
46（上）重要伝統的建造物群保存地区に選定された高山の古いまちなみ （下）春の高山祭（山王祭）で中橋を通る屋台 提供：高山市

人口減少期の地域政
策を研究する中庭光彦
さんが全国を訪ね歩き、
「地域の魅力」を支え
る資源やしくみを解き
明かしてきた連載「魅
力づくりの教え」。今号
が最終回となります。
今回の舞台は、中庭さ
んが足繁く通っている
岐阜県高山市です。

中庭 光彦
なかにわ  みつひこ

多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大
学大学院総合政策研究科博
士課程退学。専門は地域政
策・観光まちづくり。郊外・地方
の開発政策史研究を続ける一
方、1998年からミツカン水の文
化センターの活動に携わり、
2014年からアドバイザー。『コミ
ュニティ3.0 地域バージョンア
ップの論理』（水曜社 2017）な
ど著書多数。

〈つくる技術〉が
受け継がれる

森のまち
（岐阜県高山市）
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若
き
木
工
技
術
者
が

集
ま
る
場
所

　

水
循
環
を
守
る
こ
と
は
森
を
守
る
こ

と
と
一
体
だ
。
し
か
し
、
そ
の
森
が
、

担
い
手
不
足
で
荒
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
水
と
緑
を
守
ろ
う
」
と
耳
当
た
り
の

よ
い
言
葉
だ
け
で
は
水
文
化
は
守
れ
な

い
。
水
と
人
間
の
見
え
な
い
関
係
を
創

ら
な
け
れ
ば
、
水
と
木
の
文
化
は
途
絶

え
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
一
つ
の

方
法
は
、
価
値
の
高
い
木
材
加
工
品
を

提
供
す
る
技
術
を
磨
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

国
産
材
を
扱
い
人
づ
く
り
ま
で
手
が

回
る
企
業
は
少
な
い
。
し
か
し
、
な
か

に
は
地
場
産
業
と
し
て
木
工
が
持
続
し
、

若
い
木
工
技
術
志
望
者
が
集
ま
っ
て
く

る
ま
ち
も
あ
る
。
岐
阜
県
高
山
市
だ
。

　

技
術
者
を
育
て
る
こ
と
は
、
文
化
を

伝
え
創
る
こ
と
で
も
あ
る
。
高
山
市
に

木
工
職
人
を
育
て
て
い
る
企
業
が
あ
る

と
知
り
、
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

何
度
も
同
じ
ま
ち
に

足
を
運
ぶ
意
味

　

人
は
、
自
分
の
好
み
の
場
所
を
も
っ

て
い
る
。
何
回
訪
れ
て
も
飽
き
ず
に
、

ま
た
足
を
運
ん
で
し
ま
う
場
所
だ
。
私

の
場
合
、
そ
れ
は
飛
騨
高
山
だ
っ
た
。

　

学
生
時
代
か
ら
鉄
道
や
車
で
何
十
回

と
足
を
運
ん
だ
。
町
の
中
心
を
流
れ
る

宮
川
の
中
橋
を
渡
る
祭
の
屋
台
に
ほ
れ

ぼ
れ
し
、
伝で
ん
け
ん建

（
注
）
の
町
家
を
眺
め

民
芸
色
豊
か
な
土
産
物
を
買
い
、
飛
騨

牛
も
食
べ
る
。
何
度
足
を
運
ん
で
も
、

そ
の
た
び
に
発
見
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け

高
山
の
ま
ち
の
文
化
の
層
が
厚
い
う
え

に
変
化
し
、
こ
ち
ら
も
年
齢
を
重
ね
る

と
わ
か
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
土
地
と

訪
問
者
の
「
解
読
し
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

　

初
め
て
足
を
運
ん
で
か
ら
40
年
。
私

は
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら
の
記
憶

し
か
な
い
東
京
者
、
つ
ま
り
は
既
製
品

ば
か
り
並
ぶ
世
の
中
し
か
知
ら
な
い

「
文
化
的
な
イ
ナ
カ
者
」
に
と
っ
て
、

高
山
は
別
世
界
で
、
以
後
、
私
を
惹
き

つ
け
る
場
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

花
森
安
治
が
見
出
し

広
め
た
高
山
の
魅
力

　

