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文
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世
界
に
は
多
様
な
文
化
や
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
異
文
化
の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
飛
び
込
み
、

人
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、未
知
の
世
界
を

調
査
・
研
究
し
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
た
ち
。

今
回
は
、合
掌
造
り
で
知
ら
れ
る
岐
阜
県
白
川
郷
で
、

ど
の
よ
う
に「
文
化
」の
継
承
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を

見
つ
め
続
け
る
才
津
先
生
の
お
話
で
す
。

[今回のフィールドワーカー]

合掌造りは、岐阜県と富山県の一部の地
域にのみ見られる民家の形式。かつては1
階部分だけを住居として使用し、屋根裏で
は蚕を飼っていた。

30～50年に一度行われる茅葺き屋根の葺き替え。かつては「結」とよばれる住民相互の無償
労働で行われていたが、現在は地元の専門業者に依頼することも多い。

荻町地区は周りを緑豊かな山に囲まれた小さな盆地。合掌造りの家々
は、渓谷の強風を受け流すため、みな南北方向に建てられている。

庄川に架かる「であい橋」。駐車場からこの吊り橋を
渡ったところに荻町地区がある。

どぶろくが振る舞われる中、奥の社
殿では、民俗芸能の春駒踊りが披
露されている。

　

文
化
人
類
学
の「
基
本
の
き
」は
、冒
頭
に
述
べ

た「
文
化
に
優
劣
は
な
い
」と
い
う
考
え
方
で
す
。

し
か
し
、各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
調
査
に
行

く
と
、「
う
ち
の
祭
り
は
国
指
定
の
文
化
財
だ
か

ら
、県
指
定
の
隣
の
集
落
の
も
の
よ
り
良
い
も
の
ら

し
い
」と
いっ
た
話
を
た
び
た
び
耳
に
し
ま
す
。つ
ま

り
、文
化
遺
産
保
護
制
度
が
ラ
ン
キ
ン
グ
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。ま
た
、

「
祭
り
の
衣
装
を
変
え
た
の
は
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
か
ら
」と
い
う
よ
う
に
、文
化
財
へ
の
指
定
が

変
化
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
現
状
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、「
一
体
、い
つ
、誰
が
こ
ん
な
制
度
を
つ
く

り
、誰
が
ど
ん
な
基
準
で
文
化
遺
産
を
選
ん
で
い

　

世
界
は
も
ち
ろ
ん
、日
本
国
内
に
も
多
様
な
文

化
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
間
に
は
優

劣
や
高
低
の
差
は
な
く
、等
し
く
価
値
が
あ
る
も

の
だ
と
い
う
考
え
方
に
異
を
唱
え
る
人
は
少
な
い

で
し
ょ
う
。し
か
し
、そ
の一
方
で
、「
世
界
遺
産
」や

「
文
化
財
」に
選
ば
れ
て
い
る
と
聞
く
と
、そ
れ
は

「（
選
ば
れ
て
い
な
い
も
の
と
比
べ
て
）非
常
に
価
値

が
高
い
も
の
だ
」と
感
じ
る
人
が
多
い
の
も
ま
た
事

実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ゆ
え
に
、こ
う
し
た

文
化
遺
産
は
観
光
資
源
と
し
て
多
く
の
旅
行
者

を
引
き
つ
け
る
役
目
も
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。

度
は
彼
ら
／
彼
女
ら
の
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
う
し
た
調
査
を
す
る
た
め
に
私
が
最
初
に
取
り

組
ん
だ
の
は
、荻
町
地
区
の
人
々
の
生
活
そ
の
も
の

を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
し
た
。例
え
ば
、荻
町
地

区
で
は
毎
年
秋
に
白
川
八
幡
神
社
の
お
祭
り
が
行

わ
れ
る
の
で
す
が
、こ
の
準
備
は
1
月
の「
ど
ぶ
ろ

く
」（
神
様
に
奉
納
す
る
お
酒
）の
仕
込
み
か
ら
は
じ

ま
り
ま
す
。ま
ず
は
そ
れ
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。そ
の
後
も
お
祭
り
の
裏
方
を
担
当
す
る「
カ
ギ

ト
リ
」と
呼
ば
れ
る
当
番
に
あ
た
っ
た「
組
」の
皆
さ

ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
1
年
間
を
通
し
て
参
加

し
ま
し
た
。「
組
」と
い
う
の
は
、10
〜
30
軒
程
度
の

近
隣
の
家
々
で
構
成
さ
れ
た
組
織
で
、現
在
は
地
区

内
に
7
つ
あ
り
ま
す
。同
じ
組
に
属
す
る
人
々
は
、祭

り
の
他
、結
婚
式
や
葬
式
、茅
葺
き
屋
根
の
葺
き
替

え
の
時
な
ど
に
も
助
け
合
う
関
係
に
あ
り
ま
す
。荻

町
地
区
で
は
、こ
の
同
じ
組
に
属
す
る
人
々
と
の
関

係
と
、親
戚
付
き
合
い
が
生
活
上
の
基
本
的
か
つ
重

要
な
人
間
関
係
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
密

度
の
濃
い
人
間
関
係
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
、合

掌
造
り
の
み
な
ら
ず
地
区
全
体
を
保
存
す
る
た
め

の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、夏
休
み
いっ
ぱ
い
合
掌
造
り
の
民
宿
で
働

