
上
条
地
区
の
西
側

西
側
の
北
に
は
、
竹
ノ
入
沢
の
砂
防
堰
堤
用
の
道
が
新
設
さ

れ
て
い
ま
す
。
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
白
く
て
ど
う
し
て
も
目
立
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
畑
地
は
北
側
と
同
じ
く
等
高
線
に
沿
っ
て
造

成
し
て
お
り
、
南
北
に
長
い
地
割
で
す
。
畑
地
の
果
樹
園
よ
り

西
は
山
林
に
な
り
、
そ
の
境
付
近
に
は
獣
害
防
止
の
ネ
ッ
ト
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
村
裕
司
さ
ん
宅
よ
り
も
下
の
畑
は
、
様
子
が
だ
い
ぶ
変
わ

っ
て
き
ま
す
。
幹
線
農
道
沿
い
に
棚
田
の
よ
う
な
果
樹
園
が
展

開
し
、
か
つ
て
水
田
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

畑
地
と
山
林
の
間
に
は
、
公
図
で
は
道
が
介
在
し
て
い
ま

す
。
裕
司
さ
ん
宅
の
北
側
か
ら
そ
の
道
に
入
り
、
南
下
し
ま
し

た
が
、
道
上
（
と
思
わ
れ
る
位
置
）
に
ネ
ッ
ト
が
張
ら
れ
て
い

ま
す
。
ネ
ッ
ト
の
向
こ
う
側
で
は
、
鹿
が
盛
ん
に
警
戒
音
を
発

し
て
い
ま
し
た
。

金
剛
山

金
剛
山
は
、
三
つ
の
宗
教
施
設
（
観
音
堂
・
金
井
加
里
神
社
・

福
蔵
院
）
が
集
ま
る
聖
地
で
、
上
条
地
区
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
斜
面
は
原
野
が
多
い
た
め
草
や
木
が
伸

び
放
題
で
、
特
に
夏
場
は
う
っ
そ
う
と
し
た
状
況
が
目
立
ち
ま

す
。
斜
面
に
接
す
る
畑
地
も
、
遊
休
農
地
が
増
え
て
い
ま
す
。
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最
近
、
上
条
を
歩
い
て
い
ま
す
。

伝
建
保
存
地
区
の
エ
リ
ア
を
定
め
る
た
め
で
す
が
、
畑

や
山
林
・
原
野
も
歩
い
て
い
ま
す
。

山
村
集
落
の
場
合
、
背
景
の
山
の
稜
線
で
切
っ
た
り
、

河
川
で
切
る
例
が
多
い
の
で
す
が
、
上
条
地
区
の
場
合
、

北
側
に
は
上
条
峠
が
控
え
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
エ
リ

ア
に
す
る
と
比
較
的
距
離
が
あ
り
、
峠
に
至
る
ま
で
に
や

や
緩
や
か
な
地
形
が
続
き
ま
す
の
で
、
下
か
ら
眺
望
し
た

と
き
に
み
え
な
い
土
地
が
発
生
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、「
観
音
堂
付
近
か
ら
み
え
る
畑
地
」
を
目
安

に
し
て
い
ま
す
。

西
側
に
つ
い
て
は
山
林
が
迫
っ
て
い
ま
す
し
、
南
側
は

金
剛
山
の
境
界
が
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

ゆ
っ
く
り
と
、
地
形
図
を
片
手
に
歩
い
て
い
る
と
、
今

ま
で
み
え
な
か
っ
た
風
景
が
見
え
て
き
ま
す
。
い
い
も
の

も
あ
り
ま
す
し
、
よ
く
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
い
い
も

の
も
、
よ
く
な
い
も
の
も
、
合
わ
せ
て
上
条
地
区
の
景
観

で
す
。
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
制
度
は
、
そ
う
い

っ
た
現
状
に
つ
い
て
、
最
低
で
も
維
持
し
、
結
果
的
に
は

向
上
さ
せ
る
た
め
に
あ
り
ま
す
。

今
後
も
し
ば
ら
く
上
条
に
通
い
ま
す
。
あ
や
し
く
思
わ

れ
て
も
、
ご
理
解
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

上
条
地
区
の
北
側

集
落
の
北
側
は
、
上
条
峠
方
面
に
向
か
う
道
に
沿
っ
て
果
樹

園
が
続
き
ま
す
。
屋
敷
構
え
と
同
様
に
、
等
高
線
に
沿
っ
て
雛

壇
状
に
畑
地
を
造
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
東
西
に
長
い
地
割
と

