
更級郡の西山部と善光寺平を結ぶ峠にある蕎麦塚。

０５年４月３日撮影。福寿草が花を咲かせていた。 

 

長
野
郷
土
史
研
究
会
の
機
関
誌
「
長
野
」

に
、「
信
濃
そ
ば
」を
特
集
し
た
も
の
が
あ
り

ま
す
。
同
研
究
会
は
長
野
市
と
旧
更
級
郡
を

含
む
周
辺
の
郡
部
の
歴
史
を
発
掘
し
て
お
り
、

今
か
ら
十
二
年
前
の
一
九
九
三
年
の
企
画
で

す
。そ
の
中
の
一
つ
に
目
が
と
ま
り
ま
し
た
。

「
蕎
麦
塚
の
あ
る
峠
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

唐
木
伸
雄
さ
ん
と
い
う
方
の
文
章
で
す
。 

 

▽
文
芸
た
し
な
む
気
風 

 

峠
と
は
、
現
在
の
長
野
市
信
更
町
と
同
市

塩
崎
と
の
境
に
あ
た
る
鳥
坂

と
っ
さ
か

峠
で
す
。
両
地

域
と
も
か
つ
て
は
更
級
郡
だ
っ
た
と
こ
ろ
で

す
。
こ
こ
に
俳
人
松
尾
芭
蕉
の

句
「
蕎
麦
は
ま
だ
花
で
も
て
な

す
山
路
か
な
」
が
刻
ま
れ
た
石

碑
が
、
道
沿
い
の
斜
面
に
立
っ

て
い
ま
す
。 

 

唐
木
さ
ん
の
調
査
に
よ
る
と
、

こ
の
句
は
芭
蕉
が「
奥
の
細
道
」

の
旅
（
一
六
八
九
年
）
を
終
え

て
、
現
在
の
滋
賀
県
大
津
市
の

石
山
寺
近
く
の
幻
住
庵
に
い
た

と
き
の
秋
に
つ
く
り
ま
し
た
。

弟
子
た
ち
が
訪
ね
て
き
た
の
で
、

新
そ
ば
で
も
て
な
そ
う
と
し
た

の
で
す
が
、
そ
ば
は
ま
だ
花
の

時
期
だ
っ
た
た
め
、
そ
ば
の
花

の
風
情
を
客
人
へ
の
も
て
な
し

に
し
た
、
と
い
う
意
味
の
句
だ

そ
う
で
す
。 

 

石
碑
は
加
工
の
加
え
ら
れ
て

い
な
い
自
然
石
、
つ
ま
り
、
山

野
に
転
が
っ
て
い
た
石
で
す
。

建
立
さ
れ
た
時
期
は
刻
ま
れ
て

い
な
い
の
で
す
が
、
文
政
・
天

保
期
ご
ろ
、
一
八
〇
〇
年
代
前

半
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。 

こ
の
峠
は
、
往
古
か
ら
更
級
郡
や
上
水
内

郡
の
山
間
地
で
あ
る
西
山
部
の
村
人
が
稲
荷

山
宿
や
武
水
別
神
社
へ
と
下
っ
て
く
る
参
詣

路
で
し
た
（
西
山
と
は
両
群
の
東
部
を
流
れ

る
千
曲
川
一
帯
が
平
地
で
あ
る
の
に
対
し
、

西
側
に
位
置
す
る
山
間
地
の
た
め
こ
う
呼
ば

れ
ま
す
）。
江
戸
後
期
に
な
る
と
、
村
で
も
寺

子
屋
が
普
及
し
て
農
民
も
読
み
書
き
を
覚
え
、

文
芸
を
た
し
な
む
気
風
が
生
ま
れ
、
村
の
有

識
者
た
ち
の
一
つ
の
趣
味
的
教
養
と
し
て
句

会
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

西
山
部
の
村
々
で
は
麻
の
裏
作
と
し
て
秋

そ
ば
を
栽
培
し
ま
し
た
。
山
際
の
乾
燥
し
た

や
せ
畑
が
使
わ
れ
ま
し
た
。「
か
つ
て
は
こ

の
峠
を
登
れ
ば
白
い
そ
ば
の
花
が
咲
い
て
い

る
の
を
山
路
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
た
」
と

唐
木
さ
ん
は
書
い
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
「
い
わ
ば
更
科
そ
ば
の
栽
培
処
の