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。本
当
は
荻
町
地
区
に
家

を
借
り
て
住
み
た
か
っ
た
の
で
す
が
、残
念
な
が
ら

貸
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
、こ
う
い
う
形
を
と
っ

て
少
し
で
も
長
く
滞
在
し
よ
う
と
し
た
の
で
し

た
。私
が
想
像
し
て
い
た
以
上
に
民
宿
の
仕
事
は

過
酷
で
、朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
ま
し
た
。よ
っ
て
、当

初
の
予
定（
民
宿
を
拠
点
に
外
に
聞
き
取
り
調
査

に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
た
）と
は
違
っ
て
、ほ
と
ん
ど

の
時
間
を
民
宿
の
中
で
過
ご
し
ま
し
た
が
、民
宿

の
ご
家
族
と
寝
食
を
共
に
す
る
こ
と
で
、決
し
て

る
の
か
？
」と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
私
の
中
に
浮

か
ん
だ
の
で
し
た
。以
来
、制
度
の
成
立
・
普
及
と

地
域
社
会
へ
の
影
響
の
両
方
を
追
う
こ
と
が
研
究

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
っ
て
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、文
化
遺
産
ラ
ン
キ
ン
グ
の
頂
点
に
い
る
の

は
、や
は
り「
世
界
遺
産
」で
し
ょ
う
。私
が
メ
イ
ン

の
調
査
地
に
し
て
い
る
の
も
1
9
9
5
年
に
世
界

遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
白
川
郷
」（
世
界
遺
産
と

し
て
の
名
称
は
、「
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合
掌
造
り

集
落
」
）で
す
。白
川
郷
は
現
在
の
岐
阜
県
大
野

郡
白
川
村
荻
町
地
区
を
中
心
と
し
た
地
域
で
、

約
60
棟
の「
合
掌
造
り
」と
呼
ば
れ
る
民
家
が
現

存
し
て
い
ま
す
。白
川
村
の
現
在
の
人
口
は
約

2
、0
0
0
人
、荻
町
地
区
は
約
6
0
0
人
で

す
。荻
町
地
区
は
1
9
7
6
年
に
国
の
文
化
財

で
あ
る「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」に

選
定
さ
れ
ま
し
た
。「
伝
統
的
建
造
物
群
」と
は
、

「
周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
歴
史
的
風
致
を

形
成
し
て
い
る
伝
統
的
な
建
造
物
群
で
価
値
の

高
い
も
の
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
よ
っ
て
、合

掌
造
り
の
建
物
だ
け
で
は
な
く
、荻
町
地
区
全
体

が
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。そ
し
て
こ
れ
が
世
界
遺
産
登
録
に
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　

私
が
こ
の
白
川
郷
を
調
査
地
と
し
て
選
ん
だ
理

由
は
、白
川
郷
が
合
掌
造
り
と
い
う
「
普
通
の

人
々
の
家
」を
中
心
と
し
た
文
化
遺
産
だ
か
ら
で

す
。も
ち
ろ
ん
今
で
も
人
々
は
そ
こ
で
暮
ら
し
続
け

て
い
ま
す
。そ
の
暮
ら
し
の
中
で
、白
川
郷
の
人
々

は
具
体
的
に
ど
う
や
っ
て
文
化
遺
産
を
継
承
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
、文
化
遺
産
保
護
制

に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選

定
さ
れ
た
の
は
そ
の
成
果
だ
っ
た
わ
け
で
す
。こ
う

し
て
荻
町
地
区
で
は
合
掌
造
り
の
文
化
財
と
し

て
の
保
存
と
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
を
両
輪

と
し
た
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、周
囲
の
環
境
を
含
め
た
地
区
全
体
を

文
化
財
と
し
て
現
状
維
持
す
る
た
め
に
は
、さ
ま

ざ
ま
な
規
制
が
か
け
ら
れ
ま
す
。自
分
の
家
も
庭

も
畑
も
自
分
勝
手
に
は
改
変
で
き
な
い
の
で
す
。

ま
た
世
界
遺
産
登
録
後
は
観
光
客
数
が
急
増
し

た
の
に
比
例
し
て
観
光
業
を
営
む
人
も
増
え
、景

観
の
変
化（「
悪
化
し
て
い
る
」と
い
う
研
究
者
も

多
い
）が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら

に
、マ
ナ
ー
の
悪
い
観
光
客
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
絶
え
ま

せ
ん
。こ
う
し
た
中
で
、荻
町
地
区
の
人
々
は
、文

化
遺
産
の
保
存
／
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
／

日
常
生
活
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
悩
み
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
や
世
界
遺
産
と
い
う
お
墨
付
き
を
も
ら

