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大
正
期
の
地
域
社
会
に
お
け
る
教
育
と
天
皇
制

-
　
大
崎
下
島
を
事
例
に
　
-

布

は

じ

め

に

日
露
戦
後
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
日
本
は
帝
国
主
義
的
膨
張
を
遂

げ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
内
外
か
ら
国
民
形
成
と
い
う
課
題
を
鋭
く
突

き
つ
け
ら
れ
た
。
帝
国
主
義
諸
列
強
の
対
立
=
「
万
国
対
時
」
状
況
は
、

地
方
自
治
体
を
「
国
家
の
た
め
の
共
同
体
」
　
に
再
編
す
る
こ
と
を
要
請

し
、
そ
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
国
民
統
合
」
が
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ

(
1
)

た
。
ま
た
、
植
民
地
支
配
の
拡
大
は
「
日
本
人
」
と
い
う
国
民
の
境
界

を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
を
不
断
に
惹
起
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
、
「
日
本
人
」
像
=
国
民
像
の
明
確
化
が
焦
眉
の
課
題
と
な
っ

(
2
)

た
。
さ
ら
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
総
力
戦
の
様
相
を
呈
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
総
力
戦
を
担
い
得
る
国
民
を
い
か
に
形
成
す
る
か
と
い
う
よ

(
3
)

り
深
刻
な
課
題
が
捉
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
当
該
時
期
は
い
わ
ゆ
る
「
民
衆
」
が
政
治
的
に
台
頭
す
る
時

期
で
あ
り
、
「
都
市
民
衆
騒
擾
」
を
初
め
と
す
る
「
民
衆
的
示
威
運
動
」

を
、
「
民
衆
の
判
断
」
が
政
治
上
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
示
し

た
も
の
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
一
方
で
、
扇
動
に
の
り
や
す
い
そ

の
受
動
的
な
性
格
を
い
か
に
政
治
的
に
陶
冶
し
て
い
く
か
と
い
う
課

題
、
即
ち
「
民
衆
」
を
政
治
の
主
体
的
な
担
い
手
と
し
て
ど
の
よ
う
に

(
-
)

位
置
付
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
始
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
「
民
衆
」
を
政
治
共
同
体
の
構
成
員
、
即
ち
国
民
と
し
て
形
成
し

て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
起
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
の
主
流
と
な
っ
た
民
本
主
義
を
産
み
出
す
基
礎

と
な
る
課
題
意
識
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
「
非
国
家
的
利
益
」
と
見
な
さ
れ
る
よ

(
5
)

う
な
、
人
々
の
「
私
的
利
害
」
が
噴
出
し
た
と
言
わ
れ
る
。
政
党
政
治

が
発
展
す
る
基
盤
と
し
て
政
治
史
研
究
の
分
野
で
注
目
さ
れ
た
「
地
方

(
6
)

利
益
」
　
の
実
現
要
求
な
ど
も
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
拙

稿
で
扱
う
「
教
育
熱
」
な
ど
も
「
私
的
利
害
」
噴
出
の
一
つ
の
あ
ら
わ



れ
方
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
「
民
衆
」
　
の
政
治
的
台

頭
と
並
ん
で
、
「
明
治
国
家
の
解
体
」
を
徐
々
に
進
行
さ
せ
る
要
因
と

し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

当
該
期
に
お
け
る
国
民
形
成
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
「
民
衆
」
　
の
政

治
的
台
頭
や
人
々
の
「
私
的
利
害
」
　
の
噴
出
に
直
面
し
な
が
ら
遂
行
さ

れ
て
い
っ
た
。
む
ろ
ん
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
形
成
と
い
う
課
題

は
、
日
露
戦
後
か
ら
大
正
期
に
い
た
っ
て
始
め
て
浮
上
し
て
き
た
も
の

で
は
な
い
。
明
治
維
新
期
に
お
い
て
取
り
組
ま
れ
た
諸
改
革
は
、
ま
さ

に
近
代
国
家
形
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
、
近
代
国
家
を
担

う
に
ふ
さ
わ
し
い
国
民
の
形
成
も
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
露
戦
後
か
ら
大
正
期
に
お
け
る
国
民
形
成
の
課
題
は
、
前
述

し
た
国
際
環
境
の
変
化
と
並
ん
で
、
「
民
衆
」
　
の
政
治
的
台
頭
や
人
々

の
　
「
私
的
利
害
」
　
の
噴
出
に
直
面
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、
維
新
期
と

決
定
的
に
異
な
る
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
維
新
期
に
作
ら
れ
始
め
た
政

治
・
行
政
・
文
化
の
シ
ス
テ
ム
は
、
最
早
否
定
や
抵
抗
の
対
象
で
は
な

く
、
「
私
的
利
害
」
を
実
現
す
る
回
路
と
し
て
利
用
さ
れ
始
め
て
い
た
。

拙
稿
は
、
「
私
的
利
害
」
　
の
噴
出
と
し
て
従
来
把
握
さ
れ
て
き
た
現

象
に
注
目
し
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
で
、
当
該
時
期
に
お
け
る
国
民
形
成

の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ろ
「
民
衆
」
の
政
治
的

台
頭
に
あ
え
て
注
目
し
な
い
理
由
は
、
そ
れ
が
広
い
意
味
で
の
　
「
私
的

利
害
」
　
の
噴
出
に
含
ま
れ
る
と
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
果

た
し
て
こ
れ
ら
の
「
私
的
利
害
」
と
は
、
い
か
な
る
意
味
で
「
私
的
」

な
の
か
。
「
地
方
利
益
」
の
実
現
要
求
に
せ
よ
、
「
教
育
熱
」
の
高
ま
り

に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
、
国
家
目
標
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
か
ら
「
私
的

利
害
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
は
、
府
県
市
町
村
の

公
共
事
業
に
か
け
る
期
待
と
密
接
不
可
分
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
「
私
的
利
害
」
と
は
、
断
じ
て
本
来
の
私
的
利
害
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
個
人
の
私
情
は
、
そ
う
し
た
「
私
的
利
害
」
　
の
噴
出
と
い

う
現
象
の
奥
底
に
隠
れ
潜
ん
で
い
る
。

当
該
時
期
、
柳
田
国
男
は
、
国
民
と
い
う
関
係
に
先
立
つ
存
在
と
し

て
「
常
民
」
と
い
う
概
念
を
創
出
し
た
。
「
常
民
」
と
は
「
い
つ
も
同

じ
と
こ
ろ
に
い
る
住
民
」
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ

の
土
地
の
生
活
文
化
の
担
い
手
と
し
て
想
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
柳

田
は
あ
え
て
そ
う
し
た
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
文
化

の
レ
ベ
ル
か
ら
既
成
の
「
日
本
人
」
像
に
異
を
唱
え
よ
う
と
し
た
の
で

(
7
)

あ
る
。
「
常
民
」
　
は
「
異
質
に
し
て
強
い
」
環
境
変
動
で
あ
っ
た
近
代

を
過
剰
に
内
面
化
し
新
た
な
生
活
構
造
を
主
体
的
に
形
成
し
て
い
く
面

(
8
)

が
見
ら
れ
る
が
、
時
に
は
、
逆
に
生
活
文
化
の
レ
ベ
ル
で
近
代
の
規
範

に
根
強
く
抵
抗
す
る
。
そ
う
し
た
受
容
と
抵
抗
の
奥
底
に
は
、
本
源
的

な
個
人
の
私
情
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
一
見
さ
さ
や
か
な
人
々
の
日
常
行

動
の
中
に
、
か
す
か
に
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
常
民
」

の
私
情
と
の
関
わ
り
で
、
国
民
形
成
の
課
題
が
い
か
な
る
形
で
進
め
ら

れ
て
行
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
い
か
な
る
「
国
民
」
が
形
成

さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
が
拙
稿
の
基
本
的
な
問
題
意
識
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
そ
う
し
た
問
題
設
定
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
当
該
時
期
に
「
私

的
利
害
」
が
噴
出
す
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
し
、
日
本

と
い
う
近
代
国
家
が
抱
え
込
ん
だ
諸
矛
盾
も
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
拙
稿
で
は
、
国
民
形
成
と
　
「
常
民
」
　
の
私
情
と



大正期の地域社会における教育と天皇制(布川)

の
関
わ
り
を
考
察
し
得
る
意
も
重
要
な
分
析
対
象
と
し
て
、
「
常
民
」

の
生
活
文
化
を
措
定
し
た
い
。

だ
が
、
「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
は
、
そ
れ
が
即
個
人
の
私
情
や
私
利

私
欲
の
表
現
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
一
面
に
お
い
て
、
歴
史

的
に
形
成
さ
れ
き
た
生
活
様
式
で
あ
り
、
生
活
規
範
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
半
ば
公
的
な
色
彩
を
帯
び
た
村
や
町
の
秩

序
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、

拙
稿
が
こ
れ
か
ら
分
析
す
る
よ
う
に
、
教
育
を
通
じ
た
国
民
形
成
は
「
常

民
」
　
の
生
活
文
化
と
衝
突
す
る
が
、
そ
れ
は
、
往
々
に
し
て
、
「
伝
統

と
近
代
」
　
の
衝
突
と
い
う
分
析
枠
組
の
な
か
に
す
っ
ぽ
り
収
め
ら
れ
て

し
ま
う
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
し
、
強
力
な
「
国
民
統
合
」
　
に
対
す
る

「
土
俗
的
」
な
抵
抗
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、
他
面

に
お
い
て
、
人
々
が
「
異
質
に
し
て
強
い
」
環
境
変
動
で
あ
っ
た
近
代

を
過
剰
に
内
面
化
し
、
生
活
構
造
を
自
己
革
新
し
て
い
っ
た
こ
と
の
み

に
目
を
奪
わ
れ
る
と
、
「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
と
国
民
形
成
と
の
乱
轢

