
　

冠
着
山
・
更
級
の
里
を
眺
め
る
場
所
で
私
が
一
番
気

に
入
っ
て
い
る
の
は
千
曲
川
に
か
か
る
冠
着
橋
。
仕
事

の
疲
れ
を
癒
し
て
く
れ
る
。

　

更
級
村
が
戸
倉
と
五
加
と
合
併
し
て
戸
倉
町
と
な
っ

て
間
も
な
く
の
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）、
町
が

建
設
し
た
こ
の
橋
の
名
前
を
一
般
か
ら
公
募
し
た
。
私

は
締
め
切
り
の
日
に
「
冠
着
橋
」
と
書
い
た
紙
を
持
っ

て
駆
け
込
ん
で
入
選
。
六
月
七
日
に
橋
の
渡
り
始
め
が

あ
り
、
当
時
の
町
長
、
米よ

ね

ざ

わ

か

く

た

沢
嘉
久
太
さ
ん
よ
り
橋
名
の

入
選
に
対
し
て
賞
状
・
賞
金
を
い
た
だ
い
た
の
だ
っ
た
。

橋
名
は
「
嘉
久
太
」
が
一
番
多
く
、「
冠
着
橋
」
は
三
名
だ
っ

た
そ
う
で
あ
る
。

　

昔
は
更
級
村
と
五
加
村
を
結
ぶ
渡
船
場
が
あ
り
、
村

人
の
往
来
だ
け
で
な
く
、
特
に
五
加
の
人
に
と
っ
て
は

冠
着
山
か
ら
薪
を
取
っ
て
運
ぶ
の
に
利
用
さ
れ
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
思
え
ば
昭
和
三
十
六
年
、
屋
代
木
材
に
勤

務
、
毎
日
、
自
転
車
通
勤
、
冠
着
橋
を
渡
り
勤
め
て
い
た
。

会
社
の
帰
り
は
、
橋
の
上
で
自
転
車
を
と
め
て
、
四
季

に
変
わ
る
冠
着
山
を
眺
め
古
代
、
官
人
に
う
た
わ
れ
た

更
級
の
里
を
偲し

の

び
な
が
ら
家
路
に
つ
い
た
の
だ
っ
た
。

　

当
時
の
橋
は
五
加
村
側
は
堤
防
ま
で
つ
な
が
っ
て
お

ら
ず
、
水
の
流
れ
が
な
い
河
川
敷
に
板
木
を
敷
き
並
べ

た
取
り
付
け
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
た
。
台
風
で
大
水
に

な
る
と
、
い
つ
も
流
さ
れ
た
。
道
幅
が
五
加
村
に
向
っ

て
だ
ん
だ
ん
と
広
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
災
害
復
旧
工

事
が
そ
の
た
び
に
行
わ
れ
た
せ
い
で
あ
る
。

　

冠
着
橋
と
名
付
け
て
か
ら
思
え
ば
半
世
紀
が
過
ぎ
て

い
る
。
戸
倉
町
は
さ
ら
に
上
山
田
町
、更
埴
市
と
合
併
し
、

千
曲
市
と
な
っ
た
。
更
級
側
の
た
も
と
の
部
分
は
大
型

車
は
通
れ
な
い
一
車
線
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
、
国
な

ど
か
ら
予
算
が
毎
年
お
り
、
全
面
架
け
替
え
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。
国
道
18
号
バ
イ
パ
ス
も
や
っ
て
く
る
。
冠

着
橋
も
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
の
だ
。
姨
捨
伝
説
、
月

の
名
に
立
つ
更
級
の
里
。
市
民
は
も
と
よ
り
、
冠
着
橋

を
渡
り
、
旅
人
も
訪
れ
る
よ
う
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
仙
石
区
・
小
松
康
孝
）

第１9号 ２００８・秋

友の会だより

冠
着
橋
全
面
架
け
替
え
へ

初代の冠着橋。吊り橋だった

洪水の歴史を物語る橋脚

板敷きの取り付け橋の時代

全面架け替えを待つ現在の冠着橋



（２）

　

羽
尾
五
区
は
山
坂
の
集
落
で
す
。「
ゆ

ず
り
葉
」
な
ど
の
遺
跡
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
縄
文
人
が
最
初
に
住
み
着
い
た
地
域

で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
決
し
て
農
耕

に
適
し
た
地
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
農
業
集
落
と
し
て
開
発
さ

れ
た
の
は
ず
っ
と
後
に
な
り
ま
す
。

　