う
こ
と
は
、大
き
な
観
光
資
源
を
手
に
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、一
方
で
、そ
の
所
有
権
の一
部
を
切
り

売
り
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。極
端
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、世
界
遺
産
な
ら
ば
、全
世
界
の
人

が「
人
類
共
通
の
遺
産
だ
」と
主
張
す
る
こ
と
を

可
能
に
さ
せ
ま
す
。そ
し
て
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。し
か
し
、

私
は
文
化
遺
産
の
直
接
の
担
い
手
が
ど
こ
ま
で
主

導
権
を
握
り
続
け
て
い
ら
れ
る
か
は
、あ
く
ま
で
も

担
い
手
自
身
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

自
ら
の
文
化
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
の
か
。そ

の
答
え
は
容
易
に
は
出
ま
せ
ん
が
、悩
み
な
が
ら
も

継
承
し
て
い
く
そ
の
現
場
に
立
ち
会
い
た
く
て
、

１３
年
目
の
今
も
な
お
私
は
白
川
郷
に
通
い
続
け
る

の
で
す
。

「
お
客
さ
ん
」で
は
わ
か
ら
な
い
、荻
町
地
区
の
等

身
大
の
暮
ら
し
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。ま
た
、合
掌
造
り
を
保
存
す
る
た
め
に
民

宿
と
し
て
活
用
し
て
い
る
家
が
多
い
の
で
、そ
の
実

態
調
査
に
も
な
り
ま
し
た
。　

　

こ
の
よ
う
な
調
査
方
法
は
一
見
遠
回
り
に
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。な
ぜ
知
り
た
い
こ
と
だ
け
を

直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
な
い
の
か
と
思
う
人
も
い
る

で
し
ょ
う
。し
か
し
、文
化
人
類
学
で
は
現
地
の

人
々
の
視
点
で
物
事
を
見
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、「
荻
町
地
区
の
人
々
に
と
っ
て『
文

化
遺
産（
保
護
制
度
）』と
は
何
な
の
か
」を
知
る

た
め
に
は
、現
地
の
人
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
う
、こ

う
し
た
調
査
方
法
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

荻
町
地
区
に
通
い
続
け
て
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、

文
化
遺
産
を
継
承
す
る
こ
と
の
難
し
さ
で
し
た
。

　

1
9
5
0
年
代
以
降
、ダ
ム
建
設
に
よ
る
水
没

や
、村
外
売
却（
料
亭
な
ど
と
し
て
使
用
す
る
た

め
）や
、瓦
屋
根
の
家
へ
の
建
て
替
え
な
ど
に
よ
っ
て

合
掌
造
り
の
数
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
荻
町
地

区
の
有
志
が
合
掌
造
り
の
保
存
に
乗
り
出
し
ま
し

た
。そ
の
動
機
は
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
だ
け
で
な
く
、合
掌
造
り
の
保
存
と
観
光
資

源
と
し
て
の
活
用
を
セ
ッ
ト
に
し
、「
合
掌
造
り
で

食
べ
て
い
け
れ
ば
」と
い
う
思
い
か
ら
で
し
た
。そ
し

て
1
9
7
1
年
、同
地
区
の
人
々
で
つ
く
る「
白
川

郷
荻
町
部
落
の
自
然
環
境
を
守
る
会
」が
発
足

し
ま
し
た
。こ
の「
守
る
会
」の
主
た
る
活
動
の一つ

が
合
掌
造
り
の
文
化
財
化
で
あ
り
、1
9
7
6
年

毎年10月14、15日に行われる白
川八幡神社の「どぶろく祭り」。神
様に奉納する「どぶろく」の仕込み
（大量の米を洗い、蒸し、麹を混ぜ、
樽に入れるという作業）は、1月に住
民自身の手で数日かけて行われる。

長野県

富山県
石川県

福井県

岐阜県

五箇山

白川郷

現
場
に
飛
び
出
せ
！

現
場
に
飛
び
出
せ
！！！
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界
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「
文
化
」に
優
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な
い
は
ず
。

し
か
し
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世
界
に
は
多
様
な
文
化
や
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
異
文
化
の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
飛
び
込
み
、

人
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、未
知
の
世
界
を

調
査
・
研
究
し
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
た
ち
。

今
回
は
、合
掌
造
り
で
知
ら
れ
る
岐
阜
県
白
川
郷
で
、

ど
の
よ
う
に「
文
化
」の
継
承
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を

見
つ
め
続
け
る
才
津
先
生
の
お
話
で
す
。

[今回のフィールドワーカー]

