
 

明
治
の
町
村
合
併
で
「
更
級
村
」
が
新
村

名
と
し
て
長
野
県
に
認
め
ら
れ
る
に
当
た
っ

て
実
は
、
再
申
書
を
初
代
村
長
と
な
る
塚
田

雅
丈
さ
ん
は
提
出
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も

更
級
を
新
し
い
村
の
名
前
に
し
た
い
と
い
う

申
請
が
あ
っ
て
、
当
地
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い

論
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で

す
。
一
連
の
申
請
の
大
き
な
後
ろ
盾
に
な
っ

た
と
み
ら
れ
る
の
が
当
時
の
佐
良
志
奈
神
社

宮
司
、
豊
城
豊
雄
さ
ん
で
す
。 

 

▽
肌
身
で
感
じ
た 

 

豊
雄
さ
ん
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）

の
生
ま
れ
で
、
雅
丈
さ
ん
よ
り

七
つ
年
長
で
す
。
豊
雄
さ
ん
が

著
し
た
「
姨
捨
山
所
在
考
」
が

有
力
な
論
拠
に
な
っ
た
よ
う
で

す
。
同
書
は
、
姨
捨
山
は
冠
着

山
で
あ
る
こ
と
を
、
歌
集
や
物

語
な
ど
数
々
の
古
典
を
ひ
も
解

い
て
考
証
し
た
も
の
で
す
。
結

果
的
に
更
級
郡
を
代
表
す
る
山

が
当
地
に
あ
る
こ
と
か
ら
「
更

級
の
里
」と
し
て
最
も
妥
当
だ
、

と
い
う
こ
と
を
裏
づ
け
る
内
容

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、

そ
の
よ
う
な
も
の
を
豊
雄
さ
ん

が
書
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
更
級
郡
埴
科
郡
人
名
辞

書
」
に
よ
る
と
、
豊
雄
さ
ん
は

十
四
歳
の
こ
ろ
、
神
職
に
就
く

た
め
の
勉
強
に
京
都
に
行
き
ま

し
た
。（
更
級
へ
の
旅
③
で
ご

登
場
い
た
だ
い
た
父
親
の
直
友

さ
ん
の
勧
め
た
の
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。）豊
雄
さ
ん
は
和
歌
や
古

典
の
中
で
姨
捨
が
格
好
の
題
材

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
肌
身
で

感
じ
た
と
思
い
ま
す
。「
こ
ん
な

に
も
更
級
、
姨
捨
は
、
都
の
人

た
ち
の
あ
こ
が
れ
の
地
な
の

か
」。
あ
る
と
き
は
「
私
は
そ
こ

の
出
で
す
」
な
ど
と
誇
ら
し
く
応
じ
て
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
ん
な
体
験
を
し
て
豊
雄
さ
ん
は
、
村
々

を
近
代
的
自
治
体
に
す
る
明
治
の
町
村
合
併

政
策
の
只
中
に
身
を
置
き
ま
す
。
当
時
は
松

尾
芭
蕉
が
来
訪
し
て
以
来
、
隣
村
の
旧
八
幡

村
に
あ
る
長
楽
寺
一
帯
が
「
姨
捨
山
」
と
し

て
知
ら
れ
旅
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

た
た
め
、
も
と
も
と
の
姨
捨
山
は
冠
着
山
で

あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
で
当
地
の
特
色

を
強
調
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

▽
姨
捨
系
の
原
点 

豊
雄
さ
ん
は
更
級
小
学
校
の
校
長
を
明
治

十
五
年
か
ら
四
年
間
務
め
、
学
校
の
あ
る
羽

尾
ま
で
歩
い
て
通
っ
て
い
ま

し
た
。
羽
尾
村
の
戸
長
を
務

め
て
い
た
雅
丈
さ
ん
と
は
年

齢
も
近
い
し
、
お
互
い
に
故

郷
へ
の
思
い
は
強
い
。「
実

は
こ
ん
な
も
の
を
書
い
た
ん

だ
が
」
と
書
写
し
た
も
の
を

雅
丈
さ
ん
に
渡
し
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

雅
丈
さ
ん
は
「
こ
れ
は
使

え
る
」
と
、
自
信
を
も
っ
て
申
請
書
を
し
た

た
め
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
実
際
、
申
請
書

の
中
で
は
佐
良
志
奈
神
社
と
い
う
社
号
を
は

じ
め
境
内
に
あ
る
石
碑
な
ど
に
刻
ま
れ
た

「
更
級
」
の
文
字
も
有
力
な
根
拠
に
し
て
い

ま
す
。
同
神
社
の
現
在
の
宮
司
で
あ
る
直
祥

さ
ん
に
よ
る
と
、
社
標
に
記
さ
れ
た
「
月
の

み
か
露
霜
し
ぐ
れ
雪
ま
で
に
さ
ら
し
さ
ら
せ

る
さ
ら
し
な
の
里
」
の
和
歌
が
決
め
て
の
一

つ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
知
恵
を
豊
雄
さ
ん

が
雅
丈
さ
ん
に
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
姨
捨
山
所
在
考
」
は
そ
の
後
の
姨
捨
系

論
文
や
小
説
の
原
点
と
言
っ
て
も
い
い
も
の

で
す
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
東

京
の
国
学
院
学
士
、佐
藤
寛
が
出
版
し
た「
姨

捨
山
考
」
の
中
で
、
一
つ
の
重
要
な
参
考
文

献
と
し
て
か
な
り
の
量
の
文
章
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
昭
和
十
一
年
（
一
九

