
上

上
条
地
区
ま
ち

（ふ
る
さ
と
景
観
フ
ッ
ト
パ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

一
月
二
十
三
日
の
日
曜
日
に
、
甲
州
市
政
策
秘
書
課
が
事
務

局
を
務
め
る
「
ふ
る
さ
と
景
観
フ
ッ
ト
パ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
「
ま
ち
歩
き
」
が
、
上
条
地
区
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
フ
ッ

ト
パ
ス
と
は
耳
慣
れ
な
い
こ
と
ば
で
す
が
、
普
段
自
動
車
な
ど

で
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
何
気
な
い
風
景
を
、
歩
く
こ
と
に
よ
っ

て
つ
ぶ
さ
に
再
確
認
し
、
そ
の
地
域
の
良
い
点
や
悪
い
点
を
見

直
そ
う
と
い
う
取
り
組
み
で
す
。

甲
州
市
で
は
来
年
度
に
「
景
観
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。
そ

の
た
め
、
本
年
度
は
市
内
各
地
で
フ
ッ
ト
パ
ス
（
ま
ち
歩
き
）

を
開
催
し
、
参
加
者
か
ら
そ
の
地
区
の
特
徴
を
引
き
出
し
、
良

い
点
、
悪
い
点
を
検
討
し
な
が
ら
、
各
地
区
お
よ
び
全
体
の
景

観
計
画
と
形
成
に
つ
い
て
ま
と
め
て
行
く
予
定
で
す
。

今
回
は
、
フ
ッ
ト
パ
ス
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
に
市
役
所
職

員
、
そ
れ
に
大
勢
の
地
元
の
方

々
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
、
総

数
二
十
五
名
ほ
ど
の
規
模
で
開

催
で
き
ま
し
た
。
政
策
秘
書
課

の
話
で
は
、
こ
れ
ま
で
で
最
多

の
参
加
者
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
改

め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

福
蔵
院
で
は
百
体
仏
の
ほ
か
、

ご
本
尊
の
不
動
明
王
立
像
を
興
味

深
く
見
学
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
本
堂
は
も
と
も
と
東
側
に
あ

っ
た
不
動
堂
を
移
築
・
増
築
し
た

も
の
で
、
不
動
堂
の
名
残
が
護
摩

を
焚
く
ご
本
尊
の
周
囲
に
あ
る
こ

と
の
お
話
を
し
ま
し
た
。

福
蔵
院
を
出
て
、
仁
王
門
を
く

ぐ
り
、
参
道
か
ら
金
井
加
里
神
社

へ
向
か
い
ま
し
た
。
神
社
の
随
身

門
前
で
一
旦
振
り
返
り
、
二
子
山

と
上
条
集
落
の
始
ま
り
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。
二
子
山
の
重
川

側
に
中
村
弾
左
衛
門
と
い
う
金
山

衆
の
屋
敷
が
あ
り
、
そ
の
中
村
氏

が
二
子
山
の
鞍
部
を
越
え
た
先
に

集
落
を
創
っ
た
と
い
う
「
七
屋
敷

伝
説
」
で
、
そ
の
た
め
上
条
地
区
で
は
中
村
姓
が
多
い
と
い
う

も
の
で
す
。
金
井
加
里
神
社
で
は
、
主
に
本
殿
を
見
学
し
ま
し

た
。
二
間
社
と
い
う
構
造
は
非
常
に
珍
し
く
、
ま
た
、
屋
根
の

三
面
千
鳥
破
風
も
非
常
に
美
し
い
、
洗
練
さ
れ
た
本
殿
建
築
で

あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
三
面
千
鳥
破
風
は
江
戸
中
期
頃

に
流
行
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
も
は
る
か
に
バ
ラ
ン

ス
の
取
れ
た
屋
根
で
す
。

す
。
そ
の
宗
教
施
設
を
眼
下
に
見
下
ろ
す
上
条
集
落
と
は
、
あ

る
意
味
「
聖
域
」
と
も
言
え
る
場
所
で
は
な
い
の
か
と
。

観
音
堂
で
は
、
地
元
の
方
々
も
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
組
長
様
の
ご
好
意
で
一
木
百
観
音
も
見
学
で
き
ま
し
た
。

