
　

開
智
小
学
校
南
側
の
木
立
の
中

に
、薪
を
背
負
っ
た
二
宮
金
次
郎
の

像
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
像
は
、
80
年
前
の
昭
和
14

年（
1
9
3
9
）に
大
嶌
良
七
さ
ん

か
ら
旧
田
町
小
学
校
に
寄
贈
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
昭
和
38
年
に
田

町
小
学
校
と
開
智
小
学
校
が
統
合

さ
れ
た
こ
と
か
ら
現
在
の
場
所
に

移
さ
れ
ま
し
た
。

　

金
次
郎
は
天
明
７
年（
1
7
8
7
）

に
現
在
の
小
田
原
市
の
裕
福
な
農

家
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
近
く
を

流
れ
る
川
の
氾
濫
で
家
や
田
畑
な

ど
全
財
産
を
失
う
と
と
も
に
13
才

の
時
に
父
親
を
亡
く
し
、一
家
の
大

黒
柱
と
し
て
朝
は
早
起
き
し
て
山

で
薪
を
取
り
、
夜
な
べ
に
は
草
鞋

を
作
っ
て
一

家
４
人
の
生

計
を
支
え
ま

し
た
。し
か

し
、
15
才
の

時
に
母
親
が

亡
く
な
り
、

金
次
郎
は
弟

２
人
を
母
の

実
家
に
預

け
、
自
身
は

伯
父
の
家
に

身
を
寄
せ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

伯
父
の
家
で
は
農
業
に
励
み
、

身
を
粉
に
し
て
働
き
ま
し
た
が
、こ

の
伯
父
が
人
一
倍
ケ
チ
で
金
次
郎

が
夜
に
読
書
を
す
る
と
「
燈
油
の

無
駄
遣
い
だ
」
と
罵
ら
れ
た
と
言

う
こ
と
で
す
。

　

伯
父
の
家
を
出
た
金
次
郎
は
、

親
戚
や
親
族
の
家
を
転
々
と
し
た

後
20
才
の
時
に
生
家
に
戻
り
、
家

を
修
復
し
た
り
質
入
れ
し
た
田
畑

を
買
い
戻
し
た
り
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、田
畑
の
一
部
を
小
作
に

出
す
一
方
小
田
原
藩
の
家
老
家
の

財
政
立
て
直
し
の
依
頼
を
受
け
、

五
年
後
に
は
千
両
の
負
債
を
返
す

と
と
も
に
3
0
0
両
の
余
剰
金
を

出
す
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
成

功
に
寄
っ
て
金
次
郎
の
名
前
が
小

田
原
藩
内
に
一
気
に
広
ま
り
、財
政

立
て
直
し
の
依
頼
が
舞
い
込
む
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

金
次
郎
が
財
政
の
立
て
直
し
の

基
本
と
し
た
考
え
は
、至
誠・勤
労
・

分
度
・
推
譲
で
、目
標
に
向
か
っ
て

小
さ
な
こ
と
を
怠
ら
な
い
、収
入
と

支
出
に
見
合
っ
た
生
活
を
す
る
、余

剰
分
を
困
窮
者
に
分
け
与
え
る
こ

と
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
金
次
郎
は
小
田
原
藩

内
だ
け
で
は
な
く
下
野（
栃
木
県
）、

常
陸（
茨
城
県
）、駿
河（
静
岡
県
）、

な
ど
の
6
0
0
カ
所
あ
ま
り
で
武

家
の
財
政
を
立
て
直
す
と
と
も
に

農
村
の
復
興
に
も
尽
し
ま
し
た
。

　

天
保
13
年（
1
8
4
2
）に
は
幕
吏

に
登
用
さ
れ
、
此
の
頃
か
ら「
尊
徳
」

の
名
称
を
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。そ
の
後
日
光
な
ど
で
仕
事
に
従

事
し
ま
し
た
が
、
安
政
3
年

（
1
8
5
6
）
下
野
・
今
市
村
（
現
在

の
日
光
市
）で
69
才
で
没
し
ま
し
た
。

　

柴
刈
り
縄
な
い
草
鞋
を
作
り

　

親
の
手
を
助
け
弟
を
世
話
し

　

兄
弟
仲
良
く
孝
行
尽
く
す

　

手
本
は
二
宮
金
次
郎

　

