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10 但馬の未来をデザインする

　

今
か
ら
約
１
１
５
０
年
前
、
慈じ
か
く覚

大
師

が
開
湯
し
た
と
伝
わ
る
、
山
陰
の
名
湯

「
湯
村
温
泉
」。
源
泉
「
荒あ

ら
ゆ湯

」
か
ら
は
98

度
の
高
熱
泉
が
毎
分
４
７
０
リ
ッ
ト
ル
も

湧
き
出
て
い
る
。
湯
け
む
り
が
立
ち
上
る

独
特
の
温
泉
情
緒
は
、
数
多
く
の
観
光
客

を
楽
し
ま
せ
て
き
た
。

　
「
荒
湯
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

ま
す
が
、
湯
村
の
源
泉
は
他
に
も
数
多
く

あ
り
、
そ
の
中
に
は
個
人
の
家
に
湧
く
も

の
も
入
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
ら
を
合

わ
せ
る
と
、
１
分
間
に
約
２
３
０
０
リ
ッ
ト

ル
も
の
温
泉
が
湧
出
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
他
に
も
自
然
に
湧
き
出
て
た

り
、
未
確
認
の
温
泉
も
あ
り
、
し
か
も
全

て
が
自
噴
し
て
い
る
。
湯
村
の
湯
量
が
い
か

に
豊
富
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
」

と
は
、
地
元
で
旅
館
「
朝
野
家
」
を
営
む

朝
野
泰
昌
さ
ん
。

　

荒
湯
を
は
じ
め
湧
き
出
す
温
泉
に
つ
い

て
は
、
区
民
の
共
有
財
産
と
い
う
認
識
の

下
に
、
湯
財
産
区
が
長
年
に
渡
り
大
切
に

湯村“温泉力”の可能性
大地の恵み「温泉」を活用した町づくり

新温泉町

特 集

大
地
か
ら
湧
き
出
る
恵
み

多
大
な
恩
恵
を
受
け
た
大
地
の
恵
み

温
泉
力
で
無
限
の
可
能
性
を
探
る
！

「荒湯湯たんぽ」は各旅館で無料で貸し出している。冷める温

度がゆっくりなので、体にも優しい。昔は朝起きると、湯たん

ぽのお湯で顔を洗っていたそうだ。 源泉を100パーセント使用した温泉ミスト「湯顔」（右）。
湯村温泉のマスコットキャラクター「湯〜たん」をあしらっ
たボディタオルは肌に優しい綿100パーセントの商品。
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管
理
し
て
き
た
。
温
泉
街
の
全
家
庭
に
は

天
然
温
泉
が
配
湯
さ
れ
て
い
る
他
、
役
場

や
学
校
と
い
っ
た
公
共
施
設
で
も
温
泉
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
散
髪
屋
さ
ん

で
は
温
泉
で
洗
髪
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
、
天
然
温
泉
。
地
元

の
人
々
に
も
温
泉
が
身
近
に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
湯
村
温
泉
の
大
き
な
特
徴
だ
。

　

ま
た
、
山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
の
ス
ポ
ッ

ト
で
も
あ
り
、
温
泉
玉
子
な
ど
の
ジ
オ
体

験
が
で
き
る
な
ど
、
源
泉
が
地
元
以
外
の

人
に
も
広
く
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

全
国
的
に
見
て
も
珍
し
い
。

　
「
昔
か
ら
地
元
の
人
は
温
泉
を
様
々
な
形

で
利
用
し
て
き
ま
し
た
」
と
、
朝
野
さ
ん
。

湯
村
は
「
湯
が
き
の
文
化
」
と
話
し
、
ホ
ウ
レ

ン
ソ
ウ
、
山
菜
な
ど
の
野
菜
か
ら
、
豆
腐
や

蟹
、
団
子
ま
で
も
荒
湯
で
湯
が
か
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
家
庭
に
配
湯
さ
れ
る
ま
で
は

荒
湯
に
洗
濯
場
も
あ
り
、
各
旅
館
で
は
温

泉
熱
を
利
用
し
た
乾
燥
場
も
あ
っ
た
そ
う

だ
。
温
泉
が
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
お
り
、

人
々
は
様
々
な
恩
恵
を
受
け
て
き
た
の
だ
。

　

