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平
成
20
年
７
月
我
が
白
川
村
の

悲
願
で
あ
っ
た
東
海
北
陸
自
動
車

道
の
飛
騨
清
見
白
川
郷
間
が
完
成

全
線
開
通
し
、
陸
の

孤
島
か
ら
完
全
に
脱

却
し
ま
し
た
。
こ
の

間
の
利
用
台
数
は
予

想
を
遙
か
に
上
回
る

１
日
平
均
７
０
０
０

台
と
も
言
わ
れ
、
白

川
郷
を
訪
れ
る
観
光

客
は
大
幅
に
増
加
し

て
い
ま
す
。
観
光
客

の
増
加
は
観
光
以
外

に
目
玉
産
業
の
無
い

白
川
郷
に
と
っ
て
は

大
変
喜
ば
し
い
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
世
界
遺

産
荻
町
合
掌
集
落
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
考
え
る

と
き
、
必
ず
し
も
喜
ん
で
ば
か
り

は
い
ら
れ
な
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
集
落
の
中
を
行
き
交
う

車
の
群
れ
で
あ
り
、
観
光
客
目
当

て
の
商
店
の
看
板
や
工
作
物
・
陳

列
品
等
と
観
光
客
の
群
れ
は
、
世

界
遺
産
の
農
村
集
落
と
し
て
の
環

境
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
観
光
業
の

盛
況
と
は
裏
腹
に
稲
作
を
主
体
と

し
た
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳

し
く
、
集
落
内
の
農
地
保
全
も
難

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
陸
の
孤
島

で
あ
っ
た
が
故
に
他
地
区
と
の
交

流
も
少
な
く
受
け
継
が
れ
て
き
た

農
村
集
落
・
文
化
風
習

が
今
日
大
き
く
変
化
し

て
き
て
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
荻
町
を
知
る

観
光
客
の
中
に
は
著
し

い
集
落
の
変
化
を
嘆
き
、

朝
・
晩
の
車
や
人
の
少

な
い
時
間
帯
を
好
ん
で

訪
れ
散
策
す
る
方
も
お

ら
れ
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。

　

農
村
景
観
等
の
改
善

に
当
た
っ
て
は
、
集
落

内
の
電
柱
電
線
は
行
政

や
電
力
会
社
等
の
お
か

げ
で
ご
く
一
部
を
除
き

地
下
埋
設
が
終
了
し
て

お
り
、
今
後
は
テ
レ
ビ
線
の
地
下

埋
設
を
お
願
い
し
、
進
め
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の

ほ
か
、
今
年
度
寺
尾
地
区
で
の
駐

車
場
の
建
設
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

近
年
中
に
は
荻
町
集
落
内
幹
線
道

路
の
舗
装
・
側
溝
等
の
整
備
も
計

画
さ
れ
て
集
落
内
の
ハ
ー
ド
面
の

整
備
は
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
荻
町

区
の
取
り
組
み
と
し
て
、
本
年
４

月
か
ら
実
施
の
集
落
内
へ
の
大
型

車
の
乗
り
入
れ
規
制
は
環
境
保
全

へ
の
一
歩
前
進
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
荻
町
区
民
及
び
地
区
内

の
営
業
者
等
が
ど
の
よ
う
な
意
識

を
持
っ
て
世
界
遺
産
と
向
き
合
っ

て
い
行
く
か
が
更
に
重
要
に
な
る

と
考
え
ま
す
。
こ
の
た
め
、
白
川

郷
荻
町
集
落
の
自
然
環
境
を
守
る

会
と
し
て
も
、
昨
年
１
年
間
か
け

て
議
論
し
取
り
ま
と
め
た
「
世
界

遺
産
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
住
民
検
討

会
議
か
ら
の
提
唱
」
を
踏
ま
え
、

世
界
遺
産
の
恩
恵
と
継
承
の
必
要

性
を
理
解
し
住
民
が
自
ら
取
り
組

む
べ
き
こ
と
と
し
て
、
農
地
や
景

観
の
保
全
・
結
い
に
代
表
さ
れ
る

助
け
合
い
の
精
神
や
文
化
の
伝
承

等
に
つ
い
て
荻
町
住
民
と
と
も
に

取
り
組
み
、
日
本
を
代
表
す
る
の

農
村
環
境
の
維
持
改
善
に
努
め
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

財
団
法
人
世
界
遺
産
白
川
郷
合

掌
造
り
保
存
財
団
と
村
当
局
の
一

層
の
ご
指
導
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

陸の孤島からの
　　　　脱却と合掌集落

白川郷荻町集落の自然環境を守る会
　　会　長

合掌造り学習模型を作ってくれた平瀬小の五人

板 並 和 夫



（２） 白川郷の合掌造り
　

平
成
18
年
度
人
材
育
成
事
業
で
作
成
し

た
「
合
掌
造
り
学
習
模
型
」
を
平
瀬
小
学

校
の
子
供
達
が
実
際
に
作
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
今
年
の
平
瀬
小
学
校
の
総
合
学
習
の

テ
ー
マ
が
「
合
掌
造
り
」
と
い
う
こ
と
で

合
掌
財
団
も
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
授
業
は
一
学
期
中
を
か
け
て
行
わ
れ
、

五
つ
の
班
に
分
か
れ
て
合
掌
造
り
に
関
係

す
る
こ
と
を
班
ご
と
に
調
べ
て
最
後
に
全
員

に
発
表
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の

中
の
「
合
掌
造
り
を
つ
く
ろ
う
」
班
が
「
合

掌
模
型
」
を
作
成
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ

こ
で
は
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
く
れ
た
子
供

た
ち
の
様
子
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

■
５
月
２３
日

　

合
掌
造
り
の
模
型
は
ば
ら
ば
ら
の
状
態

か
ら
組
み
立
て
ま
す
。
ど
の
部
材
が
ど
こ

に
組
み
合
わ
さ
る
の
か
を
知
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
ま
し
た
。
模
型
の
図
面
に
部
材
の

