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昨
年
の
冬
、
南
ア
ル
プ
ス
と
芦
安
村
に
夢
を
た
く
す
人
々
が
集
ま
り
芦
安
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
奥
深
い
山
々
が
与
え
て
く
れ
る
感
動
を
、
少
し
で
も

多
く
の
人
々
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
芦
安
村
を
ど

の
よ
う
に
整
備
し
て
ゆ
け
ば
良
い
の
か
を
考
え
な
が
ら
は
や
一
年
が
過
ぎ
た
。
今
後
、

さ
ら
に
こ
の
活
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
よ
り
多
く
の
人
々
か
ら
ご
意
見
と
ご
協

力
を
い
た
だ
き
、
い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画
し
て
ゆ
こ
う
と
思

う
。
そ
こ
で
今
回
、
私
達
の
活
動
を
な
る
べ
く
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
機
関
誌
を
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

   

昨
年
の
一
月
、
花
岡

利
幸
（
山
梨
大
学
教
授
）
氏
ら
が
中

心
と
な
っ
て
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
が

創
設
さ
れ
た
。
ク
ラ
ブ
で
は
毎
月
第

三
木
曜
日
に
定
例
検
討
会
が
開
か
れ
、

日
本
第
二
の
高
峰
北
岳
を
は
じ
め
と

す
る
南
ア
ル
プ
ス
山
岳
地
域
の
適
正

利
用
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
芦
安
村

の
活
性
化
を
め
ざ
す
多
く
の
議
論
が

な
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ブ
に
は
夜
叉

神
峠
以
西
の
山
岳
地
域
を
検
討
対
象

と
す
る
奥
山
分
科
会
と
、
夜
叉
神
峠

以
東
の
生
活
区
域
の
整
備
を
主
な
目

的
と
す
る
村
中
分
科
会
が
あ
る
。
前

者
は
南
ア
ル
プ
ス
の
自
然
を
適
正
利

用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
観
光
事

業
見
直
し
を
検
討
し
、
後
者
は
村
の

豊
か
な
自
然
を
い
か
し
、
村
民
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
創
造

を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
。 
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南
ア
ル
プ
ス
は
１
９
６
５
年
に
国

立
公
園
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
３
５
年

に
な
る
。
そ
の
間
、
自
然
公
園
法
に

よ
る
規
制
の
も
と
、
南
ア
ル
プ
ス
は

ほ
と
ん
ど
開
発
さ
れ
る
こ
と
な
く
放

置
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
一
方
で
、

手
付
か
ず
の
自
然
を
保
存
し
、
そ
の

昔
な
が
ら
の
山
容
が
多
く
の
登
山
者

か
ら
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
他
方
で
は
増
加
す
る
登
山
者

を
受
け
入
れ
る
施
設
の
整
備
が
整
わ

ず
、
か
え
っ
て
自
然
の
汚
染
を
招
い

て
い
る
現
実
も
あ
る
。ク
ラ
ブ
で
は
、

南
ア
ル
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の
抱
え
る
こ
の
ジ
レ
ン

マ
を
見
据
え
、
芦
安
村
の
活
性
化
と

山
岳
地
域
の
開
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と
の
適
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共
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点
を
模
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い
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ああ
し

機関紙発行開始 

し
やや
すす
ふふ
ぁぁ
んん
くく
らら
ぶぶ

通通
信信

２０００年 
（平成１２年） 

春号 
（第１号）

自然保護・山小屋改善 

生活施設整備など９項目 芦芦
安安
村村
に

発行者：芦安ファンクラブ

山梨県中巨摩郡芦安村芦倉

１５８９－８ 
０５５－２８８－２５３１

に
中中
間間
報報
告告  

環
境
庁
・
県
と
の
意
見
交
換
ヘ 

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
詳
し
い

い
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
ま
で 

〒 

４
０
０
―
０
２
４
１ 

山
梨
県
中
巨
摩
郡
芦
安
村
芦
倉 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
５
８
９
―
８ 

電
話
０
５
５
（
２
８
８
）
２
５
３
１ 

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
事
務
局 

「
ペ
ン
シ
ョ
ン
ら
ん
た
ん
」
大
滝 
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芦
安
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
主
催
の