高
山
を
気
に
入
っ
た
文
化
人
は
多
い

が
、
そ
の
一
人
に
『
暮
し
の
手
帖
』
編

集
長
で
高
山
の
観
光
化
に
一
役
買
っ
た

花
森
安
治
が
い
た
。
１
９
６
３
年
（
昭

和
38
）『
暮
し
の
手
帖
』
第
一
世
紀
72
号

に
「
山
の
む
こ
う
の
町
―
日
本
紀
行

そ
の
２
」
と
い
う
特
集
を
掲
載
し
た
。

そ
こ
で
描
か
れ
た
高
山
は
観
光
地
へ
歩

み
は
じ
め
た
こ
ろ
だ
。
町
家
が
似
て
い

る
た
め
「
小
京
都
」
と
呼
ば
れ
は
じ
め

た
高
山
を
意
識
し
て
、
こ
う
記
し
て
い

る
。

（注）伝建
伝統的建造物群保存地区の略称。文化財の
分類の一種で、歴史的風致を形成している伝
統的な建造物群で価値が高いもの、保存のた
めに市町村が都市計画や条例で定めた地区。

1高山の旧市街を流れる「宮川」。神通川水系の本流で、飛騨高地を北に流れて富山湾へ注ぐ 2江戸時代か
ら米市、桑市、花市として続く「宮川朝市」 3国内に唯一現存する高山陣屋。高山城主金森氏の下屋敷の一つ
だったが、幕府の直轄地となってからは江戸から来た代官や郡代がここで政治を行なった 4高山陣屋の前で新
鮮な野菜や果物、花などが並ぶ「陣屋前朝市」

2

1

3

4

北山公園

日枝神社

高山 
陣屋 
●

高山祭
屋台会館
　　　●

中橋

高山城址

城山公園

JR
高
山
駅

大
八
賀
川

宮
川

宮
川

下二之町大新町
伝統的建造物群
保存地区

高
山
本
線

陣屋前朝市

宮川朝市

三町
伝統的建造物群
保存地区

●三町筋

●飛騨高山
　まちの博物館

吉島家住宅●

東山寺院群

〈つくる技術〉が受け継がれる森のまち
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「
ま
わ
り
を
ぐ
る
っ
と
山
に
か
こ
ま
れ

た
こ
の
町
を
、〈
小
さ
い
京
都
〉
と
呼
ぶ

の
は
、
適
当
で
は
な
い
。
み
た
と
こ
ろ
、

町
の
作
り
、
家
の
作
り
は
、
京
風
を
ま

ね
た
と
し
て
も
こ
の
人
口
五
万
の
町
に

は
、
京
都
に
な
い
も
の
が
一
本
流
れ
て

い
る
。
つ
つ
ま
し
く
、
し
ず
か
で
、
ひ

と
に
媚
び
な
い
気
が
ま
え
、
そ
れ
が
こ

の
町
を
つ
つ
ん
で
い
る
。

　

私
た
ち
が
、
と
っ
く
に
忘
れ
て
い
た

も
の
、
戦
後
の
日
本
に
は
、
も
う
ど
こ

に
も
見
あ
た
ら
な
い
も
の
と
あ
き
ら
め

て
い
た
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
山
々
に
か

こ
ま
れ
た
、
こ
の
小
さ
な
町
に
今
日
も
、

ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。」

　

既
製
品
で
は
な
い
手
づ
く
り
感
の
美

を
高
山
に
見
出
し
た
こ
の
特
集
後
、
高

山
の
人
気
に
火
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。

花
森
は
編
集
者
を
超
え
て
、
己
の
目
に

か
な
っ
た
品
を
紹
介
す
る
、
暮
ら
し
の

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
誌
面
で
は

「
飛
騨
の
匠
」
の
技
術
を
背
景
と
し
た

曲ま
げ

木き

の
家
具
や
旦
那
衆
の
古
民
家
を
紹

介
し
た
。

　