名
前
を
書
き
込
ん
で
も
ら
い
、
ば
ら
ば
ら

に
お
か
れ
て
い
る
部
材
に
名
札
を
つ
け
て

も
ら
い
ま
し
た
。
最
初
は
聞
き
な
れ
な
い

名
前
が
た
く
さ
ん
で
困
惑
し
て
い
た
子
供

達
も
実
際
の
部
材
に
名
札
を
つ
け
る
と
き

は
、
み
ん
な
で
相
談
し
な
が
ら
全
部
の
部

材
に
名
前
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　

■
５
月
２９
日

　

こ
の
日
は
ヤ
ナ
カ
と
合
掌
材
を
結
束
す

る
た
め
の
縄
の
準
備
を
行
い
ま
し
た
。
ヤ

ナ
カ
と
合
掌
材
は
「
ハ
コ
巻
き
」
で
結
束

し
ま
す
が
、
結
束
す
る
前
に
結
束
す
る
数

だ
け
縄
を
切
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

縄
の
長
さ
は
結
束
す
る
部
材
の
太
さ
に
よ

っ
て
決
ま
る
の
で
、
実
際
に
一
度
結
束
し

て
み
て
長
さ
を
確
認
し
て
か
ら
切
り
ま
し

た
。
最
後
に
み
ん
な
で
ハ
コ
巻
き
の
練
習

を
し
て
来
週
の
作
業
に
備
え
ま
す
。

　
　

■
６
月
６
日

　

ま
ち
に
待
っ
た
合
掌
起
こ
し
の

日
で
す
。
小
屋
組
の
台
と
な
る
土

台
を
組
み
立
て
た
後
、
合
掌
材
の

載
る
ウ
ス
梁
を
敷
き
、
合
掌
材
を

組
み
立
て
ま
す
。
三
列
の
合
掌
を

組
ん
で
筋
交
い
で
あ
る
オ
オ
ハ
ガ

イ
を
入
れ
た
後
、
ヤ
ナ
カ
を
合
掌

材
に
結
束
し
て
合
掌
材
を
繋
ぎ
ま
す
。
こ

の
日
は
ヤ
ナ
カ
と
合
掌
材
を
結
ぶ
「
ハ
コ

巻
き
」
を
勉
強
し
ま
し
た
。
最
初
は
縄
の

扱
い
に
戸
惑
っ
て
い
ま
し
た
が
、
何
度
も

繰
り
返
し
て
わ
か
っ
て
く
る
と
、
や
っ
て

な
い
場
所
を
探
し
て
は
熱
心
に
ハ
コ
巻
き

を
練
習
し
て
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１．部材につける名札をつくって名前を覚えます。

2．土台の上にウス梁を載せます。
　 ようやく組立作業らしくなってみんなやる気満々です。

3．ウス梁の上に合掌を組みます。
　 倒れない用に一生懸命支えます。４．三列の合掌材をヤナカ（母屋）で繋ぎます。5．ハコ巻きに挑戦中。真剣です。

人
材
育
成
事
業

●
授
業
を
終
え
て

①
部
材
の
名
前
を
覚
え
よ
う

②
縄
の
準
備
を
し
よ
う

③
ハ
コ
巻
き
を
覚
え
よ
う



白川郷の合掌造り （３）
　
　

■
６
月
２０
日

　

今
日
は
ヤ
ナ
カ
の
上
に
ク
ダ
リ
（
垂

木
）
を
取
り
付
け
ま
す
。
ヤ
ナ
カ
と

ク
ダ
リ
は
マ
ン
サ
ク
の
若
木
＝
ネ
ソ

を
使
っ
て
結
束
し
ま
す
。
そ
の
ネ
ソ

を
結
束
材
と
し
て
使
う
た
め
の
「
ネ

ソ
練
り
」
作
業
を
体
験
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
ネ
ソ
練
り
は
大
人
で
も
相

当
な
力
が
い
る
の
で
大
変
そ
う
で
し

た
が
な
る
べ
く
細
い
ネ
ソ
を
選
ん
で

練
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

ネ
ソ
練
り
の
後
は
ク
ダ
リ
を
ヤ
ナ

カ
の
上
に
並
べ
、「
ネ
ソ
巻
き
」
作

業
に
入
り
ま
す
。
ネ
ソ
自
体
み
ん
な

触
る
の
が
初
め
て
な
の
で
ネ
ソ
巻
き

は
さ
す
が
に
大
変
そ
う
で
し
た
が
何

と
か
ク
ダ
リ
を
と
め
る
と
こ
ろ
ま
で

こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　
　

■
６
月
２８
日

　

今
日
は
合
掌
模
型
竣
工
の
日
で
す
。

屋
根
の
妻
の
両
端
の
カ
タ
キ
リ
に
取

り
付
け
る
「
カ
タ
キ
リ
ザ
オ
」
と
軒

先
に
取
り
付
け
る
「
ア
サ
ガ
ラ
モ
タ

セ
」
を
縄
で
結
束
し
て
完
成
で
す
。

完
成
し
た
後
、
も
う
一
度
そ
れ
ぞ
れ

の
部
材
に
名
札
を
つ
け
て
ど
の
部
材

が
ど
こ
の
位
置
に
納
ま
っ
た
の
か
確

認
し
て
作
業
終
了
で
す
。

　
　

■
７
月
１０
日

　

