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芦
安
フ
ァ
ン
ク

ラ
ブ
で
は
、
十
月

定
例
会
で
村
か
ら

要
請
を
受
け
、
役

場
職
員
の
助
け
も

か
り
て
、
そ
ば
打

ち
の
実
演
と
、
そ

ば
・
う
ど
ん
の
販

売
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
日
、
芦
安
村
に
古
く

か
ら
伝
わ
る
そ
ば
打
ち
技
術
を
持
つ

清
水
ち
ま
子
さ
ん
と
伊
井
弘
子
さ
ん

の
姉
妹
が
「
そ
ば
打
ち
名
人
」
と
し

て
迎
え
ら
れ
た
。
両
氏
の
作
っ
た
手

打
ち
そ
ば
は
、
併
せ
て
販
売
し
た
手

打
ち
う
ど
ん
と
と
も
に
二
時
間
で
約

二
百
五
十
食
を
売
り
切
る
ほ
ど
の
好 

 

評
で
あ
っ
た
。 

 

本
年
度
の
「
芦
安
紅
葉
祭
り
」
で

は
、「
手
打
ち
そ
ば
」や「
醤
油
の
実
」

に
代
表
さ
れ
る
芦
安
の
特
産
物
の
未

来
に
光
が
見
え
た
と
の
意
見
も
聞
か

れ
た
。
ま
た
、
忙
し
そ
う
に
働
く
「
名

人
」
の
姿
に
手
助
け
を
申
し
出
た
主

婦
も
現
わ
れ
る
な
ど
、
伝
統
の
手
打

ち
そ
ば
は
住
民
の
連
帯
に
も
一
役
買

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

 

 

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
主

催
、
芦
安
村
協
賛
の
第
三

回
南
ア
ル
プ
ス
芦
安
村
登

山
教
室
が
、九
月
三
十
日
、

十
月
一
日
の
二
日
間
に
わ

た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。 

一
日
目
は
南
ア
ル
プ
ス
温

泉
ロ
ッ
ジ
研
修
セ
ン
タ
ー

で
、｢

登
山
時
の
救
急
対
処

法｣｢

登
山
に
生
か
す
地
形

図
情
報｣

と
い
う
内
容
で
講
習
会
が

開
か
れ
た
。「
救
急
対
処
法
」で
は
峡

西
消
防
救
急
隊
員
に
よ
る
実
演
を
交

え
、
三
角
巾
の
使
い
方
等
の
指
導
が

行
わ
れ
た
。「
地
形
図
情
報
」
で
は
、

白
根
高
校
教
諭
・
望
月
重
臣
氏
が
、

コ
ン
パ
ス
を
実
際
に
使
い
な
が
ら
地

形
図
の
上
手
な
見
方
を
講
習
し
た
。 

 

二
日
目
は
、
初
心
者
が
栗
沢
山
、

中
級
者
が
仙
丈
岳
の
２
コ
ー
ス
に
分

か
れ
、登
山
実
地
研
修
が
行
わ
れ
た
。

初
級
の
栗
沢
山
、
中
級
の
仙
丈
岳
と

も
に
全
員
無
事
に
登
頂
・
下
山
し
た
。 

 

参
加
者
は
、
今
後
の
希
望
と
し
て

新
緑
や
花
の
美
し
い
時
期
の
実
施
や
、

北
岳
、
甲
斐
駒
、
鳳
凰
三
山
と
い
っ

た
名
の
知
れ
た
山
へ
の
登
山
を
あ
げ

た
。
ま
た
、
地
元
の
人
だ
け
が
知
る

山
道
を
登
山
史
や
自
然
に
つ
い
て
の

ガ
イ
ド
を
受
け
な
が
ら
山
登
り
を
楽

し
み
た
い
と
い
う
声
も
聞
か
れ
た
。 

 

第
四
回
登
山
教
室
は
、
芦
安
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
が
中
心
と
な
っ
て
登
山
道

を
整
備
し
、春
の
櫛
形
山
へ
向
か
う
。 

 

前
田
晁
賞 

 
 
 

塩
沢
氏
が
受
賞 

 

財
団
法
人
山
人
会
（
川
合
澄
夫
会

長
・
新
宿
区
新
宿
五
‐
十
八
‐
二
十

ル
ッ
ク
ハ
イ
ツ
新
宿
五
〇
六
）
の
第

十
四
回
前
田
晁
文
化
賞
の
選
考
が
行

わ
れ
た
。
南
ア
ル
プ
ス
の
自
然
環
境

保
全
、
山
岳
文
化
・
地
域
文
化
振
興

へ
の
長
年
に
渡
る
貢
献
が
評
価
さ
れ
、

今
回
は
塩
沢
久
仙
氏
が
同
賞
に
選
ば

れ
た
。
塩
沢
氏
は
一
九
四
二
年
生
ま

れ
。六
十
五
年
か
ら
夜
叉
神
峠
小
屋
、

八
五
年
か
ら
広
河
原
山
荘
管
理
人
と

な
っ
た
。 

 

選
考
で
は
、
塩
沢
氏
が
芦
安
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
、
南
ア
ル
プ
ス
ク
ラ
ブ
、

日
本
高
山
植
物
保
護
協
会
の
設
立
会

員
と
し
て
、
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
を
は
じ

め
と
す
る
高
山
植
物
の
保
護
、
大
樺

沢
の
水
質
汚
染
の
防
止
、
広
河
原
山

荘
で
の
谷
間
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、

山
岳
・
地
域
文
化
の
振
興
と
自
然
保

護
活
動
を
地
道
に
続
け
て
き
た
こ
と

が
受
賞
の
理
由
と
な
っ
た
。 

 

ああ
し

第 12回芦安紅葉祭り 

し
や

 
十
一
月
十
二
日
、「
第
十
二
回
芦
安
紅
葉
祭
り
」
が
金
山
沢

「
こ
だ
ま
公
園
」
で
開
か
れ
た
。 

 

本
年
は
夏
の
気
温
が
高
く
雨
量
に
も
恵
ま
れ
た
た
め
、
金

山
沢
は
見
事
な
紅
葉
に
彩
ら
れ
、
こ
の
日
は
村
内
外
か
ら
約

五
百
人
の
人
々
が
集
ま
っ
た
。
村
で
は
演
歌
歌
手
や
コ
メ
デ

ィ
ア
ン
を
ま
ね
き
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
一
方
で
、
ワ
イ
ン
、

