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は
じ
め
に

上
毛
か
る
た
に
「
裾
野
は
長
し
赤
城
山
」
と
謳
わ
れ
、
遠
望
す
る
赤
城
山
麓
の
優
美
さ
は
群
馬
県
民
に
と
っ
て

郷
土
の
誇
り
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
赤
城
山
南
麓
の
裾
部
を
切
り
裂
く
よ
う
に
一
筋
の
堀
の
跡
が
遺
さ
れ
て
い

る
。女

堀
で
あ
る
。

こ
の
女
堀
は
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
尼
将
軍
北
条
政
子
が
笠
懸
野
の
開
田
の
た
め
に
利
根
川
の
水
を
引
こ
う
と

し
た
と
か
、
か
ん
ざ
し
で
一
夜
に
し
て
掘
り
上
げ
ら
れ
た
と
か
、
開
削
の
時
期
や
そ
の
主
体
な
ど
に
つ
い
て
さ
ま

ざ
ま
に
説
か
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
堀
の
由
来
に
つ
い
て
直
接
的
に
語
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う

背
景
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
伝
説
や
憶
説
の
域
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
女
堀
を
め
ぐ
っ
て
転
機
が
訪
れ
た
。
昭
和
五
十
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
赤
城
山
南
麓
に

お
け
る
大
規
模
な
圃ほ
場
整
備
事
業
や
工
業
団
地
造
成
事
業
等
が
計
画
さ
れ
、
事
業
実
施
以
前
に
女
堀
が
広
範
囲
に

発
掘
調
査
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
い
わ
ば
ベ
ー
ル
に
覆
わ
れ
て
い
た
女
堀
が
そ
の
素
顔
を
見
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
女
堀
に
つ
い
て
、
確
実
な
資
料
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
発

掘
調
査
の
結
果
は
生
々
し
く
、
見
る
人
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
た
と
言
え
よ
う
。
女
堀
を
開
削
し
た
際
の
作
業
員

発掘された女堀（前橋市飯土井町嘉祥　群馬県教育委員会提供）
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で
の
女
堀
に
関
す
る
理
解
に
次
々
と
疑
問
が
涌
い
て
き
た
。
少
し
腰
を
落
ち
着
け
て
取
り
組
も
う
と
決
意
し
た
次

第
で
あ
る
。

長
さ
十
数
㎞
に
及
ぶ
長
大
な
遺
構
で
あ
る
女
堀
に
つ
い
て
、
遺
構
そ
の
も
の
の
あ
り
方
、
遺
構
の
地
形
の
中
で

の
あ
り
方
、
そ
し
て
発
掘
デ
ー
タ
や
地
形
図
・
絵
図
・
航
空
写
真
、
さ
ら
に
先
人
そ
し
て
地
域
の
人
た
ち
の
認
識

等
に
学
び
な
が
ら
、
女
堀
の
実
像
に
迫
り
た
い
と
思
う
。

の
足
跡
や
鋤すき
先
の
跡
が
見
つ
か
り
、
掘
り
上
げ
た
土
の
排
土
の
下
か
ら
は
畑
の
畝うね
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
掘
り
上
げ

る
作
業
単
位
で
あ
る
小
間
割
や
作
業
員
の
組
織
単
位
毎
の
開
削
結
果
を
表
す
工
区
境
の
存
在
な
ど
、
発
掘
調
査
の

威
力
を
見
せ
つ
け
る
の
に
充
分
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
発
掘
調
査
の
成
果
を
総
括
し
た
報
告
書
が
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

女
堀
は
中
世
初
期
に
灌かん
漑がい
用
水
の
た
め
前
橋
市
上
泉
町
で
桃
木
川
か
ら
取
水
さ
れ
、
伊
勢
崎
市
国
定
町
ま
で
引
水

さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
未
完
成
に
終
わ
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
未
完
成
の
理
由
と
し
て
、

設
計
・
施
工
上
の
測
量
ミ
ス
、
さ
ら
に
、
途
中
で
分
水
す
る
こ
と
な
く
終
末
点
ま
で
通
水
し
よ
う
と
し
た
強
引
さ

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
報
告
書
刊
行
に
前
後
し
て
普
及
書
や
雑
誌
そ
し
て
新
聞
な
ど
を
通
し

て
喧
伝
さ
れ
た
。

筆
者
が
女
堀
に
係
わ
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
女
堀
の
取
水
先
を
桃
木
川
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
も
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
・
中
世
の
灌
漑
用
水
遺
構
で
あ
る
前
橋
市
天
川
原
町
所
在
の
「
女おんな
溝ぼり
」
の
検
討
を
行

う
中
で
、
利
根
川
の
流
路
は
古
墳
時
代
に
は
利
根
川
に
よ
り
浸
食
さ
れ
た
広
瀬
川
低
地
帯
の
中
を
、
北
部
か
ら
南

部
へ
移
っ
て
お
り
、
女
堀
開
削
時
の
中
世
初
期
に
桃
木
川
筋
へ
は
利
根
川
か
ら
人
工
的
に
引
水
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
と
理
解
し
て
い
た
。
女
堀
の
取
水
先
が
桃
木
川
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
の
取
水
先
は
利
根
川
で
あ
る
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