い
よ
い
よ
一
学
期
取
り
組
ん
で
き
た
成

果
を
発
表
す
る
日
で
す
。
実
際
に
み
ん
な

の
前
で
ネ
ソ
練
り
や
縄
巻
き
を
実
践
し
て

取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。

学
ん
で
き
た
こ
と
を
他
の
生
徒
さ
ん
や
親

御
さ
ん
に
は
っ
き
り
と
伝
え
る
こ
と
が
で

き
て
と
て
も
す
ば
ら
し
い
発
表
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　　　

今
回
の
授
業
を
通
し
て
平
瀬
小
学
校
の

子
供
達
に
と
て
も
感
心
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
一
つ
の
目
標
に
む
か
っ
て

み
ん
な
で
取
り
組
む
と
い
う
姿
勢
が
す
で

に
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
参
加

し
た
の
は
三
年
生
か
ら
六
年
生
の
子
供
達

で
普
通
で
あ
れ
ば
自
分
の
こ
と
で
手
一
杯

に
な
り
が
ち
で
す
が
、
高
学
年
の
子
が
下

の
学
年
の
子
た
ち
の
仕
事
の
割
り
振
り
を

し
て
あ
げ
た
り
、
仕
事
ぶ
り
を
見
て
あ
げ

た
り
す
る
、
ま
た
、
低
学
年
の
子
は
そ
う

い
っ
た
手
助
け
を
受
け
な
が
ら
自
分
の
や

れ
る
こ
と
を
一
生
賢
明
取
り
組
む
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
が
自
然
に
出
来
て
い
る
こ
と

に
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
今
後
も
白
川
の

子
供
達
に
こ
の
「
合
掌
造
り
学
習
模
型
」

を
使
っ
て
も
ら
っ
て
合
掌
造
り
を
肌
で
感

じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

6．ネソを練って繊維をほぐします。
子供達も曲げても折れないマン
サクに驚いていました。

7．ヤナカの上にクダリを
　 並べます。

8．ネソカケは力がいるので
　 大変です。

9．誰が一番早く巻けるかな。アサガラ
　 モタセをヤナカに結束。

10．完成した合掌造りのそれぞれ
　　の部材に名札を付け直します。

11．ハコ巻きの実践演習中。
　　はっきり大きい声で発表できました。

●
授
業
を
終
え
て

●
授
業
を
終
え
て

●
授
業
を
終
え
て

④
ネ
ソ
を
使
っ
て
み
よ
う

⑥
発
表
の
日

⑤
よ
う
や
く
完
成
で
す



（４） 白川郷の合掌造り

■
松
古
玲
子
家（
城
山
館
）

　
　
　
　
　
　
　

伝
建
非
合
掌
№
5

建
物
の
規
模

桁　

行　

16
ｍ

梁　

間　

11.3
ｍ

床
面
積　

358
㎡
（
工
事
対
象
116
㎡
）

　
　
　
　

城
山
館
の
歴
史

　

城
山
館
は
現
当
主
松
古
卓
也
さ
ん
の
曾

祖
父
に
あ
た
る
松
古
清
次
郎
さ
ん
が
明
治

時
代
に
建
て
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
松
古

清
次
郎
さ
ん
は
明
治
三
十
八
年
、
日
露
戦

争
で
二
十
五
歳
の
若
さ
で
戦
死
し
て
い
る

た
め
、
城
山
館
は
そ
れ
以
前
の
明
治
三
十

年
代
に
現
住
所
に
建
て
ら
れ
た
と
推
測
で

き
る
。
卓
也
さ
ん
の
母
玲
子
さ
ん
が
聞
い

て
い
る
話
で
は
清
次
郎
さ
ん
が
富
山
の
方

か
ら
移
築
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

城
山
館
は
清
次
郎
さ
ん
の
戦
死
後
、
妻

で
あ
る
志
づ
さ
ん
に
よ
っ
て
旅
館
兼
雑
貨

商
と
し
て
大
正
時
代
に
開
業
し
た
。
当
時

は
「
志
づ
み
せ
」
と
呼
ば
れ
て
地
元
で
親

し
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
今
回
の
修
理
時

に
多
数
の
宿
帳
や
大
福
帳
、
貸
付
帳
等
の

資
料
（
写
真
１
）
が
で
て
き
た
が
、
そ
の

中
で
一
番
年
号
の
古
い
資
料
は
「
大
正
四

年
」
の
大
福
帳
で
あ
る
。
大
福
帳
と
は
誰

が
い
つ
何
を
い
く
ら
で
買
っ
た
か
が
記
載

さ
れ
た
商
業
帳
簿
で
あ
る
。
内
容
を
見
る

と
酒
や
菓
子
、
衣
類
や
食
糧
品
な
ど
様
々

な
物
品
を
取
り
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
大
正
四

年
以
前
に
は
雑
貨
商
を
開
業
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
玲
子
さ
ん
か
ら
の
聞
き
取