山
の
斜
面
を
切
り
開
き
、
耕
し
続
け
る

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

斜
面
に
踏
ん
張
り
、
鍬
を
振
る
い
、
重
い

荷
を
背
負
う
労
働
の
日
々
に
は
想
像
を
絶

す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

眼
下
に
広
が
る
長
野
盆
地
、
そ
こ
を
流

れ
る
白
く
輝
く
千
曲
川
、
目
線
を
平
ら
に

保
て
ば
遠
方
に
連
な
る
北
信
濃
の
山
々
、

額
の
汗
を
拭
い
な
が
ら
こ
の
絶
景
に
ど
れ

だ
け
癒
さ
れ
た
こ
と
か
。

　

姨
捨
か
ら
吉
野
、
原
、
御み

ろ
く麓

と
続
く

段
々
畑
と
棚
田
が
、
最
近
は
景
勝
地
と
し

て
話
題
を
さ
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
が

美
し
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
外
観
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
の
厳
し

い
傾
斜
地
を
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
困
難
を

克
服
し
耕
し
続
け
て
き
た
先
人
の
労
働
の

日
々
と
そ
の
生
き
様
が
美
し
い
の
で
あ
り

ま
す
。
今
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
そ
う
し

た
先
人
た
ち
を
誇
り
と
受
け
止
め
て
い
ま

す
。

　

こ
の
た
び
、
羽
尾
五
区
で
は
盆
踊
り
改

革
実
行
委
員
会
な
る
も
の
を
立
ち
上
げ
、

低
調
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
盆
踊
り
の
改
革

に
着
手
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
誇
り
と
す

る
先
祖
の
御み

た

ま霊
を
お
迎
え
し
、
感
謝
の
誠

ま
こ
と

を
さ
さ
げ
つ
つ
、
そ
の
御
霊
を
背
負
っ
た

交
流
の
場
を
、
活
気
あ
る
楽
し
い
も
の
と

す
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
五
区
独
自
の
歌

と
踊
り
を
作
り
ま
し
た
。「
羽
尾
ご
く
ん
ぱ

音
頭
」
と
「
羽
尾
ご
く
ん
ぱ
踊
り
」
で
す
。

五
区
の
皆
さ
ん
明
る
く
元
気
に
ぱ
ー
っ
と

踊
ろ
う
未
来
を
見
つ
め
て
ぱ
ー
っ
と
ね
。

こ
れ
が
「
ご
く
ん
ぱ
」
の
由
来
で
す
。

　

ご
く
ん
ぱ
音
頭
は
、「
ご
く
ん
ぱ
」
と
い

う
言
葉
を
「
ご
っ
く
ん
ぱ―

ご
く
ー
ん
ぱ

―

ご
く
ん
ぱ
ご
く
ん
ぱ―

ご
っ
く
ん
ぱ
」

と
い
う
四
つ
の
リ
ズ
ム
で
奏
で
る
の
が
基

本
で
す
。
四
拍
の
う
ち
三
拍
目
に
ア
ク
セ

ン
ト
の
あ
る
新
風
の
リ
ズ
ム
で
、
四
小
節

を
基
本
と
し
て
そ
れ
を
繰
り
返
す
単
純
な

も
の
で
す
。
こ
れ
に
分
区
の
歴
史
や
地
理

の
特
徴
を
盛
り
込
ん
だ
歌
詞
な
ど
を
付
け

ま
す
。
踊
り
は
五
区
が
坂
の
急
な
地
形
で

あ
る
こ
と
と
、
段
段
畑
に
鍬く

わ

を
振
る
っ
た

土
地
柄
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
仕
草
を

考
案
し
ま
し
た
。

　

奥
深
い
小
さ
な
山
里
の
さ
さ
や
か
な
試

み
で
す
。
多
く
の
人
た
ち
の
ご
協
力
を

得
て
、
こ
れ
ま
で
を
大
幅
に
上
回
る
参
加

者
を
得
て
今
年
の
盆
踊
り
は
終
わ
り
ま
し

た
。
左
の
歌
詞
は
盆
踊
り
改
革
実
行
委
員

会
が
例
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
す
。
区
民

の
み
な
さ
ん
に
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
に
歌
詞

を
作
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

（
羽
尾
五
区
副
分
館
長
・
上
水
清
）

　