バ
ー
べ
キ
ュ
ー
等
盛
だ
く
さ
ん
の
出
し
物
も
提
供
し
た
。 

や
すす
ふふ
ぁぁ
んん
くく
らら
ぶぶ
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第
三
回
南
ア
ル
プ
ス
芦
安
村
登
山
教
室
に
参
加
し
た
。
心
配
さ
れ
た
雨
も
上
が
り
、
ハ
イ
マ
ツ
の
稜
線
に
映
え
る
雲

と
青
空
は
、
い
つ
も
な
が
ら
の
新
鮮
さ
と
快
い
一
時
を
く
れ
た
。
前
回
、
講
義
を
受
け
持
っ
た
が
研
修
登
山
に
参
加
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
は
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
意
味
で
の
参
加
だ
っ
た
。
こ
の
登
山
教
室
は
参
加
者
の
多
く
に
充

実
感
を
与
え
、
全
体
的
に
は
成
功
裡
に
終
了
し
た
と
感
じ
た
。 

 

し
か
し
、
気
に
な
る
点
も
少
な
く
な
い
。
地
域
性
を
生
か
し
た
芦
安
村
登
山
教
室
の
今
後
と
継
続
の
た
め
に
少
し
考

え
て
み
た
。 

 

こ
れ
ま
で
の
芦
安
村
登
山
教
室
は
手
作
り
で
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
の
企
画
・
運
営
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
容
的

に
は
物
足
り
な
い
面
が
多
々
あ
る
。
実
施
内
容
を
辛
口
で
評
価
す
れ
ば
、
山
を
自
然
や
山
岳
文
化
を
学
ぶ
場
と
と
ら
え

て
い
る
「
登
山
教
室
」
と
、
そ
れ
を
娯
楽
施
設
と
と
ら
え
て
い
る
「
ツ
ア
ー
登
山
」
の
中
間
の
よ
う
な
感
じ
で
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
に
よ
る
“
イ
ベ
ン
ト
”
の
色
彩
が
強
く
、
に
わ
か
仕
立
て
で
目
的
が
見
え
に
く
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
将
来
、
こ
の
芦
安
村
「
登
山
教
室
」
を
定
着
、
発
展
さ
せ
、
ク
ラ
ブ
が
目
指
す
“
県
民
や
登
山

者
が
南
ア
ル
プ
ス
を
考
え
る
”
輪
を
広
げ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
運
営
の
体
系
や
内
容
に
つ
い
て
の
整
備
・
向
上
と
参
加

者
の
安
全
確
保
が
望
ま
れ
る
。 

 

具
体
的
に
示
す
と
「
登
山
教
室
」
を
開
催
す
る
場
合
の
配
慮
事
項
は
、
１
．
企
画
段
階
で
の
ル
ー
ト
事
前
調
査
、
救

助
対
策
、
講
義
内
容
の
検
討
、
２
．
募
集
段
階
で
の
コ
ー
ス
や
研
修
内
容
の
説
明
、
参
加
者
に
よ
る
事
前
学
習
、
参
加

者
の
登
山
技
量
や
体
力
の
把
握
、
３
．
実
行
段
階
で
の
ス
タ
ッ
フ
の
レ
ベ
ル
把
握
と
や
そ
れ
に
応
じ
た
配
置
、
参
加
者

の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
緊
急
時
対
策
、
山
岳
保
険
の
加
入
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
特
に
参
加
者
の
安
全
確
保
は
念
に
は
念

の
入
っ
た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
講
義
や
研
修
登
山
で
の
指
導
内
容
は
“
山
を
学
び
、
自
分
を
知
り
、
登
山
を
学
ぶ
”
の
な
が
れ
で
行
い
、「
頼

る
登
山
」
か
ら
「
自
力
で
の
登
山
」
が
可
能
な
技
術
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
山
や
登
山
の
体
系
的
な
話
題
と
と
も
に
、
よ
り
具
体
的
な
話
も
う
ま
く
と
り
入
れ
、
山
を
理
解
し
た
専
門
家
の
実

践
に
基
づ
い
た
分
か
り
や
す
い
指
導
が
求
め
ら
れ
る
。
参
加
者
一
人
一
人
が
、
た
と
え
一
つ
で
も
生
き
た
登
山
技
術
を

学
び
、
そ
れ
を
い
か
せ
る
よ
う
な
セ
ッ
ト
づ
く
り
へ
の
工
夫
が
大
切
で
あ
る
。 

 

リ
ス
ク
を
回
避
し
な
が
ら
こ
の
登
山
教
室
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
高
め
る
に
は
、
講
義
内
容
の
充
実
や
、
ス
タ
ッ
フ
の

技
術
力
・
指
導
力
を
向
上
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
講
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
講
師
と
あ
ら
か
じ
め
協
議
し
、

開
催
す
る
教
室
の
内
容
や
目
的
に
合
う
よ
う
調
整
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
指
導
者
や
山
行
に
同
行
す
る
ス
タ
ッ
フ

は
実
践
的
な
指
導
能
力
を
身
に
つ
け
た
有
資
格
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
段
階
的
に
進
め
る

と
し
て
、
現
状
と
し
て
は
少
な
く
と
も
指
導
者
講
習
会
の
受
講
や
内
部
で
の
研
修
を
御
願
い
し
た
い
。
ま
た
、
研
修
登

山
後
の
反
省
会
は
、
参
加
者
の
将
来
に
と
っ
て
も
大
き
な
成
果
と
な
る
よ
い
機
会
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
な
も
の
で
な

く
実
質
的
な
討
議
が
望
ま
し
い
。
経
験
や
知
識
に
乏
し
い
参
加
者
に
対
し
て
、
講
師
が
質
疑
応
答
を
通
じ
て
指
導
す
る

こ
と
で
、
実
体
験
を
終
え
た
ば
か
り
の
参
加
者
に
は
内
容
が
理
解
さ
れ
や
す
く
、
登
山
教
室
か
ら
多
く
の
成
果
が
も
た

ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
 

す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
際
、
改
め
て
登
山
教
室
運
営
の
あ
り
方
を
見
な
お
し
、
よ

り
よ
い
登
山
教
室
づ
く
り
を
お
願
い
し
た
い
。
南
ア
ル
プ
ス
を
思
う
、
長
い
時
間
軸
で
の
検
討
と
構
築
を
希
望
す
る
。 

二二二
十十十
一一一
世世世
紀紀紀
ののの
南南南
アアア
ルルル
プププ
ススス
ををを
考考考
えええ
るるる 

日
本
山
岳
協
会
常
務
理
事
・
内
藤
順
造

 

