
　

千
曲
市
更
級
地
区
の
更
級
小
学
校
交
差

点
か
ら
百
㍍
ほ
ど
坂
道
を
上
る
と
（
大
字

羽
尾
字
仙
石
地
区
）、
石
垣
の
左
の
一
角

に
石
碑
が
見
え
て
き
ま
す
。
当
地
で
は
最

も
大
き
な
碑
の
一
つ
で
、「
蚕
界
偉
人　

大お
お
た
に
・
こ
う
ぞ
う

谷
幸
蔵
君
之
碑
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す

（
写
真
①
）。
書
は
戦
後
最
初
の
総
理
大
臣
、

吉
田
茂
さ
ん
。
大
谷
幸
蔵
さ
ん（
一
八
二
五

～
一
八
八
七
）
は
江
戸
幕
末
、
日
本
が
鎖

国
か
ら
開
国
に
舵
を
大
き
く
切
っ
た
と

き
日
本
の
貿
易
業
の
先
駆
者
だ
っ
た
人
で

す
。
当
時
、
海
外
に
通
用
す
る
日
本
の
商

品
は
生
糸
で
し
た
か
ら
、
養
蚕
王
国
だ
っ

た
信
州
か
ら
打
っ
て
出
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。（
養
蚕
と
旧
更
級
村
と
の
関
係

は
シ
リ
ー
ズ
７
参
照
）。
こ
の
碑
の
右
隣
、

現
在
の
寿
高
原
食
品
さ
ん
の
資
材
置
き
場

が
幸
蔵
さ
ん
の
屋
敷
跡
で
す
。
た
だ
、
直

系
の
ご
子
孫
は
当
地
に
お
ら
ず
、
そ
の
後
、

ど
う
な
さ
っ
て
い
る
の
か
気
に
な
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
よ
う
や
く
お
目
に
か
か
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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宮
城
県
仙
台
市
に
お
住
ま
い
の
大
谷
満

行
さ
ん
（
写
真
②
）
で
す
。
昭
和
十
七

年(

一
九
四
二
）
の
お
生
ま
れ
で
幸
蔵
さ

ん
か
ら
四
代
後
、
玄や

し
ゃ
ご孫

に
当
た
る
方
で

す
。
満
行
さ
ん
と
連
絡
が
取
れ
た
の
は
、

「
蚕
界
異
人
・
大
谷
幸
蔵
」（
尾
崎
章
一

著
）
と
い
う
本
が
取
っ
掛
か
り
で
す
。
大

正
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
た
の
を
、
幸
蔵

さ
ん
の
顕
彰
碑
を
現
在
地
に
建
立
（
昭
和

二
十
六
年
）
す
る
の
に
合
わ
せ
、
さ
ら
し

な
の
里
友
の
会
初
代
会
長
の
大
谷
秀
志
さ

ん
（
故
人
）
ら
若
い
こ
ろ
、
村
の
有
力
者

ら
と
新
た
に
増
補
出
版
し
た
も
の
で
す
。

幸
蔵
さ
ん
の
生
い
立
ち
と
業
績
を
ま
と
め

た
最
も
資
料
性
の
高
い
本
で
、
巻
末
に
横

浜
市
の
能
満
寺
と
い
う
お
寺
に
幸
蔵
さ
ん

の
お
墓
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

能
満
寺
に
は
本
堂
の
欄
間
や
梵
鐘
な
ど

の
寄
付
も
し
た
そ
う
で
す
が
、
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
）
の
関
東
大
震
災
で
焼
け
て
し

ま
い
ま
し
た
。
実
際
に
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

当
時
の
寄
付
品
を
う
か
が
う
す
べ
は
な
い

の
で
す
が
、
戦
後
に
整
備
し
た
と
思
わ
れ
る

墓
地
に
幸
蔵
さ
ん
の
墓
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
③
の
写
真
。
立
派
な
笠
石
が
載
り
、
正

面
に
「
大
谷
家
之
墓
」
と
あ
り
、
裏
面
に
幸

蔵
さ
ん
の
戒
名
、そ
し
て
そ
の
左
隣
に
は「
信

州
更
科
郡
羽
尾
村
」
と
生
地
が
刻
ま
れ
て
い

ま
し
た
（
写
真
④
）。

　

