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平
成
９
年
に
設
立
さ
れ
た
合
掌

財
団
も
来
年
度
で
設
立
１０
周
年
の

節
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
１０

年
、
世
界
遺
産
集
落

の
修
理
事
業
・
修
景

事
業
な
ど
の
補
助
事

業
を
中
心
に
調
査
事

業
や
保
存
会
育
成
事

業
、
修
理
設
計
監
理

受
託
事
業
、
水
田
復

旧
事
業
等
遺
産
保
護

に
関
す
る
様
々
な
事

業
を
展
開
し
て
き
ま

し
た
。 

　
１０
年
前
と
比
べ
る

と
白
川
村
を
取
り
巻

く
環
境
も
随
分
と
変

わ
り
、
特
に
財
団
設

立
の
年
に
着
工
さ
れ
た
飛
騨
ト
ン

ネ
ル
が
今
年
度
貫
通
し
、
平
成
２０

年
３
月
に
東
海
北
陸
自
動
車
道
の

全
線
開
通
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
全

線
開
通
は
観
光
客
流
入
の
変
化
を

も
た
ら
し
、
当
面
は
白
川
郷
Ｉ
Ｃ

か
ら
荻
町
間
で
の
交
通
渋
滞
が
容

易
に
予
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
交
通

問
題
の
解
決
は
白
川
村
の
長
年
の

課
題
で
あ
り
、
東
海
北
陸
自
動
車

道
全
線
開
通
を
目
前
に
し
た
「
新

交
通
シ
ス
テ
ム
」
の
確
立
が
、
住

民
生
活
の
保
護
は
当
然
の
こ
と
遺

産
保
護
の
意
味
で
も
必

要
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

合
掌
財
団
で
は
こ
の
新

交
通
シ
ス
テ
ム
計
画
の

更
な
る
普
及
に
向
け
て

来
年
度
の
１８
回
の
交
通

規
制
に
対
し
全
面
的
に

支
援
し
、
円
滑
な
地
域

交
通
体
系
の
確
立
を
目

指
し
ま
す
。 

　
文
化
財
保
護
の
面
で

は
昭
和
６２
年
に
行
わ
れ

た
重
伝
建
地
区
保
存
計

画
見
直
し
調
査
以
降
こ

の
２０
年
間
伝
建
地
区
に

対
す
る
見
直
し
調
査
が
行
な
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
伝
建
審
議
会
の
中

で
以
前
か
ら
荻
町
に
は
も
っ
と
文

化
財
と
な
る
べ
き
物
件
が
た
く
さ

ん
あ
る
と
指
摘
を
受
け
て
い
ま
し

た
。
そ
の
中
で
も
水
路
や
石
積
み

等
の
合
掌
造
り
を
取
り
巻
く
環
境

的
な
要
素
に
関
す
る
現
状
調
査
は

九
州
大
学
の
西
山
徳
明
教
授
の
ご

協
力
の
も
と
完
了
し
て
お
り
、
残

り
の
建
造
物
に
関
し
て
来
年
度
の

調
査
普
及
事
業
で
見
直
し
調
査
を

計
画
し
て
い
ま
す
。
こ
の
見
直
し

調
査
で
は
す
で
に
伝
的
建
造
物
と

な
っ
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
も
調

査
を
行
い
、
文
化
財
と
し
て
の
価

値
評
価
を
改
め
て
整
理
す
る
作
業

も
予
定
し
て
い
ま
す
。
保
存
地
区

の
住
民
の
皆
様
に
は
調
査
に
関
し

ま
し
て
い
ろ
い
ろ
と
ご
協
力
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
ど
う
か

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

　
今
ま
で
財
団
の
行
っ
て
き
た
様
々

な
保
存
事
業
は
岐
阜
県
や
合
掌
基

金
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
全

国
各
地
の
皆
様
方
の
ご
支
援
に
よ

っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
力
強
い
励
ま

し
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
事
業
を

展
開
で
き
る
よ
う
職
員
一
同
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

遺産を取り巻く　　　　 
　環境の変化を向かえて 

（財）世界遺産白川郷合掌造り保存財団 
　　　副理事長 

水田復旧事業のサツマイモ畑を白川小学校のみんなに収穫してもらいました 

成 原 　 茂  
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今
年
で
二
回
目
を
迎
え
る
保
存
会
育
成

事
業
に
よ
る
視
察
研
修
は
七
月
二
日
・
三

日
の
日
程
で
京
都
府
南
丹
市
美
山
町
と
滋

賀
県
長
浜
市
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
参
加

者
は
十
三
名
で
一
日
目
の
美
山
町
で
は
地

元
保
存
会
の
方
々
と
の
意
見
交
流
、
二
日

目
は
地
域
特
産
販
売
事
業
を
行
っ
て
い
る

「
ふ
ら
っ
と
美
山
」
視
察
の
後
、
長
浜
商

店
街
復
興
の
経
緯
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
長
浜
ま

ち
づ
く
り
役
場
に
お
い
て
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。
特
に
「
ふ
ら
っ
と
美
山
」
に
お
け

る
地
域
特
産
品
販
売
事
業
の
実
態
と
地
域

住
民
の
関
わ
り
方
に
皆
さ
ん
感
動
さ
れ
た

よ
う
で
し
た
。
今
回
は
美
山
町
で
の
研
修

に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

　
美
山
町
北
地
区
は
平
成
五
年
に
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
、

白
川
村
荻
町
と
同
じ
農
村
集
落
で
茅
葺

民
家
を
も
つ
保
存
地
区
で
す
。
地
区
選

定
以
来
農
村
と
茅
葺
と
い
う
共
通
点
か

ら
白
川
村
と
は
た
び
た
び
相
互
の
交
流

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
看
板
の
無
い
集
落 

　
交
流
会
の
前
に
保
存
会
の
方
に
集
落

内
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
美
山
町
は
荻
町
と
同
じ
農
村
で
す
が
、

