
第
六
節

郡
制
の
施
行
と
地
方
改
良
運
動

都
制
の
施
行

府
開
閉
制
郡

制
刷
の
特
質

市
制
町
村
制
に
つ
づ
い
て
明
治
二
十
三
（
一
八
九
O
）
年
五
月
十
七
日
、
府
県
制
お
よ
び
郡
制
が
公
布
さ
れ
た
。

首
長
の
間
接
選
挙
が
認
め
ら
れ
、

一
応
自
治
体
と
し
て
機
能
し
た
町
村
に
く
ら
べ
て
、
府
県
や
郡
の
自
治
権
能

1fl¥fj1tJの施行と地方改良運動

は
き
わ
め
て
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。
条
例
の
制
定
権
は
な
か
っ
た
し
、
府
県
・
郡
と
も
行
政
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
れ
ま
で
同
様
、

政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
官
吏
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

さ
ら
に
郡
は
、
独
自
に
税
を
徴
収
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
お

ら
ず
、
経
授
は
町
村
か
ら
の
分
担
金
で
陥
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

た
だ
し
郡
制
に
よ
っ
て
新
た
に
郡
会
が
お
か
れ
、
部

限
り
の
事
業
に
つ
い
て
費
用
を
議
定
し
、
郡
有
財
産
の
管
理
や
処
分
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

υ

こ
れ
は
明
治
十

年
代
の
rH由
民
権
運
動
の
こ
ろ
か
ら
の
住
民
の
要
求
が
一
部
実
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
ο

た
だ
し
郡
会
で
議
定
し
う
る

の
は
費
用
の
み
で
、
卒
業
の
具
体
的
な
執
行
方
法
の
決
定
は
部
長
が
握
っ
て
い
た
。

ま
た
郡
人
気
の
議
長
は
郡
長
で
、
議
案
は
郡

第六節

長
か
ら
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

ま
た
郡
長
お
よ
び
郡
会
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
部
参
事
会
が
段
か
れ
た
。
部
参
事
会
は
郡
長
お
よ
び
郡
会
選
出
の
名
誉
職

近代・5晃代i訟史繍lV4r工



参
事
会
員
三
人
、
知
事
選
出
参
事
会
員
一
人
か
ら
な
り
、
郡
長
が
郡
会
に
提
出
す
る
議
案
書
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
り
、
郡

限
り
で
お
こ
な
う
卒
業
の
具
体
的
な
施
行
に
関
与
す
る
権
限
を
も
っ
た
。
郡
会
は
町
村
会
議
員
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
議
員
と

大
地
主
五
選
に
よ
る
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
町
村
会
選
出
の
議
員
は
毎
町
村
一
人
を
基
本
と
し
、
一
一

o人
を
越
え
る
場

合
は
町
村
を
組
み
合
わ
せ
て
選
挙
区
を
つ
く
り
そ
こ
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
選
挙
権
者
は
各
町
村
会
議
員
、
被
選
挙
権
は
各
町
村

公
誌
と
さ
れ
た
。
大
地
主
互
選
議
員
は
郡
内
に
地
価
一
万
円
以
上
の
土
地
を
有
す
る
者
で
、
議
員
数
は
町
村
選
出
に
よ
る
議
員

の
一
一
一
分
の
一
と
さ
れ
た
。

府
県
制
と
郡
制
は
、
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
町
村
会
議
員
に
よ
っ
て
郡
会
議
員
を
選
出
、
さ
ら
に

郡
会
議
員
に
よ
っ
て
県
会
議
員
を
選
出
す
る
複
選
制
が
と
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
府
県
会
議
員
の
選
挙
権
者
は
、
市
に
あ

つ
て
は
市
会
議
員
お
よ
び
市
参
事
会
員
、
郡
に
あ
っ
て
は
部
会
議
員
と
部
参
事
会
員
、
被
選
挙
権
者
は
、
府
県
内
で
磁
接
間
税

。
円
以
上
を
納
め
る
公
民
と
さ
れ
て
い
た
。

遮
れ
た
府
泉

制
郡
剣
施
行

複
選
制
に
よ
る
議
員
選
挙
制
度
を
と
っ
た
た
め
、
郡
制
が
施
行
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
府
県
制
は
施
行
で
き
な
か

っ
た
。
兵
庫
県
で
は
部
制
の
施
行
が
遅
れ
、
法
律
公
布
か
ら
六
年
が
経
過
し
た
明
治
二
十
九
年
七
月
一
日
に

部
制
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
府
県
制
が
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
部
制
の
施
行
が
遅
れ
た
の
は
、
部
制
施
行
に

あ
た
っ
て
郡
の
規
棋
の
調
整
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
郡
の
規
模
は
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
こ
と
な
っ
て
い
た
。
現

神
戸
市
域
に
関
係
す
る
郡
を
と
っ
て
み
て
も
、

入
部
郡
・
菟
原
那
と
、
有
馬
郡
・
明
石
郡
・

で
は
面
積
や
人
口
議
が
著

し
か
っ
た
（
表
出
）
。
と
く
に
入
部
郡
で
は
、
都
制
に
と
も
な
っ
て
郡
域
内
の
町
村
の
神
戸
市
へ
の
編
入
が
計
関
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
も
と
も
と
小
さ
い
郎
の
規
模
を
い
っ
そ
う
縮
減
す
る
も
の
で
あ
っ

全
国
的
に
は
こ

O
万
な
越
え
る
耶
が
あ
る
の
に

412 第二議近代都市神戸の発展



対
し
て
、

一
万
人
以
下
の
郡
も
存
在
し
て
お
り
、
政
府
は
地
域
連
営
を
遂
行
す
る
単
位
と

し
て
そ
の
規
模
を

定
範
関
内
に
均
一
化
す
る
た
め
に
、
郡
の
分
合
を
お
こ
な
い
、
そ
の

後
郡
制
な
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

行
政
処
分
で
分
合
が
可
能
な
町
村
制
と
異
な
り
、
郡
制
に
よ
れ
ば
郡
の
分
合
は
法
律
に

よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
郡
分
合
は
帝
国
議
会
に
か
け
ら
れ
て
は
じ
め
て

決
定
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
二
十
一
一
一
年
の
第
一
議
会
に
政
府
は
各
府
県
の
知
事
の

内
申
に
基
づ
き
郡
分
合
法
案
を
提
出
し
た
が
、
兵
庫
県
も
こ
の
法
案
で
分
合
が
計
回
さ
れ

た
（
表
山
）
。
市
域
に
関
係
す
る
郡
に
つ
い
て
み
る
な
ら
こ
の
法
案
で
、

入
部
郡
・
菟
原
郡
・

武
庫
郡
を
合
併
し
、
あ
ら
た
に
武
庫
郡
と
称
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

郡i!JIJの施行と地方改良運動第六節

第一議会郡分合法案中

兵Jl!IJ泉の部

表 111

郡

武庫郡

神崎郡

飾磨郡

揖保郡

赤穂郡

城崎郡

養父郡

美方郡

新

入部郡・菰原郡・武摩郡

神束郡・神間吉日

飾東昔日・飾悶郡

t耳東宮ri.ま号西書店

＊赤穂郡・佐用郡

城崎郡・美含郡・気多都

中養父郡・朝来郡

七美郡・二万都

宮E！日

し
か
し
こ
の
法
案
は
衆
議
院
で
多
数

ネ印I立第九議会の陸誌の新たなm~では削除

を
占
め
る
民
党
に
よ
っ
て
、
十
分
関
係

す
る
郡
の
住
民
の
意
見
守
｝
入
れ
て
い
な

市域関係各都の規模の比絞章受 110 

町村税額

河
8,066 

16, 106 

27,583 

31, 951 

15, 264 

ロ
人

20, 269 

27,455 

35, 222 

63,848 

34, 282 

人

戸
4, 134 

5, 107 

6,665 

12,051 

6, 243 

数

諮計

j

j
…輸

防

0

4

9

5

S

一ぴ

6

1

3

7

2

一時叶

j

j

j

j

j

…兵

。。
4E
〈
υ
r
O
均

j

E

M

2

1

…
年

一
刊
日

；
；
；
；
；
一
治

相

判

明

判

制

朝

間

割

判

一

間

関

部
原
潟
右
翼
一
応
小

八

菟

有

明

美

一

資

戸;fl( 函名郡

い
と
し
て
一
合
決
さ
れ
た
た
め
、
部
分
人
伎
を
お
こ
な
う
予
定
の
な
か
っ
た
八
県

だ
け
に
郡
部
が
明
治
ニ
十
四
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
兵
隊
県
も
米