第
二
回
南
ア
ル

プ
ス
・
芦
安
村

登
山
教
室
が
今

春
五
月
二
十

日
・
二
一
日
の

二
日
間
に
わ
た

っ
て
開
催
さ
れ

る
事
が
決
定
し

た
。
一
日
目
は

芦
安
村
交
流
セ

ン
タ
ー
ふ
れ
あ

い
館
に
て
山
梨

県
山
岳
連
盟
な

ど
か
ら
講
師
を
招
き
、
登
山
基
礎
知

識
、
山
の
気
象
学
、
地
図
や
コ
ン
パ

ス
の
使
い
方
を
学
ぶ
。
そ
の
夜
は
山

間
の
温
泉
旅
館｢

岩
園
館｣

に
宿
泊
し
、

二
日
目
は
鳳
凰
三
山
の
入
口
と
も
い

え
る
夜
叉
神
峠
を
超
え
、
残
雪
の
３

０
０
０
ｍ
峰
・
白
峰
三
山
を
右
手
に

見
な
が
ら
登
山
教
室
の
目
的
地
と
な

る
高
谷
山
（
１
８
４
２
ｍ
）
へ
。
下

山
は
山
頂
を
越
え
て
山
梨
の
森
林
一

０
０
選
に
選
ば
れ
た
シ
ラ
ビ
ソ
林
を

抜
け
樺
平
、
桧
尾
峠
を
周
回
し
て
登

山
口
へ
と
戻
る
。
ル
ー
ト
は
初
心
者

か
ら
中
級
者
向
き
で
全
行
程
は
昼
食

や
休
憩
時
間
を
含
め
て
七
時
間
程
度

で
あ
る
。
登
山
教
室
は
こ
の
後
、
露

天
風
呂
の
温
泉
で
疲
れ
を
流
し
全
日

程
を
終
了
す
る
。 

 

ク
ラ
ブ
の
主
宰
し
た
第
一
回
登
山

教
室
（
昨
年
十
月
・
栗
沢
山
２
７
１

４
ｍ
）
は
台
風
の
心
配
を
よ
そ
に
参

加
者
２
７
名
全
員
が
無
事
に
下
山
し
、

全
日
程
に
お
け
る
ス
タ
ッ
フ
の
き
め

こ
ま
か
な
対
応
は
好
評
を
得
た
。
し

か
し
、
参
加
者
の
感
想
文
の
中
で
、

コ
ン
パ
ス
の
正
し
い
使
い
方
や
地
図

の
読
み
方
を
教
え
て
欲
し
か
っ
た
と

の
要
望
が
多
く
見
ら
れ
た
た
め
、
今

回
の
登
山
教
室
は
こ
の
点
を
改
善
し

て
企
画
さ
れ
て
い
る
。 

第２回 

登山教室開催 
高
谷
山
ヘ 

 

ま
た
、
前
回
は
参
加
者
２
７
名
の

う
ち
２
１
名
が
５
０
代
以
上
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
現
在
の
登
山
ブ
ー
ム

が
中
高
齢
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
裏
付
け
結
果
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
今
回
の
登
山
教
室
は
、
こ
の

よ
う
な
中
高
齢
者
に
限
ら
ず
、
山
に

興
味
の
あ
る
若
者
に
も
充
分
楽
し
ん

で
も
ら
え
る
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し

て
お
り
、
幅
広
い
年
齢
層
か
ら
の
参

加
者
を
期
待
し
て
い
る
。 

 

参
加
費
は
一
泊
二
食
付
・
講
習
費

込
み
で
一
万
九
０
０
０
円
。
申
し
込

み
方
法
は
電
話
ま
た
は
官
製
は
が
き

で
、
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番

号
、登
山
暦
を
明
記
し
て
左
記
ま
で
。  

  ｢

登
山
教
室
事
務
局｣ 

 
 

 

〒400

―0241 

山
梨
県
中
巨
摩
郡
芦
安
村
芦
倉 

 
 
 
 
 
 
 

1589

―8 
TEL  

055 (288) 2531  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
滝
要
造 

 
      

 

北
岳
登
山
百
周
年
記
念
祭 

 