地
元
の
方
々
が
誇
り
を
も
っ
て
「
飛

騨
の
匠
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
通
り
、

高
山
は
森
に
く
る
ま
れ
、
木
工
技
術
者

が
集
ま
っ
た
ま
ち
だ
っ
た
。

飛
騨
の
匠
を
育
て
た

扱
い
に
く
い
樹
種

「
飛
騨
の
匠
」
の
歴
史
は
古
い
。
７
１

８
年
（
養
老
２
）
の
文
書
に
、
そ

の
名
が
見
ら
れ
る
。
藤
原
京
の

造
営
に
か
か
わ
っ
た
ら
し
い
。

　

飛
騨
の
匠
の
技
術
が
こ
の
地

方
に
受
け
継
が
れ
た
背
景
に
は
、

豊
か
な
橅ぶ
な

林
が
あ
っ
た
。
橅
の

森
の
土
は
水
を
よ
く
含
む
が

「
木
偏
に
無
」
と
書
く
よ
う
に
、

木
材
と
し
て
は
使
い
に
く
い
。

飛
騨
の
匠
は
こ
の
木
を
家
具
や

住
宅
に
加
工
す
る
技
術
を
も
っ
て
い
た
。

　

時
は
下
っ
て
１
９
２
０
年
（
大
正
９
）、

高
山
の
人
々
が
地
場
産
業
を
起
こ
そ
う

と
中
央
木
工
株
式
会
社
を
つ
く
る
。
高

山
に
は
江
戸
天
領
期
か
ら
の
旦
那
衆
が

お
り
、
木
工
技
術
者
も
い
た
。
そ
こ
に

や
る
気
が
加
わ
っ
て
会
社
が
で
き
、
4

年
後
に
は
飛
驒
木
工
に
名
前
が
変
わ
る
。

今
回
伺
っ
た
の
は
、
１
０
０
年
前
に
創

業
さ
れ
た
歴
史
あ
る
企
業
で
あ
る
。

時
代
ご
と
に
飛
騨
の
匠
を

必
要
と
さ
せ
た
戦
略

　

飛
驒
木
工
の
創
業
３
年
後
に
関
東
大

震
災
が
起
き
、
復
興
需
要
が
生
じ
た
。

復
興
を
手
助
け
す
る
た
め
に
、
あ
え
て

家
具
の
値
段
を
下
げ
て
売
っ
た
と
い
う
。

そ
の
時
に
生
ま
れ
た
卸
問
屋
と
の
関
係

は
戦
後
ま
で
続
く
。

　

戦
後
、
飛
驒
産
業
と
社
名
が
変
わ
っ

た
そ
の
歴
史
を
見
る
と
、
教
科
書
に
は

載
ら
な
い
よ
う
な
思
わ
ぬ
需
要
と
、
そ

の
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
連
続
だ
。
日
本

が
満
州
や
東
南
ア
ジ
ア
に
進
出
し
た
時

に
は
、
現
地
で
日
本
人
が
使
う
家
具
を

提
供
し
た
。
戦
争
が
始
ま
る
と
、
軍
の

木
製
飛
行
機
製
造
計
画
に
応
じ
、
木
製

の
燃
料
タ
ン
ク
も
つ
く
っ
て
い
る
。

　

戦
後
に
な
る
と
何
万
人
も
の
米
国
軍

人
が
家
族
を
連
れ
て
進
駐
し
た
。
そ
し

て
、
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
と
呼

ば
れ
る
占
領
軍
用
家
族
住
宅
の
家
具
を

製
造
し
た
（
有
名
な
所
で
は
現
在
の
代
々
木
公
園

に
あ
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
ハ
イ
ツ
だ
ろ
う
。
１
９
６
４
年

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
選
手
村
に
使
わ
れ
る
た
め

日
本
に
返
還
さ
れ
た
）。

　

そ
の
後
、
米
国
に
曲
木
の
椅
子
を
大

量
に
輸
出
し
た
。
時
は
高
度
成
長
期
の

住
宅
不
足
期
だ
が
、
内
需
よ
り
も
外
需

に
応
じ
る
の
に
忙
し
か
っ
た
。

　