十
月
一
日
、
第
三
回
南
ア
ル
プ

ス
芦
安
村
登
山
教
室
に
参
加
し
仙

丈
ケ
岳
へ
登
っ
た
。
こ
の
日
は
多

く
の
参
加
者
と
と
も
に
、
山
の
厳

し
さ
や
自
然
の
暖
か
さ
を
体
験
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
経
験
豊
富
な

引
率
者
に
よ
る

参
加
者
へ
の
細

か
な
気
遣
い
を

は
じ
め
、
こ
の

登
山
教
室
は
暖

か
く
、厳
し
く
、

そ
し
て
素
晴
ら

し
い
研
修
の
場

と
し
て
私
に
と

っ
て
は
大
き
な

収
穫
だ
っ
た
。 

 

私
が
自
然
の

厳
し
さ
を
思
い

知
っ
た
の
は
、

平
成
十
一
年
の

雪
崩
に
よ
る
白

根
御
池
小
屋
倒

壊
で
あ
る
。
八

十
年
以
上
も
雪

崩
が
お
き
た
記
録
は
な
い
と
い
わ

れ
る
こ
の
場
所
で
雪
崩
が
発
生
し
、

し
か
も
そ
れ
は
御
池
小
屋
の
全
部

を
倒
壊
さ
せ
た
。
こ
の
事
件
は
、

我
々
の
理
解
を
は
る
か
に
超
え
た

自
然
の
厳
し
さ
を
つ
く
づ
く
実
感

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
旧
御
池
小
屋
は
平
成
三
年
に
建

て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
収

容
人
員
は
八
十
人
。
そ
れ
以
前
の
小

屋
に
比
べ
て
近
代
的
設
備
と
な
り
、

長
時
間
の
山
歩
き
が
で
き
な
い
登
山

者
に
と
っ
て
も
、
避
難
小
屋
と
し
て

も
貴
重
な
山
小
屋
で
あ
っ
た
。
現
在

は
プ
レ
ハ
ブ
の
小
屋
を
立
て
て
対
応

は
し
て
い

る
が
、
応

急
的
な
も

の
で
あ
る

の
で
、
登

山
者
の
皆

さ
ま
に
は

不
便
を
か

け
て
い
る

の
が
現
状

だ
。 

 

今
後
、

大
い
な
る

希
望
を
持

っ
て
、
安

全
な
山
小

屋
と
し
て

の
位
置
及

び
構
造
を

持
っ
た
、
親
し
み
や
す
い
山
小
屋
の

再
建
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
実
現
に
向
け
て
の
一
端
を
に
な

っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。 

 

芦
安
村
・
企
画
観
光
課 

 

深
沢
秀 

   

登山者の安全を守る 

山小屋 
親しみのある 

白
根
御
池
小
屋
の
再
建
を
目
指
し
て 
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芦
安
村
文
化
財
の
一
つ
で
あ
る

「
白
根
大
日
如
来
像
」
は
、
現
在
、

諏
訪
神
社
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
江

戸
時
代
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
「
甲
斐

国
志
」
の
「
白
峰
」
の
項
に
は
こ
れ

に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。 

「{

白
峰}

此
山
本
州
第
一
ノ
高
山
ニ

シ
テ
西
方
ノ
鎮
タ
リ
。
…
中
略
… 

相
伝
ウ
山
上
ニ
日
ノ
神
ヲ
纏
ル
。
其

ノ
像
黄
金
ヲ
以
テ
鋳
ル
。
長
七
寸
許

容
ル
ニ
銅
室
ヲ
以
テ
ス
。
高
弐
尺
弐

寸
広
方
ハ
八
寸
其
四
隅
ニ
鈴
ヲ
掛
ク
。

風
吹
ケ
ハ
声
ア
リ
。
… 

 

小
島
烏
水
ら
の
記
録
に
は｢

奉
納

白
根
大
日
如
来
寛
政
七
年
（
一
七
九

五
）
乙
卯
六
月｣｢(

日
本
ア
ル
プ
ス
第

一
巻)｣

と
あ
り
、
こ
の
黄
金
の
大
日

如
来
像
は
今
か
ら
二
百
年
も
前
に
北

岳
山
頂
に
纏
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
こ
れ
は
同
時
に
北
岳
が
、
北

ア
ル
プ
ス
の
槍
ヶ
岳
（
播
隆
上
人
・

一
八
二
八
年
開
山
）
よ
り
三
十
三
年

も
は
や
く
拓
か
れ
て
い
た
事
を
裏
付

け
る
証
拠
で
も
あ
る
。 

 
旅
す
る
大
日
如
来
像 

村文化財：大日如来像（諏訪神社） 

 

こ
の
大
日
如
来
像
は
明
治
の
後
半

に
、
何
者
か
に
よ
っ
て
北
岳
山
頂
よ

り
持
ち
去
ら
れ
た
が
、
後
に
七
丈
小

屋
の
七
兵
衛
さ
ん
、
北
沢
小
屋
の
長

兵
衛
さ
ん
、
駒
ケ
岳
五
合
目
小
屋
の

古
屋
氏
等
が
協
力
し
探
し
当
て
た
。

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
は
五
合
目
小
屋

に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
家
族
に
病
人

が
絶
え
ず
、
榊
村
の
芦
沢
行
者
が
預

か
り
纏
っ
た
が
や
は
り
病
人
が
絶
え

な
か
っ
た
の
で
、
芦
安
村
の
諏
訪
神

社
に
奉
祀
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
大
日
如
来
像
は
明
治
四
年
に

名
取
直
衛
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
甲

斐
が
根
神
社
と
と
も
に
北
岳
の
登
山

史
を
飾
る
象
徴
的
存
在
で
あ
る
。
芦

安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
で
は
百
年
の
歳
月

を
経
て
旅
を
し
て
き
た
こ
の
大
日
如

来
像
を
も
と
の
北
岳
山
頂
へ
再
安
置

す
る
計
画
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

 

            
 

北
岳
に
登
っ
た 

 
 

芦
安
小
学
校
三
年 

 
 
 

南
ア
ル
プ
ス
チ
ロ
ル
学
園 

 
 
 

さ
え
ぐ
さ 

た
く
ろ
う 
 

 
 

北
岳
は
日
本
で
ニ
ば
ん
め
に
高
い

山
だ
と
言
わ
れ
て
、
ど
き
ど
き
し
て

き
ん
ち
ょ
う
し
た
か
ら
夜
よ
く
ね
む

れ
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
の
日
は
五
時
に

お
き
た
。
ち
ょ
っ
と
さ
む
い
と
お
も

っ
た
。
バ
ス
で
ね
む
っ
て
い
る
と
広

河
原
に
つ
い
た
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
ね

む
か
っ
た
。
広
河
原
で
じ
ゅ
ん
び
運

動
を
し
た
。
も
う
ぜ
ん
ぜ
ん
ね
む
く

な
か
っ
た
。い
よ
い
よ
登
り
始
め
た
。

荷
物
は
す
こ
し
お
も
か
っ
た
。 

 