日
本
ア
ル

プ
ス
を
世
界

に
紹
介
し
、

日
本
山
岳
会

の
設
立
に
尽

力
し
た
宣
教

師
ウ
オ
ル
タ

ー
・
ウ
エ
ス

ト
ン
は
今
か
ら
約
百
年

前
、
ま
だ
日
本
人
も
そ

れ
ほ
ど
登
っ
た
こ
と
の

な
か
っ
た
北
岳
に
外
国

人
と
し
て
初
め
て
登
頂

し
、
今
読
ん
で
も
鮮
明

な
登
山
記
録
を
残
し
た
。

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
は
、

こ
の
ウ
エ
ス
ト
ン
の
残

し
た
数
々
の
功
績
を
高

く
評
価
し
、
改
め
て
南

ア
ル
プ
ス
を
世
界
の

人
々
に
紹
介
す
る
た
め

に
、
来
年
度
に
ウ
エ
ス

ト
ン
北
岳
登
山
百
周
年

記
念
祭
を
開
催
す
る
予

定
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
日
本
の
山

岳
文
化
に
つ
い
て
考
え

る
よ
い
機
会
で
あ
る
と

と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の

南
ア
ル
プ
ス
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
山
岳
地

域
開
発
の
方
向
性
を
見

出
す
き
っ
か
け
と
も
な

る
こ
と
を
ク
ラ
ブ
で
は

期
待
し
て
い
る
。 

ウエストン 

 
 

  

平
成
九
年
十
一
月
、
芦
安
村
に
在
住
す
る
有
志
で
「
温
和
で
明
る
く
楽
し
い
い
魅
力
的
な

芦
安
村
を
作
る
」
こ
と
を
目
的
に
「
芦
安
村
を
支
え
る
若
い
仲
間
の
会
」
が
結
成
さ
れ
ま
し

た
。（
川
崎
浩
会
長･

会
員
数
７
４
名
） 

 

当
会
は
平
成
十
二
年
四
月
十
八
日
、
第
三
回
の
対
話
集
会
を
行
政
か
ら
清
水
村
長
、
青
木

総
務
課
長
、
ま
た
、
村
議
会
か
ら
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
深
沢
、
伊
東
の
両
議
会
議
員
を

迎
え
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
当
日
は
会
員
約
二
十
名
が
出
席
し
て
、
今
日
、
芦
安
村
が
抱

え
て
い
る
様
々
な
課
題
、
特
に
町
村
合
併
、
福
祉
、
教
育
、
観
光
、
住
環
境
、
産
業
振
興
、

過
疎
、
少
子
化
問
題
等
に
つ
い
て
活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
清
水
村
長
は
「
合

併
協
で
の
討
議
内
容
を
ど
の
よ
う
に
村
民
に
伝
え
、
ま
た
、
村
民
の
意
見
を
合
併
協
に
反
映

さ
せ
る
べ
き
か
を
考
え
て
い
る
。
芦
安
村
の
将
来
に
憂
い
を
残
さ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
対
処

し
て
行
き
た
い
。
ま
た
、
村
政
活
性
化
の
た
め
、
会
員
の
皆
さ
ん
の
貴
重
な
意
見
を
行
政
に

積
極
的
に
取
り
入
れ
る
と
同
時
に
、
役
場
の
機
構
改
革
ら
を
行
い
、
魅
力
あ
る
芦
安
村
建
設

の
た
め
地
域
住
民
が
積
極
的
に
行
政
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
今
後
も
皆

さ
ん
に
期
待
し
た
い
。」
と
結
ん
で
協
力
を
求
め
ま
し
た
。 

 

こ
の
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
芦
安
村
の
人
々
の
真
剣
に
村
を
考
え
て
い
る
情
熱
に

感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
こ
の
会
が
さ
ら
に
よ
り
多
く
の
村
民
の
要
望
や
意
見
を
反
映
で
き
る

か
の
課
題
も
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
し
た
が
、
す
ば
ら
し
い
芦
安
村
の
活
性
化
の
為
に
、
会
の

活
動
に
大
き
な
期
待
を
い
た
し
ま
す
。（
塩
沢
記
） 

芦
安
村
長
と
語
る
会
開
か
れ
る

タイトル：北岳の稜線 
撮影：井上勉 

心でみるもの 
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南
ア
ル
プ
ス
の
前
衛
山
に
あ
た
る
芦
倉
の
裏
山
は
、
夜
叉
神
峠
、
高
谷
山
、
樺
平
の
三
つ
の
峰
の
連
な
り
か
ら
成
り
、
そ
の
東
斜
面

