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更
級
村
の
証
し
今
も 

 

戸
倉
町
が
九
月
、
更
埴
市
、
上
山
田
町
と
合
併

し
ま
す
。
旧
更
級
村
の
村
名
は
既
に
昭
和
の
大
合

併
（
一
九
五
六
年
）
で
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
「
更

級
」
の
呼
び
名
は
今
も
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
写

真
は
木
造
校
舎
時
代
の
小
学
校
の
鬼
瓦
で
す
。 

 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
への
改
築
（一
九
七
〇
年
）の

際
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
を
長
く
務
め
た
羽
尾
の
矢
島
文

雄
さ
ん
（
八
四
）
に
よ
る
と
、
今
の
校
舎
入
り
口
階

段
東
側
の
校
庭
あ
た
り
の
棟
に
の
っ
て
い
ま
し
た
。

二
階
建
て
で
そ
ば
に
池
と
井
戸
が
あ
り
、
ほ
か
の

棟
に
は
階
段
を
上
っ
て
行
き
来
し
ま
し
た
。
矢
島

さ
ん
の
子
供
の
こ
ろ
は
「
公
使
室
」
と
呼
び
、
昼
ご

飯
に
な
る
と
、
大
釜
で
沸
か
し
て
あ
っ
た
お
湯
を

鉄
瓶
を
持
っ
て
も
ら
い
に
い
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 

増
築
を
繰
り
返
し
た
旧
木
造
校
舎
の
中
で
も
、

早
期
に
建
て
ら
れ
、
ち
ょ
う
ど
学
校
の
玄
関
部
分

に
あ
た
る
の
で
、
こ
う
し
た
立
派
な
瓦
を
の
せ
た

の
で
は
、
と
矢
島
さ
ん
は
推
測
し
て
い
ま
す
。 

 

二
つ
あ
っ
た
鬼
瓦
の
う
ち
一
つ
は
「
ど
う
し
て
も

欲
し
い
」
と
言
う
解
体
業
者
に
贈
呈
し
た
そ
う
で

す
。
も
う
一
つ
は
小
学
校
に
保
管
さ
れ
、
竹
森
松

雄
さ
ん
と
翠
川
泰
弘
さ
ん
が
今
号
の
た
め
に
持

ち
出
し
撮
影
し
ま
し
た
。
二
つ
の
足
と
顔
か
ら
な

り
、
重
さ
は
計
三
〇
㌔
ぐ
ら
い
と
の
こ
と
で
す
。 

「友の会」だより 2003・春 



 

第
十
回
の
節
目
と
な
っ
た
縄
文
ま
つ
り
は
二
〇
〇
二
年
十
月
二
十
七
日
、
三
百
四
十
人
を
超
え
る
ス
タ
ッ
フ
で
迎

え
、
ジ
ャ
ン
べ
演
奏
、
燻
製
料
理
な
ど
の
新
企
画
を
加
え
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
好
天
に
も
恵
ま
れ
、
人
出
は
過

去
最
高
の
四
千
五
百
人
に
上
り
ま
し
た
。
こ
の
ま
つ
り
、
来
場
者
の
目
に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
大
勢

の
方
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
貴
重
な
ご
意
見
、
ご
感
想
で
す
の
で
こ
こ
で
紹
介
し
ま
す
。 

来場者の目にどう映った？

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今
年
の
研
修
旅
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
三
月
十
五
日
）
は
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
勝
沼
町
な
ど 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
広
が
る
釈
迦
堂
遺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

跡
の
博
物
館
を
訪 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ね
た
。
ま
ず
目
に
飛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

び
込
ん
だ
の
は
大 

量
の
土
偶
。
し
か
も
、
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
も

の
。
豊
か
な
表
情
の
顔
な
ど
こ
こ
か
ら
は
全
国

の
一
割
を
占
め
る
約
千
百
個
体
の
土
偶
が
出

土
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
縄
文
の
昔
か
ら
の
人

類
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
服
。
山
梨
県
立
科
学

館
で
は
童
心
に
返
り
、
展
示
物
の
一
つ
ひ
と
つ

に
じ
か
に
触
れ
、
不
思
議
を
体
験
、
楽
し
い
ひ

と
時
を
過
ご
し
た
。 

 
 

