
 

「
更
級
郡
村
数
の
歌
」。
羽
尾
地
区
（
旧
更

級
村
、
現
千
曲
市
）
の
松
本
与
喜
の
さ
ん
が

節
を
つ
け
て
唱
え
て
い
ま
し
た
。
昭
和
の
初

め
、
更
級
郡
に
属
し
て
い
た
二
町
二
十
六
村

の
名
前
を
盛
り
込
ん
だ
歌
の
タ
イ
ト
ル
で
す
。

与
喜
の
さ
ん
は
二
〇
〇
二
年
、
九
十
一
歳
で

亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
近
く
に
お
住
ま
い
の

野
本
洋
子
さ
ん
が
テ
ー
プ
に
録
音
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
聞
か
せ
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。 

 

▽
学
習
発
表
会
で 

更
級
郡
の
村
数
は 

二
町
二
十
六
カ
村 

稲
荷
・
篠
ノ
井
始
め
と
し 
先
づ
数
え
ん
南
よ
り 

村
上
力
石
上
山
田 

更
級
八
幡
桑
原
や 

大
岡
日
原
に
信
級
と 

牧
郷
更
府
に
信
田
村 

信
里
塩
崎
川
柳
も 

栄
共
和
に
中
津
村 

川
中
島
に
青
木
島 

真
島
の
隅
か
ら
小
島
田
や 

稲
里
村
と
御
厨
は 

残
し
て
な
ら
ぬ
こ
の
二
つ 

西
の
寺
尾
に
東
福
寺 

こ
れ
に
て
二
十
六
カ
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
内
山
憲
太
郎
さ
ん
作
） 

村々を鉄道唱歌に乗せて 

 

こ
の
歌
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
っ
て
い
く
う
ち

に
貴
重
な
資
料
を
見
つ
け
ま
し
た
。
長
野
市

信
更
町
（
旧
更
級
郡
信
田
村
と
更
府
村
）
の

内
山
憲
太
郎
さ
ん
の
著
書
「
三
万
日
の
あ
し

あ
と
」（
一
九
八
六
年
発
行
）に

記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
小
学
校

の
教
師
だ
っ
た
内
山
さ
ん
が
昭

和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
こ
の

歌
を
つ
く
り
、
信
田
小
四
年
生

の
子
ど
も
た
ち
に
覚
え
さ
せ
、

学
習
発
表
会
で
親
御
さ
ん
た
ち

に
披
露
し
た
の
が
最
初
で
す
。 

井
の
蛙
大
海
も
知
る 

 

歌
詞
を
下
に
掲
載
し
ま
し
た
。

こ
れ
を「
戦
友
」（
こ
こ
は
御
国

を
何
百
里
は
な
れ
て
…
）や「
鉄

道
唱
歌
」（
汽
笛
一
声
新
橋
を

…
）
の
曲
に
乗
せ
て
歌
っ
た
と

い
う
こ
と
で
し
た
。 

 

昨
今
の
市
町
村
合
併
論
議
で

「
郡
は
い
ら
な
い
」
と
ま
で
は

い
か
な
く
と
も
、
大
規
模
自
治

体
化
す
る
こ
と
で
消
滅
の
瀬
戸

際
に
あ
る
郡
が
全
国
各
地
に
あ

る
よ
う
で
す
。
そ
れ
な
の
に
こ

の
歌
は
郡
を
大
事
に
し
て
い
ま

す
。
歌
に
ま
で
す
る
の
は
な
ぜ

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

郡
は
今
で
は
町
村
の
名
前
を
束
ね
る
地
名

と
し
て
地
図
に
載
っ
て
い
る
く
ら
い
。
新
聞

で
は
住
所
表
記
を
す
る
際
に
郡
名
は
書
き
ま

せ
ん
。
調
べ
ま
し
た
。
鎖
国
を
解
い
て
江
戸

時
代
が
終
わ
り
、
欧
州
や
米
国
に
引
け
を
と

ら
な
い
国
家
に
な
る
た
め
の
統
治
の
し
か
け

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

 

