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若
者
が
移
り
住
む

神
奈
川
の
み
な
と
ま
ち

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
真ま

な
づ
る
ま
ち

鶴
町
。
相
模

湾
に
突
き
で
た
半
島
に
あ
る
小
さ
な
み

な
と
ま
ち
で
あ
る
。

真
鶴
町
は
、
北
に
小
田
原
市
、
西
に

湯
河
原
町
に
面
し
、
周
囲
に
は
箱
根
や

熱
海
と
い
っ
た
メ
ジ
ャ
ー
な
観
光
地
に

も
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
比
べ
る

と
素
朴
で
生
活
感
の
あ
る
海
辺
の
景
観

に
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
注
目
し
た
い

の
は
、
素
朴
で
あ
り
な
が
ら
も
美
し
さ

を
感
じ
ら
れ
る
生
活
景
観
に
若
者
た
ち

が
惹
か
れ
て
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
鶴
町
の
人
口
は

６
９
４
０
人
（
２
０
２
２
年
５
月
１
日
時
点
）
だ

が
、
２
０
１
９
年
度
（
令
和
元
）
に
は
転

入
・
転
出
に
よ
る
人
口
の
社
会
増
減
が

は
じ
め
て
増
加
に
転
じ
た
。

真
鶴
町
は
神
奈
川
県
で
最
も
高
齢
化

率
が
高
く
、
県
下
で
唯
一
の
過
疎
法
（
注

１
）
に
基
づ
く
「
過
疎
地
域
」
と
さ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
若
い
移
住

者
が
急
増
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
移
住

者
に
は
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
溶
け

込
む
努
力
が
み
ら
れ
、
ま
ち
全
体
が
活

気
を
帯
び
て
い
る
よ
う
だ
。
私
が
真
鶴

を
訪
れ
た
の
は
６
年
ほ
ど
前
で
あ
る
が
、

そ
の
と
き
と
は
見
違
え
る
よ
う
な
印
象

（注1）過疎法
過疎地域自立促進特別措置法の略。人口減少率、高齢者や若年者の比率などの要件を
満たした市町村に対して特別措置を講じ、福祉の向上や雇用拡大などを目指す法律。

首都圏の「過疎のまち」になぜ
若い移住者が増えているの

か？

東京都
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神奈川県の真鶴町。高台から
真鶴港を望む
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（注2）
小鷹滋郎・平野富雄（1976）「真鶴町における地下水
調査孔の掘さく」『神奈川県温泉研究所報告』7（3）

を
持
つ
。

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」

の
２
年
目
は
こ
の
小
さ
な
み
な
と
ま
ち

が
舞
台
と
な
る
。
今
回
は
、
な
ぜ
真
鶴

町
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る
の
か
、
そ
の

理
由
と
と
も
に
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る

テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

真
鶴
町
の
弱
点
と
し
て
の

水
問
題

「
真
鶴
」
と
い
う
町
の
名
は
、
ま
ち
づ
く

り
に
関
心
の
あ
る
方
な
ら
ば
、
一
度
は
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
リ
ゾ

