
甲州民家情報館が（今度こそ）竣工しました！ 
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上
条 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
山
梨
家
並
保
存
会
が
上
条
地
区
で

進
め
て
い
た
「
甲
州
民
家
情
報
館
」
が
完
成

し
、
四
月
十
日
に
竣
工
式
な
ら
び
に
懇
親
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

竣
工
式
に
は
、
地
元
の
皆
様
方
を
は
じ
め
、

市
議
会
議
員
の
方
々
や
副
市
長
も
参
列
さ

れ
、
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

竣
工
式
の
後
、
第
二
回
勉
強
会
を
は
さ
ん

で
懇
親
会
が
開
か
れ
、
家
並
保
存
会
か
ら
の

心
づ
く
し
の
お
料
理
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

翌
十
一
日
に
は
「
お
披
露
目
式
」
と
し
て
、

終
日
一
般
公
開
を
し
ま
し
た
。
新
聞
に
掲
載

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
日
中
大
勢
の
方

が
見
学
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
訪
れ

た
方
に
は
つ
き
た
て
の
餅
と
甘
酒
が
振
る
舞

わ
れ
、
古
民
家
の
中
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時

間
を
満
喫
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

約
一
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
土
日
を

中
心
に
多
く
の
予
約
が
入
っ
て
い
る
そ
う

で
、
評
判
は
上
々
で
す
。 

 

 

岡市議会議長からご祝辞 古屋教育長からご祝辞 

 

佐藤副市長からご祝辞 石川代表理事 お礼のあいさつ 

 

 

懇親会の準備は代

表理事の奥様と工

学院大学の学生さ

んたち 

 

司会の柳通さんも

お疲れ様でした テープカット  

右から 石川さん、教育長、副市長、田辺議員、清雲理事 



「
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
指
定
を
想
定
し
た
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
と
し
て
の
甲
州
民
家
情
報
館
」 

 

情
報
館
竣
工
式
に
合
わ
せ
て
、
教
育
委
員
会
で
は

第
２
回
目
の
勉
強
会
を
企
画
し
ま
し
た
。
講
師
は
、

昨
年
の
第
１
回
と
同
じ
く
、
工
学
院
大
学
教
授
・
後

藤
治
先
生
で
す
。 

 

後
藤
先
生
は
甲
州
民
家
情
報
館
の
設
計
者
で
も
あ

り
、「
こ
う
い
う
使
い
方
を
す
る
た
め
に
、
こ
う
い
う

設
計
に
し
た
」
と
い
う
理
念
を
お
持
ち
で
す
か
ら
、

情
報
館
の
利
活
用
に
つ
い
て
最
も
熟
知
し
て
い
る
方

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

 

そ
の
た
め
、
今
回
の
勉
強
会
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
具
体
的
で
、
そ
れ
で
い
て
情
報
館

を
み
る
こ
と
で
容
易
に
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
よ
う
な
内

容
で
お
願
い
を
し
ま
し
た
。
ず
ば
り
「
伝
建
地
区
内

で
居
住
可
能
な
古
民
家
に
つ
い
て
」
で
す
。 

 

先
生
は
、
茅
葺
民
家
群
の
伝
建
地
区
の
う
ち
「
白

川
村
荻
町
（
岐
阜
県
）
」
と
「
南
丹
市
美
山
町
北
（
京

都
府
）
」
の
事
例
に
つ
い
て
お
話
さ
れ
ま
し
た
。 

 

《
伝
建
地
区
に
つ
い
て
の
お
さ
ら
い
》 

第２回
勉強会

《
茅
葺
民
家
群
で
の
伝
統
的
建
築
物
の
あ
り
方
》 

 

茅
葺
民
家
群
の
伝
建
地
区
は
少
な
く
、
次
の
六
か
所
が
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。 

  
 

下
郷
町
大
内
宿
（
福
島
県
） 

南
砺
市
菅
沼
（
富
山
県
） 

 
 

南
砺
市
相
倉
（
富
山
県
） 

白
馬
村
青
鬼
（
長
野
県
） 

  

こ
の
う
ち
、
美
山
町
北
の
例
と
、
白
川
村
荻
町
の
例
を
み
て
み

ま
す
。 

 

白
川
村
は
、
合
掌
造
が
集
ま 

る
地
区
と
、
居
住
の
た
め
の
地 

区
が
分
れ
て
お
り
、
街
道
側
に 

住
ま
い
す
る
方
が
多
い
で
す
。 

そ
の
た
め
、
比
較
的
厳
し
い
許 

 

昨
年
の
勉
強
会
で
も
お
話
し
ま
し
た
が
、
伝
建
地
区
に
は
当
然

規
制
が
か
か
り
、
「
現
状
変
更
」
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
現

状
変
更
は
教
育
委
員
会
教
育
長
が
許
可
を
し
ま
す
。
許
可
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
各
地
区
で
定
め
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
地

区
の
特
性
に
合
わ
せ
た
許
可
基
準
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

白
川
村
荻
町
（
岐
阜
県
） 

南
丹
市
美
山
町
北
（
京
都
府
） 

可
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
景
観 

が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
茅
葺
民
家
に
人
が
住 

ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は 

な
く
、
民
宿
な
ど
に
使
っ
て
い 

る
例
も
多
く
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
美
山
町
北
は
、
古 

民
家
の
中
に
人
が
住
む
こ
と
を
前 

提
に
、
許
可
基
準
を
策
定
し
て
い 

ま
す
。
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と 

に
よ
り
、
生
活
に
建
物
を
合
わ
せ 

ら
れ
る
よ
う
、
工
夫
す
る
こ
と
が 

で
き
ま
す
。 

 

同
じ
茅
葺
の
伝
建
地
区
で
も
、 

基
準
の
視
点
で
変
わ
り
ま
す
。 

《
上
条
地
区
の
甲
州
民
家
情
報
館
の
場
合
》 

 

美
山
町
は
規
制
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
、
建
物
と
生
活
を
両
立
す

る
例
で
、
白
川
村
は
住
み
分
け
る
こ
と
で
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化

に
対
応
す
る
例
で
す
。
で
も
、「
伝
統
的
建
造
物
で
あ
る
主
屋
に
現

代
的
な
環
境
で
住
み
続
け
て
い
く
こ
と
」
と
、「
歴
史
的
風
致
を
維

持
し
て
い
く
こ
と
」
を
両
立
す
る
に
は
、
も
う
ひ
と
工
夫
必
要
だ

と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
下
屋
を
使
っ
た
住
空
間
拡
大
」
で
す
。 

 

情
報
館
で
は
、
北
側
の
下
屋
に
ト
イ
レ
や
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
を
い

れ
、
東
西
の
下
屋
は
押
入
れ
な
ど
の
収
納
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
い
ま 

す
。
正
面
側
は
縁
側
と
な
り
、
縁 

側
と
居
間
の
境
に
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ 

を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
断
熱
効
果 

を
高
め
る
と
と
も
に
、
外
か
ら
は 

障
子
が
見
え
て
、
歴
史
的
風
致
を 

維
持
し
て
い
ま
す
。 

 
 

本
当
は
も
う
ひ
と
工
夫
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
次
回
の
勉
強
会
ま

で
と
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

 



 


