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特集　民家を活用した民泊その後

の
は
、
関
西
で
は
ま
だ
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
を
モ
デ
ル
ル
ー
ム
と
し
て
も
と
ら
え
て
見

学
会
を
続
け
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

外
国
人
旅
行
者
と
の
交
流

2
0
2
3
年
か
ら
当
社
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

く
れ
る
会
社
と
一
緒
に
、
海
外
か
ら
訪
れ
る
観

光
客
に
向
け
て
日
本
の
伝
統
工
法
な
ど
を
紹
介

す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ツ
ア
ー
を
始
め
ま
し
た
。

　

当
社
で
は
石
場
建
て
伝
統
工
法
に
よ
る
新
築

と
改
修
の
両
方
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
ツ
ア
ー
で
宿
に
泊
ま
る
旅
行
者
に

は
、
ま
ず
日
本
の
木
造
技
術
の
良
さ
と
石
場
建

て
に
つ
い
て
説
明
し
、
用
意
し
た
仕
口
・
継
手

の
模
型
で
、
金
物
を
使
わ
な
い
木
組
み
を
体
験

　

北
陸
地
方
か
ら
の
開
拓
農
家
が
建
て
た
古
民

家
が
多
く
残
っ
て
い
た
厚
真
町
で
は
、
町
が
主

導
し
て
古
民
家
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

寒
さ
と
暮
ら
し
づ
ら
さ
故
に
増
改
築
が
繰
り

返
さ
れ
、
創
建
当
初
の
原
型
を
留
め
る
古
民
家

は
今
や
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

調
査
解
体
し
、
創
建
当
初
の
姿
に
再
生
す
る
と

と
も
に
、
断
熱
性
な
ど
省
エ
ネ
性
能
も
向
上
さ

せ
る
こ
と
で
、
北
海
道
開
拓
を
支
え
た
歴
史
的

建
造
物
を
町
の
未
来
へ
残
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

建
設
費
は
町
で
負
担
し
ま
す
が
、
民
間
に
貸
し

出
す
こ
と
で
賃
料
を
管
理
維
持
費
に
充
て
る
と

い
う
取
り
組
み
が
、
現
在
、
再
生
民
家
3
棟
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
真
鹿（M

A
JIK
A

）」（『
民
家
』1
2
2
号
掲
載
）

2
0
2
1
年
、
設
計
施
工
一
括
の
デ
ザ
イ

ン
ビ
ル
ド（
D
B
）方
式
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
で
当

社
が
受
注
し
た
旧
山
口
邸
は
、
一
棟
貸
し
の
宿

と
本
格
ハ
ン
バ
ー
グ
の
食
べ
ら
れ
る
店
舗
「
真

鹿（M
A
JIK
A

）」
と
し
て
現
在
運
営
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

明
治
41
年
に
福
井
県
か
ら
の
入
植
者
が
建
て

た
農
家
住
宅
で
、
越
前
型
の
間
取
り
の
特
徴
で

あ
る
8
畳
4
室
の
整
形
四
間
取
り
と
意
匠
な
ど

が
再
生
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
仏
間
の
上
手
に
仏
壇
の
間
、
座
敷
の

を
現
し
に
し
、
木
組
み
の
も
つ
美
し
さ
を
見
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
も
し
て
い
ま
す
。
水
回
り