ー
ト
開
発
に
列
島
が
揺
れ
た
バ
ブ
ル
時

代
に
逆
ら
っ
て
「
美
の
条
例
」（
１
９
９
３
年
）

と
い
う
先
進
的
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
を

制
定
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
た
自
治

体
だ
か
ら
で
あ
る
。

開
発
圧
力
が
強
か
っ
た
時
代
に
な
ぜ

そ
れ
に
抗
う
よ
う
な
決
断
が
下
せ
た
の

だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
だ
が
、
そ
の
出
発
点
は
真
鶴
町
が

抱
え
る
水
の
問
題
に
あ
っ
た
。

真
鶴
町
に
は
安
定
し
た
水
源
が
な
い
。

唯
一
の
河
川
と
さ
れ
る
岩
沢
川
も
「
水

無
川
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
水
量
に
乏
し

い
。
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
の
神
奈
川

県
温
泉
研
究
所
の
地
下
水
調
査
に
よ
れ

ば
、
真
鶴
半
島
に
は
水
道
水
源
と
し
て

利
用
で
き
る
地
下
水
は
存
在
し
な
い
と

報
告
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）。
す
な
わ
ち
、

真
鶴
町
に
は
全
町
民
の
暮
ら
し
を
ま
か

な
え
る
だ
け
の
自
主
水
源
を
も
っ
て
い

な
い
の
だ
。

そ
れ
だ
け
に
水
の
確
保
に
は
苦
労
し

続
け
て
き
た
。
１
９
２
８
年
（
昭
和
３
）
に

町
の
水
道
事
業
が
開
始
さ
れ
た
当
初
は

多
量
の
地
下
水
が
湧
出
し
て
い
た
海
岸

沿
い
の
磯
崎
水
源
を
利
用
し
て
い
た
が
、

地
下
水
の
塩
水
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
実

際
に
当
時
の
水
源
か
ら
供
給
さ
れ
る
水

道
水
は
塩し
ょ

っ
ぱ
い
も
の
で
、
飲
め
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
ご
飯
を

炊
く
と
塩
気
が
あ
っ
て
ち
ょ
う
ど
よ
か

っ
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
１
９
６
０
年
（
昭
和
35
）
に

小
田
原
市
と
の
境
（
小
田
原
市
江
之
浦
地
区
）

に
水
源
を
設
け
た
。
し
か
し
、
翌
年
に

建
設
中
の
新
幹
線
六
郷
山
ト
ン
ネ
ル
工

事
で
落
盤
事
故
が
発
生
し
、
水
が
枯
れ

て
し
ま
っ
た
。
落
盤
事
故
の
現
場
で
は

大
量
の
湧
水
が
流
れ
だ
し
て
お
り
、
そ

れ
を
新
た
な
水
源
と
し
た
も
の
の
、
全

町
民
分
を
ま
か
な
え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

自
主
水
源
は
２
０
０
０
ト
ン
に
過
ぎ

ず
、
湯
河
原
町
か
ら
３
０
０
０
ト
ン
、

小
田
原
市
内
の
水
源
か
ら
３
０
０
０
ト

ン
を
調
達
し
た
。
1
日
最
大
８
０
０
０

ト
ン
を
確
保
で
き
た
の
は
１
９
８
０
年

代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
注
3
）（
そ
の
結
果
、

町
の
水
道
料
金
は
県
内
で
も
最
高
額
で
あ
り
、
湯
河

原
町
の
２
〜
３
倍
近
い
水
準
に
あ
る
）。
当
時
の
人

地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
課
題
を
、
若
者
た
ち
が

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
そ
の
解

決
策
を
提
案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
。

２
年
目
と
な
る
２
０
２
２
年
度
は
、
数
多
あ
る
候
補
地
の
な
か
か
ら
神
奈
川
県
の

「
真ま

な
づ
る
ま
ち

鶴
町
」
を
研
究
対
象
地
域
に
選
び
ま
し
た
。

こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
は
、
法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
准
教
授
の
野
田
岳
仁

さ
ん
。
初
年
度
と
は
異
な
る
メ
ン
バ
ー
（
野
田
さ
ん
の
指
導
を
受
け
る
ゼ
ミ
生［
新
３
年
生
］
12
名
、

ミ
ツ
カ
ン
の
若
手
社
員
３
名
）
で
研
究
活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。

真
鶴
町
の
面
積
は
７
・
０
５
㎢
。
神
奈
川
県
内
で
２
番
目
に
小
さ
い
け
れ
ど
、
海

に
面
し
た
風
光
明
媚
な
ま
ち
で
す
。
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
人
び
と
の
間
で
、
真

鶴
町
は
「
美
の
条
例
」
で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
号
は
真
鶴
町
の
概
要
と
歴
史
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
、
研
究
の
方
向
性
な
ど
に
つ