三
六
）
長
野
県
東
筑
摩
郡
坂
井
村
の
西
沢
茂

二
郎
さ
ん
（
故
人
）
が
両
書
を
踏
ま
え
独
自

の
論
考
を
加
え
た
「
姨
捨
山
新
考
」
を
刊
行

し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
新
考
」
を
作
家

の
堀
辰
雄
、
井
上
靖
が
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
「
姨

捨
記
」「
姨
捨
」
と
い
う
短
編
を
書
き
ま
す
。

深
沢
七
郎
の
「
楢
山
節
考
」
も
こ
の
延
長
線

上
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。 

▽
豊
年
虫 

豊
雄
さ
ん
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
雰
囲

気
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
文
献
が
あ
り

ま
す
。
大
正
、
昭
和
期
の
文
壇
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
作

家
、
志
賀
直
哉

の
「
豊
年
虫
」

で
す
。
戸
倉
上

山
田
温
泉
で
執

筆
の
た
め
宿
泊

し
て
い
た
志
賀

が
、
息
抜
き
に

当
地
を
散
策
し

た
と
き
の
様
子

を
し
た
た
め
た

短
編
で
す
。
豊

年
虫
は
カ
ゲ
ロ

ウ
の
こ
と
で
、

こ
の
虫
が
た
く

さ
ん
現
れ
る
と

豊
作
に
な
る
と

考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、

こ
の
呼
び
名
が

あ
り
ま
す
。 

志
賀
は
千
曲
川
河
畔
に
大
量
発
生
し
た
そ

の
様
子
に
触
れ
な
が
ら
当
地
の
風
情
を
味
わ

い
深
く
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
散
歩
の

途
中
、
佐
良
志
奈
神
社
に
立
ち
寄
り
、
あ
ご

ひ
げ
の
老
人
の
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。 

 

更
級
神
社
。
松
杉
の
大
き
な
森
に
被

わ
れ
た
広
い
境
内
に
緑
の
暗
闇
と
高
い

本
殿
と
、
七
八
間
へ
だ
た
っ
て
本
殿
よ

り
も
大
き
な
拝
殿
を
持
っ
た
社
だ
。
曇

っ
た
静
か
な
夕
方
だ
っ
た
。
本
殿
の
左

側
の
御
札
を
売
る
所
に
は
顎
ひ
げ
だ
け

あ
る
神
官
ら
し
い
老
人
と
、
も
う
一
人

の
老
人
と
が
、
向
か
ひ
合
っ
て
煙
管
で

煙
草
を
の
ん
で
い
た
。
私
が
そ
っ
ち
を

見
な
が
ら
行
く
と
、
老
人
達
も
黙
っ
て

此
地
を
見
て
い
た
。（
中
略
）
木
の
高
い

と
こ
ろ
は
水
蒸
気
に
包
ま
れ
、
ぼ
ん
や

り
し
て
い
た
。
総
て
が
灰
色
で
、
恰
も

夢
の
中
の
景
色
だ
。
向
か
ひ
合
っ
て
黙

っ
て
煙
草
を
の
ん
で
い
る
二
老
人
も
如

何
に
も
夢
の
中
の
人
物
ら
し
か
っ
た
。

そ
ん
な
事
を
考
え
な
が
ら
十
間
ば
か
り

来
た
。
そ
の
時
私
は
突
然
背
後
か
ら
大

き
な
声
で
怒
鳴
ら
れ
た
や
う
に
感
じ
吃

驚
し
て
立
ち
止
ま
っ
た
。
「
今
年
の
祭

に
は
…
」
こ
ん
な
事
を
い
っ
て
い
る
。

今
ま
で
黙
っ
て
い
た
二
老
人
が
、
話
を

始
め
た
の
だ
。
そ
れ
が
大
き
な
森
に
響

き
渡
っ
た
。
森
全
体
が
大
き
な
ド
ー
ム

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。 

 

▽
後
年
に
取
り
込
ん
だ
？ 

佐
良
志
奈
神
社
は
夢
と
現
実
の
境
が
あ
い

ま
い
で
、
当
地
の
気
配
を
異
次
元
に
さ
せ
る

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

登
場
す
る
「
あ
ご
ひ
げ
の
神
官
」
が
豊
雄
さ

ん
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

た
だ
、「
豊
年
虫
」
を
志
賀
が
発
表
し
た
の

が
昭
和
四
年
で
、
豊
雄
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た

の
が
大
正
六
年
（
享
年
七
十
六
）
で
す
。
十

年
余
り
の
時
差
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
作
品

も
小
説
で
す
。
大
正
時
代
に
佐
良
志
奈
神
社

を
訪
ね
豊
雄
さ
ん
の
姿
を
見
て
い
た
志
賀
が

後
年
、「
豊
年
虫
」に「
欠
か
せ
な
い
要
素
だ
」

と
し
て
取
り
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

佐
藤
寛
の
「
姨
捨
山
考
」
を
読
ん
で
当
地
に

来
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
当
時
の
作
家

の
間
で
は
「
姨
捨
」
は
取
り
組
む
べ
き
大
き

な
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
で
す
。 

更
級
村
が
誕
生
し
て
五
年
後
の
明
治
二
十

七
年
に
描
か
れ
た
境
内
の
鳥
瞰
図
が
あ
り
ま

す
。「
月
の
み
か
露
霜
し
ぐ
れ
雪
ま
で
に
…
」

の
歌
が
刻
ま
れ
た
社
標
が
左
下
に
見
え
ま
す
。

本
殿
の
隣
に
は
社
務
所
も
あ
り
ま
す
。
森
は

ド
ー
ム
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
志
賀
直
哉

が
訪
ね
た
時
の
様
子
に
か
な
り
忠
実
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。 
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旧
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郡
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級

村
） 

新村名の後ろ盾「姨捨山所在考」 

志
賀
直
哉
が
訪
ね
た
佐
良
志
奈
神
社 豊城豊雄さん 

 （更級郡埴科郡人名辞書から） 


