
　

千
曲
市
須
坂
地
区
（
旧
更
級
村
）
で
は

か
つ
て
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
裏
付
け
る
遺
物
が
発
見
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
名
や
地

形
、
さ
ら
に
お
住
ま
い
の
方
々
の
名
字
か

ら
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
さ
ら
し
な
の
里

歴
史
資
料
館
学
前
芸
員
の
翠
川
泰
弘
さ
ん

が
論
考
で
発
表
し
ま
し
た
。
製
鉄
が
行
わ

れ
て
い
た
時
期
は
平
安
か
ら
江
戸
時
代
に

か
け
た
、ほ
ぼ「
中
世
」と
呼
ば
れ
る
時
代
。「

そ
ん
な
昔
の
話
か
」
と
言
わ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
古
代
姨
捨
山
の
麓
、
当
地
の
当
時

の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
す
。
都

み
や
こ
び
と人

が
あ
こ
が
れ
た
「
更
級
」

の
原
型
が
埋
も
れ
て
い
る
貴
重
な
空
間
で

あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
す
。

�

�
鉄
関
連
�
名
字
�
�
�
�
�

　
「
須
坂
地
区
が
製
鉄
と
関
係
し
た
地
域
」

と
い
う
説
は
、
さ
ら
し
な
の
里
友
の
会
前

会
長
の
大
谷
秀
志
（
故
人
）
さ
ん
が
当
地

に
残
る
地
名
を
も
と
に
指
摘
し
て
い
ま
し

た
。
翠
川
さ
ん
は
発
掘
と
住
民
の
名
字
の

観
点
を
加
え
て
補
強
し
ま
し
た
。
き
っ
か

け
は
二
〇
〇
六
年
に
行
っ
た
福
島
修
さ
ん

方
の
庭
の
発
掘
調
査
。
須
坂
地
区
の
防
火

水
槽
の
設
置
場
所
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う

も
の
で
し
た
。
左
の
地
図
で
「
調
査
地
点
」

と
書
か
れ
た
左
側
に
あ
る
●
印
の
所
で
す
。

　

千
曲
川
の
流
れ
が
削
っ
て
で
き
た
須
坂

段
丘
上
に
あ
り
、
調
査
で
は
平
安
か
ら
江

戸
時
代
に
か
け
て
の
竪
穴
住
居
や
掘
立
柱

建
物
の
跡
、
さ
ら
に
屋
根
瓦
が
載
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
建
物
の
礎
石
が
三
〇
平

方
㍍
ほ
ど
の
狭
い
地
に
密
集
し
て
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
福
島
家
の
家
系
図
の
始
ま
り

は
平
安
末
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
福
島
�
�
�

の
「
福
」
は
「
吹
く
」
で
あ
り
、
製
鉄
に

使
う
「
ふ
い
ご
」
に
携
わ
る
関
係
者
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

ほ
か
に
も
鉄
に
関
係
し
た
名
字
が
い
く

つ
も
あ
り
ま
す
。
も
う
一
度
、
左
の
地
図

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
翠
川
さ
ん
が
製
鉄
に

関
係
し
た
名
字
を
住
宅
地
図
に
落
と
し
た

も
の
で
す
。
福
島
邸
の
遺
跡
周
辺
の
地
形

や
過
去
の
発
掘
調
査
か
ら
、
古
代
の
須
坂

地
区
は
低
地
と
台
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
谷
の
よ
う
に
低
く

な
っ
て
い
た
所
と
千
曲
川
に
よ
っ
て
上
方

か
ら
土
砂
の
運
ば
れ
た
氾
濫
原
の
低
地
に

網
を
掛
け
る
と
、
福
島
邸
の
周
辺
が
台
地

と
し
て
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。台
地
南
部（
右

下
）
の
先
端
に
は
阿
部
姓
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
。
阿
部
�
�
�
と
い
う
名
字
は
門
外

不
出
と
さ
れ
て
い
た
、
製
鉄
従
事
者
に
世

襲
的
に
受
け
継
が
れ
た
名
字
で
す
。

　