い
て
、
野
田
さ
ん
に
記
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Takehito Noda
1981年岐阜県関市生まれ。
2015年3月早稲田大学大学
院人間科学研究科博士課程
修了。博士（人間科学）。2019
年4月より現職。専門は社会学

（環境社会学・地域社会学・観
光社会学）。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授



38

口
は
約
９
５
０
０
人
。
町
の
試
算
に
よ

れ
ば
、
最
大
１
万
１
０
０
０
人
が
ま
か

な
え
る
計
算
で
あ
っ
た
。

当
時
は
真
鶴
町
も
例
外
で
は
な
く
強

力
な
開
発
圧
力
が
か
か
っ
て
い
た
。
１

９
８
８
年
（
昭
和
63
）
に
真
鶴
町
で
は
じ

め
て
７
階
建
て
の
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
が

建
設
さ
れ
る
と
、
即
日
完
売
で
翌
日
に

は
１
０
０
０
万
円
の
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ

い
た
と
い
う
。
そ
れ
以
降
、
役
場
に
は

次
々
と
開
発
計
画
が
押
し
寄
せ
る
異
常

事
態
と
な
っ
た
。

当
時
、
開
発
に
対
す
る
許
認
可
権
を

握
っ
て
い
た
の
は
神
奈
川
県
な
ど
の
特

定
行
政
庁
で
あ
り
、
住
民
と
議
会
が
開

発
に
反
対
し
て
も
町
に
で
き
る
こ
と
は

限
ら
れ
て
い
た
（
注
４
）。
１
９
９
０
年
（
平

成
２
）
５
月
に
町
の
開
発
規
制
権
限
に
限

界
を
感
じ
た
助
役
、
町
長
が
相

次
い
で
辞
任
。
７

月
に
は
開
発

の
是
非
を

め
ぐ

っ
て
激
し
い
町
長
選
と
な
り
、
開
発
抑

制
派
の
三
木
邦
之
氏
が
当
選
す
る
。

三
木
町
長
は
選
挙
公
約
に
掲
げ
た

「
水
の
条
例
」
の
制
定
に
乗
り
だ
し
、

９
月
に
は
「
真
鶴
町
上
水
道
事
業
給
水

規
制
条
例
」
と
「
地
下
水
採
取
の
規
制

に
関
す
る
条
例
」
が
議
会
の
全
会
一
致

で
制
定
さ
れ
た
。

　
弱
点
を
強
み
に
転
換

さ
せ
た「
美
の
条
例
」

「
真
鶴
町
上
水
道
事
業
給
水
規
制
条

例
」
は
、
20
区
画
以
上
の
宅
地
開
発
や

20
戸
以
上
の
共
同
住
宅
、
収
容
能
力
が

１
０
０
人
以
上
の
宿
泊
施
設
な
ど
に
つ

い
て
新
た
に
給
水
し
な
い
こ
と
を
定
め

た
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
。

町
か
ら
給
水
を
得
ら
れ
な
い
事
業
者

は
当
然
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
上
げ
よ
う

と
し
た
。
そ
こ
で
、「
地
下
水
採
取
の

規
制
に
関
す
る
条
例
」
で
動
力
を
用
い

た
地
下
水
の
採
取
す
る
施
設
の
設
置
を

町
長
の
許
可
制
と
し
た
。
水
の
条
例
は

２
つ
セ
ッ
ト
で
効
力
を
発
揮
し
た
。

１
９
８
８
年
以
降
、
町
に
開
発
申
請

さ
れ
た
47
案
件
は
共
同
住
宅
が
20

件
１
０
３
３
戸
、
宅
地
分
譲
13

件
１
８
１
戸
、
ホ
テ
ル