の
配
置
は
現
代
の
暮
ら
し
に
合
う
よ
う
に
再
配

置
す
る
こ
と
で
、
長
く
建
物
を
使
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

2
0
2
3
年
6
月
の
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

か
ら
ま
だ
間
も
な
い
で
す
が
、
国
内
外
か
ら
多

く
の
お
客
様
を
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。
新
千
歳

空
港
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
も
あ
り
、
旅
行

初
日
や
最
終
日
に
泊
ま
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

多
い
そ
う
で
す
。
ま
た
、
昨
年
は
千
歳
や
札
幌

エ
リ
ア
の
ホ
テ
ル
急
騰
も
あ
り
、
閑
散
期
は
ビ

ジ
ネ
ス
利
用
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

海
外
か
ら
の
旅
行
者
は
、
こ
の
古
民
家
に
泊

ま
る
こ
と
を
１
つ
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
と
し
て

楽
し
み
、
日
本
旅
行
の
思
い
出
作
り
に
も
一
役

買
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
民
家
を
目
的
に
、
往

来
が
増
え
、
厚
真
町
の
関
係
人
口
が
増
え
る
こ

と
は
、
縄
文
時
代
よ
り
北
の
玄
関
口
と
し
て
栄

え
て
き
た
か
つ
て
の
厚
真
町
の
姿
と
重
な
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

簡
易
宿
所
へ
の
用
途
変
更

　

現
在
は
、
店
舗
兼
用
住
宅
で
民
泊
と
し
て
運

営
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
な
る
活
用
の
た
め
宿

泊
日
数
に
制
限
の
な
い
簡
易
宿
所
に
用
途
変
更

し
よ
う
と
計
画
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

変
更
の
た
め
に
は
、
建
築
基
準
法
に
適
合
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
の
対
策

を
施
す
と
本
来
の
意
匠
性
を
失
う
こ
と
に
も

な
っ
て
し
ま
う
の
が
古
民
家
活
用
の
悩
ま
し
い

と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

し
て
も
ら
い
ま
す
。
再
生
を
終
え
た
お
客
様
の

家
に
案
内
し
た
り
、
林
業
家
に
も
協
力
し
て
も

ら
っ
て
、
伐
採
を
行
っ
て
い
る
山
に
も
案
内
し

て
林
業
家
の
話
を
聞
く
こ
と
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

入
れ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
終
え
た
後
に

は
、
ゲ
ス
ト
と
職
人
、
ガ
イ
ド
も
同
席
し
、
と

も
に
夕
食
を
と
り
な
が
ら
い
ろ
ん
な
話
を
し
ま

す
。
建
築
の
つ
く
り
手
も
一
緒
に
話
を
す
る
こ

と
は
、
重
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

海
外
か
ら
来
ら
れ
て
7
日
以
上
宿
泊
さ
れ
る

お
客
様
が
口
を
そ
ろ
え
て
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、

地
元
な
ら
で
は
の
食
と
酒
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な

地
元
の
方
々
と
の
ふ
れ
あ
い
の
体
験
に
つ
い
て

で
す
。
日
本
で
の
無
農
薬
野
菜
の
つ
く
り
方
に

興
味
の
あ
る
お
客
様
に
は
、
地
元
で
お
付
き
合

い
の
あ
る
農
家
を
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

日
本
に
は
四
季
が
あ
る
か
ら
野
菜
が
も
の
す
ご

く
美
味
し
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

海
外
か
ら
の
宿
泊
者
の
S
N
S
で
、
御
所

の
町
並
み
や
「
東
風
の
宿
」
の
こ
と
が
広
が
り

始
め
て
い
ま
す
。
海
外
に
は
日
本
建
築
が
好
き

な
人
が
か
な
り
い
る
の
で
、
海
外
で
日
本
建
築

を
建
て
た
り
、
逆
に
海
外
か
ら
の
投
資
で
日
本

の
民
家
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
も
ら
い
、
宿
泊
施

設
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

民
泊
・
モ
デ
ル
ル
ー
ム
・
ツ
ア
ー

　

今
後
も
、
民
泊
・
モ
デ
ル
ル
ー
ム
・
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
ツ
ア
ー
を
う
ま
く
連
動
さ
せ
て
、
木
造

建
築
の
良
さ
を
伝
え
、
地
域
の
活
性
化
に
少
し

で
も
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
奈
良
県
・
登
録
事
業
者
　
佐
藤
仁
）

