
 

全
国
で
進
む
市
町
村
合
併
で
、
必
ず
と
言

っ
て
い
い
く
ら
い
論
議
に
な
る
の
が
、
新
し

い
ま
ち
の
名
前
で
す
。
更
級
村
（
現
千
曲
市
）

は
明
治
の
町
村
合
併
で
誕
生
し
ま
し
た
。
旧

村
は
羽
尾
、
須
坂
、
若
宮
の
三
つ
、
各
村
に

は
現
在
の
仙
石
、
三
島
、
芝
原
が
そ
れ
ぞ
れ

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
れ
も
が
自
分
の
村

の
名
に
愛
着
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
、

ど
う
し
て
全
く
新
し
い
村
名
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
郷
土
史
研
究
家
の
塚
田

哲
男
さ
ん
の
論
文
「
更
級
村
命
名
の
由
来
」

を
ま
ず
紹
介
し
ま
す
。 

▽
わ
が
意
見
を
以
っ
て 

政
府
の
町
村
合
併
の
方
針
が
公
布
さ
れ
た

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）、
羽

尾
、
須
坂
、
若
宮
の
三
カ
村
は
、

政
府
の
中
央
集
権
化
政
策
に
し
た

が
っ
て
連
合
村
を
形
成
し
、
羽
尾

村
の
塚
田
小
右
衛
門
（
雅
丈
）
さ

ん
が
、
連
合
戸
長
と
い
う
代
表
者

を
務
め
て
い
ま
し
た
。
雅
丈
さ
ん

は
前
々
か
ら
、「
伝
説
に
名
高
い

真
の
姨
捨
山
は
冠
着
山
で
あ
る
」

と
の
説
を
抱
き
、ま
た
三
カ
村
が
、

全
国
各
地
の
地
域
名
を
記
し
た
平

安
時
代
の
和
名
抄
に
載
る
「
更
級

の
郷
」
に
含
ま
れ
る
と
確
信
を
持

っ
て
い
た
の
で
、
新
村
名
を
「
更

級
村
」
に
し
た
い
と
各
村
に
提
案

し
ま
し
た
。 

当
時
は
一
番
大
き
な
村
の
名
を

と
っ
て
名
づ
け
る
の
が
大
方
の
方

法
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
周
辺
で
は

た
と
え
ば
、
北
隣
の
郡

村
、
志
川
村
、
大
池
新

田
村
、
八
幡
村
が
合
併

し
ま
し
た
が
、
武
水
別

神
社
の
あ
る
八
幡
村
が

一
番
有
力
で
し
た
。
南

隣
は
、
新
山
村
、
上
山

田
村
、
力
石
村
が
合
併
し
、
上
山

田
村
と
な
り
ま
し
た
。 

 

羽
尾
村
が
三
カ
村
の
中
で
一
番

規
模
が
大
き
か
っ
た
の
で
、
新
村

名
は
「
羽
尾
村
」
と
な
っ
て
も
不

思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
雅
丈
さ
ん
が
公
私
に
わ

た
っ
て
書
き
残
し
た「
雅
丈
雑
記
」

に
は
「
新
村
名
は
羽
尾
、
仙
石
に

て
は
、
苦
情
も
こ
れ
有
り
候
と
も
、
わ
が
意

見
を
以
っ
て
更
級
村
と
改
称
す
る
」と
あ
り
、

新
村
名
へ
の
雅
丈
さ
ん
の
並
々
な
ら
ぬ
決
意

が
う
か
が
え
ま
す
。 

新しい村名が与えた誇り  

▽
校
名
論
議 

塚
田
哲
男
さ
ん
は
論
文
で
、
そ
の
決
意
の

背
景
と
し
て
、
小
学
校
の
名
前
を
決
め
る
と

き
の
村
感
情
的
な
ト
ラ
ブ
ル
に
触
れ
て

い
ま
す
。
町
村
合
併
に
先
立
つ
明
治
六

年(

一
八
七
三)

、
長
野
県
は
各
村
に
学

校
を
つ
く
る
御
触
れ
を
出
し
ま
し
た
。

一
つ
の
村
だ
け
で
は
運
営
が
難
し
い
の

で
若
宮
、
須
坂
、
羽
尾
は
三
カ
村
連
合

の
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
名

前
を
「
鼎
立

て
い
り
つ

学
校
」
に
し
ま
し
た
。 

鼎
か
な
え

は
古
代
中
国
の
殷
の
時
代
に
神

聖
視
さ
れ
て
い
た
青
銅
祭
器
の
こ
と
で
、

こ
の
器
の
脚
が
三
本
で
あ
っ
て
、
三
者

が
た
が
い
に
立
つ
、
平
等
の
立
場
を
示
す
意

と
し
て
決
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
校
名
は
、そ
の
後
、「
所
在
地
の
名
を
も

っ
て
校
名
と
す
る
べ
し
」
と
の
通
達
で
、
明

治
十
九
年
、学
校
所
在
地
は
羽
尾
村
な
の
で
、

「
羽
尾
学
校
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

学
校
経
費
は
応
分
の
負
担
を
し
て
い
る
の

に
、
名
前
は
「
羽
尾
」
で
は
と
い
う
不
満
の

声
も
若
宮
、
須
坂
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

合
併
後
に
「
更
級
小
学
校
」
と
し
て
新
た
な

校
地
を
決
め
る
と
き
の
寄
付
金
な
ど
に
非
協

力
的
な
動
き
が
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
の

感
情
的
な
問
題
が
一
つ
の
原
因
の
よ
う
に
も

感
じ
る
と
塚
田
さ
ん
は
記
し
て
い
ま
す
。 

明
治
の
リ
ー
ダ
ー
、
塚
田
雅
丈
さ
ん 
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▽
全
村
民
の
利
益 

