づ
く
り
特
別
委
員

会
」
に
な
り
ま
し
た
。
要
は
、
町
並
み
の
保

存
か
ら
ま
ち
づ
く
り
へ
と
流
れ
が
変
わ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
古
い
も
の
を
残
さ

な
あ
か
ん
」
と
言
う
ば
か
り
で
は
な
く
、

伝
統
的
な
町
並
み
を
生
か
し
て
、
美
し
く
、

か
つ
、
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
同
時
に
会
の

名
称
も
変
え
ま
し
た
。

ま
た
、
当
時
の
会
長
さ
ん
が
、
文
化
財

を
建
物
ご
と
で
は
な
く
町
全
体
で
保
存
す

る
方
針
を
打
ち
出
し
、
住
民
た
ち
の
理
解

が
得
ら
れ
る
よ
う
働
き
か
け
、
1
9
9
6

（
平
成
8
）
年
に
は
国
の
重
要
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
（
重
伝
建
）
に
選
定
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
本
格
的
に
町
並
み

の
修
景
や
景
観
整
備
が
取
り
組
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

│
活
動
を
進
め
る
上
で
、
特
に
苦
労
し

た
こ
と
や
難
し
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す

か
？

宮
本

│
町
並
み
を
守
る
と
い
う
の
は
、

単
に
古
い
建
物
を
保
存
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
と
ど
う

両
立
さ
せ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
常
に
つ

き
ま
と
い
ま
す
。
専
門
家
や
行
政
な
ど
と

と
も
に
住
民
の
声
を
聴
き
、
集
落
全
体
で

町
並
み
保
存
へ
の
意
識
を
高
め
て
い
く
中

で
、
特
別
委
員
会
は
ま
ち
づ
く
り
の
充
実

を
図
る
組
織
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

住
民
全
員
が
委
員
会
の
会
員
と
な
り
、
具

体
的
に
は
、
空
き
家
対
策
部
会
、
活
性
化

部
会
、
広
報
部
会
、
町
並
み
対
策
部
会
と

事
務
局
か
ら
構
成
さ
れ
、
分
野
ご
と
に
部

［連 載］第 6回│土木の魅力探求「話す」「聞く」「考える」

聞
く

Interview
﹇
取
材
協
力
者
﹈

宮
本
哲
男
氏

若
狭
熊
川
宿
ま
ち
づ
く
り
特
別
委
員
会
会
長

時
岡
壮
太
氏

（
株
）デ
キ
タ
代
表
取
締
役
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会
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

│
町
並
み
を
保
存
す
る
だ
け
で
な
く
、

住
民
主
導
の
イ
ベ
ン
ト
も
実
施
さ
れ
て
い

る
と
聞
き
ま
し
た
。

宮
本

│
重
伝
建
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
を

契
機
に
、
地
域
活
性
化
の
イ
ベ
ン
ト
支
援

と
し
て
「
熊
川
い
っ
ぷ
く
時
代
村
」
と
い

う
イ
ベ
ン
ト
を
年
に
1
回
、
秋
に
開
催
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
住
民
が

中
心
と
な
り
企
画
か
ら
運
営
ま
で
、
み
ん

な
で
協
力
し
て
創
意
工
夫
し
て
盛
り
上
げ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
も
、

こ
れ
ま
で
守
っ
て
き
た
美
し
い
景
観
が

あ
っ
て
の
も
の
で
す
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
う
ち
に
住
民
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
深
ま
っ
て
、
防
災
や
美
化
活
動

へ
の
協
力
意
識
が
高
ま
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
中
心
と
し
た
活
動
で
、
で
き
る

こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
と

し
て
、
収
益
を
出
し
て
持
続
的
な
活
動
へ

つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
時
岡
君
た
ち
が

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

外
部
資
本
に
頼
ら
な
い
地
域
資

源
を
活
用
し
た
取
り
組
み

│
時
岡
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
熊

川
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

時
岡

│
実
は
僕
は
熊
川
の
出
身
で
は
な

く
、
若
狭
地
方
の
別
の
町
の
生
ま
れ
な
の

で
す
が
、
東
京
の
大
学
で
建
築
を
学
び
、

30
代
で
若
狭
に
戻
っ
て
腰
を
据
え
て
ま
ち

づ
く
り
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
社
は
、
古
民
家
な
ど
の
遊
休
不
動
産
を

