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明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
更
級
小
学
校
の
前

身
、
鼎
立
学
校
が
発
足
し
、
平
成
十
五
年
が
一

三
〇
周
年
で
し
た
。
節
目
の
年
に
プ
ー
ル
に
続
い

て
新
し
い
校
舎
が
出
来
あ
が
り
ま
し
た
。
三
十
五

年
前
、
木
造
校
舎
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
校
舎
に
建

て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
前
の
校
舎
の
と
き
の
よ
う

に
、
地
域
の
方
々
に
よ
る
寄
附
と
い
う
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。
改
築
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
財

産
区
か
ら
地
元
の
木
を
使
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と

の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
ベ
ン
チ
、
あ
ず
ま
屋

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
案
が
出
ま
し
た
。
設
計
の
中
で

昇
降
口
に
化
粧
柱
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
し
た
の

で
、
そ
れ
に
使
え
な
い
か
と
な
っ
た
の
で
し
た
。 

化
粧
柱
に
な
る
木
は
平
成
十
四
年
秋
、
冠
着

山
の
財
産
区
で
杉
二
本
が
見
立
て
ら
れ
、
冬
に

伐
り
出
さ
れ
学
校
へ
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
三
学
期
の
終
わ
り
、
森
林
組
合
で
竹
べ
ら
を
用

意
し
て
い
た

だ
き
、
各
学

年
・
学
級
で

皮
は
ぎ
し
ま

し
た
。 

伐
り
出
し

て
か
ら
一
年

近
く
た
っ
た

十
五
年
の
十

一
月
、
昇
降

口
に
化
粧
柱

と
し
て
建
て

ら
れ
ま
し
た
。

柱
に
は
塚
田

哲
男
さ
ん
、
西
野
入
誠
一
さ
ん
に
教
え
て
い
た

だ
き
、
防
腐
や
艶
出
し
に
よ
い
と
柿
渋
が
塗
ら

れ
ま
し
た
。
校
舎
改
築
に
ご
理
解
、
ご
協
力
、
ご

支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。  

 
 

（前
更
級
小
校
長
・大
橋
昌
人
） 

「友の会」だより  ２００４・春

更級小に御柱が鎮座？



物つくる喜び子に伝えたい 

昔
ミ
シ
ン
操
作
、
今
は
縄
文
編
み
物 

（２） 
 

須
坂
市
の
歴
史
好
き
の
知

人
か
ら｢

こ
と
し
は
縄
文
ま
つ

り
は
な
い

の
？｣

と

聞

か

れ

た
。｢
合
併
し
て
千
曲
市
に
な
っ
た
か

ら
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね｣

。
そ
の
後

さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
か
ら
封

書
が
届
き
、
「
こ
と
し
も
あ
る
か
ら
楽

し
み
に
し
て
」
と
電
話
す

る
。 そ

も
そ
も
こ
の
ま
つ
り

に
参
加
し
た
あ
の
日
の
こ

と
を
思
い
出
す
。
資
料
館

で
見
た
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡

の
資
料
、
遺
品
、
写
真
…

実
際
に
縄
文
時
代
そ
っ
く

り
の
服
装
を
見
て
、
感
激

し
た
。 

今
な
ら
ば
「
ボ
ロ
」
と
思

わ
れ
る
出
で
立
ち
。
し
か

し
、
よ
く
観
る
と
一
つ
一

つ
精
魂
込
め
た
品
々
に
、
遠
い
祖
先
の

た
ゆ
ま
ぬ
技
の
継
承
、
そ
し
て
「愛
」と

い
う
も
の
が
あ
る
。 

二
〇
〇
三
年
十
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た

第
十
一
回
の
ま
つ
り
で
私
は
、
前
年
同
様
編
物

担
当
。
係
は

ま
だ
初

心

者
な
の
で
周

り
の
人
の
助
け
を
借
り
て
。 

 

