
【特集】 01三楽荘の活用策を考える

さ
ん
　
ら
く
　
そ
う

　
東
城
町
の
老
舗
旅
館「
三
楽
荘
」が
廃
業
を
決
め
ま
し
た
。

　「
三
楽
荘
」は
、文
化
財
と
し
て
の
価
値
も
高
く
、城
下
町
東
城
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
。

　
廃
業
に
よ
り
建
物
自
体
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
、か
け
が
え
の
な
い
地
域
資
源
を

失
っ
て
は
い
け
な
い
と
、市
は「
三
楽
荘
」の
保
存
を
決
め
ま
し
た
。

　
活
用
方
法
に
つ
い
て
市
は
、当
面
現
状
を
保
存
維
持
し
な
が
ら
、市
民
の
皆
さ
ん
と
の

協
議
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　「
三
楽
荘
」の
活
用
に
つ
い
て
、皆
さ
ん
も
一
緒
に
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

安川会長が滝口市長へ1540人分の署名を手渡す

春と秋のイベントに一般公開される三楽荘

伝統行事「お通り」でにぎわう三楽荘前

東
城
の
顔
と
し
て
愛
さ
れ
る

治
中
期
か
ら
大
正
に
建
て
ら
れ
た

町
家
が
数
多
く
残
る
東
城
の
ま
ち

な
み
。そ
の
中
で
も
三
楽
荘
は
、中
心
市
街

地
の
角
地
に
立
地
し
、大
壁
2
階
建
て
の
重

厚
さ
か
ら「
東
城
市
街
地
の
シ
ン
ボ
ル
」と

し
て
、長
年
、地
域
住
民
に
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。

　
し
か
し
、文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
浸
透

し
て
き
た
の
は
最
近
の
こ
と
。平
成
19
年
に

広
島
大
学
の
三
浦
正
幸
教
授
に
よ
る
調
査

で
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。三
浦
教
授
は「
近

代
の
大
規
模
町
家
で
、高
価
な
用
材
を
多
用

し
、仕
上
げ
も
す
ば
ら
し
い
。近
代
の
地
方

大
工
を
研
究
す
る
上
で
、文
化
財
的
な
価
値

が
高
い
」と
評
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、〝
城
下
町
の
ま
ち
な
み
〟を
地
域
資

源
と
し
て
、東
城
市
街
地
に
に
ぎ
わ
い
を
取

り
戻
そ
う
と
、平
成
17
年
秋
か
ら
始
ま
っ
た

「
ま
ち
な
み
ぶ
ら
り
散
歩
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」と

「
ま
ち
な
み
春
ま
つ
り
」で
は
、三
楽
荘
が
一

般
開
放
さ
れ
、多
く
の
観
光
客
が
建
物
の
す

ば
ら
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

市
民
の
貴
重
な
財
産
へ

楽
荘
は
明
治
24
年
に
建
て
ら
れ
、も

と
も
と
酒
造
・
醤
油
業
を
営
ん
で
い

ま
し
た
が
、昭
和
24
年
に
旅
館
業
に
転
じ
ま

し
た
。し
か
し
、か
つ
て
の
華
や
か
な
旅
館

業
は
、時
代
の
流
れ
と
と
も
に
宿
泊
客
が
少

な
く
な
り
、建
物
の
補
修
に
も
支
障
を
き
た

し
て
き
ま
し
た
。

　
数
年
前
か
ら
は
、長
年
の
風
雨
に
よ
り
屋

根
瓦
や
外
壁
な
ど
の
痛
み
が
激
し
く
、老
朽

化
が
進
み
、早
期
の
修
復
が
必
要
な
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
貴
重
な
建
造
物
を
失
う
こ
と
は
市
の
損