合掌造りは、岐阜県と富山県の一部の地
域にのみ見られる民家の形式。かつては1
階部分だけを住居として使用し、屋根裏で
は蚕を飼っていた。

30～50年に一度行われる茅葺き屋根の葺き替え。かつては「結」とよばれる住民相互の無償
労働で行われていたが、現在は地元の専門業者に依頼することも多い。

荻町地区は周りを緑豊かな山に囲まれた小さな盆地。合掌造りの家々
は、渓谷の強風を受け流すため、みな南北方向に建てられている。

庄川に架かる「であい橋」。駐車場からこの吊り橋を
渡ったところに荻町地区がある。

どぶろくが振る舞われる中、奥の社
殿では、民俗芸能の春駒踊りが披
露されている。

　

文
化
人
類
学
の「
基
本
の
き
」は
、冒
頭
に
述
べ

た「
文
化
に
優
劣
は
な
い
」と
い
う
考
え
方
で
す
。

し
か
し
、各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
調
査
に
行

く
と
、「
う
ち
の
祭
り
は
国
指
定
の
文
化
財
だ
か

ら
、県
指
定
の
隣
の
集
落
の
も
の
よ
り
良
い
も
の
ら

し
い
」と
いっ
た
話
を
た
び
た
び
耳
に
し
ま
す
。つ
ま

り
、文
化
遺
産
保
護
制
度
が
ラ
ン
キ
ン
グ
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。ま
た
、

「
祭
り
の
衣
装
を
変
え
た
の
は
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
か
ら
」と
い
う
よ
う
に
、文
化
財
へ
の
指
定
が

変
化
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
現
状
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、「
一
体
、い
つ
、誰
が
こ
ん
な
制
度
を
つ
く

り
、誰
が
ど
ん
な
基
準
で
文
化
遺
産
を
選
ん
で
い

　

世
界
は
も
ち
ろ
ん
、日
本
国
内
に
も
多
様
な
文

化
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
間
に
は
優

劣
や
高
低
の
差
は
な
く
、等
し
く
価
値
が
あ
る
も

の
だ
と
い
う
考
え
方
に
異
を
唱
え
る
人
は
少
な
い

で
し
ょ
う
。し
か
し
、そ
の一
方
で
、「
世
界
遺
産
」や

「
文
化
財
」に
選
ば
れ
て
い
る
と
聞
く
と
、そ
れ
は

「（
選
ば
れ
て
い
な
い
も
の
と
比
べ
て
）非
常
に
価
値

が
高
い
も
の
だ
」と
感
じ
る
人
が
多
い
の
も
ま
た
事

実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ゆ
え
に
、こ
う
し
た

文
化
遺
産
は
観
光
資
源
と
し
て
多
く
の
旅
行
者

を
引
き
つ
け
る
役
目
も
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。

度
は
彼
ら
／
彼
女
ら
の
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
う
し
た
調
査
を
す
る
た
め
に
私
が
最
初
に
取
り

組
ん
だ
の
は
、荻
町
地
区
の
人
々
の
生
活
そ
の
も
の

を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
し
た
。例
え
ば
、荻
町
地

区
で
は
毎
年
秋
に
白
川
八
幡
神
社
の
お
祭
り
が
行

わ
れ
る
の
で
す
が
、こ
の
準
備
は
1
月
の「
ど
ぶ
ろ

く
」（
神
様
に
奉
納
す
る
お
酒
）の
仕
込
み
か
ら
は
じ

ま
り
ま
す
。ま
ず
は
そ
れ
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。そ
の
後
も
お
祭
り
の
裏
方
を
担
当
す
る「
カ
ギ

ト
リ
」と
呼
ば
れ
る
当
番
に
あ
た
っ
た「
組
」の
皆
さ

ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
1
年
間
を
通
し
て
参
加

し
ま
し
た
。「
組
」と
い
う
の
は
、10
〜
30
軒
程
度
の

近
隣
の
家
々
で
構
成
さ
れ
た
組
織
で
、現
在
は
地
区

内
に
7
つ
あ
り
ま
す
。同
じ
組
に
属
す
る
人
々
は
、祭

り
の
他
、結
婚
式
や
葬
式
、茅
葺
き
屋
根
の
葺
き
替

え
の
時
な
ど
に
も
助
け
合
う
関
係
に
あ
り
ま
す
。荻

町
地
区
で
は
、こ
の
同
じ
組
に
属
す
る
人
々
と
の
関

係
と
、親
戚
付
き
合
い
が
生
活
上
の
基
本
的
か
つ
重

要
な
人
間
関
係
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
密

度
の
濃
い
人
間
関
係
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
、合

掌
造
り
の
み
な
ら
ず
地
区
全
体
を
保
存
す
る
た
め

の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、夏
休
み
いっ
ぱ
い
合
掌
造
り
の
民
宿
で
働