な
り
ま
す
。
道
か
ら
離
れ
る
と
遊
休
農
地
と
な
る
こ
と
が
顕
著

に
み
ら
れ
る
場
所
で
も
あ
り
、
山
林
や
原
野
の
ま
ま
の
土
地
も

あ
り
ま
す
。

大
峰
沢
か
ら
の
水
路
が
、
中
村
勝
雄
さ
ん
の
果
樹
園
の
中
を

通
っ
て
い
ま
す
。
集
落
内
だ
と
三
面
コ
ン
ク
リ
水
路
で
す
が
、

石
積
み
水
路
の
ま
ま
で
す
。
中
村
一
仁
さ
ん
宅
の
裏
側
の
畑
地

は
、
な
だ
ら
か
な
傾
斜
地
に
石
垣
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
お
話
に

よ
る
と
土
石
流
が
あ
り
、
そ
の
後
土
石
流
に
よ
る
発
生
材
で
石

垣
を
積
ん
だ
と
の
こ
と
で
し
た
。

上
条
を
歩
い
て
い
ま
す
。

畑地に残る素朴な石垣。 果樹園と原野の境。

畑を貫く石積みの水路。一仁さん宅の背後の畑地。

道に設置された獣害防止ネット。

ネットの外には巨石がゴロゴロ。



地
元
の
方
々
に
し
て
み
る
と
、
普
段
の
生
活
の
中
で
見

慣
れ
た
風
景
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
そ
か
ら
く
る
人
た

ち
に
し
て
み
る
と
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
感
動
も
の

の
風
景
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
風
景
を
紹
介
し
ま
す
。

風
景
が
き
れ
い
に
見
え
る
場
所
を
眺
望
地
点
と
し
て
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
眺
望
地
点
を
意
識
し
て
景
観
形
成
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
区
内
を
う
ろ
う
ろ
歩
き
回
っ
て
い
る
と
き
、
「
い
い
風

景
だ
な
ぁ
」
と
感
じ
た
場
所
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

金
剛
山
の
尾
根
筋
の
小
路
は
、
福
蔵
院
か
ら
の
石
段
も
含
め

て
よ
い
景
観
が
残
っ
て
い
ま
す
。
石
段
を
上
り
き
り
、
尾
根
上

に
で
た
と
き
正
面
に
み
え
る
金
井
加
里
神
社
は
、
山
村
集
落
に

ふ
さ
わ
し
い
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
社
で
す
が
、
県
指
定
文
化
財

の
本
殿
は
小
規
模
な
が
ら
大
変
優
雅
な
名
建
築
で
す
。
金
井
加

里
神
社
を
経
る
こ
の
小
路
を
歩
い
て
集
落
に
入
る
こ
と
に
よ

り
、
気
持
ち
が
引
き
締
ま
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

金井加里神社参道の石段。

金剛山の尾根道。正面に金井加里神社。

金剛山の東側斜面。

金剛山の西側斜面。

金剛山の付根に位置する観音
堂は、集落やコミュニティの中心
地。背後に二子山がみえます。

北側の果樹園からみた集落。西側畑地からみた古民家の妻壁。

竹ノ入沢砂防堰堤への新道から見下ろす集落と金剛山。

田ノ入からみた民家群。

観音堂からみた西側斜面の土坡の畑地。

田ノ入からみた民家群。

上
条
が
き
れ
い
に
見
え
る
地
点

～
「
眺
望
地
点
」
か
ら
の
風
景
～