こ
れ
は
、
明
治
44
年（
1
9
1
1
）

に
作
ら
れ
た
小
学
唱
歌
の
一
節
で
す

が
、
薪
を
背
負
っ
て
本
を
読
ん
で
歩

く
姿
の
記
述
は
、
明
治
14
年

（
1
8
8
1
）の「
報
徳
記
」（
富
田
高

慶
＝
尊
徳
の
娘
婿
）が
初
見
で
、続
い

て
明
治
24
年（
1
8
9
1
）の
文
豪
・

幸
田
露
伴
の「
二
宮
尊
徳
翁
」に
挿

絵
と
し
て
金
次
郎
像
が
使
わ
れ
ま

し
た
。ま
た
、「
報
徳
記
」
を
読
ま
れ

た
明
治
天
皇
が
県
知
事
な
ど
に
配

布
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
次
郎
の

名
と
業
績
が
全
国
に
広
め
ら
れ
ま

し
た
。し
か
し
、
金
次
郎
が
教
科
書

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
明
治
37
年（
1
9
0
4
）の

尋
常
小
学
校
修
身
書
か
ら
で
小
学

唱
歌
に
あ
る
よ
う
に「
孝
行
・
勤
勉
・

学
問
・
自
営
」
の
四
つ
の
徳
目
を
教

え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
一
方
、小
学
校
に
金
次
郎
像
が
建

て
ら
れ
た
最
も
古
い
も
の
は
大
正

13
年
（
1
9
2
4
）に
現
在
の
愛
知

県
豊
橋
市
立
前
芝
小
学
校
で
、
以

後
昭
和
天
皇
の
即
位
式
が
あ
っ
た

昭
和
３
年
（
1
9
2
8
）か
ら
約
10

年
の
間
に
全
国
の
小
学
校
で
金
次

郎
像
を
建
て
る
こ
と
が
一
種
の
流

行
に
な
っ
た
、と
言
う
こ
と
で
す
。

　

太
平
洋
戦
争
中
は
、
金
属
回
収

の
た
め
に
、ま
た
戦
後
は
老
朽
化
や

校
舎
の
建
て
替
え
の
た
め
に
、或
い

は
「
児
童
の
教
育
方
針
に
そ
ぐ
わ

な
い
」「
戦
前
教
育
の
名
残
り
」の
ほ

か
に「
あ
る
き
ス
マ
ホ
を
助
長
さ
せ

る
」な
ど
の
理
由
で
撤
去
さ
れ
た
り

し
て
い
ま
す
が
、
平
成
28
年

（
2
0
1
6
）
に
日
光
市
立
南
原
小

学
校
に
寄
贈
さ
れ
た
金
次
郎
像

は
、時
代
を
反
映
し
て
座
像
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
金
次
郎
の
考
え
や
行
い
は
A
I
時

代
と
言
え
損
得
に
と
ら
わ
れ
な
い
現

在
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

な
お
、
現
在
全
国
の
小
学
校
に

は
1
0
0
3
体
（
長
野
県
は
６

体
）の
金

次
郎
像

が
あ
り

ま
す
が
、

76
％
は

コ
ン
ク

リ
ー
ト

製
で
す
。

金
次
郎
の
生
涯

金
次
郎
像
の
変
遷
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二
宮
　
金
次
郎
像

平成31年３月１日現在

総世帯数　　3,641
総 人 口　　7,816
男 　　　3,704
女 　　　4,112



　

２
月
22
日
、文
化
部
主
催
の「
歴

史
講
座
」
が
後
藤
芳
孝
講
師
（
田

町
在
住
）
の
解
説
で
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。
人
気
の
講
座
と
あ
っ
て