失
。市
が
保
存
修
復
に
向
け
た
対
策
を
講
じ

る
こ
と
が
、東
城
地
域
の
振
興
と
市
街
地
の

活
性
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
、三
楽
荘
の
購

入
を
所
有
者
に
相
談
し
ま
し
た
。

　
所
有
者
は「
後
継
者
も
な
く
将
来
的
な
維

持
は
困
難
だ
と
考
え
て
お
り
、大
変
あ
り
が

た
い
話
。自
分
で
は
補
修
で
き
な
い
し
、先

祖
か
ら
受
け
継
い
だ
建
物
が
な
く
な
る
の

は
避
け
た
い
。民
間
へ
譲
渡
す
る
よ
り
も
、

で
き
れ
ば
市
で
保
存
活
用
し
て
ほ
し
い
。建

物
は
市
へ
寄
附
し
、土
地
は
市
で
購
入
し
て

も
ら
え
れ
ば
」と
思
い
を
伝
え
ま
し
た
。

　
所
有
者
の
意
向
に
基
づ
き
、建
物
は
寄
贈

を
受
け
、国
の「
地
域
活
性
化
・
生
活
対
策
臨

時
交
付
金
」で
土
地
1
6
8
6
平
方
㍍
を
購

入
す
る
こ
と
を
決
め
、補
正
予
算
に
4
6
0

0
万
円
を
計
上
し
ま
し
た
。

　
江
角
忠
也
副
市
長
は「
今
後
の
市
街
地
整

備
を
含
め
た
活
性
化
策
を
考
え
た
と
き
、歴

史
的
な
ま
ち
な
み
に
与
え
る
三
楽
荘
の
イ

ン
パ
ク
ト
は
非
常
に
大
き
く
、シ
ン
ボ
ル
的

な
建
造
物
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。国
の
交
付
金
が
あ
る
今
を
失
う
と

保
存
は
困
難
。文
化
財
的
に
も
高
い
貴
重
な

建
造
物
を
後
世
に
引
き
継
ぎ
、市
の
活
性
化

に
役
立
て
た
い
」と
保
存
理
由
を
説
明
し
て

い
ま
す
。

思
わ
ぬ
反
響
、地
域
住
民
動
く

楽
荘
の
廃
業
が
マ
ス
コ
ミ
に
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

今
年
の「
ま
ち
な
み
春
ま
つ
り
」は
昨
年
の

3
5
0
0
人
を
大
き
く
上
回
る
約
2
万
人

が
訪
れ
ま
し
た
。三
楽
荘
に
は
、多
い
と
き

で
一
日
約
1
0
0
0
人
が
詰
め
か
け
た
ほ

か
、宿
泊
の
予
約
も
殺
到
し
ま
し
た
。

　
市
民
に
は「
建
物
が
な
く
な
る
と
寂
し
い
」

と
の
声
が
あ
る
一
方
で
、民
間
施
設
へ
の
公

金
投
入
を
疑
問
視
す
る
声
も
あ
り
、市
長
選

挙
の
争
点
の
一
つ
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
に
取

り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
三
楽
荘
の
保
存
に
危
機
感
を
持
っ
た
住

民
た
ち
は「
三
楽
荘
を
保
存
す
る
会
」を
結

成
。ま
ち
な
み
春
ま
つ
り
に
訪
れ
た
観
光
客

を
中
心
に
、三
楽
荘
の
保
存
と
活
用
を
求
め

る
署
名
運
動
を
始
め
ま
し
た
。

　
5
月
14
日
に
は
、「
三
楽
荘
を
保
存
す
る

会
」が
滝
口
季
彦
市
長
に
、1
5
4
0
人
分

の
署
名
を
提
出
し
ま
し
た
。安
川
保
会
長
は

「
三
楽
荘
が
な
く
な
る
と
、東
城
の
ま
ち
な

か
が
死
ん
で
し
ま
う
。地
元
自
治
振
興
区
と

し
て
も
検
討
会
を
開
き
、地
域
振
興
に
役
立

つ
活
用
方
法
を
取
り
ま
と
め
、市
へ
提
言
し

て
い
き
た
い
」と
話
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、三
楽
荘
で
結
婚
式
を
挙
げ
た
と
い

う
高
瀬
澄
雄
さ
ん
は「
思
い
出
の
い
っ
ぱ
い

詰
ま
っ
た
場
所
。地
域
住
民
の
思
い
を
届
け

よ
う
と
署
名
活
動
を
始
め
、市
民
を
は
じ
め

県
内
外
の
多
く
の
人
に
〝
が
ん
ば
っ
て
〟
と

勇
気
づ
け
ら
れ
た
。地
元
住
民
の
中
に
は
、

三
楽
荘
の
保
存
を
行
政
ま
か
せ
に
せ
ず
、秋

の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
〝
た
る
募
金
〟
を
始
め

よ
う
と
か
、庭
の
草
取
り
や
風
通
し
ぐ
ら
い

は
自
分
た
ち
で
し
よ
う
な
ど
の
声
も
出
て

い
る
。地
域
の
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
守

っ
て
い
き
た
い
」と
熱
い
思
い
を
寄
せ
て
い

ま
す
。

　
民
間
施
設
か
ら
市
の
施
設
へ
。市
民
の
貴

重
な
共
有
財
産
と
し
て
、有
効
活
用
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

明三

三
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集
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活
用
策
を
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「
三
楽
荘
」保
存
の
経
緯
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ま
ち
　
や