登
っ
て
い
る
う
ち
に
荷
物
が
お
も

く
か
ん
じ
な
か
っ
た
。
歩
く
じ
ゅ
ん

ば
ん
は
、さ
っ
ち
ゃ
ん
、た
く
ろ
う
、

み
さ
と
、
ふ
く
園
長
、
た
か
ひ
ろ
、

つ
か
さ
、
ま
こ
と
、
ひ
ろ
た
か
、
も

ー
ち
ゃ
ん
、
や
ま
ち
ゃ
ん
、
園
長
、

じ
ゅ
ん
い
ち
さ
ん
。
き
ゅ
う
け
い
で

は
ゼ
リ
ー
が
お
い
し
か
っ
た
。
ま
わ

り
に
は
と
げ
と
げ
の
葉
っ
ぱ
が
あ
っ

た
。
ま
た
す
こ
し
あ
る
い
た
。
み
ち

に
は
水
が
流
れ
て
い
た
。
そ
の
小
川

を
わ
た
っ
た
。 

く
つ
が
ぬ
れ
な
い
よ

う
に
石
の
上
を
と
お
っ
た
。
み
ん
な

し
ん
け
ん
に
あ
る
い
て
い
た
。 

雲海を抜けた 

 

小 3 の夏 

 

お
池
小
屋
が
見
え
た
。は
じ
め
の
小

屋
だ
っ
た
の
で
す
ご
く
う
れ
し
か
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ト
イ
レ
に
い
き

た
か
っ
た
か
ら
だ
。
お
池
で
ト
イ
レ

と
ご
は
ん
を
す
ま
せ
た
。「
お
池
小

屋
は
ど
う
し
て
お
池
小
屋
っ
て
言
う

の
か
な
！
」
と
思
っ
た
。
お
池
小
屋

を
出
発
し
た
。
そ
し
た
ら
お
池
が
あ

っ
た
。
お
池
小
屋
の
意
味
が
は
じ
め

て
わ
か
っ
た
． 

 

次
は
「
草
す
べ
り
」
と
い
う
所
を
歩

い
た
。
と
て
も
長
か
っ
た
。
し
ば
ら

く
行
く
と
「
お
花
畑
」
が
あ
っ
た
。

そ
こ
は
森
林
げ
ん
か
い
だ
っ
た
。
そ

こ
に
は
ク
ロ
ユ
リ
が
さ
い
て
い
た
。

に
お
い
を
か
い
で
み
る
と
、
と
て
も

い
い
に
お
い
だ
と
は
い
え
な
い
。
は

な
が
ね
じ
れ
る
と
思
っ
た
。 

シ
ナ
ノ
キ
ン
バ
イ
が
た
く
さ
ん
さ
い

て
い
た
。
一
本
の
く
き
に
五
つ
ぐ
ら

い
の
黄
色
い
花
が
つ
い
て
い
た
。
と

て
も
き
れ
い
だ
っ
た
。 

 

ま
た
歩
い
て
い
く
と
、
雨
が
ふ
っ

て
き
た
の
で
急
い
で
雨
具
を
着
た
。

そ
う
し
た
ら
や
ん
だ
。
雨
具
を
ぬ
い

だ
。そ
う
し
た
ら
ま
た
ふ
っ
て
き
た
。

雨
具
を
着
た
。
そ
う
し
た
ら
ま
た
や

ん
だ
。
ぬ
ぐ
の
が
め
ん
ど
う
だ
っ
た

の
で
そ
の
ま
ま
着
て
い
た
。
で
も
、

あ
つ
く
て
げ
ん
か
い
に
な
っ
た
の
で

雨
具
を
ぬ
い
だ
。
そ
う
し
た
ら
な
ん

と
、
ま
た
ふ
っ
て
き
た
。
み
ん
な
い

や
い
や
雨
具
を
着
た
。 

 
よ
う
や
く
目
的
地
の
か
た
の
小
屋

に
つ
い
た
。
小
屋
で
た
い
そ
う
を
し

た
。
か
た
の
小
屋
で
ゆ
う
は
ん
を
食

べ
た
。
お
き
ゃ
く
さ
ん
が
た
く
さ
ん

い
た
の
で
、
い
そ
い
で
食
べ
な
け
れ

ば
い
け
な
か
っ
た
。
も
う
少
し
食
べ

た
か
っ
た
。 

 

夕
方
に
な
っ
て
日
が
し
ず
む
と
こ

ろ
を
見
た
。
夕
日
は
赤
と
オ
レ
ン
ジ

色
の
あ
い
だ
の
色
で
雲
海
に
し
ず
ん

だ
。 

す
ご
く
き
れ
い
だ
っ
た
。
か
た
の
小

屋
は
ち
い
さ
い
の
に
人
が
多
か
っ
た
。

夜
ね
る
時
、
た
た
み
一
枚
に
二
人
で

ね
る
ぐ
ら
い
せ
ま
か
っ
た
。
朝
、
か

た
が
い
た
か
っ
た
。
さ
す
が
、
か
た

の
小
屋
。 

 

小
屋
で
は
荷
物
を
し
ょ
っ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
朝
出
発
す
る
と
き
荷
物

が
重
く
感
じ
た
。
道
は
か
た
は
ば
ぐ

ら
い
で
、
左
は
山
、
右
は
ガ
ケ
だ
っ

た
。
と
て
も
こ
わ
か
っ
た
。
と
う
と

う
頂
上
に
着
い
た
。
晴
れ
て
い
た
。

遠
く
に
富
士
山
が
き
れ
い
に
見
え
た
。

ま
わ
り
の
山
が
小
さ
く
見
え
た
。 

 

少
し
さ
む
か
っ
た
け
れ
ど
気
持
ち

が
よ
か
っ
た
。
雲
海
も
と
て
も
き
れ

い
だ
っ
た
。
北
岳
は
こ
ん
な
に
高
い

山
な
ん
だ
ー
。
な
み
だ
が
出
る
く
ら

い
う
れ
し
か
っ
た
。 

前列右から４番目が三枝君 
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ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
エ
ス
ト
ン 

 
 
 

そ
の
人
は
南
ア
ル
プ
ス
を
拓
き
、

「
登
山
の
村
・
芦
安
」
の
夜
明
け
を

も
た
ら
し
た
登
山
家
で
あ
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
人
牧
師
で
あ
る
ウ
ォ
ル