河
岸
段
丘
の
平
地
に
あ
る
荻
町
と
違
い
ひ

な
壇
状
の
斜
面
に
集
落
が
形
成
さ
れ
、
高

い
と
こ
ろ
に
上
ら
な
く
て
も
集
落
の
下
を

走
る
国
道
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
茅
葺
民
家
を

見
渡
せ
ま
す
。
車
は
す
べ
て
集
落
外
の
国

道
沿
い
に
整
備
さ
れ
た
駐
車
場
に
駐
車
し

て
集
落
内

は
徒
歩
で

散
策
し
ま

す
。 

　
当
日
は

日
曜
日
だ

け
あ
っ
て

結
構
な
観

光
客
が
訪

れ
て
い
ま
し
た
。
集
落
内
に
は
看
板
等
の

広
告
物
が
ま
っ
た
く
見
受
け
ら
れ
ず
非
常

に
落
ち
着
い
た
印
象
を
受
け
ま
す
。
そ
う

思
っ
て
各
建
物
を
見
て
み
る
と
お
土
産
屋

さ
ん
や
飲
食
店
等
の
営
業
を
さ
れ
て
い
る

店
舗
が
全
く
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

　（
有
）
か
や
ぶ
き
の
里 

　
散
策
し
終
わ
っ
た
後
、
北
区
公
民
館
の

二
階
で
保
存
会
の
方
々
と
の
交
流
会
を
行

い
ま
し
た
。
交
流
会
で
は
主
に
「
保
存
と

観
光
」
を
主
題
に
話
が
進
め
ら
れ
、
北
区

の
観
光
の
考
え
方
を
中
心
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。
ま
ず
、
北
区
で
は
区
民
の
方
々

が
出
資
し
て
「（
有
）か
や
ぶ
き
の
里
」
と

い
う
有
限
会
社
を
立
ち
上
げ
ら
れ
て
そ
の

会
社
組
織
を
中
心
に
観
光
産
業
を
進
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
具
体
的

に
は
特
産
品
販
売
（
か
や
の
里
）
飲
食
店

（
き
た
む
ら
）、
地
場
産
品
の
生
産
（
き
び

工
房
）
民
宿
（
ま
た
べ
）
の
四
つ
の
部
門

を
経
営
し
特
産
物
の
原
料
生
産
か
ら
販
売
、

観
光
客
の
宿
泊
所
の
提
供
ま
で
全
て
を
こ

の
会
社
を
中
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。
区
の

雇
用
対
策
か
ら
会
社
立
上
げ
を
さ
れ
て
今

で
は
パ
ー
ト
を
含
め
て
四
十
名
程
の
地
元

の
人
が
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
全
て
年
間
の

売
り
上
げ
で
賄
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
会
長

さ
ん
の
お
話
で
は
「
こ
の
会
社
が
で
き
て

か
ら
、
土
地
で
作
っ
た
も
の
が
実
際
に
売

れ
る
と
い
う
こ
と
で
区
民
の
み
な
さ
ん
の

生
活
に
は
り
が
で
き
た
。」
と
の
こ
と
で

安
心
し
て
農
作
物
を
作
る
基
盤
が
で
き
て

い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
個
人
経

営
の
営
業
者
は
二
軒
の
民
宿
の
み
で
基
本

的
に
は
観
光
に
関
し
て
は
（
有
）か
や
ぶ

き
の
里
を
中
心
に
進
め
て
い
て
、
保
存
会

で
も
個
人
経
営
に
対
す
る
規
制
を
呼
び
か

け
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
観
光
客
の

中
に
は
「
ご
飯
を
た
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
」

な
ど
の
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、「
あ

平成19年度研修参加者 

国道からのぞむ集落の風景 

地元保存会の案内で散策 

美山町のすばらしさをたくさん 
お話頂きました 

美
山
町
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
！

美
山
町
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
！ 

美
山
町
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
！ 
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ま
り
観
光
客
が
来
す
ぎ
る
と
、
こ
こ
の
良

さ
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。」
と
い
う
懸

念
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
最
近
の
観
光
客

の
増
大
傾
向
に
対
す
る
対
策
も
今
後
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。 

　
現
在
の
一
番
の
課
題
は
高
齢
化
問
題
で

北
区
に
住
む
人
の
六
十
％
が
六
十
歳
以
上

と
い
う
状
況
だ
そ
う
で
す
。
い
か
に
次
の

世
代
の
人
々
を
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と

で（
有
）か
や
ぶ
き
の
里
を
中
心
に
若
い
人
々

を
雇
用
し
て
高
齢
化
問
題
の
解
決
を
目
指

し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
住
民
の
み
な
さ
ん
は
「
景
観
を
守
る
こ

と
が
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い

う
意
識
を
常
に
持
っ
て
生
活
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
、
話
を
伺
っ
て
い
て
「
住
ん
で
い

る
も
の
み
ん
な
で
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
守

る
」
と
い
う
気
概
が
常
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。 

　
ふ
ら
っ
と
美
山 

　
二
日
目
は
北
地
区
の
隣
の
平
屋
地
区
に

あ
る
「
ふ
ら
っ
と
美
山
」
と
い
う
地
域
特

産
物
を
販
売
す
る
店
舗
に
立
ち
寄
り
ま
し

た
。「
ふ
ら
っ
と
美
山
」
は
地
域
が
経
営
し

て
成
功
し
て
い
る
事
例
と
し
て
た
び
た
び

マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
全
国
的
な
評

判
と
な
っ
て
い
る
お
店
で
、
今
回
の
視
察

で
立
ち
寄
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が

飛
び
込
み
で
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
代
表
者

の
方
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
こ
の
「
ふ
ら
っ
と
美
山
」
も
地
元
の
法