現
代
の
市
町
村
合
併
の
話
に
戻
り
ま
す
。

新
し
い
ま
ち
の
名
前
を
、
歴
史
を
尊
重
せ
ず

に
話
題
性
を
重
視
し
て
決
め
、
住
民
か
ら
も

大
き
な
批
判
が
出
て
い
る
な
ど
と
新
聞
を
に

ぎ
わ
す
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
読

ん
で
い
て
、雅
丈
さ
ん
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど「
更

級
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
も
っ
と
知
り
た

く
な
り
ま
し
た
。 

当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
、
う
な
ず
け
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
冠
着
騒

動
」
で
す
。
冠
着
山
は
江
戸
時
代
、
羽
尾
、

須
坂
、
若
宮
に
加
え
、
千
曲
川
東
の
対
岸
に

あ
る
埴
科
郡
千
本
柳
・
上
徳
間
・
内
川
の
計

六
村
の
「
入
会
山
」
で
、
村
人
は
燃
料
や
家

畜
の
え
さ
、
堆
肥
な
ど
に
な
る
薪
や
秣
な
ど

を
取
り
に
い
っ
て
い
ま
し
た
。明
治
十
五
年
、

そ
れ
ま
で
は
松
代
藩
の
管
理
下
に
あ
っ
た
の

が
、
民
有
地
と
な
り
、
冠
着
山
の
地
元
で
あ

る
羽
尾
村
が
所
有
権
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、

ほ
か
の
五
カ
村
と
今
で
言
え
ば
最
高
裁
判
所

ま
で
争
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

一
審
で
勝
っ
た
羽
尾
が
二
審
で
負
け
、
さ

ら
に
上
告
し
た
も
の
の
不
受
理
と
な
っ
て
、

明
治
十
九
年
、
冠
着
山
は
六
カ
村
の
共
有
と

決
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
対
立
は
な
か
な
か

治
ま
ら
ず
、
羽
尾
と
原
告
側
の
間
で
は
不
穏

な
雰
囲
気
が
生
ま
れ
、
警
察
が
出
動
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
事
態
に

な
っ
て
間
も
な
い
時
期
の
合
併
な
の
に
羽
尾

と
須
坂
、
若
宮
の
三
カ
村
が
よ
く
も
一
緒
に

な
れ
た
と
思
い
ま
す
。 

長
野
県
が
三
カ
村
合
併
の
強
力
な
行
政
指

導
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
背
景
に
あ
っ
た
で

し
ょ
う
が
、
私
に
は
、
雅
丈
さ
ん
が
過
去
の

対
立
を
乗
り
越
え
、
と
も
に
暮
ら
し
て
い
く

に
は
、
新
し
い
村
の
名
前
で
再
出
発
す
る
の

が
全
村
民
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。 

古
来
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
姨
捨
山
は
三
カ

村
を
抱
く
冠
着
山
。
古
代
の
国
道
で
あ
る
東

山
道
の
支
道
が
羽
尾
か
ら
須
坂
を
経
て
善
光

寺
方
面
に
通
じ
て
い
た
。
後
醍
醐
天
皇
の
子

息
で
あ
る
宗
良
親
王
が
滞
在
し
た
可
能
性
が

あ
る
羽
尾
。
若
宮
に
は
佐
良
志
奈
神
社
が
あ

る
―
雅
丈
さ
ん
は
「
更
級
村
」
と
い
う
当
地

の
歴
史
や
文
化
を
反
映
さ
せ
た
名
前
な
ら
ば
、

村
民
の
自
尊
心
を
く
す
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

更級村初代村長の塚田雅丈さん 
（塚田せつ子さん提供） 

羽尾、須坂、若宮の村会議員と長老たちが総意で、新村名を「更級
村」と改称することに決めた「答申書」。雅丈さんの直筆 
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（
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
） 

▽
長
老
た
ち
の
署
名 

明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）の
合
併
後
、

雅
丈
さ
ん
は
更
級
村
の
初
代
村
長
と
な
り
ま

し
た
。「
雅
丈
雑
記
」
と
は
別
に
、
雅
丈
さ
ん

が
更
級
村
と
な
っ
て
か
ら
の
公
文
書
な
ど
を

書
き
写
し
た
「
雑
誌
」
も
残
っ
て
お
り
、
そ

の
中
に
は
新
村
名
を
長
野
県
に
申
請
す
る
前
、

三
カ
村
の
創
意
で
更
級
村
に
改
称
す
る
こ
と

を
決
め
た
こ
と
を
示
す
「
答
申
書
」
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
各
村
の
村
会
議
員
と
長
老

た
ち
計
四
十
三
人
の
名
前
が
並
び
、
そ
の
中

に
は
裁
判
で
原
告
、
被
告
双
方
の
代
表
だ
っ

た
人
の
名
前
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

冠
着
山
は
も
う
、
薪
を
燃
料
に
使
う
入
会

山
と
し
て
の
役
割
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
明
治
の
裁
判
を
た
た
か
っ
た
六
カ

村
は
先
の
大
戦
後
か
ら
は
「
財
産
区
」
と
い

う
組
織
を
設
立
し
、
山
の
植
生
、
景
観
の
保

全
や
、
木
材
の
有
効
利
用
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
塚
田
哲
男
さ
ん
が
現
在
、
財
産
区
の

代
表
者
で
あ
る
議
長
を
務
め
て
い
ま
す
。 