保
養
所

９
件
５
３
５
室
な
ど
で
、
こ
れ
ら
を
認
め

れ
ば
町
に
は
新
た
に
４
０
０
０
人
の
住

民
が
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
（
注

５
）。
と
も
す
れ
ば
、
先
の
町
営
水
道

の
最
大
供
給
量
８
０
０
０
ト
ン
／
日
を

優
に
超
え
て
し
ま
う
。
平
常
時
に
は
余

裕
が
あ
る
と
さ
れ
た
供
給
量
も
１
９
８

７
年
（
昭
和
62
）
の
異
常
渇
水
時
に
は
14

時
間
の
断
水
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
れ

で
は
と
て
も
町
民
の
暮
ら
し
が
成
り
立

た
な
い
。
町
は
町
民
の
生
活
保
全
の
た

め
に
、
な
ん
と
し
て
も
開
発
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
水
の
条
例
は
危
う

い
条
例
で
も
あ
っ
た
。
類
似
の
手
法
を

と
っ
て
い
た
武
蔵
野
市
で
は
水
を
止
め

ら
れ
た
事
業
者
か
ら
訴
え
ら
れ
、
水
を

止
め
る
の
は
水
道
法
上
の
「
正
当
の
理

由
」
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
自
治
体
側

の
完
敗
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
は
訴
え
ら
れ
れ
ば
負
け
る
可
能
性

が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
そ
の
後
１

９
９
９
年
の
福
岡
県
志
免
町
給
水
拒
否
事
件
最
高
裁
判

例
で
は
新
た
な
見
解
が
み
ら
れ
る
）（
注
６
）。

水
の
条
例
は
た
し
か
に
開
発
を
一
時

的
に
沈
静
化
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
っ
た

が
、
開
発
圧
力
に
向
き
合
い
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
ま
ち
を
つ
く
る
べ
き
か
、

そ
の
た
め
の
体
系
的
な
ま
ち
づ
く
り
の

ル
ー
ル
を
ど
う
定
め
る
の
か
に
向
き
合

う
必
要
が
あ
り
、「
美
の
条
例
」
と
呼
ば

れ
る
「
真
鶴
町
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
の

制
定
に
至
る
。

「
真
鶴
町
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
は
次
の

点
で
画
期
的
な
条
例
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

（注4）
桜井良治（1996）「真鶴町のリゾート開発規制条例と
自治体の都市計画権限」『静岡大学経済研究』1（1）

（注3・注5）
五十嵐敬喜・野口和雄・池上修一（1996）『美の条例
―いきづく町をつくる』学芸出版社

東
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5
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●
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39 首都圏の「過疎のまち」になぜ若い移住者が増えているのか？

