
学
区
財
産
の
蓄
積

一
地
方
行
政
の
施
行
と
村
落
の
対
応
の

　
　
　
　
　
　
一
例
、
奈
良
県
の
事
例
を
中
心
に
一

山

田

正

浩

【
要
約
】
　
明
治
期
の
行
政
区
域
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
す
で
に
多
く
の
業
績
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
研
究
の
視
点
に
や
や
か
た
よ
り
が
あ
る
よ
う
に
思

え
ろ
。
本
稿
で
は
、
村
落
に
紺
し
て
行
政
区
域
（
ま
た
は
行
政
区
域
内
に
施
行
さ
れ
る
行
政
力
）
が
与
件
と
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
こ
れ

が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
認
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
吟
味
を
行
な
う
。
行
政
施
行
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
学
区
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産

に
注
目
し
、
そ
れ
を
通
し
て
（
い
わ
ば
指
標
と
し
て
）
学
区
と
村
落
の
関
係
、
お
よ
び
学
区
の
統
一
性
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
ま
た
村
落
の
側

の
墓
礎
条
件
の
違
い
に
よ
っ
て
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
地
域
差
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
、
主
に
奈
良
県
下
の
資
料
に
よ
り
な
が
ら
論
じ
て

み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
二
巻
二
号
　
｝
九
六
九
年
三
月

学区財産の蓄稜（山田）

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

　
　

　
一
　
戦
後
わ
が
国
で
も
新
し
く
地
理
学
の
研
究
対
象
と
な
っ
た
行

　
（

政
区
域
の
う
ち
、
明
治
前
期
の
行
政
区
画
1
と
り
わ
け
町
村
合
併

と
行
政
町
村
の
成
立
過
程
1
は
、
も
っ
と
も
研
究
老
の
興
味
を
ひ

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
地
理
学
の
一
分
野
と
し
て
の
行
政
地
理

学
の
立
場
か
ら
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
明
治
期
に
お
け
る
村
落
構
造

の
変
化
の
一
現
象
と
し
て
集
落
地
理
学
や
、
さ
ら
に
そ
の
成
果
を
ふ

ま
え
た
地
域
論
の
中
で
も
扱
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
〃
行
政
地
理
学
”
を
地
理
学
の
一
分
科
と
し
て
新
し
く
位
置
づ
け

よ
う
と
し
て
い
る
田
辺
裕
に
よ
れ
ば
、
行
政
地
理
学
の
課
題
に
は
、

一
、
統
治
的
行
政
権
力
に
よ
っ
て
窃
地
域
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
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け
る
の
か
。
二
、
所
与
の
地
域
性
が
い
か
な
る
影
響
を
自
治
機
能
を

通
じ
て
行
政
地
域
に
及
ぼ
し
て
く
る
か
。
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と

　
①．

い
う
。
つ
ま
り
、
現
実
の
行
政
区
域
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
こ
の
二

つ
の
要
素
の
均
衡
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
行
政
区
域
の
認
識
は
そ
の
ま
ま
首
肯
し
う
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
、
行
政
区
域
は
そ
の
中
に
包
括
す
る
村
落
、
男
女
の
社
会

組
織
に
対
し
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉
を

か
え
て
云
え
ば
、
行
政
区
域
が
他
の
社
会
現
象
に
対
し
、
ど
の
程
度

う
　
　
へ

原
因
で
あ
り
う
る
の
か
、
こ
の
点
の
吟
味
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
り
、

こ
こ
に
行
政
区
域
研
究
の
有
効
性
を
決
め
る
鍵
が
あ
る
の
で
あ
る
。

行
政
地
理
学
に
限
ら
ず
、
広
く
政
治
地
理
学
が
地
理
学
の
他
分
野
と

ど
の
よ
う
な
共
通
の
場
を
持
ち
う
る
か
に
つ
い
て
の
考
慮
も
払
わ
ず
、

た
だ
政
治
現
象
の
み
に
没
頭
す
る
の
も
正
し
く
な
い
し
、
他
の
現
象
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

た
と
え
ば
経
済
現
象
と
の
関
連
を
重
視
し
、
経
済
活
動
の
結
果
と
し

て
の
政
治
地
域
を
考
え
る
立
場
も
不
充
分
で
あ
る
。

　
ル
・
ラ
ヌ
ー
（
り
肖
■
］
じ
O
一
じ
P
昌
昌
O
q
）
は
、
そ
の
著
『
人
文
地
理
学
』

の
多
く
の
部
分
を
政
治
地
理
に
あ
て
、
批
判
と
今
後
の
進
む
べ
き
方

向
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
政
治
領
域
の
外
枠
と
し
て
の
境
界
に
言
及

し
つ
つ
、
　
「
そ
れ
は
人
間
集
団
の
傾
向
と
組
織
に
対
し
て
結
果
で
あ

る
以
上
に
原
因
で
あ
り
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
最
高
の
原
因
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ェ
ラ
ー
（
℃
■
　
Q
D
げ
α
＝
①
目
）
も
同

様
の
指
摘
を
し
、
　
「
政
治
地
理
学
が
、
地
理
学
的
基
礎
に
も
と
づ
い

て
、
こ
の
側
か
ら
国
家
や
政
治
行
為
を
説
明
す
る
の
は
む
し
ろ
逆
で

あ
り
、
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
政
治
地
理
学
的
条
件
を
こ
そ
把
握
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

べ
き
で
挙
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
こ
の
工
人
の
地
理
学
者
の
提
言
は
す
で
に
十
年
以
上
も
前
に
な
さ
．

れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
国
塚
を
対
象
と
す
る
政
治
地
理
学
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
我
々
が
行
政
区
域
を
研
究
す
る
場
合
に

も
充
分
傾
聴
に
値
す
る
内
容
で
あ
る
。
新
し
く
行
政
区
域
が
地
理
学

の
考
察
対
象
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
理
論
的
に
も
個
々
の
実
証
研

究
に
お
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
主
張
す
る
に
は
い
ま
だ
未
解
決
の
部

分
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
明
治
期
の
行
政
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も

の
研
究
が
あ
ま
り
に
そ
の
成
立
過
程
に
の
み
興
味
を
集
中
し
す
ぎ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

と
い
え
な
い
か
。
す
な
わ
ち
行
政
区
域
を
結
果
と
し
て
み
る
方
向
で

あ
る
。
と
同
時
に
、
行
政
区
域
の
成
立
後
に
も
同
等
の
重
要
な
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

課
題
が
残
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
す
な
わ
ち
原
因
と
し
て
み
る
方
向

で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
反
省
か
ら
本
稿
で
は
、
明
治
前
期
の
学
区
を
例
に
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学区財産の蓄萩（山田）

と
っ
て
行
政
区
域
が
原
因
で
あ
り
う
る
事
象
、
い
い
か
え
れ
ば
行
政

区
域
の
持
つ
規
制
力
が
も
た
ら
す
結
果
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う

と
思
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
学
務
行
政
の
開
始
と
と
も

に
急
速
に
そ
の
蓄
積
が
進
ん
だ
学
区
財
産
が
、
学
区
お
よ
び
学
区
に

含
ま
れ
る
村
落
の
組
織
構
造
に
呂
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
。
ま

た
、
考
察
地
域
内
の
各
地
区
の
も
つ
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
学
区
財

産
と
そ
の
意
義
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
か
と
い
う
点
を
問
題
に
し

ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
学
区
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
会
学
的
課
題
と
し
て
の
重
要
性
が
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
し
、
最
近
盛
行
を
き
わ
め
て
い
る
法
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

学
に
お
い
て
も
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、

地
理
学
で
も
、
お
も
に
明
治
行
政
町
村
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く

　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
か
の
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
、
学
区
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究

が
少
な
い
の
は
、
千
葉
正
士
が
の
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
教
育
史
、

地
方
制
度
史
な
ど
と
も
関
連
す
る
境
界
線
上
に
位
置
す
る
が
ゆ
え
な

の
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
、
と
く
に
明
治
前
期
の
学
区
を
研
究
対
象
と
し
て
え
ら
ん

だ
の
は
ハ
明
治
前
期
の
変
動
す
る
行
政
区
域
と
の
相
互
関
係
を
整
理

し
よ
う
と
い
う
別
の
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

問
題
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
、
本
稿
で
は
考
察
対
象
を
ひ
と
ま

ず
学
区
そ
の
も
の
に
限
っ
て
論
を
進
め
た
い
。

　
ゴ
，
学
区
が
社
会
学
の
研
究
対
象
と
な
る
の
は
、
学
区
に
成
立
す

　
く

る
諸
々
の
社
会
集
団
が
研
究
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

行
政
町
村
と
各
部
落
（
旧
村
）
と
の
仲
立
ち
と
な
る
機
関
と
し
て
、

公
的
な
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
ろ
い
ろ
の
地
域
団
体
が
学
区
を

単
位
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う

な
社
会
集
団
の
成
立
が
背
景
に
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
て
よ
い
。
学
務

行
政
の
施
行
が
村
落
の
構
造
に
及
ぼ
す
影
響
の
一
つ
と
し
て
こ
の
社

会
集
団
が
考
察
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
務
行
政
が

村
落
構
造
に
及
ぼ
す
影
響
は
あ
ら
た
な
社
会
集
団
の
醸
成
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
も
う
一
方
で
共
有
財
産
の
醸
成
と
い
う
顕
著
な

現
象
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
現
象
面
で
は
こ
の
二
つ
の
点
が
同
等

に
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
、
明
治
前
期
に
お
い
て
す
で
に
学
区
財
産
の
蓄
積
が
急
速

に
進
め
ら
れ
た
点
に
、
一
般
行
政
区
域
に
は
み
ら
れ
な
い
学
区
の
大

き
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
財
産
と
は
、
一
つ
は
学
校
教

育
の
遂
行
に
必
要
な
学
校
敷
地
、
建
物
お
よ
び
そ
の
付
属
物
、
も
う

一
つ
は
学
務
行
政
遂
行
に
必
要
な
年
々
の
経
費
の
補
助
を
目
的
と
し
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た
現
金
、
証
券
、
不
動
産
で
あ
る
。
明
治
前
期
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
一
般
行
政
区
域
に
み
ら
れ
な
い
要
素
、
す
な
わ
ち
学
区
に
固
有

の
財
産
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
行
政
区
域
と
そ
れ
が
包
括
す
る
村
落

の
関
係
に
お
い
て
、
一
般
行
政
区
域
に
み
ら
れ
な
い
特
色
が
あ
ら
わ

れ
る
に
相
違
な
い
。
本
稿
で
明
治
前
期
の
行
政
区
域
の
中
か
ら
特
に

学
区
を
と
り
だ
し
て
考
察
の
対
象
と
し
た
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ

る
。
嶺
時
の
め
ま
ぐ
る
し
い
行
政
機
構
の
変
遷
の
中
で
、
学
区
財
産

蓄
積
の
方
針
は
、
町
村
制
が
施
行
さ
れ
学
区
が
新
行
政
町
村
に
吸
収

さ
れ
る
ま
で
堅
持
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
学
区
と
村
落
の
閥
に
み
ら
れ

る
対
抗
関
係
を
学
区
財
産
の
蓄
積
過
程
を
通
じ
て
と
ら
え
よ
う
と
い

う
の
が
本
稿
の
主
眼
な
の
で
あ
る
。

　
　

　
三
　
そ
れ
で
は
何
故
、
学
区
財
産
の
急
速
な
蓄
積
が
行
な
わ
れ
た

　
（

の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
初
等
教
育
の
普
及
が
当
時
の
重
点
施
策

で
あ
り
、
学
校
運
営
に
つ
い
て
国
の
指
導
が
強
力
に
お
し
進
め
ら
れ

た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
当
時
、
一
般
行
政
で
は
小
区
以
下
の
末
端

事
務
は
、
事
務
遂
行
の
た
め
の
固
有
の
施
設
を
も
た
な
か
っ
た
の
に

対
し
、
学
校
建
物
、
敷
地
の
所
有
化
、
新
築
は
非
常
な
ス
ピ
ー
ド
で

進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
地
方
行
政
の
中
で
学
校
経
営
に
必
要
な
莫
大

　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
経
費
を
補
助
す
る
た
め
に
、
財
産
す
な
わ
ち
積
立
金
の
蓄
積
が
は

か
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
学
務
行
政
を
一
時
も
早
く
軌

道
に
の
せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
つ
く
政
策
が
と
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
行
な
わ
れ
た
学
区
財
産
の
蓄
積
に
は
単
に

政
策
上
の
理
由
の
み
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
う
少
し
別
の

角
度
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
一
般
行
政
区
域
に

は
み
ら
れ
な
い
学
区
の
基
本
的
な
特
質
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
い

　
行
政
区
域
の
規
模
は
直
接
的
に
は
行
政
事
務
遂
行
に
耐
え
う
る
経

費
負
担
力
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
行
政
区
域
で

は
平
野
部
か
ら
経
費
負
担
力
の
小
さ
い
山
間
部
に
向
っ
て
、
面
積
規

模
は
も
ち
ろ
ん
戸
数
規
模
も
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
学

区
規
模
の
決
定
に
際
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
財
政
負
担
力
よ
り
も
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

学
条
件
（
通
学
距
離
）
が
よ
り
基
本
的
に
作
用
す
る
か
ら
山
間
部
に
向

う
に
つ
れ
て
一
学
区
の
戸
数
規
模
は
澱
心
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
経
費
負
担
力
の
点
か
ら
規
模
を
大
き
く
す
る
必
要
の
あ

る
山
間
部
に
お
い
て
、
逆
に
規
模
が
小
さ
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
矛

盾
を
解
決
す
る
方
法
の
一
つ
が
、
積
立
金
等
の
経
常
費
を
補
助
す
る

財
産
を
蓄
積
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

県
、
郡
と
い
っ
た
広
域
で
経
費
を
共
同
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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地
区
内
の
経
費
負
担
力
の
差
を
平
均
化
し
よ
う
と
す
る
方
法
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
初
期
の
学
務
行
政
で
は
し
ば
し
ば
こ
の

方
法
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
試
み
は
失
敗
に
帰

し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
積
立
金
の
蓄
積
は
原
則
的
に
は
各
学
区
そ
れ
ぞ

れ
に
そ
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
積
立
金
の
た
め
の

拠
金
に
は
ま
た
大
き
な
負
担
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
蓄
積
に
は
県
、
郡
の
強
い
指
導
力
が
常
に
必
要
で
あ
っ

た
し
、
と
も
す
れ
ば
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
が
ち
に
な
る
危
険

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
ま

で
こ
の
方
針
は
竪
持
さ
れ
た
の
で
、
経
費
の
補
助
と
し
て
重
要
な
役

割
を
も
っ
た
例
も
ま
た
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

　
四
　
我
々
が
現
在
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
〃
学
薮
”
と
い
う
語

　
（

は
、
一
小
学
校
に
生
徒
が
通
学
し
て
い
る
範
囲
一
1
通
学
区
域
一

の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
〃
学
区
”
の
語
に
は

本
来
も
う
少
し
多
く
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
千
葉
正
士
は
制
度
と
し
て
の
〃
学
区
”
の
概
念
を
次
の
三

　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
に
分
類
し
て
い
る
。

　
一
↓
設
置
主
体
ー
ー
学
校
経
営
の
責
任
を
も
つ
公
法
上
の
地
域
団

　
　
体

　
二
、
設
置
区
域
一
設
置
主
体
内
部
で
一
小
学
校
を
設
置
す
べ
き

　
　
も
の
と
行
政
上
指
定
さ
れ
た
区
域

　
三
、
通
学
区
域
一
一
小
学
校
に
通
学
す
る
児
童
の
居
佐
区
域

　
我
々
が
論
を
進
め
る
場
合
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
了
承
し
て
お

け
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
明
治
前
期
に
は
、
二
、
設
置
区
域
と
三
、

通
学
区
域
の
差
異
は
明
瞭
で
な
い
。
．
ま
た
、
県
が
各
小
学
校
の
監
督
、

指
導
を
強
化
す
る
た
め
小
学
校
数
校
を
あ
わ
せ
た
範
囲
で
も
う
け
た

区
域
…
－
管
理
区
域
が
独
立
し
た
区
域
と
し
て
存
在
し
た
。
資
料
上

に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
管
理
区
域
と
し
て
の
学
区
を
、
本
稿
で
は

と
く
に
「
学
区
」
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
先
に
の
べ
た
目
的
に
そ
っ
て
ま
ず

全
国
の
概
観
を
し
た
の
ち
、
主
対
象
地
域
を
奈
良
県
に
と
り
、
具
体

的
な
資
料
に
よ
る
実
証
研
究
を
行
な
お
う
と
思
う
。

　
な
お
、
奈
良
県
は
明
治
九
年
堺
県
に
、
つ
い
で
同
十
四
年
大
阪
府

に
倉
併
さ
れ
、
奈
良
県
が
再
設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
年
に
な
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
時
期
の
過
半
は

奈
良
県
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
便
宜
的
に
「
現
在
の
奈

良
県
の
範
囲
」
の
意
味
で
「
奈
良
県
」
ま
た
は
「
県
下
」
の
語
を
使
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用
す
る
。

二
、
学
区
の
成
立
過
程
、
全
国
の
概
観
と
奈
良
県

　
　
下
の
予
察

　
　