は
壁
を
作
っ
て
、
盆
地
側
へ
一
気
に
急
斜
面
を
駆
け
下
り
る
。
そ
の
麓
が
御
勅
使
川
扇
状
地
の
扇
頂
・
芦
安
村
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
前

衛
山
の
峰
に
立
つ
と
、
そ
の
奥
に
視
界
が
忽
然
と
開
け
、
３
０
０
０
ｍ
級
の
鳳
凰
三
山
、
甲
斐
駒
ケ
岳
、
白
峰
三
山
、
白
峰
南
嶺
の
南

ア
ル
プ
ス
連
山
の
大
パ
ノ
ラ
マ
が
展
開
す
る
。
絶
景
で
あ
る
。 

 

夜
叉
神
峠
登
り
口
― 

桧
尾
峠 

― 

中
池 

― 

樺
平
の
ル
ー
ト
を
整
備
し
よ
う
！ 

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
が
目
を
付
け
た
の
が

こ
の
ル
ー
ト
整
備
で
あ
る
。
未
開
の
地
、
樺
平
か
ら
の
士
気
折
々
の
大
パ
ノ
ラ
マ
の
眺
望
は
、
天
下
一
品
の
そ
れ
に
値
す
る
。 

 

麓
か
ら
続
く
こ
の
道
は
昔
、
自
動
車
時
代
の
前
は
、
薪
炭
、
鉱
石
関
係
の
物
資
輸
送
ル
ー
ト
と
し
て
村
人
の
産
業
道
路
で
、
二
十
貫

目
の
荷
物
を
背
負
っ
た
女
手
が
黙
々
と
行
き
来
し
た
道
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
道
の
勾
配
は
凹
凸
を
避
け
、
一
定
の
片
側
勾
配
を
保
つ
よ

う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
し
の
危
険
個
所
は
手
が
入
れ
ら
れ
て
人
が
通
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
勾
配
を
保
っ
て
道
を
作
っ

た
。
そ
の
後
、
こ
の
道
が
使
わ
れ
な
く
な
り
、
こ
の
方
何
十
年
の
間
に
、
そ
の
危
険
個
所
が
崩
れ
て
往
来
が
不
可
能
に
な
っ
た
。 

 

そ
の
道
を
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
が
手
を
入
れ
て
登
山
道
と
し
て
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。 

 

四
月
十
五
日
、
清
水
、
塩
沢
、
青
木
、
中
村
、
そ
し
て
私
の
五
人
は
桧
尾
峠･

中
池
間
の
危
険
個
所
の
道
づ
く
り
に
汗
を
流
し
た
。
本

来
な
ら
ば
、
片
側
勾
配
を
保
つ
道
づ
く
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
登
り
降
り
よ
り
も
安
全
度
を
優
先
し
て
、
道
の
付
け
替
え
作

業
を
し
た
。
許
可
済
（
こ
こ
は
、
県
有
林･

国
立
公
園
内
で
あ
り
、
一
本
の
木
を
切
る
に
も
許
可
が
要
る
。）
の
立
ち
木
を
切
り
倒
し
て
、

二
本
の
長
い
材
を
崖
に
立
て
か
け
、
何
段
も
の
足
が
か
り
を
つ
け
た
梯
子
を
作
り
、
危
険
個
所
を
迂
回
し
た
。 

 

二
本
の
長
材
を
平
行
に
立
て
か
け
、
下
か
ら
順
に
横
木
を
固
定
し
て
梯
子
段
を
作
っ
て
い
く
。
横
木
の
当
た
る
長
材
の
部
分
を
鉈
（
な

た
）
で
く
り
抜
き
を
い
れ
て
、
横
木
を
針
金
で
長
材
に
固
定
し
、
鎹
（
か
す
が
い
）
で
と
め
れ
ば
、
一
段
が
で
き
あ
が
る
。
足
が
か
り

を
作
る
作
業
は
こ
う
し
て
一
段
づ
つ
上
っ
て
行
っ
た
。
横
木
を
針
金
で
長
材
に
固
定
す
る
作
業
は
意
外
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
。 

 

針
金
を
適
当
な
長
さ
（
横
木
の
太
さ
に
合
わ
せ
て
微
調
整
し
た
長
さ
）
に
用
意
し
、
中
間
で
折
り
曲
げ
て
、
そ
こ
に
ミ
ミ
を
作
る
。