羽
尾
五
区
で
は
今
年
の
夏
の
盆
踊
り
で
、

新
し
い
音
頭
「
ご
く
ん
ぱ
」
を
創
作
し
、
郷

嶺
山
の
広
場
で
み
な
さ
ん
で
踊
り
ま
し
た
。

羽
尾
の
地
形
と
歴
史
を
踏
ま
え
た
歌
と
踊
り

で
、
好
評
で
し
た
。
盆
踊
り
改
革
実
委
員
の

上
水
清
さ
ん
に
報
告
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

新
し
い
盆
踊
り「
ご
く
ん
ぱ
」

明るく元気にぱーっと
　　　  未来を見つめて

羽
尾
五
区
が
創
作
、郷

ご

う

れ

い

や

ま

嶺
山
で
披
露

１、　こんな坂　なんだ坂 　こんな坂なんだ坂　こんな坂

２、　五区の　皆さん　ごくんぱ踊りを　踊りましょう

３、　おうちの お母ちゃん　私をお尻に　しかないで 

４、　おうちの　お父ちゃん　お酒とタバコは　ほどほどに

５、　先祖の 御
み た ま

霊を　背中に背負って　踊りましょう　  

６、　五区は　良いとこだ　坂が多いけど　見晴らしいい

７、　五区の人  良い人だ　人情こまやか   頑張りやー

８、　収穫  まぎわの　もろこし食べる　ハクビシン

９、　坂ですよー　坂ですよー こんな坂ー　なんだ坂ー

10、　鍬
くわ

で　耕す　段段畑　段畑

11、　郷
ごうれいやま

嶺山　展望館　ソバのおいしさ　日本一

12、　御
み ろ く

麓  みろーく　弥
み ろ く ぼ さ つ

勒菩薩の  おるー里

13、　朝日に   輝く　黄
こ が ね

金の色の   原の里

14、　五区の　真
まんなか

中ー　新田集落　大
おお

部落

15、　由緒ありー　福招く　 一つの神の　一ツ石

16、　棚田をー　見おろす  景色と美田の　青木 

17、　二つの山と　吉野の田　そこに囲まれ　藤
ふ じ の き

ノ木

　　　　　羽尾「ごくんぱ」音頭の歌詞の例

　　　　　　　　　　　　　　五区盆踊り改革実行委員会 
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羽
尾
に
お
住
ま
い
の
森
正
文
さ
ん
か

ら
「
ア
シ
オ
ス
と
い
う
足
の
神
さ
ん
が

山
の
中
に
い
る
」
と
教
え
て
も
ら
い
ま

し
た
。
パ
シ
オ
ス
な
ら
聞
い
た
こ
と
あ

る
け
ど
、
ア
シ
オ
ス
？　

な
ん
か
宇
宙

人
み
た
い
な
、
土
偶
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
浮
か
び
、
ど
ん
な
も
の
な
の
か
と

て
も
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

　

森
さ
ん
は
私
の
実
家
の
ご
近
所
に
お

住
ま
い
の
若
林
と
も
子
さ
ん
か
ら
聞
い

た
と
い
う
の
で
、
若
林
さ
ん
に
尋
ね
て

み
ま
し
た
。「
う
ん
、あ
る
よ
。
ア
シ
ョ
ー

サ
ン
の
こ
と
だ
な
」。
ア
シ
ョ
ー
サ
ン
？

　

さ
ら
に
尋
ね
る
と
、「
足
王
さ
ん
」

と
書
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
の
こ
と
。　

　

若
林
さ
ん
の
生
家
は
そ
の
神
さ
ん
の

あ
る
山
の
す
ぐ
下
に
あ
り
ま
す
。「
こ
れ

か
ら
山
際
に
あ
る
畑
の
仕
事
に
行
く
」

と
い
う
の
で
、
私
も
一
緒
に
行
き
案
内

し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

姨
捨
駅
に
向
か
い
ち
ょ
う
ど
旧
更
埴

市
と
の
境
界
辺
り
で
左
に
曲
が
っ
て
坂

を
上
り
す
ぐ
の
と
こ
ろ
、
小
さ
な
林
が

あ
り
ま
す
。
手
前
に
草
が
茂
っ
て
い
て

中
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
向
こ
う
側

の
林
の
中
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

　