大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
大
地
の
恵
み
。

地
元
で
は
温
泉
の
魅
力
を
も
う
一
度
見
直
し

て
み
よ
う
と
、
多
彩
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ

て
い
る
。
湯
村
の「
温
泉
力
」
が
ど
の
よ
う

に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
。

　　
「
湯
村
の
強
み
は
温
泉
力
。
湯
量
や
温

度
だ
け
で
は
な
く
、
泉
質
も
自
慢
の
ひ
と

つ
で
す
」
と
、
朝
野
さ
ん
。
湯
村
温
泉
は
ナ

ト
リ
ウ
ム 

炭
酸
水
素
塩
・
塩
化
物
・
硫

酸
塩
泉
と
３
つ
も
成
分
が
入
っ
て
い
て
、
美

肌
の
湯
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
豊
か
な
温
泉
成
分
を
活
か
す
た
め

に
開
発
さ
れ
た
の
が
、
化
粧
水
「
湯ゆ

が
お顔

」

だ
。
湯
村
温
泉
若
女
将
の
会
で
あ
る
「
ゆ

む
ら
な
で
し
こ
」
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
温
泉

水
ミ
ス
ト
で
、
女
性
の
視
点
か
ら
湯
村
温

泉
を
Ｐ
Ｒ
し
よ
う
と
企
画
さ
れ
た
。

　
「
温
泉
に
浸
か
っ
て
ア
ト
ピ
ー
が
よ
く
な
っ

た
と
の
声
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
、
温
泉
の

力
が
何
か
に
活
用
で
き
る
の
で
は
と
思
い
ま

し
た
。
温
泉
の
効
能
を
実
感
し
て
も
ら
う

た
め
、
源
泉
を
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
詰
め
込

ん
で
い
ま
す
。
お
客
様
の
評
判
も
好
評
で

す
よ
」
と
は
、
ゆ
む
ら
な
で
し
こ
代
表
で
旅

館
「
と
み
や
」
若
女
将
の
朝
野
尚
美
さ
ん
。

　

こ
の
他
に
も
ゆ
む
ら
な
で
し
こ
で
は
、
観

光
協
会
と
連
携
し
て
「
荒
湯
湯
た
ん
ぽ
」

を
復
活
さ
せ
た
。
暖
房
機
器
の
普
及
と
と

も
に
姿
を
消
し
て
い
た
湯
た
ん
ぽ
だ
が
、
自

然
環
境
保
護
運
動
の一
環
と
し
て
取
り
組

ん
だ
と
こ
ろ
、
観
光
客
に
大
好
評
。
現
在

は
各
旅
館
で
レ
ン
タ
ル
で
き
、
体
へ
の
負
担

も
少
な
く
、
電
気
を
使
わ
な
い
エ
コ
な
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
人
気
を
得
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
湯
村
の
温
泉
力
は
目
に
見
え

な
い
場
所
で
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
湯
村
で

は
暖
房
の
み
な
ら
ず
、
気
化
熱
を
利
用
し

た
冷
房
に
も
温
泉
を
使
用
し
て
い
る
の
だ
。

　
「
公
衆
浴
場
の
薬
師
湯
で
は
源
泉
を
３

つ
の
タ
ン
ク
に
蓄
え
、
熱
交
換
器
で
熱
だ
け

を
取
り
出
し
て
、
冷
暖
房
や
床
暖
房
に
使

用
し
て
い
ま
す
」
と
、
新
温
泉
町
役
場
の

谷
口
薫
さ
ん
は
話
す
。

　

薬
師
湯
は
90
度
、
75
度
、
50
度
の
タ
ン
ク

を
設
け
て
い
る
。
風
呂
だ
け
で
な
く
、
冷
暖

房
や
シ
ャ
ワ
ー
、
駐
車
場
の
消
雪
に
と
、
源

泉
を
冷
ま
す
過
程
に
お
い
て
温
泉
を
余
す

こ
と
な
く
活
用
。
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ー
ク
ゆ
む

ら
や
一
部
の
旅
館
で
は
、
約
20
年
も
前
か
ら

同
様
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
す
べ
て
は
温
度
の
高
い
温
泉
が
豊
富
に