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
ご
ろ
が
輸
出

の
ピ
ー
ク
だ
が
、
驚
く
の
は
、
当
時
の

社
長
で
高
山
の
市
長
も
務
め
た
日
下
部

禮
一
が
「
３
６
０
円
の
固
定
相
場
レ
ー

ト
で
輸
出
で
き
な
く
な
る
時
が
来
る
の

で
、
商
品
開
発
、
営
業
戦
略
を
立
て
な

さ
い
」
と
指
導
し
た
こ
と
だ
。
こ
れ
が

ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
現
実
に
な
る
の

は
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）。
旦
那
衆
の

末
裔
の
日
下
部
が
、
い
か
に
慧
眼
で
情

報
力
を
も
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
高
度
な
技
術
が
必
要
な
家

具
を
高
付
加
価
値
で
販
売
し
つ
づ
け
た
。

そ
れ
は
「
飛
騨
の
匠
」
の
技
を
受
け
継

ぐ
こ
と
に
直
結
し
て
い
た
。

　

そ
の
会
社
が
、
飛
騨
の
匠
の
後
継
者

を
育
て
る
た
め
に
「
飛
騨
職
人
学
舎

（
以
下
、
職
人
学
舎
）」
を
２
０
１
４
年
（
平
成

26
）
に
開
校
し
た
。

都
会
に
は
あ
ま
り
い
な
い

清
々
し
い
若
者
た
ち

　

こ
こ
ま
で
話
し
て
く
れ
た
飛
驒
産
業

株
式
会
社
取
締
役
営
業
企
画
室
長
の
森

野
敦
さ
ん
は
「
人
を
育
て
る
き
っ
か
け

は
、
秋
山
木
工
社
長
の
秋
山
利
輝
さ
ん

5戦時中に高山で行なわれていた木製燃料タンクづく
り 提供：高山市 6４代目市長（1947年4月～1959
年4月）の日下部禧一。飛驒産業の社長も務めた 提
供：高山市 7飛驒産業株式会社取締役 営業企画
室長の森野敦さん 8飛驒産業の製造工場で用いら
れる現在の曲木技術

7

8

5

6

水の文化 67号　魅力づくりの教え
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の
講
演
を
聞
い
た
弊
社
代
表
の
岡
田
贊

三
が
感
銘
を
受
け
、『
職
人
を
育
て
る
な

ら
ば
、
飛
騨
の
匠
の
〈
飛
騨
〉
で
育
て

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
』

と
考
え
た
こ
と
で
す
」
と
言
う
。

　

１
年
目
は
自
社
工
場
の
若
手
や
地
元

の
工
業
高
校
学
生
に
声
を
か
け
て
５
人

が
集
ま
っ
た
。
職
人
学
舎
の
卒
業
生
が

技
能
五
輪
全
国
大
会
の
金
賞
や
銅
賞
を

受
賞
し
、
結
果
と
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。

　

職
人
学
舎
は
授
業
料
無
料
の
２
年
制

で
、
そ
の
後
は
飛
驒
産
業
の
社
員
と
し

て
２
年
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
同
じ
年
齢
の
社
員
と
比
べ
る
と
技
術

的
に
差
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
共
同
生
活

し
な
が
ら
学
ん
で
い
ま
す
の
で
、
挨
拶

一
つ
違
う
し
、
道
具
の
扱
い
方
も
違
う
。

若
手
や
中
堅
社
員
に
よ
い
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
」
と
森
野
さ
ん
は
言
う
。

　

現
在
は
９
人
が
在
籍
す
る
と
い
う
職

人
学
舎
の
作
業
場
に
伺
っ
た
。
教
室
に

入
る
と
、
一
年
生
の
６
名
の
若
者
が
道

具
を
手
に
作
業
し
て
い
る
の
だ
が
、
部

屋
の
空
気
が
違
う
。
目
の
前
の
仕
事
に

打
ち
込
ん
で
い
る
学
生
の
目
と
手
に
、

清
々
し
さ
を
感
じ
る
の
だ
。
最
近
、
私

は
都
会
の
若
者
の
清
々
し
い
姿
を
目
に

し
た
記
憶
が
な
い
。
ホ
ッ
と
し
て
し
ま

っ
た
。

　