興
味
を
も
つ
の
は
子
ど
も
。
ほ
と
ん
ど
が
低
学

年
、
幼
児
。
そ
の
親
た
ち
は
か
た
わ
ら
に
居
て
、

た
ま
に
手
を
だ
す
人
も
お
ら
れ
た
が
、
年
齢
の

高
い
人
は
「
あ
あ
、
ム

シ
ロ
編
む
の
と
同
じ
」

と
懐
か
し
そ
う
に
し

て
た
。 

子
ど
も
た
ち
と
は

楽
し
く
接
し
た
。

「
私
は
バ
ア
ち
ゃ
ん
先

生
ね
」
と
話
し
か
け
、

学
校
の
こ
と
、
友
だ

ち
の
こ
と
い
ろ
い
ろ
。

そ
の
間
に
も
編
物
は

進
ん
で
い
く
。
「
も
っ

と
長
く
す
る
」
「
こ
れ

位
か
な
あ
―
出
来
た
ら
花
瓶
敷
、
そ
れ
と
も
可

愛
い
写
真
貼
る
か
な
―
い
い
な
あ
、
夢
を
い
っ
ぱ
い

持
っ
て
ね
―
」
。 

 

昔
、
大
勢
の
子
供
た
ち
に
ミ
シ
ン
操
作
を
教
え

て
い
た
の
で
、
物
を
作
る
と
い
う
喜
び
は
共
通
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
交
流
を
通
じ
て
、

よ
い
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
反
省
し
な
が
ら
、

今
後
の
さ
ら
し
な
の
里
の
発
展
を
祈
り
ま
す
。   

（山
本
孝
子
・長
野
県
高
山
村
在
住
） 

   
            

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

春
ま
だ
浅
い
三
月
二 

十
一
日
、
新
潟
県
糸
魚 

川
市
の
地
球
博
物
館 

「
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
ミ
ュ
ー 

ジ
ア
ム
」
へ
の
研
修
旅
行 

に
一
緒
さ
せ
て
も
ら 

い
、
一
日
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
館
内
で
は
地
球
の
誕
生
か
ら
人
間

と
石
と
の
か
か
わ
り
の
歴
史
な
ど
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。 

博
物
館
の
隣
に
は
縄
文
時
代
の
長
者
ケ
原

遺
跡
が
あ
り
、
ど
ん
な
に
生
活
が
便
利
に
な
ろ

う
と
も
原
型
に
触
れ
る
こ
と
の
大
事
さ
が
こ
こ

で
も
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
集
落
も
大
き
く
、
安

定
し
た
生
活
が
長
期
間
続
い
て
い
た
様
子
。
ど

ん
な
日
常
会
話
を
し
て
い
た
だ
ろ
う
ね
。
今
の

自
分
に
置
き
換
え
て
受
け
止
め
る
。
想
像
が
ふ

く
ら
ん
で
来
る
。  

 
 

 
 

 
 

（小
山
好
子
） 



市場で人気の○さりんご

荷
印
、
屋
号
で
生
産
者
を
証
明
・
宣
伝 

（３） 
 

ち
く
ま
農
協
更
級
支
所
の
敷
地
の
一
角
に
あ

る
「
更
級
農
協
」
と

○さ
の
大
文

字
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
更

級
小
学
校
体
育

館
脇
の
県
道
に

面
し
た
建
物
の

正
面
に
そ
の
字
は
あ
り
ま
す
。 

友
の
会
副
会
長
の
堀
内

本
啓
さ
ん
と
、
ち
く
ま
農

協
更
級
支
所
長
の
塚
田
利

勇
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
建
物
は
昭
和
二
十
三

年
に
農
協
法
が
で
き
た
後

に
、
り
ん
ご
の
集
荷
、
箱
詰

め
の
た
め
に
作
ら
れ
た
そ
う

で
す
。 

 

「
先
人
が
山
か
ら
落
ち
葉

を
集
め
、
ベ
と
に
す
き
込
ん

で
」
（
塚
田
さ
ん
）
作
っ
た
リ
ン
ゴ

畑
で
成
っ
た
実
は
、
市
場
で
「
う

ん
と
欲
し
が
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
た
め
、
○さ
の
荷
印
で
産
地
を