こ
の
ミ
ミ
を
横
木
の
固
定
部
分
の
上
に
持
っ
て
ゆ
き
、
左
手
で
押
さ
え
、
右
手
で
残
り
の
二
つ
に
分
か
れ
た
針
金
を
各
々
長
材
を
抱
き

か
か
え
て
一
巻
き
し
、
ミ
ミ
の
と
こ
ろ
で
会
合
さ
せ
る
。
ミ
ミ
に
シ
ノ
（
先
細
り
、
先
曲
が
り
の
金
工
具:

語
源
不
明
）
を
突
っ
込
み
、

ギ
リ
ギ
リ
と
回
転
す
れ
ば
針
金
は
十
文
字
を
作
っ
て
締
ま
り
横
木
は
固
定
さ
れ
る
。
こ
の
横
木
の
固
定
は
ミ
ミ
の
位
置
に
よ
っ
て
成
否

が
決
ま
る
。
簡
単
な
こ
と
の
様
に
思
え
る
が
熟
練
が
要
す
る
仕
事
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
一
日
が
過
ぎ
、
一
仕
事
を
終
え
た
。
下
山
し
て
、
岩
園
館
の
露
天
風
呂
に
浸
か
っ
た
。
塩
沢
さ
ん
の
奥
さ
ん
達
も
合
流
し

て
、
酒
盛
り
の
宴
会
で
あ
る
。
彼
女
等
は
昼
の
ト
ン
汁
を
用
意
し
て
塩
沢
さ
ん
に
も
た
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
風
呂
に
入
り
に
き
て
偶
然

会
っ
た
と
い
っ
て
い
た
が
、
御
主
人
の
無
事
を
心
配
し
て
岩
園
館
ま
で
お
出
迎
え
と
心
得
た
。 

 

宴
席
で
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
。
ミ
ミ
の
こ
と
を
「
ち
」
と
言
う
と
清
水
さ
ん
。
小
さ
な
輪
っ
か
の
こ
と
を
そ
う
呼
ぶ
と
い
う
。‘
ち
’

は
ど
ん
な
字
を
当
て
る
の
か
と
私
。
羽
織
の
紐
を
つ
け
る
た
め
の
輪
を
「
ち
」
と
い
っ
て
お
乳
の
乳
と
書
く
と
博
学
の
塩
沢
婦
人
。
そ

れ
か
ら
怪
し
い
連
想
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
の
話
が
で
た
が
、
ど
う
も
、「
ち
」
は
乳
ら
し
い
。 

 

結
論
、
梯
子
づ
く
り
に
「
乳
を
作
れ
！
」
こ
れ
は
要
の
意
に
も
似
て
い
て
、
い
い
話
で
は
な
い
か
。「
手
作
り
の
技
術
は
知
恵
の
輪
」

が
要
と
い
う
お
話
で
落
ち
着
い
た
。
疲
れ
た
一
日
。
た
め
に
な
っ
た
一
日
。
面
白
か
っ
た
一
日
で
あ
っ
た
。
芦
安
は
肉
体
と
精
神
を
養

う
宝
庫
で
あ
る
。 

 

小
学
館
の
日
本
語
大
辞
典
に
次
の
よ
う
な
正
解
が
あ
っ
た
の
で
併
記
す
る
。 

乳
（
地
）:

（
形
が
乳
首
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
）
竿
、
網
、
紐
な
ど
を
通
す
た
め
に
旗
、
幟
、
幕
、
蚊
帳
、
羽
織
、
草
鞋
（
わ
ら
じ
）
な
ど
の
縁
に
に
つ
け
た
小
さ
な
輪
。

ミ
ミ
。「
瓶
子
（
へ
い
し
）
の
肩
に
つ
き
た
る
、
ち
、
如
何
。
乳
に
準
じ
て
、
ち
と
い
ふ
な
ら
ん
。」（
名
語
記
） 

乳乳乳
（（（
ちちち
）））
ををを
作作作
れれれ
！！！   

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
代
表･

花
岡
利
幸 
 

少
子･

高
齢
化
の
社

会
へ
の
影
響
は
年
金
、

医
療
、
福
祉
制
度
の
み

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

芦
安
村
で
は
教
育
の
現

場
で
も
生
徒
数
減
少
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
芦
安
中
学
の
小

