
笛
吹
市
芦
川
町
伝
統
的
建
造
物
群 

保
存
対
策
調
査
報
告
書 

『
芦
川
～
兜
造
民
家
と
石
垣
の
風
景
』 

            

笛
吹
市
で
は
同
市
の
旧
芦
川
村
地
域
に
つ
い
て
、
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
の
選
定
を
目
指
し
、「
笛
吹
市
芦
川
町
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
委
員
会
」
を
組
織
し
、
平
成

二
十
年
、
二
十
一
年
の
二
ヶ
年
に
わ
た
り
、
芦
川
に
沿
っ
て

形
成
さ
れ
た
集
落
―
上
芦
川
・
新
井
原
・
中
芦
川
・
鶯
宿
―

の
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。 

 

旧
芦
川
村
は
、
過
疎
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
県
内
で
最
も

多
く
の
茅
葺
民
家
が
残
さ
れ
て
い
る
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
今
号
は
、『
報
告
書
』
の
内
容
か
ら
、
笛
吹
市
芦
川

町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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【
笛
吹
市
芦
川
町
の
概
要
】 

 

笛
吹
市
芦
川
町
は
も
と
東
八
代
郡
芦
川
村
で
す
。
平
成
の
大

合
併
に
よ
り
東
八
代
郡
内
の
四
町
四
村
（
芦
川
村
・
石
和
町
・

御
坂
町
・
一
宮
町
・
八
代
町
・
境
川
村
・
中
道
町
・
豊
富
村
）

の
う
ち
、
芦
川
村
・
中
道
町
・
豊
富
村
を
除
く
五
町
村
に
、
東

山
梨
郡
か
ら
春
日
居
町
が
加
わ
り
、
平
成
十
六
年
十
月
に
笛
吹

市
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
後
中
道
町
は
甲
府
市
と
合
併
、
豊

富
村
は
中
巨
摩
郡
田
富
町
と
玉
穂
町
と
合
併
し
中
央
市
と
な

り
ま
し
た
が
、
芦
川
村
は
平
成
十
八
年
八
月
に
笛
吹
市
と
合
併

し
ま
し
た
。 

 

清
流
の
芦
川
に
沿
っ
て
開
け
た
村
で
す
が
、
大
き
く
は
上
記

の
四
集
落
で
成
り
立
ち
ま
す
。 

 

芦
川
は
ほ
ぼ
西
進
し
、
旧
上
九
一
色
村
（
現
甲
府
市
）
、
市

川
三
郷
町
を
流
れ
、
笛
吹
川
に
合
流
し
ま
す
。
上
流
域
に
は
ス

ズ
ラ
ン
の
群
生
地
が
あ
り
、
花
の
咲
く
六
月
頃
に
は
多
く
の
観

光
客
が
訪
れ
ま
す
。
ま
た
、
最
近
は
「
大
石
ト
ン
ネ
ル
」
が
開

通
し
、
河
口
湖
ま
で
至
近
と
な
り
ま
し
た
。
ご
利
用
に
な
っ
た

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

 

茅
葺
の
兜
造
民
家
群
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
上
条
集
落
と
同
様
に
、
か
つ
て
の
主
産
業
は
養
蚕
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
で
す
が
養
蚕
は
昭
和
五
十
五
年
以
降
は

ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
と
い
い
、
そ
れ
に
替
わ
っ
て
広
が
っ
た

の
が
コ
ン
ニ
ャ
ク
栽
培
で
し
た
。 

 

芦
川
町
の
農
地
は
一
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
強
で
す
が
、
そ
の
う

ち
水
田
は
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
水
田
以

外
の
農
地
は
大
半
が
傾
斜
地
で
あ
り
、
耕
作
に
適
す
る
土
地
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
炭
焼
き
や
養
蚕
に
頼
っ
て

い
た
時
代
が
長
く
続
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
水
田
は
多
少
の

広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
農
地
で
は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
・
ニ
ン
ジ

ン
・
パ
セ
リ
・
ト
マ
ト
・
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
な
ど
の
高
冷
地
野
菜
、