 
 

（
北
村
百
合
子
） 

（２） 

 

【Ｑ
】会
場
の
印
象
は
い
か
が
で
し
た
か 

な
ん
で
こ
ん
な
に
人
が
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
み
ん
な

が
い
き
い
き
と
体
験
を
楽
し
ん
で
い
て
私
も
楽
し

か
っ
た
で
す
（
宮
城
県
） 

 

【
Ｑ
】
興
味
深
か
っ
た
イ
ベ
ン
ト
と
そ
の

理
由
に
つ
い
て 

豊
穣
儀
礼
、
身
が
引
き
締
ま
る
（
戸
倉

町
） 

焼
肉
、
お
い
し
い
（坂
城
町
） 

キ
ビ
脱
穀
、
大
変
で
す
ね
（
栃
木
県
） 

川
魚
、
炭
火
で
焼
い
て
お
い
し

い
（
更
埴
市
） 

サ
ケ
の
蒸
し
焼
き
、
燻
製
、
昔

の
食
事
方
法
が
体
験
で
き
た

（戸
倉
町
） 

ジ
ャ
ン
べ
は
前
の
催
し
で
見
た
こ

と
が
あ
る
の
で
楽
し
み
で
し
た
。

編
物
は
特
に
や
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
し
た
。
と
て
も
ス
テ
キ

な
敷
物
で
す
（
戸
倉

町
） 

 

【
Ｑ
】
ス
タ
ッ
フ
の
対

応
は
い
か
が
で
し
た
か 

焼
肉
の
と
こ
ろ
の
ス
タ

ッ
フ
が
殺
気
だ
っ
て
い

て
恐
か
っ
た
（
長
野
市
） 

感
じ
よ
か
っ
た
（
戸
倉

町
） 

素
人
っ
て
感
じ
（
長
野
市
） 

と
っ
て
も
良
か
っ
た
で
す
。
ご

苦
労
さ
ま
で
し
た
。
楽
し
む
経

験
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
が

分
か
り
ま
す
（宮
城
県
） 

三
重
丸
―
記
号
で
表
記
（
長

野
市
） 

 

【Ｑ
】そ
の
他
、
ご
意
見
な
ど 

初
め
て
参
加
し
て
あ
ま
り
の
す

ご
さ
に
驚
き
ま
し
た
。
も
う
少

し
場
所
が
広
け
れ
ば
、
も
っ
と
大
々
的

に
出
来
た
と
思
い
ま
す
（戸
倉
町
） 

皆
さ
ん
真
剣
に
遊
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て

感
動
し
ま
し
た
（
栃
木
県
） 

 
 

こ
の
ほ
か
、
楽
し
か
っ
た
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
な
ど
、

多
数
の
示
唆
に
富
む
声
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
声
を
活
か
し
、
さ
あ
、
十
一
回
に
向
け
て
レ
ッ

ツ
ゴ
ー
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（翠
川
泰
弘
） 



更級中に校友会歌あり 

生
徒
が
自
ら
詞
を
書
き
曲
つ
け
る 

（３） 
 

友
の
会
だ
よ
り
の
編
集
委
員
会
で
、
「
更
級
中

学
校
に
生
徒
会
の
歌
が
あ
っ
た
」
と
、
塚
田

克
巳
さ
ん
か
ら
聞
き
、
ど
ん
な
も
の
か
知

り
た
く
な
り
ま
し
た
。 

 
塚
田
さ
ん
は
「
会
歌
」
の
作
詞

者
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
す
が
、

自
分
も
同
級
生
も
記
憶
が
定
か

で
は
な
い
と
い
う
の
で
、
資
料
を

探
し
ま
し
た
。 

 