人（
有
）ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
平
屋
に
よ
っ
て
経

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ふ
ら
っ
と
美

山
」
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
地
元
の
野
菜
や

米
、
牛
乳
、
卵
、
手
作
り
お
菓
子
、
加
工

食
品
等
の
商
品
を
陳
列
棚
ま
で
じ
か
に
持

ち
込
ん
で
販
売
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
各
地

域
生
産
者
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
平
屋
か
ら
自

分
の
バ
ー
コ
ー
ド
シ
ー
ル
を
買
っ
て
商
品
に

貼
り
つ
け
て
店
舗
に
自
分
の
商
品
を
並
べ

ま
す
。
販
売
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
平
屋
」

で
行
う
の
で
売
り
上
げ
の
二
割
を
販
売
手

数
料
と
し
て
収
め
ま
す
。
売
れ
残
っ
た
ら

生
産
者
自
ら
が
商
品
を
持
ち
帰
り
ま
す
。

実
際
に
私
た
ち
が
訪
れ
た
時
も
地
元
の
方

が
朝
採
れ
た
野
菜
を
持
っ
て
き
て
並
べ
て

い
ま
し
た
。
ま
さ
に
生
産
者
の
顔
が
見
え

る
店
舗
経
営
で
す
。 

　
農
協
の
空
き
店
舗
の
活
用
か
ら 

　（
有
）ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
平
屋
の
設
立
は
、

平
成
十
二
年
の
Ｊ
Ａ
美
山
町
の
広
域
合
併

に
よ
り
平
屋
地
区
の
農
協
が
空
き
店
舗
と

な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。「
地

域
で
共
同
出
資
し
て
地
域
特
産
物
を
販
売

す
る
店
に
し
て
は
ど
う
か
」
と
い
う
話
が

地
域
で
盛
り
上
が
り
、
地
域
の
暮
ら
し
の

利
便
性
と
地
域
生
産
者
を
守
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
法
人
設
立
に
踏
み
出
し
ま
し
た
。

「
商
品
は
地
元
で
作
ら
れ
た
も
の
し
か
扱

わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
た
こ
と

で
評
判
が
口
こ
み
で
広
が
り
、
今
で
は
年

間
十
万
人
の
来
客
が
あ
り
、
内
八
十
％
が

町
外
者
と
い
う
こ
と
で
京
都
の
市
街
地
か

ら
一
時
間
以
上
か
け
て
野
菜
を
買
い
に
く

る
人
も
い
る
ぐ
ら
い
の
人
気
店
舗
に
成
長

し
ま
し
た
。
現
代
の
消
費
者
が
い
か
に
国

内
の
安
心
し
た
商
品
を
求
め
て
い
る
か
が

こ
の
こ
と
か
ら
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

国道を挟んだ向かいの駐車場内に 
「かやの里」と「きたむら」が建つ 

農協の空き店舗を活用 

生産者は自分のバーコードを 
購入して商品に貼ります 店内には地域特産品がたくさん 

買い物をしていると地元の方が続々と 
商品を持ってきます 
商品のお話も聞けます 
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地元の奥様たちの作ったシュークリーム 

地元の山野草も販売されていました 

と
び
こ
み
に
も
か
か
わ
ら
ず 

詳
し
い
お
話
を
し
て
頂
き
ま
し
た 

と
に
か
く
地
元
の
人
々
が
ひ
ん
ぱ
ん
に 

や
っ
て
き
て
商
品
を
置
い
て
い
き
ま
す 

ふ
ら
っ
と
美
山
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 
　
家
庭
菜
園
の
延
長 

　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
平
屋
で
は
加
工
食
品
な

ど
の
企
画
も
行
い
生
産
者
に
商
品
生
産
の

斡
旋
も
行
っ
て
い
て
、
実
際
に
食
品
加
工

所
を
作
っ
て
地
元
の
奥
様
た
ち
に
厨
房
を

開
放
し
て
お
菓
子
を
作
っ
て
も
ら
う
な
ど

商
品
を
充
実
さ
せ
る
努
力
も
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
生
産
者
の
方
々
に
有
機
栽
培
、

無
農
薬
野
菜
栽
培
等
の
研
修
を
受
け
て
も

ら
う
等
商
品
の
質
の
向
上
に
も
力
を
入
れ

て
お
ら
れ
ま
す
。 

　
売
り
上
げ
は
上
々
で
年
間
の
売
り
上
げ

は
一
億
円
を
超
え
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

売
り
上
げ
の
四
十
％
は
加
工
食
品
で
、
次

に
多
い
の
が
野
菜
で
十
六
％
と
、
や
は
り

日
持
ち
の
す
る
商
品
が
主
力
と
な
っ
て
い

ま
す
。
当
面
の
課
題
と
し
て
は
季
節
に
よ

っ
て
収
穫
量
に
偏
り
の
あ
る
生
野
菜
の
活

用
で
、
な
ん
と
か
加
工
食
品
に
で
き
な
い

か
と
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

　
家
庭
菜
園
の
延
長
状
に
「
ふ
ら
っ
と
美

山
」
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
生
産
者
と

関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
大
規

模
な
生
産
者
の
商
品
を
あ
て
に
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
各
個
人
の
趣
味
の
延
長

と
し
て
生
産
者
に
な
っ
て
も
ら
え
ば
と
い

う
ス
タ
ン
ス
で
活
動
を
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。 

　
生
き
が
い
の
創
出 

　
今
回
の
美
山
町
の
視
察
を
通
し
て
、
生

産
者
＝
地
域
の
人
々
に
解
放
さ
れ
た
店
舗

が
あ
る
こ
と
で
良
好
な
地
場
産
品
を
創
出

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

「
あ
そ
こ
の
店
に
こ
ん
な
も
の
置
い
て
み

よ
う
」
と
い
う
地
域
の
人
々
の
ア
イ
デ
ア

を
す
ぐ
に
吸
収
で
き
る
「
ふ
ら
っ
と
美
山
」

と
い
う
背
景
が
あ
る
か
ら
こ
そ
地
域
の
人
々

は
安
心
し
て
も
の
づ
く
り
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
住
む
ひ
と
り

ひ
と
り
が
生
産
者
と
な
る
こ
と
で
全
て
の

人
々
の
「
生
き
が
い
」
を
生
み
出
す
こ
と

に
も
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。 

　
美
山
町
の
北
地
区
に
し
ろ
、
平

屋
地
区
に
し
ろ
「
み
ん
な
が
幸
せ

に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
」
を
地

域
の
人
が
自
ら
淡
々
と
や
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
迫
力
を
感
じ
ま
し
た
。

今
回
の
視
察
参
加
者
全
員
が
地
元

の
も
の
し
か
置
い
て
い
な
い
店
舗

に
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
と
に

か
く
い
ろ
い
ろ
な
地
場
産
品
を
買
っ
て
帰

り
「
ふ
ら
っ
と
美
山
」
を
後
に
し
た
バ
ス

の
中
で
は
皆
さ
ん
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

  

 

 