活
用
し
た
施
設
開
発
や
農
産
品
を
活
用

し
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
な
ど
、
地
域
の
文
化
を

体
験
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
熊
川
で
は
、
古
民
家
を
改

修
し
た
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
＆
ス
ペ
ー
ス
や

宿
泊
施
設
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
僕

た
ち
が
目
指
す
の
は
、
家
族
経
営
の
小
規

模
事
業
で
は
な
く
、
多
様
な
分
野
で
事
業

を
展
開
す
る
、
30
名
規
模
の
優
良
中
小
企

業
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
で
す
。
地
域
の

雇
用
を
生
み
出
し
、
持
続
可
能
な
ま
ち
づ

く
り
を
実
現
す
る
た
め
の
基
盤
を
作
る
こ

と
が
、
当
社
の
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
古
民
家
を
改
修
し
た
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ

い
。

時
岡

│
熊
川
は
現
状
、
全
部
で
1
4
0

軒
中
、
3
分
の
1
の
約
40
軒
が
空
き
家
で

す
。
最
初
に
取
り
掛
か
っ
た
「
菱
屋
」
と
い

う
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
は
、
当
主
の
方
が
い

な
く
な
っ
て
か
ら
10
年
余
り
使
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
建
物
を
改
修
し
て
、
で
き
た
建

物
で
す
。
古
い
建
物
で
と
て
も
大
き
く
、

い
く
つ
か
の
部
屋
に
分
け
て
オ
フ
ィ
ス
に

し
て
い
ま
す
。

「
八
百
熊
川
」
と
い
う
宿
泊
施
設
は
、
複

数
の
空
き
家
を
一
棟
一
棟
宿
泊
で
き
る
建

物
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
建
物
で
、
建

物
の
基
礎
部
分
か
ら
湿
気
対
策
や
断
熱
改

修
を
施
し
、
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
な
空

間
に
し
て
い
ま
す
。

│
熊
川
で
の
取
り
組
み
で
こ
だ
わ
り
と

し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

時
岡

│
僕
ら
は
こ
の
熊
川
に
本
社
を
置

か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
法
人
で
あ
り
、
地

域
の
人
が
ち
ょ
っ
と
で
も
関
わ
れ
る
宿
に

し
た
い
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
す
。
古こ

民み
ん

家か

宿や
ど

の
事
業
は
全
国
的
に
も
増
え
て
き
て

い
ま
す
。
外
部
の
資
本
に
開
発
を
頼
む
や

り
方
が
商
売
的
に
は
確
か
に
や
り
や
す
い

で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
や
り
方
と
し
て
、

極
力
地
域
に
お
金
を
落
と
し
て
、
雇
用
の

創
出
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
や
り
方
を
模

索
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
昔
か
ら
活
動
さ
れ

て
い
る
「
お
も
て
な
し
の
会
」
の
皆
さ
ん

に
依
頼
し
、
実
際
に
宿
泊
さ
れ
て
い
る
方

の
部
屋
に
地
域
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
を

ふ
る
ま
う
と
い
う
プ
ラ
ン
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
最
近
は
、
新
し
く
開
設
し
た
食
品

加
工
場
が
、
熊
川
の
方
か
ら
当
社
ス
タ
ッ

フ
へ
料
理
の
知
恵
を
伝
承
す
る
場
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
若
狭
地
方
の

伝
統
野
菜
や
郷
土
料
理
を
ウ
リ
に
し
た
自

社
商
品
を
製
造
し
、
東
京
の
セ
レ
ク
ト

シ
ョ
ッ
プ
で
販
売
し
た
り
、
Ｅ
Ｃ
を
利
用

し
た
販
路
を
開
拓
し
た
り
と
い
っ
た
取
り

組
み
に
も
発
展
し
て
い
ま
す
。

写真2　 町並み修景のbefore after（昭和期（左）、現在（右））
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│
今
後
増
え
て
く
る
外
国
人
観
光
客
へ

の
対
応
は
何
か
あ
り
ま
す
か
。

時
岡

│
多
い
月
だ
と
全
体
の
30
％
が
海

外
の
観
光
客
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
、

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
地

方
の
宿
泊
業
は
30
〜
40
％
は
海
外
か
ら

の
観
光
客
を
相
手
に
し
て
い
か
な
い
と
続

け
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は

マ
ニ
ア
ッ
ク
な
層
が
訪
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
最
近
は
海
外
の
旅
行
会
社
と
連
携
し

