
明治か大正時代と思われる絵はがきで紹介された「川中島古戦場」。「甲越
直戦地」の碑文字に建立者の誇りがうかがえる。 

 

「
更
級
」
と
い
う
名
字
が
あ
る
の
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
一
九
三
九
年
に
発
行
さ
れ

た
「
更
級
郡
埴
科
郡
人
名
辞
書
」
を
開
い
て

い
た
ら
、
更
級
さ
ん
と
い
う
姓
の
方
々
が
い

た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
更
級
さ
ん
の
ご
一

族
は
今
も
長
野
市
今
里（
旧
更
級
郡
今
里
村
）

に
お
住
ま
い
で
す
。
直
系
の
ご
子
孫
で
あ
る

更
級
健
一
郎
さ
ん
に
手
紙
を
差
し
上
げ
た
と

こ
ろ
、
一
族
の
来
歴
に
関
す
る
貴
重
な
資
料

を
お
送
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

▽
篤
志
家 

 

更
級
家
は
今
里
村
で
、
も
と
も
と
は
村
沢

姓
を
名
乗
る
「
豪
族
」
で
し
た
。

江
戸
時
代
は
文
化
五
年
（
一
八
〇

八
）、当
時
の
当
主
で
あ
る
高
包

た
か
か
ね

さ

ん
が
領
主
か
ら
「
更
級
姓
」
を
与

え
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

江
戸
時
代
、
武
士
以
外
は
名
字

を
公
称
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
は
土
地
の

特
徴
や
歴
史
的
な
由
緒
か
ら
、
農

民
や
町
人
も
私
的
に
は
名
乗
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
領
主
な
ど
に
あ

て
た
公
文
書
に
は
姓
が
な
く
名
し

か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
れ
が

理
由
で
す
。 

高
包
さ
ん
は
、
浅
間
山
の
噴
火

に
よ
る
降
灰
被
害
や
善
光
寺
平
の

一
角
を
襲
っ
た
大
水
の
被
害
を
私

財
を
投
じ
て
援
助
し
た
り
、
医
術

を
勉
強
し
て
薬
を
調
合
し
病
人
を

救
う
な
ど
し
た
そ
う
で
す
。
い
わ

ゆ
る
篤
志
家
と
言
っ
て
い
い
で
し

ょ
う
。
藩
政
や
地
域
住
民
へ
の
貢

献
度
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
領

主
も
そ
れ
に
対
し
て
士
族
と
同
様

に
「
苗
字
帯
刀
」
を
許
す
こ
と
に

よ
っ
て
威
徳
を
称
え
た
よ
う
で
す
。

高
包
さ
ん
は
そ
の
際
、「
更
級
」姓

を
望
ん
だ
と
み
ら
れ
ま
す
。 

高
包
さ
ん
は
な
ぜ
、「
更
級
」と

い
う
姓
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。 

一
人
の
人
間
は
姓
と
名
前
に
よ
っ
て
過
去

の
歴
史
と
現
在
の
中
で
一
人
の
存
在
と
し
て

規
定
さ
れ
る
と
も
言
え
ま
す
。
現
代
の
わ
れ

わ
れ
に
は
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
い
く

ら
い
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
高
包
さ
ん

が
生
ま
れ
る
前
、十
七
世
紀
く
ら
い
ま
で
は
、

個
人
と
い
う
概
念
は
希
薄
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
交
通
、
移
動
の
自
由
が
な
か
っ
た
時
代

は
、
一
族
だ
け
で
完
結
す
る
村
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
名
字
の
必
要
は
そ
れ

ほ
ど
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

名
前
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
で
識

別
で
き
ま
し
た
か
ら
。
し
か

し
、
い
く
つ
か
の
出
ど
こ
ろ

の
違
う
一
族
が
共
存
す
る
こ

と
に
な
る
と
、
識
別
す
る
必

要
が
生
ま
れ
ま
す
。 

高
包
さ
ん
の
こ
ろ
は
、
物

や
人
の
往
来
が
盛
ん
に
な
り
、

自
分
た
ち
の
出
自
を
明
確
に

し
た
い
気
持
ち
が
全
国
的
に

高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
と
き
、高
包
さ
ん
は「
更

級
郡
」
を
意
識
し
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。 

▽
古
戦
場
、
穀
倉
地
帯 

今
里
地
区
は
現
在
の
Ｊ
Ｒ

川
中
島
駅
近
く
で
、
長
野
市

と
合
併
す
る
直
前
は
更
級
郡

川
中
島
町
で
し
た
。
犀
川
と
千
曲
川
の
間
に

挟
ま
れ
る
平
地
が
川
中
島
と
呼
ば
れ
、
こ
の

地
は
か
つ
て
す
べ
て
更
級
郡
で
す
。 

今
か
ら
約
四
百
五
十
年
前
、
高
包
さ
ん
が

篤
志
家
と
し
て
活
躍
し
た
時
代
か
ら
は
約
二

百
五
十
年
前
の
戦
国
時
代
は
、
甲
斐
の
武
田

信
玄
と
越
後
の
上
杉
謙
信
が
信
州
の
支
配
権

を
め
ぐ
っ
て
歴
史
的
な
合
戦
を
繰
り
広
げ
ま

し
た
。
土
着
の
村
人
た
ち
に
と
っ
て
は
た
ま

ら
な
い
戦
争
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
長
期

に
わ
た
っ
て
幾
度
も
の
戦
い
を
繰
り
広
げ
た

こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
を
残
し
、
日

本
中
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
古
来
、
数
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
、