施
行
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
明
治
ニ
十
四
年
の
第
一
一
議
会
に
も
分
合

と
な
っ
た
。

法
案
（
兵
庫
県
の
分
合
は
前
年
と
同
様
）
を
提
出
し
た
が
解
散
に
よ
り
審
議
未
了
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郡
の
分
合
が
住
民
間
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
ゃ
す
い
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
政
府
は
そ
の
後
郡
の
分
合
に
つ
い
て
れ
い

重
に
対
処
し
て
、
明
治
ニ
十
九
年
二
月
、
第
九
議
会
で
の
郡
分
合
法
案
ま
で
議
案
を
提
出
し
な
か
っ
た
。
第
九
議
会
で
は
、
そ

れ
ま
で
の
関
係
府
県
一
括
承
認
案
に
か
わ
り
、
府
県
ご
と
の
単
独
法
案
と
し
て
郡
分
合
案
が
提
出
さ
れ
た
。

ま
た
郡
役
所
が
存

在
す
る
地
域
で
は
、
そ
の
範
開
聞
を
郡
分
合
の
基
準
と
す
る
こ
と
と
し
て
、
合
併
基
準
を
弱
め
た
。
兵
庫
県
の
郡
廃
誼
法
案
で
は
、

従
来
合
併
の
対
象
で
あ
っ
た
赤
穂
郡
と
佐
用
郡
、
養
父
郡
と
朝
来
郡
が
そ
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
た
。
逆
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、

養
父
郡
と
朝
来
郡
は
従
来
両
郡
で
郡
役
所
が
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
両
郡
と
も
に
郡
役
所
が
授
か
れ
る
こ
と
と
な
っ

な
お

入
部
郡
は
郡
役
所
を
持
ち
な
が
ら
合
併
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
郡
域
の
神
戸
市
へ
の
編
入
が
こ
の
合
併
と
関
連
し
て
進
み
、

郡
と
し
て
の
規
模
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
ら
た
な
郡
廃
鐙
の
法
案
は
、
最
初
の
も
の

よ
り
援
や
か
な
分
合
と
な
り
、

か
つ
府
県
ご
と
に
出
さ
れ
た
た
め
、
多
少
の
修
正
は
あ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
の
法
案
が
可
決
さ
れ
、

兵
庫
県
に
つ
い
て
も
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
。

郡
制
施
行
ま
で

の
郡
の
運
営

こ
の
よ
う
に
郡
制
の
施
行
が
遅
れ
た
た
め
、
市
制
町
村
制
成
立
以
降
の
各
都
に
お
け
る
地
域
運
営
は
、
法

h
u
T」
今
2

阜、

，F
t
t
 
い
く
つ
か
の
町
村
が
事
務
を
共
同
処
分
す
る
探
の
規
定
と
し
て
設
定
さ
れ
た
市
制
町
村
制
の
町

村
組
合
の
規
定
を
、

一
郡
単
位
で
利
用
す
る
形
が
取
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
美
譲
郡
で
は
、
明
治
ニ
十
二
年
七
月
、
郡
内
各
町
村
が
美
翠
郡
全
郡
町
村
組
合
競
定
を
作
成
し
た
。
こ
こ
で
は
全

郡
町
村
共
同
の
事
業
お
よ
び
そ
の
費
用
収
支
を
議
定
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
事
業
内
容
は
、
皆
備
・
勧
業
・
教
育
・
衛
生
・
土

木
と
さ
れ
て
お
り
、
第

章
1
第
五
節
で
み
た
町
村
以
前
の
市
域
内
各
都
の
全
郡
迎
合
町
村
会
と
ほ
ぼ
同
様
の
費
目
が
掲
げ
ら

れ
て
い
た
。
町
村
組
合
の
議
員
は
、
各
行
政
村
か
ら
二
人
で
、
各
町
村
会
議
員
か
ら
互
選
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
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議
決
事
項
の
実
施
や
会
議
へ
の
議
案
発
布
・
召
集
は
郡
長
に
委
託
さ
れ
て
い

兵
癒
閣
情
の
郡

制
施
行
準
儀

明
治
二
十
九
年
二
月
の
法
案
の
可
決
を
う
け
、
兵
庫
県
で
は
郡
制
施
行
の
準
備
が
始
ま
る
。

『
神
戸
叉
新
日

報
』
（
明
治
二
十
九
年
三
月
十
九
日
）
は
、
新
郡
役
所
設
段
、
部
長
の
新
任
、
事
務
の
引
き
継
ぎ
、
町
村
財
産
の

引
き
移
し
な
ど
の
具
体
的
な
準
備
が
あ
る
こ
と
と
、
郡
制
そ
の
も
の
の
改
正
が
中
央
で
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
今
年
度
中
の

施
に
つ
い
て
悶
難
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ま
た
郡
制
施
行
に
よ
っ
て
郡
部
の
県
会
議
長
の
定
数
が
削
減
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
県
議

の
な
か
に
は
反
対
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
進
歩
党
系
の
県
議
は
、

五
月
ま
で
に
周
布
知
事
に
対
し
て
郡
制
施
行
延
期
を
上
申
し
て

い
た
。
そ
の
理
取
は
現
行
の
府
県
制
部
制
の
改
正
作
業
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
次
の

で
の
状
況
を
み
て
か
ら
実
施
せ
よ
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
又
新
』
（
五
月
二
十
八
日
）
は
、
こ
の
上
山
中
を
進
歩
党
系
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
表
向
き
の
理
由
の
外
に
、

定
数
削
減
に
よ
る
選
挙
の
捺
に
自
由
党
系
の
巻
き
返
し
が
あ
る
こ
と
を
恐
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
を
加
え
て

都伽！の施行と地方改良選動

、

〉
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し
か
し
『
叉
新
』
の
予
想
を
こ
え
て
郡
制
施
行
の
準
備
は
急
速
に
進
ん
だ
。
県
は
一
一
一
月
中
旬
、
郡
長
お
よ
び
神
戸
市
長
を
集

め
、
郡
制
施
行
に
つ
い
て
の
会
議
を
関
龍
、
郡
制
施
行
に
伴
う
係
会
議
員
お
よ

の
配
置
に
つ
い
て
議
論
し
た
ο

こ
こ
で

郡
制
施
行
に
伴
う
県
会
議
員
選
挙
は
、
次
回
の
選
挙
で
行
う
と
さ
れ
、
郡
制
施
行
直
後
に
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

った。さ
ら
に
五
月
に
入
る
と
郡
制
は
七
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
同
月
十
四
日
か
ら
県
会
議
事
堂
で
県

第六節

下
部
書
記
会
が
開
催
さ
れ
、
県
庁
の
部
制
施
行
準
備
委
良
か
ら
準
備
事
項
が
説
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
六
月
十
日
に
郡
市
長
会
が

開
催
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
部
長
の
諮
問
会
議
が
二
日
間
行
わ
れ
た
。
こ
の
会
議
を
受
け
て
六
月
二
十
日
、
周
布
知
事
は
郡
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制
施
行
に
関
す
る
諸
規
定
を
県
報
で
発
布
し
た
。

こ
の
間
各
郡
で
も
郡
役
所
、
宮
中
心
に
郡
制
施
行
の
た
め
の
準
備
が
進
ん
だ
。
武
庫
郡
役
所
で
は
、

五
月
中
旬
、
登
録
税
法
施

行
手
続
打
合
ぜ
の
た
め
各
町
村
役
場
主
任
を
召
集
し
、
合
併
予
定
で
あ
る
八
部
郡
の
町
村
と
の
懇
親
会
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
六

月
一
一
十
五
日
に
は
町
村
長
会
で
打
合
せ
を
行
っ
た
。

林
田
村
・
湊
村
な
ど

の
神
戸
市
へ
の
編
入

郡
制
に
と
も
な
う
兵
庫
県
の
八
部
郡
の
事
実
上
の
武
庫
郡
へ
の
編
入
計
闘
は
、
問
的
に
入
部
郡
の
い
く

つ
か
の
町
村
を
神
戸
市
に
編
入
す
る
計
画
と
対
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
八
年
一
一
一
月
初
め
、

県
知
事
は
八
部
郡
湊
村
、
林
田
村
内
の
長
田
村
・
東
尻
池
村
・
西
尻
池
村
・
吉
田
新
田
・
御
崎
村
・
今
和
田
新
聞
、
須
磨
村
の

