
大岡村が閉村、信濃国は９郡に 

 

大
岡
村
が
二
〇
〇
五
年
元
旦
、
長
野
市
と

合
併
し
、
行
政
区
画
と
し
て
の
更
級
郡
も
な

く
な
り
ま
し
た
。
先
立
つ
〇
四
年
十
二
月
十

二
日
、
閉
村
式
が
村
文
化
セ
ン
タ
ー
で
行
わ

れ
、
私
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

午
前
九
時
半
、
村
の
自
治
活
動
へ
の
功
労

者
約
二
百
人
が
役
場
前
に
集
ま
り
、
ま
ず
、

記
念
石
碑
の
除
幕
式
が
あ
り
ま
し
た
。
役
場

玄
関
の
西
側
、
北
ア
ル
プ
ス
が
一
望
で
き
る

場
所
に
「
大
岡
村
役
場
跡
」
と

と
も
に
「
更
級
郡
」
と
い
う
文

字
が
刻
ま
れ
た
も
の
で
す
。 

大岡村役場は長野市大岡支所に 

 

▽
「
複
雑
な
思
い
」 

 
 

そ
の
後
の
閉
村
式
で
は
、
来

賓
の
方
々
の
何
人
か
が
、「
更

級
郡
」
消
滅
へ
の
感
慨
を
語
り

ま
し
た
。
印
象
に
残
っ
た
の
は

参
議
院
議
員
の
若
林
正
俊
さ
ん

の
言
葉
で
す
。 

 

「
私
は
更
級
郡
稲
里
村
田
牧

の
生
ま
れ
。（
更
級
郡
の
つ
い
た

出
生
地
名
と
）
自
分
の
名
前
を

一
緒
に
覚
え
て
育
っ
て
き
た
が
、

稲
里
村
は
更
北
村
に
な
り
、
長

野
市
に
編
入
し
た
。い
よ
い
よ
、

更
級
郡
の
行
政
区
画
が
無
く
な

る
と
思
う
と
、
大
き
な
時
代
の

流
れ
を
感
じ
、
複
雑
な
思
い
で

す
」 

 

郡
名
と
と
も
に
自
分
の
生
ま

れ
た
村
の
名
前
を
認
識
す
る
の

は
、
一
定
の
年
齢
以
上
の
方
に

と
っ
て
は
普
通
の
こ
と
だ
っ
た

よ
う
で
す
。 

 

古
物
店
で
古
い
ハ
ガ
キ
を
何

枚
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

差
し
出
し
人
と
し
て
の
自
分
の

名
前
の
右
隣
に
郡
名
を
セ
ッ
ト

に
し
て
書
い
て
あ
る
も
の
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。あ
て
先
は
同
じ
県
内
、

中
に
は
お
隣
の
「
埴
科
郡
」
で
す
か
ら
、
村

の
名
前
だ
け
で
あ
え
て
記
さ
な
く
て
も
ち
ゃ

ん
と
届
く
と
思
う
の
で
す
が
、わ
ざ
わ
ざ「
更

級
郡
○
○
村
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
す
。

確
か
に
自
分
の
子
ど
も
時
代
も
、
年
賀
状
を

書
く
と
き
な
ど
は
、
か
な
ら
ず
あ
て
先
も
ふ

く
め
双
方
の
郡
名
を
書
い
て
い
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。 

 

来
賓
の
方
の
あ
い
さ
つ
の
あ
と
、
記
念
講

演
し
た
長
野
郷
土
研
究
会
会
長
の
小
林
計
一

郎
さ
ん
の
指
摘
に
な
る
ほ
ど
、
と
思
う
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
小
林
さ
ん
は
大
岡
村
の

村
史
を
書
く
と
き
、
理
屈
が
合
わ
な
く
な
っ

て
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。 

▽
栄
枯
盛
衰
？ 

「
更
級
郡
に
は
有
力
な
町
や
村
が
で
き
て

合
併
し
て
い
っ
た
、
大
岡
村
が
最
後
ま
で
残

っ
た
の
は
単
独
で
も
や

っ
て
い
け
る
自
信
が
あ

っ
た
か
ら
、
更
級
郡
の

中
で
一
番
有
力
な
村
と

書
き
た
い
の
だ
が
、
そ

の
村
が
…
」 

 

確
か
に
大
岡
村
は
村

の
外
か
ら
の
移
住
、
定

住
人
口
を
増
や
す
施
策

が
そ
れ
な
り
に
功
を
奏

し
、
長
野
冬
季
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
芦
ノ
原
地

区
の
巨
大
わ
ら
細
工
の
道
祖
神
が
世
界
に
中

継
さ
れ
た
村
。
小
林
さ
ん
は
大
岡
村
に
つ
い

て
「
自
分
だ
け
で
や
っ
て
い
て
立
派
に
や
っ

て
い
く
村
だ
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
に
確
実
。

そ
の
理
屈
が
通
ら
な
く
な
っ
た
の
も
本
当
。

歴
史
的
に
は
栄
え
た
も
の
が
衰
え
る
の
は
仕

方
の
な
い
こ
と
」
と
も
言
い
ま
し
た
。 

 

講
演
の
内
容
は
、
つ
じ
つ
ま
の
面
で
疑
問

に
思
う
指
摘
も
あ
り
、
ま
た
、
全
体
と
し
て

合
併
し
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
だ
っ
た
た
め
、
講
演
後
に
は
ふ
さ
わ
し

い
人
だ
っ
た
の
か
と
批
判
す
る
人
も
い
ま
し

た
。
一
方
で
、
元
気
を
も
ら
っ
た
人
も
い
る

と
思
い
ま
す
。
あ
い
さ
つ
を
「
本
日
は
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
で
締
め