奥
に
僧
侶
が
休
憩
す
る
坊
主
の
間
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
北
陸
地
方
の
特
徴
で
あ
る
浄
土
真
宗
の

農
家
住
宅
の
中
で
も
上
層
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
で
は
古
く

か
ら
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
現
在
は
貴
重
な

木
材
で
あ
る
「
エ
ン
ジ
ュ
」
が
要
所
に
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
民
家
の
希
少
性

が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
様
式
を
忠
実
に
再
生
す
る
だ
け
で

な
く
、
以
前
は
天
井
裏
に
隠
れ
て
い
た
小
屋
組

　

し
か
し
、基
準
法
の
「
適
用
除
外
」
を
受
け
る
、

と
い
う
道
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
厚
真
町
が
条
例
に
基
づ
き
「
保
存
建

築
物
」
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
北
海
道
建
築
審

査
会
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
、「
保
存
建
築

物
」
に
指
定
さ
れ
、
法
の
「
適
用
除
外
」
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現

行
法
に
見
合
わ
な
い
今
回
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

も
火
災
報
知
器
や
非
常
灯
な
ど
の
設
備
設
置
、

宿
泊
者
の
火
器
不
使
用（
I
H
は
使
用
可
）な
ど

の
代
替
措
置
で
用
途
変
更
が
で
き
る
と
い
う
も

の
で
す
。

　

安
田
侃か
ん

の
野
外
彫
刻
美
術
館
に
併
設
さ
れ
た

「
ア
ル
テ
ピ
ア
ッ
ツ
ァ
美
唄＊

」
と
と
も
に
、
北

海
道
に
お
け
る
建
築
基
準
法
の
適
用
除
外
の
最

初
の
事
例
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
北
海
道
・
登
録
事
業
者
　
武
部
豊
樹
）

武
部
建
設
㈱

宿から歩いて3分圏
内には、昔ながらの
手づくり豆腐やさん
が揚げたてのうす揚
げ・厚揚げ・豆腐ドー
ナツを販売されてい
ます

地元農家に海外からのご夫妻をご紹介

築100年の郵便
局舎を改装した
カフェでは、地
元の野菜を使っ
たランチをご提
供し、古民家を
改装した陶芸工
房では作陶体験
ができます

北
海
道
厚あ

つ

真ま

町
の

古
民
家
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

坊主の間

土　間

広間b座敷b

広間a座敷a

ポーチ

便所

便所

棚

浴室

ｼｬﾜｰ

脱衣室
手洗器

風除室

洗面

厨房

縁側

仏壇の間

＊アルテピアッツァ美唄：閉校した旧栄小学校の体育館を1991年に交流スペース、アートスペースに改修。貴重な架構や意匠を
備えた建物。美術館から集会所への用途変更にあたり、「保存建築物」に登録し、「保存」と「施設活用」の両立を図っている。

●旧山口邸　
　民泊から簡易宿所への用途変更後に不適格となる箇所と
　その対応

不適格内容
令114条

防火上主要な間仕切り壁の規定に適合しない

（右図　　　　　の間仕切り）

代替措置

早期の火災覚知、利用者の避難誘導のため、
住宅用火災警報器、非常用照明、誘導灯を設置、
二方向避難の確保

各居室から避難出口までの距離が10m以内

ソフト対策としては、消火器の設置、館内の
火気使用の禁止、宿泊部分の火気不使用（IH調
理器、電子レンジなど）

上記以外は、現行法に適合させる

「真鹿（MAJIKA）」
所在地：北海道勇払郡厚真町
築113年の木造平屋を移築再生
営業種別：民泊、飲食店
営業開始：2023年
建築主：厚真町
管理者：Open Town厚真一般社団法人
主な内容：一棟貸し、8畳4室
　　　　　宿泊人数最大12名

外観座敷a

土間から広間を見る 広間b 土間を改修した飲食店

縁側 座敷b

飲食店民泊施設住宅（家主）

（右図　　　　　の間仕切り）