う
ち
池
田
村
の
神
戸
市
へ
の
編
入
を
、
該
当
す
る
行
政
村
の
村
会
へ
諮
問
し
た
。

ま
た
神
戸
市
に
対
し
て
も
三
月
十
三
日
付
け

で
諮
問
が
あ
っ
た
。

各
村
の
う
ち
、
湊
村
は
編
入
を
希
望
し
た
が
、
村
域
の
分
裂
が
予
定
さ
れ
て
い
る
林
田
村
お
よ
び
須
磨
村
で
は
賛
一
合
間
論
が

あ
り
、
態
度
が
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
林
田
村
で
は
、
編
入
地
域
と
そ
こ
か
ら
は
ず
さ
れ
た
駒
ケ
林
村
・
野
田
村
と
の
伺
で
激

し
い
争
い
が
お
き
た
。

五
月
に
は
村
内
の
編
入
希
望
者
二

O
九
人
の
署
名
を
も
っ
て
東
尻
池
村
の
天
宅
藤
右
衛
門
が
知
事
に
蹴

情
を
お
こ
な
う
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
み
て
神
戸
市
会
の
側
は
、
知
事
へ
の
答
申
を
棋
震
に
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
よ
う
で
、
市
会
議
員
改
選

後
の
五

日
の
市
会
で
、
あ
ら
た
め
て
編
入
諮
問
案
調
査
委
員
を
選
出
し
た
。
調
査
委
員
は
、
七
月
十
六
日
市
役
所
で
は
じ

め
て
会
合
を
開
き
、
調
査
に
入
っ
た
。
九
月
初
め
に
は
、
調
査
委
員
の
間
で
、
編
入
に
つ
い
て
差
し
支
え
が
な
い
と
の
結
論
が

出
た
よ
う
で
、
十
月
一
一
一
日
、
市
会
に
そ
の
旨
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
十
月
十
四
日
、
諮
問
案
そ
の
も
の
が
市
会
に
上
程
さ

416 第二掌近代都市神戸の発展



れ
、
議
決
さ
れ
た
。

一
方
、
林
田
村
で
は
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
も
な
お
、
編
入
を
め
ぐ
っ
て
村
会
で
紛
争
が
つ
づ
い
て
お
り
、

部
分
の
編
入

は
朔
治
二
十
二
年
の
時
と
同
様
に
む
ず
か
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
知
事
は
、
編
入
区
域
を
林
田
村
全
域
に
変
更
し

た
上
で
も
う

度
当
該
村
会
お
よ
び
神
戸
市
会
に
編
入
に
つ
い
て
議
簡
を
お
こ
な
っ
た
。
神
戸
市
側
は
十
二
月
七
日
の
市
会
で

こ
れ
を
承
認
し
た
。
林
田
村
側
で
も
編
入
準
備
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
み
て
、
全
体
と
し
て
賛
成
に
ま
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
二
十
九
年
四
月

日
、
編
入
は
完
了
し
、
湊
村
区
域
は
湊
区
、
林
田
村
お
よ
び
須
磨
村
内
池
間
村
医
域
は
林
間
ほ
と
な

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
区
会
が
寵
か
れ
た
。
ま
た
市
会
議
員
選
挙
ほ
と
し
て
は
旧
湊
村
は
湊
東
区
と
と
も
に
第
一
一
一
選
挙
区
、
旧
林

田
村
お
よ
び
悶
須
磨
村
内
池
田
村
は
、
湊
西
区
と
と
も
に
第
四
選
挙
区
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

林
田
村
全
村
の
一
綿
入
に
知
事
の
諮
問
案
が
変
更
し
た
こ
と
に
つ
い
て
林
田
村
内
で
兵
論
が
な
か
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う

郡till］の施行と地方改良運動

に
、
林
田
村
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
編
入
が
部
分
的
に
し
か
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
二
十
二
年
に
編
入
間

題
が
起
こ
っ
た
と
き
行
政
村
と
し
て
の
独
立
を
主
張
し
て
反
対
し
た
の
と
は
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。

兵
庫
運
河
の
開
削
な
め
ぐ
っ
て
林
田
村
内
の
農
業
者
と
兵
庫
運
河
会
社
の
陪
で
紛
争
が
お
こ
っ
た
こ
と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
に
は
、
港
湾
機
能
の
拡
大
に
と
も
な
っ
た
神
戸
市
と
周
辺
農
村
と
の
関
係
の
い
っ

そ
う
の
深
ま
り
が
あ
っ
た
。
神
戸
市
の
側
で
も
明
治
二
十

の
時
と
違
い
、
行
政
村
全
体
の
編
入
に
異
論
は
出
な
か
っ
た
。

神
戸
市
へ
の
編
入
の
希
望
は
市
域
東
部
に
隣
接
す
る
地
域
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
現
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
明
治

第六節

二
十
九
年
五
月
、
隣
接
す
る
西
灘
村
の
う
ち
務
屋
村
で
も
、
神
戸
市
へ
の
編
入
を
県
に
出
願
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た

（
『
又
新
』
五
月
十
七
日
）
。
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r!Tl或関係各部地価 1万円以上の主主主表 112

名

嘉納治兵衛松木与一郎 ＊潟、尾久太郎 本党心平十郎川合茂兵衛

角ぅ~二辰右衛門淡野権四郎後藤勝造 ＊和泉万介 ＊長部文治郎

ネ喜悶清右衛門 札i昆太郎左衛門養塔又治郎 ＊樋口市右衛門

泉111J介

氏

武隊郡

名者百

米沢長兵衛紋谷清平木安藤安太＊仁j:i塚宗幼三国茂三郎石本清七

神足渉三郎伊藤長次郎大商法一平須藤福村津甚平丹田可作

王子野林蔵 ＊中沼平三郎米沢吉次郎米沢長次郎 中西岩蔵

＊須賀栄治郎鞍谷清慎荒鬼平介中浜直次

今西鶴之Eリj米III弥三郎荒川又右衛門有馬郡

明 石郡

石間奥！ーこと居善雄＊小島荘兵衛＊小河秀太郎小河大台

＊小間E号機 伊藤主主次郎

美褒君日

郡
制
の
施
行

郡
制
施
行
に
よ
り
ま
ず
町
村
選
出
の
郡
会
議

員
の
選
挙
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
定
数
は
、
武

間
開
郡
は
一
八
人
、
明
石
郡
は
一
一
一
人
、
世
一
一
〈
譲
郡
は
九
人
で
、
七

月
二
十
日
に
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

コ
メ
新
』
に
よ
れ
ば
有

潟
郡
の
郡
会
議
員
中
市
域
各
村
か
ら
の
議
員
は
す
べ
て
白
由
党

系
、
品
川
市
〈
護
郡
で
は
、
淡
河
村
選
出
の
磯
谷
猶
一
一
一
郎
が
党
派
不
明

（注） 美童喜郡は S人のと ζろl人は不明。キ印は.lljl会議長当選者。

資料： r武服部品／§~， Fきさ喜警部二む， f叉新a

で
あ
る
以
外
は
、
問
村
選
出
の
郡
会
議
員
す
べ
て
自
由
党
系
と

さ
れ
る
な
ど
選
出
議
長
は
党
派
色
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
部
分
的
に
は
八
月
に
は
い
っ
て
か
ら
選
挙
を
お
こ
な
っ
た

町
村
も
あ
っ
た
。

次
に
大
地
主
互
選
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
郡
制
施
行
以
前
か

ら
調
査
さ
れ
て
い
た
郡
内
に
地
価
一
万
円
以
上
の
土
地
を
所
有

す
る
大
地
主
の
名
簿
が
七
月
に
公
開
さ
れ
、

八
月
一
日
投
票
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
市
域
関
係
各
都
に
お
け
る
大
地
主
は
、
武
庫

1tll 

人
・
有
馬
郡
一
一
一
人
・
明
石
郁
二
一
人
・
美
嚢
郡
八
人
で

あ
っ
た
（
表
山
）
。
こ
の
う
ち
明
石
郡
で
の
当
選
者
は
間
人
、
武

服
部
は
六
人
、
美
護
郡
は
一
一
一
人
で
、
有
潟
郡
は
不
明
で
あ
る
が

4r8 近代都市村I｝ヨの発展第二議



大
地
主
が
少
な
い
た
め
全
員
が
郡
会
議
員
と
な
っ
た
可
能
性
が
強
い
。

各
都
で
は
、

八
月
も
し
く
は
九
月
上
旬
郡
会
が
召
集
さ
れ
、
こ
こ
で
郡
会
選
出
の
名
誉
職
郡
参
事
会
員
を
選
出
し
た
。
武
庫