（注6）
宮崎淳（1999）「給水契約の締結拒否に
ついての正当性」『創価法学』29（1/2）

（注7）
卜部直也（2008）「『美の基準』が生み
出すもの」『季刊まちづくり』18

る
土
地
利
用
規
制
基
準
と
い
っ
た
定
量

的
基
準
だ
け
で
な
く
、
定
性
的
基
準
と

な
る
「
美
の
基
準
」
を
具
現
化
す
る
た

め
の
８
の
「
美
の
原
則
」
と
69
の
「
キ

ー
ワ
ー
ド
」
で
景
観
形
成
の
ル
ー
ル
を

定
め
て
い
る
こ
と
だ
。
加
え
て
、
開
発

行
為
の
手
続
き
の
規
定
を
明
確
化
し
、

住
民
参
加
の
手
続
き
を
設
け
て
い
る
。

「
美
の
条
例
」
は
、
定
性
的
基
準
で
あ

る
が
ゆ
え
に
抽
象
的
で
行
政
対
応
に
は

馴
染
み
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
指
導
や

対
応
に
お
け
る
公
平
性
の
確
保
や
恣
意

性
の
排
除
と
い
っ
た
行
政
的
な
作
法
と

抽
象
的
な
ル
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
折
り

合
い
を
つ
け
る
の
か
、
職
員
に
は
難
し

い
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

「
美
の
条
例
」
の
運
用
の
最
前
線
で
丁

寧
に
事
業
者
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
最

適
解
を
み
つ
け
だ
す
「
対
話
型
協
議
」

と
い
う
独
自
の
手
法
を
確
立
し
た
の
は
、

町
役
場
の
政
策
推
進
課
の
卜う
ら

部べ

直
也
さ

ん
で
あ
る
（
注
７
）。

大
阪
出
身
の
卜
部
さ
ん
は
都
心
の
大

学
に
通
う
学
生
時
代
に
「
美
の
条
例
」

に
出
会
い
、
画
期
的
な
条
例
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
に
惹
か
れ
て
町
役
場
に
奉
職

さ
れ
た
。
自
身
も
移
住
者
で
あ
り
、
地

元
住
民
と
移
住
者
を
つ
な
げ
る
試
み
を

公
私
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
美
の
条
例
」が

も
た
ら
し
た
も
の

今
回
初
め
て
真
鶴
を
歩
い
た
学
生
た

ち
が
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
景
観
だ
け

で
な
く
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ

や
豊
か
さ
に
あ
る
。

思
い
切
っ
た
い
い
方
を
す
れ
ば
、
基

本
的
に
開
発
行
為
は
そ
こ
に
あ
る
物
理

的
な
空
間
（
景
観
）
の
破
壊
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
で
機
能
し
て
い
た
社
会
関
係
を
分

断
さ
せ
る
行
為
と
い
え
る
。
人
び
と
が

集
う
小
さ
な
商
店
が
チ
ェ
ー
ン
店
に
塗

り
替
え
ら
れ
て
い
く
様
は
近
代
化
の
名

の
も
と
に
各
地
で
み
ら
れ
た
光
景
で
あ

る
。
結
果
的
に
そ
れ
を
「
美
の
条
例
」

で
抑
制
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
創
発
的
に

関
係
性
を
醸
成
さ
せ
て
い
る
部
分
も
あ

ろ
う
。

海
沿
い
や
山
間
に
大
型
の
リ
ゾ
ー
ト

施
設
が
乱
立
す
る
熱
海
や
箱
根
と
は
異

な
り
、
素
朴
で
あ
り
な
が
ら
も
美
し
さ

を
感
じ
ら
れ
る
生
活
景
観
が
人
び
と
を

惹
き
つ
け
る
の
は
、「
美
の
条
例
」
と
そ

れ
を
誇
り
に
日
々
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
き
た
行
政
職
員
や
地
元
住
民
の

み
な
さ
ん
の
日
常
の
暮
ら
し
の
積
み
重

ね
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
成
果
と
し

て
、
こ
こ
数
年
で
周
囲
の
メ
ジ
ャ
ー
な

観
光
地
も
顔
負
け
す
る
ほ
ど
の
注
目
を

集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
30
年
で
世
の
中
の
価
値
観
も
変
わ
り
、

さ
ら
に
コ
ロ
ナ
禍
が
そ
れ
を
加
速
さ
せ

東
海
道
本
線
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横浜国立大学
臨海教育センター

岩IC

●

●真鶴町立まなづる小学校
●

コミュニティ真鶴

真鶴町を初めて訪れた野田ゼミの学生たち。
JR真鶴駅に集合し、真鶴町観光協会のガイ
ドの案内でまちなかを歩いた

「美の条例」と呼ばれる
「真鶴町まちづくり条例」
を制定した真鶴町役場

（上）と「美の条例」な
どについて説明する真
鶴町政策推進課の卜部
直也さん（下）

1真鶴出版が2021
年に発行した『真鶴生
活景』。町内に住む山
田将志さんが真鶴の
生活風景を描いた画
集 2「泊まれる出版
社」真鶴出版の入口。
古民家をリノベーション
し、素敵な空間に仕上
げた 3出版事業とゲス
トハウス運営を行なう
真鶴出版の川口瞬さ
んと來住友美さん夫妻 2