湧
き
出
る
か
ら
で
き
る
こ
と
。
湯
村
は
字

が
違
え
ど
地・

給
地・

足
と
い
え
ま
す
ね
。
山

陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
の
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
り
、

多
大
な
恩
恵
を
受
け
た
大
地
の
恵
み

温
泉
力
で
無
限
の
可
能
性
を
探
る
！

湯
村
な
ら
で
は
の
温
泉
活
用

（上）昭和 9 年頃の荒湯での湯がき風景。春来川沿いでは洗
濯も行われ、湯村では洗濯機の普及も遅かったという。現在
でも「お湯を沸かす」という習慣がほとんどないそうで、自然
と節電を行ってきたといえる。（写真提供：森田善郎さん）

–



6

湯村“温泉力”の可能性
大地の恵み「温泉」を活用した町づくり

ク
リ
ー
ン
な
町
と
し
て
高
ま
る
期
待
…

夢
が
広
が
る
温
泉
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
の
発
電

湯
村
は
大
地
の
活
動
を
現
在
進
行
形
で

見
ら
れ
る
場
所
。
ぜ
ひ
ジ
オ
を
間
近
で
体

感
し
て
ほ
し
い
」と
、
谷
口
さ
ん
は
続
け
た
。

　

温
泉
を
活
用
し
た
冷
暖
房
は
Ｃ
Ｏ
２
が

発
生
せ
ず
、
地
球
に
や
さ
し
い
エ
コ
活
動
と

い
え
る
。
節
電
が
叫
ば
れ
る
中
、「
お
湯
を

沸
か
す
」
と
い
う
言
葉
が
な
い
湯
村
で
は
、

文
化
と
し
て
エ
コ
活
動
を
自
然
に
行
っ
て
き

た
。
湯
村
で
は
今
、
こ
の「
温
泉
力
」
を
さ

ら
に
有
効
活
用
し
よ
う
と
、
新
し
い
可
能

性
を
探
る
動
き
が
盛
り
上
が
ろ
う
と
し
て

い
る
。
夢
の
あ
る
町
づ
く
り
を
追
っ
た
。

　
「
バ
イ
ナ
リ
ー
地
熱
発
電
」
と
は
、
低
沸

点
の
媒
体
を
温
泉
熱
で
温
め
、
液
体
か
ら

気
体
に
な
る
時
の
膨
張
圧
で
タ
ー
ビ
ン
を

回
し
て
発
電
す
る
仕
組
み
の
こ
と
で
あ
る
。

温
泉
や
蒸
気
な
ど
比
較
的
低
温
で
、
以
前

は
発
電
に
向
か
な
い
と
さ
れ
て
い
た
熱
源

を
利
用
で
き
る
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
だ
。

　

70
～
95
度
程
度
の
温
水
で
発
電
す
る

小
型
の
シ
ス
テ
ム
が
開
発
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
湯
村
で
も
導
入
に
向
け
て
検
討
さ
れ

て
い
る
。
今
後
、
発
電
量
と
導
入

コ
ス
ト
の
問
題
が
解
決
す
れ
ば
、

湯
村
を
エ
コ
の
町
と
し
て
Ｐ
Ｒ
で
き

る
と
期
待
も
高
い
。

　

ま
た
、
手
軽
な
発
電
と
し
て
、

熱
交
換
素
子
に
よ
る
発
電
に
も
目

が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ぺ
ル
チ
ェ
素

子
と
呼
ば
れ
る
冷
却
効
果
の
あ
る

電
子
部
品
を
利
用
し
た
発
電
で
、

携
帯
冷
蔵
庫
は
こ
の
熱
交
換
素
子

で
冷
や
し
て
い
る
。ぺ
ル
チ
ェ
素
子
に

高
熱
源
と
低
熱
源
を
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
さ
せ

る
だ
け
で
発
電
で
き
る
。
温
度
差
が
あ
る

ほ
ど
発
電
力
も
大
き
く
な
る
そ
う
だ
。

　
「
ま
だ
ま
だ
実
験
段
階
で
す
が
、
家
庭

に
は
温
泉
の
蛇
口
と
水
道
の
蛇
口
が
あ
り

ま
す
の
で
、
こ
の
装
置
を
使
え
ば
、
携
帯

電
話
の
充
電
ぐ
ら
い
は
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
将
来
的
に
は
電
話

