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※「
館
報
ち
く
ま
」
及
び
「
も
っ
と
知
り
た
い
ふ
る
さ
と
」
は
千
曲
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
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「
さ
ら
し
な
」
の
地
名
に
古

来
ど
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
が

心
引
か
れ
て
き
た
か
調
べ
、
約

25
年
に
な
り
ま
す
。
江
戸
幕
末

生
ま
れ
の
佐
良
志
奈
神
社(
千
曲

市
若
宮)

の
宮
司
豊
城
直
友
さ
ん

（
１
８
１
５
～
１
８
７
９
）
も
そ

の
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、
神
社
を

発
展
さ
せ
ま
し
た
。
今
は
新
し
い

祠ほ
こ
らに
再
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
分
社

の
諏
訪
社
の
台
座
に
直
友
さ
ん

が
刻
ん
だ
文
字
「
更
級
里
」
に
、

激
動
の
幕
末
と
明
治
を
生
き
た

直
友
さ
ん
の
心
持
ち
を
感
じ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

諏
訪
社
は
御
柱
祭
が
行
わ
れ
る

の
で
、
氏
子
で
あ
る
千
曲
市
の
若

宮
、
芝
原
区
の
人
に
と
っ
て
は

な
じ
み
が
あ
り
ま
す
。
山
の
あ

る
若
宮
、
芝
原
両
区
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
１
本
ず
つ
伐
り
出
し
、
み

ん
な
で
引
き
回
し
、
諏
訪
社
の
両

脇
に
建
て
ま
す
。
小
さ
な
社
で
す

が
、
祠
の
裏
面
の
刻
字
を
見
る

と
、
直
友
さ
ん
が
幕
末
の
嘉
永

７
（
１
８
５
４
）
年
に
再
建
し
た

こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
台
座
に
は

「
更
級
里
若
宮
村
」
と
刻
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

私
は
特
に
台
座
に
刻
ま
れ
た

「
更
級
里
若
宮
村
」
の
文
字
に
興

味
を
持
ち
ま
し
た
。「
更
級
郡
」

で
は
な
く
「
更
級
里
」。
い
ま
で

こ
そ
行
政
区
名
で
は
な
く
「
〇
〇

の
里
」
と
書
く
の
は
一
般
的
で
す

が
、
江
戸
時
代
で
す
。「
更
級
里
」

の
方
が
、
身
近
で
親
し
み
が
あ

る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

直
友
さ
ん
の
時
代
に
も
御
柱
祭

が
あ
り
ま
し
た
。
老
若
男
女
が
集

ま
る
諏
訪
の
神
様
の
住
ま
い
だ

か
ら
、
こ
の
文
字
を
刻
め
ば
「
さ

ら
し
な
の
里
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ

り
浸
透
し
、
定
着
す
る
と
い
う
願

い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で

す
。で

は
な
ぜ
、
直
友
さ
ん
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。『
戸

倉
町
誌
』
に
よ
る
と
、
天
保
７

（
１
８
３
６
）
年
、
直
友
さ
ん
が

21
歳
の
と
き
、
近
隣
の
八
幡
村

（
現
千
曲
市
）
の
八
幡
宮
が
延
喜

式
内
社
の
「
武
水
別
神
社
」
と
名

乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
延

喜
式
」
と
は
、
平
安
時
代
の
各
地

の
神
社
名
を
記
し
た
公
文
書
の

「
更
級
里
」と
刻
ま
れ
た
諏
訪
社

「
更
級
里
」と
刻
ま
れ
た
諏
訪
社

８
月
に
な
る
と
、
お
盆
や
夏
休

み
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
は
大
い
に
楽
し
み
な
時
期
を

迎
え
ま
す
。
私
が
子
ど
も
の
頃

は
、
親
は
畑
仕
事
が
忙
し
く
、
休

み
と
も
な
れ
ば
よ
く
手
伝
わ
さ

れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

そ
の
頃
の
子
ど
も
た
ち
は
と
い

う
と
、
６
年
生
を
中
心
に
近
所
の

仲
間
で
山
へ
ク
ワ
ガ
タ
を
採
り
に

行
っ
た
り
、池
で
魚
を
取
っ
た
り
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
野
球
を
し
た
り
し