が
見
え
な
く
な
り
、
明
治
・
大
正
期
の
社
会
史
は
、
近
代
化
の
典
型
と

し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
近
代
を
相
対
化
す
る
と
い
う

安
易
な
試
み
の
好
餌
と
な
っ
て
し
ま
う
。

「
伝
統
と
近
代
の
衝
突
」
、
あ
る
い
は
「
近
代
の
典
型
」
と
い
う
認

識
の
仕
方
は
、
当
該
期
の
日
本
社
会
史
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
と
が
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
現
実
、

あ
る
い
は
、
拙
稿
の
課
題
に
引
き
付
け
れ
ば
、
国
民
形
成
の
課
題
と
「
常

民
」
　
の
生
活
文
化
と
の
分
裂
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
「
伝
統
と
近
代
の

衝
突
」
、
あ
る
い
は
「
近
代
の
典
型
」
と
い
う
認
識
の
仕
方
が
、
単
な

る
現
実
の
追
認
で
あ
る
な
ら
は
、
無
意
味
で
あ
る
。
問
題
は
、
何
故
当

該
期
の
社
会
史
に
お
い
て
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
と
が
分
裂
し
て
い
る

の
か
、
何
故
国
民
形
成
の
課
題
と
「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
と
が
分
裂
し

て
い
る
の
か
、
と
い
う
形
で
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に

解
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
「
伝
統
と
近
代
」
、
な
い
し
は
国
民
形
成
の

課
題
と
「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
と
い
う
二
項
対
立
的
な
把
握
で
は
不
十

分
で
あ
り
、
そ
の
二
項
対
立
を
克
服
す
る
新
た
な
視
座
が
求
め
ら
れ
る
。

拙
稿
は
、
そ
の
新
た
な
視
座
こ
そ
が
、
「
常
民
」
　
の
私
情
に
即
し
て
分

析
す
る
立
場
に
あ
る
と
考
え
る
。

当
該
時
期
に
お
い
て
あ
る
べ
き
国
民
像
の
規
範
と
さ
れ
た
の
は
、
「
教

育
勅
語
」
や
「
軍
人
勅
諭
」
な
ど
に
う
た
わ
れ
た
、
天
皇
に
絶
対
的
に

臣
従
す
る
「
臣
民
」
と
し
て
の
倫
理
規
範
で
あ
っ
た
。
大
雑
把
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
人
々
へ
の
注
入
こ
そ
が
国
民

形
成
の
主
た
る
目
標
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
大
衆
的
に
浸
透
し
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
を
盾
と
す
る
権
利
主
張
や
社

(
9
)

会
運
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
大
衆
へ
の
浸
透
と
い
う
課
題
を
担
っ
た
の
は
学
校
教
育
で
あ
っ

た
。
し
か
し
一
方
で
、
学
校
教
育
で
は
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
容

が
人
々
に
内
面
化
さ
れ
ず
、
「
立
身
出
世
」
意
識
を
介
し
て
身
振
り
・

(
1
0
)

手
振
り
と
し
て
浸
透
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
諸
研
究
は
、
「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
や
「
私
情
」
　
の
あ
り
方
と
の
関

わ
り
で
国
民
形
成
と
い
う
課
題
が
ど
の
よ
う
に
帰
結
し
て
い
く
の
か
と

い
う
問
題
を
、
学
校
教
育
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
場
合
、
重
要
な
手

が
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。



拙
稿
は
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
大
崎
下
島
(
現
広
島
県
豊
田
郡
豊
町
)

を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。
島
内
の
御
手
洗
町
は
近
世
瀬
戸
内
海
航
路

の
要
衝
と
し
て
繁
栄
し
た
が
明
治
以
降
衰
退
し
、
「
色
街
」
を
中
心
と

し
た
商
業
の
町
と
し
て
そ
の
栄
華
を
し
の
ば
せ
る
の
み
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
大
長
・
久
友
両
村
は
労
働
集
約
的
な
柑
橘
栽
培
に
成
功

し
、
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
は
著
し
い
生
活
水
準
の
向
上
が
見
ら
れ

(〓)
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
詳
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
三
町
村
は
い
ず
れ
も

学
校
教
育
の
発
展
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
県
内
屈
指
の
教
育
町
村
と
し

て
名
を
は
せ
た
。

註
(
1
)
　
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
七
三
年
。
と
り
わ
け
、
同
書
「
第
一
章
　
地
方
改
良
運
動
の
論
理
と

展
開
-
日
露
戦
後
の
国
家
と
「
共
同
体
」
-
」
を
参
照
。

(
2
)
　
小
熊
英
二
『
「
日
本
人
」
　
の
境
界
』
、
新
曜
社
、
一
九
九
八
年
。

(
3
)
　
例
え
ば
、
後
に
大
阪
市
長
と
し
て
辣
腕
を
ふ
る
っ
た
関
一
は
、
友
愛

会
兵
庫
支
部
の
発
会
式
に
お
い
て
演
説
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
は
「
工

業
力
並
び
に
生
産
力
の
如
何
」
に
よ
っ
て
勝
敗
が
決
ま
る
戦
争
で
あ
り
、

日
本
に
お
い
て
も
大
規
模
な
工
業
組
織
を
作
り
上
げ
、
さ
ら
に
、
労
働

組
合
や
消
費
組
合
の
結
成
に
よ
っ
て
労
働
者
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
高

い
工
業
生
産
力
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
　
(
『
神
戸
又
新

日
報
』
、
大
正
五
年
三
月
六
日
付
)
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
、
実
際
に
展

開
し
っ
つ
あ
る
総
力
戦
の
有
様
を
踏
ま
え
て
、
一
国
の
生
産
力
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
を
重
要
課
題
と
し
て
意
識
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
社
会
政

策
の
必
要
性
を
唱
え
る
議
論
が
よ
く
見
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
議
論
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
労
働
者
を
含
む
「
民
衆
」
　
を
、
そ
の

国
民
な
い
し
は
「
公
民
」
・
「
市
民
」
と
し
て
陶
冶
し
て
い
く
べ
き
で
あ

る
と
い
う
議
論
の
源
流
の
一
つ
を
形
成
し
て
い
る
。

(
4
)
　
吉
野
作
造
「
民
衆
的
示
威
運
動
を
諭
す
」
、
『
中
央
公
論
』
大
正
三
年

四
月
号
。
拙
稿
で
は
、
三
谷
太
一
郎
編
『
日
本
の
名
著
4
8
　
吉
野
作
造
』

(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
)
　
に
所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
。

(
5
)
　
三
谷
太
一
郎
『
日
本
政
党
政
治
の
形
成
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
六
七
年
。

(
6
)
　
同
前
書
、
及
び
有
泉
貞
夫
『
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
』
、
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
〇
年
。

(
7
)
　
柳
田
国
男
の
「
常
民
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
加
藤
典
洋
『
日

本
人
の
自
画
像
』
(
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
と
り
わ
け
、
同
書
「
第

三
部
　
近
代
以
後
」
　
の
　
「
第
二
章
　
柳
田
国
男
と
民
俗
学
」
)
　
が
注
目

す
べ
き
再
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
拙
稿
は
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。

(
8
)
　
中
川
活
『
日
本
都
市
の
生
活
変
動
』
、
効
草
害
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

同
書
は
、
主
と
し
て
都
市
民
衆
の
生
活
構
造
の
変
動
を
分
析
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
近
代
が
人
々
の
生
活
構
造
に
と
っ
て
「
異
質
に
し
て
強
い
」

環
境
変
動
で
あ
っ
た
と
ら
え
る
点
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
過
剰
に
内
面
化

す
る
人
々
の
対
応
と
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
の
法
則
に
逆
行
す
る
よ
う
な
食

費
の
切
り
詰
め
と
教
育
費
へ
の
投
資
に
注
目
し
て
い
る
点
で
、
筆
者
の

分
析
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
9
)
　
鈴
木
正
幸
『
近
代
天
皇
制
の
支
配
秩
序
』
、
校
倉
書
房
、
一
九
八
六

年
。

(
1
0
)
　
広
田
照
幸
『
陸
軍
将
校
の
教
育
社
会
史
-
立
身
出
世
と
天
皇
制
-
』
、

世
織
書
房
、
一
九
九
七
年
。

(
‖
)
　
豊
町
教
育
委
員
会
編
『
豊
町
史
　
本
文
編
』
　
(
二
〇
〇
〇
年
)
　
の
持
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部
真
人
「
Ⅲ
　
み
か
ん
の
世
紀
　
第
一
章
　
黄
金
に
輝
く
島
」
、
及
び
、

同
「
大
長
ミ
カ
ソ
に
関
す
る
史
的
考
察
」
　
(
『
広
島
大
学
農
業
水
産
経
済

研
究
』
第
9
号
、
一
九
九
九
年
三
月
)
　
を
参
照
。

I
　
日
露
戦
後
に
お
け
る
教
育
行
政
と
地
域
社
会

1
.
教
育
行
政
の
動
向

最
初
に
大
崎
下
島
の
明
治
期
に
お
け
る
教
育
行
政
の
動
向
を
概
観
し

た
い
。
一
八
八
六
　
(
明
治
一
九
)
　
年
の
各
町
村
の
　
「
学
校
費
」
　
(
教
育

費
)
支
出
を
見
る
と
、
大
長
村
は
五
円
で
財
政
支
出
全
体
の
一
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
久
友
村
に
い
た
っ
て
は
学
校
費
が
計
上