タ
ー
・G

・
ウ
エ
ス
ト
ン
は
宣
教
師

と
し
て
来
日
し
た
。
ウ
エ
ス
ト
ン
と

芦
安
村
と
の
結
び
つ
き
は
明
治
三
十

五
年
八
月
、
彼
が
村
役
場
に
南
ア
ル

プ
ス
登
山
案
内
の
依
頼
を
し
た
こ
と

に
始
ま
る
。当
時
の
村
民
は｢

神
聖
な

“
霊
山
”
を
外
国
人
に
汚
さ
れ
て
は

な
る
も
の
か
。｣

と
反
対
運
動
を
起
こ

し
、
ウ
エ
ス
ト
ン
の
入
山
を
拒
み
続

け
た
。
し
か
し
、
時
の
村
長
・
名
取

運
一
は
ま
こ
と
に
紳
士
的
な
ウ
エ
ス

ト
ン
の
態
度
に
感
服
し
、
村
民
た
ち

を
説
得
し
て
ま
わ
り
、
清
水
弥
十
郎

他
数
名
の
村
人
を
南
ア
ル
プ
ス
の
登

山
案
内
人
と
し
て
ウ
エ
ス
ト
ン
に
同

行
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時

ウ
エ
ス
ト
ン
は
、
外
国
人
と
し
て
初

め
て
の
北
岳
登
頂
を
成
功
さ
せ
て
い

る
。 

 
明
治
三
十
七
年
七
月
、
今
度
は
南

ア
ル
プ
ス
縦
走
を
め
ざ
し
て
ウ
エ
ス

ト
ン
は
再
び
芦
安
入
り
し
た
。、｢

木

場
の
湯｣

に
宿
を
取
り
、主
人
の
清
水

多
四
郎
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
一
帯
の
気

象
や
地
勢
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を

受
け
た
。
そ
し
て
、
南
ア
ル
プ
ス
縦

走
の
手
始
め
に
鳳
凰
山
を
選
ん
だ
。

天
に
迫
る
地
蔵
仏
（
オ
ベ
リ
ス
ク
）

初
登
攀
に
成
功
し
た
彼
は
、
そ
の
喜

び
を｢

霊
峰
は
我
が
手
中
に
あ
り
。｣

と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
芦
安
の

村
人
に
対
す
る
限
り
な
い
感
謝
の
念

と
友
好
の
気
持
ち
を
表
し
て

“Thank 
you, 

m
y 

dear 
friends!” 

と
も
記
し
た
。
ウ
エ
ス

ト
ン
の
地
蔵
仏
征
服
は
ま
こ
と
に
劇

的
だ
っ
た
、
と
案
内
人
た
ち
も
彼
の

行
動
に
感
心
し
褒
め
称
え
た
。 

 

鳳
凰
三
山
の
縦
走
を
無
事
に
終
え

た
ウ
エ
ス
ト
ン
一
行
は
、
そ
の
後
、

大
樺
沢
左
岸
の
道
を
白
根
御
池
へ
出

て
草
す
べ
り
を
経
由
し
、
白
峰
稜
線

の
調
査
活
動
を
続
け
た
。
さ
ら
に
、

広
河
原
を
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
し
て

野
呂
川
の
渓
谷
沿
い
に
、
大
仙
丈
沢

か
ら
仙
丈
岳
に
登
頂
し
、
そ
の
山
岳

景
観
の
素
晴
ら
し
さ
を
褒
め
称
え
、

広
く
世
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。 

 

時時時
ををを
越越越
えええ
ててて
いいい
ままま
③③③ 

 

こ
の
、
十
日
間
余
に
及
ん
だ
ウ
エ

ス
ト
ン
一
行
の
南
ア
ル
プ
ス
登
山
は

当
時
と
し
て
は
実
に
記
録
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
手
記
は
南
ア
ル
プ
ス

の
入
口
、「
登
山
の
村
・
芦
安
」
を
一

躍
世
に
知
ら
し
め
た
。
ウ
エ
ス
ト
ン

の
名
は
、
こ
の
記
録
と
と
も
に
い
つ

ま
で
も
南
ア
ル
プ
ス
登
山
史
に
残
る

で
あ
ろ
う
。 

  
 

ド
ノ
コ
ヤ
峠 

  
こ
れ
は
早
川
町
奈
良
田
と
芦
安
村

と
の
交
流
の
た
め
に
超
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
峠
。
明
治
時
代
は
奈

良
田
峠
と
言
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
大

正
時
代
に
峠
中
腹
に
銅
鉱
が
発
見
さ

れ
芦
安
鉱
山
が
銅
之
古
屋
鉱
山
と
命

名
さ
れ
た
事
か
ら
今
の
呼
び
名
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

芦
安
村
側
か
ら
は
荷
替
場
上
流
を

右
手
に
登
る「
土
な
ぎ
コ
ー
ス
」と
、

ド
ノ
コ
ヤ
峠
直
下
の
水
沢
右
岸
か
ら

取
り
付
く「
水
沢
コ
ー
ス
」が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
別
に
使
用
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
広
く
て
な
だ
ら
か
な
「
土

な
ぎ
コ
ー
ス
」
は
、
大
量
の
物
資
の

輸
送
や
芦
安
鉱
山
の
鉱
石
な
ど
の
搬

出
に
使
わ
れ
た
。
急
峻
で

狭
い
「
水
沢
コ
ー
ス
」
は

主
に
通
勤
用
や
連
絡
用
に

使
用
さ
れ
た
。 

歴
史
を
物
語
る 

芦
安
の
地
名
② 

 

し
か
し
今
で
は
、
は
っ

き
り
し
た
踏
み
後
の
部
分

は
少
な
く
、
峠
の
奈
良
田

側
も
崩
壊
が
進
み 

昔
の

面
影
は
見
当
た
ら
な
い
。

峠
は
歴
史
の
生
き
証
人
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
を
只

の
歴
史
の
通
過
点
と
す
る

に
は
あ
ま
り
に
も
寂
し
す

ぎ
る
。 

 

芦安ファンクラブ定例会 

毎月・第３木曜日 

御気軽にご参加ください。 
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 

場所：ふれあい館（芦安小学校横） 

時間：７：３０ｐｍ 
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母語・郷土と人間 伊東藍 

 

「
ジ
ン
ト
ウ 

パ

カ
ニ 

ウ
イ
ル
ー 

（
朝
日
が
本
当
に
き

れ
い
だ
ね
） 

」
、
と

私
。 

 