白川郷の合掌造り （５） 

　
今
年
も
引
き
続
き
水
田
復
旧
事
業
を
行
い

ま
し
た
。
今
年
は
水
張
り
水
田
に
し
て
い
た

水
田
に
稲
を
植
え
て
み
ま
し
た
。
他
の
田
ん

ぼ
と
比
べ
る
と
水
持
ち
は
ま
だ
悪
か
っ
た
の

で
す
が
土
壌
も
大
分
な
れ
て
き
た
よ
う
で
秋

に
は
無
事
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

不
耕
作
地
で
あ
っ
た
農
地
を
一
昨
年
か
ら
重

機
で
起
こ
し
て
蕎
麦
を
栽
培
し
、
昨
年
は
水

張
り
水
田
と
し
て
何
度
も
代
掻
き
を
重
ね
、

よ
う
や
く
今
年
田
植
え
が
で
き
る
状
況
と
な

り
ま
し
た
。
耕
作
開
始
か
ら
足
掛
け
三
年
で

水
田
に
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

う
考
え
る
と
、
長
い
間
不
耕
作
地
に
な
っ
て

い
た
土
地
を
水
田
に
戻
す
と
い
う
こ
と
は
随

分
な
時
間
が
か
か
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
実

感
い
た
し
ま
し
た
。 

　
今
年
は
４８
・
５
ａ
の
水
田
と
３
・
９
ａ
の

畑
の
管
理
を
行
い
ま
し
た
。
水
田
で
は
５５
・

５
俵
の
お
米
を
収
穫
し
、
例
年
通
り
合
掌
基

金
協
力
者
の
方
々
に
送
ら
せ
て
頂
い
た
後
、

今
年
は
実
際
に
「
元
気
な
野
菜
館
」
で
販
売

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
畑
で
は
サ

ツ
マ
イ
モ
等
の
比
較
的
手
の
か
か
ら
な
い
野

菜
を
栽
培
し
サ
ツ
マ
イ
モ
の
収
穫
は
白
川
小

学
校
に
お
願
い
し
ま
し
た
。 

白川小学校では学校田を遺産地区内にしていただいて 
水田を維持いただいています 

たくさんとれたよ！！ 

2005年8月17日　昨年は水を張った後そば畑に 2006年7月20日　水田に復活しました 

収穫したお米を売って頂きました 
今年は公民館前の不耕作地も 
田んぼに戻りました 

客土のかたよりが著じるしかった 
のでトラクターで棒を引いてなら 
しました 

田
ん
ぼ
に

　
も
ど
り
ま
し
た
！

田
ん
ぼ
に

田
ん
ぼ
に

　
も
ど
り
ま
し
た
！

　
も
ど
り
ま
し
た
！

田
ん
ぼ
に

　
も
ど
り
ま
し
た
！



（６） 白川郷の合掌造り 

建
物
概
要 

　
渡
辺
家
住
宅
は
昭
和
３０
年
に
荻
町
の
現
在

の
場
所
に
移
築
さ
れ
て
い
る
。
移
築
前
は
鳩

谷
ダ
ム
建
設
（
昭
和
３１
年
完
成
）
に
よ
っ
て

集
団
離
村
し
た
大
牧
集
落
に
あ
り
、
大
牧
の

寺
院
「
浄
蓮
寺
」
の
庫
裡
で
あ
っ
た
。
大
牧

集
落
に
は
二
十
数
棟
の
合
掌
造
り
民
家
が
存

在
し
て
い
た
が
、
ダ
ム
建
設
時
に
取
り
壊
さ

れ
る
等
し
て
集
落
か
ら
姿
を
消
し
た
。
引
き

取
り
先
が
見
つ
か
っ
た
合
掌
造
り
民
家
の
い

く
つ
か
は
村
外
に
移
築
さ
れ
た
。
名
古
屋
市

の
東
山
植
物
園
の
旧
太
田
家
や
大
阪
府
の
日

本
民
家
集
落
博
物
館
の
旧
大
井
家
等
が
そ
う

で
あ
る
。
渡
辺
家
住
宅
も
そ
れ
ら
合
掌
造
り

民
家
と
同
様
に
前
所
有
者
で
あ
る
浄
蓮
寺
住

職
米
澤
霊
観
氏
か
ら
現
当
主
の
渡
辺
氏
が
引

き
取
り
荻
町
に
移
築
さ
れ
た
。 

                      

　
建
物
は
白
川
村
の
民
家
で
は
珍
し
い
総
二

階
建
て
の
建
物
で
大
牧
集
落
に
あ
っ
た
頃
は

ク
レ
板
葺
の
屋
根
で
あ
っ
た
と
い
う
。
荻
町

へ
移
築
の
際
に
背
面
側
と
北
側
二
間
分
の
落

屋
の
二
階
を
増
築
す
る
な
ど
の
改
築
が
さ
れ
、

屋
根
も
ト
タ
ン
屋
根
と
な
っ
た
。
そ
の
後
平

成
９
年
に
一
階
部
分
を
中
心
と
す
る
軸
部
修

理
が
行
わ
れ
現
在
に
至
る
。 

破
損
状
況 

　
平
成
１７
年
１２
月
か
ら
翌
年
２
月
に
か
け
て

の
大
雪
「
平
成
１８
年
豪
雪
」
は
４
、
８
２
６

件
の
全
国
的
な
家
屋
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

渡
辺
家
も
１２
月
の
断
続
的
な
積
雪
に
よ
っ
て

本
屋
正
面
側
の
垂
木
４９
本
の
内
３２
本
が
桁
を

支
点
に
折
れ
、
棟
木
や
母
屋
の
持
ち
出
し
部
分

が
束
を
支
点
に
折
れ
る
等
の
被
害
を
受
け
た
。

　
渡
辺
家
は
落
雪
式
の
屋
根
に
な
っ
て
い
る

た
め
例
年
の
降
雪
で
あ
れ
ば
晴
れ
た
日
に
自

然
に
落
ち
る
の
で
あ
る
が
、
連
続
的
に
降
り

続
い
た
こ
と
で
雪
が
落
ち
る
こ
と
な
く
屋
根

に
残
り
、
雪
お
ろ
し
を
し
た
際
に
雪
が
一
気

に
ず
り
落
ち
て
そ
の
反
動
で
垂
木
が
折
れ
た
。

さ
ら
に
、
垂
木
の
出
（
１
ｍ
）
に
対
し
垂
木

部
材
の
成
（
７
㎝
）
が
足
り
な
い
と
い
う
建

物
の
構
造
上
の
理
由
も
今
回
の
破
損
の
要
因

と
考
え
ら
れ
る
。 

            