昭和29年愛知県生まれ。昭和52年東京大
学工学部建築学科卒業。平成13年から現職。
日本の古建築（神社・寺院・城・民家・近代
建築）に関する文化財学で、全国でも数少
ない文理科横断的研究を推進する。また、
全国各地を実地調査し、文化財建造物の
保存活用の研究を行うほか、広島市や尾
道市などの文化財審議会等委員など多数
兼任する。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】

現
代
に
お
い
て
二
度
と

建
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
大
邸
宅

三浦　正幸さん

三明

文

県
内
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
価
値

楽
荘
は
、建
築
材
料
そ
し
て
建
築
技

術
が
最
も
優
れ
た
広
島
県
随
一
の

民
家
と
言
え
ま
す
。

　
建
築
材
料
は
、驚
く
ほ
ど
高
価
な
も
の
を

使
用
し
て
い
ま
す
。土
間
の
梁
は
、一
般
的

に
マ
ツ
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、三
楽
荘
は
贅
沢
に
も
ヒ
ノ
キ
を
使
用
し
、

し
か
も
磨
き
丸
太
で
光
沢
を
出
し
て
い
ま

す
。こ
れ
は
前
代
未
聞
、日
本
で
唯
一
で
す
。

国
宝
の
姫
路
城
天
守
閣
で
も
、そ
ん
な
贅
沢

は
し
て
い
ま
せ
ん
。そ
し
て
、銘
木「
屋
久
杉
」

を
母
屋
の
座
敷
な
ど
に
使
用
し
て
い
ま
す
。

「
屋
久
杉
」は
今
や
世
界
自
然
遺
産
で
伐
採

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、創
作
力
の
す
ば
ら

し
さ
。各
部
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
、当
時

の
最
先
端
の
技
術
、創
作
力
を
取
り
入
れ
て

い
る
点
で
す
。大
広
間
の
鴨
居
の
上
に
水
平

に
打
ち
つ
け
た
長
押
は
、一
本
材
を
加
工
し

た
二
重
仕
上
げ
で
、日
本
で
唯
一
で
す
。縁

は
、角
を
ス
プ
ー
ン
で
す
く
っ
た
よ
う
に
削

っ
た「
さ
じ
面
」仕
上
げ
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
の
輸
入
家
具
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
、非
常

に
モ
ダ
ン
な
細
工
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。三

楽
荘
は
、横
山
林
太
郎
と
い
う
大
工
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、間
違
い
な
く
広

島
県
一
の
大
工
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

世
の
中
か
ら
大
邸
宅
が
消
え
る
？

治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
は
、日

本
の
長
い
歴
史
の
中
で
、最
も
大
工

技
術
が
優
れ
、最
も
価
値
の
高
い
建
物
が
建

て
ら
れ
た
時
期
。そ
の
優
れ
た
技
術
を
発
揮

で
き
る
場
所
が
大
邸
宅
で
し
た
。

　
現
在
、個
人
で
維
持
修
繕
が
で
き
な
い
、

代
替
わ
り
し
て
相
続
税
が
払
え
な
い
な
ど

の
理
由
で
、大
邸
宅
の
保
存
が
困
難
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。そ
れ
も
最
も
良
い
建
物
か

ら
取
り
壊
さ
れ
、さ
ら
地
に
し
て
販
売
さ
れ

て
い
る
状
況
で
す
。こ
の
ま
ま
い
く
と
、大

邸
宅
が
世
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
危
機
感
を
持
っ
た
自
治
体
だ
け