「
ウ
ー
ア 

ウ
イ

ル
ー 

（
そ
う
だ
ね
、

本
当
に
き
れ
い
だ

ね
）
」
、
と
ガ
ニ
ン

ジ
ャ
さ
ん
。 

 

ガ
ニ
ン
ジ
ャ
さ
ん

と
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
は
内
陸
部
に
あ
る

砂
漠
に
暮
ら
し
て
い

る
あ
る
村
の
長
老
。

彼
女
は
私
が
初
め
て

会
話
し
た
先
住
民
族

ア
ナ
ン
グ
（
ア
ボ
リ

ジ
ニ
）
で
あ
る
。
こ

の
会
話
の
言
葉
は
ガ

ニ
ン
ジ
ャ
さ
ん
ら
の

住
む
地
域
の
先
住
民

族
が
話
す
”
ピ
ッ
チ

ャ
ン
ジ
ャ
ジ
ャ
ラ
”

と
い
う
言
語
。
こ
の

時
の
会
話
を
き
っ
か

け
に
私
の
”
ピ
ッ
チ

ャ
ン
ジ
ャ
ジ
ャ
ラ
学

習
”
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。
そ
れ
は
一
九
九

七
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
留
学
中
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
二
度
目
に

ま
た
そ
の
地
を
訪
れ

た
の
は
、
二
〇
〇
〇

年
四
月
。
”
ニ
ャ
ガ

チ
ャ
チ
ャ
ラ
カ
レ
ッ

ジ
”
と
言
う
小
さ
な

学
校
で
清
掃
員
と
し

て
働
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
は

も
ち
ろ
ん
ア
ナ
ン
グ
の
子
供
達

の
学
校
で
あ
る
。
”
ピ
ッ
チ
ャ
ン

ジ
ャ
ジ
ャ
ラ
”
を
話
し
た
い
私
に

と
っ
て
そ
の
仕
事
は
、
生
の 

”
ピ
ッ
チ
ャ
ン
ジ
ャ
ジ
ャ
ラ
”
を

聞
け
る
絶
好
の
場
で
あ
っ
た
。 

 

ア
ナ
ン
グ
（
ア
ボ
リ
ジ
ニ
）
と

い
う
言
葉
を
初
め
て
耳
に
し
た

方
は
、
北
海
道
に
住
む
私
た
ち
の

先
住
民
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
人
々

を
連
想
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
世

界
中
ど
こ
の
国
に
も
先
住
民
族

は
存
在
す
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
先
住
民
が
ア
ナ
ン
グ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
今
や
世
界
中
に
そ

の
名
が
知
れ
渡
っ
た
有
名
な
ア

ナ
ン
グ
が
い
る
。
シ
ド
ニ
ー
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
最
終
聖
火
ラ
ン
ナ

ー
を
つ
と
め
た
、
キ
ャ
シ
ー
フ
リ

ー
マ
ン
と
い
う
女
性
で
あ
る
。 

 

ア
ナ
ン
グ
は
、
五
万
年
前
（
十

万
年
前
と
い
う
説
も
あ
る
）
に
最

初
に
大
陸
に
わ
た
っ
て
き
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ガ
ル
ー
や

ト
カ
ゲ
と
い
っ
た
獲
物
や
、
水
を

求
め
て
移
動
す
る
狩
猟
生
活
を

送
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
初
め
て
上
陸

し
た
今
か
ら
約
二
百
年
前
ま
で

ず
っ
と
、
孤
立
し
た
自
由
な
生
活

を
送
っ
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
に

よ
る
開
拓
の
た
め
首
に
重
た
い

チ
ェ
ー
ン
を
巻
き
付
け
ら
れ
て

捕
ら
え
ら
れ
た
り
、
過
酷
な
労
働

を
強
い
ら
れ
た
り
、
強
制
的
に
英

語
な
ど
白
人
教
育
を
受
け
さ
せ

ら
れ
た
り
し
た
事
は
ま
だ
記
憶

に
新
し
い
事
実
で
あ
る
。
私
の
知

る
彼
ら
の
歴
史
は
ほ
ん
の
氷
山

の
一
角
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、 

”
ニ
ャ
ガ
チ
ャ
チ
ャ
ラ
カ
レ
ッ

ジ
”
で
は
彼
ら
と
会
話
し
、
一
緒

に
食
事
し
て
、
時
に
は
同
じ
布
団

で
寝
た
り
し
て
彼
ら
の
生
活
の

一
部
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
に
も
“
人
”
が
い
て
“
生
活
”

が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

”
ニ
ャ
ガ
チ
ャ
チ
ャ
ラ
カ
レ
ッ

ジ
”
は
世
界
的
に
有
名
な
巨
大
一

枚
岩
、
ウ
ル
ル
（
英
語
名
：
エ
ア

ー
ズ
ロ
ッ
ク
）
の
麓
に
あ
り
、
ま

だ
立
ち
上
が
っ
て
三
年
目
の
小

さ
な
寮
生
の
学
校
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
野
性
的
で
、
泣
き
虫
で
、
踊

る
こ
と
が
大
好
き
な
十
代
の
子

供
達
が
い
た
。
彼
ら
は
す
べ
て
の

授
業
を
英
語
で
受
け
る
。
英
語
は

彼
ら
の
就
職
の
た
め
に
は
ど
う

し
て
も
必
要
で
あ
る
。
家
で
は
家

族
と
”
ピ
ッ
チ
ャ
ン
ジ
ャ
ジ
ャ

ラ
”
で
話
し
、
学
校
で
は
英
語
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
学
校
か
ら
ス

ク
ー
ル
バ
ス
に
乗
っ
て
約
五
分

の
所
に
ユ
ラ
ラ
と
い
う
、
世
界
的

に
観
光
で
有
名
な
町
が
あ
る
。
そ

こ
は
、
ウ
ル
ル
（
エ
ア
ー
ズ
ロ
ッ

ク
）
を
一
目
み
た
い
、
登
っ
て
み

た
い
と
い
う
世
界
中
の
人
々
で

溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。
学
校
の
子

供
達
は
い
つ
も
、
ユ
ラ
ラ
に
行
く

と
世
界
中
か
ら
訪
れ
る
様
々
な

人
々
に
会
え
る
環
境
に
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
も
特
別
多
い
の
が
日