　
幽
　
通
学
区
か
ら
学
区
へ
　
　
明
治
五
年
六
月
の
「
学
制
」
発
布

　
（

の
の
ち
、
小
学
校
の
設
置
作
業
は
明
治
六
年
か
ら
全
国
的
に
開
始
さ

　
⑪

れ
た
。
人
口
六
百
人
ご
と
に
一
小
学
区
を
置
き
、
こ
れ
を
設
置
単
位

と
し
て
小
学
校
の
設
置
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
小
学

区
は
、
何
ら
か
の
合
理
的
な
根
拠
を
も
っ
て
そ
の
規
模
が
計
画
さ
れ

た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
各
府
県
に
お
け
る
設
置
作
業
の
段
階

で
ほ
と
ん
ど
有
名
無
実
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。
小
学
校
の
設
置

状
況
を
み
る
と
明
治
七
年
置
小
学
校
数
二
一
六
十
八
に
対
し
、
同
十

二
年
中
は
二
万
七
干
八
百
五
十
三
に
ま
で
漸
増
し
、
以
後
明
治
十
九

年
ま
で
は
二
万
八
千
前
後
で
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
第
1
表
の
示

す
と
こ
ろ
で
は
明
治
十
二
年
に
小
学
校
の
設
置
作
業
は
一
応
そ
の
飽

和
点
に
達
し
、
そ
の
後
明
画
工
十
年
ま
で
小
学
校
の
新
設
、
廃
合
は

意
外
に
少
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
ら
れ
る
。
明
治
十
二
年
の
府

県
別
一
小
学
校
当
り
人
口
規
模
を
み
る
と
、
宮
城
、
新
潟
な
ど
七
府

県
が
干
五
百
人
を
越
え
て
や
や
大
き
な
値
を
示
し
、
滋
賀
な
ど
三
府

第1表　全闘・奈良県の小学校数の変化

奈良県i全国奈良県1全国

23，｛41

24，851

姐
蜘
鰯
　
鄭
鎚
　
螂
姻

明治21年

〃22年

〃23年

〃24年

〃25年

ク26年

〃27年

〃28年

〃29年

〃3G年

（文部省年報，大阪府統

計亨1峯，奈良県統計書）

20，068

24，225

25，435

27，853

27，427

27，987

28，200

29，589

28，701

27，763

27，988

23，745

466

467

465

462

449

423
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356

377

明治7年

ク8年
〃9年
〃1G年

〃11年

ク12年

〃13年

〃14年

〃15年

〃16年

ク17年

〃18年

〃19年

夏20年

県
が
千
人
未
満
で
や
や
小
さ
い
値
を
示
す
が
、
設
置
作
業
中
の
明
治

七
年
や
、
学
校
統
合
が
く
わ
だ
て
ら
れ
た
明
治
二
十
年
目
比
較
し
て

著
る
し
く
均
一
化
さ
れ
た
姿
を
示
す
。

　
大
部
分
の
府
県
で
は
一
小
学
校
当
り
の
人
口
規
模
は
千
人
か
ら
干

五
百
人
の
間
に
あ
り
、
小
学
区
の
基
準
で
あ
る
六
百
人
の
ほ
ぼ
二
倍

半
相
当
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
学
制
の
意
図
し
た
小
学
校
数
の
半
数

の
設
置
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
一
応
の
終
了
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
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第1図府県別1小学校あたり人口

　　1小学校当り

睡翻4，000人以上

麗翻2，000人以上

覇1・500人肚
∈≡ヨ1，000人以上

　　c　　　999人以下

脅 明治7年

明治12年

三

研

ge
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第2図　奈良県北西部における小学区と通学区域（明治8年）
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奈
良
県
に
お
い
て
も
小
学
区
の
画
定
と

と
も
に
小
学
校
の
設
置
作
業
が
進
め
ら
れ

た
が
、
他
府
県
と
同
様
、
一
小
学
区
に
一

小
学
校
が
お
か
れ
た
例
は
少
な
か
っ
た
。

た
だ
、
小
学
区
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
小
学
区
が
数
区
合
併
し
て

一
小
学
校
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
小
学

区
の
区
域
は
一
部
に
つ
い
て
し
か
明
ら
か

で
な
い
が
、
得
た
資
料
の
中
で
は
、
小
学

区
が
分
割
さ
れ
た
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
小
学
校
と
そ
の
通
学
区

域
が
ま
ず
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
学
制
時
代
、
県
、
郡
、
‘
小
区
な
ど
一
般

行
政
区
域
に
あ
っ
た
設
置
主
体
と
し
て
の

機
能
が
通
学
区
域
に
移
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

〃
学
区
”
が
成
立
す
る
の
は
次
の
教
育
令

の
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
明
治
十
二
年
九
月
、
教
育
令
の
発
布
に

よ
り
、
　
「
町
村
、
ま
た
は
町
村
が
数
ケ
村
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連
合
し
て
設
置
す
る
こ
と
」
と
改
め
ら
れ
、
旧
村
が
設
置
主
体
と
し

て
法
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
小
．

学
校
の
新
設
、
分
離
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
か
と
い
う
と
そ
の
可
能

性
は
小
さ
い
。
明
治
十
二
年
か
ら
同
十
五
年
に
か
け
て
の
小
学
校
数

は
、
青
森
、
秋
田
、
宮
城
、
福
島
、
千
葉
、
茨
城
の
各
県
に
お
い
て

増
加
が
や
や
目
立
つ
が
、
東
京
、
三
重
、
京
都
、
兵
庫
、
大
阪
な
ど

逆
に
減
少
を
示
す
府
県
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
前
時
期
の
修
正
が
な
さ

れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
変
化
は
決
し
て
大
き
く
は
な
い
。

東
北
地
方
の
諸
県
に
増
加
を
示
す
も
の
の
多
い
こ
と
は
、
こ
の
地
方

の
小
学
校
設
置
作
業
が
他
に
く
ら
べ
て
遅
れ
て
い
た
こ
と
、
前
期
に

は
形
式
的
に
分
校
と
し
て
、
本
校
に
統
轄
さ
れ
統
計
上
に
現
わ
れ
な

か
っ
た
も
の
が
独
立
し
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。

　
個
々
の
区
域
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
を
知
る
全
国
的
な
資
料
が
な

い
の
で
、
奈
良
県
下
の
一
部
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
県
下
で
は
、
明
治
九
年
以
後
堺
県
、
つ
い
で
大
阪
府
に
合
併
さ
れ

た
た
め
、
小
学
校
数
の
年
ご
と
の
変
化
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
資
料
の
得
ら
れ
る
明
治
八
年
と
同
十
五
年
の
小
学
校
数
を
比

較
す
る
と
、
王
百
七
十
七
使
か
ら
四
百
六
十
六
校
へ
と
約
百
年
の
増

加
を
み
て
い
る
。
こ
れ
は
設
置
作
業
の
お
く
れ
た
吉
野
郡
の
約
二
野

第2表　奈良県薫別小学校数の変化

讃1明治・年1明治・5年1明治18年i明治・・年［嫌3年

姐
2
1
3
9
9
1
6
1
6
1
0
2
9
1
9
U
1
4
1
7
1
1
7
皿

38

R0

S8

W
1
6
1
4
1
1
2
4
1
8
1
5
1
3
1
5
1
1
7
珊

42

R0

S8

W
趾
1
6
1
2
3
1
η
1
8
1
6
2
1
1
1
9
窺

菊
3
1
4
5
9
1
6
η
1
3
3
2
1
7
2
1
F
2
4
2
1
9
鵬

38

Q1

R2

P3

P6

P7

P7

Q4

Q1

R5

Q0

R9

R
2
0
6
2

上
下
下
瓦
群
上
下
陀
市
市
上
下
鞘
智
野

添
添
山
広
平
式
式
宇
十
二
葛
葛
忍
宇
吉

377 466 462 423 436

（文部省年報，大阪府統計書，奈良県統計警）

合言｛

が
明
治
八
年
の
資
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
た
め
の
差
で
、
他
郡
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
奈
良
郡
役
所
管
内
幽
遠
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

明
治
十
年
前
後
の
年
次
変
化
を
、
各
小
学
校
「
沿
革
誌
」
に
よ
っ
て
み

る
と
、
学
務
行
政
開
始
以
後
十
年
間
に
異
動
の
あ
っ
た
校
数
は
総
数

五
十
校
で
あ
り
、
う
ち
三
十
校
の
異
動
が
明
治
八
、
九
、
十
年
の
三
ケ

年
に
集
中
し
て
い
る
。
異
動
例
の
中
に
は
、
あ
ら
た
に
独
立
し
た
も
の
、
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第3表　奈良郡役所管轄下5郡における年次別通学区異動件数

　　　年次
S 累7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

添　　上
×

⑲◎

~

⑫○○

~
a

××

○
○
×
x

添　　下
×

＠ ○OO
｢

OO◎

O
×

○
△

④
▲

山　　辺

o
X

㊥⑧○ ②

○
×

○ o

平　　群
◎ ＠◎

~XX

◎◎ ◎
ム ⑦

▲
X

⑫

△

OO

広　1瀬 A 《
⑧
《

異動件数 4 11 11 11 2 7 4 2 5 4

△合併

▲合併（合併されたものが分校として存統するもの）

X通学区域の一部の旧村が遁学区域を変更したもの

9挙校新設による独立

○分校であったものが本校として独立

◎分校として通学区域を独立させたもの

最
初
分
校
で
あ
っ
た
も
の
が
本
校
と
し
て
独
立
し
た
も
の
、
二
校
以

上
が
合
併
し
た
も
の
、
通
学
区
の
一
部
が
変
更
さ
れ
た
も
の
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
分
校
の
独
立
し
た
も
の
十
七
例
に
つ
い

て
は
通
学
区
の
変
更
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
通
学
区
域
に

関
し
て
変
動
の
あ
っ
た
の
は
避
十
三
校
と
な
る
。
二
割
の
小
学
校
数

約
百
五
十
の
う
ち
、
明
治
十
一
年
以
降
の
通
学
区
域
の
異
動
は
十
六

例
に
す
ぎ
ず
、
通
学
区
域
は
明
治
十
年
ま
で
に
、
す
な
わ
ち
学
制
施

行
期
に
そ
の
固
有
の
区
域
を
確
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
明
治
十
二

年
に
異
動
件
数
七
件
を
数
え
る
の
は
、
新
し
く
発
布
さ
れ
た
教
育
令

の
影
響
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
全
体
か
ら
み
れ
ば
ご
く
部
分
的

な
異
動
に
す
ぎ
な
い
。
設
置
主
体
が
旧
村
に
委
譲
さ
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
旧
村
が
独
立
し
て
一
小
学
校
を
経
営
す
る
現
象
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
固
定
し
た
区

域
を
保
ち
続
け
た
通
学
区
域
に
他
の
学
区
機
能
が
集
積
し
て
完
全
な

機
能
を
も
っ
た
〃
学
区
”
が
成
立
す
る
。
そ
の
経
過
を
簡
単
に
示
し

て
お
こ
う
。

　
明
治
十
一
年
ま
で
の
学
制
下
で
は
学
区
取
締
が
唯
一
の
公
的
な
官

吏
で
あ
っ
た
が
、
奈
良
県
で
は
こ
の
下
に
学
校
世
話
掛
が
置
か
れ
、

個
女
の
学
校
の
管
理
、
運
営
を
行
な
っ
た
。
た
だ
し
教
育
令
以
後
に
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学区財産の蓄積（山田）

第4表　奈良県下における学区機能の設置単位の変化
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は
学
務
委
員
と
名
称
が
か
わ
っ
て
い
る
。
第
4
表
に
よ
っ
て
そ
の
管

轄
範
囲
の
変
化
を
み
よ
う
。
学
制
時
代
に
は
学
区
取
締
、
学
校
世
話

掛
と
も
に
そ
の
管
轄
範
囲
の
変
化
が
は
げ
し
い
。
学
区
取
締
は
最
初

各
郡
単
位
に
一
～
一
一
名
が
置
か
れ
、
学
校
世
話
掛
は
最
初
小
学
区
単

位
に
、
つ
い
で
荒
村
に
一
名
が
置
か
れ
た
。
さ
ら
に
明
治
八
年
に
入

る
と
、
学
務
行
政
が
一
般
行
政
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
に
と
も
な
い
、

学
区
取
締
は
大
区
に
、
学
校
世
話
掛
は
小
区
に
数
名
が
置
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
平
群
郡
に
お
い
て
の
み
、
他
に
先
が
け
て
各
小
学

校
に
一
名
が
置
か
れ
て
い
る
。
堺
県
に
編
入
さ
れ
た
の
ち
に
な
る
と
、

改
正
さ
れ
た
小
区
に
一
名
の
学
区
取
締
、
各
小
学
校
に
一
名
の
学
校

世
話
掛
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
教
育
令
下
に
入
っ
て
、

学
務
委
員
と
名
称
が
か
わ
っ
て
か
ら
も
、
さ
き
の
学
校
世
話
掛
の
管

轄
範
囲
を
踏
襲
し
て
、
各
小
学
校
に
一
名
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
小
学
校
の
設
置
過
程
で
次
第
に
有
名
無
実
と

な
っ
た
小
学
区
の
修
正
と
し
て
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
現
わ
れ
た
通
学

区
が
学
務
機
構
の
中
で
公
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
様
子
が
う
か
が

え
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
小
学
校
設
置
作
業
は
そ
の

大
略
を
終
え
た
こ
と
が
、
県
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
第
4
表
に
よ
る
と
、
明
治
十
四
年
、
学
務
委
員
は
旧
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村
戸
長
の
兼
任
と
な
っ
て
じ
る
。
旧
村
の
独
立
性
の
主
張
が
学
務
行

政
機
構
に
も
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
主
張
が
小
学
校
の

分
離
独
立
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り

で
あ
る
。

　
経
費
の
共
同
負
担
区
域
も
、
学
務
管
理
の
管
轄
範
囲
と
同
様
、
初

期
に
は
幾
度
か
の
改
変
が
み
ら
れ
る
。
最
初
一
小
学
校
ご
と
に
必
要

経
費
を
負
担
し
て
い
た
の
を
、
明
治
八
年
、
・
小
区
内
連
帯
費
と
し
て

一
点
区
内
の
共
通
経
費
と
し
た
の
は
、
学
務
管
理
の
管
轄
範
囲
の
変

化
と
同
様
、
学
務
行
政
を
一
般
行
政
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み

の
一
つ
で
あ
る
。
つ
い
で
明
治
九
年
、
堺
県
に
編
入
さ
れ
る
と
、
経

費
の
大
部
分
を
占
め
る
教
育
給
料
は
、
　
「
県
内
学
資
金
」
の
名
称
で

県
内
共
通
負
担
と
な
り
、
県
の
定
め
た
一
定
の
率
で
賦
課
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
方
法
は
明
治
十
二
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
が
、
短
い

混
乱
期
の
の
ち
、
同
十
四
年
に
は
各
小
学
校
ご
と
の
独
立
経
費
に
も

ど
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
少
額
な
が
ら
交
付
さ
れ
た
文
部
省
補
助

金
も
、
明
治
十
四
年
下
半
期
を
も
っ
て
打
ち
切
ら
れ
、
大
阪
府
は
地

方
税
か
ら
の
補
助
も
行
な
わ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
期
に
必
要
経

費
負
担
の
責
任
は
完
全
に
各
小
学
校
ご
と
に
負
わ
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
学
区
の
諸
機
能
が
通
学
区
域
に
集
積
す
る
明
治
十
年

代
前
半
の
動
向
の
反
映
と
し
て
、
明
治
十
四
年
に
は
、
学
区
内
町
村

連
合
会
が
公
的
に
認
め
ら
れ
た
。
各
学
区
ご
と
に
、
学
区
内
連
合
町

村
会
規
約
を
作
成
し
、
経
費
の
収
支
、
学
区
役
員
の
選
出
、
学
区
財

産
の
管
理
な
ど
の
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

　
二
　
学
区
の
規
模
と
地
域
差
　
　
明
治
十
七
年
の
奈
良
県
に
お
け

　
（

る
小
学
校
総
数
は
四
百
六
十
五
で
、
当
時
の
町
村
数
干
二
百
八
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
対
し
、
二
・
八
ケ
村
に
一
校
の
割
合
で
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
校
当
り
の
平
均
戸
数
規
模
は
ほ
ぼ
二
百
戸
と
な
り
、
全
国
の
平
均

規
模
に
近
い
。

　
ま
た
、
通
学
距
離
の
点
で
、
註
⑧
に
の
べ
た
よ
う
に
福
島
、
新
潟

両
県
の
よ
う
に
県
が
制
限
を
加
え
た
様
子
は
な
い
が
、
一
里
を
越
え

る
も
の
は
な
く
、
こ
の
あ
た
り
に
学
区
規
模
の
限
界
が
存
在
し
た
よ

う
で
あ
る
。
添
上
郡
で
、
小
区
の
規
制
力
に
よ
っ
て
通
学
区
を
変
更

さ
せ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
通
学
距
離
が
一
里
を
越
え
た
二
例
は
、

小
区
が
廃
止
さ
れ
そ
の
規
制
力
が
な
く
な
る
と
い
ず
れ
も
元
に
復
し

　
　
⑮

て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
後
章
で
の
べ
る
積
立
金
の
地
域
差
と
関
係
す
る
の
で
、

学
区
規
模
の
地
域
差
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
す
で
に
の
べ
た
よ
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う
に
、
学
区
の
規
模
は
一
般
行
政
区
画
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
距
離
の

制
約
が
大
き
い
と
熟
懇
さ
れ
る
。
県
下
を
平
野
部
、
大
和
高
原
、
吉

野
地
方
の
三
地
区
に
区
分
し
て
学
区
規
模
を
比
較
し
て
み
る
と
、
三

地
区
の
平
均
戸
数
規
模
は
そ
れ
ぞ
れ
、
平
野
部
二
百
三
十
七
戸
、
大

和
高
原
百
三
十
四
戸
、
吉
野
地
方
九
十
九
戸
と
か
な
り
大
き
な
差
が

み
ら
れ
、
平
野
部
は
吉
野
地
方
の
二
・
四
倍
の
規
模
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
平
野
部
で
は
百
～
三
百
戸
の
間
に
分
布
す
る
の
に
対
し
、
大
和