り
に
よ
る
と
「
開
業
当
時
は
商
人
の
お
休

み
処
の
よ
う
な
も
の
で
、
天
生
峠
や
白
川

街
道
を
馬
を
引
い
て
行
商
に
き
た
人
の
休

憩
所
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
と
聞
い
て

い
る
。」
と
い
い
、
実
際
に
地
下
部
分
に

は
馬
を
繋
ぐ
「
マ
ヤ
」
も
あ
っ
た
と
い
い
、

そ
う
い
っ
た
商
人
の
人
々
の
宿
場
に
も
な

っ
て
い
た
そ
う
だ
。
玲
子
さ
ん
の
話
で
は

「
松
古
」
と
い
う
名
が
書
か
れ
た
電
灯
カ

バ
ー
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
い
城
山
館
の

前
は
旅
籠
松
古
と
い
う
名
前
で
営
業
し
て

い
た
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
発

見
さ
れ
た
資
料
で
「
城
山
館
」
の
文
字
が

確
認
さ
れ
る
一
番
古
い
資
料
は
大
正
八
年

の
帳
簿
の
表
紙
で
「
雑
貨
商
、
旅
人
宿
、

城
山
館　

松
古
志
づ
」
と
い
う
押
印
（
写

真
２
）
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
大
正
八
年
以
前

に
は
城
山
館
の
名
で
旅
館
を

開
業
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
旅
館
の
宿
帳
の
古
い
も

の
で
は
「
大
正
十
五
年
」
の

旅
人
帳
が
残
っ
て
い
る
。
こ

の
旅
人
帳
を
見
る
限
り
で
は
、

現
在
の
よ
う
な
旅
行
客
を
相

手
と
し
た
営
業
形
態
で
は
な
く
、
月
に
何

度
も
宿
泊
す
る
よ
う
な
お
得
意
様
を
主
体

と
し
た
旅
館
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

大
正
時
代
の
こ
の
時
期
は
明
治
初
期
か
ら

永
い
間
国
有
林
の
払
い
下
げ
起
訴
で
係
争

し
て
い
た
村
が
起
訴
を
取
り
下
げ
て
縁
故

特
売
を
願
い
出
る
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ

て
い
た
時
期
で
、
村
か
ら
国
有
林
特
売
交

渉
を
委
任
さ
れ
て
い
た
「
飛
州
木
材
株
式

会
社
」（
大
正
九
年
設
立
）
が
白
川
村
内

の
払
い
下
げ
国
有
林
の
立
木
伐
採
作
業
に

頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
。
城
山
館
は
そ

う
い
っ
た
木
材
業
者
の
人
々
の
宿
に
も
な

っ
て
い
た
と
い
い
、
発
見
さ
れ
た
資
料
の

中
に
も
商
品
注
文
書
の
綴
り
が
多
く
残
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
木
材
業
者
の
安

定
し
た
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
旅
館
の
開

業
に
繋
が
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
城
山
館
は
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
開
業
し
た
白
川
村
の
旅
館

建
築
の
遺
構
と
し
て
重
要
な
建
築
物
で
あ

る
。

文
化
財
専
門
設
計
監
理
技
師　

松
本
継
太

写真１：発見された各種帳簿

写真２：
大正八年帳簿表紙の
押印と同じもの

大正時代の城山館（左端）：屋根がクレ葺き。

大正末～昭和初期の城山館：
正面庇に破風のついた外観だった。
二階の軒に持ち送り付き腕木が見える。
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建
物
の
概
要

　

現
在
の
城
山
館
は
桁
行
16
ｍ（
八
間
半
）

梁
間
11.3
ｍ
（
六
間
）
の
本
屋
に
北
側
に
3.67

ｍ
の
出
の
落
屋
と
南
側
に
1.52
ｍ
の
出
の
落

屋
を
付
け
、
北
側
落
屋
の
西
側
に
桁
行
7.28

ｍ
梁
間
4.97
ｍ
の
付
属
屋
①
と
桁
行
11.6
ｍ
梁

間
4.6ｍ
の
付
属
屋
②
を
渡
り
廊
下
で
繋
ぐ
。

本
屋
は
木
造
三
階
建
て
で
正
面
道
路
よ
り

2.2
ｍ
下
が
っ
た
敷
地
に
立
つ
。

　

本
屋
の
北
側
壁
面
筋
か
ら
桁
行
方
向
五

間
半
の
部
分
が
明
治
三
十
年
代
に
移
築
さ

れ
た
部
分
で
、
大
正
初
期
に
北
側
落
屋
を

増
築
し
て
旅
館
を
開
業
し
た
。
昭
和
に
入

り
北
側
落
屋
の
西
側
に
風
呂
場
を
増
築
し

て
渡
り
廊
下
で
繋
ぎ
、
昭
和
四
十
二
年
に

そ
の
風
呂
場
を
改
築
し
た
も
の
が
現
在
の

付
属
屋
①
で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
五
十

七
年
に
付
属
屋
①
の
南
側
に
客
室
三
室
を

増
築
（
付
属
屋
②
）
し
、
昭
和
六
十
年
に

本
屋
を
南
側
に
桁
行
三
間
分
増
築
し
て
現

在
に
至
る
。

　

今
回
修
理
し
た
本
屋
建
築
当
初
部
分
の

一
階
の
間
取
り
は
、
棟
通
り
に
一
間
幅
の

土
間
廊
下
を
設
け
、
廊
下
を
境
に
部
屋
を

表
裏
に
分
け
、
表
側
は
北
側
か
ら
二
間
が

倉
庫
①
、
そ
の
下
手
に
二
間
の
蔵
、
そ
の

下
手
一
間
半
は
地
下
水
が
湧
き
出
る
シ
ュ

ウ
ズ
場
、
背
面
側
は
北
側
一
間
が
倉
庫
②
、

そ
の
下
手
一
間
半
が
六
畳
間
の
部
屋
①
、

半
間
の
廊
下
を
挟
ん
で
下
手
に
二
間
半
の

八
畳
間
の
部
屋
②
で
部
屋
の
背
面
側
に
半

間
幅
の
廊
下
が
通
っ
て
い
る
。
玲
子
さ
ん

か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
正
面
側
の
倉

庫
①
は
昔
商
人
が
引
い
て
き
た
馬
を
繋
ぐ

マ
ヤ
で
、
背
面
側
の
部
屋
①
と
部
屋
②
を

半
分
に
間
仕
切
っ
た
下
手
が
旅
館
の
女
中

さ
ん
の
部
屋
で
部
屋
②
の
半
分
が
旦
那
さ

ん
の
部
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
中
で
シ
ュ
ウ
ズ
場
の
水
は
近
隣
の

人
々
が
汲
み
に
来
た
り
ス
イ
カ
等
の
食
物

を
冷
や
し
た
り
と
重
要
な
湧
き
水
利
用
の

場
と
な
っ
て
い
た
そ
う
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
は
当
時
の
生
活
を
物
語
る
重
要
な
環

境
資
源
で
あ
る
と
言
え
る
。

修
理
の
概
要

　