郡
で
は
岡
野
熊
平
（
鳴
尾
村
）
・
野
草
平
八
郎
（
大
庄
村
）
・
田
沢
熊
江
（
簡
潔
町
）
が
選
出
さ
れ
て
お
り
、
旧
菟
原
郡
・
入
部
郡
か
ら

は
だ
れ
も
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
郡
会
選
出
の
参
事
会
員
に
知
事
が
選
出
し
た
新
居
嘉
右
衛
門
お
よ
び
郡
長
が
加
わ
っ
て

参
事
会
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
品
市
〈
議
郡
で
は
、
小
問
勇
雄
（
淡
河
村
i
大
地
主
議
員
）
・
向
山
梅
吉
（
久
鶴
美
村
）
・
一
柳
慎
（
別

所
村
）
が
郡
会
で
選
出
さ
れ
、
さ
ら
に
知
事
が
小
南
秀
太
郎
（
三
木
町
）
を
選
出
し
た
。
明
石
郡
で
は
、
永
田
与

（
大
久
保
村
）
・

有
本
順
治
郎
（
霊
水
村
）
・
拐
野
良
一
（
魚
住
村
）
が
部
会
で
、
石
巻
清
隆
が
知
事
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
。

さ
ら
に
九
月
中
旬
、
郡

費
予
算
な
ど
を
議
決
す
る
第
二
聞
の
郡
会
が
行
わ
れ
、
こ
こ
で
郡
の
運
営
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
あ
り
方
が
負
担
を
含
め
て
決

め
ら
れ
た
。
美
嚢
郡
で
は
九
月
十
五
日
か
ら
十
八
日
ま
で
郡
会
が
開
催
さ
れ
、
明
治
二
十
九
年
度
の
歳
入
出
予
算
、
部
有
財
産

都制の施行と地方改良運動

管
理
規
定
、
養
護
伝
習
所
、
町
村
立
勧
業
会
、
教
員
講
習
会
の
規
則
な
ど
が
議
決
さ
れ
た
。

郡
制
は
、
兵
庫
県
が
こ
れ
を
施
行
し
て
か
ら
わ
ず
か

か
続
か
な
か
っ
た
。
明
治
一
一
一
十

府
県
制
郡

制
の
改
正

法
律
第
六
回
号
で
府
県
制
が
改
正
さ
れ
る
と
同
時
に
、
法
律
第
六

で
郡
制
が
改
正
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

改
正
の
要
点
は
、
第
一
に
複
選
制
が
蕗
止
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
大
地
主
互
選
議
員
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、

に
府
県
・
郡

を
公
法
人
と
し
、
自
治
体
と
し
て
の
性
格
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

複
選
制
で
あ
る
か
ぎ
り
、
政
党
が
府
県
会
で
多
数
を
占
め
る
た
め
に
は
、
郡
会
議
員
さ
ら
に
は
町
村
会
議
員
を
自
ら
の
党
派

第六節

に
糾
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

3

そ
の
た
め
に
町
村
会
議
員
ま
で
政
党
間
対
立
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う

し
て
複
選
制
の
導
入
は
、
政
府
が
当
初
考
え
て
い
た
地
域
全
体
の
代
表
者
が
選
出
さ
れ
、
中
央
の
党
派
の
影
響
が
遮
断
さ
れ
る
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と
い
う
目
論
見
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
状
況
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
大
地
主
互
選
制
も
、
地
主
自
身
が
政
党
口
気
化
し
て
お
り
数

も
少
な
か
っ
た
た
め
、
政
党
に
よ
る
こ
の
層
の
組
織
化
を
い
っ
そ
う
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

政
党
化
が
進
む
こ
と
に
反
対
で
あ
っ
た
政
府
は
、
複
選
制
・
大
地
主
互
選
制
を
廃
止
し
、
住
民
の
直
接
選
挙
へ
選
出
方
法
を

い
転
換
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
府
県
会
議
員
・
郡
会
議
員
は
、
直
接
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
財
産
制
限
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
町
村
公
民
中
直
接
国
税
を
年
額
一
一
一
円
以
上
納
め
て
い
る
者
が
選
挙
権
を
、
同
じ
く
五
円
以
上
（
府
会
議
員
は

一
O
円
以
上
）
納
め
て
い
る
者
が
被
選
挙
権
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
郡
参
事
会
員
に
つ
い
て
も
知
事
の
任
命
す
る
会
員
の

規
定
は
な
く
な
り
、
郡
長
以
外
の
五
人
は
全
員
郡
会
か
ら
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
郡
会
に
対
す
る
郡
長
の
規
制
も

弱
め
ら
れ
た
。

そ
れ
ま
で
郡
会
議
長
は
郡
長
が
つ
と
め
て
い
た
が
郡
会
議
員
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
郡

会
は
費
用
負
担
だ
け
で
な
く
、
支
出
の
内
容
も
含
め
て
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
た
な
郡
制
で
は
、
郡
会
議
長
の
選
挙
誌
は
郡
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
石
郡
で
は
、
郡
内
二
一
町
村
を
そ

れ
ぞ
れ
選
挙
区
に
設
定
し
、
人
口
の
多
い
明
石
町
で
五
人
、
垂
水
村
・
林
崎
村
・
大
久
保
村
か
ら
ニ
人
、
他
の
村
は
一
人
を
定

数
と
し
、

一
九
人
の
議
員
を
選
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
詩
人
襲
郡
や
武
庫
郡
で
も
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
ら
た
な
選

挙
法
に
し
た
が
っ
て
、
郡
会
議
員
は
明
治
一
一
一
十
一
一
年
九
月
に
全
員
再
選
挙
さ
れ
た
。
品
中
武
装
郡
で
は
大
地
主
互
選
議
員
も
ふ
く
め

た
そ
れ
ま
で
の
議
員
二
一
人
中
で
再
選
さ
れ
た
の
は
半
数
の
六
人
、
明
石
郡
で
は
一
六
人
中
間
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

同
様
の
選
挙
法
に
よ
る
明
治
一
一
一
十
六
年
の
選
挙
で
再
選
さ
れ
た
の
は
奨
譲
郡
で
六
人
、
明
石
郡
で
七
人
と
そ
れ
ぞ
れ
半
数
以
下

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
員
の
変
化
が
選
挙
法
と
霞
接
関
係
す
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

政
府
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
政
党
化
の
抑
制
と
い
う
点
で
は
選
挙
法
改
正
は
あ
ま
り
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
郡

420 第二主客近代都市神戸の発展



一方、

会
議
員
選
挙
直
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
府
県
会
議
員
選
挙
は
、
こ
れ
ま
で
の
選
挙
以
上
に
激
し
い
党
派
争
い
が
な
さ
れ
た
。

吋
叉
新
』
（
明
治
一
ニ
十
二
年
九
月
二
十
五
日
）
が
「
従
来
は
複
選
法
な
り
し
を
以
て
競
争
激
烈
な
り
し
も
、
単
選
な
る
が

上
に
、
県
会
議
員
選
挙
後
間
も
な
き
こ
と
な
れ
ば
格
別
競
争
は
な
か
る
べ
き
模
様
な
り
L

と
述
べ
た
よ
う
に
、
激
し
い
党
派
争

ょ
う
で
あ
る
。

い
を
演
じ
た
府
県
会
議
員
選
挙
の
直
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
だ
け
に
、
都
会
議
員
選
挙
の
選
挙
戦
そ
の
も
の
は
激
し
く
な
か
っ
た

『
文
新
』

し
か
し
郡
を
選
挙
区
と
す
る
府
県
会
議
員
選
挙
の
な
か
で
都
内
の
党
派
対
立
は
い
っ
そ
う
増
し
た
。五

人
中
、

人

A 

（
明
治
一
一
一
十
一
一
年
十
月
二
十
九
日
）
は
、
九
月
二
十
七
日
、
選
挙
後
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
品
決
議
郡
の
郡
会
が
定
員

に
県
会
議
員
選
挙
大
競
争
後
自
然
郡
内
一
一
派
に
分

が
欠
指
し
た
た
め
流
会
に
な
っ
た
こ
と
か
｝
伝
え
、
そ
の
原
悶
に
つ
い
て

る
」
と
述
べ

Tこ れ
、
今
閉
の
役
員
選
挙
に
就
て
は
兎
角
折
合
悪
し
く
之
が
交
渉
に
暇
取
り
し
為
め
流
会
の
止
む
を
得
ざ
る
に