２
階
ホ
ー
ル
の
聴
衆
約
40
人
が
、

興
味
あ
る
お
話
に
肯
い
た
り
笑
っ

た
り
、
あ
っ
と
言
う
間
の
ひ
と
時

を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

家
庭
内
の
事
情
は
主
に
、
女
性

解
放
運
動
で
有
名
な
山
川
菊
枝
の

本
か
ら
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
水
戸

藩
下
級
武
家
生
ま
れ
の
母
親
に
聞

い
た
近
親
女
性
者
達
の
日
々
は
、

個
性
的
な
様
ざ
ま
な
姿
を
描
い

て
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
ぬ
人
間
像

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
家
事
一
切
と
家
計
の
や

り
繰
り
は
、
女
性
の
腕
の
見
せ
所

と
あ
っ
て
、
働
き
者
の
内
助
で
家

が
成
立
っ
て
い
た
こ
と
が
、
教
育

や
家
事
・
身
だ
し
な
み
な
ど
の
躾

け
か
ら
窺
え
ま
し
た
。

　
下
町
の
お
か
み
さ
ん
や
機
織
り

職
人
か
ら
深
窓
の
妻
女
や
農
民
か

ら
遊
女
に
い
た
る
ま
で
階
層
の
異

な
る
女
性
達
を
、
活
き
活
き
と
描

い
た
沢
山
の
絵
草
子
や
浮
世
絵
で

み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
服
装
と
髪
型
は
、
身
分
・

貧
富
・
年
齢
・
地
域
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ

政
治
や
経
済
の
影
響
を
受
け
た

時
々
の
流
行
で
、
様
々
に
変
化
を

み
せ
ま
し
た
。
特
に
衣
装
は
文
化

遺
産
と
し
て
現
代
に
も
大
き
な
影

響
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

終
わ
り
に
講
師
は
「
三
従
の
教

え
に
従
う
ば
か
り
で
は
無
か
っ

た
、
女
性
達
の
生
き
様
が
浮
か
び

上
が
る
こ
と
が
出
来
た
ら
」
と
結

ば
れ
ま
し
た
。

　

2
月
18
日
に
は
城
北
公
民
館

で
、
2
月
20
日
に
は
蟻
ケ
崎
の
児

童
館
で
そ
れ
ぞ
れ
料
理
教
室
が
開

か
れ
ま
し
た
。

　

公
民
館
の
料
理
教
室
で
は
、
男

性
2
人
を
含
む
18
人
が
参
加
し

「
太
巻
き
寿
司
」
の
作
り
方
を
習

い
ま
し
た
。

　
「
太
巻
き
寿
司
」
は
、
白
と
ピ
ン

ク
に
色
付
け
し
た
す
し
飯
や
薄
焼

き
卵
な
ど
を
金
太
郎
飴
を
作
る
要

領
で
重
ね
、
海
苔
で
包
ん
で
出
来

上
が
り
で
す
が
、
薄
焼
き
卵
は
途

中
で
切
れ
た
り
上
側
が
う
ま
く
焼

け
な
か
っ
た
り
し
て
苦
労
し
て
い

ま
し
た
。
よ
う
や
く
出
来
上
が
っ

た
、
切
り
口
は
な
か
な
か
見
事
な

「
薔
薇
の
花
」に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
人
た
ち
は
、
作
っ
た

ば
か
り
の
「
太
巻
き
寿
司
」
を
ほ

お
ば
り
、
料
理
の
苦
労
を
感
じ
て

い
ま
し
た
。

　
一
方
児
童
館
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
40
人
の

子
ど
も
た
ち
が
「
や
し
ょ
う
ま
」

作
り
を
体
験
し
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
の
「
ヤ

シ
ョ
」
が
差
し
上
げ
た
団
子
が
お

釈
迦
様
の
気
に
入
り
「
ヤ
シ
ョ
、

う
ま
か
っ
た
」
と
言
っ
た
こ
と
が

起
源
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、

当
時
お
釈
迦
様
が
日
本
語
を
話
せ

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
。

　
「
や
し
ょ
う
ま
」
は
米
粉
に
砂

糖
や
塩
を
入
れ
て
熱
湯
で
こ
ね
、

蒸
し
て
上
で
紅
や
黄
色
に
色
づ
け

し
、
10
㌢
ほ
ど
の
細
長
い
棒
の
よ

う
な
形
に
し
て
「
太
巻
き
寿
司
」

と
同
じ
要
領
で
ま
と
め
、
海
苔
の

代
わ
り
の
薄
く
伸
ば
し
た
緑
の
蒸

粉
で
包
み
ま
す
。

　

更
に
全
体
を
30
㌢
ほ
ど
に
引
き

伸
ば
し
て
出
来
上
が
り
で
す
。
切

り
口
は
鮮
や
か
な
「
梅
の
花
」
の

よ
う
で
、
子
ど
も
た
ち
は

「
お
ー
ォ
」
と
感
嘆
の
声
を
あ
げ

て
い
ま
し
た
。

三
従
ば
か
り
で
は
無
か
っ
た

『
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
』

二
つ
の
料
理
教
室

う
か
が
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