
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

の
宿
場
で
旅
の
疲
れ
を
い
や
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

戊
辰
戦
争
（
１
８
６
８
）
の
際
、
大
内
は
激
戦
地
と

な
り
ま
し
た
。
敗
走
す
る
会
津
軍
が
大
内
を
撤
退
す
る

時
、
村
を
焼
き
払
お
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
村

の
名
主
阿
部
大
五
郎
が
、
会
津
軍
の
将
と
掛
け
合
い
論

談
し
、
焼
き
討
ち
を
免
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
大
内
宿
に
、
や
が
て
”
物
資

輸
送
の
革
命
“が
訪
れ
ま
す
。「
そ
れ
は
明
治
十
七
年

（
１
８
８
４
）
の
会
津
三
方
道
路
の
開
通
で
す
。
そ
の
道

筋
か
ら
遠
く
離
れ
た
大
内
は
宿
場
と
し
て
の
機
能
を

失
い
、
人
影
も
途
絶
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
、

玉
川
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

こ
の
大
内
宿
が
江
戸
時
代
の
宿
場
と
し
て
脚
光
を

浴
び
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し
て
選

定
さ
れ
る
大
き
な
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
当
時
、
武
蔵
野
美
術
大
学
生
（
現
同
大
教
授
）
で

あ
っ
た
相
沢
韶つ

ぐ

男お

氏
が
、
会
津
茅か

や

手て

（
萱か

や

葺ぶ

き
職
人
）

の
調
査
で
大
内
入
り
し
た
こ
と
が
発
端
で
す
。
大
内

宿
の
た
た
ず
ま
い
に
圧
倒
さ
れ
た
相
沢
氏
が
、
昭
和

四
十
四
年
（
１
９
７
７
）
６
月
、
文
化
庁
に
保
存
の
必

要
性
を
報
告
。
そ
の
こ
と
が
同
年
７
月
に
新
聞
の
全

国
版
に
「
生
き
て
い
た
宿
場
町
」
の
タ
イ
ト
ル
で
報

道
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
機
に
、
大
内
を
貴
重
な
歴
史

遺
産
と
し
て
残
そ
う
、
と
い
う
機
運
が
広
が
っ
て
い

っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
大
内
に
と
っ
て
は
寝
耳
に

水
の
”
大
事
件
“で
し
た
。

■
苦
難
を
乗
り
越
え
、
広
が
る
保
存
へ
の
輪

大
内
の
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
何
で
も
な
い
普
段
の
生

活
の
場
が
「
歴
史
的
に
価
値
が
あ
る
も
の
」
と
言
わ
れ

て
も
、
理
解
で
き
な
い
の
は
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
町
で
は
、
大
内
の
代
表
の
方
々
と
と
も
に
、
先
進

地
の
長
野
県
妻つ

ま

籠ご

宿
じ
ゅ
く

の
視
察
を
行
い
、
そ
の
価
値
の
理

解
を
深
め
る
よ
う
働
き
か
け
ま
し
た
。
し
か
し
人
々
の

間
で
は
、「
文
化
財
と
し
て
の
指
定
を
受
け
て
し
ま
う

と
、法
の
厳
し
い
規
制
の
下
で
生
活
す
る
の
は
難
し
い
」

と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
昭
和
五
十
二
年

（
１
９
７
７
）
に
は
、
大
内
沼
を
含
ん
だ
大
川
ダ
ム
工
事

が
着
工
。
そ
の
補
償
金
が
入
る
と
一
部
で
は
ト
タ
ン
屋

根
、
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
の
改
装
が
始
ま
る
な
ど
、
昭
和
五

十
六
年
四
月
の
選
定
ま
で
は
苦
悩
の
日
々
が
続
き
ま

し
た
。
折
し
も
、
時
は
高
度
経
済
成
長
期
。
地
方
が
中

央
の
み
に
目
を
向
け
、「
都
会
の
生
活
に
近
づ
け
て
い

く
こ
と
が
近
代
的
」
と
と
ら
え
が
ち
だ
っ
た
時
勢
の
中

で
、
保
存
の
意
志
決
定
を
下
す
こ
と
は
大
変
な
決
断
で

し
た
。
し
か
し
地
区
の
人
々
の
同
意
の
も
と
保
存
地
区

に
選
定
さ
れ
、
長
い
年
月
を
経
て
、
人
々
の
心
に
は

「
大
内
の
価
値
へ
の
共
鳴
」
が
確
か
に
は
ぐ
く
ま
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。