澤
修
一
教
頭
に
よ
る
と
、

昨
年
の
全
校
生
徒
は
２

６
名
、
今
年
は
２
０
名

に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
部

活
動
が
維
持
で
き
な

く
な
る
。
例
え
ば
４

０
年
近
く
の
伝
統
を

持
つ
バ
レ
ー
部
も
チ

ー
ム
を
つ
く
れ
な

い
。」と
い
う
の
が
現

状
だ
。 

 

少
子
化
傾
向
と
と

も
に
生
徒
減
少
に
拍

車
を
か
け
て
い
る
の

が
「
競
争
と
学
力
神

話
。」我
が
子
を
進
学

さ
せ
た
い
と
思
う
親

の
多
く
は
、
義
務
教
育

を
「
競
争
の
あ
る
大
き

な
学
校
で
学
ば
せ
た

い
」
と
芦
安
村
を
離
れ

る
。
こ
れ
は
、
他
の
生

徒
と
の
競
争
が
学
力
を

向
上
さ
せ
進
学
を
可
能

に
す
る
と
い
う
、
本
質

を
見
誤
っ
た
思
い
こ
み

だ
。
実
際
は
、
学
力
の

向
上
は
恵
ま
れ
た
学
習

環
境
と
本
人
の
学
習
習

慣
に
大
き
く
左
右
さ
れ

る
。 

 

芦
安
の
小
・
中
学
校
は
学
習
環
境

に
大
変
恵
ま
れ
て
い
る
。
新
学
習
指

導
要
領
を
先
取
り
し
て
「
総
合
的
な

学
習
の
時
間
」を
積
極
的
に
確
保
し
、

地
域
学
習
を
進
め
、
地
元
の
経
験
者

や
技
術
を
持
っ
て
い
る
人
々
か
ら
学

ぶ
機
会
を
設
け
た
り
、
職
場
体
験
学

習
を
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
小

さ
い
学
校
の
特
色
を
生
か
し
て
、
生

徒
会
、
学
園
祭
、
合
唱
際
な
ど
、
す

べ
て
の
学
校
行
事

は
全
員
で
力
を
合

わ
せ
て
盛
り
上
げ
、

仲
間
と
協
力
し
て

問
題
を
解
決
す
る

方
法
を
学
ぶ
。
教

師
陣
は
優
秀
で
あ

る
。
芸
術
系
の
教

師
も
充
実
し
て
い

る
。
学
校
長
も
教

育
環
境
の
整
備
に

は
積
極
的
だ
。
何

よ
り
も
、
生
徒
一

人
あ
た
り
の
教
育

予
算
は
全
国
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
師

が
生
徒
の
個
性
と
レ
ベ
ル
に
合
っ
た

き
め
の
細
か
い
指
導
が
で
き
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。 

 

小
澤
教
頭
は
こ
の
恵
ま
れ
た
教
育

環
境
を
少
し
で
も
多
く
の
村
民
に
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と
、学
校
、家
庭
、

地
域
が
一
体
と
な
っ
た
学
習
環
境
を

整
備
し
て
ゆ
く
こ
と
を
現
在
の
努
力

目
標
と
し
て
い
る
。「
中
学
生
か
ら

芦
安
村
を
変
え
て
い
っ
て
も
ら
い
た

い
。
そ
の
た
め
の
人
材
づ
く
り
を
し

た
い
の
で
す
」
と
い
う
教
頭
の
言
葉

中中学学生生かからら始始めめよようう  
芦芦安安のの未未来来づづくくりり   
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印
象
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甲斐ヶ根神社 
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昨
年
九
月
、ナ
ン
ガ
レ
沢
ル
ー
ト
の