あ
り
ま
し
た
。
「
学
友
・
昭
和
３０

年
度
号
・
更
級
中
学
校
」
。
Ａ
５

判
を
少
し
小
さ
く
し
た
約
八
十

ペ
ー
ジ
の
冊
子
で
、
磯
部
に
お
住

ま
い
の
古
旗
治
男
さ
ん
か
ら
お

借
り
し
ま
し
た
。
奥
様
の
季
子
さ

ん
が
更
級
の
お
生
ま
れ
で
す
。 

 

今
の
生
徒
会
に
あ
た
る
「
校
友

会
」
の
編
集
発
行
で
、
校
友
会
誌

の
創
刊
号
。
扉
の
巻
頭
部
分
に

「
校
友
会
歌
」
と
し
て
「
文
化
の

道
」
と
「
輝
く
健
児
」
の
二
曲
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

校
歌
は
「
冠
着
山
の
峯
高
く
…
」
と
小
学
校
の

も
の
と
同
じ
で
す
が
、
校
友
会
の
歌
と
し
て
、
生

徒
た
ち
が
自
ら
詞
を
つ
く
っ
て
応
募
し
、
作
曲
も

生
徒
た
ち
の
手
に
よ
る
も
の
で
し
た
。 

 

塚
田
克
巳
さ
ん
も
そ
れ
に
応

募
し
て
い
た
わ
で
す
が
、
当
時

を
ふ
り
返
っ
て
「
冠
着
山
に
朝

日
が
あ
た
っ
て
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い

る
よ
う
に
、
い
つ
も
瞳
を
輝
か
せ
、
純
粋

な
気
持
ち
で
い
た
い
と
い
う
思
い
で
作
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
。
今
は
雑
念
ば
か

り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
」 

 

と
こ
ろ
で
、
小
学
校
に
く
ら
べ
更
級
中

学
校
の
資
料
の
少
な
さ
に
と
ま
ど
い
ま

し
た
。  

 

昭
和
四
十
三
年
更
級
小
に
入
学
し
た

私
は
木
造
校
舎
を
知
る
最
後
の
世
代
で

す
が
、
今
は
寿
食
品
の
倉
庫
が
あ
る
所

に
あ
っ
た
中
学
校
へ
の
渡
り
廊
下
を
お

ぼ
え
て
い
ま
す
。
当
時
は
す
で
に
戸
倉

上
山
田
中
に
統
合
さ
れ
て
い
ま
し
た
け

れ
ど
、
忍
び
込
ん
だ
り
、
手
を
伸
ば
し

て
も
届
か
な
い
校
庭
の
鉄
棒
で
遊
ん
だ

り
し
て
い
ま
し
た
。 

 

更
級
中
学
校
の
歴
史
は
短
く
昭
和
二

十
二
年
（
一
九
四
七
）
か
ら
同
四
十
年

ま
で
の
十
八
年
間
。
そ
れ
だ
け
に
、
ま
た

興
味
深
く
な
り
ま
し
た
。
（大
谷
善
邦
） 



お
ら
ほ
の
冠
着

縄文人も大喜びした古峠

（４） 

〈編
集
後
記
〉 

鬼
瓦
に
つ
い
て
矢
島
文
雄
さ
ん
に
お

話
を
う
か
が
う
中
で
、
木
造
時
代
の
小
学
校
舎
の

配
置
や
当
時
の
学
校
近
辺
の
様
子
も
お
ぼ
ろ
げ
な

が
ら
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
は
校
庭
の

下
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
小
川
が
校
舎
の
合
間
を
縫

っ
て
流
れ
、
「
公
使
室
」
の
脇
を
流
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。 

 