1

3
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　真鶴という名は、半島の形が羽根を広げた鶴に似ている
ことに由来します。その半島の山側や海岸から切り出され
た石材「小松石」は鎌倉時代から広く使われ、江戸城の石
垣にも用いられました。真鶴は湊を備えた採石場というよ
そにはない利点があり、船を使って搬出できたそうです。
　ふらりと入った地魚の鮨店「葵すし」で真鶴の石材業と漁
業の関係について興味深い話を聞きました。真鶴ではよそか
ら来た人同士が結婚して住み着くケースが多かったそうで
す。石材業に携わるのは東北の次男、三男が多い一方、真鶴
は漁業も盛んなため紀州から海女さんが来るし、干物加工
の仕事を求めてくる女性も多かった。そして小さなまちです
から移住者同士が知り合って結ばれるというわけです。
「ここで結婚する人が多くて。だから出身地はかなりバラバ
ラなんですよ」
　そう教えてくれたのは、「葵すし」のおかみ、高橋昭子さ
ん。今、真鶴町に若い人たちが移り住んでいるのは、ひょっと
したら「よそ者を拒まない」真鶴の風土が心地よいのかもし
れません。
　ちなみに夫の衛

まもる

さんは
真鶴町の出身ですが、昭子
さんは1956年（昭和31）に
真鶴町と合併した岩村の出
身。「真鶴と岩では気質が
ちょっと違うのよ」と二人は
笑っていました。（編集部）