登
山
道
整
備
を
し
て
い
た
芦
安
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
夜

叉
神
の
森
付
近
で
「
谷
積
み

技
法
」
と
い
わ
れ
る
堅
固
な

石
積
み
を
発
見
し
た
。
こ
れ

は
明
治
４
年
、
時
の
村
長
・

名
取
直
江
が
官
許
を
得
て
北

岳
に
甲
斐
ヶ
根
神
社
を
建
立

し
た
際
の
前
宮
の
跡
地
で
は

な
い
か
と
期
待
が
高
ま
っ
た
。

石
積
み
は
北
岳
を
背
に
す
る

と
富
士
山
を
真
正
面
に
見
る

位
置
に
、
高
さ
約
１
０
ｍ
、

幅
約
１
５
ｍ
の
規
模
で
組
ま

れ
て
お
り
北
岳
を
奉
っ
た
神

社
の
土
台
と
し
て
充
分
な
風

格
と
見
え
た
。 
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と
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に
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と
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正
面
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位
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０
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５
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の
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を
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た
神

社
の
土
台
と
し
て
充
分
な
風

格
と
見
え
た
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こ
れ
は
新
聞
に
も
セ
ン
セ

ー
シ
ョ
ナ
ル
な
か
た
ち
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
た
め
周
辺
で

は
に
わ
か
に
関
心
が
高
ま
り

ク
ラ
ブ
で
は
芦
安
文
化
財
審

議
委
員
会
の
専
門
家
を
招
い

て
本
格
的
調
査
に
乗
り
だ
し
、

事
実
関
係
の
解
明
を
急
い
だ
。 

 

こ
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調
査
の
結
果
、
そ
こ
は
、
野
呂
川

林
道
開
設
当
事
に
使
用
し
た
県
監
督

員
の
詰
所
の
跡
地
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、

昭
和
２
７
年
か
ら
３
０
年
に
か
け
て

こ
の
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
た
と
い

う
プ
レ
ハ
ブ
の

写
真
か
ら
事
実

で
あ
る
と
確
認

さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
石
積

み
が
、
県
監
督

員
の
詰
所
を
建

て
た
時
に
作
ら

れ
た
も
の
な
の

か
、
そ
れ
以
前

に
造
ら
れ
た
石

積
み
を
利
用
し

て
詰
所
が
建
て

ら
れ
た
の
か
は

判
っ
て
い
な
い
。 
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技
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で
あ
る
こ
と
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あ
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せ
て
考
え

て
み
る
と
、

益
々
な
ぞ
は
深
ま
る
と
同
時
に
、
山

岳
文
化
の
歴
史
を
辿
る
ロ
マ
ン
は
い

っ
そ
う
大
き
く
な
る
。ク
ラ
ブ
で
は
、

さ
ら
な
る
事
実
解
明
に
向
け
て
様
々

な
角
度
か
ら
調
査

を
継
続
し
て
い
る
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そ
の
昔
、
甲
斐
の

国
の
み水
で
い
出

川
と

言
え
ば
、
国
一
番

と
言
わ
れ
る
程
の
暴
れ
川
で
あ
った
。

そ
の
「
水
出
川
」
の
源
に
は
、
や
し
ゃ

夜
叉

じ
ん
神

と
い
う
悪
い
神
が
住
ん
で
い
た
と

言
う
。 

 

そ
の
昔
、
甲
斐
の

国
の

 

「夜
叉
神
」は
体
が
と
て
も
大
き
く
、

そ
の
く
せ
身
軽
で
山
で
も
谷
で
も
自

由
自
在
に
飛
び
歩
き
、
暴
れ
ま
わ
り
、

い
た
ず
ら
を
し
て
村
人
を
苦
し
め
て

い
た
。
夜
叉
神
の
い
た
ず
ら
と
言
え
ば
、

雨
雲
を
吹
き
飛
ば
し
日
照
り
続
き
に

し
て
田
畑
を
枯
ら
し
た
り
、
か
と
思

え
ば
雨
雲
を
集
め
て
き
て
洪
水
を
起

こ
し
た
り
、
さ
ら
に
は
山
で
大
暴
れ

し
て
山
崩
れ
を
お
こ
し
た
り
、
と
い
う

も
の
だ
った
。
村
人
は
皆
、
そ
れ
ら
を

「夜
叉
神
の
た
た
り
」と
言
って
大
変
恐

れ
て
い
た
。 
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、
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い
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と
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え
ば
、
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を
吹
き
飛
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し
日
照
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続
き
に
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て
田
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を
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た
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、
か
と
思

え
ば
雨
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を
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き
て
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を
起
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し
た
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、
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に
は
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で
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、
と
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、
そ
れ
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って
大
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あ
る
夏
の
こ
と
。
突
然
、
村
を
も
の