て
、
帰
り
が
遅
く
な
る
と
親
に
叱

ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
心
で
、
何
が
危

な
い
か
、
何
を
し
て
は
い
け
な
い

か
は
身
体
で
覚
え
て
い
き
ま
し

た
。近

頃
の
子
ど
も
た
ち
は
、
休
み

は
家
の
中
で
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
や

ス
マ
ホ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る

と
聞
き
ま
す
。
そ
れ
も
時
代
の
流

れ
で
仕
方
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

子
ど
も
た
ち
で
野
外
で
の
楽
し

い
遊
び
を
考
え
、
そ
し
て
行
動
す

る
、
そ
れ
を
周
り
の
大
人
が
見
守

る
、
そ
れ
が
子
ど
も
の
自
立
心
、

自
主
性
、
協
調
性
、
判
断
力
を
生

み
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
、
社
会

生
活
を
送
る
と
き
に
役
立
つ
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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豊城直友さん肖像画

こ
と
で
、
延
喜
式
内
社
と
は
朝
廷

に
認
め
ら
れ
た
由
緒
あ
る
神
社

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

佐
良
志
奈
神
社
と
い
う
名
前
も

延
喜
式
内
社
の
一
つ
で
す
が
、
最

初
か
ら
そ
う
名
乗
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
豊
城

家
の
古
文
書
で
「
佐
良
志
奈
神

社
」
と
記
す
よ
う
に
な
る
の
は

１
７
０
０
年
代
半
ば
か
ら
で
、
以

降
は
そ
れ
ま
で
の
「
八
幡
宮
」
の

呼
び
名
と
混
在
し
、
直
友
さ
ん
の

生
ま
れ
た
１
８
１
５
年
以
降
は

す
べ
て
佐
良
志
奈
神
社
で
す
。

直
友
さ
ん
が
自
分
の
神
社
の
名

前
を
強
烈
に
意
識
す
る
き
っ
か

け
が
、
嘉
永
６
（
１
８
５
３
）
年

開
国
を
迫
る
米
国
の
ペ
リ
ー
の

浦
賀
来
航
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
の
翌
年
に
直
友
さ
ん

は
諏
訪
社
を
「
再
建
」
し
て
い
る

の
で
す
。
当
時
は
日
本
の
独
自
性

を
探
求
す
る
国
学
が
盛
ん
だ
っ

た
の
で
、
直
友
さ
ん
も
自
分
の
神

社
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
え
「
更

級
里
」
と
刻
ん
だ
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

そ
し
て
直
友
さ
ん
は
諏
訪
社

再
建
か
ら
７
年
後
の
文
久
元

（
１
８
６
１
）
年
、
佐
良
志
奈
神

社
の
文
字
を
刻
ん
だ
大
き
な
社

標
を
境
内
入
り
口
に
建
立
し
ま

す
（
詳
し
く
は
「
も
っ
と
知
り
た

い
ふ
る
さ
と
32
号
「
さ
ら
し
な
は

“
地
名
遺
産
”」 

」
を
参
照
）。

直
友
さ
ん
は
明
治
維
新
12
年
後

の
１
８
７
９
年
に
亡
く
な
り
ま

し
た
。
直
友
さ
ん
は
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
自
分
の
仕
え
る
神
社

が
都
人
ら
の
大
き
な
憧
れ
で
あ

り
続
け
た
「
更
級
」
に
あ
る
こ
と

を
、
地
域
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

仕
事
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
、
直
友
さ
ん
再
建

の
諏
訪
社
の
祠
は
風
化
が
激
し

く
、
２
０
０
５
年
、
新
し
い
祠
に

建
て
直
さ
れ
ま
し
た
。
直
友
さ
ん

の
祠
は
側
面
に
ブ
ド
ウ
の
実
や

リ
ス
の
模
様
が
彫
ら
れ
て
お
り
、

デ
ザ
イ
ン
や
遊
び
心
に
富
む
も

の
で
、
今
も
新
祠
の
後
ろ
に
置
か

れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
境
内
の
土

に
な
り
ま
す
。「
更
級
里
」
が
刻

ま
れ
た
台
座
は
、
現
在
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
さ
ら
し
な
堂
（
芝
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2004 年の御柱祭
左下に直友さん再建の
諏訪社が見える

2004年当時の諏訪社の台座
「更級里若宮村」と刻まれていた