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。本
当
は
荻
町
地
区
に
家

を
借
り
て
住
み
た
か
っ
た
の
で
す
が
、残
念
な
が
ら

貸
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
、こ
う
い
う
形
を
と
っ

て
少
し
で
も
長
く
滞
在
し
よ
う
と
し
た
の
で
し

た
。私
が
想
像
し
て
い
た
以
上
に
民
宿
の
仕
事
は

過
酷
で
、朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
ま
し
た
。よ
っ
て
、当

初
の
予
定（
民
宿
を
拠
点
に
外
に
聞
き
取
り
調
査

に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
た
）と
は
違
っ
て
、ほ
と
ん
ど

の
時
間
を
民
宿
の
中
で
過
ご
し
ま
し
た
が
、民
宿

の
ご
家
族
と
寝
食
を
共
に
す
る
こ
と
で
、決
し
て

る
の
か
？
」と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
私
の
中
に
浮

か
ん
だ
の
で
し
た
。以
来
、制
度
の
成
立
・
普
及
と

地
域
社
会
へ
の
影
響
の
両
方
を
追
う
こ
と
が
研
究

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
っ
て
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、文
化
遺
産
ラ
ン
キ
ン
グ
の
頂
点
に
い
る
の

は
、や
は
り「
世
界
遺
産
」で
し
ょ
う
。私
が
メ
イ
ン

の
調
査
地
に
し
て
い
る
の
も
1
9
9
5
年
に
世
界

遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
白
川
郷
」（
世
界
遺
産
と

し
て
の
名
称
は
、「
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合
掌
造
り

集
落
」
）で
す
。白
川
郷
は
現
在
の
岐
阜
県
大
野

郡
白
川
村
荻
町
地
区
を
中
心
と
し
た
地
域
で
、

約
60
棟
の「
合
掌
造
り
」と
呼
ば
れ
る
民
家
が
現

存
し
て
い
ま
す
。白
川
村
の
現
在
の
人
口
は
約

2
、0
0
0
人
、荻
町
地
区
は
約
6
0
0
人
で

す
。荻
町
地
区
は
1
9
7
6
年
に
国
の
文
化
財

で
あ
る「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」に

選
定
さ
れ
ま
し
た
。「
伝
統
的
建
造
物
群
」と
は
、

「
周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
歴
史
的
風
致
を

形
成
し
て
い
る
伝
統
的
な
建
造
物
群
で
価
値
の

高
い
も
の
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
よ
っ
て
、合

掌
造
り
の
建
物
だ
け
で
は
な
く
、荻
町
地
区
全
体

が
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。そ
し
て
こ
れ
が
世
界
遺
産
登
録
に
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　

私
が
こ
の
白
川
郷
を
調
査
地
と
し
て
選
ん
だ
理

由
は
、白
川
郷
が
合
掌
造
り
と
い
う
「
普
通
の

人
々
の
家
」を
中
心
と
し
た
文
化
遺
産
だ
か
ら
で

す
。も
ち
ろ
ん
今
で
も
人
々
は
そ
こ
で
暮
ら
し
続
け

て
い
ま
す
。そ
の
暮
ら
し
の
中
で
、白
川
郷
の
人
々

は
具
体
的
に
ど
う
や
っ
て
文
化
遺
産
を
継
承
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
、文
化
遺
産
保
護
制

に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選

定
さ
れ
た
の
は
そ
の
成
果
だ
っ
た
わ
け
で
す
。こ
う

し
て
荻
町
地
区
で
は
合
掌
造
り
の
文
化
財
と
し

て
の
保
存
と
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
を
両
輪

と
し
た
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、周
囲
の
環
境
を
含
め
た
地
区
全
体
を

文
化
財
と
し
て
現
状
維
持
す
る
た
め
に
は
、さ
ま

ざ
ま
な
規
制
が
か
け
ら
れ
ま
す
。自
分
の
家
も
庭

も
畑
も
自
分
勝
手
に
は
改
変
で
き
な
い
の
で
す
。

ま
た
世
界
遺
産
登
録
後
は
観
光
客
数
が
急
増
し

た
の
に
比
例
し
て
観
光
業
を
営
む
人
も
増
え
、景

観
の
変
化（「
悪
化
し
て
い
る
」と
い
う
研
究
者
も

多
い
）が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら

に
、マ
ナ
ー
の
悪
い
観
光
客
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
絶
え
ま

せ
ん
。こ
う
し
た
中
で
、荻
町
地
区
の
人
々
は
、文

化
遺
産
の
保
存
／
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
／

日
常
生
活
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
悩
み
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
や
世
界
遺
産
と
い
う
お
墨
付
き
を
も
ら

う
こ
と
は
、大
き
な
観
光
資
源
を
手
に
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、一
方
で
、そ
の
所
有
権
の一
部
を
切
り

売
り
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。極
端
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、世
界
遺
産
な
ら
ば
、全
世
界
の
人

が「
人
類
共
通
の
遺
産
だ
」と
主
張
す
る
こ
と
を

可
能
に
さ
せ
ま
す
。そ
し
て
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。し
か
し
、