す
ご
い
大
雨
が
お
そ
った
。
大
雨
は
３

日
間
降
り
続
き
、
と
う
と
う
３
日
目

の
夜
、
「ド
ド
ー
ツ
」と
い
う
す
さ
ま
じ

い
地
響
と
共
に
芦
倉
山
が
半
分
崩
れ

落
ち
て
し
ま
った
。
こ
の
様
子
を
見
た

夜
叉
神
は
ま
す
ま
す
荒
れ
狂
った
。

そ
し
て
雨
は
勢
い
を
増
し
、
村
は
見

る
見
る
う
ち
に
湖
の
よ
う
に
な
って
し

ま
った
。
さ
ら
に
そ
の
水
は
荒
れ
狂
う

濁
流
と
な
って
釜
無
川
へ
と
流
れ
込
み
、

つい
に
は
甲
府
盆
地
を
も
湖
に
し
て
し

ま
った
と
い
う
。
流
れ
に
追
わ
れ
、
飲
み

込
ま
れ
た
人
々
は
深
く
悲
し
み
、
嘆

き
の
声
を
あ
げ
た 

 

あ
る
夏
の
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。
突
然
、
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を
も
の
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時
の
甲
斐
の
国
の
国
司
（知
事
）は
、

そ
の
様
子
を
見
て
天
皇
に
助
け
を
求

め
た
。
天
皇
は
と
て
も
心
配
な
さ
って

ち
ょ
く
し

勅
使

（天
皇
の
お
使
い
）を
出
し
、

水
難
の
防
除
と
共
に
人
々
の
悲
し
み
が

早
く
癒
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
神
に
祈

ら
れ
た
と
い
う
。 

 

時
の
甲
斐
の
国
の
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事
）は
、

そ
の
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を
見
て
天
皇
に
助
け
を
求

め
た
。
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て
も
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配
な
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一
方
、
村
人
も
夜
叉
神
を
慰
め
る

た
め
に
、
村
を
一
望
で
き
る
峠
、
現
在

の
夜
叉
神
峠
に
石
の
ほ
こ
ら
を
建
て
、

夜
叉
神
を
手
厚
く
祭
り
祈
り
を
さ

さ
げ
た
。
こ
う
し
た
村
人
の
祈
り
が

通
じ
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
は
「夜
叉
神

の
た
た
り
」も
少
な
く
な
り
、
い
ま
で

は
山
を
守
る
縁
結
び
の
神
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で

「
み水
で
い
出
川
」と
呼
ば
れ
て
い
た
暴
れ
川

は
、
天

皇

の
お
使

い
つ
ま

り

「み
ち
ょ
く
し

御
勅
使

」が
来
て
治
め
て
下
さ
っ

た
と
言
う
こ
と
か
ら
「御
勅
使
川
」と

書
い
て
「み
だ
い
が
わ
」と
呼
ぶ
よ
う
に

な
った
、
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 
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言
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番

と
言
わ
れ
る
程
の
暴
れ
川
で
あ
った
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そ
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出
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は
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と
い
う
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の
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が
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に
と
、
神
に
祈

ら
れ
た
と
い
う
。 

み水
で
い
出
川
」と
呼
ば
れ
て
い
た
暴
れ
川

は
、
天

皇

の
お
使

い
つ
ま

り

「み
ち
ょ
く
し

御
勅
使

」が
来
て
治
め
て
下
さ
っ

た
と
言
う
こ
と
か
ら
「御
勅
使
川
」と

書
い
て
「み
だ
い
が
わ
」と
呼
ぶ
よ
う
に

な
った
、
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

いい
ままま   

芦安ファンクラブ通信は年４回発行し、芦安村の活性化を目指す様々な提言をしてゆきたいと思います。読者の皆様からの

御意見はファンクラブの活動を有意義な内容にするために不可欠です。どうか、自由で遠慮のない声をお聞かせください。

芦安ファンクラブに関する詳しいいお問い合わせ、入会のご希望は下記まで。尚、年会費は1.000円、南アルプスと芦安村
に夢を語ってくださる方でしたらどなたでも大歓迎です。 
〒４００－０２４１ 
山梨県中巨摩郡芦安村芦倉１５８９－８ 
電話０５５（２８８）２５３１ 
芦安ファンクラブ事務局「ペンションらんたん」大滝 