者自制の自並行と地方改良運動第六節

明治35年明石部都攻歳出額

旋回割合

区I11 

郡
の
地
域
運

営
上
の
佼
霞

そ
れ
で
は
郡
は
地
域
運
営
上
で
ど
の
よ
う
な
佼
誼
を
し
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
図
口
は
明
治
一
一
一
十
六
年
度
の
明
お
郡
の
経

常
歳
出
費
目
の
割
合
で
あ
る
。

一
見
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
明
石
郡
の
場
合
、

土
木
費
が
全
体
の
半
分
近
く
を
占
め
て
い
た
。
図
立
の
よ
う
に
臨
時
費
も
含
め

た
総
額
で
み
る
な
ら
土
木
授
の
割
合
は
、

日
露
戦
必
ず
に
よ
っ
て
歳
出
が
抑
え
ら

れ
た
明
治
一
一
一
十
七
年
度
・
一
一
一
十
八
年
度
を
除
い
て
明
治
四
十
一
一
一
年
度
ま
で
は
七

割
前
後
を
占
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
割
合
に
な
っ
た
の
は
重
要
な
思
道
と
そ
の
橋
梁
の
吏
正
・
架
設

近代・現代歴史編N421 



：「ん~一ーイ

“......“総額一公会堂建設資一問問ーニヒ木資総額

お
よ
び
修
終
に
土
木
費
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

422 

20 

15 

30 

25 

明
石
郡
で
は
明
治
ニ
十
九
年
の
最
初
の
郡
会
で
都
内
の
車
道

明石者間日投歳出総額および土木裂の変化

の
う
ち
重
要
な
も
の
一
四
件
（
総
延
長
二
七
恩
五
丁
）
に
つ
い
て
、

10 

一
兇
正
・
架
設
に
つ
い
て
は
七
O
%
を
郡
費
で
負
担
す
る
こ
と
、

修
繕
に
つ
い
て
は
六
O
%
を
郡
費
で
お
こ
な
う
こ
と
を
決
定

し
た
（
残
り
は
関
係
町
村
か
ら
支
出
て
そ
の
後
、
郡
内
各
町
村

か
ら
の
要
求
も
あ
り
、
明
治
四
十
四
年
度
ま
で
に
郡
里
道
へ

一
一
O
件
（
一
六
恩
二
ニ
丁
）
の
編
入
を
お
こ
な
っ
た
。
郡
里
道
の

増
加
は
郡
費
の
負
担
の
治
加
を
、
も
た
ら
す
ば
か
り
か
、

郡
内

町
村
の
問
で
受
益
と
負
担
を
め
ぐ
っ
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
噌

図 12

加
さ
ぜ
、
町
村
間
の
利
害
対
立
を
増
加
さ
せ
た
。

そ
の
た
め

大
正
二
（
一
九
二
三
年
二
月
の
郡
会
で
郡
盟
道
の
整
理
が
捉

第二.Ij'l：近代都市神戸の発展

起
さ
れ
、
臨
時
都
道
調
査
委
員
七
人
が
選
出
さ
れ
た
。
十
月

し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
郡
竪
道
二
ハ
件
（
一
一
O
笠
一
五
了
）
を
全
額
郡
の
負
担
で
維
持
し
、
二
二
件
（
一
一
O
恩
）
を
補
助
道
と
し
て

の
臨
時
郡
会
は
か
れ
ら
の
調
査
を
基
礎
に
道
路
規
定
を
決
定

改
修
に
つ
い
て
は
五
O
%
、
修
繕
に
つ
い
て
は
問
。
%
を
郡
費
で
支
出
し
、
残
り
を
関
係
町
村
か
ら
支
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
総
歳
出
中
に
し
め
る
土
木
裂
の
割
合
も
減
少
し
、
大
正
初
年
は
五
O
%
程
度
の
水
準
と
な
っ
た
。



他
の
費
目
と
し
て
は
、
郡
市
（
口
氏
費
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
い
う

は
、
郡
役
所
に
附
属
す
る
国
家
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
る
「
官
吏
」
と
は
異
な
り
、
郡
独
rH
の
事
業
の
た
め
に
ほ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
間
切
石
郡
の
場
合
、
こ
の
郡
吏
員
授
は
明
治

二
十
九
年
度
か
ら
明
治

二
年
度
ま
で
は
郡
視
学
（
郡
レ
ベ
ル
の
学
事
の
視
察
・
殴
督
・
指
導
を
お
こ
な
う
）
お
よ
び
郡
毘
道
に
つ

い
て
の
工
事
を
担
当
す
る
郡
土
木
技
手
の
給
与
と
旅
授
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
。
明
治
三
十

の
制
度
改
正
で
郡
視
学
の
給
与

支
出
が
郡
費
か
ら
は
ず
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
費
目
は
、
郡
独
自
の
土
木
事
業
に
関
す
る
吏
員
の
費
用
の
み
と
な
っ
た
。

閉
山
高
郡
で
は
、

は
じ
め
郡
車
道
に
関
す
る
土
木
賀
、
が
郡
費
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
が
、
す
べ
て
の
郡
で
こ
の
よ
う
な
事

業
運
営
が
行
わ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
表
出
に
あ
る
よ
う
に
、
武
庫
郡
で
は
独
自
の
土
木
事
業
を
全
く
行
っ
て
い
な
か
っ
た

し
、
有
馬
郡
や
美
礎
部
で
も
経
常
費
の
中
に
は
土
木
費
は
な
く
、
臨
時
授
の
中
に
計
上
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
有
馬
郡

で
は
教
育
に
関
す
る
控
用
が
大
き
な
役
舗
を
占
め
る
な
ど
、
郡
独
自
の

の
あ
り
方
は
、
そ
の
郡
の
歴
史
的
な
沿
卒
、
地
理

郡fj)IJの施行と地方改良運動

的
な
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
勧
業
費
は
ど
の
郡
に
お
い
て
も
共
通
し
て
支
出
さ
れ
て
い

こ
れ
は
郡
が
勧
業
の
法
髄
単
位
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
明
治
十
年
代
か
ら
引
き
続
く
性
格
で
あ
っ
た
。
明
石
郡
の
勧
業
費
支
出
を
細
か
く
見
る
と
当
初
は
郡
勧
業
会

へ
の
補
助
金
で
あ
り
、
明
治
一
一
一
十
四
年
度
か
ら
は
郡
設
会
へ
の
補
助
金
お
よ
び
郡
焼
事
講
潤
会
費
と
な
り
、
さ
ら
に
明
治
一
一
一
十

七
年
度
か
ら
は
、
教
育
・
勧
業
な
ど
の
郡
単
位
の
団
体
へ
の
補
助
は
臨
時
費
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
時
郡
段
会

へ
の
補
助
も
臨
時
費
に
ま
わ
さ
れ
た
。
ま
た
、
明
治
一
一
一
十
六
年
十
月
か
ら
郡
農
業
技
手
が
置
か
れ
、
そ
の
費
用
は
経
常
費
で
支

第六節

出
さ
れ
た
。
な
お
日
露
戦
争
以
降
、
す
で
に
見
た
郡
農
会
へ
の
補
助
を
は
じ
め
、
郡
内
の
諮
問
体
へ
の
補
助
が
拡
大
し
て
い
く

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
地
方
改
良
運
動
と
関
係
す
る
た
め
次
項
で
あ
っ
か
う
。

近代・現代日置史編W423 



表 113 市域関係各都大正元年郡費歳出一覧

武摩郡 有馬郡 明石郡

く経常部〉

会 議 後 205 462 ! 624 I 

郡吏員資 276 612 

郡事務取扱裂 148 ! 63 110 ! 