▽
歴
史
的
な
単
位 

 

郡
は
七
世
紀
中
ご
ろ
、
中
国
の
政
治
の
仕

組
み
を
取
り
入
れ
、
中
央
集
権
国
家
の
行
政

区
画
の
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
て
規
定
さ
れ
ま

し
た
。
更
級
郡
は
信
濃
国
の
十
郡
の
一
つ
で

し
た
。
武
士
が
政
治
の
実
権
を
に
ぎ
る
鎌
倉

時
代
と
な
る
と
、
郡
は
事
実
上
、
崩
壊
し
、

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
の
呼
び

名
と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

文
書
で
は
「
信
濃
国
更
級
郡
○
○

村
」な
ど
の
表
記
が
あ
り
ま
す
が
、

実
際
は
藩
に
属
し
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
明
治
政
府
が
復
活
さ
せ

た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
郡
の
区

画
と
し
て
は
広
す
ぎ
る
も
の
に
は

東
西
や
南
北
、
上
下
の
言
葉
を
つ

け
て
分
割
し
ま
し
た
。
長
野
県
で

は
筑
摩
は
東
西
、
佐
久
と
安
曇
は
南
北
、
伊

那
、
高
井
、
水
内
は
上
下
に
分
け
、
更
級
、

埴
科
、
小
県
、
諏
訪
は
そ
の
ま
ま
の
名
称
で

計
十
六
郡
と
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
郡
に
役
所
が
置
か

れ
ま
し
た
。 

 
 

明
治
維
新
と
は
言
っ

て
も
、
村
々
は
ま
だ
今

で
言
う
よ
う
な
自
治
体

の
機
能
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
廃
藩
置
県
で
で

き
た
県
が
ま
と
め
る
に

は
、
数
が
多
す
ぎ
て
目

配
り
が
聞
か
な
い
。
実

際
、
言
う
こ
と
を
聞
き

そ
う
に
な
い
…
そ
れ
が
県
と
村
々
の
間
に
郡

を
置
い
た
大
き
な
理
由
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。 

千
年
以
上
に
わ
た
り
人
口
に
膾
炙
し
て
き

た
郡
と
い
う
地
域
で
「
ま
と
ま
れ
」
と
言
わ

れ
れ
ば
「
そ
れ
も
そ
う
か
な
」
と
い
う
気
持

ち
に
な
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
郡
会
議
員
は

村
々
の
議
員
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
郡

議
員
は
そ
れ
に
よ
っ
て
村
民
を
郡
の
考
え
の

方
向
で
ま
と
め
る
責
任
を
負
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

▽
薄
ま
る
郡
意
識 

 

更
級
郡
役
所
は
塩
崎
村
篠
ノ
井
（
現
長
野

市
上
篠
ノ
井
）
に
置
か
れ
ま
し
た
。
欣
浄
寺

で
す
。
こ
の
一
帯
は
江
戸
か
ら
善
光
寺
に
向

か
う
北
国
街
道
と
、
木
曽
方
面
か
ら
善
光
寺

に
至
る
北
国
西
街
道
（
善
光
寺
街
道
）
が
交

わ
る
地
点
で
す

の
で
、
明
治
の

初
期
ま
で
は
郡

内
で
一
番
の
人

の
往
来
が
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。
篠
ノ
井
追
分

と
い
う
地
点
で
す
。 

 

そ
れ
が
一
九
二
三
年

（
大
正
二
）、現
在
の
Ｊ

Ｒ
篠
ノ
井
駅
近
く
に
移

り
ま
す
。
東
京
と
日
本

海
を
つ
な
ぐ
信
越
線
が

敷
設
さ
れ
た
の
が
契
機

で
す
。
篠
ノ
井
駅
を
抱

え
て
い
た
布
施
村
が
、

政
治
的
・
経
済
的
な
力

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
す
。
内
山
さ
ん

の
「
村
数
の
歌
」
の
「
篠

ノ
井
」
と
は
、
布
施
村

と
そ
の
周
辺
の
村
々
の

合
併
で
で
き
た
新
し
い

町
の
名
前
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
が
皮
肉
に
も
更
級
郡
意
識
を
薄
め