高
原
，
吉
野
地
方
で
は
五
十
～
二
百
戸
の
闇
の
も
の
が
多
く
、
吉
野

地
方
で
は
五
十
戸
以
下
の
も
の
も
二
十
九
例
と
か
な
り
の
比
率
を
示

す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
治
二
十
一
　
年
に
成
立
し
た
行
政
町
村
の
規

模
と
比
較
し
て
み
る
と
、
一
般
行
政
区
画
と
学
区
の
違
い
が
よ
り
明

ら
か
に
な
ろ
う
。
県
下
の
町
村
の
平
均
規
模
は
五
百
八
十
一
戸
で
あ
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つ
た
が
、
第
6
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
三
つ
の
地
区
の
平
均
規
模
は

そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
な
違
い
を
み
せ
ず
、
県
下
全
般
に
画
一
的
な
規
模

の
町
村
が
成
立
し
て
い
る
。
し
い
て
比
較
す
れ
ば
、
吉
野
地
方
は
そ

の
平
均
規
模
で
平
野
部
よ
り
大
き
く
、
町
村
規
模
の
下
限
で
あ
る
三

百
戸
を
下
ま
わ
る
町
村
は
平
野
部
に
も
っ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、

学
区
と
一
般
行
政
区
画
と
の
間
に
は
、
そ
の
規
模
に
お
い
て
平
行
関

係
が
み
ら
れ
ず
、
八
号
が
通
学
距
離
か
ら
強
い
規
制
を
う
け
る
性
格

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
経
費
負
担
力
が
よ
り
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
山
間
部
に
お
い
て
、

か
え
っ
て
規
模
が
小
さ
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
一
こ
の

矛
盾
を
克
服
し
学
務
行
政
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
奈
良
県
で
は
、

県
や
小
魚
と
い
っ
た
広
い
範
囲
で
経
費
を
共
同
負
担
す
る
方
法
が
と

ら
れ
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
県
の
方
針
は
結

果
と
し
て
成
功
せ
ず
、
独
立
性
を
主
張
す
る
旧
村
の
側
の
要
求
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
代
り
に
学
校
経
営
を
安
定
さ
せ
る

も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
積
立
金
の
蓄
積
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

旧
村
は
そ
の
主
張
を
認
め
ら
れ
た
代
償
と
し
て
、
積
立
金
の
蓄
積
と

い
う
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
学
区
財
産
の
う
ち
、
積
立

金
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
に
い
れ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

三
、
学
区
財
産
の
蓄
積
と
そ
の
地
域
差

　
明
治
前
期
の
学
区
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
に
は
、
学
校
教
育
と
学
務

行
政
遂
行
の
た
め
の
施
設
お
よ
び
そ
の
付
属
物
（
学
校
校
舎
、
敷
地
、

学
校
備
品
な
ど
）
と
学
務
行
政
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
目
的
を
も

っ
た
財
産
（
積
立
金
、
学
田
、
学
米
、
山
林
な
ど
）
が
あ
っ
た
。
経
費
補

助
の
財
産
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
例
外
を
の
ぞ
い
て
積
立
金
が
　
般
的

　
　
⑯

で
あ
り
、
こ
れ
が
町
村
制
施
行
後
に
な
っ
て
不
動
産
（
お
も
に
学
校

林
）
の
所
有
を
奨
励
す
る
方
向
へ
と
変
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
奈
良
県
下
の
財
産
蓄
積
の
状
況
は
全
国
の
趨
勢
に
一
致
す
る
。
中

で
も
積
立
金
の
蓄
積
は
順
調
に
進
め
ら
れ
た
類
に
属
す
る
が
、
そ
の

積
立
方
法
、
積
立
金
の
性
格
は
特
殊
な
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。

　
　

　
一
　
全
国
の
概
観
　
　
学
校
校
舎
、
敷
地
が
小
学
校
設
置
当
初
に

　
（

は
、
寺
院
な
ど
旧
来
存
在
し
た
建
物
お
よ
び
敷
地
を
借
用
し
た
も
の

の
多
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
初
期
の
校
舎
の
所
有
状

況
は
、
明
治
八
年
文
部
省
年
報
に
付
載
さ
れ
た
一
覧
表
に
よ
っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
鹿
児
島
県
を
の

ぞ
く
六
十
一
府
県
で
、
小
学
校
総
数
二
万
干
三
百
九
十
五
、
う
ち
約
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第7表　明治8年全国新築・借用の種別

公　有 借刷不明
新　　　　　　築 2，968 310

寺　　　　　　院 560 7，493

神　　　　　　社 52 124

旧奉寸公共施設 224 88

明治以後の行政施設 32 27

藩　　の　施　設 56 ユ6

民　家，旧　民　家 830 5，916

そ　　　の　　　他 203 82

不　　　　　　明 29 781

合　　　　計 ・…1・捌 11360

（学校総数2L395＞

ず
そ
の
所
有
化
を
急
い
だ
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

の
進
行
状
況
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
資
料
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、

校
所
有
品
価
格
の
う
ち
家
屋
価
と
敷
地
価
の
変
化
で
お
お
よ
そ
の
事

情
を
み
て
お
こ
う
。

　
家
屋
価
、
敷
地
価
の
変
化
を
、
・
そ
れ
ぞ
れ
五
県
を
え
ら
ん
で
明
治

十
五
年
を
百
と
す
る
指
数
で
示
し
た
の
が
第
3
図
お
よ
び
第
4
図
で

あ
る
。
家
屋
価
が
最
高
値
を
示
す
年
度
を
み
る
と
、
明
治
十
五
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、

例
、
同
十
八
年
十
六
例
、
同
二
十
年
六
例
で
明
治
十
八
年
が
も
っ
と

も
多
い
。
明
治
十
八
年
、
同
二
十
年
に
減
少
を
示
す
府
県
は
、
先
に

四
分
の
一
の
五
干

二
百
四
が
校
舎
の

公
有
を
終
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
そ
の

五
分
の
三
に
あ
た

る
二
千
九
百
六
十

八
が
新
築
に
よ
る

公
有
化
で
あ
る
。

新
築
に
よ
ら
な
い

ま
で
も
、
ひ
と
ま

　
そ
の
後
の
所
有

　
　
　
　
、
　
学

の
べ
た
よ
う
に
学
校
統
合
の
試
み
に
よ
る
小
学
校
数
の
減
少
の
影
響

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
府
県
別
に
み
る
と
、
京
都
府
な
ど
所
有
化
の

早
く
進
ん
だ
も
の
と
、
岩
手
な
ど
所
有
化
の
遅
れ
た
も
の
と
の
間
に

多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
府
県
に
お
い
て
明
治
十
五
年

遅
で
の
増
加
が
著
る
し
く
、
以
後
の
増
加
は
少
な
い
。
明
治
十
年
代

も
後
半
に
入
る
と
、
校
舎
の
所
有
化
を
終
え
た
小
学
校
が
過
半
を
占

め
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同

様
に
敷
地
価
の
変
化
を
み
る
と
、
最
高
値
を
示
す
年
度
は
明
治
十
二

年
三
例
、
同
十
五
年
工
例
、
同
十
八
年
十
一
例
、
同
二
十
年
十
二
例

で
明
治
二
十
年
が
最
も
多
い
。
不
規
則
な
変
化
を
示
し
な
が
ら
早
い

時
期
に
最
高
値
を
示
す
府
県
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、
家
屋
価
に
く

ら
べ
て
後
ま
で
増
加
を
続
け
る
も
の
が
多
く
、
校
舎
に
く
ら
べ
て
敷

地
の
所
有
化
は
や
や
遅
れ
た
様
子
で
あ
る
。
総
数
の
う
ち
、
ど
れ
ほ

ど
が
所
有
化
を
終
え
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
両
者
と
も
明
治
十

年
代
を
通
じ
て
所
有
化
が
か
な
り
急
速
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
推
察

で
き
る
。

　
積
立
金
は
、
各
府
県
の
間
で
そ
の
蓄
積
高
に
大
き
な
違
い
を
み
せ

る
が
、
初
期
に
そ
の
差
が
特
に
大
き
い
。
中
で
も
筑
摩
、
浜
松
、
長

野
の
三
県
の
蓄
積
額
の
多
い
の
が
目
立
っ
。
三
十
と
も
、
小
学
校
設
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第3図　家屋価変化の例一明治15年を100とした指数一
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学区財産の蓄積（山田）

第5図　府県別1小学校あたり積立金高
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置
に
際
し
て
一
小
学
校
設
置
区
域
内
で
一
定
額
の
積
立
金
が
、
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

許
可
の
条
件
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
註

⑰
に
示
し
た
よ
う
な
金
額
を
一
時
に
備
蓄
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

か
っ
た
か
ら
、
き
わ
め
て
便
宜
的
な
処
置
が
講
じ
ら
れ
、
積
立
金
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
っ
て
も
か
な
り
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。

初
期
に
多
額
の
積
立
高
を
示
す
県
が
、
後
に
な
る
と
す
べ
て
急
激
に

そ
の
金
額
を
減
少
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
明
治
八
年
の
全
国
の
積
立
金
総
額
約
五
百
四
十
六
万
円
に
対
し
、

明
治
十
五
年
約
八
百
三
十
二
万
円
と
工
倍
に
も
達
し
て
い
な
い
が
、

初
期
の
形
式
的
な
積
立
金
額
が
明
治
八
年
の
金
額
に
含
ま
れ
て
い
る

と
す
る
と
、
こ
の
間
に
徐
々
に
で
は
あ
る
が
着
実
な
積
立
金
の
増
加

が
み
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
小
学
校
当
り
の
金
額
で
各
府
県
の
積

立
状
況
を
比
較
し
て
み
る
と
、
岩
手
、
新
潟
、
千
葉
、
京
都
、
滋
賀
、

愛
媛
、
島
根
、
鹿
児
島
等
の
府
県
が
、
明
治
十
年
代
を
通
じ
て
積
立

高
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
明
治
十
五
年
当
時
、
千

人
当
り
百
円
以
下
の
積
立
額
し
か
示
さ
な
い
府
県
も
十
三
例
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
当
時
行
政
出
費
の
増
大
に
若
し
ん
だ
旧
村
に
と
っ

て
積
立
金
蓄
積
の
た
め
の
拠
金
が
い
か
に
大
き
い
負
担
で
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
そ
の
蓄
積
を
進
め
る
た
め
に
は
、

県
、
郡
の
強
い
強
制
と
適
切
な
措
置
が
必
要
で
、
こ
れ
が
府
県
ご
と

の
積
立
金
額
に
大
き
な
差
を
も
た
ら
し
て
い
た
点
も
指
摘
で
き
る
。

明
治
十
五
年
の
学
務
行
政
総
経
費
は
九
百
二
十
二
万
円
で
、
う
ち
積

立
金
利
子
は
約
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
九
十
九
万
円
を
占
め
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
最
も
積
立
金
額
の
多
い
鹿
児
島
県
で
は
経
費
総
額
の
三
十
七

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
町
村
協
議
費
か
ら
の
収
入
を
う
わ
ま
わ
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
積
立
金
額
は
再
び
わ
ず
か
つ
つ
で
は
あ
る
が
減

少
し
は
じ
め
、
明
治
十
八
年
に
は
七
百
五
十
七
万
円
に
、
町
村
制
施

行
後
の
明
治
二
十
三
年
に
は
五
百
五
十
四
万
円
に
な
る
。
明
治
十
年

代
後
半
か
ら
積
立
金
の
減
少
が
は
じ
ま
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ

る
の
か
。
　
『
文
部
省
年
報
』
　
（
明
治
二
十
年
度
）
に
よ
れ
ば
、
　
「
…
…

区
町
村
費
ノ
減
少
セ
ル
事
ハ
学
資
供
給
ノ
制
ヲ
改
メ
ル
ニ
因
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

ニ
シ
テ
固
ヨ
リ
当
然
ノ
事
タ
リ
ト
錐
モ
学
区
分
合
ノ
為
メ
恒
久
安
全

も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ね
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

ノ
資
産
ナ
ル
積
立
ヲ
減
シ
随
テ
其
利
子
十
二
万
七
千
余
円
ヲ
減
セ
シ

ヘ
　
　
　
リ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ

メ
タ
ル
ハ
甚
本
々
ム
ヘ
キ
事
ト
云
フ
ヘ
シ
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
〃
学
区
分
合
ノ
為
メ
云
々
”
と
あ
る
の
は
、
増
大
す
る
行
政

出
費
を
切
り
つ
め
、
行
政
機
構
の
簡
略
化
を
は
か
る
た
め
、
学
区
統

合
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
学
区
の
改
変
、
統
合
の
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試
み
に
対
す
る
村
落
の
側
か
ら
の
反
発
が
積
立
金
の
減
少
と
い
う
具

体
的
現
象
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
間
の
く

わ
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
奈
良
県
下
の
項
で
ふ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
現
象
が
全
国
を
通
じ
て
か
な
り
普

遍
的
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お

く
。
明
治
二
．
十
二
年
の
町
村
制
施
行
後
、
学
校
財
産
は
不
動
産
（
お

も
に
山
林
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
に
方
針
が
変
更
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
積
立
金
の
蓄
積
は
指
導
奨
励
さ
れ
な
く
な
り
、
積
立
金
高

も
次
第
に
減
少
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
学
校
経
営
上
も
学
区
財
産
と

し
て
も
重
要
性
を
次
第
に
失
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　

　
二
　
奈
良
県
下
の
学
校
校
舎
、
敷
地
の
所
有
過
程
　
　
県
下
の
学

　
（

校
校
舎
、
敷
地
の
所
有
化
の
進
行
状
況
を
み
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

明
治
八
年
文
部
省
年
報
と
同
十
七
年
の
県
庁
所
蔵
資
料
に
よ
っ
て
、

こ
の
十
年
間
に
学
校
校
舎
、
敷
地
の
所
有
化
が
い
か
に
進
ん
だ
か
を

比
較
し
て
み
よ
う
。

　
第
9
表
は
明
治
八
年
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
学
校

数
三
百
七
十
七
の
う
ち
、
校
舎
が
「
公
有
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は
九

十
七
で
あ
り
、
全
体
の
四
分
の
一
が
す
で
に
所
有
化
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
う
ち
わ
ず
か
三
十
二
例
の
み
が
新
築
に
よ
る
公
有
で

第8表　明治8年郡別公有・借用の種別

公有借用
旧舎のうちわけ

9
3
5
1
4
2
5
2
1
2
1
2
0
1
5

∩
◎
　
8

11

27

P8

P1

P8

P5

P2

P0

Q7

Q
1
9
2
4
4
7
2
7
1
2
9

綱廃寺1劃矧制・・他
23 5 1 6 ” e

旧舎新築学校数

0
　
　
0
　
　
0
　
　
2
　
　
ハ
U
　
　
O
　
　
O
　
　
（
V
　
　
（
V
　
　
O
　
　
O
　
　
n
U
　
　
O
　
　
O

1
2
1
3
0
0
0
3
0
0
0
3
3
0
0

2
　
　
3
　
　
ρ
0
　
9
　
　
7
　
　
A
U

0
1
9
1
4
2
3
4

1
　
　
7

1
　
　
1
　
　
0
　
　
0
　
　
0
　
　
0
　
　
（
U
　
　
O
　
　
G
　
　
∩
》
　
0
　
　
0
　
　
n
U
　
　
O
　
　
O

5
　
　
2
　
　
n
j
　
q
u
　
3
　
　
4
　
　
2

4
G
6
0
娼
5
4
8

12

X
9
3
7
1
0
2
5
1
6
1
0
2
1
1
8
1
1
5

36

P9

P5

Q6

P7

P6

P2

R2

Q
2
1
2
4
6
0
3
0
1
6
1
9

2
2
1
6
0
1
0
7
1
0
0
2
5
4
1

38

Q1

P6

R2

P7

P7

P2

R9

R
2
1
2
4
6
2
3
5
2
0
2
0

上
下
群
町
上
下
瀬
下
海
市
陀
野
市
上
智

添
添
平
山
論
式
広
葛
忍
十
宇
吉
高
葛
宇

21　2se　i　g7

（明治8年文部省年報）
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あ
り
、
ひ
と
ま
ず
旧
来
の
建
物
を
利
用
し
た
も
の
の
多
か
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
郡
別
に
み
る
と
山
辺
郡
の
公
有
化
の
進
行
が
早
い

が
、
こ
れ
は
こ
の
地
方
－
と
く
に
大
和
高
原
の
山
間
部
i
で
維

新
後
の
寺
院
統
合
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で

ほ
ぼ
孤
村
ご
と
に
存
在
し
た
寺
院
が
、
統
合
に
よ
っ
て
無
住
の
廃
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
な
り
、
こ
れ
を
学
校
と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
借
用
の
中
で
は
寺
院
を
借
用
し
た
も
の
が
も
っ
と
も
多
く
、
民
家
、

神
社
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
た
だ
、
　
「
民
家
」
と
記
さ
れ
た
場
合
で
も
必