        

修
理
方
針 

　
修
理
は
現
状
維
持
と
し
、
破
損
し
た
部
材

は
取
り
替
え
た
。
垂
木
に
関
し
て
は
今
後
ま

た
同
様
の
被
害
が
考
え
ら
れ
る
た
め
補
強
を

行
な
っ
た
。 

修
理
概
要 

　
修
理
は
破
損
部
分
の
解
体
の
み
に
と
ど
め

て
行
な
っ
た
。
正
面
側
は
全
面
、
背
面
側
は

母
屋
と
棟
木
を
取
り
替
え
ら
れ
る
範
囲
ま
で

ト
タ
ン
を
剥
が
し
、
垂
木
は
破
損
垂
木
の
み

を
解
体
し
棟
木
・
母
屋
の
取
り
替
え
に
支
障

の
無
い
既
存
垂
木
は
解
体
し
な
か
っ
た
。 

　
御
当
主
の
話
で
は
移
築
の
際
に
垂
木
は
取

り
替
え
ら
れ
て
い
な
い
と
の
事
で
既
存
垂
木

は
移
築
前
の
垂
木
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
補

強
し
て
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
に
解
体

し
て
み
る
と
垂
木
に
釘
の
打
ち
替
え
跡
が
見

ら
れ
た
た
め
移
築
前
の
垂
木
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
ま
た
垂
木
に
は
野
地
板
釘
の
打

ち
替
え
跡
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
御
当
主

の
話
通
り
移
築
前
は
ク
レ
板
葺
き
で
あ
っ
た

こ
と
も
わ
か
っ
た
。 

■
　渡
辺
敏
夫
家
住
宅
（
伝
建
非
合
掌
№
8
） 

建
物
の
規
模 

桁
　
　
行
　
１５
・
５９
ｍ 

梁
　
　
間
　
８
・
２８
ｍ 

建
築
面
積
　
１４４
・
４
㎡ 

平
成
18
年
度
　文
化
財
修
理
報
告 

文
化
財
専
門
設
計
監
理
技
師
　
松
本
継
太 

平成18年豪雪被害直後 

修理後の渡辺家住宅 

野地板解体：チョークは移築前釘跡 



白川郷の合掌造り （７） 

　
補
強
の
方
法
に
つ
い
て
は
様
々
な
検
討
を

行
っ
た
結
果
、
垂
木
の
上
面
に
炭
素
繊
維
板

を
張
っ
て
補
強
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
計

算
上
は
現
状
の
約
１
・
５
倍
の
耐
力
を
持
た

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
補
強
の
検
討
に
当
た

っ
て
は
（
財
）
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協

会
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。 

              

大
牧
浄
蓮
寺 

　
現
在
大
牧
浄
蓮
寺
の
本
堂
は
移
築
さ
れ
て

小
白
川
の
寺
院
「
蓮
光
寺
」
と
な
っ
て
い
る
。

旧
白
川
村
史
に
よ
る
と
浄
蓮
寺
は
も
と
も
と

保
木
脇
に
道
場
が
開
か
れ
た
の
が
は
じ
ま
り

で
、
そ
の
後
隣
村
の
野
谷
へ
寺
を
移
し
て
現

存
す
る
本
堂
が
建
築
さ
れ
た
。
さ
ら
に
明
治

２４
年
に
大
牧
に
寺
が
移
さ
れ
、
同
時
に
本
堂

も
移
築
さ
れ
た
。
結
局
ダ
ム
建
設
の
た
め
に

浄
蓮
寺
は
廃
寺
と
な
る
が
建
物
の
み
が
小
白

川
に
移
築
さ
れ
蓮
光
寺
の
御
堂
と
し
て
生
ま

れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
本
堂
の
構
造
形
式
は
桁
行
七
間
、
梁
間
八

間
半
、
一
重
、
入
母
屋
造
り
で
白
川
村
で
は

大
規
模
な
部
類
に
入
る
。
欅
柱
の
立
派
な
寺

院
建
築
で
大
牧
に
あ
っ
た
頃
は
こ
の
本
堂
の

北
隣
に
庫
裡
が
建
っ
て
い
た
。
本
堂
が
明
治

２４
年
に
大
牧
に
移
築
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
も
し
か
し
た
ら
そ
の
時
に
庫
裡
が
新
築

さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
根
拠
と
な
る

資
料
が
無
い
た
め
推
測
の
域
を
で
な
い
。
い

ず
れ
に
し
ろ
渡
辺
家
住
宅
は
今
は
無
き
大
牧

浄
蓮
寺
の
遺
構
で
あ
る
と
共
に
白
川
村
の
庫

裡
の
建
築
様
式
を
今
に
伝
え
る
大
切
な
文
化

財
で
あ
る
。 

正面側垂木の全てに補強した 

旧大牧浄蓮寺本堂　現在は小白川蓮光寺 

この合掌材の上にヤナカとクダリを組みます みんなで合掌造りをつくろう！！ 

    

　
人
材
育
成
事
業
の
一
環
で
合
掌
造
り
の
小

屋
組
み
構
造
を
学
ぶ
た
め
の
学
習
模
型
を
作

成
い
た
し
ま
し
た
。
以
前
に
小
学
校
の
子
供

達
か
ら
「
合
掌
造
り
の
模
型
を
造
り
た
い
」

と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
時
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
や

新
聞
紙
を
丸
め
て
作
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

部
材
一
つ
一
つ
を
作
る
の
に
と
て
も
時
間
が

か
か
っ
た
た
め
も
っ
と
短
時
間
で
合
掌
造
り

の
構
造
を
学
べ
る
模
型
が
あ
れ
ば
手
軽
に
勉

強
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
実

際
に
学
習
模
型
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
模
型
は
主
に
屋
根
を
葺
く
前
の
合
掌