今
回
修
理
を
し
た
の
は
明
治
時
代
に
移

築
さ
れ
た
建
築
当
初
部
分
の
一
階
及
び
基

礎
部
分
で
あ
る
。
修
理
を
必
要
と
し
た
原

因
は
本
屋
の
土
台
の
腐
朽
に
よ
る
も
の
で
、

そ
れ
に
よ
り
建
物
の
沈
下
を
引
き
起
こ
し

て
い
た
。
土
台
腐
朽
の
一
番
の
原
因
は
土

台
が
敷
地
に
接
し
て
い
た
こ
と
と
地
下
か

ら
の
湿
気
で
、
城
山
館
の
敷
地
は
地
下
水

位
が
高
く
20
㎝
ほ
ど
掘
る
と
水
が
染
み
出

て
く
る
よ
う
な
地
盤
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

加
え
正
面
道
路
か
ら
一
段
下
が
っ
た
位
置

に
建
物
が
建
っ
て
い
る
た
め
雨
水
な
ど
の

排
水
が
建
物
に
流
れ
込
ん
で
い
た
こ
と
も

土
台
腐
朽
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
。
特
に

昭和20年代の城山館：屋根がトタン葺きになり庇も現在のように
　　　　　　　　　　なっている。正面三間が玄関となっている。

現在の城山館：左側三間が昭和60年増築部、
　　　　　　　右奥が昭和42年改築の風呂場兼客室棟

昭和59年の城山館：玄関が現在の規模に。

昭和59年の城山館：背面側二階から一階にかけて半間の下屋
　　　　　　　　　が妻側まで廻って廊下となっていた。
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入
口
玄
関
下
の
土
台
は
腐
朽
し
て
既
に
無

く
な
っ
て
お
り
、
敷
居
レ
ベ
ル
が
一
番
高

い
と
こ
ろ
の
柱
と
比
べ
る
と
７
㎝
程
下
が

っ
て
い
た
。
ま
た
、
背
面
側
の
床
が
張
っ

て
あ
る
部
屋
の
土
台
は
全
て
腐
朽
し
て
お

り
、
根
太
や
床
板
そ
の
上
に
乗
る
畳
も
湿

気
に
よ
っ
て
朽
ち
果
て
た
状
態
で
あ
っ
た
。

　

今
回
の
修
理
で
は
こ
れ
ら
腐
朽
部
材
の

取
替
修
理
と
併
せ
て
地
盤
下
か
ら
の
湿
気

の
解
消
と
耐
震
補
強
工
事
を
行
っ
た
。

　

修
理
前
に
行
な
っ
た
地
盤
調
査
の
結
果
、

建
物
下
の
敷
地
レ
ベ
ル
か
ら
１
ｍ
下
に
岩

盤
層
が
あ
り
、
そ
の
間
は
地
耐
力
の
無
い

砂
質
土
層
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で

基
礎
を
岩
盤
層
に
着
床
さ
せ
る
こ
と
と
し

た
。
基
礎
は
柱
毎
に
丸
鋼
杭
を
岩
盤
レ
ベ

ル
ま
で
打
ち
込
ん
で
そ
の
上
に
コ
ン
ク
リ

ー
ト
独
立
基
礎
を
打
設
し
た
。
土
間
は
地

盤
か
ら
の
湿
気
解
消
の
た
め
、
防
水
シ
ー

ト
の
上
に
土
間
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
設
し

た
。
耐
震
補
強
は
木
造
三
階
建
て
と
い
う

特
殊
性
を
踏
ま
え
構
造
計
算
に
則
っ
た
耐

震
壁
補
強
を
行
っ
た
。

　

ま
た
建
物
背
面
側
は
修
理
前
、
掃
き
出

し
の
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
引
き
違
い
戸
が
設
置

さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
設

置
さ
れ
て
い
た
古
い
雨
戸
が
二
枚
他
の
場

所
に
転
用
さ
れ
て
残
っ
て
い
た
た
め
昭
和

初
期
の
古
写
真
に
則
っ
て
背
面
側
に
雨
戸

を
復
原
し
て
当
時
の
外
観
に
近
づ
け
た
。

修理後のシュウズ場：土台をシュウズの湿気を
 受けないレベルまで上げ
 てコンクリート梁を渡し
 た。正面側各部屋の土台
 レベルはこの高さを基準
 とした。

解体中のシュウズ場：シュウズをまたいでいる
 土台がシュウズからの湿
 気で腐っている。

竣工断面図：１ｍ下の岩盤に杭を打ちその上に
　　　　　　コンクリート独立基礎を打設。

昭和３０年代の城山館：写真に写っている一階雨戸が
　　　　　　　　　　二枚残っていた。

修理前背面外観：アルミサッシが
 　　入っている。

修理後背面外観：当初雨戸が残っていたので、
 　　雨戸の外観を復原。

修理前倉庫：正面側土台が腐朽して無い状況。

修理後倉庫：防水シート上に土間コンを
 打設し湿気の問題を解消した。
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き
ょ
う
あ
い

　

今
年
で
四
回
目
を
迎
え
る
保
存
会
育
成

事
業
に
よ
る
視
察
研
修
は
七
月
一
日
〜
三

日
の
日
程
で
島
根
県
大
田
市
温
泉
津
・
大

森
町
と
広
島
県
広
島
市
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
参
加
者
は
十
五
名
で
一
日
目
は
遠
方

の
た
め
、
一
日
バ
ス
で
の
移
動
と
な
り
、

石
見
銀
山
の
外
港
で
も
あ
り
伝
建
地
区
の

温
泉
津
で
宿
泊
を
し
ま
し
た
。
二
日
目
は

早
朝
よ
り
温
泉
津
の
見
学
の
後
、
石
見
銀

山
の
視
察
を
行
い
、
大
田
市
の
関
係
者
の

方
々
と
の
意
見
交
流
、
三
日
目
は
負
の
遺

産
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
原
爆

ド
ー
ム
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

大
田
市
大
森
銀
山
は
平
成
五
年
十
二
月
、

温
泉
津
は
平
成
十
六
年
七
月
に
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
に
選
定
さ
れ
、
平
成
十
九
年