表
側
は
写
真
で
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
背
面
に
び
っ
し
り
観
音
様

が
彫
ら
れ
て
い
る
様
子
は
こ
こ
で
し
か
見
ら
れ
ず
、
参
加
者
も

び
っ
く
り
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
道
祖
神
場
を
経
て
一
仁
さ
ん
宅
を
訪
ね
、
防
空
壕

に
も
入
っ
て
み
た
り
、
太
丸
さ
ん
宅
を
見
な
が
ら
情
報
館
へ
向

か
い
、
情
報
館
に
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

情
報
館
で
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
柳
通
さ
ん
が
囲
炉
裏
で
火
を
焚
き

な
が
ら
、
私
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
柳
通
さ
ん
の
説
明

を
聞
き
な
が
ら
十
分
に
暖
を
と
っ
た
後
、
リ
ビ
ン
グ
へ
上
が
り

車
座
に
な
っ
て
本
日
の
ま
ち
歩
き
の
感
想
を
出
し
合
い
、
協
議

を
始
め
ま
し
た
。
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歩
き

一
月
二
十
三
日
午

ら
資
料
と
し
て
上
条
地
区
の
地
図
が
手
渡
さ
れ
、
歩
き
な
が
ら

良
い
景
観
、
悪
い
景
観
な
ど
を
そ
の
地
図
に
書
き
込
む
旨
、
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。
簡
単
な
開
式
行
事
を
済
ま
せ
、
福
蔵
院
の

駐
車
場
か
ら
本
堂
へ
移
動
し
、
木
食
白
道
作
の
百
体
仏
な
ど
を

見
学
し
ま
し
た
。
以
後
説
明
は
飯
島
が
行
い
ま
し
た
。

ら
れ
て
い
る
上
条
集
落
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
し
ば
し
集
落

を
眺
め
ま
し
た
。
い
つ
歩
い
て
も
、
こ
の
尾
根
筋
に
は
神
秘
的

な
も
の
を
感
じ
ま
す
。
こ
ん
な
地
形
を
創
り
出
し
た
神
様
に
対

し
、
畏
怖
と
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
造
営
し
た
の
が
、
観
音
堂
や

金
井
加
里
神
社
、
福
蔵
院
で
は
な
い
の
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま

後
一
時
に

福
蔵
院
へ
集
ま
り
、
事
務
局
か

台
地
の
尾
根
を
通
り
観
音
堂

へ
向
か
う
途
中
、
最
も
よ
く
知



協
議
で
は
、
ま
ち
歩
き
の
と

に
各
自
に
配
布
さ
れ
た
地
図
の

き
い
も
の
に
、
良
い
所
、
悪
い

を
記
入
し
て
い
く
作
業
か
ら
始

多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た

参
加
者
の
中
に
は
、
初
め
て
上

地
区
を
訪
れ
た
人
も
い
て
、
風

の
よ
さ
に
感
心
し
て
い
ま
し
た

甲
州
市
で
は
、
今
回
の
成
果

含
め
て
市
に
マ
ッ
チ
し
た
景
観
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
そ
の
過

程
で
再
度
皆
様
方
の
ご
意
見
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
月
十
六
日
、
前
日
愛
知
県
新
城
市
で
「
武
田
勝
頼
の
墓
発