土木主主 5, 712 

教育資 4, 153 154 

衛生資

勧業安 1, 440 i 2, 672 I i, 234 I 
郡有財産関係夜 78 i 149 ! 924 

郡金庫資

救 助 投 17 i 
そ の 他

計

く臨時部〉

土木夜 8, 217 i 2, 786 

教育費 500 990 620 

衛 生 資 180 

勧業主主 790 534 1,290 

吉日有財産関係夜 j 290 i 572 647 

そ の 他

（注） Z資自により合算したと乙ろもあるが，数字は史料記載どおり。

資料： r明石郡治内容一斑a

第二章近代都市神戸の発段

（単位．円）

美護郡

222 

464 

7 

1, 666 

250 

60 

5,011 

537 

202 

1, 030 

424 



2 

明
石
郡
に
お
け
る
地
方
改
良
運
動
の
展
開

三
輪
郡
長
の
赴
任
と
明

石
都
町
村
自
治
体
系

明
治
四
十
年
八
月
十
日
、
一
一
一
輪
信
一
郎
が
加
古
郡
長
か
ら
明
石
郡
長
へ
転
任
し
て
き
た
。
一
一
一
輸
は
赴

任
と
と
も
に
壮
大
な
っ
明
石
郡
町
村
自
治
体
系
」
な
る
も
の
を
作
成
、
さ
ら
に
こ
の
「
自
治
体
系
」

ぜ

を
郡
内
町
村
が
準
拠
す
べ
き
「
町
村
是
」
と
す
る
こ
と

「
自
治
体
系
」
の
意
図
を
郡
吏
・
町
村
長
・
神
官
僧
侶
に

積
極
的
に
説
い
た
。
そ
し
て
明
治
四
十
一
年
一
一
一
月
の
郡
内
の
町
村
長
会
で
正
式
に
こ
れ
を
郡
内
共
通
の
町
村
是
と
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。

郡jf;ljの施行と地方改良運動

陸
大
な
系
統
樹
の
よ
う
な
も
の
で
、

関
口
は
こ
れ
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
自
治
体
系
」
は
写
真
訪
の
よ
う
な
国
体
（
万
世
一
系
の
天
皇
を
頂
点
と
す
る
日
本
の
図
柄
）
に
始
ま
り
町
村
自
治
で
終
わ
る

そ
の
要
点
に
つ
い
て
問
中
一
成
郡
視
学
は

第六節

「
町
村
制
が
発
布
に
な
り
ま

明石郡町村自治体系

し
寸と

か
ら

り既
まに
す一

ブL
其去年
間の
rnr 久

し‘＃
c
に

処~ f,!1「Tが村
でろな力向
は るを治
あ か用の
り i盟主ひ発
まもた述
せ筆るに
ん紙こ政
、のと府
こ尽は当
； れす幾Y局

写真 28
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国体

厚
一

深
一
孝

徳
，
克

樹 皇祖皐．宗 肇国宏遠

億兆一Jむ

世々済厭美〔事実〕

克忠

保

一

謬

隣
一
一
紙
一
一
判

ト
一
一
杯
一
而

清
一
敬
一
今

剖
一
祭
一
古

｛

｛

通

庄
一
司
同
，

郷
一
樹

党
一
概

胡
掛

世
討

中

1

－
軒

母
一
清
一

父
一
被

一
白
”

子
一
紀
ム
さ

釘
欠

A
F

聞
が
ト
ト

ペ一
4
4
4

一不

甲
南
一
笠
一
而

勧
一
民
一
相

族
一
一
冊
一
施

家

君主原一徳 民民遵守 'lfo 君事nil~事

〔勅語徳目〕

（立すJi!.，室対関＇！＼＜. 対社会顕彰祖先之遺風対己対友対家族）

家族

制度 道徳
F一一ーJ、一一、

義務権利 （滋守教育勅語 泰最日間千且崇敬被先）

戸籍法 日本民法相続編・綴族主編

自治基礎

一婦女会 戸主会 で－~f，’f:／国c, 

事業 道徳

（衛生・兵役・勧業・教育・宗教） （隣i!iHm長 滋毒手数背中力諮）

（敬神・風紀・交通・納税） 町村自治

制度 自治内容 自治扶養者 道徳

（充実発展）鞠初尽力［ 誠意従事（糊治問問）

町村制・（関係法令）高智4患者町村会議員区長関Iキf：長小学校長倦f白神官

義務権利

じり （）内はさらに詳紛な記述があるがここでは翁略した。
資料：「明石Wli合内森一斑J

関 13 明石君~lllr村自治体系概略図
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ご

と

い

か

ほ

ど

か

い

は
如
何
で
あ
ろ
う
か
私
共
の
考
で
は
誼
も
町
村
制
の
如
き
無
味
の
法
令
で
は
そ
れ
一
片
で
如
何
程
足
接
て
も
自
治
の
発
達
な
ど

こ

す

い

た

い

は

い

ば

ん

か

い

は
行
く
も
の
で
は
な
い
、
必
ず
一
方
に
道
徳
と
云
ふ
こ
と
を
絞
吹
し
て
其
人
情
風
俗
の
額
放
を
挽
回
し
た
上
で
な
け
れ
ば
い
弘
正

の
自
治
は
望
ま
れ
な
い
と
思
ひ
ま
す
L

と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
自
治
を
制
度
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
担
う
住
民

の
思
想
形
成
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
と
く
に
そ
の
思
想
の
中
心
に
教
育
勅
語
を
す
え
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
教
育
勅
語
が
自
治
の
中
心
的
思
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

問
中
は
「
町
村
の
自
治
は
悶
肉
体
と
一
致
し

国
の
縮
小
せ
る
形
式
を
具
備
せ
ざ
る
」
を
得
な
い
と
述
べ
、
国
家
と
町
村
の
運
営
方
法
は
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し

た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
西
洋
が
個
人
を
単
位
と
し
て
国
家
を
つ
く
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

日
本
に
お
い
て
は
っ
家
一
を
単

位
と
し
て
国
家
を
作
っ
て
い
る
と
述
べ
、
国
家
や
町
村
自
治
の
基
礎
と
し
て
の
「
家
」
の
役
割
を
強
調
し
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
た
「
門
家
」
は
単
な
る
家
庭
の
こ
と
で
は
な
い
。

問
中
は
各
家
庭
に
神
棚
と
仏
壌
が
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
て
、
神
棚
は
問
視
に

郡ii却の施行と地方改良運動

対
す
る
忠
を
あ
ら
わ
し
、
仏
一
問
一
は

家
の
祖
先
に
対
す
る
孝
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
も
と

へ
の
忠
と
祖
先
へ
の
孝
の
両
者
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
ニ
千
五
百
年
来
続
い
て
き
て
い
る
の
が

は

じ

こ

う

え

ん

た

よ

い

れ

く

ち

ょ

う

ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
山
一
徳
ヲ
桜
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
我
カ
恒
氏
克
グ
忠
一
一
克
ク
孝
ニ
億
兆

＇~ E」ー

で
ふ
～
り
、

d心は
ヲ教
一宵

ニ勅
シ詔
テの
ill：「
々我
際そカ
ノ

ヲ
ナ
セ
ル
ハ
我
カ
間
体
ノ
精
華
」
の
意
味
そ
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
こ
に
教
育
勅
語
は
、

日
本
の
図
柄
と
結
び
つ
く
特
有
の
「
家
」
、

さ
ら
に
は
そ
の
集
合
体
と
し
て
町
村
の
自
治
を
支
え
る
精
神
で
あ
る
と
位
世
づ
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第六節

郡
蹴
同
年
会

の
綿
織

「
家
」
を
基
礎
と
し
た
町
村
自
治
の
具
体
的
な
進
農
の
た
め
に
、

「
家
L

’V
｝
通
し
た
町
村
の
卒
業
の
遂
行
に
よ

っ
て
、
住
民
を
「
家
L

を
単
位
と
し
て
組
織
し
な
が
ら
、
問
時
に
組
織
し
た
「
家
L

に
対
す
る
住
民
の
意
識
を
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高
め
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
二
円
の
長
で
あ
る
戸
主
を
会
員
と
す
る
戸
主
会
を
組
織
し
、
こ
の
会
の
周
辺

に
青
年
会
・
婦
人
会
を
組
織
し
て
い
く
こ
と
が
計
固
さ
れ
た
。
こ
の
方
針
は
一
一
一
輪
郡
長
赴
任
後
す
ぐ
さ
ま
実
践
に
う
つ
さ
れ
た
。

明
治
四
十
一
年
一
一
月
、
最
初
に
組
織
さ
れ
た
の
が
郡
青
年
会
で
あ
っ
た
。

近
段
以
来
、
村
に
は
年
齢
別
団
体
が
あ
り
、
青
年
の
組
織
と
し
て
は
若
衆
組
、
若
者
組
、
若
仲
間
な
ど
と
呼
ば
れ
る
団
体
が

あ
っ
た
。

ま
た
こ
れ
ら
若
衆
組
な
ど
は
、
青
年
の
教
育
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
祭
礼
な
ど
の
村
の
行
事
で
も

独
自
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
独
自
の
秩
序
を
も
っ
集
部
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
村
投
入
や
村
の
運
営
の
中