さ
れ
て
い
な
い
。
近
世
後
期
に
寺
子
屋
で
の
教
育
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た

御
手
洗
町
の
一
八
八
八
　
(
明
治
二
一
)
年
の
教
育
費
は
二
百
十
六
円
三

十
五
銭
で
、
他
の
二
村
と
比
べ
れ
ば
高
額
で
あ
る
が
、
財
政
支
出
に
占

め
る
割
合
は
二
二
。
バ
ー
セ
ソ
ト
で
日
露
戦
後
の
教
育
費
支
出
の
割
合
に

(
1
)

比
べ
れ
ば
か
な
り
少
な
い
と
い
え
る
。

日
清
戦
後
に
な
る
と
、
積
極
的
な
教
育
事
業
が
始
ま
る
。
久
友
村
の

久
比
区
で
は
二
八
九
七
　
(
明
治
三
〇
)
年
一
月
に
「
学
校
基
本
財
産
積

立
に
関
す
る
申
合
規
約
」
が
取
り
決
め
ら
れ
、
村
内
の
各
戸
に
夏
橙
を

植
え
て
そ
の
収
益
を
学
校
基
本
財
産
と
し
て
寄
付
す
る
こ
と
に
な
っ

(
2
)

た
。
そ
の
寄
付
金
額
は
、
一
九
〇
一
(
明
治
三
四
)
年
に
三
十
四
円
、

一
九
〇
二
年
に
六
十
六
円
三
十
六
銭
、
一
九
〇
三
年
に
百
二
十
一
円
五

.

1

・

、

十
銭
と
年
々
順
調
に
伸
び
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
村
は
一
九
〇
三
(
明

治
三
六
)
年
に
高
橋
一
雄
を
村
長
に
迎
え
た
。
高
橋
は
師
範
学
校
を
卒

業
し
た
後
、
広
島
県
内
の
賀
茂
郡
や
豊
田
郡
で
教
鞭
を
と
り
、
県
下
の

優
良
教
員
十
指
に
は
い
る
ほ
ど
の
高
い
評
価
を
得
、
豊
田
郡
教
育
会
の

(
4
)

会
長
を
経
て
、
広
島
県
属
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て
教

育
畑
を
歩
い
て
き
て
実
績
を
も
っ
て
い
た
人
物
を
村
長
に
迎
え
た
と
こ

ろ
に
、
久
友
村
の
教
育
行
政
へ
の
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

日
露
戦
後
に
な
る
と
、
よ
り
積
極
的
な
教
育
行
政
が
展
開
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
久
友
村
の
久
比
区
で
は
一
九
〇
六
　
(
明
治
三
九
)
年
に

「
学
資
金
貸
与
ノ
法
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
日
露
戦
勝
記
念
事

業
と
し
て
取
り
組
ま
れ
、
村
民
か
ら
寄
付
金
を
募
っ
て
奨
学
金
制
度
を

(
5
)

設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
奨
学
金
は
中
学
校
進
学
者
に
貸
与
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
即
ち
、
「
中
等
教
育
を
奨
励
す
る
こ
と
」

に
よ
っ
て
「
人
材
養
成
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
試
み
だ
っ
た
わ
け

(
6
)

で
あ
る
。
こ
の
年
の
五
月
二
四
日
に
は
二
千
百
九
十
円
の
寄
付
金
が
受

(
7
)

納
さ
れ
て
い
る
。

大
長
村
で
も
久
友
村
同
様
、
日
露
戦
後
に
積
極
的
な
教
育
行
政
が
展

開
さ
れ
た
。
大
長
村
で
は
従
来
御
手
洗
町
と
共
同
で
桃
山
高
等
小
学
校

を
設
け
て
い
た
が
、
一
九
〇
九
(
明
治
四
二
)
年
五
月
、
日
露
戦
勝
記

念
事
業
と
し
て
大
長
村
独
自
の
高
等
小
学
校
を
設
立
し
、
同
時
に
一
万

三
千
円
の
予
算
を
計
上
し
て
尋
常
小
学
校
を
新
築
す
る
こ
と
に
決
し
た

(
8
)

の
で
あ
る
。

2
.
教
育
事
業
の
進
展

久
友
村
や
大
長
村
が
日
露
戦
後
に
教
育
行
政
に
お
い
て
積
極
的
な
動

き
を
と
り
得
た
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
両
村
に
お
い
て
柑
橘
栽
培
が
順
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調
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
図
1
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
村
税
収
入
の
伸
び
に
反
映
し
て
お
り
、
図
2
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
歳
出
に
占
め
る
教
育
費
の
割
合
が
大
き
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
行
政
が
積
極
化
す
る
中
で
就
学
率
も
大
き
く
伸
び
て
い

っ
た
。
大
長
尋
常
小
学
校
の
前
身
で
あ
る
大
長
小
学
修
道
会
の
一
八
七

三
　
(
明
治
六
)
年
の
就
学
状
況
を
見
る
と
、
学
齢
児
童
四
百
二
十
人
に

対
し
て
就
学
者
は
十
六
人
、
就
学
率
は
僅
か
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な

(

り

一

か
っ
た
。
当
時
他
の
二
村
に
比
べ
て
相
対
的
に
教
育
熱
心
だ
っ
た
御
手

洗
町
に
お
い
て
も
、
一
八
八
六
年
の
段
階
で
就
学
率
は
六
〇
。
バ
ー
セ
ン

ト
に
届
か
ず
、
一
八
八
八
　
(
明
治
二
一
)
　
年
の
段
階
で
は
、
「
兎
角
不

就
学
の
子
女
多
く
当
路
者
之
を
欺
き
、
各
戸
に
就
き
督
促
」
し
な
け
れ

(
用
一

ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
〇
　
(
明
治
三
三
)

年
の
大
長
尋
常
小
学
校
の
就
学
率
は
七
四
.
バ
ー
セ
ソ
ト
に
ま
で
向
上
し

て
い
る
。
学
齢
児
童
の
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
百
二
十
人
の
不
就

学
者
に
関
し
て
は
、
「
窮
民
ニ
テ
子
守
ヲ
成
サ
シ
メ
」
る
た
め
と
い
う

理
由
が
あ
が
っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
、
「
父
兄
ノ
モ
ノ
柑
橘
類
或
ハ
果

物
等
其
時
季
二
応
シ
テ
行
商
ノ
為
他
出
」
す
る
た
め
に
就
学
で
き
な
い

(‖)

児
童
が
二
十
人
い
た
。
さ
ら
に
、
日
露
戦
争
開
戦
の
年
で
あ
る
一
九
〇

四
(
明
治
三
七
)
年
の
大
長
村
尋
常
小
学
校
の
就
学
率
は
九
六
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
に
達
し
、
明
治
四
〇
年
代
に
入
る
と
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

、H、

に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
学
校
が
地
域
の
生
活
文
化
に
大
き
な
位
置
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
政
府
は

地
方
改
良
運
動
な
ど
に
お
い
て
地
域
社
会
を
再
編
す
る
装
置
と
し
て
学

校
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
学
校
教
育
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が

ら
地
域
社
会
を
再
編
す
る
先
兵
と
し
て
日
露
戦
後
に
組
織
さ
れ
た
の
が

青
年
会
　
(
青
年
団
)
　
で
あ
っ
た
。
御
手
洗
町
の
青
年
団
と
し
て
御
手
洗

青
年
倶
楽
部
が
組
織
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
七
　
(
明
治
四
〇
)
　
年
一
〇
月

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
指
導
者
と
な
っ
た
藤
田
倶
楽
部
長
は
長
年
御
手
洗

(〓)

小
学
校
の
教
員
を
務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
御
手
洗
青
年
倶
楽

部
は
一
九
〇
八
　
(
明
治
四
一
)
年
四
月
か
ら
夜
学
会
を
組
織
し
た
が
、

そ
れ
は
「
尋
常
部
、
高
等
部
及
女
子
部
の
三
部
」
か
ら
な
り
、
「
国
語
、

修
身
、
算
術
な
ど
智
育
徳
育
を
養
成
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

∴
〓
-
1
.

で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
小
学
校
教
育
の
補
習
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
青
年
会
が
学
校
教
育
と
深
く
結
び
つ
い
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

青
年
会
が
地
域
社
会
を
再
編
す
る
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
町
村

行
政
の
指
導
者
と
の
関
係
が
円
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
が
、
大
長

村
青
年
会
な
ど
は
「
会
長
、
副
会
長
其
人
を
得
且
有
志
と
の
関
係
頗
る

lけ"

円
満
」
と
い
う
評
価
を
得
て
い
た
。
ま
た
、
青
年
会
は
村
落
を
単
位
と

す
る
旧
来
の
若
者
組
(
若
連
中
)
　
を
解
体
・
再
編
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
お
り
、
大
長
村
青
年
会
が
主
催
し
た
敬
老
会
で
は
、
老
人
た
ち
が
「
昔

の
若
連
中
は
よ
く
悪
戯
を
行
ひ
地
方
の
弊
害
を
作
る
こ
と
多
か
り
L
に

(
1
6
)

今
の
青
年
は
親
切
な
り
」
と
い
っ
た
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

学
校
教
育
が
地
域
社
会
の
要
の
位
置
に
座
る
た
め
に
は
、
学
校
そ
れ

自
体
が
地
域
住
民
の
内
面
に
精
神
的
な
拠
り
所
と
し
て
の
位
置
を
占
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
教
育
行
政
の
積
極
化
や
就
学
率
の
向
上
は