が
立
ち
上
が
っ
て
、今
回
の
庄
原
市
の
よ
う

に
大
邸
宅
を
保
存
し
て
い
ま
す
。結
局
、大

邸
宅
を
保
存
す
る
方
法
は
、行
政
が
買
う
し

か
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。三
楽
荘
を

保
存
し
な
け
れ
ば
、庄
原
市
が
全
国
に
冠
た

る
文
化
レ
ベ
ル
を
誇
り
、広
島
県
で
最
も
立

派
な
建
物
が
建
つ
ほ
ど
栄
え
た
と
い
う
証

拠
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
方
で
、保
存
す
る
か
ら
に
は
、有
効
活

用
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。一
般
公

開
し
て
、観
光
拠
点
に
す
る
こ
と
も
良
い
で

す
が
、そ
れ
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
の
で
、

や
は
り
地
元
の
方
に
活
用
策
を
考
え
て
も

ら
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。例
え
ば
、お
茶

や
お
花
な
ど
文
化
活
動
の
場
、学
習
体
験
の

場
、研
修
会
の
場
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
活
用
を
組
み
合
せ
る

こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

三
楽
荘
は
郷
土
の
誇
り

化
財
に
対
す
る
投
資
は
非
常
に
大

事
で
す
。自
分
た
ち
の
郷
土
に
い
い

物
が
あ
る
と
、郷
土
に
対
す
る
愛
着
が
生
ま

れ
、こ
こ
に
住
ん
で
い
る
自
分
た
ち
に
も
自

信
が
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。観
光
客
が

増
え
る
な
ど
、直
接
的
な
経
済
効
果
も
期
待

で
き
ま
す
が
、そ
れ
以
上
に
お
金
に
換
算
で

き
な
い
効
果
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
三
楽
荘
は
建
築
材
料
の
入
手
や
搬
入
な

ど
を
考
え
る
と
、現
代
に
お
い
て
二
度
と
建

築
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。広
島
県
随
一

の
建
物
が
庄
原
市
に
あ
る
と
い
う
誇
り
を

大
切
に
し
て
、こ
れ
か
ら
は
市
民
の
財
産
だ

と
思
っ
て
、有
効
に
保
存
・
活
用
を
考
え
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

高価な材料を多用した母屋庭　園

離れ２階の手すり付きの縁側

屋久杉の１枚板を透かし彫りした欄間離れ２階　床・床脇

広島大学大学院
文学研究科教授

弐「
三
楽
荘
」の

　
　
　
価
値
を
知
る

【特集】 02三楽荘の活用策を考える

ヒノキを使用した梁

み　   うら まさ　 ゆき
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【特集】 03三楽荘の活用策を考える

価
値
あ
る
建
物
も
財
政
難
の
中
で
は
、今
後
の
改
修
費
や
維
持
管
理
費
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
。

ま
た
、本
年
度
整
備
予
定
の「
東
城
市
街
地
ま
ち
な
か
拠
点
施
設
」と
の
機
能
分
担
は
ど
う
な
る
の
か
、

江
角
忠
也
副
市
長
に
聞
き
ま
し
た
。

参
―
ど
の
よ
う
に「
三
楽
荘
」を
保
存
し
て

い
き
ま
す
か
。

　
大
ま
か
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
い
う
と
、6

月
ご
ろ
に
土
地
を
購
入
し
、8
月
に
登
録
有

形
文
化
財
の
申
請
を
行
い
ま
す
。

　
登
録
有
形
文
化
財
の
指
定
を
受
け
る
メ

リ
ッ
ト
は
、建
物
に
付
加
価
値
を
付
け
て
市

内
外
へ
P
R
で
き
る
こ
と
で
す
。文
化
財
登

録
制
度
は
、歴
史
的
建
造
物
な
ど
を
守
り
、

地
域
の
資
産
と
し
て
活
か
す
た
め
の
制
度

で
、外
観
を
大
き
く
変
え
な
け
れ
ば
内
部
を

改
装
し
、レ
ス
ト
ラ
ン
や
資
料
館
な
ど
と
し

て
の
活
用
も
で
き
ま
す
。ま
た
、改
修
は
有

利
な
補
助
金
を
活
用
す
る
な
ど
、市
の
財
政

負
担
を
抑
え
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
、市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
、具
体
的
な
活
用
方
法
を
ま
と
め
、早

め
に
活
用
方
法
に
応
じ
た
改
修
に
入
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
改
修
費
や
維
持
管
理
費
は
ど
れ
く
ら