私
が
入
る
と
す
ぐ
に
指
導
者
の
玉
田

義
卓
さ
ん
が
促
し
、
学
生
た
ち
が
足
早

に
一
列
に
並
び
自
己
紹
介
を
始
め
た
。

出
身
地
は
山
形
、
神
奈
川
、
新
潟
、
東

京
と
都
市
部
が
多
い
。

　

口
数
が
少
な
く
、「
先
輩
の
技
を
見
て

盗
め
」
と
い
う
職
人
的
な
雰
囲
気
を
想

像
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

ま
っ
た
く
な
い
。
日
々
を
振
り
返
る
ノ

ー
ト
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
絵
や
言

葉
で
自
分
の
作
業
内
容
と
体
感
が
具
体

的
で
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
た
。

　

学
生
の
一
日
は
毎
朝
５
時
半
の
起
床

と
ラ
ン
ニ
ン
グ
か
ら
始
ま
る
。
共
同
生

活
で
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
禁

止
。
そ
れ
を
わ
か
っ
た
う
え
で
、
覚
悟

を
も
っ
て
来
て
い
る
。

　

壁
を
見
る
と
「
飛
騨
職
人
学
舎
職
人

心
得
30
箇
条
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

「
１
．
挨
拶
の
で
き
た
人
か
ら
現
場
に

行
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
２
．
連
絡
・

報
告
・
相
談
の
で
き
る
人
か
ら
現
場
に

行
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
…
…
」
と
続
き
、

「
28
．
お
金
を
大
事
に
使
え
る
人
か
ら

現
場
に
行
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
29
．

そ
ろ
ば
ん
の
で
き
る
人
か
ら
現
場
に
行

か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
30
．
レ
ポ
ー
ト

が
わ
か
り
や
す
い
人
か
ら
現
場
に
行
か

せ
て
も
ら
え
ま
す
。」
と
あ
る
。

　

職
人
心
得
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
現
代
の
組
織
人
が
得
て
し
て
忘
れ

て
し
ま
う
、
人
と
人
、
人
と
道
具
の
関

係
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
「
つ
く
る

技
術
の
心
」
の
構
え
で
あ
っ
て
、
現
代

の
組
織
人
が
何
か
を
つ
く
る
時
の
心
得

に
も
な
っ
て
い
る
と
、
私
に
は
思
え
た
。

魅
力
を
伝
え
る

と
い
う
こ
と

　

魅
力
や
文
化
を
つ
く
る
場
の
具
体
的

な
一
例
は
、
今
回
訪
れ
た
よ
う
な
職
人

の
現
場
な
の
だ
ろ
う
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在

ほ
ど
、
も
の
・
サ
ー
ビ
ス
を
「
つ
く
る

技
術
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な

い
。
気
候
変
動
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
い

る
現
在
ほ
ど
、
人
や
道
具
を
通
し
て
水

や
木
の
発
す
る
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
と
対

話
で
き
る
「
つ
く
る
技
術
」
が
求
め
ら

れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。

　

水
文
化
は
見
え
な
い
。
見
え
な
い
が
、

わ
か
ろ
う
と
す
れ
ば
、
人
と
人
の
関
係

の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
水
利
用
の
意

味
を
解
釈
し
て
創つ
く

る
技
術
が
必
要
だ
。

そ
れ
を
も
っ
た
人
々
を
、
水
循
環
の
あ

ら
ゆ
る
現
場
で
育
て
る
こ
と
が
水
文
化

を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た

「
つ
く
る
技
術
」
が
あ
ふ
れ
て
い
る
場

こ
そ
が
、
魅
力
づ
く
り
の
本
質
と
言
っ

て
よ
い
。

　

高
山
で
「
飛
騨
の
匠
」
を
育
て
る
。

こ
れ
を
た
ん
な
る
一
例
に
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
２
０
２
０
年
12
月
４
～
６
日
取
材
）

〈つくる技術〉が受け継がれる森のまち

一人ひとりがその日
を振り返って記す
作業日誌

9真剣な眼差しで取り組む飛騨職人学舎の生徒 �「飛騨の匠」の技を受け継ぐ手 
�生徒と話す指導者の玉田義卓さん �こうした木工道具も生徒たちが自分でつくっ
ている �一流の木工家具職人を目指す飛騨職人学舎の生徒たち
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