
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
い

て
、
み
ん
な
で
知
恵
と
力
を
出
し
合
い
な

が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
ね
。
こ

の
会
の
活
動
は
、
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
ば

か
り
。
こ
れ
か
ら
も
、
小
林
会
長
を
は
じ

め
と
し
て
、
歴
史
あ
る
私
た
ち
の
貴
重
な

景
観
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
同
時
に
、
こ
こ
を
訪
れ
て
く
だ
さ
る

多
く
の
観
光
客
の
皆
さ
ん
に
も
満
足
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、
観
光
情
報
の
発
信
も
積

極
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
」
と
抱
負
を

話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
、「
風
情
豊
か
な
佇
ま
い
と
篠

山
ら
し
さ
。
こ
れ
ら
の
『
た
か
ら
も
の
』

を
次
世
代
に
し
っ
か
り
と
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
ね
」
と
力
強
く
話
さ
れ
ま
し
た
。

酒
井　

清
自
治
会
長
（
下
河
原
町
）

　

城
下
町
の
面
影
を
色
濃
く
残
す
河
原
町

妻
入
商
家
群
。
そ
の
一
角
に
酒
井
さ
ん
の

ご
自
宅
が
あ
り
ま
す
。
築
百
十
六
年
の
歴

史
を
有
し
た
静
か
な
佇

た
た
ず

ま
い
。
酒
井
さ
ん

は
、「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
悪
さ
し
て
柱
や
壁

に
よ
く
キ
ズ
を
付
け
た
も
の
で
す
。
今
は

黒
光
り
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
ま
ま
の

形
で
残
っ
て
い
ま
す
。
柱
の
一
本
一
本
に
、

先
代
か
ら
伝
わ
る
深
い
歴
史
と
確
か
な
息

吹
を
感
じ
ま
す
」
と
話
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
篠
山
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
内
の
六
自
治
会
に
よ
る
、「
篠
山
ま

ち
な
み
保
存
会
」（
小
林
一
三
会
長
）の
事
務

局
長
も
務
め
ら
れ
て
い
る
酒
井
さ
ん
。「
今

後
は
、
地
域
の
住
民
一
人
ひ
と
り
が
、
保

存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
を
共
通
認
識

特
集　

残
し
た
い
、篠
山
の
た
か
ら
も
の

古
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
捨
て
去
り
、

軽
く
て
薄
い
機
能
的
な
も
の
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、

暮
ら
し
は
便
利
に
、
快
適
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
反
面
、
失
わ
れ
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
特
集
で
は
、
伝
統
建
築
を
守
っ
た
り
、

古
い
も
の
を
今
の
生
活
で
う
ま
く
活い

か
し
た
り
、

さ
ら
に
は
、
消
え
ゆ
く
風
景
を
切
り
絵
に
残
し
た
り

さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
に
ご
登
場
い
た
だ
き
な
が
ら
、

皆
さ
ん
が
心
に
抱
か
れ
て
い
る
篠
山
の
「
た
か
ら
も
の
」

を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

周
り
の
風
景
に
あ
っ
た
庭
づ
く
り
を
心
が

け
た
い
で
す
ね
」
と
、
満
面
に
笑
み
を
浮

か
べ
る
多
恵
子
さ
ん
。
今
後
も
、
自
作
の

田
舎
家
に
包
ま
れ
、
マ
イ
ペ
ー
ス
に
暮
ら

す
木
田
さ
ん
ご
夫
妻
の
楽
し
み
は
、
尽
き

る
こ
と
が
な
さ
そ
う
で
す
。

ぼ
と
畑
に
包
ま
れ
て
建
つ
立
地
条
件
に
、

ワ
ー
ッ
と
胸
が
と
き
め
い
た
そ
う
で
す
。

　