く
く
っ
た
長
野
地
方
事
務
所
長
に
比
べ
る
と
、

体
温
を
感
じ
さ
せ
る
内
容
で
し
た
。 

 

式
典
に
は
、
千
曲
市
（
旧
更
埴
市
と
戸
倉

町
、
上
山
田
町
）
の
市
長
（
出
席
者
は
代
理
）

も
来
賓
で
招
か
れ
て
い
ま
し
た
。
か
つ
て
の

更
級
郡
の
村
々
を
多
数
抱
え
、
ま
た
、
大
岡

村
の
合
併
の
過
程
で
は
、
更
埴
市
側
と
の
合

併
論
議
も
大
岡
村
に
あ
っ
た
経
緯
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。 

 

実
際
、
大
岡
村
の
方
々
は
、
稲
荷
山
町
（
旧

更
埴
市
）が
商
い
で
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
こ
ろ
、

馬
車
や
徒
歩
で
よ
く
山
を
下
っ
て
買
い
物
に

き
た
そ
う
で
す
。
今
で
も
稲
荷
山
の
年
配
の

方
は
そ
の
姿
を
自
分
の
目
で
見
て
覚
え
て
い

て
、
そ
う
し
た
歴
史
的
な
つ
き
あ
い
が
論
議

を
俎
上
に
載
せ
た
背
景
に
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、車
が
移
動
手
段
と
な
っ
た
現
在
、

大
岡
村
の
暮
ら
し
は
、
犀
川
沿
い
の
国
道
十

九
号
線
経
由
で
、

長
野
市
街
に
行

く
方
が
便
利
で

す
。
役
場
か
ら

は
二
車
線
の
舗

装
道
路
も
下
っ

て
接
続
し
て
い

ま
す
。
千
曲
川

に
出
る
と
き
に

通
る
村
々
も
す

で
に
長
野
市
に

合
併
し
て
い
ま

す
。
合
併
す
る

な
ら
長
野
市
と

い
う
の
は
実
態

か
ら
し
て
不
思

議
の
な
い
選
択

で
し
ょ
う
。 

 

ち
ょ
っ
と
、

心
配
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
長
年
に
わ
た
り

都
市
の
お
子
さ
ん
を
受
け
入
れ
て
き
た
「
山

村
留
学
」
は
こ
れ
か
ら
「
長
野
市
に
」
と
な

り
ま
す
。
新
聞
の
俳
句
短
歌
欄
で
は
山
村
の

暮
ら
し
を
詠
ん
で
も
、詠
み
手
の
住
所
は「
長

野
市
」
と
な
り
ま
す
。 

郡
名
と
と
も
に
あ
っ
た
故
郷 

４ 

「
○
○
村
」
と
い
う
呼
び
名
が
口
の
端
に

載
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
続
く

世
代
に
、
ふ
る
さ
と
の
一
体
感
を
持
た
せ
る

こ
と
を
と
て
も
難
し
く
さ
せ
ま
す
。
地
区
間

に
あ
っ
た
つ
な
が
り
を
薄
く
、
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
切
っ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
住
ん
で
い

る
人
た
ち
を
孤
立
さ
せ
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。 

▽
ま
る
ご
と
一
つ 

 

現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
国
の
市
町
村

合
併
政
策
は
、
将
来
の
経
済
情
勢
や
今

の
税
制
で
は
も
う
山
間
の
村
々
を
国
が

も
う
手
厚
く
援
助
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
観
点
か
ら
と
言
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。「
高
福
祉
」
と
言
わ
れ
る

村
々
の
独
自
施
策
も
国
の
支
援
が
あ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、

は
し
ご
を
外
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
自

治
体
も
多
い
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
は
、

人
材
を
都
市
に
送
り
出
し
て
い
る
の
が

田
舎
な
の
だ
か
ら
当
然
と
、
考
え
て
い

ま
し
た
が
、
先
立
つ
も
の
の
保
障
が
な
い
以

上
、
仕
方
が
な
い
か
と
あ
き
ら
め
が
あ
る
の

も
事
実
で
す
。 

長
野
市
長
は
式
典
の
あ
い
さ
つ
で
、「
多

軸
都
市
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
大
岡
村
と

一
緒
に
長
野
市
に
合
併
す
る
戸
隠
村
、
鬼
無

里
村
、
豊
野
町
も
含
め
各
地
域
の
特
色
を
生

か
す
施
策
に
取
り
組
む
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

そ
の
志
を
遂
げ
る
た
め
に
大
事
な
の
は
、
特

例
債
（
借
り
入
れ
に
よ
っ
て
集
め
る
こ
と
を

国
が
今
回
の
合
併
で
特
別
に
認
め
る
資
金
、

つ
ま
り
借
金
）
よ
り
も
、
住
民
、
出
身
者
、

そ
し
て
伝
来
の
文
化
を
基
に
培
っ
て
き
た
地

域
独
自
の
暮
ら
し
方
を
尊
い
と
思
う
方
々
の

知
恵
と
汗
で
し
ょ
う
。
山
間
地
か
ら
多
く
の

人
が
下
っ
て
都
市
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、

い
つ
平
地
に
住
め
な
く
な
る
か
分
か
ら
な
い

時
代
で
す
…
。 

 

郡
が
設
け
ら
れ
た
今
か
ら
約
千
四
百
年
前

の
飛
鳥
時
代
、
信
濃
国
は
十
郡
で
成
り
立
っ

て
い
ま
し
た
。
明
治
時
代
な
っ
て
、
長
野
県

は
う
ち
六
つ
を
上
下
と
南
北
に
分
け
、
計
十

六
郡
と
し
た
の
で
す
が
、
ま
る
ご
と
一
つ
の

郡
が
な
く
な
っ
た
の
は
「
更
級
郡
」
が
初
め

て
で
す
。 
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