縄
文
ま
つ
り
に
対
す
る
来
場
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト

は
、
答
え
て
く
だ
さ
る
方
が
多
い
そ
う
で
す
。
そ
れ

だ
け
、
何
か
を
書
き
た
く
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

塚
田
克
巳
さ
ん
の
作
詞
に
よ
る
更
級
中
学
校
の

「
校
友
会
歌
」
。
「
友
の
会
だ
よ
り
」
で
は
、
メ
ロ
デ
ィ

ー
を
つ
け
て
紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、
塚

田
さ
ん
は
古
旗
さ
ん
か
ら
お
借
り
し
た
楽
譜
を
も

と
に
歌
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

古
峠
か
ら
望
む
善
光
寺
平
の
大
半
が
九
月
の
合

併
後
、
新
し
い
ま
ち
の
エ
リ
ア
で
す
。  

 

（冠
男
） 

古
峠
。
こ
こ
は
古
代
の
国
道
の
名
残
の
峠
。
坂

井
村
側
に
は
峠
下
に
「
沓
掛
」
と
い
う
地
名
が
あ

り
、
こ
こ
で
旅
の
安
全
を
祈
り
、
峠
の
神
様
を
拝

ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

古
代
の
人
が
麻
績

の
盆
地
か
ら
登
り
、
こ

の
峠
に
立
っ
た
と
き
の

思
い
は
ど
う
だ
っ
た
ろ

う
。
狭
い
山
あ
い
の
谷

か
ら
抜
け
出
た
と
き
、

そ
れ
は
思
い
も
よ
ら

な
い
美
し
さ
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。 

す
ぐ
下
に
は
大
き

な
川
が
平
ら
な
原
を

う
ね
る
よ
う
に
流
れ
、

広
い
広
い
平
原
は
緑
色
に
輝
き
、
大
き
な

木
が
茂
っ
て
い
る
。
山
々
は
重
な
り
合
っ
て

は
る
か
遠
く
ま
で
連
な
り
、
末
は
か
す
ん

で
い
る
。 

千
年
前
、
こ
の
道
は
都
と
越
後
を
つ
な
ぐ
重
要

な
道
と
し
て
、
多
く
の
官
人
た
ち
が
越
え
た
の
だ

が
、
み
な
み
な
、
こ
の
開
か
れ
た
光
景
に
驚
き
、

ま
た
楽
し
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。 

実
は
こ
の
峠
は
も
っ
と
も
っ
と
前
か
ら
人
の
通

過
が
あ
っ
た
。 

 

縄
文
時
代
よ
り
前
の
旧
石
器
時
代
、
狩
を
す

る
人
々
は
南
か
ら
来
て
こ
の
峠
に
立
っ
て
、
眼
下

の
豊
沃
な
大
地
に
大
喜
び
し
た
。
山
を
下
っ
て
千

曲
川
べ
り
に
魚
を
と
っ
た
り
、

野
原
に
獣
を
し
止
め
た
り
し
て

い
た
が
、
あ
る
日
、
そ
の
大
事

な
道
具
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た

（
？
）
。 

 

芝
原
の
中
村
栄
治
さ
ん
（
故

人
）
が
畑
で
み
つ
け
、
今
さ
ら
し

な
の
里
歴
史
資
料
館
に
展
示

さ
れ
て
い
る
尖
頭
器
で
あ
る
。 

時
代
が
新
し
く
な
っ
て
四
千

年
位
前
の
こ
と
、
縄
文
人
の
一

行
は
こ
の
峠
を
下
り
、
御
麓
の
冠
着
ト
ン
ネ
ル
口

の
上
に
キ
ャ
ン
プ
を
張
る
。
こ
れ
が
「
ゆ
ず
り
葉
遺

跡
」
。
猟
を
し
た
り
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
貯
蔵
も
し

た
ら
し
い
。 

こ
の
峠
の
直
下
、
戦
後
災
害
で
く
ず
れ
て
古
道

の
姿
が
消
え
た
が
、
復
元
で
き
な
い
か
な
あ
と
の

声
も
あ
り
、
期
待
し
た
い
。  

 
 

（塚
田
哲
男
） 

                         

⑧

さ
ら
し
な
の
里
友
の
会
事
務
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