約
二
百
平
方
㍍
あ
る
母
屋
を
支
え
る

真
っ
黒
に
煤す

す

け
た
太
い
柱
や
梁は

り

か
ら
は
、

深
い
歴
史
と
と
も
に
、
つ
く
り
手
と
住
み

手
の
愛
情
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
そ
ん
な
母
屋
に
は
、
猛
さ
ん
手
づ
く

り
の
大
八
車
の
車
輪
を
使
っ
た
シ
ャ
ン
デ

リ
ア
や
、農
具
か
け
、障
子
の
廃
材
を
使
っ

た
白
壁
の
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
を
さ
り
げ

な
く
配
置
。
こ
れ
ら
は
、
田
舎
家
で
の
素

朴
な
暮
ら
し
に
美
し
く
と
け
込
ん
で
い
ま

す
。工
夫
と
こ
だ
わ
り
で
、い
ら
な
く
な
っ

た
も
の
を
用
途
を
変
え
て
再
利
用
。
猛
さ

ん
は
、「
次
は
、
木
う
す
を
い

す
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
」
と
、
に
こ
や
か

に
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
多
恵
子
さ
ん
の

田
舎
家
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
山

野
草
と
深
く
結
び
つ
い
て
い

ま
す
。
家
の
周
り
や
庭
に
大

好
き
な
山
野
草
を
育
て
た
い

と
の
強
い
思
い
が
あ
り
、
初
め

は
、
荒
れ
放
題
だ
っ
た
裏
庭
の

斜
面
を
二
年
間
か
け
て
整
備
。

今
で
は
、
サ
ク
ラ
、
ツ
バ
キ
、

コ
ブ
シ
な
ど
の
ほ
か
、
ア
ケ

ビ
、
ヤ
マ
フ
ジ
な
ど
の
自
生
種

を
中
心
に
約
三
百
も
の
花
木

が
美
し
く
咲
き
乱
れ
、
四
季
の

移
ろ
い
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

裏
庭
の
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け

な
が
ら
、「
こ
こ
か
ら
眺
め
る

白
髪
岳
は
最
高
で
し
ょ
。
こ
れ

か
ら
も
こ
の
谷
に
、
そ
し
て
、

木
田　

猛
さ
ん
・
多
恵
子
さ
ん
ご
夫
妻

（
住
山
） 

　

白
髪
岳
の
麓

ふ
も
と

に
の
ど
か
な
田
園
が
広
が

る
静
か
な
里
、
住
山
ー
。
こ
こ
に
、
築

百
二
十
年
余
り
の
古
い
民
家
を
購
入
し
、

四
季
折
々
に
変
化
す
る
自
然
の
息
吹
を
感

じ
な
が
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
楽

し
ま
れ
て
い
る
木
田
さ
ん
ご
夫
妻
（
西
宮

市
生
瀬
在
住
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
、
信
州
に
住
む
夢
を
も
ち
な

が
ら
、
長
年
に
わ
た
り
、
軒
の
長
い
日
本

古
来
の
民
家
を
探
し
て
お
ら
れ
た
お
二
人
。

や
っ
と
の
思
い
で
、
今
の
民
家
に
出
会
わ

れ
た
の
は
六
年
前
の
こ
と
で
し
た
。
茅か

や

葺ぶ

き
屋
根
に
ト
タ
ン
を
か
ぶ
せ
た
一
軒
家
。

篠
山
で
は
ご
く
自
然
な
佇
ま
い
で
す
が
、

前
に
川
、
後
ろ
に
低
い
山
が
あ
り
、
田
ん

▶ 

縁
側
で
、
風
情
あ
る
中
庭
を
眺
め
な
が
ら
、

「
こ
こ
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
楽
し
む

ん
で
す
よ
」
と
話
さ
れ
る
酒
井
さ
ん

河原町妻入商家群。平成16年12月、西新町、南新町、東新町、
小川町、下河原町、上河原町からなる「篠山市篠山伝統的
建造物群保存地区」が「国の重要伝統的建造物群保存地区」
に選定されました

伝
統
建
築
の
確
か
な

　
　
　