学
校
へ
の
地
域
住
民
の
期
待
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
の

み
な
ら
ず
、
地
域
の
要
と
し
て
学
校
を
住
民
に
認
識
さ
せ
る
た
め
に
は

独
自
の
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
最
も
わ
か
り
や
す
い
形

で
表
し
た
の
が
御
手
洗
小
学
校
の
事
例
で
あ
っ
た
。
御
手
洗
町
で
は
一

九
一
七
(
大
正
六
)
年
に
天
満
宮
が
新
築
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
際
し
て

御
手
洗
小
学
校
の
校
長
で
あ
っ
た
水
野
忠
は
自
ら
が
発
起
人
と
な
っ
て

同
年
二
月
二
五
日
に
菅
原
道
真
公
追
慕
会
を
開
催
し
て
い
る
。
水
野
は

追
慕
会
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
「
非
常
ノ
熱
誠
」
を
示
し
、
「
官
公
署

員
、
軍
人
・
青
年
両
会
員
、
町
会
議
員
、
組
長
二
案
内
状
ヲ
出
」
し
て

出
席
を
呼
び
か
け
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
町
内
有
力
者
か
ら
積
極
的
な

賛
同
が
得
ら
れ
、
開
会
中
で
あ
っ
た
町
会
を
中
止
し
て
追
慕
会
に
参
加

す
る
な
ど
の
動
き
も
見
ら
れ
た
結
果
、
来
賓
老
五
〇
名
に
及
ぶ
大
成
功

】
舶
【

を
お
さ
め
た
。
水
野
が
こ
の
追
慕
会
を
開
催
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
、

「
吾
力
御
手
洗
町
ハ
菅
公
筑
紫
へ
左
遷
ノ
節
御
立
寄
ニ
ナ
リ
今
ノ
本
川

ニ
テ
御
手
ヲ
洗
ハ
レ
ク
ル
ニ
依
ル
町
名
ニ
シ
テ
菅
公
ト
本
町
ト
ハ
深
キ

(
I
8
)

縁
故
ア
ル
歴
史
ヲ
有
ス
ル
カ
故
」
に
、
そ
う
し
た
歴
史
認
識
を
住
民
に

定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
学
問
の
神
と

し
て
の
菅
原
道
真
、
そ
の
昔
公
と
御
手
洗
町
と
の
深
い
結
び
つ
き
な
る

も
の
を
あ
え
て
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
・
学
校
を
地
域
住
民

の
精
神
的
な
支
え
に
ま
で
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
強
く
見
ら
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
水
野
は
追
慕
会
の
締
め
括
り
と
し
て
、
御
手
洗
小
学

(
I

9
)

校
の
生
徒
全
員
を
天
満
宮
に
参
拝
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

3
.
教
育
事
業
を
め
ぐ
る
諸
問
題

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
教
育
事
業
が
果
た
し
て
ね
ら
い
通

り
に
国
民
形
成
と
い
う
課
題
を
な
し
と
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
校
教

育
が
地
域
住
民
の
内
面
的
な
支
持
を
獲
得
す
る
上
で
重
要
な
指
標
は
就

学
率
で
あ
る
が
、
確
か
に
日
露
戦
後
就
学
率
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
就
学
の
内
実
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

一
九
〇
四
　
(
明
治
三
七
)
年
の
大
長
村
の
就
学
率
は
九
六
二
二
.
パ
ー
セ

ン
ト
に
達
し
て
い
た
が
、
同
年
の
平
均
出
席
率
を
見
る
と
七
二
パ
ー
セ

ン
ト
に
し
か
達
し
て
お
ら
ず
、
と
り
わ
け
女
子
の
出
席
率
は
六
〇
。
バ
ー

(知)

セ
ソ
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
時
点

で
の
大
長
村
の
不
就
学
者
に
関
し
て
は
、
「
窮
民
ニ
テ
子
守
ヲ
成
サ
シ

メ
」
る
た
め
と
い
う
理
由
が
あ
が
っ
て
い
た
が
、
女
子
の
出
席
率
が
と

り
わ
け
悪
い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
一
九
〇
〇
年
時
点
で
の
不
就
学
者

が
一
九
〇
四
年
時
点
で
の
不
出
席
者
に
横
滑
り
し
て
い
る
こ
と
が
充
分

想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
図
3
を
見
る
と
就
学
者
数
は
ほ
.
ほ

順
調
に
伸
び
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
穆
了
著
が
横
ば
い
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
尋
常
小
学
校
を
ま
と
も
に
修
了
し
て
い
な
い
児
童
の
存
在
を
う
か

が
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
推
測
か
ら
、
日
露
戦
後
に
青
年
会
が
夜
学
会
を

開
設
し
て
小
学
校
の
補
習
教
育
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
う
か
び
あ

が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
学
校
に
通
っ
て
や
が
て
卒
業
す

る
こ
と
が
当
り
前
と
い
う
表
向
き
の
雰
囲
気
が
あ
h
ソ
な
が
ら
、
実
は
当

り
前
の
状
況
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
無
視
で
き
な
い
故
の
児

童
、
そ
し
て
そ
の
児
童
を
学
校
か
ら
遠
ざ
け
る
「
窮
民
」
世
帯
の
存
在

は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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図3　大長村尋常小学校就学状況

瀾鶴野
出典;「大長村定例報告」より作成

学
校
が
地
域
社
会
の
要
と
な
る
べ
く
、
地
域
社
会
を
再
編
し
て
い
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
青
年
会
は
旧
来
の
若
衆
組
の
解
体
・
再
編
を
目
指
し
て
い
た
。

し
か
し
、
大
崎
下
島
か
ら
日
露
戦
争
に
出
征
し
た
あ
る
兵
士
は
、
戦
地

か
ら
の
手
紙
の
中
で
、
「
宿
子
連
中
へ
も
□
御
書
状
差
出
し
御
様
子
御

伺
申
上
る
筈
二
候
得
共
、
軍
務
多
忙
二
附
キ
失
礼
致
す
可
く
候
間
、
宜

り
印
円

敷
御
伝
言
□
り
被
成
度
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
若
者
宿
を
中
心
と
す
る

若
連
中
の
結
び
つ
き
が
伺
え
る
が
、
果
た
し
て
青
年
会
が
組
織
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
結
び
つ
き
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
や
や
後
年
の
新
聞
記
事
で
は
あ
る
が
、
大
長
小
学
校
に
在
職

し
た
こ
と
の
あ
る
一
教
師
は
、
在
職
時
に
感
じ
た
大
長
村
の
気
風
を
次

の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

此
村
へ
転
任
し
て
か
ら
と
言
ふ
も
の
全
く
の
喧
嘩
腰
で
す
。
学
校

の
先
生
だ
か
ら
と
言
っ
て
先
に
挨
拶
を
し
て
呉
れ
る
だ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
と
大
間
違
い
で
す
。
村
有
志
か
ら
青
年
団
員
よ
り
学
校

の
生
徒
に
至
る
ま
で
さ
う
し
た
気
風
が
あ
り
ま
す
。
(
中
略
)
蜜

柑
採
取
前
よ
り
早
春
に
か
け
て
は
非
常
に
多
忙
で
す
が
、
夏
季
は

殆
ど
遊
び
暮
ら
す
と
言
っ
て
も
好
い
位
で
す
か
ら
、
従
っ
て
村
の

風
紀
も
余
り
好
い
ほ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夜
這
な
ど
も
盛
で
私

生
児
が
多
く
、
お
ま
け
に
ご
承
知
の
隣
の
粉
自
黛
黒
の
巷
た
る
御

じ
琳
爪

手
洗
町
へ
酒
色
を
浴
び
に
行
く
も
の
が
多
い
の
で
す
。

こ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
大
長
村
の
有
力
者
・
青
年
団
員
・
生
徒
に
い

た
る
ま
で
、
教
師
の
権
威
を
も
の
と
も
し
な
い
気
風
が
あ
り
、
教
師
は

喧
嘩
腰
で
応
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。



と
い
う
こ
と
は
、
学
校
と
青
年
団
の
構
成
員
・
村
内
有
力
者
の
関
係
も

必
ず
し
も
円
満
で
は
な
く
、
学
校
が
地
域
社
会
の
要
と
は
な
り
得
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
学
校
・
青
年
団
・
地
域
社
会
の
生
活
文
化
と

い
う
三
者
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
興
味
深
い
出
来
事
が
御
手
洗
町
で

お
こ
っ
て
い
る
。
一
九
〇
九
(
明
治
四
二
)
年
、
御
手
洗
青
年
倶
楽
部

は
左
義
長
を
「
値
習
」
と
し
て
全
廃
し
、
消
防
出
初
式
に
変
更
す
る
こ

(
2
3
)

と
に
決
め
た
。
左
義
長
と
は
旧
暦
正
月
一
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
火
祭

で
、
子
供
た
ち
が
ト
ン
ド
を
作
っ
て
燃
や
す
行
事
で
あ
っ
た
。
御
手
洗

町
で
は
同
じ
旧
暦
正
月
一
五
日
に
神
明
祭
が
古
来
行
わ
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
、
御
手
洗
町
の
六
つ
の
組
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
大
神

明
と
い
う
も
の
を
巻
い
て
作
る
祭
で
あ
り
、
「
古
書
に
　
『
神
明
祭
る
事

は
宝
暦
の
頃
東
組
よ
り
始
ま
り
て
其
の
後
西
組
に
も
巻
く
事
と
な
り
云

々
』
と
あ
る
事
よ
り
見
れ
ば
、
余
程
の
歴
史
を
持
っ
て
居
る
ら
し
い
」

(
2
1
〉

と
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
七
五
九
　
(
宝
暦
九
)
年
に
御
手
洗
で
そ