ず
し
も
個
人
の
家
宅
に
限
ら
ず
、
旧
村
有
の
共
有
建
物
が
こ
れ
に
含

ま
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
8
表
で
、
吉
野

郡
に
民
家
借
用
の
多
い
こ
，
と
が
目
立
つ
が
、
こ
の
中
に
は
、
後
の

「
沿
革
誌
」
に
「
村
共
有
撃
剣
場
拝
借
」
と
記
さ
れ
た
も
の
と
一
致
す

る
場
合
が
多
い
。
神
社
建
物
が
利
用
さ
れ
た
例
は
比
較
的
少
な
い
が
、

旧
概
数
ケ
村
を
氏
子
に
含
む
〃
郷
社
”
の
中
に
は
小
学
校
と
し
て
借

用
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
場
合
、
氏
子
圏
と
通
学
区
が

一
致
す
る
上
に
、
通
学
区
規
模
が
県
下
の
平
均
規
模
を
大
き
く
上
ま

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
微
で
あ
る
。
全
体
の
四
分
の
三
を
占
め
る
借

用
例
の
中
で
、
明
ら
か
に
旧
事
共
有
物
で
あ
る
廃
寺
、
旧
黒
々
会
所

な
ど
を
は
じ
め
、
寺
院
、
神
社
等
、
旧
村
構
成
員
に
と
っ
て
公
共
物

と
し
て
の
性
格
の
強
い

も
の
の
借
用
が
多
い
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。　

次
に
明
治
十
七
年
の

状
況
を
県
下
の
六
畜
に

つ
い
て
み
る
と
、
全
体

で
校
舎
の
七
十
四
％
、

敷
地
の
四
十
八
％
が
す

で
に
学
校
所
黒
物
と
な

っ
て
い
る
。
敷
地
に
つ

い
て
は
や
や
所
有
化
の

率
が
低
い
が
、
校
舎
に

第9表　明治17年学校敷地・建物のか1有・借用数

物建

所有1借用1不明
6
　
　
3
　
　
2
　
　
0
　
0
　
　
7

6
5
1
0
5
7
3
3

認
2
0
3
3
1
5
1
3
脳

敷 地

所有｝借用1不明

22 19 3

0
　
　
2
　
　
0
　
　
1
　
0

19

P5

Q8

P3

P5

W2

13

P5

V
4
8
2

上
下
辺
群
智
野

添
添
山
平
宇
吉

合　計 163　1　172　i　6 237　1　66　i　18

（奈良県庁蔵　明治17年小学校設i　1｝？1申霞）

つ
い
て
は
十
年
闘
に
所
有
化
が
め
ざ
ま
し
く
進
行
し
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

　
明
治
八
年
か
ら
同
十
七
年
ま
で
の
学
校
校
舎
、
敷
地
の
所
有
化
の

進
行
状
態
を
具
体
的
に
み
る
た
め
、
校
奢
の
新
築
年
度
を
整
理
し
た

の
が
第
1
0
表
で
あ
る
。
吉
野
郡
に
お
い
て
は
明
治
九
年
か
ら
新
築
件

数
が
多
・
＼
明
治
十
七
年
ま
で
の
各
年
の
新
築
件
数
は
比
較
的
平
均
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学区財産の蓄積（山田）

し
て
い
る
が
、
他
の
五
郡
で
は
、
明
治
十
年
以
降
同
十
五
年
ま
で
に

新
築
件
数
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
十
年
代
前
半
に
集

中
的
に
新
築
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
当
時
農
村
が
一
般

に
好
景
気
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
た
に
旧
村

を
監
督
す
る
立
場
に
立
っ
た
郡
役
所
の
存
在
を
考
え
な
い
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
。
郡
役
所
の
強
い
指
導
が
学
区
間
の
競
争
意
識
を
う
ま
く

利
用
し
つ
づ
、
学
校
校
舎
の
新
築
を
次
々
と
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
敷
地
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
化
の
年
次
を
示
す
資
料
は
少
な
く
、

わ
ず
か
に
奈
良
郡
役
所
管
轄
下
の
三
校
に
つ
い
て
具
体
的
な
状
況
を

知
る
の
み
で
あ
る
。
添
上
郡
狭
川
小
学
校
「
沿
革
誌
」
に
「
明
治
十

（
麟
海
殖
モ
鳶
”
糧
鯵
ミ
曾
訟
・
」
・
輝
薄
諺
鴛
認
）

三
年
一
月
、
校
舎
、
敷
地
自
今
免
税
ノ
達
ア
リ
」
と
記
さ
れ
、
こ
の

時
狭
川
村
は
、
そ
れ
ま
で
村
有
で
あ
っ
た
校
舎
、
敷
地
を
と
も
に
学

校
に
寄
付
し
て
い
る
。
同
じ
く
同
量
鳴
川
小
学
校
沿
革
誌
に
は
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

治
十
三
年
六
月
、
校
舎
敷
共
有
地
献
納
」
と
あ
る
。
ま
た
、
山
辺
郡

下
笠
間
小
学
校
沿
革
誌
に
は
や
や
詳
細
に
「
明
治
十
三
年
一
月
置
旧

庵
乙
第
十
四
号
ヲ
以
テ
教
育
令
第
二
十
六
条
二
基
キ
昨
十
二
年
九
月

ヨ
リ
学
校
敷
地
免
税
達
セ
ラ
ル
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
教
育
令
に
基

づ
く
堺
県
の
達
が
契
機
と
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
学
校
が
借
用
し
て
い

た
敷
地
が
相
次
い
で
学
校
に
寄
付
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
村
共
有
地
か
ら
学
校
財
産
へ
の
転
換
が
行
な
わ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
校
舎
の
新
築
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
位
置
を
薪
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し
く
選
定
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
に
も
旧
村
共
有
地
を

利
用
す
る
も
の
が
多
く
、
個
人
所
有
地
の
買
得
、
ま
た
は
寄
付
に

よ
っ
て
敷
地
と
し
た
例
は
、
た
と
え
ば
添
上
郡
で
は
新
築
数
二
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

例
の
う
ち
、
二
例
に
す
ぎ
ず
、
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
以
上

の
動
き
は
明
治
十
年
代
を
通
じ
て
盛
ん
で
あ
り
、
と
く
に
校
舎
に
つ

い
て
は
、
同
意
年
代
前
半
に
所
有
化
を
終
え
た
も
の
が
多
い
の
で
あ

っ
た
。

　
　

　
三
　
奈
良
県
下
に
お
け
る
積
立
金
の
蓄
積
過
程
　
　
奈
良
県
に
お

　
（

い
て
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
長
野
、
浜
松
県
な
ど
に
み
ら
れ
た
方

⑯法
一
学
校
開
設
に
際
し
、
一
定
額
の
積
立
金
蓄
積
を
義
務
づ
け
る

一
が
行
な
わ
胸
た
形
跡
は
な
い
。
学
務
行
政
開
始
と
ほ
ぼ
時
を
同

じ
く
し
て
、
積
立
金
の
蓄
積
も
積
極
的
に
指
導
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
初
期
の
蓄
積
額
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
　
「
沿
革
・
誌
」
そ
の
他
に
よ
っ
て
も
積
立
金
が

い
つ
設
置
さ
れ
た
か
を
明
示
し
て
い
る
資
料
は
多
く
な
い
の
で
あ
る

が
、
得
ら
れ
た
資
料
十
三
例
の
う
ち
、
明
治
九
、
十
両
年
お
よ
び
十

四
、
十
五
両
年
に
そ
れ
ぞ
れ
五
例
つ
つ
が
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、

明
治
十
年
ま
で
に
積
立
金
を
設
置
し
た
も
の
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

明
治
十
四
年
以
降
に
再
度
金
額
を
増
額
し
て
い
る
。
先
に
み
た
第
5

図
に
よ
っ
て
も
明
治
九
年
か
ら
同
十
二
年
に
か
け
て
の
積
立
金
の
増

加
が
著
る
し
く
、
　
「
沿
革
誌
」
の
記
事
は
少
な
い
事
例
な
が
ら
ほ
ぼ

大
勢
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
県
が
堺
県
に
編
入
さ
れ
た

時
期
、
お
よ
び
大
阪
府
編
入
後
学
区
内
町
村
連
合
会
が
公
認
さ
れ
、

学
校
経
営
の
す
べ
て
の
責
任
が
学
区
に
委
ね
ら
れ
た
時
期
に
、
県
、

府
の
積
立
金
設
蹟
の
指
導
が
行
な
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

　
第
6
図
お
よ
び
第
7
図
は
明
治
十
七
年
当
時
の
県
下
の
一
小
学
校

当
り
の
積
立
金
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
積
立
金

額
は
吉
野
と
大
和
高
原
に
多
く
、
平
野
部
に
少
な
い
。
山
間
部
に
積

立
金
蓄
積
が
進
ん
だ
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
奈
良
県
は
、
小
学
校
経

営
を
安
定
さ
せ
る
た
め
早
く
か
ら
配
慮
を
し
て
い
た
様
子
で
、
永
島

福
太
郎
は
明
治
八
年
度
の
文
部
省
補
助
金
が
山
間
部
百
校
に
重
点
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
配
分
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、

早
く
か
ら
積
立
金
蓄
積
を
山
間
部
署
村
に
指
導
し
た
こ
と
が
充
分
に

予
想
さ
れ
る
。

　
平
野
部
で
は
、
添
下
郡
上
村
小
学
校
、
平
群
郡
安
堵
小
学
校
の
二

例
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
百
円
以
下
の
蓄
積
し
か
有
し
て

い
な
い
。
こ
の
わ
ず
か
な
積
立
金
は
学
区
成
員
の
拠
金
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
明
治
十
四
年
ま
で
与
え
ら
れ
て
い
た
文
部
省
補
助
金
を
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学区財産の蓄積（山田）

第6図　平野部，大和高原における1小学校あたり積立金高（明治17年）
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第7図　吉野地方における1小学校あたり積立金高（明治17年）
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学区財産の蓄稜（山田）

積
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
貧
民
ノ
子
弟
ノ
救
助
」
を
目
的
と
し
、

授
業
料
免
除
、
学
費
補
助
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
就
学
率
の
向
上

を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
が
、
圏
庫
の
窮
乏
と
と
も
に
最
初
の
予
定
額

か
ら
年
を
追
っ
て
次
第
に
縮
減
さ
れ
、
明
治
十
四
年
で
打
切
ら
れ
た

た
め
所
期
の
効
果
は
発
揮
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
平
野
部
で
は
積
立
金
利
子
の
学
校
経
費
に
占
め
る
割
合
も
小
さ
く
、

学
区
財
産
と
し
て
の
重
要
性
も
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
た
め
、
学
校
経

費
は
一
般
行
政
費
と
と
も
に
町
村
協
議
費
の
中
か
ら
支
出
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
山
間
部
で
は
積
立
金
が
五
百
円
以
上
の
額
を
示

す
も
の
が
多
・
＼
経
常
費
収
入
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。

大
和
高
原
で
は
、
山
辺
郡
旧
都
介
野
村
付
近
が
例
外
的
に
蓄
積
高
が

低
い
が
、
他
は
五
百
～
二
千
円
の
積
立
金
を
も
ち
、
も
っ
と
も
多
額

の
積
立
金
を
有
し
た
山
辺
郡
春
日
小
学
校
で
は
積
立
額
は
四
干
円
に

達
し
て
い
た
。
吉
野
郡
で
は
、
郡
の
西
北
端
の
吉
野
川
以
北
お
よ
び

天
川
郷
な
ど
積
立
金
の
少
な
い
地
区
も
あ
る
が
、
他
は
五
百
～
二
千

円
の
積
立
金
を
も
ち
、
と
く
に
十
津
川
郷
、
黒
滝
郷
、
川
上
郷
に
多

く
み
ら
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
経
常
費
補
助
と
し
て
用
い
ら
れ
た
方
法
は
現
金

の
積
立
に
よ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
当
時
す
で
に
旧
村
有
山
林

を
売
却
し
て
そ
の
代
金
を
積
立
て
た
例
も
散
見
す
る
。

　
添
上
郡
坂
原
村
で
は
、
明
治
九
年
十
月
、
村
共
有
財
産
（
山
林
）

を
売
却
し
、
そ
の
代
金
を
積
立
て
て
い
る
。
ま
た
、
吉
野
郡
柳
村
で

は
、
明
治
十
五
年
、
同
様
に
村
有
山
林
を
売
却
、
積
立
を
行
な
っ
て

い
る
。
た
だ
こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
旧
村
一
村
で
一
小
学
校
を
経
営

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
村
有
山
林
の
売
却
が
可
能
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
数
ケ
村
連
合
で
一
小
学
校
を
経
営
し
た
も
の
の
う

ち
、
山
辺
郡
春
日
小
学
校
学
区
に
属
す
る
春
日
村
、
菅
生
村
で
積
立

金
設
置
の
際
、
村
有
林
の
分
割
が
行
な
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

の
が
唯
一
の
例
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
県
下
の
積
立
金
蓄
積
は
一
応
順
調
に
進
め
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
、

明
治
二
十
年
の
積
立
金
総
額
は
十
六
万
七
千
余
円
に
達
し
、
人
口
千

人
当
り
三
百
十
四
円
と
、
全
国
で
第
七
位
の
立
春
を
示
し
て
い
る
。

明
治
二
十
年
と
い
え
ば
全
国
的
に
は
す
で
に
積
立
金
額
が
や
や
減
少

を
み
せ
る
時
期
で
あ
る
。
県
下
の
積
立
金
の
蓄
積
過
程
も
こ
の
趨
勢

に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
多
い
時
期
に
は
こ

れ
を
上
ま
わ
る
蓄
積
額
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
積
立
金
か

ら
生
じ
る
利
子
は
県
下
の
平
均
で
は
、
年
々
の
学
校
経
費
の
十
パ
ー
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セ
ン
ト
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
蓄
積
の
多
か
っ
た
山
間
部

で
は
三
～
五
割
を
積
立
金
利
子
に
よ
っ
た
場
合
が
普
通
で
あ
っ
た
。

吉
野
郡
で
は
利
子
の
み
で
学
校
経
営
の
す
べ
て
を
ま
か
な
っ
た
例
も

　
　
　
　
　
　
　
⑳

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

　
四
　
大
和
高
原
に
お
け
る
積
立
金
　
　
と
こ
ろ
で
、
積
立
金
の
蓄

　
（

積
が
著
る
し
く
進
ん
だ
の
は
先
述
の
よ
う
に
県
東
部
の
山
間
部
（
大

和
高
原
）
と
県
南
部
の
山
間
部
（
吉
野
地
方
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二

つ
の
地
区
の
積
立
方
法
、
積
立
金
の
性
格
に
は
大
き
な
網
違
が
み
ら

れ
る
。
ま
ず
大
和
高
原
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
他
府
県
で
は
初
期
に
は
府
県
が
一
括
し
て
積
立
、
管
理
す
る
方
法

も
み
ら
れ
た
の
に
対
し
、
大
和
高
原
で
は
各
旧
村
ご
と
に
「
村
積
立

金
」
の
名
で
積
立
を
行
な
わ
せ
る
方
法
を
と
っ
た
こ
と
が
特
徴
的
で

あ
る
。
旧
回
数
ケ
村
が
連
合
し
て
一
小
学
校
を
設
置
し
た
場
合
で
も

連
合
村
相
互
間
で
積
立
金
額
の
定
額
を
定
め
て
は
い
な
い
。
当
時
の

旧
村
の
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
実
質
的
に
積
立
金
を
多
く
し
ょ

う
と
し
た
巧
妙
な
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
奈
良
県
か
ら
堺
県
に
う
つ
っ
て
以
後
は
、
学
区
内
各
村
の
戸
数
、

地
価
に
応
じ
て
一
定
の
割
合
で
割
当
て
て
積
立
て
さ
せ
る
方
法
が
と

ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
依
然
と
し
て
「
村
積
立
金
」
の
名
爵
で
あ
っ
た

か
、
　
「
学
校
（
区
）
積
立
金
」
の
名
目
と
な
っ
て
い
た
か
は
判
明
し

が
た
い
。
し
か
し
次
の
明
治
十
四
年
大
阪
府
編
入
当
時
に
な
る
と
、

資
料
に
は
「
小
学
校
積
立
金
」
と
し
て
現
わ
れ
、
学
区
内
連
合
町
村

会
が
保
管
、
運
営
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
た
だ
、
こ
の

よ
う
に
し
て
学
区
財
産
と
な
っ
た
積
立
金
は
、
初
期
に
と
ら
れ
た
方

法
が
原
因
し
て
、
後
ま
で
そ
の
帰
属
が
学
区
に
あ
る
の
か
旧
村
に
あ

る
の
か
と
い
う
点
に
、
や
や
不
明
瞭
な
性
格
を
残
す
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
い
く
つ
か
の
事
例
に
よ
っ
て
、
　
「
村
積
立
金
」
か
ら
「
学

区
積
立
金
」
に
至
る
過
程
を
追
っ
て
み
よ
う
。
も
っ
と
も
初
期
の
状

態
を
示
す
も
の
が
、
次
に
掲
げ
る
山
辺
郡
針
ケ
別
所
村
の
例
で
あ
る
。

明
治
七
年
永
世
積
立
基
礎
金
共
有
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
辺
郡
針
ケ
別
所
村

　
此
度
村
方
申
合
セ
永
世
ノ
為
貧
窮
二
陥
ラ
サ
ル
様
三
十
八
人
積
立
金

左
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
一
、
金
　
ご
一
十
五
円
　
　
　
　
棉
住
喜
八
郎

　
一
、
金
二
十
円
　
　
　
山
村
郡
平

　
　
　
（
中
　
略
）

　
合
計
金
四
百
八
十
円
也

　
右
之
通
示
談
之
上
積
立
金
ヲ
致
シ
元
金
永
世
据
置
右
金
ノ
利
子
ヲ
以
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学区財産の蓄積（［s田）