息
吹
を
感
じ
て

古
材
で
暮
ら
し
を

　
　
　
　

美
し
く
彩
る

◀ 手入れの行き届いた裏庭。
５月21日から23日までは、
「丹波の森花くらぶ」主催
の「たんばオープンガー
デン」にも参加

▲玄関先に飾られた大八車の車輪の置物が民家と見事にマッチしています

（上）農具かけ。引っかけ部分にはくぎを使わ
ず、黒竹を差し込んでひと工夫。猛さんのこだわ
りが細かな部分にも表現されています
（下）障子の廃材を利用した白壁のアクセント。
白と黒が演出する和の空間に心も癒やされます

▲ 多恵子さんの好きな言葉
　（多恵子さんの実姉・
　　　　　　　多賀子さん書）

い
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残したい
篠山のたからもの 特 集

　

「
篠
山
の
名
所
旧
跡
だ
け
で
な
く
、
市
民
皆
さ
ん
の
生

活
が
感
じ
ら
れ
る
場
所
を
『
き
り
え
』
で
残
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
建
物
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
一
本
の
木
で
も

い
い
ん
で
す
。
今
の
間
に
、
大
事
に
し
な
い
と
消
え
て
し

ま
う
も
の
を
描
く
こ
と
が
目
的
で
す
。
私
の
こ
の
作
品
は
、

真
南
条
を
通
り
か
か
っ
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
茅か

や

葺ぶ

き
の
準

備
で
茅
が
干
し
て
あ
り
、
そ
の
状
況
を
描
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
た
茅
葺
き
職
人
さ
ん
が
そ
こ

に
お
ら
れ
た
こ
と
や
、
昔
な
が
ら
の
生
活
感
と
佇
ま
い
が

残
っ
て
い
る
こ
と
に
心
を
引
か
れ
た
か
ら
な
ん
で
す
」

残
し
て
お
き
た
い
、
篠
山
の
風
景

　

残
し
て
お
き
た
い
篠
山
の
風
景
。
そ
れ
は
、
シ
ャ
ー
プ
な
線
で
明
と
暗
に
切
り
分
け
ら
れ
る
切
り
絵

の
中
で
、
懐
か
し
い
思
い
出
と
と
も
に
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
「
篠
山
き
り
え
の
会
」。
二
年
前
に
発
足
し
、
現
在
七
人
の
メ
ン
バ
ー
で
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
会
員
皆
さ
ん
の
お
気
に
入
り
の
作
品
と
合
わ
せ
、
篠
山
の
原
風
景
に
寄
せ
る
思
い
を
う

か
が
い
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

「茅
かや

を干す」

米
こめ

谷
たに

　ルリ子さん（三田市）

　

「
篠
山
城
跡
周
辺
に
は
、
安
間
家
や
河
原
町
妻
入
商
家

群
、
御お

徒か
ち

町ま
ち

武
家
屋
敷
な
ど
、
数
多
く
の
歴
史
遺
産
が

往
時
の
姿
を
し
の
ば
せ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
武
家
屋
敷

の
昔
な
が
ら
の
茅
葺
き
や
門
構
え
に
は
心
が
癒
や
さ
れ
ま

す
。
ス
ケ
ッ
チ
し
な
が
ら
、
実
物
を
ゆ
っ
く
り
と
見
る
こ

と
は
楽
し
い
し
、
時
間
が
ど
れ
ほ
ど
経
っ
て
も
飽
き
な
い

も
の
で
す
ね
。
古
い
建
物
は
、
残
念
な
こ
と
に
だ
ん
だ
ん

と
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
で
き
る
だ
け

写
真
や
切
り
絵
に
残
し
て
い
き
、
子
ど
も
や
孫
た
ち
に
も

伝
え
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「御徒町の武家屋敷」

波部　　稔さん（井ノ上）

　

「
私
は
、
雪
を
か
ぶ
っ
た
稲
木
を
描
き
ま
し
た
。
私
が

子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
こ
の
稲
木
に
麦
や
稲
を
か
け
た
り
、