本
人
で
あ
っ
た
。
ユ
ラ
ラ
の
ホ
テ

ル
で
働
く
友
達
か
ら
こ
ん
な
話

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
「
日
本

人
の
多
く
は
お
金
を
た
く
さ
ん

持
っ
て
い
る
が
ゆ
っ
く
り
旅
行

す
る
十
分
な
時
間
が
な
い
。
だ
か

ら
と
り
あ
え
ず
ウ
ル
ル
に
登
り
、

写
真
を
撮
っ
て
、
急
ぐ
よ
う
に
帰

っ
て
い
く
」
彼
ら
の
多
く
は
き
っ

と
、
こ
の
土
地
に
古
く
か
ら
住
む

ア
ナ
ン
グ
一
人
に
会
う
こ
と
も

な
く
、
文
化
に
も
触
れ
る
こ
と
な

く
日
本
に
帰
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
と
私
は
思
っ
た
。
私
は
日
本
人

と
し
て
少
し
恥
ず
か
し
い
想
い

が
し
た
。 

 

私
が
昨
年
の
夏
、
北
岳
登
山
を

突
然
思
い
立
っ
た
の
は
、
１
度
目

の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
旅
が
少

な
か
ら
ず
そ
の
き
っ
か
け
で
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。
ア
ナ
ン
グ
は
、

彼
ら
の
生
ま
れ
、
生
き
る
土
地
を

す
べ
て
知
り
尽
く
し
て
い
る
。
私

が
ア
ナ
ン
グ
の
土
地
で
、
彼
ら
か

ら
学
ん
だ
の
は
自
然
の
偉
大
さ

厳
し
さ
だ
け
で
な
く
、
故
郷
を
愛

す
る
心
で
も
あ
っ
た
気
が
す
る
。

肩
の
小
屋
近
く
の
岩
場
か
ら
見

た
あ
の
す
ば
ら
し
い
夕
日
の
空

が
、
私
が
初
め
て
ガ
ニ
ン
ジ
ャ
さ

ん
と
話
し
た
日
に
見
た
朝
日
を

思
い
出
さ
せ
た
。
ア
ナ
ン
グ
は
本

当
は
人
々
が
ウ
ル
ル
に
登
る
こ

と
を
恐
れ
て
い
る
。
”
や
め
て
く

だ
さ
い
”
と
叫
ん
で
い
る
。
そ
れ

は
彼
ら
に
と
っ
て
神
聖
な
儀
式

の
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
現
在

で
は
国
の
法
律
で
、
ウ
ル
ル
の
登

山
は
本
人
の
意
志
に
任
せ
る
と

さ
れ
て
い
る
）
仮
に
北
岳
を
訪
れ

る
登
山
者
が
、
登
山
道
で
な
い
お

花
畑
を
ず
ん
ず
ん
と
登
っ
て
い

っ
た
ら
私
た
ち
は
本
当
に
悲
し

い
。
私
た
ち
は
旅
を
す
る
と
き
、

そ
こ
に
生
活
し
て
い
る
人
々
を

思
い
や
る
心
が
大
切
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

ウルル（エアーズロック） 

 

私
が
あ
る
日
”
ニ
ャ
ガ
チ
ャ
チ

ャ
ラ
カ
レ
ッ
ジ
”
の
子
供
達
に
”

日
本
語
”
の
授
業
を
計
画
し
試
み

た
の
は
、
将
来
彼
ら
が
ウ
ル
ル
の

ツ
ア
ー
会
社
で
働
く
、
日
本
語
を

話
せ
る
ガ
イ
ド
に
な
っ
て
”
ピ
チ

ャ
ン
ジ
ャ
ジ
ャ
ラ
”
と
”
日
本
”

を
つ
な
ぐ
架
け
橋
に
な
っ
た
ら

す
ば
ら
し
い
だ
ろ
う
な
〜
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
夢
の
よ
う
な

話
だ
が
、
あ
な
が
ち
夢
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

伊
東 

藍 
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芦
安
村
は
古
く
か
ら
南
ア
ル
プ
ス

の
玄
関
口
と
し
て
岳
人
と
い
わ
れ
る

人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
近
代

登
山
、
山
岳
文
化
の
発
祥
の
地
で
あ

り
、
そ
の
住
民
気
質
か
ら
多
く
の
名

案
内
人
を
育
ん
だ
地
域
で
あ
る
。
山

岳
案
内
人
は
、
登
山
者
の
荷
物
を
背

負
い
、
自
分
の
山
に
対
す
る
経
験
と

知
識
を
以
っ
て
、
そ
の
目
的
と
す
る

山
頂
へ
立
た
せ
る
こ
と
が
使
命
で
あ

っ
た
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
期
は

今
の
よ
う
な
整
備
さ
れ
た
登
山
道
は

な
く
、
案
内
人
が
地
形
、
目
標
物
等

か
ら
位
置
、
標
高
な
ど
を
想
定
し
、

勘
で
方
向
等
を
決
め
て
登
山
す
る
部

分
が
相
当
あ
り
、
安
全
の
た
め
に
案

内
人
な
し
で
の
登
山
は
考
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
案
内
人
は
山
の
こ
と
に
熟
知

し
た
地
元
の
者
が
選
ば
れ
た
。 

 

明
治
時
代
に
は
、
清
水
伝
十
郎
、

清
水
駒
吉
、
清
水
弥
吉
、
清
水
高
次

郎
、
清
水
己
代
松
等
の
案
内
人
が
活

躍
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
五

年
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
ウ
ォ
ル
タ

―
・
ウ
エ
ス
ト
ン
が
北
岳
に
登
山
し

た
時
、
当
時
の
村
長
、
名
取
運
一
の

推
薦
に
よ
り
案
内
役
を
勤
め
た
清
水

長
吉
、
清
水
弥
三
郎
は
近
代
登
山
の

幕
開
け
に
多
大
な
足
跡
を
残
し
た
。 

歴史
 

大
正
時
代
に
入
り
森
本
正
直
、
青

木
千
代
太
郎
、
青
木
要
造
等
が
名
案

内
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。 

 

青
木
要
蔵
は
大
正
十
五
年
七
月
、

東
海
銀
行
の
牛
奥
氏
を
案
内
し
、
白

峰
三
山
を
目
指
し
た
が
途
中
、
間
の

岳
山
頂
に
お
い
て
牛
奥
氏
が
帽
子
を

強
風
の
た
め
飛
ば
さ
れ
た
の
で
、
青

木
は｢

こ
こ
を
動
く
な｣

と
牛
奥
氏
に

言
い
渡
し
、
探
し
に
行
っ
て
戻
っ
て

み
る
と
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
結
局
、
頂
上
を
下
り
三

峰
岳
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
で
遺
体
で
発

見
さ
れ
た
。
青
木
は
そ
の
責
任
を
と

り
案
内
人
を
や
め
て
し
ま
っ
た
責
任

感
の
強
い
人
物
で
あ
っ
た
。 

 