自
然
石
を
組
み
合
わ
せ
た
祠

ほ
こ
ら

の
上

に
、
く
る
ぶ
し
辺
り
か
ら
下
の
靴
の

格
好
を
し
た
石
が
二
つ
の
っ

か
っ
て
い
ま
す
（
上
の
写
真
の

左
）。
手
前
に
は
石
の
棒
が
並

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ん
と

も
か
わ
い
い
く
て
愛

あ
い
き
ょ
う

嬌
が
あ
り

ま
す
。
あ
な
が
ち
宇
宙
人
、
土

偶
の
イ
メ
ー
ジ
も
外
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

「
う
ち
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
参
り
に

行
っ
て
た
」
と
若
林
さ
ん
は
言

い
ま
す
。「
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と

い
う
の
は
明
治
二
十
五
年
生
ま

れ
の
若
林
さ
ん
の
実
の
お
母
さ

ん
。お
母
さ
ん
は
信
心
深
く
て
、

足
が
痛
け
れ
ば
八
幡
の
武
水
別

神
社
に
行
っ
て
拝
殿
に
置
か
れ

て
い
る
小
石
を
借
り
て
き
て
は

足
を
さ
す
り
、
よ
く
な
っ
た
ら

「
治
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
」
と
言
っ
て
返
し
に
行
く
こ
と
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
足
の
神
様
に
は
、
下
の
集
落
の

代だ
い

の
方
か
ら
も
昔
は
よ
く
お
参
り
に
来

る
人
が
お
り
、
お
母
さ
ん
は
見
か
け
る

と
、「
帰
り
は
う
ち
で
お
茶
飲
ん
で
っ
て

な
あ
」
と
声
を
掛
け
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

足
の
神
様
を
祭
る
と
こ
ろ
と
し
て
は

全
国
に
「
足
王
神
社
」
が
い
く
つ
か

あ
る
よ
う
で
、
足
が
丈
夫
で
あ
る
よ
う

に
と
、
わ
ら
じ
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
の

が
特
徴
で
す
。
当
地
の
も
の
は
神
社
の

よ
う
な
立
派
な
体
裁
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
鎮
座
し
て
い
る
場
所
は
上
田
か
ら

長
野
方
面
ま
で
善
光
寺
平
が
一
望
に
で

き
る
抜
群
に
見
晴
ら
し
の
よ
い
と
こ
ろ

で
す
（
右
の
写
真
）。
こ
こ
で
足
を
休
め

る
の
は
本
当
に
気
持
ち
が
い
い
と
思
い

ま
す
。

　

だ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
足
の
神
様

の
近
く
に
は
男
女
が
横
に
並
ぶ
双
体
道

祖
神
の
お
地
蔵
さ
ん
の
ほ
か
に
「
大
聖

観
喜
霊
神
」
と
刻
ま
れ
た
石
も
鎮
座
し

て
、
三
本
に
枝
分
か
れ
し
た
立
派
な
桜

が
あ
り
ま
す
。
広
場
的
な
空
間
で
す
。

若
林
さ
ん
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
た
森

正
文
さ
ん
が
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
や

ぶ
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
き
れ
い
に

払
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

ち
な
み
に
大
聖
観
喜
霊
神
は
「
だ
い

し
ょ
う
か
ん
ぎ
れ
い
し
ん
」
と
読
む
よ

う
で
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
取
り
除
き
、

智
恵
と
成
功
を
与
え
る
神
様
だ
そ
う
で

す
。
裏
面
に
は
奉
納
者
と
し
て
「
明
治

十
八
年
、
若
宮
村
西
組　

源
氏　

中
村

新
左
エ
門
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
若

林
さ
ん
に
よ

る
と
、
こ
の

一
帯
の
林
は

コ
ク
ゼ
山
（
虚
空
蔵
山
？
）
と
呼
ぶ

そ
う
で
す
。
上
の
写
真
の
桜
の
右
に

ち
ょ
っ
と
だ
け
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る

の
が
双
体
道
祖
神
、
左
の
奥
に
あ
る
の

が
「
大
聖
観
喜
霊
神
」
で
す
。
塚
田
克

巳
さ
ん
に
撮
影
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
れ
か
ら
こ
の
足
の
神
様
を

な
ん
と
呼
ぶ
か
。
ア
シ
オ
ス
、ア
シ
ョ
ー

サ
ン
…　
　
　
　
　
　
　

（
大
谷
善
邦
）

足の神様 アシオス、アショーサン

足
休
め
る
の
に
格
好
の
山

善光寺平を一望

こ
れ
だ
よ→→



　