明
確
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
○さ
は
も
ち

ろ
ん
、
更
級
の
「さ
」で
す
。 

そ
れ
以
前
は
個
人
や
グ
ル
ー
プ
が
畑
や
家
の

近
く
で
自
分
た
ち
で
箱
詰
め
す
る
場
所
を
設
け

て
い
ま
し
た
が
、
生
産
量
が
増
え
た
た
め
、
こ
の

建
物
の
中
で
、
農
協
が
代
わ
っ
て
や
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

建
物
の
中
は
、
屋
根
裏
と
真
ん
中
に
大
き
な

穴
の
あ
る
天
井
の
高
い
倉
庫
部
か
ら
な
っ
て
い
ま

す
。
堀
内
さ
ん
は
当
時
、
更
級
農
協
の
職
員
で
、

そ
の
様
子
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
堀
内

さ
ん
に
よ
る
と
、
屋
根
裏
に
米
の
籾
殻
を
運
び

入
れ
、
真
ん
中
の
穴
に
大
き
な
漏
斗
を
設
置
し

て
、
下
に
籾
殻
を
落
と
す
仕
組
み
に

な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
下
で
は
四

人
ほ
ど
が
籾
殻
の
落
ち
て
く
る
テ
ー

ブ
ル
を
囲
ん
で
木
箱
に
リ
ン
ゴ
を
詰
め
る
の
で
す

が
、
籾
殻
は
リ
ン
ゴ
が
箱
の
中
で
ぶ
つ
か
っ

て
傷
ま
な
い
よ
う
ク
ッ
シ
ョ
ン
代
わ
り
に

入
れ
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
作
業
は
こ
の
倉
庫
の
裏
手

に
選
果
の
た
め
の
機
械
が
入
る
昭
和
四

十
年
代
前
半
ま
で
続
き
ま
し
た
。 

 

な
お
塚
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十

年
代
に
は
リ
ン
ゴ
畑
だ
け
で
旧
更
級
村

に
は
百
八
十
町
歩
あ
り
ま
し
た
。
羽
尾

地
区
を
通
る
中
央
線
沿
い
は
当
時
、
一

面
り
ん
ご
畑
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

○さ
の
荷
印
は
今
は
も
う
使
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
農
協
の
裏
に
は
こ
の
荷
印
の
つ
い
た

木
箱
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
個
人
や
グ
ル

ー
プ
で
箱
詰
め
・
出
荷
ま
で
や
っ
て
い
た
と
き
の

荷
印
や
屋
号
を
刷
り
込
ん
だ
木
箱
も
い
く
つ
か

見
つ
け
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 

（大
谷
善
邦
） 



 

おおお   

ららら   

ほほほ   

ののの   

冠冠冠
着着着   

⑩ 

さ
ら
し
な
の
里
友
の
会
事
務
局             

 

〒
３
８
９
―
０
８
１
２ 

   
 

 

長
野
県
千
曲
市
大
字
羽
尾
二
四
七
の
一 

        
 

さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
内      

         
  

電
話
０
２
６
（
２
７
６
）
７
５
１
１ 

         
 

 

