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姨捨山の伝説を耳にしたのは幼少のころ、母

から何回となく聞いた。その山が冠着山であると

して明治の中ごろ、冠着山の復権運動を始めた

人がいた。初代更級村村長の塚田雅丈であ

る。雅丈は眺望の良い村外の３箇所（大池を除

く）に土地の有志と共に遥拝所を設け、冠着山

を大切にした。（塚田雅丈の肖像＝塚田せつ子

さん提供、刈屋原の遥拝碑＝高野六雄さん提

供、その他の写真と文＝関清春さん、史跡案内

＝塚田哲男さん） 

    
       

           
         

  

「友の会」だより  ２００４・秋

千曲市稲荷山の治田公園から

大池から 坂城町・刈屋原から 右に冠着山

麻績村のガッタリ地籍近辺から

冠
着
四
態
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本
年
四
月
か
ら
、
お
世
話 

に

な

っ
て

お

り

ま

す

。 

月
の
名
所
・
姨
捨
伝
説
に 

伝
わ
る
冠
着
山
の
裾
野
に
広

が
る
さ
ら
し
な
の
里
に
、
は
る
か
四
千
五
百
年

前
の
縄
文
の
村
が
蘇
り
、
こ
こ
を
訪
れ
る
多
く

の
皆
さ
ん
が
、
古
代
の
ロ
マ
ン
に
浸
り
、
体
験
を

し
て
古
代
文
化
に
想
い
を
馳
せ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
し
な
の
里
友
の
会
会
員
の
皆
様
に
は
、

古
代
を
継
承
す
る
「
縄
文
ま
つ
り
」
を
中
心
的

に
担
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
資
料
館
事

業
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
た
ま
わ
り
、
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も
よ
ろ

し
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

（さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
館
長
・小
松
勝
） 

来年も続くことを願って 
縄文丸よ、ありがとう 第

八
回
千
曲
川
い
か
だ
下
り
コ
ン
テ
ス
ト
が
八

月
二
十
二
日
に
開
か
れ
、
今
年
も
ま
た
楽
し
く

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

早
朝
に
集
合
し
て
、
ス
タ
ー
ト
地
点
の
坂
城
へ
。

地
元
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
取
材
を
受

け
た
後
、
縄
文
丸
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー

ク
？
楽
し
み
？
恐
怖
？
の
顔
メ
イ
ク

を
し
て
待
つ
こ
と

し
ば
し
。
成
果
の

顔
を
見
て
み
ん
な

笑
っ
て
い
る
。
自

分
の
顔
が
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か

わ
か
ら
な
い
の
が

幸
い
か
も
。 

い
か
だ
に
乗
り

た
い
の
は
、
普
段

で
は
見
ら
れ
な
い

川
の
上
か
ら
の
眺

め
の
す
ば
ら
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
、
ま

た
、
そ
の
上
に
新
し
い
発
見
が
あ
る
か
ら
だ
。
ず

ぶ
ぬ
れ
に
な
り
な
が
ら
も
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
、
一

生
懸
命
に
カ
イ
を
漕
ぐ
姿
は
こ
れ
も
ま
た
見
ご

た
え
が
あ
る
。 

大
会
委
員
長
の
挨
拶
も
終
り
、
い
よ
い
よ
開

始
で
あ
る
。
十
時
二
十
三
分
、
ス
タ
ー
ト
の
時
が

き
た
。
サ
ポ
ー
タ
ー
に
見
送
ら
れ
、
元
気
に
ス
タ

ー
ト
が
出
来
ま
し
た
。
思
っ
て
い
た
以
上
に
風
も

な
く
、
う
ま
く
流
れ
に
乗
る
こ
と
が
で
き
、
い
た
っ

て
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
し
た
。 

毎
年
の
こ
と
で
す
が
、
鮎
釣
り
の
人
た
ち
に
は

大
変
申
し
訳
な
く
思
い
つ
つ
、
こ
ち
ら
は
思
う
存

分
楽
し

ま
せ
て

も
ら
っ

て
い
ま

す

。
い

く
つ
も

の
橋
の

上
か
ら

は
、
家

族
、
知

人
等
大

勢
の
人

た
ち
の
力
強
い
応
援
が
あ
り
、
こ
ち
ら
も
カ
イ
を

持
つ
手
に
力
が
入
り
ま
す
。
ペ
ー
ス
が
上
が
り
、

予
定
よ
り
早
く
着
い
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。 

結
果
は
一
時
間
四
十
五
分
で
十
八
位
で
し

た
。 今

年
で
最
後
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
み
ん

な
が
力
を
合
わ
せ
て
い
か
だ
を
作
り
、
力
い
っ
ぱ

い
カ
イ
を
漕
ぎ
ゴ
ー
ル
を
目
指
す
、
こ
ん
な
に
す

ば
ら
し
い
い
か
だ
下
り
を
終
り
に
し
な
い
で
、
来

年
も
続
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。
さ
ら
し
な
の
里
歴

史
資
料
館
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
友
の
会
の
皆
さ
ん
、

本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。
そ
し
て
、
縄
文
丸
よ
、

あ
り
が
と
う
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

（北
村
忠
行
） 



（３） 

冠着伝説をオペレッタに 

更
級
小
１
３
０
周
年
、
全
校
一
つ
に
な
っ
て 

本
年
度
の
音
楽
会
は
、
百
三
十
周
年
記
念
と

い
う
こ
と
で
全
校
で
オ
ペ
レ
ッ
タ
に
挑
戦
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
学
校
で
行
わ
れ
る