い
に
な
り
ま
す
か
。

　
現
在
、雨
漏
り
が
し
て
い
る
状
況
な
の
で
、

ま
ず
傷
み
が
激
し
い
屋
根
瓦
な
ど
の
修
繕

を
急
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。そ
の
他
の
修
繕
に
つ
い
て
は
、活
用

方
法
が
ま
と
ま
っ
て
か
ら
決
め
て
い
き
ま

す
。改
修
費
は
、市
の
試
算
で
約
7
5
0
0

万
円
を
見
積
も
っ
て
い
ま
す
が
、活
用
方
法

に
よ
っ
て
は
増
減
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。ま
た
、維
持
管
理
費
に
つ
い
て
も
、活

用
方
法
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、地
元
住

民
の
方
か
ら「
掃
除
や
庭
の
手
入
れ
な
ど
、

自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
は
協
力
す
る
」と

言
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、市
民
パ
ワ

ー
を
活
用
し
な
が
ら
経
費
節
減
に
努
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
東
城
市
街
地
ま
ち
な
か
拠
点
施
設
と

の
機
能
分
担
は
。

　
東
城
市
街
地
ま
ち
な
か
拠
点
施
設
は
、

〝
住
民
活
動
の
拠
点
と
な
り
、憩
い
の
場
と

な
る
施
設
〟
を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
に
、市
民

会
議
で
の
意
見
や
提
案
な
ど
を
反
映
し
な

が
ら
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
施
設
に
は
、ま
ち
な
か
の
情
報
を
提

供
す
る「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」、農
産
加

工
品
や
手
作
り
品
な
ど
を
販
売
す
る「
シ
ョ

ッ
プ
コ
ー
ナ
ー
」、軽
食
を
提
供
す
る「
蔵
」

の
ほ
か
、「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
」や「
イ

ベ
ン
ト
ス
テ
ー
ジ
」、「
休
憩
コ
ー
ナ
ー
」な

ど
、多
彩
な
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
拠
点
施
設
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

三
楽
荘
な
ど
ま
ち
な
か
の
観
光
施
設
を
紹

介
す
る
こ
と
が
で
き
、年
間
を
通
し
て
観
光

客
や
地
域
住
民
が
ま
ち
な
か
を
楽
し
め
る

よ
う
に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。現
在
、

運
営
組
織
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、地
域
住

民
が
主
体
的
に
活
躍
で
き
る
場
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
一
方
で
、三
楽
荘
は
高
級
感
の
あ
る
歴
史
・

文
化
を
体
験
で
き
る
施
設
と
し
て
癒
し
の

空
間
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。食
事
・

宿
泊
・
文
化
資
産
展
示
・
伝
統
文
化
継
承
な

ど
の
機
能
を
持
た
せ
、回
遊
性
の
あ
る
観
光

施
設
が
理
想
で
す
。単
な
る
展
示
施
設
で
は

な
く
、儲
け
ら
れ
る
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と

で
、経
営
者
を
全
国
か
ら
公
募
す
る
な
ど
、

民
間
的
経
営
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
拠
点
施
設
と
三
楽
荘
、道
の
駅
の
３
つ
の

施
設
が
そ
れ
ぞ
れ
機
能
分
担
し
、連
携
す
る

こ
と
で
、総
合
的
に
東
城
町
の
魅
力
を
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
、東
城
全
体
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