現
在
、
大
内
宿
保
存
地
区
で
は
、
保
存
に
指
定
さ
れ

た
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棟
あ
る
建
造
物
の
保
存
修
理
を
行
い
、
茅
葺
き
屋

根
を
中
心
と
し
た
修
理
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ト
タ
ン
か
ら
茅
葺
き
屋
根
へ
の
復
元
も
徐
々
に
進
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
若
い
人
々
を
中
心
に
「
子
々

孫
々
ま
で
残
さ
ね
ば
」
と
い
う
考
え
が
培
わ
れ
て
い
る

こ
と
の
現
れ
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
集
落
の
有
志

を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
「
結ゆ

い

の
会
」
で
は
、「
自
分
た
ち

の
屋
根
は
自
分
た
ち
で
」
と
、
屋
根
葺
き
練
習
場
を
造

り
、
技
術
を
習
い
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
今
で
は
、
集

落
全
体
で
協
力
し
て
、
屋
根
の
材
料
と
な
る
茅
刈
り
を

実
施
し
た
り
、
道
や
河
川
の
草
刈
り
な
ど
周
辺
の
美
化

も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
か
け

が
え
の
な
い
財
産
を
火
災
か
ら
守
る
「
大
内
防
災
会
」

っ
て
培
っ
て
き
た
住
ま
い
方
、
生
活
文
化
や
伝
統
行
事

を
残
し
て
い
く
こ
と
に
ま
で
、
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

明
治
以
降
、
わ
た
し
た
ち
は
「
文
化
は
中
央
か
ら
地

方
へ
と
流
れ
て
い
く
も
の
」
と
考
え
が
ち
で
し
た
。
そ

し
て
、
新
し
い
便
利
な
も
の
が
絶
対
で
あ
り
、
効
率
性

の
み
が
幅
を
き
か
せ
て
き
た
20
世
紀
―
―
。
も
し
か
す

る
と
そ
れ
は
、「
精
神
的
な
豊
か
さ
」
か
ら
は
、
最
も
遠

い
時
代
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自

分
た
ち
が
暮
ら
す
地
に
あ
る
身
近
な
も
の
の
中
に
こ

そ
、
大
切
な
価
値
が
あ
る
と
気
づ
き
、
そ
の
歴
史
や
文

化
に
誇
り
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
地
方
か
ら
全
国

へ
と
発
信
し
て
い
く
…
…
そ
ん
な
大
内
の
姿
は
、
全
国

の
多
く
の
市
町
村
が
共
通
に
抱
え
る
「
伝
統
文
化
と
ど

や
、「
大
内
宿
保
存
会
」
な
ど
、
住
民
自
ら
の
取
り
組
み

は
着
実
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

■
本
当
の
豊
か
さ
を
、
自
分
た
ち
の
地
か
ら

大
内
が
今
日
ま
で
守
り
、
は
ぐ
く
ん
で
き
た
も
の
―

―
そ
れ
は
、「
茅
葺
き
屋
根
」
と
い
う
集
落
の
景
観
の
み

に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
か
つ
て
は
全
国
の
ど

ん
な
村
に
も
あ
っ
た
「
結
」
と
は
、
集
落
の
共
同
生
活
の

中
で
行
わ
れ
る
手
間
の
貸
し
借
り
を
意
味
し
ま
す
が
、

こ
れ
は
孫
子
の
代
ま
で
も
つ
き
合
い
が
及
ぶ
、
助
け
合

い
の
精
神
で
す
。大
内
の
活
動
は
、こ
の
尊
い「
共
同
体
」

精
神
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
、
集
落
独
自
の
風
土
に
よ

茅
葺
き
、
暮
ら
し
、
人
々
の
心
―
―

時
を
超
え
て

守
ら
れ
た
大
内
宿

う
対た

い

峙じ

す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
に
、
大
き
な
示
唆
を

与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

茅
葺
き
屋
根
は
”
自
然
の
中
で
、
自
然
の
恵
み
を
い

か
に
利
用
す
る
か