　
　
テ
社
寺
及
ヒ
学
校
村
入
費
等
二
毎
年
十
二
月
二
十
日
限
り
…
…
（
以
下

　
　
不
明
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
辺
郡
都
郡
五
霞
ケ
別
所
区
有
文
露
）

　
同
村
は
、
当
時
北
隣
の
馬
場
村
、
荻
村
と
連
合
し
て
一
小
学
校
を

も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
七
年
「
村
積
立
金
」
の
名
称

の
も
と
に
合
計
四
百
八
十
円
を
村
内
四
十
二
戸
中
三
十
八
戸
か
ら
徴

収
し
、
積
立
て
て
い
る
。
積
立
の
開
始
さ
れ
た
年
が
小
学
校
開
設
年

と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、
積
立
の
三
園
的
は
小
学
校
経
費
の
補
助

に
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
資
料
に
も
あ
る
と
お
り
、
他
の
出
費
に

も
使
用
さ
れ
う
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
山
辺
郡
深
野
村
－
一
村
で
一
小
学
校
－
で
は
学
校
開

設
か
ら
間
も
な
い
明
治
八
年
十
一
月
、
村
内
四
十
七
戸
か
ら
三
百
円

を
募
り
、
更
に
明
治
十
五
年
に
は
、
積
立
基
本
金
額
を
千
五
百
円
に

増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
増
加
分
の
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
内
六
百
円
に
つ
い
て
は
註
⑱
に
の
べ
た
便
宜

的
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

深
野
小
学
校
沿
革
誌
　
　
鰍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
明
治
八
年

　
積
立
　
三
百
円
ハ
利
子
］
分
三
厘
）
該
金
ハ
本
年
十
～
月
本
校
設
立
二

　
　
　
際
シ
、
村
民
戸
主
四
十
七
人
ノ
資
産
二
応
シ
寄
附
セ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ン

　
　
　
明
治
十
五
年

　
　
　
学
資
金
積
立
増
加
及
経
費
予
箕
改
正
、
十
一
月
二
日
村
会
二
於
テ
議

　
　
　
決

　
　
　
学
資
金
千
五
百
円
ヲ
定
額
ト
ス
、
コ
ノ
内
九
百
円
（
内
三
百
円
ハ
元
寄

　
　
　
附
積
立
、
内
六
百
円
ハ
更
二
一
出
ノ
積
立
金
）
ハ
貸
付
利
率
一
分
三
厘
、

　
　
　
一
ケ
年
百
五
十
円
四
十
銭
、
残
り
六
百
円
ハ
当
分
村
民
戸
主
四
十
八

　
　
　
人
ニ
テ
預
り
其
利
率
一
分
三
厘
ト
シ
テ
毎
月
利
子
金
七
円
八
十
銭
課

　
　
　
出
ス
、
三
法
タ
ル
や
戸
数
五
地
価
五
ヲ
割
付
、
各
金
三
円
九
十
銭
宛

　
　
　
ト
シ
ー
ケ
年
九
十
三
円
六
十
銭
、
利
子
通
計
一
ケ
年
二
百
四
円
ナ
リ

　
明
治
十
四
年
以
降
、
す
な
わ
ち
大
阪
府
に
属
し
た
時
期
の
例
と
し

て
、
添
上
郡
尾
山
小
学
校
－
尾
山
、
長
引
ニ
ケ
村
連
合
　
　
の
場

合
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
小
学
校
基
礎
金
之
儀
二
付
御
届

　
　
　
　
　
　
　
奈
良
郡
役
所
部
内
第
四
学
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
上
郡
尾
山
小
学
校

　
　
一
、
金
　
千
三
百
二
十
円

　　

@
薯
燈
小
穫
藩
金
之
集
年
無
四
・
羅
両
聾
学
校
響

　
　
会
二
於
テ
前
書
金
額
募
集
シ
而
メ
当
校
為
維
持
基
礎
金
こ
仕
候
決
議
相

　
　
整
候
、
然
ル
ニ
本
年
ヨ
リ
貸
付
利
子
生
植
ヲ
得
テ
学
資
一
一
致
度
別
紙
法
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写
方
「
相
持
及
御
届
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
受
持
学
務
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誌
上
源
吉

大
阪
府
知
事
　
建
野
郷
三
殿

　
（
後
　
略
）
　
　
　
（
奈
良
県
庁
蔵
　
明
治
十
五
～
十
七
年
郡
長
伺
綴
）

　
同
小
学
校
は
、
大
和
高
原
に
位
置
す
る
他
の
小
学
校
に
く
ら
べ
て
、

積
立
金
設
澱
は
遅
れ
た
が
、
明
治
十
六
年
に
定
額
千
三
百
二
十
円
の

積
立
金
を
設
置
し
た
。
　
「
小
学
校
基
礎
金
」
の
名
称
を
も
ち
、
そ
の

保
管
法
を
定
め
た
条
文
に
よ
れ
ば
、
管
理
、
運
営
に
学
区
内
町
村
連

合
会
が
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
、
積
立
金
利
子
の
用
途
は
学
校
経
費
に

限
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
明
ち
か
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
頼
母
子
講
の
方
法
に
よ
る
も
の
、
村
内
で
行
な
わ
れ
る

婚
礼
、
葬
式
、
棟
上
な
ど
の
行
事
の
際
、
数
円
つ
つ
学
校
に
寄
付
さ

せ
る
方
法
、
学
区
内
各
戸
に
毎
年
一
・
定
の
米
穀
を
拠
出
さ
せ
、
そ
の

売
上
金
を
積
立
て
る
方
法
な
ど
も
み
ら
れ
ハ
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

に
よ
っ
て
積
立
金
の
蓄
積
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
和

高
原
の
積
立
方
法
に
つ
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
べ
て
が
個

人
の
拠
金
に
よ
る
こ
と
、
し
か
も
特
定
の
少
数
母
人
で
は
な
く
、
学

区
内
成
員
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
参
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

　
五
　
省
野
地
方
の
場
合
　
　
こ
れ
に
対
し
て
吉
野
地
方
で
は
か
な

　
く

り
違
っ
た
様
相
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
方
に
普
遍
的
に
み
ら

れ
た
雨
湿
鋤
」
を
積
立
金
に
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
．
次
に
示
す

の
は
川
上
郷
に
お
け
る
積
立
方
法
を
示
す
資
料
で
あ
る
。

　
　
吉
野
郡
川
上
村
井
光
部
落
有
文
害

　
　
　
明
治
十
六
年
八
月
十
八
・
九
日
各
戸
長
集
会
懇
談
ノ
件

　
　
　
　
　
　
（
前
　
略
）

　
　
　
　
～
、
各
小
学
校
永
続
方
法
ヲ
設
ケ
ソ
為
メ
、
開
産
金
ヲ
以
テ
公
債

　
　
　
　
　
証
書
額
面
四
万
円
購
求
ノ
件

　
　
　
　
一
、
漢
学
校
公
立
タ
リ
シ
ニ
、
私
立
ニ
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、

　
　
　
　
　
名
代
人
ヲ
設
ケ
其
筋
上
番
ノ
コ
ト
云
々

　
　
　
　
一
、
聯
…
A
口
各
村
ニ
テ
学
論
い
生
徒
ノ
内
ヨ
リ
抜
出
シ
、
教
員
土
鷲
泊
ノ

　
　
　
　
　
人
ヲ
要
ス

　
　
　
　
一
、
本
年
初
秋
ヨ
リ
引
溜
開
産
金
ノ
予
算
ヲ
定
、
其
金
額
ノ
内
幾

　
　
　
　
　
分
ハ
教
員
給
料
ノ
不
足
ヲ
補
ヒ
、
幾
分
ハ
学
費
、
幾
分
ハ
聯
合

　
　
　
　
　
費
、
幾
分
予
州
櫃
立
等
ノ
仕
’
訳
み
刀
法
ヲ
舳
双
ク
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
奈
良
県
教
育
八
十
年
史
』
所
収
）

　
こ
こ
に
、
　
「
各
小
学
校
永
続
方
法
ヲ
設
ケ
ン
為
メ
、
開
産
金
ヲ
以

テ
公
債
証
書
額
画
四
万
円
購
入
の
件
」
と
あ
る
の
は
、
各
機
長
（
川
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上
郷
内
室
村
戸
長
）
が
協
議
し
、
小
学
校
経
費
補
助
の
鼠
的
で
開
産
金

四
万
円
の
使
用
を
決
定
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
本
年
初
秋
ヨ
リ
云
々
」
の
項
は
開
産
金
の
使
途
を
改
定
し
た
も
の

で
、
開
産
金
は
積
立
金
の
基
礎
金
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
学
務
行

政
全
般
の
支
嵐
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
資

料
に
は
〃
各
小
学
校
…
…
”
と
あ
り
、
開
産
金
が
川
上
童
部
の
小
学

校
に
共
通
に
資
金
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
吉
野
地
方
i
厳
密
に
は
林
業
地
帯
の
開
産
金
収
入
の
あ
る
地
方

に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
一
で
は
個
犬
の
拠
金
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
郷
内
各
小
学
校
共
通
の
積
立
金
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。

積
立
金
の
管
理
方
法
に
は
郷
ご
と
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
黒
滝
郷
の
よ
う
に
、
各
学
区
ご
と
に
開
産
金
を
分
与
し
、
学
区
ご

と
の
管
理
に
ま
か
せ
た
も
の
と
、
川
上
郷
の
よ
う
に
、
開
産
金
積
立

は
郷
が
直
接
行
な
い
、
各
学
区
は
毎
年
利
子
の
分
与
を
受
け
る
に
す

ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
二
つ
で
あ
る
。
両
者
を
比
べ
る
と
、
川
上
郷
の

方
法
で
は
積
立
金
は
学
区
財
産
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
全
財
産
そ
の
も

の
の
感
が
強
い
。
第
7
図
で
は
一
様
に
学
区
財
産
と
し
て
示
し
た
が
、

厳
密
に
は
川
上
郷
で
は
図
に
示
し
た
各
小
学
校
ご
と
の
積
立
金
の
総

和
が
一
括
し
て
郷
に
積
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
示
し
た

資
料
で
も
週
内
各
村
戸
長
の
協
議
で
公
債
の
購
入
を
決
定
し
た
こ
と

が
み
え
て
い
た
が
、
開
産
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
各
学
区
が
単
独
に

処
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
川

上
郷
で
は
明
治
十
四
年
に
、
r
管
理
区
域
と
し
て
の
「
学
区
」
が
郷
内

に
三
つ
設
定
さ
れ
た
が
、
翌
十
五
年
、
川
上
郷
全
域
を
一
「
学
区
」

に
変
更
す
る
よ
う
大
阪
府
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
も
川
上
郷
に
お
け
る
積
立
金
の
性
格
と
考
え
合
わ
せ
て
き
わ
め
て

興
味
深
い
。
川
上
郷
で
は
学
校
経
費
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
開
産
金

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
郷
が
一
「
学
区
」
で
あ
る
方
が
は

る
か
に
運
営
上
好
都
合
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
積
立
金
の
す
べ
て
を
開
産
金
に
依
存
す
る
も
の
の
ほ

か
、
十
津
川
郷
、
北
山
郷
の
よ
う
に
郷
積
立
金
と
旧
村
積
立
金
の
二

種
類
の
積
立
方
法
を
と
っ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。
十
津
川
郷
で
は
、
小

学
校
経
常
費
は
郷
積
立
金
利
子
と
男
盛
村
積
立
金
利
子
と
い
う
二
種

類
の
積
立
金
利
子
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
郷
積
立
金
と
し
て
郷
が

一
括
し
て
積
立
を
行
な
っ
た
こ
と
は
川
上
郷
と
同
様
で
あ
る
が
、
旧

村
ご
と
に
も
多
額
の
積
立
金
の
存
在
す
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
た

だ
、
十
津
川
郷
に
（
4
9
け
る
中
村
積
立
金
は
旧
村
成
員
の
拠
金
に
よ
っ

た
の
で
は
な
い
。
明
治
八
年
文
部
省
年
報
に
、
　
〃
朋
治
二
年
、
十
津
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班
郷
士
に
俸
緑
と
し
て
与
え
ら
れ
た
金
額
が
郷
に
寄
杜
さ
れ
し
さ
ら

に
そ
の
一
部
が
各
旧
里
に
分
配
さ
れ
た
も
の
”
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

北
山
郷
の
旧
村
積
立
金
が
ど
の
よ
う
に
し
て
徴
収
さ
れ
た
も
の
か
は

明
ら
か
で
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
吉
野
地
方
に
お
け
る
積
立
金
は
そ
の
大
部
分
を
郷

財
産
た
る
開
産
金
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
津
川
郷
、
北
山

郷
の
よ
う
に
旧
村
ご
と
の
積
立
金
が
存
在
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
こ

れ
も
大
和
高
原
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
旧
村
成
員
に
一
定
の
割
合
で

拠
金
さ
せ
た
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
吉
野
地
方
に
お
い
て
は
、

積
立
金
の
性
格
か
ら
み
て
も
郷
の
存
在
が
き
わ
め
て
強
く
、
逆
に
旧

村
の
地
位
が
弱
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
奈
良
県
下
の
積
立
金
の
蓄
積
が
順
調
に
進
め
ら
れ
た
こ
と

の
一
つ
の
理
由
に
、
吉
野
の
開
産
金
の
よ
う
に
県
の
要
請
に
対
し
て

地
元
が
そ
れ
に
適
応
し
や
す
い
条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
学
区
財
産
を
通
し
て
み
た
学
区
と
田
村
の
関
係

　
　
及
び
学
区
の
統
一
性

こ
れ
ま
で
奈
良
県
下
を
主
対
象
地
と
し
て
、
学
区
財
産
の
種
類
、

誇
よ
び
蓄
積
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
地
域
差
に
つ
い
て
の
検
討
を
す
す

め
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
学
区
財
産
は
本
来
の
学
務
行
政
遂
行
の
た

め
に
そ
の
役
割
を
果
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
区
に
新
し
い
統
一
性
を

も
た
ら
し
、
さ
ら
に
内
部
の
旧
村
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ま
で
に
得
た
結
果
を
も
と
に
し
て
、
①
学
区
財
産
の
蓄

積
過
程
を
通
し
て
み
た
学
区
と
旧
村
の
関
係
お
よ
び
そ
の
地
域
差
、

②
学
区
の
統
一
性
に
与
え
た
影
響
、
の
二
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
み

よ
う
。

　
　

　
［
学
校
校
舎
、
敷
地
　
学
務
行
政
の
開
始
時
に
お
い
て
、
そ

　
（

れ
が
公
有
で
あ
れ
借
用
で
あ
れ
、
旧
村
財
産
た
る
共
有
建
物
、
共
有

地
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
性
格
の
も
の
を
利
用
す
る
場
合
が
多
く
み

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
校
舎
が
新
築
さ
れ
て
学
区
財
産
と

な
る
際
に
も
、
そ
れ
ま
で
利
用
し
て
い
た
旧
村
共
有
建
物
を
と
り
こ

わ
し
、
そ
の
あ
と
（
旧
村
共
有
地
）
に
新
し
い
建
物
を
建
設
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
新
築
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の

村
会
所
な
ど
の
田
村
成
員
の
集
会
場
所
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
姿
を
消
し
て

い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
旧
村
共
有
地
、
共
有
（
新
築
）
建
物

は
、
借
用
、
所
有
の
二
段
階
を
へ
て
学
区
財
産
に
転
化
す
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
校
舎
、
敷
地
に
つ
い
て
は
旧
村
財
産
と
の
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問
に
明
ら
か
な
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
両
者

間
の
こ
の
連
続
性
は
学
区
内
に
お
け
る
学
校
の
性
格
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
次
の
資
料
に
よ
っ
て
み

て
お
こ
う
。
資
料
は
明
治
十
五
年
、
奈
良
郡
役
所
郡
長
か
ら
大
阪
府

知
事
に
あ
て
た
伺
書
で
あ
る
。
中
で
は
ハ
小
学
校
が
教
育
以
外
の
目

的
に
使
用
さ
れ
す
ぎ
る
た
め
、
郡
役
所
が
便
用
制
限
の
基
準
を
定
め

た
こ
と
に
対
す
る
可
否
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
　
小
学
校
ヲ
人
民
集
会
場
二
仮
用
ス
ル
義
二
三
三

　
　
　
学
校
ヲ
仮
用
シ
テ
諸
般
ノ
集
会
ヲ
挙
行
ス
ル
取
締
上
二
付
テ
ハ
明
治

　
　
十
四
年
文
都
省
第
三
十
八
号
達
ノ
趣
モ
有
之
　
然
ル
ニ
嶺
部
内
二
於
テ

　
　
別
記
第
一
項
ノ
分
ハ
教
育
上
何
等
ノ
妨
害
無
之
モ
ノ
ニ
付
該
校
生
徒
授

　
　
業
上
二
差
支
サ
レ
ハ
従
来
之
ヲ
仮
用
致
候
義
モ
有
之
　
右
ハ
固
ヨ
リ
御

　
　
悟
無
之
筋
ト
相
心
得
　
尚
亦
第
二
項
ノ
分
ハ
或
ハ
生
徒
ノ
徳
性
ヲ
シ
テ

　
　
涌
養
ノ
秩
序
ヲ
誤
が
又
ハ
其
良
智
啓
発
ノ
誘
途
ヲ
乱
ス
カ
如
キ
恐
レ
ア

　
　
ル
ヲ
以
テ
渾
テ
仮
用
不
円
成
筋
二
可
有
之
　
然
ル
ヲ
若
シ
仮
用
致
度
旨

申
幽
ル
者
ア
ル
趣
ヲ
以
テ
戸
長
学
務
委
員
等
ヨ
リ
当
役
齎
へ
其
可
否
稟

歎
蔽
ス
ル
コ
ト
ア
ル
時
一
ハ
差
漁
計
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ゆ
日
三
一
不
致
シ
可
然
哉
此