特
に
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。 

【
民
家
の
特
徴
】 

 

芦
川
町
の
茅
葺
民
家
の
特
徴
は
、
何
と
い
っ
て
も
「
兜
造
」

と
い
う
形
状
に
あ
り
ま
す
。
兜
造
と
は
寄
棟
（
ま
た
は
入
母
屋
）

の
妻
側
（
両
側
面
）
を
切
り
上
げ
た
も
の
、
あ
る
い
は
屋
根
の

妻
側
に
大
き
な
開
口
部
を
設
け
た
も
の
で
、
妻
側
の
開
口
部
の

上
に
、
庇
状
の
屋
根
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
寄

棟
と
入
母
屋
を
ベ
ー
ス
と
し
た
兜
造
の
構
造
に
は
大
き
な
違

い
は
な
く
、
屋
根
の
頂
部
に
乗
る
棟
木
の
長
さ
に
よ
り
、
寄
棟

型
か
入
母
屋
型
か
分
類
で
き
る
と
の
こ
と
で
す
。
芦
川
町
で

は
、
寄
棟
型
が
多
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
左
上
の
写
真
は
、

最
も
多
い
寄
棟
型
の
兜
造
で
す
。 

 

ま
た
、
片
面
だ
け
兜
造
と
い
う
場
合
も
比
較
的
多
く
、
左
下

の
写
真
は
片
面
兜
造
、
片
面
寄
棟
造
と
い
う
例
で
す
。 

          

調
査
で
は
、
上
芦
川
地
区
で
三
十
七
軒
、
新
井
原
地
区
で
十

五
軒
、
中
芦
川
地
区
で
四
十
四
軒
、
鶯
宿
地
区
で
六
十
軒
の
、

合
計
百
五
十
六
軒
の
茅
葺
民
家
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
兜
造
の

主
屋
と
と
も
に
、
集
落
の
景
観
を
特
徴
付
け
て
い
る
土
蔵
も
九

十
二
棟
確
認
で
き
ま
し
た
。 

 

上
条
集
落
の
民
家
に
顕
著
な
突
き
上
げ
屋
根
に
つ
い
て
は

二
十
六
棟
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
棟
し
か
な
い
地
区

と
、
四
割
の
主
屋
に
付
い
て
い
る
地
区
と
、
四
地
区
の
差
が
著

し
く
現
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
傾
向
で
し
た
。 

 

 



 
 

兜
造
民
家
は
、
峡
東
地
域
の
切
妻
造
民
家
と
同
じ
よ
う
に
、

養
蚕
の
た
め
に
発
達
し
た
民
家
形
態
で
す
。
切
妻
造
民
家
の
突

き
上
げ
屋
根
に
相
当
す
る
も
の
が
、
兜
造
民
家
で
は
妻
側
の
開

口
部
と
な
り
ま
す
。「
養
蚕
に
風
は
必
要
だ
が
光
は
必
要
な
い
」

と
の
考
え
か
ら
、
正
面
に
わ
ざ
わ
ざ
突
き
上
げ
屋
根
を
設
け
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
切
妻
造
民
家
の
突
き
上
げ
屋
根

は
、
養
蚕
の
増
加
に
伴
い
十
八
世
紀
後
半
頃
に
付
加
さ
れ
、
十

九
世
紀
に
入
る
と
広
く
普
及
し
ま
し
た
。
兜
屋
根
へ
の
切
り
替

え
も
、
こ
の
頃
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

兜
造
以
前
は
、
寄
棟
造
や
入
母
屋
造
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
も
古
い
民
家
で
は
、
峡
東
の
切
妻
造
民

家
の
古
例
と
同
じ
「
四
つ
建
」
の
構
造
が
み
ら
れ
、
国
中
地
域

の
民
家
の
影
響
を
受
け
て
建
て
ら
れ
た
も
の
の
、
養
蚕
の
発
達

に
伴
い
、
郡
内
地
域
に
広
く
分
布
す
る
兜
造
の
屋
根
に
改
造
し

た
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

切
妻
型
の
兜
造
民
家
は
、
数
例
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
細
な