(
2
5
)

の
過
半
を
焼
失
す
る
と
い
う
大
火
事
が
あ
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ

を
記
憶
に
と
ど
め
「
火
の
用
心
」
　
に
こ
こ
ろ
が
け
る
よ
う
に
と
い
う
目

的
で
始
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
は
大
火
事
と
の
関
連
は
忘

れ
去
ら
れ
、
「
こ
の
日
町
役
人
は
何
れ
も
鍛
子
の
袴
を
穿
ち
金
銀
糸
刺

繍
入
り
の
火
事
羽
織
と
扮
装
で
町
内
を
廻
っ
て
、
そ
の
衣
裳
比
べ
」
を

す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
た
よ
う
で
、
御
手
洗
町
有
力
者
の
生
活
の

一

2

6

〉

豪
著
さ
を
確
認
す
る
祭
に
意
味
が
転
換
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
神
明
を
巻
か
な
け
れ
ば
其
の
年
に
火
事
が
あ
る
と
云
ふ
迷
信
」

(訂)

が
大
正
期
に
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
火
の
用
心
」
　
の
た
め
と
い
う
意

識
は
町
民
の
中
に
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
左
義
長
は
お
そ
ら
く
こ

の
神
明
祭
の
子
供
版
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

青
年
会
が
そ
の
左
義
長
を
「
随
習
」
と
し
て
消
防
出
初
式
に
変
更
す

る
こ
と
に
し
た
の
は
、
ト
ン
ド
焼
き
を
「
火
の
用
心
」
　
に
む
し
ろ
逆
行

す
る
子
供
の
火
遊
び
と
判
断
し
、
消
防
と
い
う
火
災
に
直
接
合
理
的
に

対
処
す
る
集
団
行
動
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
に
重
き
を
お
く
よ
う
な
、

「
呪
術
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
志
向
性
を
も
つ
極
め
て
近
代
的
合
理
的

価
値
判
断
が
は
た
ら
い
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
一
九
一
三
　
(
大
正

二
)
年
の
旧
暦
正
月
一
五
日
は
、
小
学
校
の
教
員
が
左
義
兵
を
「
禁
戒
」

し
た
た
め
生
徒
が
落
胆
し
、
左
義
長
は
二
、
三
個
作
ら
れ
た
の
み
で
町

(
へ
二

内
は
「
至
極
静
」
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
「
値
習
」
　
の
廃
止

に
学
校
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、

そ
れ
は
論
議
ね
ぎ
の
完
全
な
押
し
付
け
で
あ
り
、
教
師
が
「
常
民
」
　
の

側
に
立
っ
て
生
活
文
化
の
意
味
を
考
え
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子
供
た
ち
が
落
胆
し
た
と
い
う
こ
と
も
興
味
深

い
。と

こ
ろ
が
、
そ
の
左
義
兵
が
翌
一
九
一
四
　
(
大
正
三
)
　
年
か
ら
完
全

、
㌧
▼
l

復
活
す
る
。
青
年
会
の
方
針
と
学
校
の
は
た
ら
き
か
け
が
完
全
に
失
敗

し
た
の
で
あ
る
。
「
特
別
記
録
」
　
の
同
年
二
月
九
日
の
記
事
は
次
の
よ

う
に
伝
え
て
い
る
。

旧
暦
正
月
十
五
日
二
当
ル
左
義
兵
　
(
ト
ン
ド
)
　
ハ
小
供
ノ
持
チ
遊

ヒ
ニ
小
ナ
ル
モ
ノ
三
、
四
個
調
成
ス
ト
監
そ
、
雨
雲
ノ
為
メ
市
中

ヲ
担
キ
廻
ル
事
ハ
出
来
ス
、
翌
十
日
十
番
組
ノ
分
ハ
市
中
ヲ
一
回

廻
リ
シ
ノ
ミ
、
住
吉
組
ノ
分
ハ
埠
頭
ニ
テ
ネ
ラ
ス
ノ
ミ
ニ
テ
共
に

10
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焼
失
セ
リ
、
但
住
吉
組
ニ
ハ
少
々
喧
嘩
モ
ア
リ
、
怪
我
人
モ
ア
リ

タ

リ

ト

云

フ

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
火
の
つ
い
た
ト
ン
ド
を
担
い
で
「
市
中
」
を

廻
っ
た
り
、
埠
頭
で
わ
ら
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
喧
嘩
」
が
あ
っ
た
り
、

か
な
り
賑
や
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
青
年
会
の
決
議
と

学
校
の
押
し
付
け
を
跳
ね
返
し
て
、
左
義
長
は
見
事
に
復
活
し
た
。
確

か
に
、
六
組
の
内
二
組
の
記
事
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、

「
喧
嘩
」
や
「
怪
我
人
」
と
い
う
記
述
の
な
か
に
、
左
義
長
と
い
う
祭

の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
本
源
的
な
「
常
民
」
　
の
私
情
が
、
微
か
で
は
あ

る
が
、
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
翌
年
の
一
九
一
五
(
大

正
四
)
　
年
八
月
一
〇
日
、
御
手
洗
青
年
会
総
会
で
校
長
排
斥
が
決
議
さ

茹
-

れ
、
青
年
会
と
学
校
と
の
亀
裂
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

人
中
括
)

こ
こ
で
、
小
括
を
し
て
お
き
た
い
。
大
崎
下
島
に
お
け
る
教
育
事
業

は
日
露
戦
後
か
ら
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
、
教
育
行
政
は
校
舎
の
新
築

な
ど
学
校
施
設
の
充
実
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
上
級
学
校
へ
の
進
学

を
伸
ば
す
こ
と
そ
う
と
す
る
傾
向
を
も
ち
、
ま
た
、
学
校
を
通
じ
た
地

域
社
会
の
再
編
も
め
ざ
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
就
学
率
が
飛
躍
的
に
向

上
す
る
な
ど
、
学
校
が
地
域
の
生
活
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
う
る

条
件
が
整
い
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
注
入
す
る
国
民
形
成
の
た
め

の
装
置
と
し
て
よ
り
強
く
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。し

か
し
、
学
校
が
地
域
社
会
の
要
と
し
て
の
位
置
を
築
き
え
た
か
と

い
う
点
で
は
、
大
き
な
問
題
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
学
校
と
い
う

装
置
に
不
十
分
に
し
か
包
摂
さ
れ
て
い
な
い
　
「
窮
民
」
世
帯
の
存
在
は

無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
若
衆
組
の
残
存
、
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
は
そ
れ
と
結
び
付
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
夜
這
い
」
の
慣
行
、

さ
ら
に
は
学
校
の
圧
力
を
跳
ね
返
し
た
左
義
長
の
祭
り
な
ど
、
「
常
民
」

の
私
情
が
発
露
す
る
生
活
文
化
の
レ
ベ
ル
で
は
、
学
校
や
教
師
は
あ
く

ま
で
も
「
他
者
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
教
師
は
「
常
民
」
　
に
対
し
て

「
喧
嘩
腰
」
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
校
長
排

斥
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
(
1
)
　
「
大
長
村
・
御
手
洗
町
分
離
一
作
書
類
」
　
(
明
治
一
一
～
二
七
年
)
。

(
2
)
　
『
芸
備
日
日
新
聞
』
、
明
治
三
七
年
五
月
二
六
日
付
(
以
下
『
芸
日
』

と
略
す
)
。

(
3
)
　
同
前
。

(
4
)
　
『
芸
日
』
　
の
大
正
一
三
年
九
月
一
六
日
付
に
高
橋
一
雄
村
長
の
詳
し

い
経
歴
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
高
橋
は
毎
朝
論

語
の
素
読
を
か
か
さ
ず
、
「
今
孔
子
」
と
綽
名
さ
れ
る
は
ど
「
高
潔
な

人
格
者
」
と
し
て
評
判
で
あ
っ
た
一
方
で
、
「
現
代
思
潮
に
沿
ほ
ん
と

し
て
不
断
の
努
力
」
を
払
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
当
該
期
に
お
け
る
久
友

村
の
村
政
指
導
者
が
い
か
な
る
心
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
の
か
を
髪
質

と
さ
せ
る
。

(
5
)
　
高
橋
一
雄
「
村
長
一
代
記
」
　
(
以
下
、
「
一
代
記
」
と
略
す
)
、
明
治

三
九
年
三
月
一
二
日
。
こ
れ
は
、
久
友
村
の
高
橋
一
雄
村
長
が
、
「
村

内
忠
臣
孝
子
、
又
タ
ハ
公
共
ノ
事
業
二
尽
力
セ
ル
等
、
筍
モ
徳
行
二
関

ス
ル
コ
ト
ヨ
リ
、
天
変
地
異
、
神
社
仏
閣
ノ
沿
革
、
吏
員
ノ
進
退
、
治

勢
ノ
要
項
等
、
凡
ソ
今
日
二
於
テ
事
ノ
捜
索
二
便
こ
、
或
ハ
後
世
ノ
参

11



へ
、
h
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(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
1
0
)

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
1
6
)

(
1
7
)

考
ト
ス
ル
ニ
足
ル
へ
キ
モ
ノ
ヲ
随
時
筆
録
セ
ソ
」
と
す
る
目
的
を
も
っ

て
綴
っ
た
日
記
で
あ
り
、
一
九
〇
三
　
(
明
治
三
六
)
年
六
月
一
日
か
ら

一
九
二
六
　
(
大
正
一
五
)
年
七
月
一
日
ま
で
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い

る
。『

芸
日
』
、
明
治
四
四
年
三
月
一
三
日
付
。

「
一
代
記
」
、
明
治
三
九
年
五
月
二
四
日
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ

の
事
業
は
、
「
村
内
有
志
」
　
の
自
発
的
な
寄
付
か
ら
始
ま
っ
た
。

『
芸
日
』
、
明
治
四
二
年
五
月
一
〇
日
付
。

杉
原
正
雄
編
「
大
長
村
誌
」
、
一
九
二
八
　
(
昭
和
三
)
年
⊥
ハ
月
、
九

丁
。
編
者
の
杉
原
正
雄
は
当
時
の
大
長
村
助
役
で
あ
っ
た
。

『
芸
日
』
、
明
治
二
一
年
一
二
月
一
二
日
付
。
こ
の
頃
の
大
崎
下
島
に

お
け
る
就
学
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
豊
町
史
　
本
文
編
』
、
片
岡

智
「
Ⅱ
　
伝
統
社
会
の
形
成
　
第
三
章
　
離
島
か
ら
繁
華
街
へ
」
、
五

〇
四
～
五
〇
五
頁
を
参
照
。

「
明
治
三
十
三
年
伺
上
申
報
告
」
。
こ
の
史
料
は
、
「
窮
民
救
済
制
度

取
調
上
必
要
ノ
件
」
を
取
調
べ
、
大
長
村
長
か
ら
豊
田
郡
長
に
上
申
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

各
年
「
大
長
村
定
例
報
告
」
の
中
の
「
学
事
年
報
取
調
書
」
を
参
照
。

『
芸
日
』
、
明
治
四
二
年
六
月
二
四
日
付
。

同
前
。

『
芸
日
』
、
明
治
四
五
年
二
月
三
日
付
。

同
前
。

「
御
手
洗
町
特
別
記
録
」
　
(
以
下
、
「
特
別
記
録
」
と
略
す
)
、
大
正
六

年
度
、
二
月
二
五
日
の
記
事
。
こ
の
史
料
は
、
御
手
洗
町
の
光
島
助
役

が
主
任
と
し
て
記
録
し
た
村
政
日
誌
で
あ
る
。

(
1
8
)
　
同
前
。

(
1
9
)
　
同
前
。

(
2
0
)
　
明
治
三
十
八
年
「
大
長
村
定
例
報
告
」
。

(
2
1
)
　
上
田
豊
之
助
よ
り
大
下
慶
造
あ
て
書
簡
、
明
治
三
八
年
八
月
一
九
日

付
。

(
2
2
)
　
『
中
国
新
聞
』
、
大
正
一
〇
年
一
月
八
日
付
(
以
下
、
『
中
国
』
と
略

す)。

(
2
3
)
　
『
芸
日
』
、
明
治
四
二
年
六
月
二
四
日
付
。

(
2
4
)
　
御
手
洗
町
「
豊
田
郡
編
纂
資
料
」
、
大
正
十
五
年
調
、
七
四
頁
。

(
2
5
)
　
前
掲
『
豊
町
史
　
本
文
編
』
、
片
岡
智
執
筆
部
分
、
四
七
四
頁
。

(
2
6
)
　
前
掲
「
豊
田
郡
編
纂
資
料
」
、
七
四
貢
。
た
だ
し
、
同
史
料
に
よ
れ

は
、
大
正
末
年
頃
の
状
況
と
し
て
、
「
今
尚
小
規
模
に
は
あ
れ
ど
此
の

凪
が
存
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
神
明
祭
が
小
規
模
な
が
ら
存
続
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(
2
7
)
　
同
前
。

(
2
8
)
　
「
特
別
記
録
」
、
大
正
二
年
二
月
二
〇
日
の
記
事
。

(
2
9
)
　
同
前
、
大
正
三
年
以
降
の
記
事
を
参
照
。

(
3
0
)
　
同
前
、
大
正
四
年
八
月
一
〇
日
の
記
事
。
た
だ
し
、
校
長
排
斥
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

Ⅱ
　
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
青
年
の
意
識
と
教

育

1
.
教
育
熱
の
高
ま
り

日
露
戦
後
か
ら
の
教
育
事
業
の
進
展
を
受
け
て
、
第
一
次
世
界
大
戦

12



大正期の地域社会における教育と天皇制(布川)

図4　大長村高等小学校在学児童数
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後
に
な
る
と
地
域
の
教
育
熱
が
大
き
な
高
ま
り
を
み
せ
た
。
一
九
二
六

(
1
)

(
大
正
一
五
)
年
の
御
手
洗
青
年
団
の
「
団
員
消
息
」
を
見
る
と
、
総

数
一
三
七
人
の
内
、
大
学
二
口
同
等
学
校
・
中
学
校
・
師
範
学
校
な
ど
の

上
級
学
校
進
学
者
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
お
り
、
実
業
学
校
進
学
者
も
含
め

る
と
一
〇
。
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
。
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
店
員
と

な
っ
て
関
西
方
面
な
ど
の
就
職
す
る
青
年
が
二
一
パ
ー
セ
ソ
ト
、
地
元

に
残
る
青
年
が
三
九
パ
ー
セ
ソ
ト
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

図
4
を
見
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
高
等
小
学
校
進
学
者
が
順
調

に
伸
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
昭
和
初
期
の
急
速
な
伸
び

は
女
子
進
学
者
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き

(
2
)

り
と
わ
か
る
。
当
時
御
手
洗
町
の
一
青
年
は
、
「
高
等
小
学
校
を
卒
業

し
て
威
張
っ
て
い
て
も
、
今
後
尋
常
八
年
を
卒
業
し
た
れ
は
同
じ
で
あ

る
」
と
述
べ
、
高
等
小
学
校
出
で
威
張
れ
る
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
青
年
は
尋
常
八
年
制
を
期
待
し
て
い
る
が
、
中

学
校
に
は
進
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
私
L
も
居
な
が
ら
に
し
て
、

講
義
録
や
新
聞
、
又
雑
誌
を
以
て
智
誠
を
み
が
き
得
る
事
が
出
来
る
」

と
述
べ
て
お
り
、
強
い
勉
学
意
欲
が
う
か
が
え
、
中
学
校
に
行
く
こ
と

が
憧
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
九
二
四
　
(
大
正
一
三
)

年
四
月
に
大
長
小
学
校
の
校
長
で
あ
っ
た
福
島
龍
吉
が
退
職
す
る
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
功
績
の
一
つ
と
し
て
「
中
学
校
受
験
者
合
格
歩
合
の
良

「
、
こ

好
な
る
」
　
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
小
学
校
に
対
し
て
中
学
校
合
格

率
の
向
上
を
望
む
声
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
教
育
熱
は
小
学
校
教
育
設
備
の
充
実
と
い
う
形
で
も
あ
ら
わ
　
弔

れ
、
御
手
洗
町
で
は
町
民
が
一
戸
か
ら
一
人
ず
つ
無
賃
労
働
を
提
供
し



て
学
校
新
築
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
主
人
が
無
賃
労
働
に
出
ら
れ
な

い
場
合
は
、
妻
も
し
く
は
十
六
歳
以
上
の
男
子
が
代
理
と
な
り
、
誰
も

出
せ
な
い
場
合
は
、
か
あ
り
に
一
日
当
り
一
円
二
〇
銭
を
徴
収
す
る
と

(
4
)

い
う
厳
し
い
決
議
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
通
り
に
実
行
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
、
御
手
洗
小
学
校
生
徒
の
「
父
兄
も
亦
他
で

は
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
教
育
に
熱
心
で
、
子
供
の
た
め
な
ら
ば
何
物
も
惜
し

ま
な
い
」
ほ
ど
で
、
学
校
は
「
町
の
文
化
の
中
心
」
と
な
っ
て
い
る
と

(
5
)

書
か
れ
て
い
る
。

進
学
熱
は
、
「
立
身
出
世
」
意
欲
に
基
、
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
向
都
熱
を
伴
っ
た
。
そ
れ
故
、
中
学
校
へ
進

学
す
る
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
高
等
小
学
校
を
出
て
店
員
と
し
て
関
西

方
面
に
就
職
す
る
大
々
を
含
め
て
、
「
常
民
」
か
ら
離
脱
し
ょ
う
と
す

る
志
向
を
強
く
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
大
崎
下
島
に
と
ど
ま
り
、
や
が
て
そ
の
生
活
文
化
を
担
う

「
常
民
」
に
な
る
人
々
も
、
前
述
の
青
年
の
覚
悟
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

(
6
)

強
い
勉
学
欲
=
「
立
身
出
世
」
志
向
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
御
手

洗
で
は
小
学
校
が
、
「
町
の
文
化
の
中
心
」
　
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
「
学
校
を
中
心
と
し
て
遊
び
旅
行
」
す
る
よ
う
な
地
域

住
民
の
楽
し
み
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

(
7
)

が
、
学
校
が
代
表
す
る
「
町
の
文
化
」
と
は
、
「
立
身
出
世
」
と
向
都

を
実
現
す
る
、
即
ち
「
常
民
」
　
の
自
己
否
定
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

2
.
青
年
の
意
識
と
勉
学
熟

学
校
教
育
を
通
じ
た
国
民
形
成
は
、
教
育
勅
語
を
中
心
と
し
た
天
皇

制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
徒
た
ち
に
い
か
に
浸
透
さ
せ
る
か
に
か
か
っ
て

い
た
。
日
露
戦
後
就
学
率
が
向
上
し
、
さ
ら
に
上
級
学
校
へ
の
進
学
志

向
が
強
ま
る
中
で
、
学
校
が
そ
う
し
た
装
置
と
し
て
機
能
す
る
前
提
条

件
は
よ
り
整
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
、
天
皇
制
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ど
の
程
度
生
徒
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
、
考
え
て
み