傷みが激しい屋根 外　壁

正面から見た三楽荘

●母屋（１階）は、フルオ－プンにすると建物と屋外が一体化する。

●インフォメーションコーナーは、観光やイベント、地域の情報など

多様な情報の収集・発信を行う。

●休憩所コーナーは、住民も観光客も立ち寄りやすい雰囲気にし、イ

ンフォメ－ションと繋がっており、寄り合いの場にもなる。

●ギャラリースペースは、自由に出入りできるギャラリー（通り庭）で、

いろいろな展示などができる。

●ショップコーナーは、特産品、手作り品などの販売、チャレンジシ

ョップなどを行う。ショップ内、軒下にくつろげるテ－ブルと椅子

を置き、そこで購入したものを食べることができる。

●母屋（２階）は、多目的ホ－ルで、会議室、地域住民の寄り合いの場、

講演会や教室、作品展などができる。

●中庭は、集いの空間、緑と水のせせらぎによる癒しの空間となる。

常設のイベントステ－ジがあり、いろいろなイベントができる。ス

テ－ジ後ろの壁スクリ－ンも利用可能。２階テラスからもイベン

トを観ることができる。

　カフェテラスとしても利用できる。

●蔵は、お茶屋で、鉄板焼き、駄菓子等を販売する。食のイベントの開

催やチャレンジ食の提供などもできる。

●隣との間の５ｍ道路は、町屋小路で、横丁の雰囲気を演出する。交

流の場、朝市フェスタなどにも利用できる。車道としては、極力利

用しないように誘導する。

東城まちなか拠点施設完成予想図

【目的】 まちなか散策・イベント

【目的】 歴史・文化を見る

【客層】 目的により集まる

【客層】 中高年・若い女性

【目的】 東城周辺観光

【客層】 多様な人々
東城まちなか
周遊イメージ

（案）

民間的経営

【多目的ホール】 地域の文化教室的催し

【イベントスペース】 イベント開催

【物販】 手づくり・展示販売

【情報】 東城～まちなか

【食事】 軽食

【休憩】 観光情報を見ながら

癒し 玄関

【情報】 広域～東城内

【物販】 全般

【食事】 地元らしいメニュー

【産直】 地元特産品

機　能

機　能

【食事】 季節限定・郷土料理

【文化資産展示】 お通り

【多目的利用】 伝統文化・
　　　　　　 継承イベント

機　能

第三セクター
拠点施設

地域主体

儲ける

サービス提供

宿泊施設宿泊施設

ゆったりくつろぐ

道の駅三楽荘

ふれあい交流

「
三
楽
荘
」の

  

課
題
に
迫
る

東城市街地活性化事業推進市民会議

い
や

も
う

江角　忠也 事業担当副市長

ただ　 なりえ　   すみ
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【特集】 04三楽荘の活用策を考える

近藤　久子
昭和23年東城町川東生まれ。
東城高校卒業。旧東城町議会
議員8年。庄原市自治振興区活
動促進補助金審査委員。東城
まちなみ保存振興会副会長な
ど多数委員として活動。

大石　義一
昭和18年大阪生まれ。現在、京
都造形芸術大学環境デザイン
学科教授。㈱京都デザインハ
ウス取締役。（社）京都デザイン
協会副理事長。軸足を建築に
置きながら都市の問題、地域
の問題に触れつつ、設計を手
掛けている。

高柴　順紀
昭和18年東城町森生まれ。鳥
取大学農学部卒業後、菊作り。
平成17年から庄原市文化財保
護審議会委員。

　
〝
城
下
町
の
ま
ち
な
み
〟を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
、春
と
秋
に
イ
ベ
ン
ト
を
始
め
て
4
年
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」に
約
4
万
人
、「
春
ま
つ
り
」

に
約
2
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
、「
三
楽
荘
」の
存
在
が
い
か
に

大
き
い
か
気
が
付
き
ま
し
た
。や
は
り
メ
イ

ン
は
こ
こ
だ
と
。観
光
客
が
玄
関
を
入
る
と
、

「
え
ー
」と
か「
お
ー
」と
い
う
ど
よ
め
き
が

聞
こ
え
て
き
ま
す
。「
こ
ん
な
山
の
中
に
、な

ん
で
こ
ん
な
立
派
な
建
物
が
あ
る
の
？
」と

驚
く
様
子
は
、地
元
住
民
に
と
っ
て
か
な
り

痛
快
で
う
れ
し
く
感
じ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
、三
楽
荘
を
う
ま
く
P
R
し
て

い
け
ば
、町
家
と
し
て
歴
史
的
価
値
の
あ
る

建
物
な
の
で
、伝
統
芸
能
の
継
承
の
場
で
あ

っ
た
り
、地
域
の
人
た
ち
が
ア
イ
デ
ア
を
活

か
し
気
軽
に
利
用
で
き
る
場
だ
っ
た
り
、年

間
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
活
用
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
な
か
の
他
の
魅
力
も
P
R
し

て
、三
楽
荘
を
中
心
に
ま
ち
な
か
全
体
が
活

性
化
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
過
去
の
遺
産
を
次
の
世
代
に
ど
う
つ
な