“の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
玉

川
さ
ん
は
「
茅
葺
き
作
業
は
、
集
落
の
人
々
が
助
け
合

っ
た
末
の
結
晶
で
す
」
と
語
り
ま
す
。
有
限
な
資
源
を

生
産
に
よ
っ
て
使
い
果
た
し
て
い
く
、
前
世
紀
的
な
暮

ら
し
方
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
は
「
古
い
」
と
さ
れ
、
置

き
去
り
に
さ
れ
て
き
た「
伝
承
の
暮
ら
し
や
住
ま
い
方
」

を
自
分
た
ち
の
足
元
か
ら
見
直
し
、
掘
り
起
こ
し
て
い

く
こ
と
―
―
。
そ
ん
な
姿
勢
が
、
21
世
紀
に
生
き
る
わ

た
し
た
ち
に
、
心
を
満
た
す
「
本
当
の
豊
か
さ
」
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
守
り
継
が
れ
た
宿
場
に
、
保
存
へ
の
動
き

人
々
の
心
を
江
戸
時
代
へ
と
誘
い
込
む
、
宿
場
大
内

―
―
こ
の
大
内
を
通
る
街
道
は
、
下
野
街
道
、
会
津
西

街
道
、
あ
る
い
は
南
山
通
り
な
ど
と
呼
ば
れ
、
会
津
若

松
か
ら
江
戸
へ
の
最
短
距
離
と
し
て
整
備
さ
れ
た
、
い

わ
ば
政
治
的
幹
線
道
路
で
し
た
。
そ
の
宿
駅
と
し
て
本

格
的
に
大
内
宿
が
整
備
さ
れ
た
の
は
、
寛
永
二
十
年

（
１
６
４
３
）
保
科
正
之
が
初
代
会
津
藩
主
と
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
。
以
来
、
数
万
俵
の
廻
米

か
い
ま
い

、
生
活
物
資
、
そ

し
て
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
も
こ
の
街
道
を
通
り
、
こ

大内宿�

山
間
に
た
た
ず
む
下
郷
町
の
大
内
宿
。
こ
こ
は
、

江
戸
時
代
の
宿
場
の
面
影
を
今
に
残
す
、
全
国
で

も
数
少
な
い
貴
重
な
歴
史
遺
産
で
す
。
他
地
域
の

宿
場
同
様
、
大
内
宿
も
幾
多
の
存
亡
の
危
機
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
昭
和
五
十
六
年
（
1
9
8
1
）

国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ

れ
、
そ
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
、
人
々
の
「
宿
場
保
存
へ
の
熱
い

想
い
と
行
動
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
下
郷

町
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
係
長
の
玉
川
直
之
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、「
現
代
の
わ
た
し
た
ち

が
守
り
伝
え
て
い
く
べ
き
も
の
は
何
か
」
を
考
え

て
み
ま
し
た
。

江戸時代の面影を残す宿場「大内宿」。茅葺き屋根の復元とともに、平成11年度には中央道路の舗装を
はがし砂利道にするなど、時代背景に合った修復・修景事業が進んでいます

毎年７月に行われる半夏まつり。高倉宮を祭り、五穀豊穣を祈って行われる渡
と

御
ぎょ

の行列は、数百年間まっ
たく変わっていないといわれています。大内では昨今、伝統を残したり、途絶えていた行事を復活させ、
地区全体で継承していく活動が生まれています

すっぽりと雪をかぶった茅葺き屋根。この愛すべき大内のたたず
まいは、平成4年に行われた第1回「美しい日本のむら景観コン
テスト」の文化部門で、最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました

「この町並み展示館は、宿駅時代の本陣を復元した
もので、往時の面影をしのばせる館内には、昔の風
習を伝える写真や生活用具が展示されています」と
話す玉川さん

用水路を流れる水音と、どこか懐
かしい砂利道のたたずまい……い
つまでも残したい日本の原風景が、
ここにあります

昭和56年3月、重要伝統的建造物群保存地
区に選定される直前の大内宿。この頃は、ま
だ電柱や舗装が残されています
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茅葺き屋根を葺き替える家には、村中から人
が集まり、「結」という助け合いの精神に支え
られた共同作業が行われました（昭和44年7月）