千
曲
市
の
シ
ン
ボ
ル
冠
着
山
の
頂
上

（
標
高
一
二
五
二
㍍
）
に
大だ

い
ご
ん
げ
ん
さ
ま

権
現
様
（
冠

着
神
社
）
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
七

月
二
十
八
日
に
冠
着
神
社
例
大
祭
が
執
り

行
わ
れ
る
。
例
大
祭
の
前
日
か
ら
翌
朝
ま

で
に
行
わ
れ
る
こ
と
が「
御お

こ
も
り篭

」で
す
。「
御

篭
」
と
は
、
心
身
を
清
め
祭
り
の
準
備
を

行
う
こ
と
で
、
大お

お
あ
ざ字

羽
尾
の
取
締
役
五
人

が
祭
日
の
前
日
、
七
月
二
十
七
日
に
行
う

大
切
な
行
事
で
す
。

　

午
後
二
時
、
千
曲
農
協
更
級
支
所
前
に

集
合
。
空
を
見
上
げ
れ
ば
黒
い
雲
が
立
ち

込
め
雷
が
鳴
り
、
今
に
も
雨
が
降
り
そ
う

な
気
配
に
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
出
発
。
は

じ
め
に
坊
城
平
の
鳥
居
の
注し

め

な

わ

連
縄
の
張
り

替
え
、
大
急
ぎ
で
麻
績
側
の
登
山
道
よ
り

各
人
が
分
担
し
た
荷
物
を

背
負
い
山
頂
へ
。
雨
の
来

な
い
う
ち
に
作
業
を
終
え

な
け
れ
ば
と
思
う
と
、
気

が
は
や
る
が
荷
物
は
肩
に

ず
っ
し
り
と
重
い
し
、
雷

は
ま
す
ま
す
近
く
で
鳴
る

し
、
心
臓
も
激
し
く
鼓
動

を
打
つ
。

　

い
つ
も
な
ら
三
十
分
く

ら
い
で
登
れ
る
は
ず
の
道

の
り
が
な
ん
と
遠
く
感
じ
た
こ
と
か
。
頂

上
に
着
く
と
休
む
間
も
な
く
昨
年
建
て
替

え
た
鳥
居
と
注し

め

は

り

い

し

連
張
石
（
各
写
真
の
中
央
）

に
注
連
縄
を
張
り
替
え
る
。
そ
の
こ
ろ
よ

り
雨
が
降
り
出
す
。
こ
う
な
れ
ば
権
現
様

の
虫
干
し
は
で
き
な
い
の
で
掃
除
も
後
回

し
。
お
宮
の
内
側
に
張
っ
て
あ
る
注
連
縄

を
下
ろ
し
、
外
で
同
じ
大
き
さ
形
に
作
り

上
げ
る
こ
ろ
に
は
、
大
変
な
雨
が
降
り
出

し
、
皆
す
で
に
体
は
清
め
ら
れ
た
。

　

出
来
上
が
っ
た
注
連
縄
を
お
宮
の
内
に

張
る
。
そ
れ
か
ら
権
現
様
の
中
に
入
り
丁

寧
に
お
掃
除
を
済
ま
せ
、
続
い
て
土
間
も

掃
除
。
五
人
が
眠
る
た
め
有
り
合
わ
せ
の

板
を
置
き
、
そ
の
上
に
ゴ
ザ
を
敷
き
、
入

り
口
に
は
風
雨
と
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
を
二
重
に
張
り
終
え
た
こ
ろ

に
は
、
午
後
五
時
半
を
過
ぎ
て
い
た
。
外

は
雷
と
大
変
な
風
雨
で
真
っ
暗
。
皆
が

も
っ
て
き
た
懐
中
電
灯
で
明
か
り
を
取

り
、
し
ば
ら
く
ひ
と
段
落
。
こ
の
間
一
服

も
せ
ず
に
よ
く
動
い
た
こ
と
、
昨
年
は
外

で
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
敷
き
、
下
界
を
眺
め

な
が
ら
お
神み

き酒
を
い
た
だ
き
心
を
清
め
た

が
、
と
て
も
外
で
は
無

理
。

　

午
後
八
時
ご
ろ
、
よ

う
や
く
雨
は
や
み
明
る

く
な
っ
た
の
で
外
に
出

て
み
る
と
、
な
ん
と
な

ん
と
無
数
の
蛍

ホ
タ
ル

が
乱
舞

し
て
い
た
。
あ
た
か
も

姨
捨
伝
説
の
、
そ
し
て

謡
曲
姨
捨
に
出
て
来
る

「
わ
た
し
は
こ
こ
に
捨

て
ら
れ
た
の
で
す
」
と
語
る
が
ご
と
く
、

月
の
光
を
浴
び
て
白
衣
の
老
女
が
舞
っ

て
い
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
雰
囲
気
に

包
ま
れ
た
の
は
私
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
し
て
昼
間
の
激
し
く
荒
れ
た
天
候
が