七
月
に
は
「
石
見
銀
山
と
そ
の
文
化
的
景

観
」
と
し
て
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。
白
川
村
が
現
在
も
抱
え
る
観
光

車
両
の
問
題
に
対
し
、
世
界
遺
産
登
録
前

よ
り
取
組
ん
で
い
る
石
見
銀
山
方
式
パ
ー

ク
＆
ラ
イ
ド
を
中
心
と
し
た
視
察
を
行
い

ま
し
た
。

　

石
見
銀
山
は
狭
隘
な
地
域
で
、
道
幅
も

狭
く
、
車
の
す
れ
違
い
も
困
難
な
た
め
石

見
銀
山
方
式
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
が
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
と
は
、
観
光
車
両
を

離
れ
た
駐
車
場
に
停
め
、
路
線
バ
ス
等
で

町
中
ま
で
移
動
さ
せ
た
り
、
乗
降
所
を
設

け
、
車
両
を
指
定
の
駐
車
場
で
待
機
さ
せ

る
と
い
っ
た
方
式
で
遺
産
地
区
内
へ
の
車

両
規
制
を
行
う
も
の
で
す
。
全
国
で
も
様
々

な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
地
球
環

境
へ
の
配
慮
に
も
な
る
こ
れ
か
ら
の
交
通

ス
タ
イ
ル
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

石
見
銀
山
の
観
光
ス
タ
イ
ル
と
し
て
自

然
環
境
に
配
慮
し
、
環
境
に
最
も
負
荷
を

与
え
な
い
「
歩
く
観
光
」
を
目
指
し
、
そ

の
ス
タ
イ
ル
確
立
の
た
め
様
々
な
見
直
し

や
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

銀
山
公
園
か
ら
石
見
銀
山
遺
跡
（
龍
源

寺
間
歩
）
ま
で
は
、
片
道
二
㌔
、
約
四
十

分
の
道
程
で
、「
銀
山
遊
歩
道
」
が
整
備

さ
れ
て
お
り
、
自
然
の
木
立
の
中
を
ゆ
っ

く
り
散
策
で
き
ま
す
。
舗
装
さ
れ
た
道
を

歩
く
の
と
は
違
い
、
し
ば
し
時
間
や
距
離

を
忘
れ
ら
れ
ま
す
。

　

銀
山
地
区
、
町
並
み
地
区
の
視
察
が
終

わ
っ
た
後
、
町
並
交
流
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
大
田
市
教
育
委
員
会
、
産
業
振
興
部
の

担
当
者
の
方
を
交
え
て
意
見
交
換
会
を
行

い
ま
し
た
。

　

パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
の
実
施
で
、
町
の
中

は
た
く
さ
ん
の
車
で
混
雑
す
る
こ
と
な
く

穏
や
か
に
な
り
、
住
民
や
観
光
客
が
安
心

し
て
歩
け
る
よ
う
に
な
り
、
歩
く
観
光
も

概
ね
好
評
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
ピ
ー
ク

時
の
駐
車
場
不
足
や
、
移
動
が
制
約
さ
れ

る
観
光
客
の
輸
送
手
段
、
歩
く
観
光
に
お

け
る
お
年
寄
り
や
小
さ
な
子
ど
も
連
れ
等

へ
の
配
慮
な
ど
検
討
課
題
も
多
い
と
の
こ

と
で
し
た
。

　

石
見
銀
山
で
は
、
遺
跡
・
自
然
・
人
々

の
調
和
し
た
姿
を
価
値
と
し
て
、

　

・
価
値
を
守
り
育
む

　

・
価
値
を
活
か
し
高
め
る

　

・
価
値
を
理
解
し
伝
え
る

持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
「
石
見
銀
山
ス

タ
イ
ル
」
の
実
現
を
行
動
計
画
と
し
て
、

今
後
の
活
動
の
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い

ま
す
。

　

反
面
教
師
と
言
わ
れ
た
白
川
郷
で
す
が
、

四
月
か
ら
は
集
落
内
へ
の
大
型
バ
ス
乗
り

入
れ
規
制
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
新
し
い
白

川
郷
ス
タ
イ
ル
の
始
動
と
と
も
に
「
歩
く

観
光
」
に
つ

い
て
も
真
剣

に
考
え
る
必

要
が
あ
る
と

体
感
し
た
研

修
で
し
た
。

世
界
遺
産

　

石
見
銀
山
を

　
　
　
　

訪
ね
て

自治保存会
育 成 事 業

大森代官所前にて

銀山公園バス乗降所

銀山遊歩道は気持ちが
良かったです。

大森銀山のまちなみ 町並交流センターの意見交換会



（８） 白川郷の合掌造り
　

せ
せ
ら
ぎ
公
園
小
呂
駐
車
場
の
入
込
み
は
、

昨
年
度
急
激
な
伸
び
を
記
録
し
ま
し
た
が
、

今
年
度
は
そ
の
台
数
な
ど
一
気
に
突
き
放
す

勢
い
で
急
増
し
ま
し
た
。
普
通
車
は
十
一
月

三
日
の
段
階
で
昨
年
度
台
数
を
突
破
、
二
月

二
十
二
日
に
は
十
万
台
を
越
え
、
最
終
的
に

十
万
六
千
台
と
な
り
ま
し
た
。
バ
ス
も
十
一

月
二
十
二
日
に
昨
年
度
台
数
を
超
え
て
、
三

月
末
に
は
一
万
九
千
台
と
な
り
ま
し
た
。
ど

ち
ら
も
駐
車
場
運
営
開
始
以
来
の
最
高
記
録

で
す
。
昨
年
度
対
比
は
普
通
車
が
百
三
十
％
、

約
二
万
四
千
台
増
、
バ
ス
が
百
四
十
四
％
、

約
六
千
台
増
と
な
り
ま
す
。

　