ボ
ッ
ク
ス
な
ら
ぬ
、
充
電
ボ
ッ
ク
ス
が
町
中
に

で
き
る
な
ん
て
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
」
と
、
谷
口
さ
ん
は
話
し
て
く
れ
た
。

　

さ
ら
に
朝
野
泰
昌
さ
ん
は
、「
チ
ュ
ー
ブ

型
熱
交
換
素
子
」
に
よ
る
発
電
の
魅
力
も

熱
く
語
る
。「
チ
ュ
ー
ブ
型
な
の
で
、
配
管

自
体
で
熱
発
電
が
可
能
と
な
る
画
期
的
な

シ
ス
テ
ム
で
す
。
新
温
泉
町
は
湯
村
、
浜

坂
、七し

ち
か
ま釜

、二
日
市
の
４
つ
の
温
泉
を
抱
え
、

約
７
７
０
戸
に
配
湯
さ
れ
て
い
る
配
湯
戸

数
日
本
一の
町
。
こ
れ
ら
温
泉
の
配
管
で
電

気
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
ら
と
考
え
る
と

ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
ま
す
。
夢
の
発
電
で
す
が
、

今
後
も
動
向
を
追
っ
て
い
き
た
い
で
す
」

　

98
度
の
高
熱
泉
を
上
手
に
活
用
し
て
き

た
湯
村
の
人
々
。
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て

き
た
か
ら
こ
そ
、
未
来
に
向
け
て
温
泉
を
大

切
に
扱
お
う
と
い
う
思
い
も
強
い
。
温
泉
力

を
活
か
し
た
町
づ
く
り
に
は
、
人
が
自
然
と

共
生
し
て
い
く
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

協
力
：
新
温
泉
町
役
場

（上）湯けむりが立ちのぼる源泉「荒湯」の風景。周辺では足
湯や温泉玉子が楽しめる。（下）公衆浴場の「薬師湯」では、高
熱泉を利用して、冷暖房や床暖房、シャワーなど、様々な用途
で温泉を有効利用している。 新

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

但馬理想の都の祭典20周年（2014年）へ向けて、
「但馬を盛り上げよう」と頑張っている“但馬人”を紹介！！
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但馬人ネットワーク
【 T a j i m a - B i t o 】

平成 6 年（1994）に但馬全域で展開された、「但馬理
想の都の祭典」。約１年間にわたり、「人・海・森・里・空」
をアピールする5つの文化展を始め、300 を超える
多彩なイベントが開催されました。但馬を訪れた観光
客は約1,300万人、但馬内での地域間交流も増え、
但馬人が「但馬」を見直すきっかけとなりました。

現在、祭典から20 年目を迎える平成 26 年を「但馬
再生」の節目として、新たな可能性に挑戦する記念事
業の企画・準備が進められています。昨年から「ない
ものねだり」ではなく、「あるもの探し」をテーマにオ
ンリーワンの但馬を目指して、地域資源の掘り起こし
やキャンペーン活動を展開。但馬の住民が主人公とな
るこのプロジェクトには、但馬人の熱い思いと行動力
が必要不可欠です！このコーナーでは、但馬を盛り上
げる“キラリと光る但馬人”を紹介していきます。

「但馬・理想の都の祭典」って？ 但馬理想の都の祭典20周年（2014年）へ向けて、
「但馬を盛り上げよう」と頑張っている“但馬人”を紹介！！

20周年に向けてキャンペーン事業を展開！！

vol.3 ［三原谷の川の風まつり実行委員会］

三原谷の自然と伝統を最大に生かした地域づくりを
目指し、地元住民で結成した実行委員会。構成員は

約 30 名ほどで、年に一度行う「三原谷の川の
風まつり」を地域内外の協力を得て実

施。地域のまつりとして定着させてい
くことを地域活性化の一助と考えて
いる。この取り組みを通して、自分
たちの村の再発見、再評価を行な

い、次なる活動へと繋げている。

歴史文化を紹介した「大但馬展」 但馬空港開港を記念した「空の文化展」

　
「
三
原
谷
の
川
の
風
ま
つ
り
」
は
毎
年
秋
に
、

豊
岡
市
竹
野
町
三
原
谷
の
旧
大
森
小
学
校
で

開
催
さ
れ
る
ま
ち
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
。
地
域
の
人

口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、３
年
後
に

迫
っ
た
「
但
馬
理
想
の
都
の
祭
典
20
周
年
」
に

向
け
て
、
地
元
住
民
が
手
を
と
り
あ
っ
て
ま
ち

を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
。

　