私
も
幸
蔵
さ
ん
の
生
地
の
縁
戚
の
人
間

で
あ
る
こ
と
や
更
級
の
歴
史
を
調
べ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
お
寺
の
ご
住
職
に
伝
え
、
大

谷
満
行
さ
ん
の
連
絡
先
を
教
え
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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幸
蔵
さ
ん
は
時
代
の
先
駆
け
と
な
る
仕

事
を
し
て
顕
彰
碑
を
建
て
て
も
ら
う
よ
う

な
功
績
を
残
し
た
一
方
で
、
地
元
、
松
代
藩

の
農
民
ら
に
屋
敷
を
焼
き
討
ち
に
さ
れ
た

過
去
が
あ
り
ま
す
。
幸
蔵
さ
ん
は
幕
末
、
松

代
藩
か
ら
商
才
を
見
込
ま
れ
、
商
品
価
値
の

高
か
っ
た
絹
織
物
や
生
糸
な
ど
を
大
量
に

手
に
入
れ
、
そ
れ
を
売
っ
て
松
代
藩
の
財
政

資
金
に
当
て
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治

維
新
後
、
政
府
軍
側
と
し
て
出
兵
し
、
旧
幕

府
軍
と
の
間
の
戊
辰
戦
争
で
松
代
藩
は
財

政
を
極
度
に
悪
化
さ
せ
、
農
民
へ
の
支
払
が

滞
り
、農
民
は
生
活
資
金
に
窮
乏
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
農
民

が
大
挙
し
て
松
代
藩
に
押
し
寄
せ
た
一
揆

「
午う

ま
さ
つ
そ
う
ど
う

札
騒
動
」
が
起
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
、
幸
蔵
さ
ん
は
生
糸
を
吐
く

蚕か
い
こ

の
卵
を
台
紙
に
張
り
付
け
た
日
本
の
蚕

種
を
海
外
で
販
売
す
る
た
め
イ
タ
リ
ア
に

い
た
の
で
す
が
、
留
守
を
預
か
っ
て
い
た

幸
蔵
さ
ん
の
妻
ら
が
焼
き
討
ち
を
逃
れ
て
、

長
男
の
三
作
さ
ん
が
い
た
横
浜
の
店
に
逃

げ
の
び
た
と
「
蚕
界
偉
人
・
大
谷
幸
蔵
」
に

記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
幸
蔵
さ
ん
の

妻
や
三
作
さ
ん
は
ど
ん
な
思
い
だ
っ
た
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
、
横
浜
・

能
満
寺
で
幸
蔵
さ
ん
が
故
郷
を
追
わ
れ
た

後
の
消
息
が
墓
碑
で
つ
か
め
そ
う
に
な
っ

た
と
き
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　

特
に
う
れ
し
か
っ
た
の
は
先
に
紹
介
し

た
幸
蔵
さ
ん
の
生
地
の
表
記
を
「
信
州
更
科

4

4

郡
羽
尾
村

4

4

4

4

」
と
刻
印
し
た
こ
と
で
す
。「
更4

級
村

4

4

」
で
な
い
の
は
、
没
年
が
羽
尾
村
が
若

宮
・
須
坂
両
村
と
合
併
し
「
更
級
村
」
を
名

乗
る
二
年
前
だ
っ
た
か
ら
で
す
（
シ
リ
ー
ズ

13
参
照
）。「
更
科4

郡
」
は
「
更
級4

郡
」
が
正

し
い
の
で
す
が
、
側
面
と
台
石
に
、
逃
げ
の

び
た
幸
蔵
さ
ん
の
奥
様
の
曾
乃
さ
ん
や
三

作
さ
ん
の
没
年
月
日（
そ
れ
ぞ
れ
明
治
八
年
、

昭
和
三
年
）
も
し
っ
か
り
刻
ま
れ
て
お
り
、

よ
う
や
く
そ
の
後
の
幸
蔵
さ
ん
ご
一
家
に

会
え
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　

ま
だ
、
木
の
色
の
残
る
供
養
板
も
あ
る
の

で
ゆ
か
り
の
人
が
存
命
だ
と
思
い
、
能
満
寺

の
ご
住
職
か
ら
、
大
谷
満
行
さ
ん
の
こ
と
を

教
え
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。「
蚕
界
偉
人
・

大
谷
幸
蔵
」
の
本
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
取

材
を
お
願
い
す
る
お
手
紙
を
満
行
さ
ん
に

お
送
り
し
ま
し
た
。
着
い
た
こ
ろ
を
見
計
ら

い
電
話
を
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
満
行
さ
ん

は
ご
先
祖
が
長
野
県
出
身
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
幸
蔵
さ
ん
の
業
績
に
つ
い
て
コ
ピ
ー