た
い
。
そ
の
際
に
、
在
郷
軍
人
を
召
集
し
て
行
わ
れ
た
簡
閲
点
呼
の
記

録
を
使
っ
て
み
た
い
。
一
九
二
一
(
大
正
一
〇
)
年
に
行
わ
れ
た
簡
閲

点
呼
で
は
、
広
島
の
第
五
師
団
か
ら
派
遣
さ
れ
た
将
校
が
、
大
崎
下
島

の
在
郷
軍
人
二
百
余
名
を
相
手
に
、
「
軍
人
の
本
分
は
何
か
」
と
い
う

質
問
を
し
た
。
こ
れ
は
、
「
軍
人
勅
諭
」
　
の
最
も
基
本
的
な
点
の
理
解

を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
知
り
ま
せ
ぬ
」
「
忘
れ
ま
し
た
」
と
い
う

=
1
1
、

回
答
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
二
五
　
(
大
正
一
四
)
年
に
行

わ
れ
た
簡
閲
点
呼
で
は
、
「
国
民
精
神
作
興
の
詔
コ
」
を
知
っ
て
い
る

か
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
が
、
知
っ
て
い
た
参
加
者
は
わ
ず
か
十
数

(
q
こ

名
し
か
い
な
か
っ
た
。
簡
閲
点
呼
は
在
妬
軍
人
を
対
象
に
し
た
も
の

で
、
軍
人
勅
諭
は
兵
役
期
間
中
に
必
ず
陪
記
ざ
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
文
章
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
容
を

理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
教
育
勅
語
」
　
に
関
し
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
学
校
の
公
式
行
事
で
は

必
ず
と
い
っ
て
よ
い
は
ど
教
育
勅
語
の
奉
読
が
行
わ
れ
、
生
徒
も
臨
記

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
内
容
は
理
解
さ
れ
て
い
な

い
に
違
い
な
い
。
学
校
教
育
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
注
入
の
た
め
の
装
置
と

14
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し
て
既
に
形
を
整
え
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
徒
た
ち
に
は
そ
の
内

容
が
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
天
皇
や
国
家
に
対
す
る
崇
敬
・
忠
誠
の

念
が
育
た
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
御
手
洗
青
年
団
の

鞍
問
詰
『
青
年
』
　
に
寄
せ
ら
れ
た
文
章
か
ら
、
当
時
の
青
年
の
天
皇
や

国
家
に
関
す
る
理
解
を
垣
間
見
て
み
た
い
。
当
時
は
軍
隊
内
部
で
社
会

主
義
・
共
産
主
義
運
動
が
摘
発
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
「
売

国
奴
」
　
の
行
為
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
上
で
、
「
我
国
は
何
処
ま
で

も
皇
室
が
本
位
、
忠
孝
の
外
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い

(m)
る
。
ま
た
、
「
私
ノ
此
ノ
頃
見
夕
夢
」
と
い
う
文
章
で
は
、
無
政
府
主

義
や
共
産
主
義
が
按
屈
す
る
こ
と
に
大
き
な
危
機
感
を
表
明
し
、
我
々

(‖)

は
国
家
主
義
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
無
政
府
主

義
や
共
産
主
義
を
危
険
思
想
と
す
る
認
識
と
同
時
に
皇
室
本
位
、
天
皇

・
国
家
へ
の
忠
誠
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
非
常
に
特
徴
的

な
点
は
、
そ
れ
ら
の
思
想
に
対
す
る
理
解
が
極
め
て
抽
象
的
で
感
情
的

な
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
社
会
的
差
別
撤
廃
の
正
当
性
の

根
拠
に
も
な
っ
て
い
た
。
「
束
縛
ヨ
リ
解
放
へ
而
シ
テ
自
由
へ
」
と
い

じ
脈
既

う
文
章
で
は
、
被
差
別
部
落
民
の
解
放
を
唱
え
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠

は
「
天
皇
陛
下
ノ
赤
子
デ
ア
リ
、
立
派
二
権
利
義
務
ヲ
バ
ク
シ
テ
居
ル

日
本
帝
国
臣
民
」
で
あ
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

後
段
の
文
章
を
見
る
と
、
要
す
る
に
今
被
差
別
部
落
民
を
解
放
し
て
お

か
な
い
と
「
平
和
」
が
危
な
い
と
い
う
危
機
意
識
が
本
音
で
あ
り
、
全

国
水
平
社
の
成
立
そ
の
運
動
に
対
す
る
警
戒
が
見
て
取
れ
る
。
こ
こ
で

も
一
君
万
民
論
は
ス
ロ
ー
ガ
ソ
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

生
活
の
次
元
で
同
じ
国
民
で
あ
り
な
が
ら
差
別
す
る
の
は
お
か
し
い
と

い
う
自
前
の
認
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
、
一
君
万
民
論
が
唱
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
の
さ
れ
方
ほ
、
教
育
す
る

側
の
危
機
感
に
つ
な
が
り
、
一
九
二
〇
年
代
に
大
き
な
教
育
の
改
変
が

試
み
ら
れ
た
。
大
崎
下
島
の
各
小
学
校
は
そ
う
し
た
動
き
を
最
も
先
進

的
に
担
っ
て
い
っ
た
。
大
長
小
学
校
の
福
島
龍
吉
校
長
は
、
「
時
に
は

生
徒
と
教
師
の
境
界
を
脱
し
、
教
師
が
生
徒
化
し
て
生
徒
と
共
に
一
研

究
生
と
な
り
、
生
徒
が
時
に
は
教
師
化
し
て
自
ら
思
索
し
観
察
す
る
と

い
っ
た
有
様
で
、
因
習
的
詰
込
主
義
の
無
味
乾
燥
な
も
の
で
は
な
く
、

総
て
が
生
徒
自
ら
の
自
由
観
察
思
考
の
上
に
表
れ
た
自
発
的
発
問
を
基

調
」
と
し
て
教
育
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
、
生
徒
の
自
発
性
の
重
視

l〓-

を
教
育
改
変
の
重
要
課
題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
自

発
性
が
大
事
な
の
か
。
伊
藤
幸
御
手
洗
小
学
校
長
は
、
自
発
性
こ
そ
国

家
の
成
長
を
さ
さ
え
る
健
全
な
分
子
の
育
成
に
と
っ
て
最
大
の
鍵
で
あ

る
と
言
う
。
具
体
的
に
は
、
「
忠
義
や
奉
公
や
博
愛
と
は
ど
ん
な
こ
と

か
自
分
自
ら
開
拓
味
読
す
る
力
」
を
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
と
で

あ
り
、
換
言
す
れ
ば
教
育
勅
語
の
内
容
を
自
分
で
考
え
る
こ
と
の
で
き

る
生
徒
を
育
て
る
こ
と
が
、
国
民
形
成
を
担
う
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い

l〓l

る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
忠
君
愛
国
観
念
を
子
供
た
ち
に
浸
透
濱
せ

る
た
め
に
は
、
子
供
た
ち
の
自
発
性
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
　
1
5

生
ま
れ
た
こ
と
は
、
国
民
形
成
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
当
時
の
教



青
が
極
め
て
本
質
的
な
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
即
ち
、
国
民
国
家
と
い
う
も
の
が
国
民
が
自
発
的
に
契
約
に
よ
っ

て
構
成
す
る
政
治
共
同
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
民
の
自
発
性
こ

そ
が
国
家
の
柱
と
な
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
天

皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
国
民
形
成
の
核
と
す
る
以
上
、
必
然
的
に
天
皇

へ
の
無
条
件
の
忠
誠
と
い
う
強
制
が
随
伴
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
大

崎
下
島
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
自
発
性
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
学
校

の
敷
地
内
に
天
皇
の
御
真
影
を
安
置
す
る
奉
安
庫
の
建
設
が
何
の
こ
だ

(
1
5
)

わ
り
も
な
く
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
そ
れ
は
生
徒
が
拝
礼
さ

せ
ら
れ
る
対
象
と
な
る
。

註
(
1
)
　
『
黎
明
』
創
刊
号
、
大
正
一
五
年
。
『
黎
明
』
　
は
、
御
手
洗
町
の
「
青

年
団
誌
」
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
、
『
青
年
』
　
の
後
継
誌
で
あ
る
。

(
2
)
　
越
智
実
「
勉
強
の
必
要
」
、
『
青
年
』
、
大
正
十
二
年
秋
季
号
。
因
み

に
、
大
正
一
五
年
の
　
「
団
員
消
息
」
　
に
よ
る
と
、
筆
者
の
越
智
実
は
御

手
洗
在
住
で
、
職
業
は
「
メ
リ
ヤ
ス
類
販
売
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
3
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
二
二
年
四
月
日
付
。

(
4
)
　
「
特
別
記
録
」
、
大
正
八
年
九
月
二
二
日
、
区
長
会
決
議
。

(
5
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
一
〇
年
六
月
〓
日
付
。

(
6
)
　
大
門
正
克
「
農
村
か
ら
都
市
へ
」
、
成
田
龍
一
編
『
近
代
日
本
の
軌

跡
9
　
都
市
と
民
衆
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
。

(
7
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
一
〇
年
六
月
一
一
日
付
。

(
8
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
一
〇
年
八
月
二
五
日
付
。

(
9
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
一
四
年
七
月
二
六
日
付
。

(
1
0
)
　
「
軍
隊
慰
問
」
、
『
青
年
』
、
大
正
一
二
年
。

(
‖
)
　
大
亀
政
夫
「
私
ノ
此
ノ
頃
見
夕
夢
」
、
『
青
年
』
、
大
正
一
三
年
。
因
　
1
6

み
に
、
前
掲
「
団
員
消
息
」
に
よ
れ
ば
、
筆
者
の
大
亀
政
夫
(
正
雄
)