き
っ
か
け
は
、
同
地
域
内
の
須
野
谷
地
区
で

旧
民
家
を
利
用
し
た
小
さ
な
催
し
か
ら
始

ま
っ
た
。
そ
の
催
し
を
拡
大
す
べ
く
、
廃
校
か

ら
25
年
が
経
っ
た
旧
大
森
小
学
校
舎
を
「
風

ま
つ
り
」
の
会
場
と
し
て
利
用
。
ト
イ
レ
や
水

回
り
の一
部
を
市
の
協
力
を
得
て
修
復
し
、
平

成
21
年
に
記
念
す
べ
き
１
回
目
を
迎
え
た
。

　

当
初
は
、
地
域
を
ま
と
め
る
こ
と
に
苦
労

し
た
が
、今
年
で
３
回
目
と
な
っ
た
現
在
で
は
、

地
元
の
協
力
も
増
え
、
地
域
外
か
ら
の
協
力

も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

イ
ベ
ン
ト
は
、
三
原
谷
の
よ
さ
を
最
大
限
に

感
じ
て
も
ら
え
る
企
画
で
満
載
。
地
元
の
食

材
を
楽
し
ん
で
も
ら
う「
学
校
レ
ス
ト
ラ
ン
」や

「
ふ
れ
あ
い
市
場
」
を
始
め
、
ゲ
ス
ト
を
迎
え

た
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
多
彩
な
催
し
で
、

約
７
０
０
人
に
及
ぶ
来
場
者
で
賑
わ
っ
た
。

　
「
今
回
は
、
若
い
人
の
協
力
が
本
当
に
う
れ

し
か
っ
た
。
小
学
校
の
先
生
を
通
じ
て
集
ま
っ

て
く
れ
た
生
徒
や
、
地
元
を
離
れ
た
人
も
手

伝
い
に
帰
っ
て
き
て
く
れ
て
大
助
か
り
だ
っ
た
。

今
後
も
祭
典
20
周
年
を
目
標
に
続
け
て
い
き

た
い
」
と
、
笑
顔
で
語
る
小
山
会
長
。
誰
よ
り

も
地
元
を
愛
し
、
気
に
か
け
て
い
る
。

　
「
風
ま
つ
り
」
の
賑
わ
い
は
、
何
よ
り
も
地

元
住
民
の
や
る
気
に
火
を
つ
け
た
。
三
原
谷
の

元
気
な
地
域
づ
く
り
は
、
今
後
ま
す
ま
す
勢

い
を
増
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

●「風まつり」を通じて伝えたい自然と伝統 住
民
の
一
体
化
が
ふ
る
さ
と
を
守
る

実行委員会会長　
小山 一さん

●ふれあいそば
すべて手作りにこだわった手打ちそばを披露。あ
じのある木の机や椅子もみんなで協力して作った。
●学校のレストラン
地元の農家でとれた野菜や近隣で手に入る食材を
使用した「三原谷御膳」。素朴で懐かしい味わい。

●田んぼミュージアム小学校の窓から見渡せる田園に設置し
たアート作品。自然とアートが融合した
風景が人々を楽しませた。

●土江子ども神楽
約 300 年の歴史をもつ「土江子ども神楽」の公演。
当日は、伝統芸能をひと目見ようと集まったお客さ
んで体育館が熱気に溢れていた。

今年で第 3 回を迎える「風まつり」。今年は
10月22日〜10月30日を風まつりウィー
クとして開催。旧大森小学校を舞台とした自
然とアートと食のまつり。

三原谷の川の風まつり実行委員会HP
http://www.iimono39.jp/