歌
枕
と
な
っ
た
「
更
級
」
と
い
う
言
葉
。
戦

乱
の
な
く
な
っ
た
江
戸
時
代
は
、
松
尾
芭
蕉

の
来
訪
に
よ
っ
て
庶
民
に
と
っ
て
の
観
光
ス

ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
川
中
島
は
犀
川
、

千
曲
川
の
流
れ
が
育
ん
だ
更
級
郡
を
代
表
す

る
穀
倉
地
帯
。
加
え
て
日
本
の
首
都
で
あ
る

江
戸
と
善
光
寺
を
つ
な
ぐ
北
国
街
道
も
通
っ

て
い
る
…
。 

こ
う
し
た
歴
史
、
経
済
的
な
条
件
を
考
え

れ
ば
、
高
包
さ
ん
が
「
更
級
」
姓
を
望
ん
だ

の
も
う
な
ず
け
る
気
が
し
ま
す
。 

▽
鬼
に
も
姓
？ 

幼
い
こ
ろ
に
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
昔
話
に

「
大
工
と
鬼
六
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

鬼
が
川
を
渡
ら
せ
な
い
の
で
、
大
工
が
困
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、「
俺
さ
ま
の
名
前
を
当
て

て
み
ろ
。
当
て
た
ら
渡
ら
せ
る
」
と
鬼
が
言

い
ま
す
。
大
工
が
鬼
の
正
し
い
名
前
を
呼
ぶ

と
鬼
は
消
え
て
し
ま
っ
て
無
事
渡
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
す
。 

こ
の
鬼
の
心
理
が
長
く
不
思
議
で
し
た
が
、

長
じ
て
い
く
う
ち
に
自
分
の
名
前
を
呼
ば
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
的
な
安
定
が
も
た

ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

し
た
。
幼
少
の
こ
ろ
、
仲
良
く
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
人
か
ら
、
自
分
の
名
前
を
口
に
し

て
も
ら
っ
た
と
き
に
感
激
し
た
記
憶
が
あ
る

人
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

鬼
六
は
姓
で
は
な
く
名
前
の
よ
う
な
感
じ

で
す
が
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
鬼
が
名
字

で
六
が
名
前
と
も
言
え
ま
す
。
実
際
、
お
話

の
中
で
は
、
大
工
は
鬼
六
と
い
う
正
し
い
名

前
を
呼
ぶ
ま
で
は
「
赤
鬼
」「
鬼
七
」
と
い
う

名
前
を
発
し
ま
す
。
か
つ
て
「
○
○
さ
ん
の

奥
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の
は
妻
の
人
格
無
視
と
、

論
議
に
な
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

く
ら
い
一
人
の
人
間
と
し
て
の
存
在
は
、
姓

と
名
の
セ
ッ
ト
に
よ
る
支
え
が
必
要
と
言
え

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

▽
２
千
数
百
人
の
足
跡 

更
級
健
一
郎
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料

の
中
に
、
更
級
家
の
由
緒
に
つ
い
て
調
べ
た

方
の
講
演
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
こ

の
方
は
「
家
族
を
離
れ
て
個
人
無
く
、
一
族

を
離
れ
て
個
人
無
く
、
社
会
を
離
れ
て
個
人

無
く
、
民
族
を
離
れ
て
個
人
は
無
い
と
思
う

の
は
私
一
人
だ
け
の
妄
想
で
し
ょ
う
か
」
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
「
同
じ
先
祖
で
あ

る
私
た
ち
と
は
別
系
の
村
沢
家
の
方
々
が
現

在
も
な
お
活
躍
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い

ま
す
。 

冒
頭
の
「
更
級
郡
埴
科
郡
人
名
辞
書
」
は

信
濃
教
育
会
更
級
埴
科
両
部
会
が
編
集
し
た

も
の
で
、
戦
国
時
代
か
ら
大
正
時
代
ま
で
に

活
躍
し
た
両
郡
の
約
二
千
数
百
人
の
足
跡
を

一
人
一
人
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。
す
べ

て
の
国
民
が
名
字
を
も
つ
こ
と
を
事
実
上
、

義
務
づ
け
た
「
名
字
必
称
令
」
が
出
た
の
が

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
で
す
か
ら
、
こ
こ

に
は
名
字
を
堂
々
と
名
乗
れ
る
こ
と
の
喜
び

を
感
じ
た
人
も
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
更
級
高
包
さ
ん
と
同
じ
よ
う

に
誇
り
に
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 
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（
代
表
・
大
谷
善
邦
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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
） 

「更級」姓への高包さんのこだわり 

歴
史
・
社
会
を
離
れ
て
個
人
な
く 

12

更級高包さん。「更級郡埴科郡人名辞書」から 