私
は
文
化
遺
産
の
直
接
の
担
い
手
が
ど
こ
ま
で
主

導
権
を
握
り
続
け
て
い
ら
れ
る
か
は
、あ
く
ま
で
も

担
い
手
自
身
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

自
ら
の
文
化
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
の
か
。そ

の
答
え
は
容
易
に
は
出
ま
せ
ん
が
、悩
み
な
が
ら
も

継
承
し
て
い
く
そ
の
現
場
に
立
ち
会
い
た
く
て
、

１３
年
目
の
今
も
な
お
私
は
白
川
郷
に
通
い
続
け
る

の
で
す
。

「
お
客
さ
ん
」で
は
わ
か
ら
な
い
、荻
町
地
区
の
等

身
大
の
暮
ら
し
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。ま
た
、合
掌
造
り
を
保
存
す
る
た
め
に
民

宿
と
し
て
活
用
し
て
い
る
家
が
多
い
の
で
、そ
の
実

態
調
査
に
も
な
り
ま
し
た
。　

　

こ
の
よ
う
な
調
査
方
法
は
一
見
遠
回
り
に
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。な
ぜ
知
り
た
い
こ
と
だ
け
を

直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
な
い
の
か
と
思
う
人
も
い
る

で
し
ょ
う
。し
か
し
、文
化
人
類
学
で
は
現
地
の

人
々
の
視
点
で
物
事
を
見
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、「
荻
町
地
区
の
人
々
に
と
っ
て『
文

化
遺
産（
保
護
制
度
）』と
は
何
な
の
か
」を
知
る

た
め
に
は
、現
地
の
人
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
う
、こ

う
し
た
調
査
方
法
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

荻
町
地
区
に
通
い
続
け
て
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、

文
化
遺
産
を
継
承
す
る
こ
と
の
難
し
さ
で
し
た
。

　

1
9
5
0
年
代
以
降
、ダ
ム
建
設
に
よ
る
水
没

や
、村
外
売
却（
料
亭
な
ど
と
し
て
使
用
す
る
た

め
）や
、瓦
屋
根
の
家
へ
の
建
て
替
え
な
ど
に
よ
っ
て

合
掌
造
り
の
数
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
荻
町
地

区
の
有
志
が
合
掌
造
り
の
保
存
に
乗
り
出
し
ま
し

た
。そ
の
動
機
は
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
だ
け
で
な
く
、合
掌
造
り
の
保
存
と
観
光
資

源
と
し
て
の
活
用
を
セ
ッ
ト
に
し
、「
合
掌
造
り
で

食
べ
て
い
け
れ
ば
」と
い
う
思
い
か
ら
で
し
た
。そ
し

て
1
9
7
1
年
、同
地
区
の
人
々
で
つ
く
る「
白
川

郷
荻
町
部
落
の
自
然
環
境
を
守
る
会
」が
発
足

し
ま
し
た
。こ
の「
守
る
会
」の
主
た
る
活
動
の一つ

が
合
掌
造
り
の
文
化
財
化
で
あ
り
、1
9
7
6
年

毎年10月14、15日に行われる白
川八幡神社の「どぶろく祭り」。神
様に奉納する「どぶろく」の仕込み
（大量の米を洗い、蒸し、麹を混ぜ、
樽に入れるという作業）は、1月に住
民自身の手で数日かけて行われる。

長野県

富山県
石川県

福井県

岐阜県

五箇山

白川郷

現
場
に
飛
び
出
せ
！

現
場
に
飛
び
出
せ
！！！
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温
故
知
新

〜
未
来
に
活
か
し
た
い
、先
人
た
ち
の
思
い
〜

■ 
時
計
塔
と
学
園
紛
争

　

四
方
に
大
き
な
電
気
時
計
を
掲
げ
た
文
教

キ
ャ
ン
パス
の
時
計
塔
。４
階
建
て
校
舎
の
屋
上
か

ら
さ
ら
に
伸
び
た
塔
の
高
さ
は
約
10
m
で
、そ
の

内
側
は
６
畳
ほ
ど
の
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

学
園
紛
争
の
時
代（
昭
和
４０
年
代
）、教
養
部
の

建
物
が一
時
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
さ
れ
る
出
来
事
が
あ

り
ま
し
た
。時
計
塔
の
あ
る
屋
上
で
は
約
４
カ
月
間

に
渡
っ
て
、「
時
計
台
放
送
」と
称
し
た
マ
イ
ク
放
送

が
、占
拠
し
た
学
生
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。そ
ん

な
も
の
も
の
し
い
出
来
事
も
、今
は
昔
の
話
で
す
。

■ 

有
田
焼
の
タ
イ
ル
に
よ
る
大
壁
画

　