う
そ
の
よ
う
な
深
閑
に
包
ま
れ
、
深
い

眠
り
に
入
り
さ
わ
や
か
な
例
大
祭
の
朝

を
迎
え
た
。

　

こ
の
例
大
祭
は
安
永
七
年(

一
七
七
八
）、

注
連
張
石
が
上
山
田
の
人
た
ち
に
よ
り

少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
向
き
を
変
え
て

建
て
替
え
ら
れ
た
事
件
が
起
き
、
訴
訟

を
松
代
藩
に
起
こ
し
た
が
、
羽
尾
の
言

い
分
が
通
り
、
元
の
位
置
に
戻
さ
れ
一

件
落
着
し
た
。
そ
れ
以
来
訴
訟
が
決
ま
っ

た
日
を
冠
着
大
権
現
様
の
祭
日
と
決
め

今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

当
日
の
朝
、
武た

け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社
の
宮
司
様
、

羽
尾
の
氏
子
総
代
の
皆
様
を
お
迎
え
し
、

滞
り
な
く
祭
事
を
済
ま
せ
下
山
。
郷
嶺
山

に
鎮
座
す
る
里
宮
の
観
月
殿
に
お
い
て

直な
お
ら
い会

を
行
い
、
無
事
に
終
わ
る
こ
と
が
で

き
、
一
同
ほ
っ
と
い
た
し
ま
し
た
。 

　

　
　
　

 

（
主
務
祭
典
取
締
役
・ 

中
澤
厚
）

お
ら
ほ
の
冠
着

 

編
集
・
発
行 

   

さ
ら
し
な
の
里
友
の
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　

  　
　

事
務
局
・
さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館

　
　
　

〒
三
八
九
‐
〇
八
一
二 

　
　
　
　

長
野
県
千
曲
市
大
字
羽
尾
二
四
七
の
一  

　
　

  　
　
　

電
話　

  

〇
二
六
（
二
七
六
）
七
五
一
一

   　
　
　
　

Ｆ
ａ
ｘ 　

〇
二
六
（
二
六
一
）
四
一
六
一

〈
編
集
後
記
〉
友
の
会
だ
よ
り
第
19
号
を
お
届

け
し
ま
す
。
楽
し
く
、
勢
い
が
あ
り
、
そ
し

て
た
め
に
も
な
る
原
稿
を
い
た
だ
き
、
編
集

委
員
会
も
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

　

歴
史
の
経
緯
と
積
み
重
ね
が
目
に
見
え
る

形
で
残
っ
て
い
る
橋
と
し
て
冠
着
橋
は
貴
重

で
す
。
千
曲
川
の
更
級
地
区
側
の
堤
防
は
今
、

散
歩
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
の
名
所
。
国
道
18
号

バ
イ
パ
ス
が
い
ず
れ
、
新
冠
着
橋
の
た
も
と

を
通
る
計
画
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
今
よ
り

も
さ
ら
に
さ
ら
し
な
の
里
を
眺
め
る
の
に

も
っ
て
こ
い
の
ス
ポ
ッ
ト
に
な
る
こ
と
を
祈

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
く
ん
ぱ
音
頭
は
上
水
清
さ
ん
の
も
と
に
、

テ
ー
プ
が
あ
る
そ
う
で
す
。
足
の
神
様
に
参

拝
に
行
く
に
は
今
は
や
ぶ
が
あ
っ
て
難
し
い

状
況
な
の
で
、
森
正
文
さ
ん
は
「
ち
ゃ
ん
と

歩
い
て
行
け
る
道
を
つ
く
り
た
い
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

御
篭
の
時
期
に
、
冠
着
山
頂
で
ホ
タ
ル
が

舞
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
に
は
驚
き
ま
し
た
。

い
っ
た
い
ど
こ
で
こ
の
ホ
タ
ル
は
育
ち
、
現

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ナ
の
木
が
な

ぜ
、
山
頂
に
一
本
だ
け
あ
る
の
か
と
と
も
に

謎
で
す
。

19

（４）

山頂で御
お こ も り

篭、ホタルが乱舞