心
を
担
う
位
指
形
成
者
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

近
代
に
入
る
と
政
府
は
若
者
組
な
ど
を
町
村
の
秩
序
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
禁
じ
る
方
向
を
打
ち
出
し
た
。
飾
磨
県
で
は

明
治
五
年
八
月
、
若
仲
間
を
、
仲
間
に
加
わ
ら
な
い
者
を
排
除
し
、
さ
ら
に
村
内
で
生
活
で
き
な
い
よ
う
な
嫌
が
ら
せ
を
行
つ

た
り
、
父
親
ど
う
し
の
争
い
を
子
供
の
間
に
持
ち
込
み
、

ガ
の
側
に
加
担
し
て
他
方
の
親
族
な
ど
ま
で
に
嫌
が
ら
せ
を
行
う

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
禁
止
な
布
達
し
た
。

し
か
し
、
青
年
と
い
う
年
齢
摺
に
見
合
っ
て
独
自
の
存
在
意
義
を
も
っ
若
者

組
は
法
令
だ
け
で
禁
止
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
若
者
組
は
種
々
の
名
称
に
よ
っ
て
続
い
て
お
り
、
明
石
郡
岩
間
村
で
は

明
治
一
一
一
十
年
代
に
な
っ
て
も
っ
矯
風
会
」
と
い
う
名
前
で
青
年
の
団
体
が
存
続
し
て
い
た
。

三
輪
郡
長
は
、
こ
の
よ
う
な
青
年
間
の
団
体
を
郡
全
体
で
統
括
す
る
も
の
と
し
て
都
青
年
会
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

ま
で
の
独
自
の
秩
序
を
も
っ
た
団
体
か
ら
、

寸
自
治
体
系
」
が
示
す
よ
う
な
人
間
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
団
体
へ
と
改
編
し
ょ

う
と
し
た
。

そ
の
た
め
青
年
会
の
目
的
を
確
定
し
、
①
精
神
修
養
と
風
紀
の
改
善
、
②
補
習
教
育
の
振
興
、
③
体
力
の
増
進
、

＠
実
業
の
奨
励
と
指
導
、
⑤
軍
人
会
と
の
連
絡
の
強
化
、
⑤
基
本
財
産
の
蓄
積
、
と
し
た
。
郡
青
年
会
の
下
、
小
学
校
区
域
を
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単
位
と
す
る
二
二
の
支
会
が
組
織
さ
れ
、
さ
ら
に
大
字
部
落
を
基
本
単
位
と
す
る
小
友
会
が
設
置
さ
れ
た
。
小
中
父
会
の
数
は
…

じ
七
で
、
大
字
数

二
二
よ
り
多
か
っ
た
。
大
正
一
五
年
に
は
あ
わ
ぜ
て
四
七

O
O人
程
の
青
年
が
、
ど
れ
か
の
小
友
会
の
会
員

と
な
っ
て
い
た
。

郡
青
年
会
の

都
青
年
会
は
、
大
学
部
落
を
中
心
と
す
る
青
年
間
の
諸
団
体
を
統
御
す
る
機
関
と
い
う
側
面
が
強
か
っ

ま
た
郡
青
年
会
の
意
志
決

長
に
は
郡
長
、
副
会
長
に
は
部
視
学
、
実
務
を
扱
う
幹
事
に
郡
書
記
な
ど
郡
吏
員
が
就
い
て
い

定
機
関
で
あ
る
評
議
会
は
、
正
副
会
長
・
幹
事
と
支
会
の
会
長
で
あ
る
小
学
校
長
と
、
支
会
ご
と
に
一
人
選
出
さ
れ
る
評
議
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
支
会
の
顧
問
と
し
て
村
長
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
小
支
会
で
も
区
長
が
顧
問
と
な
っ
て

部i!#Jの施行と地方改良運動第六節

明石郡戸主会設置状況

（明治41年7月現在〉

表 114 い
た
よ
う
で
あ
る
。

現住戸数

戸
5, 788 

1, 309 

688 

656 

396 

609 

487 

784 

558 

843 

1, 221 

1, 037 

会員数

人
795 

1, 273 

667 

641 

388 

596 

464 

750 

531 

852 

1, 096 

967 

5

8

7

4

a

O

2

6

9

4

2

7

o

 

l
－

－

1

1

1

1

1

1

1

 

町村名

明石田I

霊水村l
伊JI！谷村 j

玉津村

櫨谷村

押部谷村

平野村

神出村

岩 i潟村 i

；魚住村！

大久保村

林崎村

青
年
会
へ
の
指
導
で
は
、
教
育
勅
誌
の
精
神
を
身
に
つ
け
る

」
と
が
な
に
よ
り
も
重
説
さ
れ
た
。
教
育
勅
一
誌
の
暗
唱
に
は
じ

ま
り
、
徳
目
の
実
践
の
た
め
の
ス
ロ
！
ガ
ン
を
報
部
知
事
探
翠

（主主） 現在戸数はZ尾治42年のもの。

資料： r明王ヨ郡治内若手一斑a

の
額
に
し
て
小
学
校
講
堂
・
部
落
公
会
堂
へ
掲
げ
る
と
と
も
に
、

青
年
手
牒
に
掲
載
し
て
青
年
会
の
会
員
に
配
布
し
た
。

ま
た
初

等
教
育
を
補
う
も
の
と
し
て
夜
学
会
を
自
発
的
に
運
営
す
る
こ

と
を
奨
励
し
た
c

の
間
体
の
改
編
に
つ
づ
い
て
、

「
～
家
」
の

一
戸
主
会
の

設
立

中
核
た
る
戸
主
の
組
織
化
が
行
わ
れ
た
。
明
治
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四
十
一
年
七
月
、
山
間
五
郎
町
村
一
戸
主
会
会
則
を
定
め
、
郡
内
の
大
字
1
部
落
（
以
下
部
落
と
記
す
）
を
基
本
的
な
単
位
と
し
て
、
そ

れ
よ
り
若
干
多
い
一
五
回
の
一
戸
主
会
が
作
ら
れ
た
（
表
山
）
。
明
治
四
十
一
年
段
階
で
の
加
入
状
況
を
み
る
と
、
現
住
の
一
戸
数
に

対
し
て
九
O
%
以
上
が
参
加
L
て
い
る
場
合
が
多
い
が
（
魚
住
村
で
は
な
ぜ
か
一
戸
数
よ
り
戸
主
の
数
が
多
い
て
市
街
化
し
て
い
る
明

石
川
川
で
は

%
程
度
し
か
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
は
そ
れ
以
降
も
続
き
大
正
問
年
三
月
に
い
た
っ
て
も
、
明
石

町
の
会
員
数
は
一
三
一
一
七
人
、
戸
数
の
二
O
%
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

じ

ゅ

ん

ぼ

う

お

さ

と

と

の

ふ

よ

く

戸
主
会
は
、
会
則
第
…
条
で
（
本
会
ハ
教
脊
勅
…
池
山
ノ
御
趣
旨
ヲ
遵
奉
シ
身
ヲ
修
メ
家
ヲ
斉
へ
村
自
治
日
ブ
扶
翼
ス
ル
ヲ
以
テ
日

的
ト
ス
｝

L
ス
教
脊
勅
一
立
仰
の
精
神
に
し
た
が
っ
て
道
徳
的
な
徳
院
を
実
現
す
る
こ
と
と
自
治
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が
日
的
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
第
六
条
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
教
育
・
勧
業
・
兵
役
納
税
・
風
紀
衛
生
・
水
利
土
木
災
害
予
防
・
敬
神
・
そ
の

他
の
七
項
目
に
わ
け
て
、
一
戸
主
会
組
織
化
の
具
体
的
な
ね
ら
い
が
古
か
れ
て
い
た
。

そ
の
詳
細
は
表
出
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
悶
家
が
般
進
し
よ
う
と
す
る
軍
事
・
教
育
・
勧
業
・
衛
生
な
ど
の
事
務
や
納
税
を
主
体
的
に
行
う
こ
と
、
行
政
村
や
部

務
の
も
つ
水
利
・
土
木
な
ど
の
地
域
運
営
機
能
を
新
阪
的
に
担
う
こ
と
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
道
徳
的
な
規
律
な
も
つ
こ
と

が
住
民
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
こ
の
一
戸
主
会
の
会
長
は
、
部
落
ご
と
に
お
か
れ
た
医
長
と
さ
れ
た
。

明
治
間
十
二
年

月
、
一
一
一
輪
部
長
は
、

ほ
ぼ
部
落
毎
に
設
け
た
こ
の
戸
主
会
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
郡
連
合
戸
主
会
の
設