網
の
か
か
っ
た
更
級
小
学
校
、
児
童
館
、

保
育
園
周
辺
は
、
谷
地
形
部
で
砂
鉄
の
た

ま
り
場
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
が
、

更
級
小
か
ら
姨
捨
駅
に
つ
な
が
る
県
道
と

湯
沢
川
の
交
差
点
に
�
�
�
口
の
地
名
が

残
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け

ま
す
。
た
た
ら
と
は
、
砂
鉄
と
木
炭
で
鉄

を
つ
く
る
日
本
独
自
の
製
鉄
法
の
呼
び
名

で
、
た
た
ら
口
の
関
�
�
�
姓
は
、
須
坂

へ
の
玄
関
口
で
あ
る
湯
沢
川
の
堰せ

き
も
り守

的
役

割
を
務
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
翠
川

さ
ん
は
推
測
し
ま
す
。
冠
着
山
の
砂
鉄
成

分
を
含
ん
だ
水
の
流
れ
る
湯
沢
川
を
南
側

へ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
谷
へ
鉄
分
を
運
ば

せ
て
い
た
の
で
は
と
言
い
ま
す
。
砂
鉄
の

運
搬
役
は
蟹が

に
ざ
わ沢

も
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
湯
沢
と
蟹
沢
と
い
う
二
本
の
河

川
の
運
ぶ
砂
鉄
が
更
級
保
育
園
付
近
の
谷

の
周
辺
に
堆
積
し
、
そ
こ
が
砂
鉄
の
採
取

地
に
な
っ
た
と
翠
川
さ
ん
は
推
察
し
ま
す
。

　

須
坂
の
台
地
は
砂
鉄
を
採
取
で
き
る
地

点
で
あ
り
、
小
さ
な
離
島
状
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
往
時
の
技
術
や
製
品
を
守
り
、
他

者
の
侵
入
を
防
ぐ
天
然
の
要
崖
に
も
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

�

�
立
派
�
礎
石
�
出
土

　

遺
物
面
で
の
裏
付
け
は
、
狭
小
な
台
地

で
あ
る
に
も
か
か
ら
ず
福
島
邸
だ
け
か
ら

で
も
遺
構
が
集
中
し
て
見
つ
か
っ
た
こ
と

で
す
。
周
辺
に
も
連
綿
と
遺
構
が
密
度
高

く
分
布
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
出
土

し
た
礎
石
柱
建
物
跡
は
製
鉄
遺
跡
と
の
関

連
性
も
う
か
が
え
る
そ
う
で
す
。
礎
石
は
、

70
㌢
×
62
㌢
、
厚
さ
20
㌢
、
80
㌔
の
と
て

も
立
派
な
も
の
で
、
通
常
の
人
家
で
は
使

わ
れ
な
い
規
模
で
す
。
礎
石
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
上
に
載
っ
た
柱
も
規

模
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

炎
が
上
が
っ
て
も
火
事
に
な
ら
な
い
よ
う

な
空
間
の
高
さ
や
広
さ
、
製
鉄
炉
の
設
置

や
作
業
の
で
き
る
整
地
さ
れ
た
土
間
だ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
谷
の
南
側
の
現
在
の
仙
石
地
区

に
は
、
小
松
�
�
�
姓
が
集
中
し
て
い
ま

す
。「
松
」
と
い
う
言
葉
は
、
松
の
管
理
を

任
さ
れ
て
き
た
一
族
で
あ
る
可
能
性
が
あ

り
、
松
は
高
い
温
度
を
出
せ
る
木
炭
と
し

て
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
湯
沢
川
上

流
沿
い
に
は
金か

な

い

は

井
坡
と
い
う
地
名
が
あ
り

ま
す
が
、や
は
り
鉄
生
産
に
は
関
係
が
あ
り
、

須
坂
で
作
ら
れ
た
鉧
か
ら
分
割
さ
れ
た
鉄

を
用
い
て
鋳
造
し
、
農
具
や
刀
に
加
工
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
名
残
と
し
て
金
井
姓
が
現
在
で

も
集
中
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
の
翠
川
さ
ん
の
解
説
を
聞
く