と
ば
口
が
こ
の
峠
に
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
の

句
碑
を
建
立
し
た
村
人
た
ち
は
芭
蕉
の
句
碑

の
風
雅
な
詩
情
を
、
そ
ば
処
に
住
む
同
門
と

し
て
、
こ
の
峠
路
を
往
来
す
る
人
々
へ
の
歓

迎
の
道
し
る
べ
と
し
た
。
自
分
た
ち
も
蕉
風

の
道
を
極
め
て
い
き
た
い
と
い
う

俳
諧
精
進
の
願
い
も
こ
め
ら
れ
た

蕎
麦
塚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」

と
結
ん
で
い
ま
す
。 

 

読
み
終
え
て
「
い
い
文
章
だ
な

あ
」
と
思
わ
ず
、
唸
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

▽
あ
ま
ね
く
照
ら
す 

私
も
実
際
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。

標
高
約
五
百
㍍
。
下
界
は
三
百
㍍

ほ
ど
で
、
さ
ほ
ど
の
高
低
差
は
な

い
の
で
す
が
、
親
し
み
を
感
じ
さ

せ
る
見
事
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。 

西
山
部
の
山
路
を
来
た
人
は
右

手
に
姨
捨
山
（
冠
着
山
、
標
高
一

二
五
二
㍍
）
を
遠
望
す
る
で
し
ょ

う
。
前
面
に
は
千
曲
川
の
雄
大
な

水
面
、
稲
荷
山
、
屋
代
、
さ
ら
に

善
光
寺
方
面
の
町
並
み
。
夜
に
な
れ
ば
対
岸

の
鏡
台
山
か
ら
上
る
月
が
ま
さ
し
く
天
上
と

下
界
を
あ
ま
ね
く
照
ら
し
た
で
し
ょ
う
。 

姨
捨
山
に
月
に
千
曲
川
に
そ
ば
の
花
―
古

代
か
ら
「
さ
ら
し
な
」
と
言
え
ば
思
い
浮
か

ん
だ
も
の
が
偽
り
な
く
、
そ
ろ
っ
て
い
る
場

所
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。 

▽
夜
な
べ
で
石
臼 

機
関
誌
「
長
野
」
は
、「
信
濃
そ
ば
」
の
特

集
が
好
評
で
あ
っ
た
の
で
、
次
号
で
も
「
続

信
濃
そ
ば
」
と
し
て
企
画
を
続
け
ま
し
た
。

こ
の
中
で
は
、
西
山
産
、
つ
ま
り
蕎
麦
塚
か

ら
山
の
手
の
山
間
地
で
取
れ
た
そ
ば
を
大
事

に
食
べ
て
き
た
こ
と
を
記
し
た
文
章
が
あ
り

ま
す
。
桑
原
地
区
（
旧
更
級
郡
桑
原
村
、
現

千
曲
市
）
の
象
山
桑
原
記
念
館
（
現
在
の
呼

称
は
伴
月
楼
記
念
館
）
の
館
長
だ
っ
た
関
舜

さ
ん
（
故
人
）
が
書
い
た
も
の
で
す
。 

同
記
念
館
は
江
戸
時
代
の
士
族
の
お
宅
で
、

幕
末
の
松
代
藩
の
警
世
家
で
も
あ
っ
た
佐
久

間
象
山
と
の
つ
き
あ
い
が
深
か
っ
た
所
で
す
。 

関
さ
ん
が
家
に
残
る
古
文
書
を
調
べ
て
い

た
ら
、
江
戸
時
代
一
八
五
〇
年
ご
ろ
に
、
そ

ば
の
実
を
西
山
部
か
ら
買
い
求
め
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
見
つ
か
り
ま
し
た
。
関
家
で