大
正
十
一
年
、
甲
斐
山
岳
会
が
結

成
さ
れ
た
の
を
期
に
県
内
各
地
に
案

内
人
組
合
や
山
岳
会
の
支
部
が
設
立

さ
れ
た
。
芦
安
村
に
お
い
て
も
支
部

が
設
立
さ
れ
、
大
曽
利
の
青
木
久
次

郎
宅
を
事
務
所
と
し
て｢

甲
斐
山
岳

会
芦
安
支
部｣

と｢

登
山
案
内
人
組

合｣

の
木
製
看
板
が
掲
げ
ら
れ
隆
盛

期
を
迎
え
た
。
青
木
九
次
郎
宅
は
簡

易
宿
泊
所
を
兼
ね
た
雑
貨
商
を
営
ん

で
い
た
の
で
、
宿
泊
や
物
資
の
調
達

に
便
宜
を
図
り
、
案
内
人
の
紹
介
も

あ
わ
せ
て
行
っ
た
。
組
合
で
は
、
山

に
対
す
る
知
識
や
技
術
の
習
得
、
接

客
マ
ナ
ー
な
ど
の
講
習
会
も
行
い
、

講
習
会
を
受
け
た
者
に｢

案
内
手
帳｣

を
交
付
し
て
公
証
の
証
明
と
し
た
。 

 
｢

案
内
手
帳｣

の
中
に
は｢

案
内
人

の
心
得｣

の
欄
が
あ
り
、
１
．
終
始
誠

意
を
持
っ
て
事
に
当
た
り
か
り
そ
め

に
も
不
快
感
を
与
え
て
は
い
け
な
い
。

２
．
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
規
定
の

料
金
を
あ
ら
か
じ
め
告
げ
、
規
定
以

外
の
金
品
は
一
切
請
求
し
な
い
。３
．

高
山
植
物
を
採
集
し
な
い
。
４
．
登

山
小
屋
、示
導
標
を
保
護
す
る
こ
と
、

な
ど
の
案
内
人
と
し
て
守
る
べ
き
こ

と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に｢

注

意｣

の
欄
に
は
必
ず
案
内
の
と
き
は

こ
れ
を
携
帯
し
、
登
山
者
に
提
示
す

る
。
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
案
内

人
は
こ
れ
を
忠
実
に
守
っ
た
。
そ
の

か
い
合
っ
て｢

甲
斐
山
岳
会
芦
安
支

部｣

は
、
名
取
治
太
郎
、
名
取
久
平
、

深
沢
松
太
郎
、
深
沢
義
長
、
青
木
久

次
郎
、
清
水
又
一
、
青
木
正
一
な
ど

の
名
案
内
人
を
多
数
送
り
出
し
た
。

さ
ら
に
、
登
山
者
に
親
し
ま
れ
た
案

内
人
と
し
て
角
力
の
異
名
を
持
つ
清

水
義
信
、
酒
の
好
き
な
深
沢
久
義
、

深
沢
正
勝
な
ど
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。 

 

い
か
に
芦
安
の
案
内
人
が
登
山
者

に
信
頼
さ
れ
て
い
た
か
、
親
し
ま
れ

て
い
た
か
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、

昭
和
六
年
の
日
本
山
岳
会
報
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

山
岳
案
内
人

 
｢

此
処(

芦
倉)

の
案
内
人
は
子
供

の
こ
ろ
よ
り
山
仕
事
に
従
事
し
て
居

る
為
め
、
他
処
の
よ
う
な
一
夜
漬
案

内
人
は
無
之
様
に
見
受
け
ら
れ
且
数

名
の
案
内
人
に
て
組
合
を
組
織(

略)

小
生
等
の
伴
へ
る
清
水
義
信
、
又
一

の
両
人
も
き
わ
め
て
実
直
且
懸
命
に

世
話
を
致
し
呉
荷
物
は
十
貫
近
く
も

背
お
ひ
、
気
持
ち
よ
き
山
旅
を
行
い

得
た
る
。｣

と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
当

時
は
も
ち
ろ
ん
今
の
よ
う
に
林
道
は

な
く
、
山
小
屋
等
は
非
常
に
粗
末
な

も
の
で
あ
っ
た
。
芦
安
の
村
か
ら
全

行
程
を
徒
歩
で
行
わ
れ
た
の
で
、
今

と
は
比
較
で
き
な
い
程
の
日
数
、
経

費
、
さ
ら
に
労
力
を
費
や
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
贅
沢

な
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
七
年
に
、
十
年
間
の
歳
月

を
費
や
し
て
完
成
し
た
野
呂
川
林
道

の
開
通
に
よ
り
、
広
河
原
が
登
山
の

基
地
と
な
り
北
岳
を
中
心
と
す
る
南

ア
ル
プ
ス
へ
の
登
山
も
急
速
に
大
衆

化
し
て
き
た
。
必
然
的
に
案
内
人
の

仕
事
は
少
な
く
な
り
、
や
が
て
な
く

な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
山

に
対
す
る
愛
着
を
捨
て
き
れ
な
い
案

内
人
た
ち
は
、
山
小
屋
の
小
屋
番
と

し
て
再
ス
タ
ー
ト
を
切
り
、
今
ま
で

の
貴
重
な
体
験
を
も
と
に
登
山
者
を

温
か
い
目
で
見
つ
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
四
十
年
代
に
入
り
、
山
小
屋
も

あ
る
程
度
整
備
さ

れ
、
寝
具
付
き
、

食
事
も
提
供
で
き

る
現
在
の
よ
う
な

山
小
屋
に
生
ま
れ

変
わ
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。 

 

こ
の
様
に
、
先

人
た
ち
の
血
の
滲

む
よ
う
な
日
夜
の

積
み
重
ね
が
合
っ

た
結
果
と
し
て
、

今
日
の
様
に
登
山

道
が
整
備
さ
れ
、

北
岳
山
荘
を
は
じ

め
と
す
る
立
派
な

山
小
屋
も
建
ち
、

全
国
各
地
か
ら
十

万
人
近
い
登
山
客
が
南
ア
ル
プ
ス
を

訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
我
々

は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
同

時
に
、
今
後
さ
ら
な
る
南
ア
ル
プ
ス

の
発
展
に
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
、
山
岳
文
化
発
祥
の

立
役
者
で
あ
る
芦
安
村
の
山
岳
案
内

人
の
功
績
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も

課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。 

登山案内人 

右から鈴木喜太郎、百瀬舜太郎、青木正一、青木正吉

 
 

芦
安
村
・
総
務
課 

青
木
可
行 