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

観
光
の
現
場
で
も
、
３
密
の
典
型
で

あ
る
大
衆
的
な
観
光
地
で
は
な
く
、
地

域
の
豊
か
な
自
然
や
生
活
文
化
に
焦
点

を
あ
て
る
「
暮
ら
し
観
光
（
注
８
）」
に
注

目
が
集
ま
る
な
ど
価
値
転
換
が
起
き
つ

つ
あ
る
。

そ
れ
ら
の
流
れ
の
重
な
り
あ
い
の
な

か
で
、
真
鶴
町
に
移
住
者
を
呼
び
込
む

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
美
の
条
例
」と

若
い
移
住
者
の
増
加

そ
の
移
住
者
の
入
口
と
な
っ
て
い
る

の
は
、「
泊
ま
れ
る
出
版
社
」
と
し
て
知

ら
れ
る
真
鶴
出
版
で
あ
る
。

川
口
瞬
さ
ん
と
來き

し住
友
美
さ
ん
夫
妻

に
よ
り
、
出
版
事
業
と
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の

は
運
営
を
は
じ
め
た
当
初
は
外
国
人
旅

行
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
次
第

に
移
住
希
望
者
が
宿
泊
す
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
だ
。

川
口
さ
ん
來
住
さ
ん
夫
妻
も
移

住
者
で
あ
り
、
町
が
は
じ
め
た
移
住

施
策
「
お
試
し
暮
ら
し
」
企
画
の
移

住
者
第
一
号
で
も
あ
る
。

い
ま
で
は
真
鶴
出
版
を
通
じ
て
、
な

ん
と
26
組
も
の
若
い
世
代
が
移
住
し
は

じ
め
て
い
る
。
真
鶴
出
版
で
は
宿
泊
客

に
対
し
て
、
ま
ち
歩
き
を
行
っ
て
い
る

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
ま
ち
歩
き
で
必
ず
連
れ
て
行
か

れ
る
の
は
、「
観
光
案
内
所
」
な
ら
ぬ

「
関
係
案
内
所
（
注
９
）」
と
し
て
知
ら
れ

る
草
柳
商
店
で
あ
る
。
店
主
の
「
し
げ

さ
ん
」
こ
と
草
柳
重
成
さ
ん
と
し
げ
さ

ん
の
母
親
で
あ
る
「
あ
ー
ち
ゃ
ん
」
こ

と
草
柳
文ふ
み

江え

さ
ん
が
な
ん
と
も
チ
ャ
ー

ミ
ン
グ
で
訪
れ
る
人
を
惹
き
つ
け
る
。

私
が
真
鶴
に
通
い
は
じ
め
た
理
由
の
ひ

と
つ
も
あ
ー
ち
ゃ
ん
や
し
げ
さ
ん
を
は

じ
め
と
し
た
真
鶴
の
人
に
会
い
た
く
な

る
か
ら
だ
。
観
光
名
所
で
な
く
、
人
に

会
い
に
行
く
観
光
は
「
暮
ら
し
観
光
」

の
肝
と
さ
れ
る
。

草
柳
商
店
で
は
店
内
で
買
っ
た
お
酒

を
そ
こ
で
飲
む
「
角
打
ち
」
が
で
き
、

地
元
の
漁
師
や
住
民
の
た
ま
り
場
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
移
住
者
や
観
光
客
が
や

っ
て
き
て
、
他
愛
の
な
い
話
を
し
な
が

ら
お
互
い
を
知
り
合
っ
て
い
く
。

あ
ー
ち
ゃ
ん
は
い
ま
で
は
若
い
移
住

者
の
「
社
会
的
な
オ
ヤ
（
注
10
）」
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

來
住
さ
ん
か
ら
は
「『
美
の
条
例
』
は

人
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
と
思
う
」
と
い

う
言
葉
も
あ
っ
た
。
そ
う
な
の
で
あ
る
。

移
住
政
策
と
い
う
と
、
い
か
に
移
住

者
に
選
ば
れ
る
地
域
を
目
指
す
か
と
い

う
発
想
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
真
鶴
町
で
は
、
そ
の
逆
で
結
果

的
に
地
域
が
移
住
者
を
選
ぶ
よ
う
な
仕

ふらりと入った鮨店で聞いた話

（注9）関係案内所
人と人の関係を案内したり、生み出す空間や場所を指す。
『ソトコト』編集長の指出一正さんが提唱している。

（注8）暮らし観光
「内発的な観光」のいち形態。これまでも暮らしに焦点をあてた観光は各地でみられるが、
近年では写真家のMOTOKOさんの呼びかけで若い世代の取り組みが広がりつつある。

4草柳商店では買ったお酒
を店内で飲む「角打ち」がで
きる。しげさん、あーちゃんと
話している間に何人もの住
民が訪れた 5草柳商店の
外観 6しげさんに案内して
もらった旅館「井戸端」。今
は使われていないが大きな
井戸跡がある。かつてはここ
で人びとが集まって井戸端
会議をしていたのだろう

草柳商店店主の草柳重成さん

（しげさん）と母親の草柳文江さん

（あーちゃん）

4

5

6

水の文化 71号　みず・ひと・まちの未来モデル



41 首都圏の「過疎のまち」になぜ若い移住者が増えているのか？

　
　　事前に資料を読み、仮説もある程度立てて初め

て真鶴を訪ねたゼミ生たち。午前中は観光協会の
案内でまちを歩き、午後は３つのグループに分か
れ、気になる場所を巡ったり地元住民に話を聞くな
ど、各々が自由に動きました。
　そして夕方近くに再集合、真鶴で心に残った人や
風景、今後取り組みたい課題などをみんなで振り
返りました。
　もともと住んでいた旧住民と最近移り住んでき
た新住民の間で、なんらかの軋轢や問題があるの
ではないかと考えていたゼミ生たちの仮説は崩れ
たようです。あーちゃん、しげさんの人柄に惹かれ
つつも、研究活動の視点をどこに定めたらよいの
か若干戸惑っている様子がうかがえました。
　ゴールデンウイーク中、自主的に２回目の真鶴訪
問を行なったゼミ生たちもいたそうです。彼ら彼女
らがどんな視点で研究していくのか、これから目が
離せません。（編集部）