い
で
い
く
の
か
、今
生
き
て
い
る
私
た
ち
の

責
任
で
す
。三
楽
荘
は
今
で
も
十
分
に
価
値

あ
る
建
物
な
の
で
、将
来
的
に
は
さ
ら
に
価

値
が
高
ま
る
と
予
想
し
て
い
ま
す
。

　
三
楽
荘
の
ほ
か
に
、東
城
の
ま
ち
な
か
に

は
、横
山
林
太
郎
と
い
う
大
工
が
建
て
た
民

家
が
10
数
軒
あ
り
、ど
れ
も
立
派
な
建
物
で

す
。高
齢
者
に
聞
き
取
り
調
査
を
す
る
な
ど
、

横
山
林
太
郎
の
歴
史
や
当
時
の
様
子
を
ひ

も
と
く
と
、さ
ら
に
ま
ち
な
か
の
魅
力
が
高

ま
る
と
思
い
ま
す
。

　
三
楽
荘
は
工
夫
し
だ
い
で
維
持
管
理
費
は

抑
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
た
め
に

も
旅
館
業
を
続
け
て
儲
け
る
施
設
と
し
て
活

用
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。採
算
ラ
イ
ン

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、せ
っ
か
く
宿
泊
す
る

設
備
が
あ
る
の
で
、週
末
や
期
間
限
定
な
ら
、

継
続
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
東
城
の
ま
ち
な
か
の
魅
力
は
、古
い
立
派

な
ま
ち
な
み
が
現
存
し
な
が
ら
、な
お
か
つ

生
き
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
。そ
の
中
心
に

あ
る
の
が
、三
楽
荘
で
す
。旧
街
道
の
交
差

点
に
あ
り
、ど
こ
か
ら
で
も
よ
く
見
え
る
場

所
に
あ
る
こ
と
、そ
の
た
た
ず
ま
い
は
、シ

ン
ボ
ル
化
し
や
す
く
、と
て
も
魅
力
が
あ
り

ま
す
。こ
れ
は
、東
城
町
の
も
の
だ
け
で
は

な
く
、日
本
人
の
も
の
で
す
。市
外
に
住
ん

で
い
る
私
た
ち
も
残
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
し
た
。そ
の
た
め
に
、必
要
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、全
国
へ
呼
び
か
け
た
ら
い
い
と
思
い

ま
す
。

　
一
方
で
、ま
ち
な
み
の
魅
力
が
十
分
に
生

か
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。今
回
、

私
が
デ
ザ
イ
ン
し
た「
東
城
市
街
地
ま
ち
な

か
拠
点
施
設
」は
、地
元
の
若
者
が
こ
の
町

に
い
た
い
と
思
う
場
所
、そ
の
拠
点
に
し
た

い
と
思
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
観
光
客
に

も
来
て
ほ
し
い
し
、い
ろ
ん
な
情
報
が
入
る

し
、僕
ら
の
や
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と

思
え
る
場
面
を
作
り
た
か
っ
た
。町
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
人
で
す
。も
ち
ろ
ん
高
齢
者
や
主

婦
の
方
に
も
活
用
し
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、

若
者
が
こ
こ
で
育
っ
て
、こ
こ
で
が
ん
ば
っ

て
く
れ
な
い
と
町
の
活
気
は
失
わ
れ
て
い

き
ま
す
。こ
こ
を
拠
点
に
し
て
外
に
向
か
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。若
者
の
活
躍
が
ま
ち
な
み
の
魅

力
を
生
か
す
の
で
す
。

　
三
楽
荘
の
活
用
方
法
と
し
て
は
、ま
ず
宿

泊
で
す
。観
光
で
大
切
な
こ
と
は
泊
ま
る
こ

と
。私
た
ち
も
少
し
立
ち
寄
っ
た
だ
け
の
と

こ
ろ
は
記
憶
に
残
り
ま
せ
ん
。泊
ま
る
と
そ

の
日
の
夜
が
寂
し
か
っ
た
と
か
、宿
を
出
た

と
こ
ろ
の
飲
み
屋
さ
ん
が
お
も
し
ろ
か
っ

た
と
か
、そ
う
い
う
町
を
知
る
た
め
に
は
宿

泊
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。今
後
は
、三
楽
荘
に

行
っ
て
泊
ま
っ
て
み
た
い
と
思
わ
せ
る
こ

と
が
大
事
で
、そ
の
た
め
に
も
拠
点
施
設
が

重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。そ
こ
に
行
っ
た
ら

朝
市
を
し
て
い
る
、ご
飯
の
後
の
お
い
し
い

プ
リ
ン
が
食
べ
ら
れ
る
、町
の
人
と
交
流
で

き
る
な
ど
、ま
ち
を
ぶ
ら
ぶ
ら
で
き
る
場
所

と
い
う
の
が
東
城
の
ま
ち
な
か
に
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
土
産
物