造
り
の
小
屋
組
み
の
組
み
方
を
学
ぶ
た
め
の

も
の
で
す
。
で
き
る
だ
け
原
寸
に
近
づ
け
て

製
作
し
て
い
ま
す
の
で
合
掌
材
と
ヤ
ナ
カ
の

縄
の
巻
き
方
や
ネ
ソ
を
用
意
す
れ
ば
ネ
ソ
巻

き
も
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
や
る
気

が
あ
れ
ば
屋
根
を
葺
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

　
主
に
子
供
達
を
対
象
に
し
た
大
き
さ
で
作

っ
て
い
ま
す
の
で
小
中
学
校
の
皆
さ
ん
に
ぜ

ひ
と
も
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
白
川
村
の
子
供
た
ち
が
こ
の
模
型
を
き

っ
か
け
に
少
し
で
も
合
掌
造
り
に
興
味
を
持

っ
て
も
ら
え
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。
組
み

立
て
て
み
た
い
と
い
う
方
は
ぜ
ひ
合
掌
財
団

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

人材育成事業 



（８） 白川郷の合掌造り 
                     

　
平
成
十
八
年
度
の
入
込
み
を
平
成
十
七
年

度
と
対
比
す
る
と
普
通
車
が
百
三
十
六
％
、

バ
ス
が
百
十
二
％
と
大
幅
な
伸
び
と
な
り
ま

し
た
。
普
通
車
は
平
成
十
四
年
度
を
ピ
ー
ク

に
減
少
し
て
い
ま
し
た
が
、
十
七
年
度
上
昇

に
転
じ
、
今
年
度
は
飛
躍
的
に
伸
び
て
、
駐

車
場
開
業
後
歴
代
第
二
位
の
六
万
六
千
台
と

な
り
、
平
成
十
四
年
度
の
七
万
台
と
い
う
記

録
に
追
い
つ
く
勢
い
で
す
。
バ
ス
も
十
七
年

度
ま
で
ゆ
る
や
か
に
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い

ま
し
た
が
、
今
年
度
久
し
ぶ
り
に
増
加
し
ま

し
た
。 

　
十
八
年
度
の
小
呂
駐
車
場
の
増
加
要
因
に

つ
い
て
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
荻

町
新
交
通
シ
ス
テ
ム
試
行
が
今
年
度
は
計
八

回
、
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
第
三
日
曜
日

に
行
わ
れ
た
事
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
荻
町
新
交
通
シ
ス
テ
ム
と
は
、
集
落

内
旧
国
道
の
一
定
時
間
自
動
車
乗
入
規
制
を

行
い
、
観
光
者
の
車
を
せ
せ
ら
ぎ
、
寺
尾
臨

時
駐
車
場
へ
誘
導
、
遠
距
離
で
あ
る
寺
尾
に

駐
車
し
た
観
光
客
に
は
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
に
よ

る
送
迎
を
行
い
ま
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
集
落
内
か
ら
観
光
車
両
が
な
く
な
り
、
本

来
の
農
村
風
景
が
甦
る
と
と
も
に
、
観
光
車

両
を
周
囲
の
駐
車
場
に
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
、

一
極
集
中
に
よ
る
渋
滞
を
緩
和
す
る
こ
と
が

目
的
で
す
。
平
成
十
九
年
度
は
十
八
回
の
試

行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
シ
ス
テ
ム
の

運
営
自
体
を
財
団
主
導
で
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
試
行
ご
と
に
検
証
、
改
良
を
重
ね
、