調
査
の
結
果
、
改
造
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
も
と
は
寄

棟
造
か
入
母
屋
造
だ
っ
た
も
の
を
、
改
造
に
よ
り
外
観
を
峡
東

地
域
の
切
妻
造
民
家
に
似
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
報
告
書
で

は
「
寄
棟
型
・
入
母
屋
型
の
兜
造
が
定
着
し
た
後
に
、
切
妻
型

の
兜
造
が
増
加
し
た
と
み 

る
べ
き
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

 

 

【
集
落
を
構
成
す
る
文
化
的
景
観
】 

●
石
垣 

 

芦
川
町
を
語
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
景
観
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、「
石
垣
」
で
す
。 

 

傾
斜
地
で
耕
作
す
る
に
は
、
段
上
の
畑
を
作
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
た
め
に
石
垣
は
不
可
欠
で
す
。
芦
川
町
の
石
垣
は
、

集
落
内
の
ど
こ
で
も
目
に
は
い
る
風
景
で
、
小
口
の
石
ば
か
り

を
積
ん
だ
も
の
、
比
較
的
大
き
な
石
を
使
っ
て
い
る
も
の
な

ど
、
多
種
多
様
な
積
み
方
が
み
ら
れ
ま
す
。
河
原
の
石
で
は
な

く
山
か
ら
の
転
石
を
使
っ
て
お
り
、
山
里
の
情
緒
を
醸
し
出
し

て
い
ま
す
。
民
家
に
近
い
石
垣
は
、
強
度
を
と
る
た
め
コ
ン
ク

リ
ー
ト
で
固
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
空

積
み
で
、
技
術
の
高
さ
も
推
し
量
れ
ま
す
。 

 

石
垣
に
は
、
左
下
の
写
真
に
あ
る
よ
う
な
貯
蔵
庫
を
設
け
て

い
る
も
の
も
あ
り
、
豊
か
な
石
垣
の
文
化
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

         

●
芦
川
と
橋 

 

芦
川
町
に
源
流
を
発
す
る
芦
川
は
、
市
川
三
郷
町
で
笛
吹
川

に
合
流
し
ま
す
。
長
い
河
川
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
間
ほ

と
ん
ど
水
を
濁
す
こ
と
な
く
流
れ
る
、
ま
さ
に
清
流
で
す
。

 

芦
川
町
内
の
芦
川
の
流
れ
は
、
上
流
部
に
し
て
は
割
と
穏
や

か
で
す
。
川
幅
が
狭
い
こ
と
と
、
堤
防
が
し
っ
か
り
し
て
い
る

せ
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

 

          

芦
川
に
架
か
る
橋
の
多
く
は
、
丸
太
（
あ
る
い
は
電
柱
）
を

渡
し
、
そ
の
上
に
板
を
打
ち
付
け
た
だ
け
の
橋
で
す
。
交
通
の

た
め
で
は
な
く
、
対
岸
の
畑
や
山
へ
行
く
た
め
の
も
の
で
、
歩

行
者
の
た
め
の
手
摺
す
ら
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
大
雨
で
流

さ
れ
る
た
び
に
架
け
直
し
た
も
の
で
し
ょ
う
が
、
な
ん
と
も
の

ど
か
な
風
景
で
す
。 

           

芦
川
町
は
過
疎
が
深
刻
で
、
人
口
五
百
十
二
人
、
二
百
三
十
八

世
帯
（
二
十
一
年
五
月
）
を
数
え
ま
す
。
河
口
湖
へ
抜
け
る
大
石

ト
ン
ネ
ル
の
開
通
に
よ
り
、
一
時
的
な
活
気
が
み
ら
れ
ま
し
た

が
、
伝
建
へ
の
取
り
組
み
に
よ
り
交
流
人
口
が
増
え
、
恒
久
的
な

活
気
の
復
活
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

甲
州
市
か
ら
は
車
で
一
時
間
程
度
で
す
。
見
学
会
や
交
流
会
な

ど
を
企
画
し
な
が
ら
、
お
互
い
の
刺
激
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

 

 

 