年
間
を
通
し
て
見
て
み
る
と
、
昨
年
度
か

ら
の
増
加
傾
向
が
春
か
ら
夏
に
か
け
て
続
い

て
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
東
海
北
陸
自
動
車

道
の
全
線
開
通
と
な
っ
た
七
月
以
降
、
普
通

車
、
バ
ス
共
に
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
が
グ

ラ
フ
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
ま
す
。
八
月
の

普
通
車
台
数
は
二
万
一
千
台
、
こ
れ
は
一
日

平
均
七
百
台
以
上
入
場
し
て
い
る
計
算
に
な

り
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
二
百
台
程
度
の
駐
車
場
は

常
に
満
車
状
態
で
し
た
。
普
通
車
の
伸
び
は

秋
の
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
に
か
け
て
も
続
き
ま
し

た
が
、
秋
は
秋
で
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も

な
い
よ
う
な
観
光
バ
ス
の
大
軍
を
連
日
受
け

入
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
入
場
車
両
の

増
加
傾
向
は
冬
以
降
も
衰
え
る
こ
と
な
く
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
デ
ー
タ
は
せ
せ
ら
ぎ
公
園

小
呂
駐
車
場
の
み
の
数
値
で
あ
り
、
混
雑
期

に
は
集
落
内
個
人
駐
車
場
や
、
荻
町
、
み
だ

し
ま
、
寺
尾
臨
時
駐
車
場
そ
れ
ぞ
れ
が
、
フ

ル
稼
働
状
態
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
高
速
道

路
白
川
郷
イ
ン
タ
ー
か
ら
の
渋
滞
が
途
切
れ

る
こ
と
な
く
繋
が
る
と
い
っ
た
状
況
が
何
日

も
続
き
ま
し
た
。

　

新
交
通
シ
ス
テ
ム
運
用
に
よ
る
荻
町
地
区

交
通
対
策
検
証
は
平
成
二
十
一
年
度
も
引
き

続
き
お
こ
な
わ
れ
ま
す
が
、
一
応
の
成
果
と

し
て
、
白
川
村
で
は
平
成
二
十
一
年
度
、
寺

尾
地
区
に
駐
車
場
を
整
備
す
る
こ
と
が
決
定

し
ま
し
た
。
ト
イ
レ
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
乗
降

所
も
付
設
さ
れ
、
今
よ
り
利
便
性
が
良
く
な

り
ま
す
。
ま
た
四
月
よ
り
集
落
内
の
景
観
保

全
と
混
雑
緩
和
を
目
的
と
し
て
集
落
へ
の
大

型
バ
ス
乗
り
入
れ
規
制
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

バ
ス
は
せ
せ
ら
ぎ
駐
車
場
の
み
利
用
可
能
と

な
り
ま
す
。
白
川
郷
へ
お
越
し
く
だ
さ
る
皆

様
に
は
、
い
っ
そ
う
の
ご
協
力
を
お
願
い
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
今
後
も
推
敲
を
重

ね
つ
つ
、
よ
り
良
い
観
光
地
を
目
指
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

平成20年度の主な事業

財源内訳



白川郷の合掌造り （９）

県・村
補助金収入
800万円　7％　　

　村補助金収入
（駐車場世界遺産保存協力費）

2,500万円
21％

世界遺産集落
保存事業費
2,377万円
20％

駐車場・案内所
管理受託事業費
4,535万円
37％

基金積立金
（19年度繰越金の一部）
1,740万円　
14％　　駐車場・案内所　

管理受託事業収入
（駐車場利用料）
4,410万円
36％

一般寄付金収入
400万円　3％

前期繰越
（基金積立金を含む）
2,532万円
21％

財産運用利息収入
979万円　8％

設計監理収入
481万円　4％

一般事務管理費
1,079万円
　　　　　9％

　　次期繰越
（今年度基金積立金
　　の一部を含む）
　　2,371万円
　　　　　　　　20％

　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20年度の会計状況をお伝えします。

財団が保持している基金の現在額（平成21年3月）

平成２０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 14棟
伝統的建造物修理 
棟茅葺替 90棟
トタン屋根葺替 1棟

2．修景事業
修景協力費助成 6棟
トタン屋根葺替 2棟
ビニールシート指定色奨励事業 24枚
一般建築物茅屋根補修 2棟
オダレ助成 20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　石見銀山・広島

4．調査普及事業
新交通システムの実施調査

5．水田復旧事業
耕作放棄地の復旧　水田43.3a、畑0.7a

平成平成2020年度の主な事業年度の主な事業

財源内訳財源内訳

平成20年度の主な事業
10,275,000円
5,059,000円

0円
5,159,000円
57,000円

3,125,081円
2,325,000円
417,000円
132,771円
101,000円
149,310円
1,656,100円
1,000,000円
656,100円
6,027,004円
6,027,004円
545,181円
545,181円

県補助金
村補助金
基金運用利息

財源内訳
4,000,000円
17,600,000円
28,366円

合　計 21,628,366円

合　計 21,628,366円

　財団が受託管理運営しているせせらぎ公園及び駐車
場では利用客から駐車場利用料（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）の二種類を徴収しています。これらの
収入は財団から一旦村に収められます。
　そのうち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、一部は駐車場・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。これは財団の主目的である世界遺産集落
保存事業を遂行するための大切な収入源となっており
ます。平成20年度のせせらぎ公園小呂駐車場収入は、
来場者の増加により昨年度を大きく上回り、駐車場利
用料約6,871万円、世界遺産保存協力費約4,060万円と
なりました。その内財団では駐車場、案内所管理受託
事業費として4,400万円、事業及び運営費補助金とし
て2,500万円を村からの収入として活用させていただ
きました。
　財団が保有する基金は約７億円、20年度は979万円
の利息となりました。財団の貴重な自主財源として集
落保存事業を中心に活用しています。元々は皆様から
頂いた寄付金から始まった基金ですので今後も大切に
管理運用していきたいと考えております。