登
っ
た
り
し
て
よ
く
遊
ん
だ
も
の
で
す
。
夏
に
は
こ
の
稲

木
に
枝
が
張
り
、
カ
ブ
ト
ム
シ
や
い
ろ
ん
な
昆
虫
が
集

ま
っ
て
き
た
の
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。
今
で
は
、

稲
木
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
目
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
、
私
の
孫
や
今
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
自
然
を
守
っ

て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
木
の
ぬ
く
も
り
や

藁わ
ら

の
ぬ
く
も
り
も
伝
え
た
い
。
ふ
る
さ
と
の
風
景
の
中
で
、

私
が
楽
し
く
遊
び
回
っ
て
い
た
よ
う
に
」

「里の雪」

西田　悠
ゆ

起
き

子
こ

さん（奥県守）

　

「
茅
葺
き
の
家
が
あ
り
、
目
を
閉
じ
る
と
小
鳥
の
さ
え

ず
り
が
聞
こ
え
て
く
る
、
そ
ん
な
の
ど
か
な
風
景
を
切
り

絵
に
残
し
ま
し
た
。
私
の
実
家
は
、
山
す
そ
近
く
の
田
舎

家
。
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、お
弁
当
を
持
っ
て
よ
く
山
に
登
っ

た
も
の
で
す
。
春
に
な
れ
ば
よ
も
ぎ
を
摘
み
、
お
も
ち
も

作
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
懐
か
し
い
風
景
を
思
い
出
す
と
き
、

年
を
重
ね
る
ご
と
に
ふ
る
さ
と
を
恋
し
く
思
い
ま
す
。
た

と
え
、
昔
な
が
ら
の
建
物
が
消
え
て
も
、
切
り
絵
を
通
じ

て
、
私
の
心
の
中
で
、
い
つ
ま
で
も
大
切
な
思
い
出
と
し

て
残
し
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「春を待つ」

古林　美津子さん（杉）

　

「
八
上
地
区
の
茅
葺
き
の
民
家
が
軒
を
連
ね
て
い
た
風
景

を
描
き
ま
し
た
。
私
の
実
家
は
奥
畑
に
あ
り
、
珍
し
い
茅

葺
き
の
二
階
建
て
だ
っ
た
ん
で
す
。
小
さ
な
家
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
家
族
の
ふ
れ
あ
う
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
。
時
代
は
変
化
し
、
現
在
風
の
家
が
あ
ち
こ

ち
に
建
ち
ま
し
た
。
で
も
、
何
か
し
ら
、
家
族
の
会
話
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
今

後
、
茅
葺
き
の
佇
ま
い
は
、
ま
す
ま
す
姿
を
消
し
て
い
く

で
し
ょ
う
。
で
も
、
人
の
お
つ
き
あ
い
は
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
、
大
切
に
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
よ
ね
」

「八上の民家」

井上　富子さん（中県守）

　

便
利
で
、
手
間
暇
か
け
ず
に
、
ほ
し
い
も
の
が
す
ぐ

に
手
に
入
る
時
代―

。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
何
か
大
切
な
、
か
け
が
え
の
な

い
も
の
を
見
失
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
ご
登
場
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
が
、
大
切
に
さ
れ

て
い
る
も
の
。
そ
れ
は
、
今
も
昔
の
姿
の
ま
ま
守
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
も
の
や
、
た
と
え
、
形
が
消
え
よ
う
と

も
心
の
中
に
し
っ
か
り
と
描
き
続
け
、
次
世
代
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
大
切
に
し
た
い
、
守
り

た
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

　

こ
の
特
集
が
、
皆
さ
ん
に
大
切
な
「
た
か
ら
も
の
」

を
見
つ
め
直
し
て
い
た
だ
け
る
、
き
っ
か
け
に
つ
な
が

れ
ば
幸
い
で
す
。　
　
　
　
　
　

（
安
間
家
に
て
撮
影
）
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