ワ
分
界
豫
テ
相
伺
候
条
何
分
ノ
御
指
令
相
仰
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
上
添
下
山
辺
広
瀬
平
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
長
稲
葉
通
久

明
治
十
五
年
七
月
十
七
日

　
大
阪
府
知
事
　
　
冷
罵
郷
三
殿

　
第
一
項

　
　
一
、
学
区
聯
合
会

　
　
一
、
郡
衛
生
会

　
　
一
、
町
村
会

　
　
一
、
水
利
土
功
会

　
　
一
、
衛
生
講
談
会

　
　
一
、
府
会
議
員
又
ハ
町
村
会
議
員
ノ
選
挙
会

　
　
一
、
教
育
会

　
　
一
、
農
談
会

　
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
一
、
政
談
演
説
会

　
　
一
、
公
衆
二
対
ス
ル
学
術
又
ハ
勧
業
ノ
演
説
会

　
　
一
、
各
種
ノ
懇
親
会

　
　
一
、
「
右
ノ
外
狼
聴
溶
説
激
二
渉
ル
｝
切
ノ
集
ム
耳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
県
庁
蔵
　
明
治
十
五
～
十
七
年
郡
長
伺
綴
）

総
長
が
学
校
内
で
の
開
催
を
認
む
べ
し
と
し
た
第
一
項
に
は
、
種

々
の
地
方
行
政
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
、
学
務
行
政
に
限
ら
ず
一
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般
行
政
に
関
す
る
集
会
の
多
く
が
学
校
を
利
用
し
て
行
な
わ
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
中
に
は
直
接
学
区
内
の
事
務
処
理
を
行
な
う
た
め

で
な
く
、
郡
全
般
に
関
係
す
る
会
合
も
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
会
合
は
定
期
的
に
、
し
か
も
か
な
り
．
の
頻

度
で
学
校
を
利
用
し
て
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
学
校
が
学
校
教
育
の
み
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
学
務
行
政
の
事

務
遂
行
の
場
所
で
も
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
本
来
学
務
行
政
と
は
別
個

の
も
の
で
あ
る
一
般
行
政
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
の
事
務
処
理
は
学

校
を
利
用
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
学

校
は
、
学
務
行
政
に
限
ら
ず
、
広
く
一
般
行
政
に
つ
い
て
、
旧
村
内

の
、
あ
る
い
は
学
区
内
の
あ
る
い
は
郡
内
の
意
志
統
一
の
場
所
と
し

て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
学
校
の
使
用
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
第
二
項
に
は
、
直
接

行
政
事
務
と
は
関
係
の
な
い
各
種
の
会
合
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

中
に
、
〃
政
談
演
説
会
”
と
あ
る
の
は
、
当
時
の
騒
然
と
し
た
政
治

情
勢
の
反
映
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
事
項
は
、
学
区
成
員
が
し

ば
し
ば
集
会
場
と
し
て
学
校
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〃
各
種
の
懇
親
会
”
と
莫
然
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
き

わ
め
て
日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
前
も
、
学
校
を
集
会
に
利
用
す
る
場
合
、
戸
長
、
学
務
委

員
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
日
常
的
な

集
会
は
、
正
式
に
戸
長
の
許
可
を
求
め
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
一
片
の
禁
止
の
布
告
で
禁
止
さ
れ
う
る
性

格
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
の
学
校
は
、
こ
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
役
割
を
も
っ
た
存

在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
は
単
に
一
般
行
政
遂
行
の
た
め
の

固
有
の
施
設
が
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
学
校
校
舎
、

敷
地
が
、
そ
れ
ま
で
の
二
村
の
公
共
的
建
物
、
敷
地
の
転
化
し
た
も

の
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
も
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旧
村
内
に
お
い
て
、
か
つ
て
旧
村
の
公
共
的
建
物
が
果
し
て
い
た
役

割
が
、
容
易
に
学
校
に
移
ざ
れ
る
結
果
を
ま
ね
い
た
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
現
在
で
い
え
ば
、
当
時
の
学
校
は
、
教
育
機
関
と
し
て
の
学
校
、

一
般
行
政
機
関
と
し
て
の
役
場
、
区
内
成
員
の
公
共
施
設
と
し
て
の

公
民
館
等
が
分
か
ち
持
っ
て
い
る
機
能
を
す
べ
て
か
ね
そ
な
え
る
場

合
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
学
校
が
現
在
よ
り
多
岐
の

機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
は
じ
め
に
少
し
ふ
れ
た
学
区
内
に
成

立
す
る
種
々
の
社
会
集
団
の
存
在
と
密
接
な
相
互
関
係
に
あ
る
と
考
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え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

　
二
　
積
立
金
　
　
積
立
金
の
場
合
は
、
先
に
の
べ
た
学
校
校
倉
、

　
（

敷
地
と
異
な
り
、
旧
村
財
産
の
転
化
し
た
例
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ

と
、
積
立
金
の
蓄
積
額
、
積
立
金
の
性
格
な
ど
に
明
瞭
な
地
域
差
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
旧
村
財
産
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
す
で
に
旧
村
有
山
林

を
売
却
し
そ
の
代
金
を
積
立
金
と
し
て
蓄
積
し
た
例
が
三
例
確
認
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
の
う
ち
二
例
（
添
上
郡
坂
原
村
、
吉
野
郡
柳
村
）
は

旧
村
一
村
で
一
小
学
校
を
経
営
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

共
有
山
林
の
売
却
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
村
数
ケ
村

が
連
合
し
て
一
小
学
校
を
経
営
し
た
中
で
旧
村
共
有
林
が
分
割
さ
れ

た
例
は
、
山
辺
郡
春
日
小
学
校
学
区
内
の
春
日
村
、
菅
生
村
に
求
め

ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
明
治
後
期
に
は
じ
ま
る
部
落
有
林
野
の
統
一

事
業
に
際
し
、
一
部
は
学
校
林
と
し
て
学
区
な
い
し
町
村
財
産
に
転

化
し
た
の
と
同
様
の
現
象
は
、
こ
の
時
期
に
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
旧
離
に
必
要
な
経
費
を
ま
か
な
う
財
政
源
と
し
て
、

ま
た
農
業
生
産
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
資
源
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
た
旧
村
有
山
林
は
解
体
さ
れ
ず
に
ひ
と
ま
ず
温
存
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

一
般
的
に
は
積
立
金
は
旧
村
財
産
の
転
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
新

が
　
　
も

し
い
財
産
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
大
和
膏
原
と
吉
野
地
方
と
の
間
に
み
ら
れ

る
積
立
方
法
の
相
違
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
大
和
高
原
の
各
地
に
み

ら
れ
た
積
立
方
法
は
、
少
額
の
文
部
補
助
金
以
外
、
す
べ
て
学
区
内

成
員
の
拠
金
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
少
数
の
特
定
個
人
の

寄
付
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
学
区
内
成
員
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
こ

れ
に
参
与
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
府
県
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
少

数
富
裕
者
の
拠
金
に
よ
る
方
法
と
は
そ
の
方
法
を
大
い
に
異
に
す
る

の
で
あ
っ
た
。
大
和
高
原
に
お
い
て
積
立
金
の
蓄
積
を
行
な
う
こ
と

は
、
特
定
個
人
（
し
か
も
あ
る
場
合
に
は
学
区
外
の
個
人
）
の
恣
意
に
よ

る
私
的
な
問
題
な
の
で
は
な
く
、
学
区
内
成
員
全
体
に
義
務
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

れ
た
問
題
一
…
学
区
の
公
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
蓄
積

さ
れ
た
積
立
金
は
ま
さ
に
学
区
の
公
的
な
財
産
な
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
大
和
高
原
に
お
け
る
積
立
金
の
蓄
積
過
程
か
ら
は
、
学
区

が
旧
村
と
並
行
す
る
独
自
の
財
産
所
有
主
体
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ

た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
学
区
が
積
極
的
に
欝
欝
財

産
を
吸
収
し
、
学
校
経
費
の
補
助
に
あ
て
る
力
を
い
ま
だ
充
分
に
持

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

　
積
立
金
は
旧
村
財
産
の
転
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
新
し
く
学
区
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に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
旧
村

が
所
有
主
体
と
し
て
の
主
張
を
す
る
場
禽
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ

は
ひ
と
つ
に
は
、
初
期
に
旧
村
ご
と
に
独
立
し
て
積
立
金
を
設
置
す

る
方
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
九
年
十

一
月
、
小
学
校
令
第
十
一
条
に
も
と
づ
い
て
出
さ
れ
た
大
阪
府
達
は
、

新
し
く
「
学
資
金
」
の
公
称
を
も
う
け
、
あ
ら
た
め
て
積
立
金
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

〃
学
校
財
産
”
と
し
て
規
定
し
た
。
積
立
金
に
残
る
あ
い
ま
い
さ
を

最
終
的
に
一
掃
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
達
が

出
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
明
治
十
年
代
の
後
半
に
至
っ
て
も
依
然
と
し

て
先
述
の
よ
う
な
不
明
瞭
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
こ
と
に
も
な
る
。
学
区
財
産
と
レ
て
の
積
立
金
の
存
在
は
、
個

女
の
学
区
の
統
一
性
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る
重
要
な
一

要
素
と
な
り
う
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
二
村
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成

立
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
　
〃
明
治
前

期
”
と
い
う
時
代
的
な
特
色
、
即
ち
講
書
の
独
立
性
の
い
ま
だ
強
か

っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
吉
野
地
方
の
積
立
金
は
開
産
金
を
は
じ
め
と
す
る

郷
財
産
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
地

方
に
お
け
る
積
立
金
は
、
独
立
し
た
学
置
財
産
と
し
て
の
性
格
は
そ

れ
だ
け
弱
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
す
べ
て
郷
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ

た
姿
を
示
す
。
た
と
え
ば
川
上
郷
の
よ
う
に
、
積
立
金
が
各
学
区
ご

と
に
蓄
積
繁
れ
る
の
で
は
な
く
一
括
し
て
郷
に
積
立
て
ら
れ
、
各
小

学
校
は
年
々
そ
の
配
分
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
学
区
財
産
と

い
う
よ
り
も
郷
財
産
そ
の
も
の
の
感
が
強
い
。
ま
た
十
津
川
郷
の
場

合
、
郷
積
立
金
の
ほ
か
に
旧
村
ご
と
の
積
立
金
も
み
ら
れ
た
が
、
こ

れ
は
大
和
高
原
の
よ
う
に
学
区
内
成
員
の
拠
金
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
十
津
川
郷
内
の
郷
士
か
ら
郷
に
寄
付
さ
れ
、
そ
れ
を
各
旧
村
に

配
分
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
積
立
金
に
関
し
て
は
旧
村
の
主
体

性
は
よ
わ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
和
高
原
に
お
い
て
は
学

区
財
産
を
め
ぐ
っ
て
学
区
が
内
部
の
旧
村
の
規
制
力
を
受
け
た
の
に

対
し
、
吉
野
地
方
に
お
い
て
は
逆
に
上
位
単
位
で
あ
る
郷
か
ら
の
規

制
を
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
山
間
部
を
中
心
に
蓄
積
さ
れ
た
積
立
金
は
、
そ
の
所
有
主
体
で
あ

る
学
区
の
統
一
性
を
さ
さ
え
る
重
要
な
要
素
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
、

つ
た
。
と
同
時
に
学
区
は
大
和
高
原
で
は
下
位
単
位
た
る
岩
村
か
ら
、

吉
野
地
方
で
は
上
位
単
位
た
る
郷
か
ら
の
規
制
を
も
受
け
る
位
置
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
多
額
の
積
立
金
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
学
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区
の
統
一
性
を
さ
さ
え
る
一
要
素
と
な
り
え
た
の
な
ら
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
現
象
を
通
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
つ
ぎ
に
、

明
治
十
年
代
後
半
か
ら
は
じ
ま
る
学
区
統
合
の
動
き
に
対
し
、
積
立

金
の
存
在
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
い

く
つ
か
の
事
例
を
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　

　
三
　
学
区
統
合
に
対
す
る
反
発
　
　
学
区
統
合
に
対
す
る
反
応
を

　
（

示
し
た
事
例
と
し
て
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
明
治
十
八
年

度
か
ら
実
施
し
よ
う
と
し
た
一
連
合
戸
長
役
場
内
（
一
「
学
区
」
内
）

の
学
校
経
費
共
同
負
担
に
反
対
す
る
動
き
で
あ
る
。

　
　
御
筆

　
　
　
本
年
御
府
乙
第
｝
臼
五
十
・
一
窩
万
ヲ
以
学
区
ノ
反
陣
画
ハ
主
ト
シ
テ
ノ
堂
・
区

　
　
中
経
済
ヲ
合
一
ニ
シ
テ
学
盗
　
ヲ
充
実
ナ
ラ
シ
メ
而
…
シ
テ
幽
兀
全
ノ
教
育
ヲ

　
　
施
設
ス
ル
ノ
旨
趣
二
有
之
云
々
御
達
三
三
拝
承
仕
夫
々
協
議
仕
候
処
奈

　
　
良
郡
役
所
部
内
第
十
五
学
区
ノ
義
ハ
学
区
内
三
ケ
小
学
校
ア
リ
　
其
第

　
　
一
春
日
小
学
校
所
属
村
戸
数
三
百
七
十
五
戸
地
価
十
二
万
六
千
三
百
五

　
　
十
五
円
八
十
七
・
六
銭
学
資
蓄
積
金
三
千
九
百
円
ニ
シ
テ
現
今
支
給
ス

　
　
ル
教
ロ
興
勉
庸
料
ハ
ー
ケ
n
月
金
一
二
十
・
八
円
五
十
銭
ナ
リ
　
甘
蓋
弟
二
広
瀬
小
学

　
　
校
所
属
村
戸
数
百
四
十
九
戸
地
価
三
万
二
千
五
百
三
十
五
円
二
十
六
・

　
　
五
銭
学
資
蓄
積
金
千
五
百
円
ニ
シ
テ
現
今
支
給
ス
ル
教
員
給
料
ハ
ー
ケ

　
　
合
金
二
十
二
円
ナ
リ
　
其
第
三
遅
駆
小
学
校
ハ
戸
数
九
十
四
戸
地
価
一

　
　
万
五
千
八
十
円
四
十
四
銭
学
資
蓄
積
金
六
百
五
円
ニ
シ
テ
現
二
支
給
ス

　
　
ル
教
員
給
料
｝
ケ
月
十
二
円
五
十
銭
ナ
リ
　
困
之
観
之
　
学
区
合
一
ノ

　
　
経
済
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
春
日
小
学
校
所
属
村
ヨ
リ
徴
収
ス
ル
学
資
ヲ
以
テ

　
　
広
瀬
・
遅
瀬
戸
小
学
校
ノ
学
資
ヲ
補
助
ス
ル
ノ
理
二
相
成
之
ヲ
一
学
区

　
　
合
一
ノ
経
済
ニ
ス
ル
ト
ス
ハ
春
日
小
学
校
所
属
人
民
ニ
シ
テ
従
前
二
比

　
　
ス
レ
ハ
幾
分
カ
ノ
不
幸
ヲ
受
ク
ル
｝
至
レ
リ
　
蔓
二
於
テ
当
第
十
五
学

　
　
区
ノ
如
キ
ハ
従
前
ノ
通
り
各
小
学
校
限
リ
ノ
経
済
二
致
度
右
御
聞
届
被

　
　
二
度
此
段
御
伺
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
辺
郡
春
日
村
外
七
ケ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
長
　
中
森
甚
治
郎
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
郡
役
所
部
内
第
十
五
学
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
委
員
　
神
谷
利
平

　
　
　
明
治
十
七
年
十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
県
庁
蔵
　
明
治
十
八
年
～
二
十
年
郡
長
伺
綴
）

　
右
に
示
し
た
資
料
は
、
明
治
十
七
年
、
山
辺
郡
春
日
村
外
七
ケ
村

連
合
戸
長
役
場
か
ら
大
阪
府
知
事
あ
て
の
伺
書
で
あ
る
。
連
合
戸
長

役
場
内
で
の
共
通
負
担
の
実
施
困
難
な
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
理
由
に
積
立
金
の
蓄
積
高
が
各
小
学
校
で
こ
と
な
り
、
学

区
間
の
学
校
経
費
負
担
が
不
公
平
に
な
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
の
が

注
議
さ
れ
る
。
学
校
経
営
を
安
定
さ
せ
る
鶏
的
で
設
置
さ
れ
た
積
立
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金
が
、
同
様
の
目
的
を
も
つ
も
う
｛
つ
の
方
法
と
も
い
う
べ
き
学
区

統
合
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
春
日
小
学
校
は

大
和
高
原
で
最
高
の
積
立
金
の
蓄
積
の
行
な
わ
れ
た
小
学
校
で
あ
っ

た
。　

こ
の
伺
書
に
対
す
る
大
阪
府
の
裁
下
は
「
書
面
伺
之
趣
難
聞
届

事
」
で
あ
り
、
府
と
し
て
は
、
と
も
あ
れ
初
期
の
方
針
を
貫
ぬ
く
意

向
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
学
区
で
大
阪
府

の
意
向
ど
お
り
経
費
の
共
通
負
担
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
さ
だ