は
自
分
の
畑
で
も
そ
ば
を
産
し
て
い
た
の
で

す
が
、
と
き
に
は
大
量
に
仕
入
れ
、
夜
な
べ

で
手
回
し
の
石
臼
で
挽
い
た
り
、
自
家
用
の

水
車
場
で
そ
の
と
き
に
食
べ
る
だ
け
の
粉
に

挽
い
て
、
そ
ば
が
き
や
そ
ば
切
り
に
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

関
さ
ん
は
「
多
少
黒
い
皮
の
ま
じ
っ
た
そ

ば
粉
は
風
味
が
よ
く
よ
ろ
こ
ば
れ
た
」
と
書

い
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
白
い
そ
ば

を
言
う
「
さ
ら
し
な
そ
ば
」
は
、
や
は
り
江

戸
と
い
う
都
市
の
住
人
た
ち
が
つ
く
っ
た
言

葉
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
ば
の

見
せ
る
花
の
白
さ
も
名
づ
け
理
由
の
一
つ
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
し
な
そ
ば
の
考
案

者
た
ち
は
そ
ば
切
り
の
姿
の
中
に
、
花
の
時

季
を
迎
え
た
そ
ば
畑
の
風
情
も
見
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

▽
袋
詰
め 

昭
和
の
は
じ
め
こ
ろ
に
な
る
と
「
世
の
中

が
進
ん
だ
し
、
手
打
ち
を
し
て
い
た
祖
母
は

体
が
弱
り
、
手
伝
い
に
来
て
い
た
ば
あ
ち
ゃ

ん
た
ち
も
忙
し
く
な
っ
て
来
な
く
な
り
、
そ

ば
切
り
を
つ
く
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
」

と
関
さ
ん
は
記
し
て
い
ま
す
。
桑
原
地
区
の

近
く
に
あ
る
繁
華
街
の
稲
荷
山
か
ら
小
さ
な

袋
入
り
の
そ
ば
粉
を
買
っ
て
き
て
細
々
と
つ

く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

袋
の
中
の
そ
ば
粉
の
多
く
は
同
じ
よ
う
に

鳥
坂
峠
を
経
て
西
山
部
か
ら
運
ば
れ
て
き
て

い
た
で
し
ょ
う
。
稲
荷
山
は
産
物
の
集
散
地

と
し
て
活
況
を
呈
し
て
い
ま
し
た
の
で
。
商

い
、
物
流
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
自
体
は
い
い

こ
と
で
す
が
、
明
治
の
文
明
開
化
以
降
、
欧

米
の
食
べ
物
も
食
卓
に
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
加
え
、
経
済
活
動
も
盛
ん
に
な
り
暮

ら
し
が
忙
し
く
な
っ
た
こ
と
が
、
晴
れ
の
食

事
と
し
て
の
そ
ば
切
り
の
性
格
を
薄
め
て
い

っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

晴
れ
の
食
事
と
は
「
ご
馳
走
」
の
こ
と
で

す
。
ご
馳
走
の
も
と
も
と
の
意
味
は
物
事
の

支
度
の
た
め
に
走
り
回
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ば
切
り
に
す
る
ま
で
の
手
間
を
思
え
ば
、

言
葉
の
字
義
に
ど
ん
ぴ
し
ゃ
り
で
す
。
手
間

を
か
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
ご
ち
そ
う
の
座

を
転
落
し
た
と
も
言
え
ま
す
。 

し
か
し
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
、
そ
し

て
バ
ブ
ル
社
会
を
経
て
い
く
過
程
で
、
そ
ば

打
ち
を
「
道
」
の
世
界
に
極
め
て
い
こ
う
と

い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
唐
木
伸

雄
さ
ん
が
お
書
き
に
な
っ
た
「
蕉
風
の
道
を

極
め
て
い
き
た
い
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
更

級
人
の
精
進
の
心
は
、
う
ま
い
そ
ば
づ
く
り

に
打
ち
込
む
現
代
の
人
々
に
も
受
け
継
が
れ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

⑧

精進の道しるべとなったそば 

鳥

坂

越

え

れ

ば

白

い

花 

 

発
行 

二
〇
〇
五
年 

四
月
十
六
日 

 

編
集 

さ
ら
し
な
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