オ
ペ
レ
ッ
タ
は
、
子
ど
も
が
主
役

に
な
れ
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
音
楽

劇
で
、
本
校
で
は
更
級
の
地
に
ゆ

か
り
が
あ
り
、
校
歌
に
も
歌
わ
れ

て
い
る
冠
着
山
を
題
材
と
す
る

「
全
校
オ
ペ
レ
ッ
タ
『
冠
着
山
の
伝

説
』
」
を
音
楽
係
が
中
心
と
な
っ

て
創
作
し
ま
し
た
。 

内
容
は
日
本
の
神
話
「
天
岩

戸
伝
説
」
を
も
と
に
し
ま
し
た
。

力
持
ち
の
神
様
タ
ヂ
カ
ラ
オ
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
が
隠
れ
て
い
た
岩
戸

を
よ
そ
へ
運
ぶ
途
中
、
美
し
い
眺

め
の
地
に
通
り
か
か
り
、
ふ
と
足

を
止
め
た
。
そ
こ
が
更
級
の
里
。

「
更
級
の
里
に
生
ま
れ
た
私
た
ち

は
、
自
然
の
美
し
い
地
に
生
ま
れ

た
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、
後
世
に

美
し
い
眺
め
を
残
し
て
い
き
た
い
」
と
い

う
気
持
ち
を
オ
ペ
レ
ッ
タ
で
表
し
ま
し
た
。 

歌
、
踊
り
、
演
技
の
他
に
、
い
く
つ
か
の
楽
器
で

効
果
音
を
入
れ
た
り
、
ま
た
、
原
始
の
躍
動
的

な
リ
ズ
ム
を
表
現
す
る
た
め
に
西
ア
フ
リ
カ
の
太

鼓
「
ジ
ャ
ン
ベ
」
を
さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
よ

り
お
借
り

し
て
加
え

た
り
し
ま

し
た
。
そ
の

ほ
か
演
出

と
し
て
、
六

年
生
に
よ

る
大
道
具
、

小
道
具
、

衣
装
の
製

作
。
ス
テ
―

ジ
の
横
に

縦
横
五
㍍

の
大
き
な

ス
ク
リ
ー
ン

を
掲
げ
、
冠
着
山
の
映
像
を
写
し
た
り
、
照
明
の

技
術
者
の
方
を
お
願
い
し
て
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

を
操
作
し
て
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
。 

六
年
生
の
歌
に
よ
る
録
音
で
デ
モ
テ
ー
プ
を

作
り
、
各
学
級
で
歌
や
踊
り
を
練
習
を
し
、
そ
の

後
、
音
楽
集
会
で
歌
の
練
習
、
全
校
練
習
を
三

回
重
ね
て
本
番
に
臨
み
ま
し
た
。 

い
よ
い
よ
音
楽
会
当
日
の
六
月
三

十
日
。
こ
の
日
は
大
変
暑
い
日
で
し

た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
い
つ
も
の
音
楽
会
の
よ
う
に

全
校
の
歌
、
各
学
級
学
年
の
演
奏
と
進
ん
で
い

き
、
最
後
に
「
冠
着
山
の
伝
説
」
を
行
い
ま
し
た
。

子
ど
も
達
も
先
生
方
も
、
多
少
の
不
安
を
抱
え
、

ス
テ
ー
ジ
側
に
整
列
し
ま
し
た
。
会
場
は
暗
幕
で

暗
く
な
り
、
大
き
な
映
像
が
映
し
出
さ
れ
、
会

場
は
何
か
が
始
ま
る
ぞ
と
い
う
雰
囲
気
に
包
ま

れ
ま
し
た
。 

六
年
生
の
演
技
に
圧
倒
さ
れ
る
下
級
生
が
い

た
り
、
話
が
進
ん
で
く
る
と
、
だ
ん
だ
ん
歌
の
中

に
引
き
込
ま
れ
、
気
持
ち
を
込
め
て
歌
う
子
ど

も
達
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
十
五
分
の
長
い
ス
テ

ー
ジ
で
し
た
が
、
子
ど
も
達
は
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

を
浴
び
て
、
精
い
っ
ぱ
い
歌
っ
て
踊
り
、
体
育
館
い

っ
ぱ
い
に
子
ど
も
達
の
声
が
響
き
渡
り
ま
し
た
。 

全
校
が
一
つ
に
な
っ
て
取
り
組
ん
だ
オ
ペ
レ
ッ
タ

を
通
し
、
更
級
小
学
校
に
大
き
な
宝
物
を
残
し

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
（更
級
小
・櫻
井
真
由
美
） 



おお
らら
ほほ
のの

冠冠
着着

〈
編
集
後
記
〉
友
の
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
で
は
、

冠
着
山
の
姿
を
四
方
か
ら
紹
介
す
る
場
合
、
ど
の

ポ
イ
ン
ト
か
ら
が
い
い
か
を
検
討
し
、
更
級
村
初
代

村
長
の
塚
田
雅
丈
氏
に
登
場
し
て
も
ら
う
こ
と
に

し
ま
し
た
。
遥
拝
碑
は
い
ず
れ
も
今
か
ら
約
百
年

前
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
残
念
な
の
は
刈
屋
原
の
碑

面
は
大
半
が
剥
落
し
、
由
緒
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
千
曲
市
磯
部
の
郷
土
史
研
究
家
、