か
で
な
い
。
他
の
地
区
の
資
料
に
よ
る
と
、
教
員
給
料
の
み
共
通
負

担
に
し
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
学
区
も
同
様
の
措
置
を

と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
翌
十
九
年
忌
は
は
や
く
も
経
費
の
共

通
負
担
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
聞
題
は
行
政
町
村
成
立
後
の

問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一
時
に
解
決

さ
れ
ず
、
長
期
に
わ
た
っ
て
徐
々
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
事
例
は
、
明
治
二
十
一
年
の
晦
村
合
併
と
そ
れ
に
続
く
町

村
制
施
行
に
当
っ
て
、
学
区
財
産
を
町
村
財
産
に
転
化
し
よ
う
と
し

た
際
の
反
発
に
み
ら
れ
る
。
r

小
学
校
資
金
ヲ
一
村
共
有
金
へ
引
直
シ
方
ノ
儀
声
付
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
辺
郡
　
針
尋
常
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
属
村
　
山
辺
郡
針
村
一
円

一
、
金
　
四
百
十
一
円
八
十
三
銭
七
厘

　
　
　
　
明
治
二
十
一
年
十
二
月
現
在
学
資
元
利
高

　
右
小
学
校
学
資
金
ノ
義
ハ
明
治
十
九
年
大
阪
府
達
第
三
百
八
十
一

号
小
学
校
資
産
管
理
規
定
二
拠
リ
取
扱
来
候
処
元
来
該
金
ノ
義
ハ
所

属
村
民
二
於
テ
各
自
相
当
ノ
醸
金
ヲ
為
シ
或
ハ
一
村
共
有
物
ヲ
売
却

シ
之
レ
ヲ
積
立
示
来
貸
付
ノ
方
法
ヲ
以
テ
年
々
該
利
子
ヲ
学
資
二
充

用
致
来
リ
験
モ
ノ
ニ
テ
即
チ
一
村
共
有
学
資
金
二
有
之
候
処
右
達
ノ

際
誤
テ
針
小
学
校
資
金
ト
為
シ
示
後
該
規
定
二
拠
リ
管
理
致
シ
候
共

上
文
ノ
如
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
付
他
日
町
村
制
二
依
り
新
町
村
組
織
相

成
候
場
合
二
於
テ
右
学
校
資
金
ノ
名
称
ヲ
除
キ
単
二
針
村
一
村
共
有

学
資
金
二
引
直
シ
申
度
候
条
何
卒
御
聞
届
被
成
下
度
此
段
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
辺
郡
白
石
村
外
ニ
ケ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
長
　
福
田
良
和

　
　
明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

　
奈
良
県
知
事
　
子
爵
　
親
所
　
篤
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
辺
郡
都
郡
村
針
ケ
区
有
文
書
）

　
小
学
校
開
設
以
来
蓄
積
さ
れ
て
き
た
積
立
金
は
、
大
和
高
原
で
は

先
に
の
べ
た
よ
う
に
当
初
の
積
立
方
法
ー
旧
村
一
ケ
村
ご
と
に
積

立
金
を
お
く
ー
が
影
響
し
て
、
旧
村
財
産
か
学
区
財
産
か
の
点
で
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学区財産の蓄積（山田）

や
や
曖
昧
な
性
格
を
残
し
て
い
た
．
こ
と
に
、
旧
村
一
ケ
村
で
一
小

学
校
を
経
営
し
た
場
合
、
法
的
に
財
産
が
学
区
に
帰
属
す
る
も
の
か

旧
誼
に
帰
属
す
る
も
の
か
が
一
層
不
明
確
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
十
九
年
十
一
月
の
大
阪
府
達
は
、
積
立
金
を
あ
ら
た
め
て
〃
学

区
財
産
”
と
し
て
規
定
し
、
積
立
金
に
残
る
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
を

最
終
的
に
一
掃
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
規

定
し
た
と
こ
ろ
で
一
ケ
村
で
一
小
学
校
を
経
営
し
て
い
る
場
合
に
は
、

実
際
上
巴
の
障
害
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
二
十

二
年
四
月
、
町
村
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
学
校
財
産
は
新
町
村
有
の

財
産
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　
山
辺
郡
針
村
で
は
右
に
示
し
た
よ
う
に
明
治
二
十
一
年
十
二
月
、

学
資
金
の
針
村
村
有
財
産
へ
の
変
更
を
願
い
出
て
い
る
。
当
時
、
針

村
は
一
ケ
村
で
一
小
学
校
を
経
営
し
て
い
た
が
、
他
九
ケ
村
が
合
併

し
て
謝
辞
野
村
が
成
立
す
る
際
、
新
村
財
産
へ
の
移
行
を
き
ら
っ
て

の
出
願
で
あ
っ
た
。
こ
の
願
出
の
結
末
は
資
料
か
ら
は
明
ら
か
に
で

き
な
い
が
、
現
地
で
の
聴
取
り
に
よ
る
と
、
町
村
制
施
行
後
旧
説
村

に
保
管
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
　
「
学
資
金
」
の
名
称

は
残
し
な
が
ら
も
、
も
っ
ぱ
ら
部
落
内
の
諸
出
費
の
補
助
と
し
て
の

役
割
を
果
し
、
大
正
中
期
、
そ
の
管
理
不
充
分
な
こ
と
が
災
い
し
て

消
滅
し
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
山
辺
郡
助
命
村
に
は
、
明
治
二
十
二
年
二
月
の
「
学
資
金

、
精
算
帳
」
が
部
落
有
文
書
と
し
て
現
存
す
る
。
当
時
の
助
命
村
が
所

属
し
て
い
た
箕
輪
尋
常
小
学
校
積
立
金
の
う
ち
、
同
村
分
の
二
百
六

円
七
十
銭
八
厘
を
村
内
十
九
戸
に
分
割
し
て
積
立
金
を
精
算
し
て
い

る
。
箕
輪
小
学
校
に
所
属
し
た
他
の
三
ケ
村
（
伏
拝
、
堂
前
、
箕
輪
）

も
お
そ
ら
く
同
様
の
処
分
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
二
つ
の
例
に
よ
れ
ば
、
学
区
財
産
の
町
村
財
産
へ
の
移
行
に

反
発
し
、
前
者
針
村
の
場
合
、
学
校
財
産
が
部
落
有
財
産
に
転
化
し
、

後
者
助
命
村
で
は
村
内
の
個
、
人
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
く
に

後
者
の
場
合
、
学
区
財
産
と
し
て
の
積
立
金
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
か
ら
同
二
十
三
年
に
か
け
て
は
、
全
国
的

に
み
て
も
積
立
金
の
減
少
し
た
府
県
が
多
い
が
、
同
様
の
傾
向
を
示

し
た
奈
良
県
で
は
、
そ
の
背
景
に
こ
の
よ
う
な
新
行
政
町
村
成
立
時

の
財
産
処
分
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
奈
良
県
の
場
合
、
そ
の
減

少
の
度
合
は
そ
れ
ほ
ど
著
る
し
く
な
い
。
先
の
針
村
で
は
大
正
時
代

ま
で
部
落
有
財
産
と
し
て
存
続
し
た
し
、
他
に
も
当
時
の
積
立
金
が

そ
の
ま
ま
現
存
す
る
事
例
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
併
せ
考
え
る
と
、
県

は
積
立
金
の
減
少
を
防
ぐ
た
め
何
ら
か
の
便
宜
的
処
置
－
た
と
え
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ば
、
名
目
的
に
は
町
村
財
産
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
個
々
の
一
学

区
内
の
み
に
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ど
…
－
を
講
じ
た
に
相
違

な
い
。
学
区
財
産
を
直
接
町
村
の
財
産
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
必
然
的
に
財
産
の
減
少
を
ま
ね
く
。
そ
の
た
め
、
実
質
的
に

は
学
区
財
産
と
し
て
の
旧
来
の
資
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
、

減
少
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
経
費
の
補
助
と
し
て

重
要
な
位
置
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
町
村
財
政

へ
の
効
果
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
資
料
に

よ
っ
て
新
行
政
村
と
学
区
の
対
立
が
、
同
時
に
学
区
を
媒
介
と
し
た

新
行
政
町
村
と
旧
村
の
対
立
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
吉
野
地
方
の
開
産
金
積
立

の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
が
「
郷
財
産
」
で
あ
る
た
め
、
一
郷

が
一
行
政
村
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
大
和
高
原
に
み
ら
れ
た
積
立
金

の
所
属
を
め
ぐ
る
対
立
は
生
じ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
二
郷
が
一
行
政
村
を
形
成
し
た
場
合
は
同
様
の
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
新
行
政
村
と
郷
の
間
に
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

五
、
お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
よ
う
に
学
務
行
政
施
行
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
学
区

財
産
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
通
し
て
、
学
区
と
個
村
、
郷
の
関
係
、

お
よ
び
学
区
の
統
一
性
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て

き
た
。
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

　
①
各
地
と
も
ほ
ぼ
同
一
の
歩
調
で
そ
の
所
有
化
が
進
め
ら
れ
た

学
校
建
物
、
敷
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
旧
村
の
共
有
建
物
や
共
有

敷
地
の
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
両
者
の
間
に
明
ら
か

な
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
学
校
は
単
に
教
育
…
機
関
と
し
て
の

役
割
の
み
で
な
く
、
他
の
行
政
事
務
、
学
区
内
成
員
町
日
常
生
活
に

お
け
る
結
合
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
学
校
の

多
岐
に
わ
た
る
機
能
は
、
学
校
が
旧
村
共
有
物
の
転
化
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
と
深
い
関
係
を
有
す
る
こ
と
。

　
②
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
旧
村
財
産
の
転
化
し
た
も
の

で
は
な
く
、
新
し
く
学
区
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ

し
て
こ
れ
は
学
区
に
田
村
と
並
行
す
る
財
産
所
有
体
と
し
て
の
位
置

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
一
方
で
は
学
区
が
旧
村
財
産
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を
吸
収
す
る
に
充
分
な
力
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る

こ
と
。
ま
た
、
県
下
で
も
大
和
高
原
と
吉
野
地
方
で
は
積
立
方
法
の

差
異
に
も
と
づ
い
て
学
区
と
二
村
、
郷
と
の
対
応
関
係
が
異
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
た
こ
と
。
き
ら
に
、
学
区
統
合
の
過
程
の
中
か
ら
学
区
の
．

統
一
性
に
及
ぼ
し
た
学
区
財
産
の
意
味
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
以
上

の
諸
点
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
学
区
財
産
の
蓄
積
過
程
を
具
体
的
に
分
析
す
る
二

と
に
よ
っ
て
、
第
一
に
学
区
の
旧
著
、
郷
に
対
す
る
位
置
づ
け
が
、

第
二
に
学
区
の
物
的
な
基
盤
と
し
て
の
学
区
財
産
の
学
区
の
統
一
性

に
与
え
た
影
響
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
各
地

区
に
一
様
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
基
礎
条
件
に
よ
っ
て
異
な

っ
た
様
相
を
示
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
学
区
財
産
の
う
ち
、
積
立
金
に
つ
い
て
は
明
治
二
十
二
年
町
村
制

施
行
後
に
は
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い

わ
ば
明
治
十
年
代
ま
で
、
す
な
わ
ち
学
務
行
政
の
初
期
に
あ
ら
わ
れ

た
現
象
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
き
わ
め
て
一
時
的
現
象
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
学
校
林
の
形
で
財
産
の
蓄
積
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
校
経
営
に
は
ど
の
よ
う
な
形
に
せ
よ
財
産

の
蓄
積
が
要
請
さ
れ
る
面
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
り
、

学
区
財
産
の
蓄
積
が
放
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
財
産
の
所
有
形
態

と
し
て
現
金
の
蓄
積
よ
り
、
よ
り
安
定
性
の
あ
る
不
動
産
の
所
有
へ

と
変
更
さ
れ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
。
そ
し
て
明
治
初
期
に
お
い
て
、

積
立
金
の
蓄
積
と
い
う
不
安
定
な
方
法
が
と
ら
れ
た
理
由
が
、
学
務

行
政
の
方
針
の
あ
や
ま
り
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
う
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
か
え
っ
て
こ
の
こ
と
自
体

に
重
要
な
意
味
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
区
の

統
一
性
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
が
常
に
旧
村
あ
る
い
は
郷
の
規

制
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と

が
ら
で
あ
る
。
し
か
し
財
産
の
蓄
積
と
い
う
事
実
は
、
当
時
の
｛
般

行
政
区
域
に
は
み
ち
れ
な
い
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

っ
て
、
学
区
の
統
一
性
、
学
区
と
旧
村
、
郷
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

学
区
に
固
有
の
現
象
が
具
体
的
に
論
証
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
町
村
制
施
行
後
、
そ
れ
ま
で
別
個
の
機
構
組
織
を
も
っ
て
遂
行
さ

れ
て
い
た
学
務
行
政
は
す
べ
て
一
般
行
政
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
。
学
区
も
一
般
行
政
区
域
た
る
市
、
町
、
村
の
中
に
原
則
的

に
は
包
括
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
際
、
学
区
は
ど
の

よ
う
に
し
て
一
般
行
政
区
域
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
一
逆
の

表
現
を
す
れ
ぜ
学
区
が
一
般
行
政
区
域
に
対
し
て
与
え
た
条
件
は
な
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に
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
学
区
財
産
の
移
動
を
通
し

て
み
た
一
般
行
政
区
域
に
対
す
る
学
区
の
反
発
の
事
例
と
し
て
本
稿

の
最
後
で
ふ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
点
を
も
含
め

て
、
明
治
前
期
に
眠
4
6
け
る
学
区
と
一
般
行
政
区
域
の
間
に
み
ら
れ
る

相
互
関
係
、
一
般
行
政
機
構
に
統
括
さ
れ
た
の
ち
の
行
政
町
村
内
に

お
け
る
学
区
の
位
澱
等
に
つ
い
て
は
改
め
て
整
理
し
て
み
た
い
。

①
田
辺
裕
「
行
政
地
域
と
し
て
の
市
町
村
の
地
理
学
的
研
究
」
（
博
士
論
文
要
旨
）

　
『
人
文
科
学
紀
要
（
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
研
）
』
第
三
十
八
輯
、
一
九
六

　
六
年
。

②
い
⑦
い
p
呂
8
層
竃
．
”
じ
ρ
Ω
①
。
σ
q
H
ρ
℃
三
巴
葺
ヨ
巴
き
』
逡
P
古
野
清
人
訳
『
人

　
文
地
理
』
、
一
九
五
三
年
、
一
七
二
頁
。

③
ω
。
塞
ぎ
噌
層
勺
・
”
毛
£
。
き
缶
岸
円
蓄
α
q
㊦
＾
す
℃
。
ま
凶
ω
9
㊦
一
H
O
8
σ
q
量
℃
三
。

　
霞
こ
0
8
℃
o
一
一
畠
内
’
多
門
色
（
當
5
号
＝
魑
H
鴇
N

④
鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
、
一
九
四
〇
年
、
三
三
七
頁
。

　
　
日
本
農
村
に
お
け
る
社
会
集
団
を
一
〇
の
集
団
に
分
類
し
、
小
学
校
を
め
ぐ
る

　
社
会
集
団
と
そ
れ
に
付
随
す
る
膏
年
団
、
在
郷
軍
人
会
、
警
防
団
な
ど
を
官
設
的

　
集
団
と
し
て
い
る
。

⑤
千
葉
正
士
『
学
区
制
度
の
研
究
』
、
一
九
六
二
年
。

　
　
純
然
た
る
教
育
史
、
地
方
鰯
度
史
以
外
で
の
ま
と
ま
っ
た
学
区
研
究
を
行
な
つ

　
た
も
の
と
し
て
、
本
霞
は
唯
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
外
に
法
社
会
学
か
ら
の
学
区
研
究
と
し
て
、

　
　
神
谷
力
「
学
制
の
施
行
と
地
方
行
政
鰯
度
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
　
『
愛
知
学

　
芸
大
学
研
究
報
告
9
』
一
九
六
〇
年
、
が
掲
げ
ら
れ
る
。

⑥
　
主
な
も
の
に
次
の
論
文
が
あ
る
。

　
　
井
戸
庄
三
「
滋
賀
県
に
お
け
る
明
治
二
十
二
年
町
村
合
併
の
地
理
学
的
研
究
」

　
『
金
沢
大
学
教
一
目
学
部
紀
｝
要
』
第
十
一
｝
言
万
、
　
一
・
九
六
五
。

　
　
同
「
明
治
初
期
町
村
分
合
に
関
す
る
、
二
、
箪
の
問
題
一
長
野
・
山
梨
両
県

　
を
中
心
と
し
て
」
　
『
人
文
地
理
』
十
八
巻
四
号
、
一
九
六
六
年
。

　
　
田
辺
裕
「
明
治
行
政
村
の
成
立
一
栃
木
県
熟
田
村
の
場
合
i
」
　
『
地
理
学

　
評
論
』
十
六
巻
五
号
、
　
九
二
三
年
。

　
　
多
く
は
、
学
区
を
そ
の
一
要
素
と
し
て
考
察
の
対
象
に
加
え
て
い
る
。
行
政
村

　
成
立
へ
の
学
区
の
影
響
を
重
要
視
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
井
芦
は
滋
賀
県

　
下
の
例
誼
か
ら
、
学
区
の
影
響
は
小
さ
い
と
結
論
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
理
学
か

　
ら
の
研
究
で
は
な
い
が
、
後
に
引
用
す
る
永
島
福
太
郎
の
論
文
（
「
明
治
『
学
制
』

　
と
村
落
」
　
『
関
西
学
院
史
学
孤
』
、
　
一
九
五
五
）
　
は
明
治
瑚
の
応
ず
務
行
政
の
施
行

　
が
村
落
に
与
え
た
影
響
の
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑦
本
稿
で
は
、
明
治
二
十
二
年
に
成
立
し
た
行
政
町
村
に
対
し
、
そ
れ
以
前
の
制