よ
り
良
い
シ
ス
テ
ム
運
営
を
目
指
し
た
い
と

思
い
ま
す
。 

　
さ
て
今
年
度
注
目
に
値
す
る
の
が
、
冬
季

間
の
入
込
数
で
す
。
世
界
的
な
暖
冬
傾
向
の

中
で
、
白
川
郷
も
例
に
漏
れ
ず
、
大
変
雪
の

少
な
い
冬
と
な
り
ま
し
た
。
凍
ら
な
い
道
路

は
、
特
に
自
家
用
車
の
増
加
に
影
響
を
与
え

ま
し
た
。
十
二
〜
二
月
間
の
普
通
車
入
場
台

数
を
み
る
と
前
年
度
の
約
三
倍
強
と
な
っ
て

い
ま
す
。
日
別
平
均
台
数
を
調
べ
ま
す
と
、

四
〜
六
月
期
（
Ｇ
・
Ｗ
時
を
除
く
）
と
比
べ

て
も
遜
色
あ
り
ま
せ
ん
。
冬
場
は
決
し
て
閉

閑
期
で
は
な
く
条
件
さ
え
良
け
れ
ば
観
光
客

は
集
ま
る
、
そ
ん
な
潜
在
力
を
秘
め
て
い
る

と
い
え
ま
す
。
さ
て
来
年
春
予
定
の
東
海
北

陸
自
動
車
道
全
面
開
通
に
よ
っ
て
、
白
川
村

へ
の
ア
ク
セ
ス
は
い
っ
そ
う
良
好
と
な
り
ま

す
。
冬
と
い
え
ど
観
光
客
を
迎
え
る
私
た
ち

に
と
っ
て
、
も
は
や
半
冬
眠
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

普通車 

大型車 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

合計 

 2,937 2,991 54 101.84 

 6,093 6,525 432 107.09 

 2,362 3,250 888 137.60 

 3,377 4,111 734 121.74 

 10,482 13,328 2,846 127.15 

 5,396 6,978 1,582 129.32 

 8,538 10,543 2,005 123.48 

 5,973  8,760 2,787 146.66 

 453 1,572 1,119 347.02 

 812 2,538 1,726 312.56 

 897 2,428 1,531 270.68 

 1,304 3,248 1,944 249.08 

 48,624 66,272 17,648 136.29

普通車 

 937 982 45 104.80 

 1,041 1,230 189 118.16 

 917 888 △ 29 96.84 

 814 786 △ 28 96.56 

 793 797 4 100.50 

 1,113 1,344 231 120.75 

 2,383 2,564 181 107.60 

 1,338 1,820 482 136.02 

 371 484 113 130.46 

 732 840 108 114.75 

 1,137 1,319 182 116.01 

 578 670 92 115.92 

 12,154 13,724 1,570 112.92

Ｈ17年度 

台数 

Ｈ18年度 

台数 

前年対比 

月別比 ％ 

Ｈ17年度 

台数 

Ｈ18年度 

台数 

前年対比 

月別比 ％ 

大型車 
単位：台 

単位：台 
平成17～18年度　せせらぎ公園小呂駐車場月別利用実績 平成18年度 荻町新交通システム試行実施日と 

過去の同曜日との入込比較 

月 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

合計 

 174 550 376 316.09 

 124 637 513  513.71 

 186 632 446 339.78 

 653 879 226 134.61 

 256 936 680 365.63 

 690 866 176 125.51 

 415 484 69 116.63 

 309 471 162 152.43 

 2,807 5,455 2,648 194.34

普通車 

 39 92 53 235.90 

 49 111 62 226.53 

 45 102 57 226.67 

 51 94 43 184.31 

 36 70 34 194.44 

 52 103 51 198.08 

 108 205 97 189.81 

 62 104 42 167.74 

 442 881 439 199.32

Ｈ17年度 

台数 

Ｈ18年度 

台数 

前年対比 

月別比 ％ 

Ｈ17年度 

台数 

Ｈ18年度 

台数 

前年対比 

月別比 ％ 

大型車 
第3 
日曜日 

 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 

　普通車 34,439 36,325 36,996 56,301 61,861 70,891 62,302 44,953 48,624 66,272 

　大型車   4,897   6,201   6,967 10,305 13,726 16,644 16,409 13,524 12,154 13,724

年
度
別
入
込
み
推
移 

平成19年3月21日現在    

せ
せ
ら
ぎ
公
園
小
呂
駐
車
場

　
　
平
成
十
八
年
度
の
入
り
込
み 
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台
　
　
数 

※10月第三日曜日は、どぶろく祭りと重なる。この時期はバス入込数が最も
　多く、普通車については周辺に祭礼臨時駐車場ができるため、小呂駐車場で
　は例年バスを優先して入場させている。そのため交通システム試行により普
　通車が急激に増加するということは無かった。 



白川郷の合掌造り （９） 

歳出　1億218万円 

県・村 
補助金収入 
900万円 
9％　　 

村補助金収入 
（駐車場世界遺産保存協力費） 

2,105万円 
21％ 

世界遺産集落 
保存事業費 
2,144万円 
21％ 

駐車場・案内所 
管理受託事業費 
3,351万円 
33％ 

基金積立金 
（17年度繰越金の一部） 
1,000万円　 
10％　　 

雑収入 
（パンフレット売却等） 

215万円 
2％ 

駐車場・案内所　 
管理受託事業収入 
3,156万円 
31％ 一般寄付金収入 

400万円 
4％ 

前期繰越 
（基金積立金 
　を含む） 
2,333万円 
　22％ 
 

財産運用利息収入 
898万円　9％ 

設計監理収入 
211万円　2％ 

一般事務管理費 
1,041万円 
　　　　　10％ 

　　次期繰越 
（今年度基金積立金 
　　　一部を含む） 
　　2,682万円 
　　　　　　　　26％ 

　財団が、どのような収入を得て、どのように支出しているのか、平成18年度の会計状況をお伝えします。 

基本財産　302,361,000円
運用財産　363,264,160円
合　　計　665,625,160円

財団が保持している基金の現在額（平成19年3月） 

平成１８年度 

・・・財団法人世界遺産白川郷合掌造り保存財団・・・ 

1．修理事業 
差し茅 19棟 
伝統的建造物修理 4棟 
棟茅葺替 89棟 
トタン屋根葺替 3棟 

2．修景事業 
修景協力費助成 8棟 
トタン屋根葺替 9棟 
ビニールシート指定色奨励事業 31枚 
一般建築物茅屋根補修 2棟 
オダレ助成 60枚 

3．地域活性化事業 
自治保存会活動費助成 
自治保存会育成事業 
人材育成事業 

4．調査普及事業 
　　新交通システムの普及事業 
6．水田復旧事業 
　　耕作放棄地の復旧 
7．啓発・啓蒙事業 
新交通システム対応マップの企画 

平成18年度の主な事業 

財源内訳  

平成18年度の主な事業 
9,401,000円 
3,338,000円 
833,000円 
5,052,000円 
178,000円 
3,658,960円 
1,098,000円 
1,767,000円 
219,120円 
91,000円 
483,840円 
1,646,244円 
1,000,000円
381,400円 
264,844円 
5,015,010円 
5,015,010円 
465,839円 
465,839円 
498,750円 
498,750円 

 

県補助金 
村補助金 
保存協力費 
基金運用利息 

財源内訳  
4,500,000円 
4,500,000円 
11,000,000円 
685,803円 

合　計 20,685,803円 

　財団が管理運営するせせらぎ公園小呂駐車場で徴収

頂く料金は駐車場利用料（普通車３００円・大型車２,０００円）

世界遺産保存協力費（普通車２００円・大型車１,０００円）

の二種類にわかれます。これらはすべて財団を通して

一旦村に納められます。駐車場利用料はせせらぎ公園

及び駐車場の維持管理費に当てられ、その一部が駐車

場・案内所管理受託事業費として財団の歳入となりま

す。世界遺産保存協力費は世界遺産地区の保存のため

に使われます。こちらも一部が村から事業及び運営費

補助金として財団に入ります。これは主要事業を遂行

するための大切な収入源となっています。 

　平成１８年度の駐車場収入は、来場者の増加により

平成１７年度を大きく上回り駐車場利用料約４,４８０万円、 

世界遺産保存協力費約２,６６０万円となりました。 

　財団が保有する基金は、約６億６,５６０万円、１８年度

は８９８万円の利息となりました。財団の貴重な自主財

源として保存事業を中心に活用しています。皆様から 

頂いた寄付金が元になった基金ですから、今後も大切

に管理運用していきたいと考えております。 

 

歳入　1億218万円 



古紙配合率100％再生紙使用 

（１０） 白川郷の合掌造り 

編

集

後

記

 