さ
せ
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
明
治
政

府
の
強
力
な
中
央
集
権
化
に
伴
い
、
県
庁
の

所
在
す
る
長
野
市
に
吸
い
つ
け
ら
れ
る
よ
う

に
合
併
し
て
い
き
、
篠
ノ
井
は
長
野
市
の
大

字
の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。 

 

反
面
、
そ
の
過
程
で
郡
内
の
村
々
は
自
治

体
と
し
て
の
力
を
持
ち
、
郡
役
所
は
一
九
二

六
年
（
大
正
十
五
）、
廃
止
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
昭
和
三
十
年
前
後
の
「
昭
和
の
大
合
併
」

で
、
更
級
郡
の
村
は
大
岡
村
と
上
山
田
町
だ

け
に
な
り
、
そ
の
上
山
田
町
も
昨
年
九
月
に

更
埴
市
と
戸
倉
町
と
合
併
し
、
大
岡
村
だ
け

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

▽
娘
時
代
に
覚
え
た
？ 

 

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
更
級
郡
長
だ

っ
た
津
崎
尚
武
は
県
内
で
最
初
に
郡
の
広
報

啓
発
機
関
誌
「
更
級
時
報
」
を
発
刊
し
、
村

の
領
域
を
越
え
た
郡
民
、
国
民
と
し
て
の
自

覚
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
発
刊
の
理
由
を
記
し

て
い
ま
す
。
当
時
、
為
政
者
の
間
で
は
日
本

は
欧
米
列
強
の
植
民
地
に
な
り
か
ね
な
い
と

い
う
恐
怖
が
一
層
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
日

本
人
は
井
の
中
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
海
を
知

る
こ
と
が
生
き
の
び
る
の
に
も
必
要
だ
と
い

う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
内
山
さ
ん
が

こ
の
歌
を
作
っ
た
の
は
昭
和
二
年
（
一
九
二

七
）。
著
書
の
中
で
「
障
子
二
本
の
大
き
さ
の

更
級
郡
白
地
図
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の

形
に
切
り
抜
い
た
色
紙
を
一
人
一
枚（
一
村
）

ず
つ
、
村
数
の
歌
に
合
わ
せ
て
は
り
つ
け
て

地
図
を
作
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の

と
き
す
で
に
郡
役
所
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
子
ど
も
た
ち
に
自
分
の
村
に
と
ど
ま

ら
な
い
広
い
視
野
と
地
域
の
歴
史
的
な
一
帯

感
を
持
た
せ
る
た
め
の
教
材
に
し
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

歌
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
松
本
与
喜
の

さ
ん
も
、旧
信
田
村
の
灰
原
地
区
の
生
ま
れ
。

内
山
さ
ん
が
こ
の
歌
を
作
っ
た
の
は
一
九
二

七
年
で
、
当
時
二
十
四
歳
。
こ
の
と
き
与
喜

の
さ
ん
は
十
六
歳
な
の
で
教
え
子
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
学
習
発
表
会
で
披
露

し
た
四
年
生
も
今
や
七
十
歳
。
こ
の
年
配
の

諸
君
の
口
に
は
、
い
ま
だ
に
こ
の
歌
が
残
っ

て
い
る
」
と
内
山
さ
ん
が
記
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
娘
時
代
の
与
喜
の
さ
ん
が
、

子
ど
も
た
ち
が
村
の
あ
ち
こ
ち
で
楽
し
そ
う

に
歌
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
い
て
覚
え
て
し

ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

発
行 

二
〇
〇
四
年
十
二
月
十
二
日 

 

編
集 

さ
ら
し
な
堂 

 
 

 
 

 

（
代
表
・
大
谷
善
邦
） 

〒
三
八
九
‐
〇
八
一
三 

長
野
県
千
曲
市
大
字
若
宮
一
一
八
四
‐
六 

 

（
旧

更
級
郡
更
級

村
） 

２ 

   松本与喜のさん 
（松本佑子さん提供） 