　
度
上
の
村
と
い
う
意
味
で
「
旧
村
」
の
語
を
使
用
す
る
。

⑧
現
在
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
教
育
関
係
の
出
費
が
総
予
算
額
の
％
～

　
蓮
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
前
期
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。

　
　
次
頁
の
表
に
よ
る
と
明
治
十
五
年
奈
良
県
下
の
町
村
協
議
費
総
額
の
う
ち
、
教

　
育
費
の
占
め
る
割
合
は
％
程
度
が
多
く
、
必
要
経
費
の
う
ち
で
は
一
般
行
政
の
個

　
々
の
論
著
を
上
ま
わ
る
。
こ
れ
が
学
校
の
経
営
が
町
村
に
と
っ
て
無
関
心
た
り
え

　
な
い
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
時
に
町
村
の
経
費
負
担
能
力
を
こ
え
る
場
合
、

　
新
た
な
町
村
連
含
の
契
機
と
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

⑨
福
島
県
、
新
潟
県
な
ど
で
は
、
児
童
の
通
学
距
離
の
限
界
と
し
て
「
一
里
」
と

　
い
う
制
限
を
設
け
て
い
た
。
　
（
明
治
八
年
、
同
十
二
年
文
部
省
年
報
）

⑩
千
葉
　
註
⑤
前
掲
書
、
十
四
頁
。

⑪
　
明
治
二
十
二
年
市
制
、
町
村
制
施
行
に
至
る
間
の
学
務
行
政
は
、
一
般
行
政
と

　
は
別
個
の
機
構
で
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
施
行
さ
れ
た
学
務
行
政
関
係
の
法
令

　
は
、
明
治
五
年
六
月
の
学
鱗
、
明
治
十
二
年
九
月
の
教
育
令
、
明
治
十
九
年
四
月
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学区財産の蓄積（山韻）

の
学
校
令
で
あ
る
。
第
一
期
（
学
制
時
代
）
は
小
学
校
の
設
置
が
進
め
ら
れ
た
時

代
で
あ
り
、
県
の
統
髄
の
目
立
っ
て
強
い
こ
と
、
学
務
行
政
の
す
み
や
か
な
遂
行
の

た
め
の
各
府
県
ご
と
に
学
制
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
便
盧
的
処
置
の

は
か
ら
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
第
二
期
（
教
育
令
時
代
）
は
学
校
行
政
の
機

能
が
一
小
学
校
ご
と
に
委
ね
ら
れ
、
事
実
上
学
区
が
小
学
校
設
置
主
体
と
し
て
認

め
ら
れ
た
時
期
。
第
三
期
（
小
学
校
令
時
代
）
は
学
務
行
政
機
構
を
一
般
行
敷
機

構
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
地
方
行
政
機
構
の
確
定
を
目
ざ
し
、
国
、
府
県
が

学
区
統
合
を
試
み
、
そ
れ
に
対
し
、
学
区
が
さ
ま
ざ
ま
な
反
発
を
み
せ
る
時
期
で

あ
る
。

　
こ
の
三
時
期
は
一
般
行
政
機
構
で
の
三
時
期
、
す
な
わ
ち
大
区
小
区
時
代
、
三

　
新
法
時
代
、
連
合
戸
長
役
場
時
代
に
ほ
ぼ
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
構
上
の

　
特
徴
も
一
致
す
る
。

⑫
　
明
治
十
一
年
か
ら
二
十
八
年
ま
で
、
県
下
の
郡
制
は
十
五
郡
が
凶
事
役
所
に
統

　
轄
さ
れ
て
行
な
わ
れ
え
。
本
稿
で
「
郡
役
所
管
内
」
の
口
業
が
し
ば
し
ば
用
い
ら

　
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
丁
で
は
な
く
数
郡
を
あ
わ
せ
た
範
囲
を
示
す
。
こ
こ
で

　
四
郡
役
所
と
そ
の
管
轄
下
の
郡
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
　
奈
良
郡
役
所
－
添
上
、
添
下
、
平
群
、
広
瀬
、
山
辺
の
五
郡
。

　
　
三
輪
郡
役
所
1
一
式
上
、
区
議
、
十
市
、
宇
陀
の
四
郡
。

　
　
御
所
郡
役
所
一
葛
上
、
葛
下
、
忍
海
、
高
市
の
四
郡
。

　
　
五
条
郡
役
所
i
宇
智
、
吉
野
の
二
郡
。
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⑬
明
治
十
五
年
、
大
阪
府
の
指
令
に
よ
っ
て
v
「
学
区
」
学
務
委
員
と
各
小
学
校

　
首
座
教
員
の
貴
任
で
緬
集
さ
れ
た
谷
小
学
校
の
沿
革
誌
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
沿

　
革
誌
」
と
略
称
す
る
。

⑭
　
一
学
区
内
に
石
器
二
・
八
ケ
村
が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
平
均
値

　
と
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
学
区
に
つ
い
て
み
る
と
、
旧
村
一
ケ
村
で

　
一
学
区
と
な
っ
た
も
の
も
無
視
で
き
な
い
し
、
旧
村
規
模
が
大
き
い
場
合
、
一
旧

　
村
内
が
数
学
区
に
分
か
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
（
県
下
で
は
添
下
郡
高
山
村
、
平
群

　
郡
立
野
村
）
。
　
た
だ
本
稿
で
は
、
　
一
般
論
と
し
て
、
　
一
学
区
に
旧
村
一
ニ
ケ
村
程
度

　
が
含
ま
れ
る
場
合
を
念
頭
に
鷺
い
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

⑮
　
添
上
郡
大
保
村
と
山
辺
郡
葛
尾
村
で
あ
る
。

⑯
　
積
立
金
以
外
の
財
産
愈
蓄
積
し
た
例
を
平
芯
省
年
報
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、

　
学
田
…
巻
雲
県
、
学
米
…
福
島
県
、
滋
賀
県
、
山
林
－
鹿
児
島
県
な
ど
が
あ
る
。

⑰
　
文
部
省
年
報
（
明
治
七
年
）
筑
摩
県
　
　
　
「
区
内
寄
付
ノ
金
額
千
円
二
登
ル
非

　
ハ
学
校
ヲ
設
立
セ
シ
メ
ス
一
区
千
円
二
足
ラ
サ
レ
ハ
大
抵
之
ヲ
聯
区
ト
ス
」

　
　
文
部
省
年
報
（
鴫
治
八
年
掛
浜
松
県
　
　
「
学
資
金
浜
各
校
ノ
盆
富
大
小
二
因

　
ル
ト
難
モ
一
校
二
千
円
以
上
十
年
ヲ
［
期
ト
シ
維
持
ノ
方
法
立
ツ
可
シ
傍
チ
資
金

　
二
千
円
以
上
二
至
ラ
サ
レ
ハ
維
持
ノ
北
出
本
立
タ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
独
立
ヲ
許
サ
サ
ル

　
可
シ
」

　
　
文
部
省
年
報
（
明
治
八
年
）
長
野
県
　
　
　
「
独
立
ス
ル
モ
ノ
ハ
ニ
千
円
ヲ
積
立

　
シ
共
利
子
ト
課
金
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
保
管
シ
学
区
取
締
及
ヒ
区
戸
長
等
之
ヲ
保
証
ス

　
ル
ニ
雰
レ
ハ
之
ヲ
許
サ
ス
」

⑱
栃
木
県
が
提
出
し
た
明
治
七
年
の
報
告
に
、
積
立
金
は
有
志
富
豪
の
寄
付
に
よ

　
る
と
し
て
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ゐ
　
　
へ

　
　
「
此
ハ
元
金
ヲ
出
サ
ス
　
時
寄
付
ノ
上
直
二
其
本
人
へ
貸
付
ノ
姿
ニ
ナ
シ
無
年

　
限
ニ
テ
利
子
ヲ
納
メ
シ
ム
最
其
元
金
ハ
本
人
ノ
家
産
盛
衰
二
十
リ
加
除
増
減
ス
ル

　
ヲ
許
シ
且
後
来
如
何
ノ
審
故
有
之
ト
モ
元
金
ハ
決
シ
テ
収
入
セ
サ
ル
ノ
約
定
ヲ
寄

　
付
金
額
書
面
二
記
入
ス
」
　
（
傍
点
週
日
）

⑲
奈
良
県
庁
蔵
『
明
治
十
七
年
小
学
校
設
置
厳
守
雷
』
　
　
　
　
　

の

⑳
山
辺
郡
お
よ
び
添
上
郡
の
集
半
を
し
め
る
大
和
高
原
は
、
ご
く
少
数
の
例
外
を
徹

　
の
ぞ
い
て
真
雷
宗
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
他
地
区
の
よ
う
な
宗
派
の
錯
綜
は
な
い
。
，
5
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
し
た
が
っ
て
そ
の
統
合
は
比
較
酌
容
易
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑳
　
こ
の
時
、
同
時
に
鳴
川
村
共
有
田
　
町
歩
も
寄
附
し
て
い
る
。
得
ら
れ
た
資
料

　
で
は
、
当
時
小
学
校
財
産
と
し
て
田
畑
を
所
有
し
た
の
は
、
こ
の
鳴
川
小
学
校
一

　
例
で
あ
っ
た
。

⑫
　
丹
生
小
学
校
、
古
帯
小
学
校
の
二
例
で
、
と
も
に
個
人
所
有
山
林
を
買
得
し
た

　
も
の
で
あ
る
。

⑫
　
永
・
島
　
註
⑥
前
掲
論
文
。

⑳
　
奈
良
県
庁
蔵
『
明
治
十
七
年
小
学
校
設
椴
開
申
書
』
記
載
の
学
校
経
費
予
算
鱒
営

　
に
よ
れ
ば
、
吉
野
郡
内
十
津
川
郷
、
北
山
郷
（
上
組
）
の
各
小
学
校
は
す
べ
て
桜

　
立
金
利
子
で
経
費
を
ま
か
な
っ
て
い
る
。
十
津
川
郷
内
の
一
部
の
小
学
校
で
は
、

　
利
子
割
当
が
予
算
総
額
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
前
記
資
料
に
よ
り
、
平
野
部
、
大
和
高
原
、
吉
野
地
方
か
ら
一
校
ず
つ
を
選
ん

　
で
学
校
経
費
の
負
担
方
法
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
〔
一
、
平
野
部
の
例
〕

　
　
添
上
郡
佐
紀
小
学
校

　
　
　
　
　
　
所
属
村
　
佐
紀
村
（
彫
目
五
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
新
村
（
三
〇
戸
）

　
　
　
年
間
経
費
　
二
九
四
円
五
〇
銭

収
入
法
覇
子
黙
黙
銭

　
〔
二
、
大
和
高
原
の
例
〕

　
　
山
辺
郡
広
瀬
小
学
校

　
　
　
　
　
　
所
属
村
　
広
瀬
村
（
四
一
戸
）



学区財産の蓄積（山N）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
平
村
（
四
二
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
国
村
（
四
蝋
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵜
山
村
（
二
五
戸
）

　
　
　
年
間
経
費
　
三
五
四
円
五
〇
銭

一
著
∵
藁
銭

　
〔
三
、
吉
野
地
方
の
例
〕

　
　
北
山
郷
河
合
小
学
校

　
　
　
　
　
　
所
属
村
　
河
合
村
（
五
〇
戸
）

　
　
　
年
間
経
費
　
一
四
七
円
七
五
銭

　　

@　

茁
?
法
｛
礫
籠
よ
り
艶
事
銭

（
⑳
開
産
金
に
つ
い
て
は
、

　
　
笠
井
恭
悦
『
林
野
制
度
の
研
究
と
山
村
経
済
』
一
九
六
四
年
、
に
く
わ
し
い
。

　
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
江
戸
期
を
通
じ
て
、
吉
野
地
方
に
産
出
す
る
木
材
に
つ
い
て
、
そ
の
売
上
の
一

　
部
が
、
年
貢
負
担
、
地
　
兀
の
村
入
費
に
あ
て
る
臼
μ
的
で
地
元
に
還
元
さ
れ
る
慣
習

　
法
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
口
役
銀
と
い
う
。
明
治
に
入
っ
て
新
た
な
行
政
出
費
に
あ

　
て
る
昌
的
で
こ
の
慣
習
法
の
存
続
が
県
に
上
陸
さ
れ
、
許
可
さ
れ
た
。
最
初
は
県

　
の
管
理
の
も
と
で
、
売
上
高
の
5
％
が
六
郷
に
還
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
各

　
郷
に
管
理
権
が
移
さ
れ
、
　
「
開
産
金
」
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し

　
て
成
立
し
た
閥
産
金
は
、
最
近
ま
で
こ
の
地
方
の
村
財
政
で
非
常
に
献
酬
な
位
鷺

　
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
　
拙
稿
「
奈
良
県
吉
野
郡
に
お
け
る
明
治
行
政
村
境
域
の
成
立
一
郷
と
の
関
係

　
を
中
心
に
し
て
i
l
」
　
『
人
文
地
理
』
．
一
八
巻
五
号
、
一
九
六
六
、
を
も
あ
わ
せ

　
て
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　

『
明
治
八
年
文
部
省
年
報
　
第
三
年
報
　
督
学
局
年
報
　
奈
良
県
の
第
六
』

　
　
「
十
津
川
郷
学
校
量
況
　
附
学
費
ノ
事

　
　
…
…
明
治
二
年
、
春
十
津
川
全
郷
ノ
士
族
二
五
千
石
ノ
賞
典
禄
ヲ
賜
ヒ
シ
カ
明

　
治
六
年
三
月
全
郷
ノ
協
議
ニ
ョ
ツ
デ
悉
ク
還
禄
シ
朝
廷
二
金
｝
○
万
九
六
二
五
円

　
ヲ
賜
ヘ
リ
　
是
二
於
テ
ニ
万
二
六
二
五
円
ヲ
全
的
ノ
旧
負
債
二
支
消
シ
、
残
金
八

　
万
七
千
円
ノ
中
二
万
円
を
五
十
四
村
ノ
学
費
二
六
万
七
千
円
ヲ
全
郷
諸
費
及
ヒ
臨

　
時
扶
助
不
慮
ノ
備
ト
シ
総
テ
之
ヲ
一
割
五
分
ノ
利
子
ヲ
以
テ
他
二
貸
但
シ
其
総
利

　
金
ノ
中
三
六
〇
〇
円
ヲ
以
テ
全
郷
四
十
六
校
一
歳
ノ
入
費
ト
ス
　
是
レ
其
概
略
ナ

　
リ
＝
・
・
▼
◎

⑳
　
明
治
十
九
年
大
阪
府
達
　
第
三
八
一
号

　
　
「
小
学
校
資
産
管
理
規
程
」

　
　
　
　
（
『
奈
良
県
教
育
八
十
年
史
』
一
六
四
頁
）

㊧
山
辺
郡
都
二
村
針
、
今
西
忠
男
氏
談
。

⑱
　
山
辺
郡
導
爆
村
室
津
、
中
窪
寿
雄
講
談
。

　
　
明
治
十
年
代
、
室
津
村
、
松
尾
村
の
ニ
ケ
村
が
連
合
し
て
室
津
小
学
校
を
設
麗

　
し
た
が
、
明
治
十
四
年
に
創
始
さ
れ
た
「
積
立
金
」
は
、
現
在
も
「
小
学
校
農
立

　
’
金
」
の
名
称
で
存
在
し
、
両
大
字
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
観
音
講
」
が
そ

　
れ
を
保
管
し
て
い
る
と
い
う
。

⑳
拙
稿
註
㊧
前
掲
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
沢
大
学
助
手
）
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Property　Accumulated　in　the　School　District　and　its

　　　　　　　　Infiuences　on　the　Rura4　Community

　　　　　　　　　　　　　　　Case　Study　in　Nara　Pref．

by

Masahiro　Yamada

　　This　article　aims　to　point　out　the　effect　of　the　administrative　action

upon　the　rural　community．　With　this　intention，　taking　up　the　school

district　and　the　property　accumulated　in　it　at　the　ear！y　years　of　Meiji’

Era，　the　auther　investigates　the　relation　between　the　school　district　and

the　rural　community，　the　rural　community，　the　influence　on　the　unity

of　the　school　district　and　the　loca1　variation　based　on　the　character　of

each　community．

　　Tke　result　is　as　follows：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　1．　ln　many　cases，　the　common　property　of　the　community　（building

and　site）　has　become　possessed　by　eVery　school　district　as　schoolheuse

and　site，　which　required　that　the　school　should　have　had　several　func－

tions　as　the　community　center　in　adition　to　that　of　education．

　　2．　ln　the　other　hand，　two　character・istics　are　recognized：　savings　in

the　school　district　are　mainly　accumu｝ated　in　the　mountainous　region

　　　　considerable　variat量on　according　to　each　area（Nara　basin平野部，

Eastern　plateau大和高原and　Southem　mountatinous　area吉野地方）and

the　property　which　has　no　relation　with　the　coinrnon　property　of　the

community，　has　new｝y　establised　in　the　school　district．

　　ThrQugh　analysing　these　objects，　several　types　appeared　in　the　rela－

tion　between　the　school　district　and　the　rural　co！皿mullitY。　Moreover，

these　property　brings　the　uniformity　to　the　school　’district，　which　is

convinced　of　each　exarnple　appeared　through　the　movement　of　annexa－

tian　of　the　schoo！　district．

（322）


