
笛
吹
市
芦
川
町
の 

見
学
を
し
ま
し
た 

  

笛
吹
市
芦
川
町
（
旧
芦
川
村
地
域
）
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
上

条
報
告
』
第
十
六
号
で
ご
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
十
月
十
六

日
に
中
村
一
仁
さ
ん
、
中
村
一
男
さ
ん
、
中
村
富
博
さ
ん
、
中
村

勇
さ
ん
の
四
名
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
山
梨
家
並
保
存
会
の
柳
通
さ
ん
、
教
育

委
員
会
・
飯
島
の
計
六
名
で
見
学
に
行
き
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
柳
通
さ
ん
の
お
取
り
計
ら
い
で
、
芦
川
町
に
住
ま
い

さ
れ
て
い
る
建
築
士
・
北
川
洋
さ
ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
上

芦
川
集
落
を
歩
き
ま
し
た
。
北
川
さ
ん
は
、
中
芦
川
集
落
の
古
民

家
で
生
活
さ
れ
て
お
り
、
「
笛
吹
市
芦
川
町
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
対
策
調
査
」
の
調
査
員
も
務
め
て
い
ま
し
た
。 

 

芦
川
町
は
、
芦
川
に
沿
っ
て
集
落
が
点
在
す
る
と
こ
ろ
で
、
芦

川
の
上
流
か
ら
「
上
芦
川
」
「
新
井
原
」
「
中
芦
川
」
「
鶯
宿
」
の

四
集
落
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
う
ち
新
井
原
は
上 

芦
川
か
ら
分
か
れ
た
枝 

村
で
、
他
の
三
集
落
ほ 

ど
の
歴
史
は
あ
り
ま
せ 

ん
が
、
か
つ
て
は
石
垣 

職
人
や
茅
葺
職
人
が
住 

ん
で
い
た
そ
う
で
、
現 

在
残
っ
て
い
る
芦
川
町 

の
景
観
形
成
に
深
く
関 

わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

 
農啓庵で記念撮影 左から二人目が

北川さんで、一番左は息子さん 
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水
路
と
若
彦
路
の
里 

上
芦
川
集
落 

 

若
彦
路
は
、
甲
斐
の
古
道
と
し
て
古
く
か
ら
人
々
の
往
来
が
あ

り
、
戦
国
時
代
に
は
、
甲
斐
の
守
り
の
要
所
と
し
て
、
関
所
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
上
芦
川
集
落
は
、
武
田
家
が
若
彦
路
沿
い

に
設
け
た
関
所
（
口
留
番
所
）
を
中
心
に
発
展
し
た
集
落
で
す
。

関
所
（
口
留
番
所
）
が
あ
っ
た
付
近
に
は
今
で
も
上
芦
川
の
道
祖

神
が
祀
ら
れ
、
古
い
石
垣
も
残
っ
て
い
ま
す
。
関
所
（
口
留
番
所
）

付
近
に
は
十
七
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
家
が
あ
り
、
今
で
も
生
活
が

営
ま
れ
て
い
ま
す
。
集
落
内
に
は
水
路
が
巡
ら
さ
れ
、
石
垣
と
古

民
家
と
清
ら
か
な
水
路
の
景
観
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。 

笛
吹
市
が
作
成
し
た
「
～
芦
川
～ 

兜
造
民
家 

と
石
垣
の
風
景
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
」
よ
り 

  

朝
八
時
に
観
音
堂
か
ら
出
発
し
、
農
免
道
路
か
ら
県
道
八
代
芦

川
三
珠
線
に
入
り
、
鳥
坂
峠
を
ト
ン
ネ
ル
で
越
え
る
と
も
う
芦
川

町
の
上
芦
川
集
落
で
す
。
四
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
芦
川
農
産
物
直

売
所
「
お
ご
っ
そ
う
家
」
で
北
川
さ
ん
と
合
流
し
、
徒
歩
で
散
策

に
出
発
し
ま
し
た
。 

 

上
芦
川
集
落
は
、
南
面
傾
斜
地
に
形
成
さ
れ
た
東
西
一
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
、
南
北
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
東
西
に
長
い
集
落
で
、
中

央
に
古
い
道
（
往
還
）
が
あ
り
、
そ
の
往
還
を
挟
ん
だ
上
下
（
南

北
）
に
住
宅
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
に
記
し
た
と
お
り
、
も
と

口
留
番
所
が
あ
っ
た
集
落
で
、
番
所
跡
で
は
往
還
が
ク
ラ
ン
ク
状

に
曲
げ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。 

 

集
落
の
入
口
に
は
諏
訪
神
社
が
鎮
座
し
、
境
内
の
四
隅
に
配
さ

れ
た
大
ケ
ヤ
キ
は
道
を
越
え
た
隣
家
へ
も
枝
が
伸
び
、
印
象
深
い

景
観
を
創
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
百
五
十
メ
ー
ト
ル
も
東
進
す

る
と
、
番
所
跡
の
ク
ラ
ン
ク
に
着
き
ま
す
。
往
還
以
外
に
番
所
の

痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
番
所
の
跡
地
に
建
つ
民
家
は
、
建

築
年
代
が
十
七
世
紀
と
い
う
、
県
内
で
も
最
古
に
属
す
る
民
家
な

の
だ
そ
う
で
す
。 

          

北
川
さ
ん
か
ら
説
明
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
最
後
に
見
学
し
た

の
は
、
集
落
の
最
も
上
流
側
の
民
家
で
、
上
条
地
区
の
情
報
館
と

同
様
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
山
梨
家
並
保
存
会
が
修
理
し
た
「
農
啓
庵
」
で
し

た
。
こ
こ
は
、
「
て
ん
こ
ろ
り
ん
村
」
と
い
う
団
体
が
管
理
し
て

お
り
、
一
般
へ
の
貸
し
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

集
落
を
流
れ
る
水
は
、
芦
川
の
上
流
か
ら
分
水
し
た
東
西
に
走

る
人
工
水
路
か
ら
で
、
集
落
の
東
側
で
は
人
家
よ
り
高
い
位
置
に

流
れ
、
西
へ
進
む
に
従
い
往
還
と
並
行
し
ま
す
が
、
往
還
は
標
高

を
下
げ
な
が
ら
西
へ
向
か
う
た
め
水
路
は
再
び
人
家
よ
り
高
い

位
置
を
流
れ
ま
す
。
こ
の
水
路
か
ら
道
を
直
交
す
る
よ
う
に
五
カ

所
の
分
水
さ
れ
た
南
北
水
路
が
あ
り
、
集
落
全
体
を
潤
し
て
い
ま

す
。
他
の
三
集
落
と
比
べ
て
芦
川
に
接
近
し
て
い
な
い
た
め
、
こ

れ
ら
の
人
工
水
路
は
上
芦
川
集
落
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
集
落

誕
生
か
ら
の
生
命
線
と
も
い
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

 

 

 
 往還に接して大屋根があり、迫力です

。

 

今
回
は
上
芦
川
集
落
し
か
見
学 

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
芦
川
町
の 

保
存
対
策
調
査
は
四
つ
の
集
落
す 

べ
て
を
対
象
に
調
査
を
行
っ
て
お 

り
、
各
集
落
が
独
立
し
た
伝
建
地 

区
と
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い 

残
り
具
合
な
た
め
、
画
期
的
な
こ 

と
だ
と
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。 

 
往還に直交する急な水路 



 