を
読
ん
で
初
め
て
知
っ
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
お
宅
に
何
枚
か
写
真
が
伝
わ
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
、「
と
に
か
く
会
っ
て
ほ
し
い
」

と
お
願
い
し
、
応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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三
作
さ
ん
の
晩
年
の
写
真
（
⑤
）
を
お
借

り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
⑦
の
写
真
は

幸
蔵
さ
ん
（
右
）
が
蚕
種
の
輸
出
で
活
躍
し

て
い
る
こ
ろ
、
幸
蔵
さ
ん
を
補
佐
し
て
い
た

三
作
さ
ん
（
左
）
で
す
。
三
作
さ
ん
の
晩
年

に
は
若
い
こ
ろ
の
面
影
が
残
っ
て
い
ま
す
。

「
蚕
界
偉
人
・
大
谷
幸
蔵
」
の
中
に
は
三
作

さ
ん
が
幸
蔵
さ
ん
の
遺
品
を
本
の
著
者
に

積
極
的
に
提
供
し
た
と
の
記
述
も
あ
り
、「
幸

蔵
さ
ん
を
一
番
よ
く
知
る
自
分
の
使
命
」
と

考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

三
作
さ
ん
の
後
継
ぎ
が
太
郎
さ
ん
、
お
孫

さ
ん
が
廣
行
さ
ん
で
、
満
行
さ
ん
は
廣
行
さ

ん
の
お
子
さ
ん
で
す
。
満
行
さ
ん
は
一
人
っ

子
で
、
満
行
さ
ん
も
お
子
さ
ん
は
娘
さ
ん

お
一
人
な
の
で
「
大
谷
幸
蔵
家
は
私
で
お

し
ま
い
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。
廣
行
さ
ん
は
東
京
に
お
住
ま

い
で
し
た
が
、
満
行
さ
ん
は
仕
事
の
関
係
で

仙
台
市
に
二
十
年
以
上
、在
住
し
定
年
退
職
、

そ
の
ま
ま
仙
台
に
お
住
ま
い
で
す
。「
満
行
」

と
い
う
お
名
前
は
能
満
寺
の
先
代
の
ご
住

職
が
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
蚕
界
偉
人
・
大
谷
幸
蔵
」
中
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
幸
蔵
さ
ん
ら
の
一
部
の
写
真
は

満
行
さ
ん
も
お
持
ち
で
、
お
母
様
の
信
子
さ

ん
か
ら
ア
ル
バ
ム
で
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。「
蚕

界
偉
人
・
大
谷
幸
蔵
」
は
千
曲
市
立
戸
倉
図

書
館
で
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
本
を
作
る
に
あ
た
っ
て
使
っ
た
資
料

は
千
曲
市
教
育
委
員
会
が
保
管
し
て
い
ま

す
。
写
真
⑥
は
仙
石
地
区
（
旧
更
級
村
）
に

あ
る
大
谷
一
門
の
墓
地
に
あ
る
幸
蔵
さ
ん

の
父
、
巳
代
蔵
さ
ん
の
お
墓
で
す
。
満
行
さ

ん
の
右
に
あ
る
仏
壇
の
お
写
真
は
お
母
様

で
す
。
な
お
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
坂

の
上
の
雲
」
の
時
代
は
幸
蔵
さ
ん
の
活
躍
の

少
し
後
の
時
代
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
俳
人
、

正
岡
子
規
の
当
地
へ
の
来
訪（
一
八
九
一
年
）

は
幸
蔵
さ
ん
の
死
去
か
ら
四
年
後
で
す
。

ご
子
孫
が
受
け
継
い
だ
貴
重
な
写
真
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