は
、
当
時
朝
鮮
忠
活
南
道
在
住
で
あ
っ
た
。

(
1
2
)
　
松
本
岩
夫
「
束
縛
ヨ
リ
解
放
へ
而
シ
テ
自
由
へ
」
、
『
青
年
』
、
大
正

一
二
年
。
因
み
に
、
前
掲
「
団
員
消
息
」
　
に
よ
れ
ば
、
筆
者
の
松
本
岩

夫
(
巌
)
　
は
、
朝
鮮
京
城
府
に
在
住
で
、
永
岡
長
右
街
門
商
店
の
住
み

込
み
店
員
で
あ
っ
た
。

(
1
3
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
二
年
二
月
日
付
。

(
1
4
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
一
二
年
七
月
九
日
付
。

(
1
5
)
　
『
芸
日
』
、
大
正
一
四
年
一
二
月
二
五
日
付
の
記
事
に
は
、
久
比
小
学

校
の
奉
安
庫
落
成
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
日
ソ
に

教
育
事
業
と
地
域
社
会
の
文
化
と
の
関
わ
り
に
視
点
を
あ
て
て
国
民

形
成
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
、
大
崎
下
島
の
事
例
か
ら
以
下
の
こ
と

が
言
え
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
露
戦
後
か
ら
大
正
期
に
お
い
て
教
育

を
通
じ
て
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
人
々
に
受
容
さ
れ
る
場
合
、
生
徒

の
自
発
性
が
鐙
に
な
る
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ

の
自
発
性
は
「
立
身
出
世
」
意
識
に
よ
っ
て
し
か
調
達
で
き
な
か
っ
た
。

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
立
身
出
世
」
　
に
必
要
な
公
式
の
論
理
で
あ

り
、
地
域
の
人
々
は
公
式
行
事
の
場
に
お
い
て
、
例
え
ば
約
語
を
奉
託

す
る
、
あ
る
い
は
青
年
団
の
段
関
誌
に
文
章
を
綴
る
な
ど
身
振
り
・
手
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「

1

▼

振
り
の
次
元
で
そ
れ
を
受
容
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
自
発
的
に

国
家
を
構
成
す
る
国
民
に
と
っ
て
不
可
欠
な
倫
理
と
し
て
受
容
さ
れ
た

わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に

典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
、
日
常
の
生
活
次
元
で
の
倫
理
は
旧
来

の
生
活
文
化
に
限
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
容
易
に
改
変
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
「
立
身
出
世
」
意
識
は
多
く
の
場
合
向
都
熱
に
つ
な
が
っ
て

い
た
の
で
、
「
常
民
」
　
の
自
己
否
定
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
一

九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
「
立
身
出
世
」
意
識
は
、
島
に
と

ど
ま
り
実
質
的
に
は
「
常
民
」
と
し
て
生
活
文
化
の
担
い
手
に
な
る
べ

き
人
々
の
意
識
に
も
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
「
立
身
出
世
」
意
識
と
い

う
自
発
性
に
依
拠
し
て
国
民
形
成
を
進
め
る
限
り
、
そ
れ
は
「
常
民
」

の
自
己
否
定
に
依
拠
し
て
国
民
形
成
を
進
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
国
民
形
成
は
「
常
民
」
の
生
活

文
化
と
切
れ
た
と
こ
ろ
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
非
常
に
底
の
浅
い

も
の
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
「
常
民
」
と
は

特
殊
日
本
的
な
存
在
で
は
な
く
、
普
遍
的
に
存
在
す
る
人
間
の
あ
り
方

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
国
民
国
家
と
向
き
合
っ
た
時
に
は
、
独
自

の
関
係
=
国
民
と
し
て
再
構
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
「
常
民
」
　
の
自
発
性
に
依
拠
し
た
公
共
団
体
=
政
治

共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
常
民
」
　
の
自
発

性
に
依
拠
す
る
と
は
、
と
り
も
な
お
き
ず
「
常
民
」
自
身
が
自
発
的
に

関
係
と
し
て
の
国
民
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
教
育

が
そ
の
よ
う
な
場
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
と
い
う
こ

と
自
体
強
制
の
契
機
が
随
伴
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
教
育
が
天
皇
制

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
依
拠
し
て
国
民
を
形
成
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、

大
き
な
矛
盾
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
国
民
形
成
と
い
う
課
題
は
、

「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
と
は
断
絶
し
た
と
こ
ろ
で
進
行
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
が
、
天
皇
に
臣
従
す
る
「
臣
民
」
と
生
活
文
化
を
担
う
「
常
民
」

と
い
う
分
裂
し
た
二
つ
の
顔
を
さ
さ
え
る
胴
体
こ
そ
は
、
「
常
民
」
　
の

私
情
で
あ
っ
た
。
明
治
末
期
か
ら
大
長
村
や
久
友
村
で
発
展
す
る
労
働

集
約
的
な
柑
橘
栽
培
、
と
り
わ
け
、
信
じ
が
た
い
よ
う
な
距
離
を
小
船

で
往
来
し
て
行
な
わ
れ
る
出
作
や
、
島
の
急
斜
面
に
で
き
た
段
々
畑
の

上
り
下
り
な
ど
を
厭
わ
な
い
心
性
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
大
崎
下

島
の
人
々
に
聞
い
て
み
て
も
、
帰
っ
て
く
る
の
は
、
「
畑
を
一
、
二
反

ひ
ら
き
を
買
う
と
ね
、
こ
れ
で
子
供
を
腹
一
杯
食
べ
さ
す
こ
と
が
出
来

る
と
喜
ん
だ
も
ん
じ
ゃ
」
、
「
大
正
の
末
ご
ろ
か
ら
、
畑
が
広
が
る
ん
と

家
が
出
来
る
ん
と
一
緒
で
し
た
の
」
な
ど
、
豊
に
な
る
こ
と
が
う
れ
し

(
2
)

か
っ
た
、
と
い
う
答
え
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
答
え
に
こ
そ
、

「
常
民
」
　
の
私
情
の
輝
き
が
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
頃

御
手
洗
町
の
夏
祭
り
で
歌
わ
れ
た
調
子
取
り
の
音
頭
の
中
に
、
「
大
長

(
3
)

芋
食
ヒ
ヨ
、
御
手
洗
茶
漬
」
と
い
う
文
句
が
あ
る
。
大
長
村
の
人
々
は
、

お
そ
ら
く
な
か
な
か
白
米
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
対
し
て
、
隣
の
商
業
地
で
あ
る
御
手
洗
町
で
は
白
米
を
食
べ
て
い
る
。

何
と
か
し
て
白
米
を
食
べ
る
生
活
を
し
た
い
と
い
う
本
源
的
な
欲
求
こ
　
け

そ
が
、
大
長
村
の
柑
橘
栽
培
を
さ
さ
え
た
エ
ー
ト
ス
だ
っ
た
と
推
測
す



る
の
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
本
源
的
な
欲
求
、
私
情
は
、

「
立
身
出
世
」
意
欲
に
転
化
し
、
「
常
民
」
　
の
生
活
文
化
を
自
己
否
定

す
る
に
至
り
、
国
家
を
も
突
き
破
っ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ

た
か
も
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
完
全
に
受
容
し
た
か
の
よ
う
に
見

え
た
日
本
の
「
国
民
」
は
、
実
の
と
こ
ろ
政
治
共
同
体
の
構
成
員
と
い

う
意
識
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
し
、
「
臣
民
」
と
し
て
の
身
振
り
・
手

振
り
に
よ
っ
て
私
情
を
貫
こ
う
と
す
る
、
か
つ
て
「
常
民
」
だ
っ
た
人

間
の
歪
ん
だ
姿
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
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1
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3
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掲
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郡
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料
」
、
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頁
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島
大
学
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部
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The Education and the Ideology of Loyalty
to Mikado in the Local Community in the Taisyo Era

Hiroshi Nunokawa

I analyzed education policy of the local government and reaction of the local com-

munity in Osaki-Shimozima Island from post Russo-Japanese war to Taisyo era. First

time, the policy, which should make the nation by instilling the ideology of loyalty to

Mikado through school education, produced friction between the school and the life

culture of common people. In shortly common people accepted the ideology as behavior

for social success, although that was self-denial for common people. But it was un-

finished that school education made the nation as subject who composed the nation

state, while arousing autonomy was inconsistent with arousing loyalty to Mikado.

Commonpeople recognized the state as a device for achieving their own interests.

The Image of State by an Intellectual

Muslim of Indonesia in the First Half of Twentieth Century

In the Case of the Muhammadiyah Movement

Masafumi Toshimitsu

In 1912, the Muhammadiyah, organization of muslim modernist movement in Indone-

sia, was founded by K. H. Ahmad Dahlan in Yogyakarta. One of the aims of this or-

ganization was the educational activity. The idea, combined the Islamic education and

the western educational system, contributed the modernization of the Indonesian Muslim

society. The Muhammadiyah branches spread throughout Indonesia. This organiza-

tional power of the Muhammadiyah got excellent results in subjugating the regionalism

of Indonesia. In the period of independence, there was an argument, which Indonesia

should become an Islamic state or secular one. The Muhammadiyah supported the lat-

ter negatively, and it played a certain role to establish the Republic of Indonesia, secular
state. Panca Sila (Five Principles) became the guideline of government. In this time,

K. H. Mas Mansur was the fourth president of the Muhammadiyah.
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