時
計
塔
の
下
に
、意
匠
と
し
て
設
け
ら
れ
た
大

壁
画（
６
m
×
９
m
）。そ
の
直
線
的
幾
何
学
模

様
は
、タ
イ
ル・モ
ザ
イ
ク
に
よ
る
も
の
で
、デ
ザ
イ
ン

の
ア
イ
デ
ア
は
教
育
学
部
美
術
科
の
教
員
や
学

生
か
ら
募
り
ま
し
た
。原
画
を
ま
と
め
た
夏
秋
克

巳
施
設
部
長（
当
時
）は
、「
由
緒
あ
る
長
崎
大

学
に
、永
久
に
残
る
作
品
と
な
る
と
、と
く
に
慎

重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
ず
、昼
も
夜
も
そ
の
こ
と
で

頭
が
いっ
ぱ
い
で
し
た
」と
後
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

大
壁
画
に
は
、長
崎
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
、教

養
部
を
中
心
と
し
て
６
学
部（
当
時
）が
協
調
し
て

い
る
姿
、さ
ら
に
、「A

B
 A
LT
O
 A
D
 A
LT
O
M

（
高
き
よ
り
高
き
へ
）」と
い
う
学
問
・
研
究
の
真
理
を

探
究
す
る
言
葉
の
意
味
が
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、タ
イ
ル
は
特
製
の
有
田
焼
で
、約
９
、５
０
０

枚
を
使
用
。茶
と
グ
リ
ー
ン
で
ま
と
め
ら
れ
た
色
合

い
は
、古
典
的
な
味
わ
い
を
求
め
た
も
の
で
、そ
の
色

彩
は
今
も
ほ
と
ん
ど
色
褪
せ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　

か
つ
て
は
、正
門
か
ら
真
正
面
に
仰
ぎ
見
え
た

時
計
塔
と
大
壁
画
。い
ま
で
は
、環
境
科
学
部
前

の
ク
ス
ノ
キ
並
木
が
成
長
し
て
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

◆
出
典
／
学
園
だ
よ
り
第
27
号（
昭
和
47
年
2
月
）

　
　
　
　

学
園
だ
よ
り
第
85
号（
昭
和
59
年
7
月
）

■ 

キ
ャ
ン
パ
ス
の
シ
ン
ボ
ル

　

明
治
維
新
以
降
、次
々
に
建
築
物
に
設
置
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
時
計
塔
。文
明
開
化
の
時
を
刻

む
そ
の
姿
は
、文
字
通
り
近
代
化
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

以
来
、時
計
塔
は
時
を
報
せ
る
と
い
う
本
来
の

役
割
は
も
ち
ろ
ん
、さ
ま
ざ
ま
な
建
築
物
の
シ
ン
ボ

ル
や
地
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
、人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

文
教
キ
ャ
ン
パス
の
時
計
塔
も
ま
た
、長
崎
大

学
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
大
壁
画
と
と
も
に

1
9
6
6
年（
昭
和
41
）に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

■ 

時
計
塔
設
置
の
経
緯

　

昭
和
30
年
代
も
終
わ
り
頃
、高
度
成
長
期
と

い
う
社
会
の
進
展
の
一
方
で
、戦
後
の
整
備
が
大

幅
に
遅
れ
て
い
た
文
教
キ
ャ
ン
パス
は
、総
合
大
学

と
し
て
、各
学
部
の
恒
久
的
な
建
物
を
い
か
に
配

置
す
る
べ
き
か
、熱
心
に
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、教
養
部（
現
在
の
環
境
科
学
部
校

舎
）を
中
心
に
キ
ャ
ン
パス
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
が

決
ま
り
、そ
こ
に
、「
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
恥
ず
か

し
く
な
い
スマ
ー
ト
な
時
計
塔
を
ぜ
ひ
、つ
く
り
た
い
」

と
キ
ャ
ン
パ
ス
計
画
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た

名
取
嘉
四
郎
事
務
局
長（
当
時
）が
提
案
。こ
れ
が
、

時
計
塔
設
置
の
き
っか
け
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

N

キャンパス

文教
キャンパス

時
計
塔
と
大
壁
画

《
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
環
境
科
学
部
》

第2回

中部
講堂

附属
図書館

食
堂

西
門

北門

東門

裏門

正
門

工学部

薬学部水産学部

教育学部

環境科学部

グラウンド　

テニス
コート　
テニス
コート　

時計塔

教
養
部（
当
時
）の
校
舎
増
築
の
完
成
に

合
わ
せ
て
設
置
さ
れ
た
時
計
塔
と
大
壁

画
。増
築
の
た
め
の
資
金
は
、昭
和
41
年

に
工
学
部
が
創
設
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

県
下
一
般
か
ら
募
っ
た
寄
付
金
約
８
千

万
円
が
当
て
ら
れ
た
。環
境
科
学
部
玄

関
ホ
ー
ル
に
は
、そ
の
経
緯
を
銘
記
し
た

銅
板
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
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「
文
化
遺
産
」へ
の
道
の
り
と

そ
の
代
価

合掌造りが建ちならぶ荻町地区。民宿や土産物店を営む家も多い。

観光客のマナー違反の対策として
「白川村ポイ捨て等防止条例」も
制定された。

に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選

定
さ
れ
た
の
は
そ
の
成
果
だ
っ
た
わ
け
で
す
。こ
う

し
て
荻
町
地
区
で
は
合
掌
造
り
の
文
化
財
と
し

て
の
保
存
と
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
を
両
輪

と
し
た
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、周
囲
の
環
境
を
含
め
た
地
区
全
体
を