と
、
そ
う
で
す
。
鉄
に
関
係
し
た
一
連
の

名
字
が
当
地
に
は
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い

る
の
で
す
。

　

�
宗
良
親
王
�
成
俊
�
時
代

　

製
鉄
を
め
ぐ
る
翠
川
さ
ん
の
論
考
は
「
観

月
の
名
所
、
姨
捨
伝
説
の
地
で
あ

る
更
級
の
里
と
の
関
連
も
見
逃
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
締
め
く

く
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
は

私
が
考
察
し
ま
し
た
。
製
鉄
は
も

ち
ろ
ん
中
世
の
様
子
を
う
か
が
わ

せ
る
文
献
は
当
地
に
は
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。
た
た
ら
製
鉄
に
従
事
す

る
人
た
ち
は
門
外
不
出
の
特
殊
技

術
を
持
ち
、
鉄
生
産
の
原
料
を

求
め
て
移
住
を
繰
り
返
す
集
団

で
あ
っ
た
た
め
、
民
俗
学
も
調
査

研
究
の
対
象
に
な
か
な
か
で
き
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
更

級
地
区
の
場
合
、
イ
メ
ー
ジ
を
膨

ら
ま
せ
ら
れ
る
文
献
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
天
皇
家
が
二
つ
に
分
か

れ
た
今
か
ら
約
七
百
年
前
の
中

世
、
南
北
朝
時
代
の
南
朝
側
の
皇

子
、
宗む

ね
よ
し
し
ん
の
う

良
親
王
が
残
し
た
和
歌
で

す
。
彼
は
現
在
の
羽
尾
地
区
（
旧

更
級
村
）
に
一
時
滞
在
し
た
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。
南
朝
勢
力
を
拡
大
す

る
た
め
地
方
遠
征
を
し
て
い
た
と
き
に

作
っ
た
「
更
科
の
月
見
て
だ
に
も
わ
れ

は
た
だ
都
の
秋
の
空
ぞ
恋
し
き
」
な
ど
、

「
さ
ら
し
な
の
月
」
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌

を
い
く
つ
も
残
し
て
い
る
の
で
す
。
中

世
も
「
さ
ら
し
な
の
月
」
が
高
貴
な
人

た
ち
に
と
っ
て
も
格
別
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
（
詳
し
く
は

シ
リ
ー
ズ
75
参
照
）。

　

も
う
一
つ
は
成

じ
ょ
う
し
ゅ
ん

俊
と
い
う
お
坊
さ
ん

が
万
葉
集
の
巻
末
に
添
え
た
「
奥お

く
が
き書

」（
寛

永
版
）
の
文
章
で
す
。
成
俊
は
漢
字
だ

け
で
書
か
れ
た
万
葉
集
の
読
み
下
し
に

貢
献
し
た
人
な
の
で
す
が
、
彼
は
こ
の

奥
書
の
中
で
「
信
州
姨
捨
山
の
麓
」
に

住
ん
で
い
た
と
書
い
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
場
所
の
候
補
地
の
一
つ
が
仙
石
地

区
の
東と

う
ふ
く
し
ょ

福
所
と
呼
ば
れ
る
地
籍
名
の
り

ん
ご
畑
で
す
。
万
葉
集
を
介
し
二
人
は

当
地
で
出
会
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る

の
で
す
（
シ
リ
ー
ズ
６
参
照
）。

　

二
人
と
製
鉄
が
関
係
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
羽
尾
・
仙

石
両
地
区
は
須
坂
地
区
を
見
下
ろ
す
一

帯
で
す
。
た
た
ら
製
鉄
は
数
日
間
炎
を

燃
や
し
続
け
る
の
で
、「
あ
あ
須
坂
で
は

た
た
ら
の
炎
が
見
え
る
」
と
興
に
入
る

こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

製
鉄
技
術
は
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し

た
そ
う
で
す
。
製
鉄
技
術
を
受
け
継
い

だ
人
々
が
、
都
人
と
同
じ
よ
う
に
東
山

道
の
支
道
（
シ
リ
ー
ズ
33
、
34
参
照
）

が
通
る
冠
着
山
（
姨
捨
山
）
の
ふ
も
と

を
歩
い
て
い
た
と
き
、
千
曲
川
と
湯
沢
・

蟹
沢
付
近
に
砂
鉄
の
層
を
発
見
し
、
こ

こ
に
住
ん
で
生
業
と
し
た
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
平
安
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ

る
製
鉄
遺
跡
は
少
な
い
と
い
う
の
で
、

そ
の
痕
跡
を
千
年
後
の
今
も
名
字
に
留

め
て
い
る
と
し
た
ら
、貴
重
な
地
域
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
製
鉄
が
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
の
か
。
大
量
の
木
材
が
必
要
な
の
で

山
が
さ
ほ
ど
深
く
な
い
当
地
で
は
は
げ

や
ま
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
製
鉄
・
加
工
の
た
め
に
当
地

に
移
住
し
た
人
た
ち
は
そ
の
後
も
こ
こ

に
居
を
留
め
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

当
地
の
暮
ら
し
や
す
や
月
の
美
し
さ
、

冠
着
山
の
ふ
も
と
で
あ
る
こ
と
が
定
住

さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
須
坂
、
仙
石

両
区
は
一
つ
の
地
域
の
成
り
立
ち
が
う

か
が
え
る
歴
史
が
あ
り
そ
う
で
す
。
更

級
地
区
は
姨
捨
山
を
頂
点
に
し
た
小
宇

宙
。
古
代
さ
ら
し
な
の
原
型
を
今
も
濃

く
残
る
貴
重
な
空
間
と
言
え
ま
す
。

　

翠
川
泰
弘
さ
ん
と
大
谷
秀
志
さ
ん
の

論
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
平
成
18
年
度
千

曲
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
」、「
鐵

く
ろ
が
ね・

鉄
文
化
の
探
究
と
郷
土
回
想
」
に
載
っ

て
い
ま
す
。
千
曲
市
立
戸
倉
図
書
館
で

借
り
ら
れ
ま
す
。
中
央
の
写
真
は
古
代

た
た
ら
製
鉄
の
想
像
絵
。
右
の
写
真
は

成
俊
の
居
住
地
の
候
補
で
あ
る
東
福
所

の
り
ん
ご
畑
か
ら
明
治
時
代
に
出
土
し

た
骨
壷
。
こ
こ
に
宗
教
施
設
が
あ
っ
た

の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
今
号
で
は
、

翠
川
さ
ん
の
ほ
か
、
須
坂
区
の
み
な
さ

ん
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

都
人
が
憧
れ
た
古
代
「
更
級
」
の
原
型

  

発
行  

二
〇
一
〇
年 

十
一
月
十
五
日

  

編
集  

さ
ら
し
な
堂

　
　
　
　

 　

  　

（
代
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・
大
谷
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邦
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（
旧
更
級
郡
更
級
村
）

月
の
名
所
、
姨
捨
伝
説
の
地
で
あ

る
更
級
の
里
と
の
関
連
も
見
逃
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
締
め
く

く
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
は

私
が
考
察
し
ま
し
た
。
製
鉄
は
も

ち
ろ
ん
中
世
の
様
子
を
う
か
が
わ

せ
る
文
献
は
当
地
に
は
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。
た
た
ら
製
鉄
に
従
事
す

る
人
た
ち
は
門
外
不
出
の
特
殊
技

術
を
持
ち
、
鉄
生
産
の
原
料
を

求
め
て
移
住
を
繰
り
返
す
集
団

で
あ
っ
た
た
め
、
民
俗
学
も
調
査

研
究
の
対
象
に
な
か
な
か
で
き
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
更

級
地
区
の
場
合
、
イ
メ
ー
ジ
を
膨

ら
ま
せ
ら
れ
る
文
献
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
天
皇
家
が
二
つ
に
分
か

れ
た
今
か
ら
約
七
百
年
前
の
中

世
、
南
北
朝
時
代
の
南
朝
側
の
皇

子
、

す
。
彼
は
現
在
の
羽
尾
地
区
（
旧

更
級
村
）
に
一
時
滞
在
し
た
と
の

たたら製鉄遺跡が更級に眠る？
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