掘
調
査
報
告
」
と
い
う
講
演
を
済
ま
せ
、
豊
川
で
一
泊
し
た
後
、

雪
降
る
山
間
部
を
ひ
た
す
ら
北
上
し
、
旧
岩
村
町
本
町
通
り
を

見
て
き
ま
し
た
。
岩
村
町
本
通
り
は
商
家
町
で
す
が
、
も
と
も

と
は
戦
国
時
代
の
山
城
・
岩
村
城
の
城
下
町
で
す
。

恵
那
市
岩
村
町
本
通
り
（
商
家
町
）

所
在
地

岐
阜
県
恵
那
市
岩
村
町

種
別

商
家
町

条
例
制
定
年
月
日

平
成
五
年
六
月
二
十
八
日

選
定
年
月
日

平
成
十
年
四
月
十
七
日

地
区
面
積

約
十
四
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

保
存
物
件
数

建
築
物

一
一
四
件

工
作
物

二
三
件

環
境
物
件

五
件

と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
ま
す
。

散
策
中
は
雪
が
降
り
続
い
て

お
り
、
十
分
な
見
学
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
ま
だ
個
々
の

建
造
物
の
修
景
が
進
ん
で
い
な

い
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

で
す
が
、
私
が
始
め
て
岩
村
町

を
見
学
し
た
二
十
二
年
前
（
昭

和
六
十
三
年
）
と
比
べ
る
と
、

町
の
雰
囲
気
が
ず
い
ぶ
ん
明
る

く
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

歩
い
て
み
る
と
、
大
き
な
看

板
が
か
か
る
建
築
物
に
よ
く
出

会
い
ま
す
。
下
の
写
真
「
女
城

主
」
は
そ
の
一
例
で
す
が
、
商

業
が
発
達
し
て
い
た
証
拠
と
い

え
ま
す
。
山
間
部
に
整
備
さ
れ

た
、
政
治
・
経
済
の
一
拠
点
、

そ
れ
が
岩
村
町
本
通
り
の
伝
建

地
区
で
す
。

の
山
城
の
中
で
最
も
高
地
に
あ
る
城
で
す
。

現
在
の
町
並
み
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
岩
村
の
初

代
藩
主
と
な
っ
た
松
平
家
乗
が
、
新
た
な
城
下
町
と
し
て
建
設

さ
せ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
保
存
地
区
は
東
西
延
長
約

一
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
ほ
ぼ
中
央
に
枡
形
（
ク
ラ
ン

ク
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
枡
形
よ
り
東
側
と
西
側
で
、
大
き
く

二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。

枡
形
よ
り
東
側
の
地
区
は
、
江
戸
時
代
か
ら
商
家
町
と
し
て

栄
え
、
今
で
も
当
時
の
建
造
物
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
町

家
の
敷
地
は
間
口
約
四
間
、
南
北
に
長
い
短
冊
形
の
敷
地
割

で
、
中
庭
に
は
天
正
疎
水
と
呼
ば
れ
る
水
路
が
保
存
地
区
を
縦

断
す
る
よ
う
に
通
っ
て
い
ま
す
。
建
物
は
江
戸
時
代
に
建
築
さ

れ
た
も
の
が
多
く
、
主
屋
の
ほ
と
ん
ど
は
木
造
二
階
建
・
切
妻

高台から見た伝建地区。城下町らしい
風景です。

伝建地区の枡形付近。ここで町並みが
変わってきます。

まだあまり整備されていない町並み。「女城主」は岩村醸造の看板商品。 修景住宅。高さがそろ
き大所め。条景。も

造
・
平
入
で
、
全
体
と
し
て
軒
の
低
い
家
並
が
続
き
ま
す
。

枡
形
よ
り
西
側
の
地
区
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
順
次
発
展

し
、
明
治
三
十
九
年
の
岩
村
電
気
軌
道
の
開
通
に
よ
り
一
層
繁

栄
し
、
今
も
岩
村
町
の
商
業
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
建

物
は
、
明
治
以
降
の
切
妻
造
・
平
入
・
桟
瓦
葺
が
主
で
、
枡
形

よ
り
東
側
の
地
区
に
比
べ
て
全

体
に
軒
の
高
い
二
階
建
の
主
屋

が
多
く
、
明
治
以
後
、
住
宅
の

二
階
部
分
が
重
要
な
生
活
空
間

岩
村
町
本
通
り
は
岐
阜
県
恵

那
市
に
所
在
し
ま
す
が
、
合
併

以
前
は
恵
那
郡
岩
村
町
で
し
た
。

岩
村
に
あ
る
岩
村
城
は
、
か

つ
て
武
田
信
玄
の
家
臣
・
秋
山

信
友
が
入
城
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
長
篠
の
合
戦
で
武
田

軍
が
大
敗
す
る
と
同
時
に
織
田

軍
に
渡
り
ま
し
た
。
海
抜
七
一
七
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
日
本岩村城東曲輪。雪だらけです。

っていません。