文
化
財
と
し
て
現
状
維
持
す
る
た
め
に
は
、さ
ま

ざ
ま
な
規
制
が
か
け
ら
れ
ま
す
。自
分
の
家
も
庭

も
畑
も
自
分
勝
手
に
は
改
変
で
き
な
い
の
で
す
。

ま
た
世
界
遺
産
登
録
後
は
観
光
客
数
が
急
増
し

た
の
に
比
例
し
て
観
光
業
を
営
む
人
も
増
え
、景

観
の
変
化（「
悪
化
し
て
い
る
」と
い
う
研
究
者
も

多
い
）が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら

に
、マ
ナ
ー
の
悪
い
観
光
客
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
絶
え
ま

せ
ん
。こ
う
し
た
中
で
、荻
町
地
区
の
人
々
は
、文

化
遺
産
の
保
存
／
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
／

日
常
生
活
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
悩
み
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
や
世
界
遺
産
と
い
う
お
墨
付
き
を
も
ら

う
こ
と
は
、大
き
な
観
光
資
源
を
手
に
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、一
方
で
、そ
の
所
有
権
の一
部
を
切
り

売
り
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。極
端
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、世
界
遺
産
な
ら
ば
、全
世
界
の
人

が「
人
類
共
通
の
遺
産
だ
」と
主
張
す
る
こ
と
を

可
能
に
さ
せ
ま
す
。そ
し
て
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。し
か
し
、

私
は
文
化
遺
産
の
直
接
の
担
い
手
が
ど
こ
ま
で
主

導
権
を
握
り
続
け
て
い
ら
れ
る
か
は
、あ
く
ま
で
も

担
い
手
自
身
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

自
ら
の
文
化
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
の
か
。そ

の
答
え
は
容
易
に
は
出
ま
せ
ん
が
、悩
み
な
が
ら
も

継
承
し
て
い
く
そ
の
現
場
に
立
ち
会
い
た
く
て
、

１３
年
目
の
今
も
な
お
私
は
白
川
郷
に
通
い
続
け
る

の
で
す
。

「
お
客
さ
ん
」で
は
わ
か
ら
な
い
、荻
町
地
区
の
等

身
大
の
暮
ら
し
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。ま
た
、合
掌
造
り
を
保
存
す
る
た
め
に
民

宿
と
し
て
活
用
し
て
い
る
家
が
多
い
の
で
、そ
の
実

態
調
査
に
も
な
り
ま
し
た
。　

　

こ
の
よ
う
な
調
査
方
法
は
一
見
遠
回
り
に
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。な
ぜ
知
り
た
い
こ
と
だ
け
を

直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
な
い
の
か
と
思
う
人
も
い
る

で
し
ょ
う
。し
か
し
、文
化
人
類
学
で
は
現
地
の

人
々
の
視
点
で
物
事
を
見
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、「
荻
町
地
区
の
人
々
に
と
っ
て『
文

化
遺
産（
保
護
制
度
）』と
は
何
な
の
か
」を
知
る

た
め
に
は
、現
地
の
人
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
う
、こ

う
し
た
調
査
方
法
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

荻
町
地
区
に
通
い
続
け
て
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、

文
化
遺
産
を
継
承
す
る
こ
と
の
難
し
さ
で
し
た
。

　

1
9
5
0
年
代
以
降
、ダ
ム
建
設
に
よ
る
水
没

や
、村
外
売
却（
料
亭
な
ど
と
し
て
使
用
す
る
た

め
）や
、瓦
屋
根
の
家
へ
の
建
て
替
え
な
ど
に
よ
っ
て

合
掌
造
り
の
数
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
荻
町
地

区
の
有
志
が
合
掌
造
り
の
保
存
に
乗
り
出
し
ま
し

た
。そ
の
動
機
は
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
だ
け
で
な
く
、合
掌
造
り
の
保
存
と
観
光
資

源
と
し
て
の
活
用
を
セ
ッ
ト
に
し
、「
合
掌
造
り
で

食
べ
て
い
け
れ
ば
」と
い
う
思
い
か
ら
で
し
た
。そ
し

て
1
9
7
1
年
、同
地
区
の
人
々
で
つ
く
る「
白
川

郷
荻
町
部
落
の
自
然
環
境
を
守
る
会
」が
発
足

し
ま
し
た
。こ
の「
守
る
会
」の
主
た
る
活
動
の一つ

が
合
掌
造
り
の
文
化
財
化
で
あ
り
、1
9
7
6
年

プライベートな居住空間を遠慮なく覗くマナー違反
の観光客も少なくない。

世界遺産登録後は、大勢の観光客で賑わうように
なった。現在、年間約170万人が訪れる。

ほぼ毎日大型観光バスや自家用車で混み合う
「せせらぎ公園駐車場」。

18vol.34