高
野
六
雄
さ
ん
が
お
持
ち
の
貴
重
な
写
真
を
お
借

り
し
ま
し
た
。 

 

い
か
だ
下
り
の
エ
ッ
セ
ー
を
お
書
き
い
た
だ
い
た
北

村
忠
行
さ
ん
は
、
初
回
か
ら
ず
っ
と
乗
船
し
て
き
た

方
で
す
。
今
回
も
河
原
の
見
物
人
と
気
さ
く
に
冗

談
を
交
わ
す
名
船
頭
で
し
た
。 

 

更
級
小
は
百
三
十
周
記
念
式
典
を
十
一
月
二
十

日
に
行
い
ま
す
。
こ
の
節
目
に
さ
ら
し
な
の
里
の
自

然
や
人
、
文
化
財
、
伝
統
を
集
め
「
更
級
の
里
マ
ッ

プ
」
を
作
る
そ
う
で
す
。
ユ
キ
グ
ニ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
の

写
真
は
戸
倉
町
誌
自
然
編
か
ら
転
載
し
ま
し
た
。 

東西の接点、温帯から亜寒帯の植物 

⑪

（４） 

 

平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
、
戸
倉
町
誌

第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
植
物
編
の

執
筆
者
は
、
当
時
信
大
教
授
だ
っ
た
清
水

建
美
先
生
で
あ
る
。
こ
の
先
生
、
ま
さ
に

「
歩
く
植
物
図
鑑
」
と
も
申
す
べ
き
で
、
冠

着
山
植
物
探
査

に
度
々
参
ら
れ
、

時
に
は
道
案
内

も
し
た
の
だ
が
、

目
に
と
ま
る
草
・

木
の
名
前
、
特
色

な
ど
即
座
に
説

明
さ
れ
、
一
点
の

よ
ど
み
が
な
い
。 

 

町
誌
の
記
述
の

中
で
先
生
は
、
冠
着
山
中
の
日
本
海
側
の

植
物
と
し
て
、
「イ
ヌ
ガ
ヤ
」
「
チ
ャ
ボ
ガ
ヤ
」

が
全
山
に
あ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
と
し
、

そ
の
ほ
か
に
「
ユ
キ
グ
ニ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
」
な

ど
八
種
類
の
植
物
を
あ
げ
て
い
る
。
他
方
、

太
平
洋
側
要
素
と
し
て
「
ヒ
カ
ゲ
ツ
ツ
ジ
」
「
イ
カ

リ
ソ
ウ
」
等
の
四
種
を
紹
介
さ
れ
た
。
冠
着
山
は

西
の
日
本
海
側
と
、
東
の
太
平
洋
側
と
の
植
物

の
接
点
で
あ
り
、
植
物
の
種
類
も
多
く(

五
九
八

種
あ
る)

、
温
帯
か
ら
亜
寒
帯
ま
で
の
草
地
に
み

ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
特
に
散
在
す
る
「
マ
ル
バ
サ

ン
キ
ラ
イ
」
は
全
国
的
に
稀
な
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。 山

と
い
え
ば
生
え
て
い
る
の
は
杉
、
檜
、
唐
松

や
松
と
、
焚
き
物
の
山
と
ば
っ
か
り
思
っ
て
い
た

の
だ
が
、
お
よ
そ
六
百
種

も
の
植
物
が
ひ
し
め
き
合

っ
て
い
る
と
は
驚
く
ば
っ
か

り
だ
。
た
ま
に
知
っ
た
名

の
草
木
も
あ
っ
た
が
、
そ

れ
こ
そ
本
当
に
九
牛
の
一

毛
だ
っ
た
。 

岩
の
山
と
み
ら
れ
た

冠
着
山
の
多
様
な
姿
が

現
れ
た
。
東
と
西
の
植
物
の
接
点
、
あ
る
い
は
分

岐
点
と
い
う
、
特
異
な
地
に
位
置
す
る
の
で
あ

る
。 昭

和
三
十
九
年
、
昭
和
天
皇
は
八
子
ヶ
峰

（
蓼
科
）
の
植
樹
祭
の
あ
と
、
白
鳥
園
に
泊
ま
ら

れ
、
次
の
日
、
大
池
高
原
に
植
物
採
集
し
た
の
も

理
由
が
わ
か
る
。
大
池
高
原
も
冠
着
と
同
じ
く

多
様
な
植
物
が
育
っ
て
い
た
の
だ
。
（塚
田
哲
男
） 
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