売
り
場
は
、1
カ
所
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。観
光
地
に
は
こ
う
い

う
機
能
が
し
つ
こ
い
ぐ
ら
い
な
い
と
、観
光

客
は
ほ
し
い
情
報
を
入
手
で
き
な
い
し
、買

い
物
も
十
分
に
で
き
ま
せ
ん
。

　
三
楽
荘
と
拠
点
施
設
は
お
互
い
に
欠
か

せ
な
い
存
在
で
あ
り
、き
ち
ん
と
す
み
分
け

が
で
き
ま
す
。他
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
も
連

携
・
協
力
し
な
が
ら
、地
域
が
活
性
化
す
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト
や
地
域
利
用
な
ど

年
間
を
通
じ
た
活
用
を

東
城
ま
ち
な
み
保
存
振
興
会

副
会
長
　
近
藤
　
久
子 

さ
ん

ま
ち
な
み
に
泊
ま
り
た
い
と

思
わ
せ
る
仕
掛
け
を

京
都
造
形
芸
術
大
学

教
授
　
大
石
義
一
さ
ん

ギャラリーでにぎわう三楽荘

四
「
三
楽
荘
」を

地
域
振
興
に
活
か
す

　
三
楽
荘
の
活
用
方
法
、そ
し
て
東
城
市

街
地
の
活
性
化
を
市
民
の
皆
さ
ん
と
一
緒

に
考
え
て
い
く
た
め
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
歴

史
・
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」を
開

催
し
ま
す
。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
東
城

の
町
並
み
と
こ
れ
か
ら
」と
題
し
て
、学
識

経
験
者
に
よ
る
講
演
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。町
並
み
の
魅
力

に
触
れ
な
が
ら
、今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
ま
た
、広
報
紙
を
読
ん
だ
感
想
や
、シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
感
じ
た
思
い
を
東
城
支
所
ま

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。市
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
・
要
望
を
踏
ま
え
な
が
ら
、今
後
の
活

用
方
法
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

  

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
歴
史
・
文
化
を

  

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」

と
　
き
　
6
月
22
日（
月
）

13
時
30
分
～
15
時

と
こ
ろ
　
旅
館「
三
楽
荘
」

内
　
容
　「
東
城
の
町
並
み
と
こ
れ
か
ら
」

【
町
屋
建
造
物「
三
楽
荘
」調
査
報
告
】

県
立
広
島
大
学
名
誉
教
授
　
野
原
建
一

【
町
並
み
か
ら
見
た
東
城
の
力
】

京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授
　
大
石
義
一

【
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
】

出
演
予
定
者

野
原
建
一（
県
立
広
島
大
学
名
誉
教
授
）

大
石
義
一（
京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授)

坪
井
高
義（
㈱
総
合
広
告
社
代
表
取
締
役

専
務)

安
川
　
保（
上
町
自
治
振
興
区
会
長
）

近
藤
久
子（
東
城
ま
ち
な
み
保
存
振
興
会

副
会
長)

江
角
忠
也
（
庄
原
市
役
所
副
市
長
）

問
い
合
わ
せ

東
城
支
所
地
域
振
興
室
商
工
観
光
係

鈎
0
8
4
7
7
―
2
―
5
0
0
3

〒
7
2
9
―
5
1
2
1

庄
原
市
東
城
町
川
東
1
1
7
5

あ
な
た
の「
意
見
」を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い

こん  どう　　     ひさ    こ

歴
史
を
ひ
も
と
き

ま
ち
な
か
の
魅
力
づ
く
り
に

庄
原
市
文
化
財
保
護
審
議
会

委
員
　
高
柴
順
紀
さ
ん

たか　　しば　　     とし   のり

おお     いし　　    よし   かず
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