て
、
京
都
・
熊
川
・
金
沢
の
3
泊
4
日
の

行
程
を
旅
行
パ
ッ
ク
に
し
て
販
売
す
る
プ

ラ
ン
を
検
討
す
る
な
ど
、
団
体
客
を
想
定

し
た
取
り
組
み
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

山
の
資
源
を
活
用
し
た
こ
れ
か

ら
の
山
村
集
落
の
在
り
方

│
熊
川
で
の
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

時
岡

│
熊
川
は
宿
場
の
す
ぐ
裏
が
山
に

な
り
ま
す
。
今
後
は
こ
の
山
の
資
源
を
活

用
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
若
狭
町
と

ま
ち
づ
く
り
特
別
委
員
会
な
ど
地
域
の

方
々
が
、
熊
川
城
跡
地
ま
で
熊
川
ト
レ
イ

ル
を
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上
で
熊
川

ト
レ
イ
ル
の
終
着
地
と
な
る
場
所
に
公
民

連
携
事
業
で
「
山さ
ん

座ざ

熊
川
」
と
い
う
大
規

模
な
ア
ウ
ト
ド
ア
施
設
を
つ
く
り
ま
し

た
。
今
後
は
企
業
の
研
修
や
団
体
で
の
利

用
を
呼
び
込
ん
で
、
お
金
を
稼
げ
る
仕
組

み
を
作
り
、
宿
場
に
還
元
す
る
持
続
的
な

山
村
集
落
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。達

成
に
は
、
自
治
体
や
事
業
者
地
域
の

関
係
者
な
ど
、
複
数
の
主
体
が
協
働
し
て

一
つ
の
事
業
を
進
め
て
い
く
と
い
う
団
体

競
技
の
よ
う
な
姿
勢
が
必
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。
今
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
関
わ
っ

て
く
れ
て
い
る
人
た
ち
が
支
え
て
い
る
部

分
が
大
き
い
で
す
。
そ
こ
に
宿
泊
業
か
ら

食
品
製
造
ま
で
何
で
も
や
る
と
い
う
企
業

が
入
り
、
地
域
に
雇
用
を
求
め
て
移
住
者

が
増
え
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
伝
建
地
区

の
ま
ち
づ
く
り
で
は
大
切
な
の
か
な
と
考

え
て
い
ま
す
。

│
少
し
ず
つ
で
も
空
き
家
が
減
っ
て
、

町
が
活
気
づ
い
て
い
け
た
ら
よ
い
で
す

ね
。

時
岡

│
そ
う
で
す
ね
。
実
際
、
こ
こ
数

年
で
14
件
の
空
き
家
に
利
活
用
の
動
き
が

あ
り
ま
し
た
。
僕
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
る

の
は
5
件
だ
け
で
、
他
は
個
人
で
改
修
し

た
物
件
で
し
た
。
こ
れ
は
、
熊
川
の
50
年

近
く
続
け
て
き
た
町
並
み
保
全
活
動
あ
っ

て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
歴
史
的

な
街
区
で
も
こ
う
い
っ
た
商
売
が
許
さ
れ

る
の
は
、
元
来
の
宿
場
町
と
し
て
の
性
格

が
あ
っ
て
こ
そ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宮
本

│
熊
川
宿
は
、
歴
史
あ
る
町
並
み

と
地
域
の
温
か
い
人
々
が
共
存
す
る
場
所

で
す
。
宿
泊
や
食
事
、
ア
ウ
ト
ド
ア
体
験

な
ど
を
通
じ
て
、
ぜ
ひ
こ
の
町
の
魅
力
を

感
じ
に
来
て
く
だ
さ
い
。

（
2
0
2
5
年
1
月
12
日（
日
）
熊
川
宿
場
町

内
の
宮
本
氏
宅
に
て
）

（
聞
き
手

：

中
野
・
上
田
・
松
原
）

中
野

│
取
材
を
通
し
て
印
象
に
残
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

上
田

│
自
分
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
住
民
が
組
織
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
取
材
前
は

自
治
体
や
行
政
が
主
導
し
て
い
る
と
想
像

し
て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
は
町
並
み
保

全
も
住
民
が
主
導
し
て
、
積
極
的
に
関
与

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
驚
き
で
し
た
。

松
原

│
私
は
、
熊
川
宿
の
景
観
資
源
の

保
全
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
住
民
の
雇
用

を
生
ん
だ
り
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
取
り
組
ま
れ
た
り
し
て

い
る
点
が
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
特
に
小

学
生
な
ど
の
子
ど
も
た
ち
と
も
関
わ
り
を

広
げ
て
い
る
点
は
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ

く
り
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

中
野

│
確
か
に
、
町
の
新
陳
代
謝
が
機

能
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
熊
川
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
引
き
出
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。
時
岡
さ
ん
が
新
た
な
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
続
け
ら
れ
る
の
も
、
こ
れ
ま
で

の
住
民
の
努
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
た

し
、「
熊
川
い
っ
ぷ
く
時
代
村
」
も
住
民
が

町
並
み
の
歴
史
的
な
価
値
を
分
か
ち
合
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
今

後
は
熊
川
宿
を
参
考
に
、
元
気
な
山
村
集

落
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
で
す

ね
。

（
学
生
編
集
委
員

：

中
野
太
雄
、上
田
晴
斗
、

松
原
帆
乃
香
）

考
え
るAnalysis

写真3　古民家宿「八百熊川」の部屋 