女
堀
と
利
根
川
を
繫
ぐ
遺
構
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
の
思
い
で
女
堀
の
踏
査
を
始
め
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ま



で
の
女
堀
に
関
す
る
理
解
に
次
々
と
疑
問
が
涌
い
て
き
た
。
少
し
腰
を
落
ち
着
け
て
取
り
組
も
う
と
決
意
し
た
次

第
で
あ
る
。

長
さ
十
数
㎞
に
及
ぶ
長
大
な
遺
構
で
あ
る
女
堀
に
つ
い
て
、
遺
構
そ
の
も
の
の
あ
り
方
、
遺
構
の
地
形
の
中
で

の
あ
り
方
、
そ
し
て
発
掘
デ
ー
タ
や
地
形
図
・
絵
図
・
航
空
写
真
、
さ
ら
に
先
人
そ
し
て
地
域
の
人
た
ち
の
認
識

等
に
学
び
な
が
ら
、
女
堀
の
実
像
に
迫
り
た
い
と
思
う
。

の
足
跡
や
鋤すき
先
の
跡
が
見
つ
か
り
、
掘
り
上
げ
た
土
の
排
土
の
下
か
ら
は
畑
の
畝うね
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
掘
り
上
げ

る
作
業
単
位
で
あ
る
小
間
割
や
作
業
員
の
組
織
単
位
毎
の
開
削
結
果
を
表
す
工
区
境
の
存
在
な
ど
、
発
掘
調
査
の

威
力
を
見
せ
つ
け
る
の
に
充
分
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
発
掘
調
査
の
成
果
を
総
括
し
た
報
告
書
が
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

女
堀
は
中
世
初
期
に
灌かん
漑がい
用
水
の
た
め
前
橋
市
上
泉
町
で
桃
木
川
か
ら
取
水
さ
れ
、
伊
勢
崎
市
国
定
町
ま
で
引
水

さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
未
完
成
に
終
わ
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
未
完
成
の
理
由
と
し
て
、

設
計
・
施
工
上
の
測
量
ミ
ス
、
さ
ら
に
、
途
中
で
分
水
す
る
こ
と
な
く
終
末
点
ま
で
通
水
し
よ
う
と
し
た
強
引
さ

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
報
告
書
刊
行
に
前
後
し
て
普
及
書
や
雑
誌
そ
し
て
新
聞
な
ど
を
通
し

て
喧
伝
さ
れ
た
。

筆
者
が
女
堀
に
係
わ
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
女
堀
の
取
水
先
を
桃
木
川
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
も
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
・
中
世
の
灌
漑
用
水
遺
構
で
あ
る
前
橋
市
天
川
原
町
所
在
の
「
女おんな
溝ぼり
」
の
検
討
を
行

う
中
で
、
利
根
川
の
流
路
は
古
墳
時
代
に
は
利
根
川
に
よ
り
浸
食
さ
れ
た
広
瀬
川
低
地
帯
の
中
を
、
北
部
か
ら
南

部
へ
移
っ
て
お
り
、
女
堀
開
削
時
の
中
世
初
期
に
桃
木
川
筋
へ
は
利
根
川
か
ら
人
工
的
に
引
水
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
と
理
解
し
て
い
た
。
女
堀
の
取
水
先
が
桃
木
川
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
の
取
水
先
は
利
根
川
で
あ
る
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

女
堀
と
利
根
川
を
繫
ぐ
遺
構
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
の
思
い
で
女
堀
の
踏
査
を
始
め
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ま



目

次

は
じ
め
に

第
一
章

女
堀
の
経
路
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
検
討
の
方
法

⑴

『
前
橋
風
土
記
』
に
お
け
る
女
堀

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

⑵

『
西
山
之
烟
』
に
お
け
る
女
堀

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

⑶

峰
岸
純
夫
氏
に
よ
る
女
堀
の
経
路
の
理
解
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

⑷

女
堀
の
検
討
の
方
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一一

第
二
章

女
堀
の
取
水
先
は
桃
木
川
か
�

⑴

女
堀
は
桃
木
川
と
接
続
す
る
か
�
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一五

⑵

赤
城
山
と
藤
沢
川
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一八

⑶

土
地
改
良
以
前
の
女
堀
の
観
察
記
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二〇



目

次

は
じ
め
に

第
一
章

女
堀
の
経
路
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
検
討
の
方
法

⑴

『
前
橋
風
土
記
』
に
お
け
る
女
堀

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

⑵

『
西
山
之
烟
』
に
お
け
る
女
堀

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

⑶

峰
岸
純
夫
氏
に
よ
る
女
堀
の
経
路
の
理
解
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

⑷

女
堀
の
検
討
の
方
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一一

第
二
章

女
堀
の
取
水
先
は
桃
木
川
か
�

⑴

女
堀
は
桃
木
川
と
接
続
す
る
か
�
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一五

⑵

赤
城
山
と
藤
沢
川
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一八

⑶

土
地
改
良
以
前
の
女
堀
の
観
察
記
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二〇