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
６
（
２
６
１
）
４
１
６
１ 

冠着大学が産んだ独立心と良識 
（４） 

〈
編
集
後
記
〉 

更
級
小
学
校
の
玄
関
に
対
を
な
し

て
鎮
座
す
る
二
本
の
杉
の
大
木
。
仙
石
の
山
の
神
か

ら
少
し
上
が
っ
た
「
竜
ケ
爪
」
地
籍
か
ら
切
り
出
し

た
そ
う
で
す
。
写
真
は
翠
川
泰
弘
さ
ん
が
撮
影
し

ま
し
た
。
奇
し
く
も
今
春
は
若
宮
の
佐
良
志
奈
神

社
で
七
年
に
一
度
の
御
柱
祭
が
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

縄
文
ま
つ
り
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
ー
を
お
書
き
い
た

だ
い
た
山
本
孝
子
さ
ん
は
、
お
隣
り
、
坂
城
町
坂
城

の
お
生
ま
れ
で
す
。
五
年
ほ
ど
前
、
さ
ら
し
な
の
里

歴
史
資
料
館
の
編
み
物
教
室
に
参
加
し
た
の
を
機

に
友
の
会
の
活
動
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

旧
更
級
村
の
主
産
業
は
、
桑
畑
か
ら
り
ん
ご
畑
へ

と
変
遷
し
今
に
至
り
ま
す
。
大
正
十
一
年
（
一
九

二
二
）
生
ま
れ
の
堀
内
本
啓
さ
ん
は
そ
の
歴
史
を

知
る
方
で
す
。
こ
の
里
に
数
多
く
残
る
り
ん
ご
の
大

樹
に
も

○さ
の
歴
史
が
見
て
と
れ
ま
す
。 

冠
着
大
学
で
も
、
接
木
や
剪
定
の
仕
方
な
ど
、

将
来
の
有
望
な
果
実
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が

交
換
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。   

明
治
の
代
か
ら
引
き
続
い
て
、
冠
着
山
は
入
会
い

の
山
だ
っ
た
。
秋
か
ら
冬
は
タ
キ
ギ
採
り
、

夏
は
草
刈
り
と
、
年
中
絶
え
間
な
く
登
り

つ
め
た
。
大
正
、
昭
和
初
期
の
若
い
衆
は
、

青
年
学
校
か
補
習
学
校
が
あ
っ
て
朝
学
に

出
た
り
、
夜
学
に
通
っ
た
り
し
て
い
る
が
、

昼
間
は
せ
っ
せ
と

山
へ
足
を
運
ん
で

い
た
。 山

仲
間
は
若

者
だ
け
で
は
な
く
、

中
年
者
も
老
年

も
ま
じ
っ
て
い
る
。

ひ
と
仕
事
す
ん

だ
あ
と
、
こ
の
先
輩
た
ち
が
羽
尾
は
強
清

水
、
仙
石
は
山
の
神
の
松
の
根
元
や
大
滝

の
お
宮
な
ど
の
休
み
場
で
、
種
々
話
を
す

る
。
良
い
タ
キ
ギ
の
あ
る
所
、
よ
い
草
の
あ

る
場
所
を
教
え
た
り
、
山
の
地
形
を
説
い

た
り
、
時
々
の
農
業
の
話
を
し
た
り
、
季

節
の
話
題
か
ら
村
の
し
き
た
り
な
ど
も
話

さ
れ
る
。 

若
者
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
、
村
に
生
き
る
知

恵
を
会
得
す
る
場
と
も
な
っ
た
。
い
つ
し
か
こ
れ

を
「
冠
着
大
学
」
と
千
本
柳
の
衆
と
羽
尾
の
連
中

が
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
山
へ
登
る
こ
と
を
「
大

学
へ
出
か
け
る
」と
い
う
わ
け
だ
。 

考
え
て
み
る
と
、
こ
ん
な
名
前
で
も
つ
け
な
き

ゃ
や
り
き
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
来
る
日
も
来
る
日

も
苦
業
の
連
続
で
気
も
重
く
な
る
。
そ
れ
を
「
大

学
」
と
言
い
換
え
て
、
シ
ャ

レ
の
め
し
て
勇
気
を
奮
い

起
こ
し
、
力
を
つ
け
合
っ

て
難
業
に
当
た
ろ
う
と
い

う
気
合
い
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。 

「
大
学
」
は
、
当
時
の
社

会
教
育
の
一
面
を
担
い
、

村
形
成
の
一
助
と
な
り
、

若
い
人
々
の
供
働
の
意
識
の
場
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の
大
学
を
出
て
、
広
い
世
間
に
と
び

出
し
独
力
で
自
立
し
よ
う
と
い
う
意
気
盛
ん
な

若
者
を
産
み
出
し
た
。
一
方
、
村
に
居
残
っ
た
若

人
は
、
良
識
あ
る
住
民
と
な
っ
て
、
有
力
な
働
き

手
と
な
っ
た
。 

昭
和
三
十
年
代
初
め
、
高
度
成
長
の
波
に
よ

り
冠
着
大
学
も
終
焉
を
告
げ
た
。
（塚
田
哲
男
） 

                  