歳出1億2,102万円歳入1億2,102万円



古紙配合率100％再生紙使用

（１０） 白川郷の合掌造り

編
集
後
記

　

平
成
二
十
年
七
月
、
東
海
北
陸
自
動
車
道
の

全
線
開
通
と
同
時
に
か
ね
て
か
ら
の
予
想
通
り

観
光
客
数
は
爆
発
的
に
増
加
し
ま
し
た
。
こ
の

観
光
客
の
増
加
傾
向
で
す
が
当
分
の
間
続
く
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
す
。
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用

者
に
限
定
し
た
高
速
道
路
休
日
特
別
割
引
が
こ

の
春
か
ら
導
入
さ
れ
、
週
末
の
マ
イ
カ
ー
に
よ

る
行
楽
客
の
増
加
が
報
道
さ
れ
た
ば
か
り
で
す
。

ま
た
白
川
郷
自
体
の
知
名
度
に
つ
い
て
も
、
フ

ラ
ン
ス
の
「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・

ジ
ャ
ポ
ン
」
に
て
、
観
光
地
と
し
て
高
山
や
五

箇
山
と
並
び
三
つ
星
評
価
（
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
る

価
値
が
あ
る
）
さ
れ
た
こ
と
が
国
内
外
で
話
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
駐
車
場
内
で
観
光
客
を
眺
め
て

い
る
と
や
は
り
外
国
人
が
増
え
た
こ
と
に
驚
か

さ
れ
ま
す
。
四
、
五
年
前
か
ら
台
湾
、
韓
国
の

団
体
客
が
増
え
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
西
欧

系
や
東
南
ア
ジ
ア
系
な
ど
様
々
な
国
か
ら
団
体

旅
行
で
訪
れ
て
い
ま
す
。
国
土
交
通
省
等
が
中

心
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
「
Ｙ
Ｏ
Ｋ
О
Ｓ
Ｏ
！

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
」
を
掲
げ
た
ビ
ジ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ

ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
功
を
奏
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
外
国
人
観
光
客
誘
致
の
先
進
地
で
あ

る
高
山
か
ら
客
が
流
れ
て
き
て
い
る
影
響
も
大

き
い
よ
う
で
す
。

　

時
間
的
に
も
金
額
的
に
も
、
う
ん
と
近
く
な

っ
た
白
川
郷
。
今
後
し
ば
ら
く
は
国
内
外
か
ら

観
光
客
が
殺
到
す
る
で
し
ょ
う
。
好
む
と
好
ま

ざ
る
に
関
係
な
く
、
状
況
は
刻
々
と
変
化
し
て

い
ま
す
。
私
た
ち
受
け
入
れ
る
側
も
、
時
代
の

変
化
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
乗
り
切
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

平成20年度

竹 筒 募 金

和田多美子／池井辰雄
細谷恵子／川田紗英子
篠　榮吉
小野幸子／北村秀雄／古谷義幸／生田信行
松下幸代
丸山初子
田中敏博／鈴木／早川美和子／平岡　豊／
㈱高山グリーンホテル　代表　新谷尚樹／
㈲高山観光写真／早川寛雄
森　顕敏／株式会社セディナ
紺谷圭子
㈱文教スタジオ　代表　一圓泰成
石田真紀
野見山妙子
西本照也／長田達子
渦岡平一郎
柴田　聰
北西洋介
野中利郎／上野至朗
小林ゆき

白川郷の湯／城山館／民宿　十右ヱ門／民宿　志みづ／民宿
のだにや／民宿　久松／民宿　ふるさと／民宿　きどや／民
宿　幸ヱ門／民宿　与四郎／民宿　利兵衛／民宿　一茶／民宿
かんじゃ／民宿　よそべえ／民宿　やまもと／民宿　孫右ヱ
門／民宿　原作／民宿　よきち／民宿　わだや／民宿　伊三郎
／民宿　大田屋／民宿　松兵衛／お食事処　忠兵衛／基太の
庄／白楽／喫茶　狩人／食事喫茶　今昔／飛騨路／手打ちそ
ば処　乃むら／しらおぎ／たなか屋／味処　ゆきんこ／白水
園／いろり／喫茶　さとう／城山天守閣／あらい食堂／珈
琲　鄙／喫茶　千晴／ます園　文助／ごばんしょう／合掌／
ちとせ／いさなみ／お土産　一飛／お土産　恵びすや／お土
産　おいしんぼ／文化喫茶　郷愁／お土産　山峡の家／お土
産　山楽堂／お土産　おけさ／お土産　山香／佐藤民芸品店
／お土産　ぜん助／お土産　しゃくなげ／お土産　山里／お
土産　合掌苑／今藤商店／お土産　合掌庵／お土産　こびき
や／お土産　古太神／元気な野菜館／ 仁美術館／合掌造
り民家園／どぶろく祭りの館／国重文　和田家／明善寺郷
土館／ふる郷　長瀬家／神田家／鳩谷郵便局／白川郷観光
協会／総合案内であいの館／トヨタ白川郷自然學校／道の
駅白川郷／お土産　めめんこ／貸自転車てづか／食事　与ぜ
／いっぷくちな

東 京 都
埼 玉 県
千 葉 県
神奈川県
静 岡 県
長 野 県
岐 阜 県

愛 知 県
三 重 県
滋 賀 県
和歌山県
大 阪 府
兵 庫 県
愛 媛 県
香 川 県
徳 島 県
福 岡 県

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

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。