戸惑いのなかから
　  何を見出すのか？

組
み
に
な
っ
て

い
る
よ
う
な

気
が
す
る

の
で
あ
る
。

真
鶴
町
に
は

濃
密
な
人
付
き
合
い

に
か
か
わ
る
地
域
の
作
法

や
「
美
の
条
例
」
で
謳
わ
れ

る
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
の
根
底
に

フ
ィ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

が
あ
る
種
の
移
住
者
選
別
機
能
を
果
た

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

地
域
に
と
っ
て
移
住
者
と
い
う
の
は
、

地
域
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
と
も
す
れ
ば
、

地
域
の
秩
序
を
乱
す
撹
乱
要
因
で
も
あ

る
と
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
地
域
に
馴

染
ん
で
も
ら
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成

員
と
し
て
人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
も
ら

え
る
か
が
過
疎
地
域
の
政
策
的
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
真
鶴
町
で
は

地
域
に
う
ま
く
溶
け
込
ま
せ
る
よ
う
な

社
会
的
な
仕
掛
け
が
意
図
的
に
も
そ
う

で
な
く
と
も
豊
富
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
社
会
的
な
仕
掛
け
を
明
ら

か
に
で
き
れ
ば
、
政
策
的

な
応
用
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と

も
私
た
ち
の
テ
ー
マ
と
な
り
う
る

だ
ろ
う
。

未
来
モ
デ
ル
の

根
底
に
あ
る「
水
」

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
真
鶴

町
に
お
け
る
「
美
の
条
例
」
制
定
に
至

る
過
程
か
ら
わ
か
る
の
は
、
水
不
足
か

ら
町
民
の
生
活
を
守
る
手
段
と
し
て
、

「
美
の
条
例
」
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
は
地
域
経
営
や
ま
ち
づ
く
り
の

視
点
か
ら
も
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
当
た

り
前
の
よ
う
だ
が
、
地
域
の
水
の
供
給

量
に
よ
っ
て
、
ま
ち
の
あ
り
方
が
規
定

さ
れ
る
こ
と
を
改
め
て
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
。
真
鶴
町
の
持
続
可
能
な
未
来
モ

デ
ル
の
根
底
に
あ
る
の
は
、「
水
」
な
の

で
あ
る
。　

そ
の
結
果
、
大
衆
的
な
観
光
地
に
は

な
い
美
し
い
生
活
景
観
が
残
っ
た
。

「
美
の
条
例
」
と
は
、
水
不
足
と
い
う

町
の
弱
点
を
強
み
に
転
換
さ
せ
る
方
法

な
の
で
あ
っ
た
。

制
定
か
ら
30
年
を
経
て
、
美
し
い
生

活
景
観
や
人
に
会
い
に
行
く
「
暮
ら
し

観
光
」
が
注
目
さ
れ
、
若
い
世
代
の
移

住
に
も
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
好
循
環
が
め
ぐ
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
こ
の
問
い
に
な
ん
ら
か
の
か

た
ち
で
応
答
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

真
鶴
は
都
心
か
ら
１
０
０
㎞
の
距
離

に
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
学
生

た
ち
と
何
度
で
も
通
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
段
階
で
の
早
急
な
テ
ー

マ
の
絞
り
込
み
を
あ
え
て
避
け
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
現
場
と
大
学
の
往
復
を
繰

り
返
し
な
が
ら
真
鶴
の
地
で
深
み
の
あ

る
研
究
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。

（
２
０
２
２
年
４
月
９
日
取
材
）

（注10）社会的なオヤ
生みのオヤとは別に地域のルールや暮らしの作法を教えるなど地域で面倒をみてくれる
存在のこと。じっさいにあーちゃんはある移住者を息子のように思ってかわいがっている。

真鶴町を巡った後、「コミュニ
ティ真鶴」に集まり感想など述
べ合う野田ゼミの学生たち

真鶴港から見た町の景色。来訪者を迎える人びとの
温かさと素朴なまちなみの美しさが印象的だ