　
５
年
前
か
ら
白
川
村
で
村
外
に
流
出
し
た
合

掌
造
り
民
家
の
調
査
が
開
始
さ
れ
、
調
査
開
始

当
初
か
ら
そ
れ
ら
対
象
の
合
掌
造
り
民
家
を
図

面
化
す
る
た
め
私
も
毎
年
動
向
し
て
様
々
な
流

出
し
た
合
掌
造
り
を
実
測
し
て
き
ま
し
た
。 

　
村
外
に
流
出
し
た
合
掌
造
り
民
家
は
現
在
４０

棟
程
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
大
切
に

活
用
さ
れ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば

焼
失
し
た
り
荒
廃
し
た
り
現
在
ど
ん
な
状
態
か

不
明
な
も
の
も
あ
り
、
状
況
は
様
々
で
す
。
こ

れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
昭
和
３０
年
代
の
電
源
開
発

ダ
ム
建
設
や
昭
和
４０
年
代
の
企
業
の
山
林
用
地

買
収
を
契
機
と
す
る
数
々
の
集
落
の
消
長
に
よ

り
移
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

　
調
査
を
し
て
き
て
し
み
じ
み
感
じ
て
い
る
の

が
「
大
規
模
な
合
掌
造
り
が
ま
だ
こ
ん
な
に
存

在
す
る
ん
だ
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
に
か
く

調
査
す
る
民
家
の
ほ
と
ん
ど
が
和
田
家
や
旧
遠

山
家
の
よ
う
な
大
規
模
な
も
の
で
、
材
料
も
と

に
か
く
立
派
で
感
動
し
ま
す
。
調
査
を
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
こ
れ
ら
の
合
掌
造
り
を
何
と
か
で
き

な
い
も
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

　
明
治
８
年
に
尾
神
村
以
北
の
２３
ヵ
村
が
一
緒

に
な
っ
て
生
ま
れ
た
白
川
村
は
昭
和
３０
年
〜
４０

年
と
い
う
高
度
経
済
成
長
の
時
期
に
野
谷
・
大

牧
・
大
窪
・
馬
狩
・
牛
首
・
加
須
良
の
６
ヵ
村

を
失
い
ま
し
た
。
今
は
無
き
こ
れ
ら
６
ヵ
村
に

は
か
つ
て
た
く
さ
ん
の
合
掌
造
り
民
家
が
存
在

し
現
存
す
る
集
落
と
共
に
こ
の
地
方
独
特
の
文

化
を
育
み
、
今
あ
る
白
川
村
の
文
化
圏
を
作
り

上
げ
た
大
切
な
集
落
で
す
。
こ
れ
ら
の
集
落
の

記
憶
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
に
も
村
外
に
流
出

し
た
合
掌
造
り
民
家
の
保
存
対
策
も
白
川
村
と

し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
最
近
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。 

募金ご協力者一覧（敬称略） 

平成18年度 

竹 筒 募 金 

福山歌子 
小高　徹／小野幸子／北村秀雄 
黒田乃生 
細谷恵子 
岩崎隆至 
坂口一雄 
石原 正美 
中日航空株式会社／森　顕敏 
早川美和子／中島只二／橋本明治／荒家福廣／ 
今枝　清／三輪高史／有限会社高山観光写真サー
ビス／株式会社セントラルファイナンス岐阜支店 
紺谷圭子／小田信雄 
石田真紀 
西本照也 
野中利郎 
柴田　聰 

白楽／今藤商店／民宿　大田屋／民宿　よそべえ／喫茶　合
掌庵／民宿　のだにや／民宿　やまもと／ます園　文助／民
宿　久松／お土産　こびきや／民宿　伊三郎／民宿　かんじゃ
／お土産　ぜん助／お土産　おけさ／お土産　山香／コーヒ
ー鄙／食事　しらおぎ／お土産　合掌苑／食事　白水園／喫
茶　さとう／ちとせ／民宿　十右エ門／佐藤民芸品店／お食
事処　忠兵衛／民宿　利兵衛／民宿　幸エ門／食事　ごばんし
ょ／民宿　志みづ／喫茶　千晴／お土産　山里／民宿　よきち
／お土産　しゃくなげ／民宿　ふるさと／食事　飛騨路／喫
茶　狩人／お土産　めめんこ／お土産　山楽堂／民宿　きどや
／民宿　わだや／食事　ゆきんこ／和田家／長瀬家／民宿　
孫右ェ門／城山天守閣／神田家／手打ちそば処　乃むら／
城山館／民宿　源作／民宿　与四郎／基太の庄／おいしんぼ
／鳩谷郵便局／あらい／どぶろく祭りの館／　仁美術館／
民宿　一茶／古太神／合掌／いろり／たなか屋／お土産　
一飛／恵びすや／ギャラリー郷愁／山峡の家／元気な野菜
館／野外博物館　合掌造り民家園／明善寺郷土館／民宿　
文六／白川郷の湯／トヨタ白川郷自然学校／民宿　松兵衛
／食事　喫茶　今昔／白川郷観光協会／総合案内であいの館
／道の駅／白川村役場 
 

東 京 都  
神奈川県 
茨 城 県  
埼 玉 県  
群 馬 県  
長 野 県  
静 岡 県  
愛 知 県  
岐 阜 県  
 
 
三 重 県  
和歌山県
兵 庫 県  
福 岡 県  
香 川 県  

ありがとうございます

振替による場合 
・郵便振替口座　00810－6－51954 
・飛騨農業協同組合白川支店（普）9203800 
・十六銀行白鳥支店（普）261－213783 
・八幡信用金庫荘白川支店（普）03－034293

現金書留による場合及び資料請求先 
〒501-5627　岐阜県大野郡白川村荻町2495‐3 
（財）世界遺産白川郷合掌造り保存財団 
　TEL（05769）6‐3111　ＦＡＸ（05769）6‐3113 
　☆インターネットでも受け付けています。 
　　http://shirakawa-go.org/kikin.html

基金に対する 
ご寄付お送り先 
及び資料請求先 

合掌財団では世界遺産集落の景観保護を行うた
め、合掌造り家屋の修理に対する助成や合掌造り
を取り巻く全ての建物が農村風景に影響を与えな
いような修景に対する助成等を中心に、集落に暮
らす住民の生活により密着した事業展開を心がけ
ております。 
それらの経費を賄うには、合掌財団のわずかな
基本財産の運用益だけでははるかに及ばないのが
現状です。現在はそれを補う窮余の策として岐阜

県の助成を得て、白川村が緊縮財政の中から捻出
しています。今後の社会情勢の変化に伴い、合掌
財団に対して要請される事業がますます多様化し
ていくものと予想されます。合掌財団がこのよう
な課題にできるだけすみやかに、的確に対処して
いくためには基本財産をより充実させ、運用でき
る果実をもっともっと増やさなくてはなりません。
どうか合掌財団の趣旨にご賛同くださり、皆様の
暖かいご支援、ご協力をお願いします。 