立
を
郡
内
の
町
村
長
会
に
提
示
し
た
。
さ
ら
に

ら
も
立
見
を
聴
取
し
、
ど
こ
か
ら
も
反
対
が
な
か
っ
た
た
め
、
同

主ド

月

13 

IJR 

一
知
事
の
臨
席
の
も
と
で
創
立
の
会
を
間
出
、
こ
こ
で
部
長
を
会
長
と
し
町
村
長
を
評
議
員
と
す
る
こ

と
を
決
め
た
。
こ
の
郎
迎
合
戸
主
会
は
各
部
落
の
一
戸
主
会
を
統
括
す
る
と
と
も
に
、
部
全
体
の
自
治
内
容
奉
告
祭
を
事
業
と
し

て
一
丁
っ
と
。

u

j

j

 

430 第二主主近代都市神戸の発展



第六長JJ 部ilJIJの施行と地方改良迷動

表 115 明石郡内町村戸支会会則における実行事項

l，教育関係

①普通教育普及と不就学者根絶，経済的理由による就学困難者への隣保扶助方法

の研究

~学校と家庭の述絡，教員父兄の怒志疎通の推進，そのための父母の学校参観

2，勧業関係

①事業発展について留意し，そのための改良および奨励方法の研究実行

②段業および経済発達をはかるため産業組合を設立し，村内協同一致の推進

③日常生活の質素化，勤倹の実行と毎月の貯蓄の励行

3，兵役納税関係

①寧人の優遇と応召者の家族の生計図難の援助，戦死者の表彰と滋族への同情

②納税の期呂までの納入の断行，とくに滞納の多い大学協議授の納入促進

ヰ，風紀衛生~l係

①時間被守，努｛多遊惰放逸者への訪II戒と生活矯IE，礼儀公徳尊民悪弊矯正と号事

行表彰

②暴飲塁走食の禁止と個人の衛生観念の発途促進

③公衆衛生の重視と政府・県の衛生に関する規則の遵守，伝染病の隠隆終止

5，土木水手Jj及び警芸術

①土木水利についての修繕保護の完全を期すること，特に恩道は春秋二回定期修

怒

②災害予防へのwn立，災害時の応急防禦についての松正援助，篤志人夫の室長出

6，敬事j！宗教関係

①神社祭典ー仏本葬式などは誠意をみぜながら冗認を節約

②｛伊勢識など諸識を単に飲食会とせず，神仏への感謝を行うと同時に，その組織

を戸支会の機関とすること

7，その他

①村内の臨時の事件については，整理の｛壬にあたワ公徳、を守り内許認に解決するこ

と

②非常のi珪i予定，子f滋の災容に鍛えて基本財産な造成すること

資料： F砂］お君11治内容ー笈b
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郡
町
村
良
治
内
容

奉
仕
ロ
祭
の
開
催

一
一
一
輪
郡
長
は
、
明
治
四
十
ニ
年
九
月
の
町
村
長
会
で
、
郡
お
よ
び
各
町
村
で
の
自
治
内
容
泰
告
祭
を
行

う
協
定
を
結
び
、
す
ぐ
に
こ
れ
を
実
践
し
た
。
自
治
内
容
奉
告
祭
と
は
、
郡
町
村
そ
れ
ぞ
れ
が
一
年
間

ヲ

し
、
住
民
み
ず
か
ら
も
自
己
を
反
省
し
、

行
っ
て
き
た
自
治
の
内
容
を
「
関
裕
」
で
あ
る
天
皇
の
初
先
と
氏
神
に
報
告
し
て
、

「
神
徳
皇
徳
及
祖
先
ノ
徳
一
一
対
シ
謝
恩
ノ

一
致
協
同
し
て
「
自
治
体
系
L

に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
地
域
社
会
建
設

に
む
か
つ
て
努
力
す
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
奉
告
祭
の
告
文
の
内
容
は
か
な
り
詳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と

お
り
（
表
山
也
、
村
内
の
状
況
が
細
か
く
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

え
ば
明
治
四
十
一
一
一
年
三
月
、
岩
間
川
村
で
行
わ
れ
た
奉
告
祭
で
の
自
治
内
容
奉
告
書
に
よ
れ
ば
、
奉
告
項
目
は
一
七
に
分
か
れ
て

十
本
告
祭
の
祭
主
は
郡
に
お
い
て
は
郡
長
、
町
村
で
は
町
村
長
が
行
っ
た
。
町
村
の
奉
告
祭
に
は
、
町
村
長
以
下
吏
員
、
町
村

会
議
員
、
学
校
職
員
、
自
治
関
係
者
、
さ
ら
に
は
小
学
校
児
童
が
参
拝
し

さ
ら
に
そ
の
他
の
住
民
も
こ
れ
に
参
集
さ
せ
る

た
め
、
こ
の
日
は
そ
の
町
村
の
休
日
と
さ
れ
、
十
本
告
祭
の
あ
と
で
自
治
に
関
す
る
講
演
会
や
各
種
の
口
問
評
会
も
行
わ
れ
た
。
そ

こ
な
っ
て
も
よ
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
金
村
の

の
う
え
明
石
郡
各
町
村
自
治
内
務
奉
告
規
程
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
に
住
民
の
た
め
の
一
般
的
な
娯
楽
を
郡
長
の
許
可
の
上
で
お

動
員
、
が
は
か
ら
れ
た
。

表 116 岩間村自治

内容奉告書の演目
（明治43年3月〉

」
の
明
石
郡
の

PU治
内
終
十
本
告
祭
は
、
全
開

で
は
じ
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
舟
務
省
地
方
局

が
作
成
し
た
「
地
方
改
良
の
要
項
」
が
「
兵
庫

県
明
石
郡
に
於
い
て
は
各
町
村
を
通
じ
毎
年

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
行
事
へ
の
参
加

言

問

項

育

業

事

生

税

蔵

通

紀

教

助

備

体

合

跡

一

楠

一治
一
由
同

一
耐
熱

一
噌
耕

一一世「
一
資

絡

機

雑

lH 

宗

主

ムロム口ム口

q
J

・3
v
f
q
f

ネ＊

保

本

自

白

白

教

勧

兵

衛

納

基

交

風

敬

憐

警

団

同

名

①

②

③

①

③

①

⑦

①

③

⑬

③

⑫

⑬

⑬

⑬

⑬

⑫

 組

！日

業

所
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田
町
村
公
事
の
奉
告
祭
を
町
村
社
の
神
前
に
行
ふ
、
こ
れ
神
社
に
依
る
訓
練
方
法
と
し
て
最
も
宜
し
き
を
得
た
る
も
の
た
る
べ

し
」
と
評
価
し
た
よ
う
に
、
全
国
的
に
設
問
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
三
輪
郡
長
の
実
践
は
、

の
側
近
で
、
枢
街
顧
問
官
の
高
崎
正
問
問
が
進
め
て
い
た
教
育
勅
語
に
よ
る
秩
序
安

定
を
目
的
と
す
る
「
一
徳
会
」
の
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

『
明
石
郡
役
所
ふ
れ
鍛
綱
要
』
に
よ
れ
ば
も
と
も
と
両
者
は
別
々

に
進
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
舞
子
の
有
制
川
宮
の
別
邸
に
来
て
い
た
高
崎
の
下
に
一
一
一
輪
郡
長
が
伺
候
し
た
際
、
こ
の

会
が
郡
で
の
運
動
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
郡
医
院
は
一
徳
会
を
郡
内
で
の
運
動
の
思
想
的
中
核
を
作

る
も
の
と
し
て
普
及
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
郡
役
所
｜
町
村
と
い
う
行
政
機
構
を
フ
ル
に
活
用
し
て
、
明
治
四
十
一
年
六
月

こ
士
、
t
t
 
一六

O
O人
も
の
会
員
を
擁
し
た
一
徳
会
明
若
郡
支
会
を
創
設
し
た
。

ち
な
み
に
こ
の
時
、
岩
間
村
で
は
九

O
人
が
会

員
と
な
っ
た
。

郡ff~Jの施行と地方改良運動

地
域
秩
序
の
動
擦
と

利
害
対
立
の
激
化

こ
の
よ
う
に
行
政
当
昂
者
が
神
社
ま
で
利
用
し
、
地
域
社
会
の
秩
序
の
維
持
と
行
致
事
務
の
推
進
を
は

か
ろ
う
と
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
、
そ
れ
は
町
村
制
実
施
か
ら
こ

の
時
期
ま
で
引
き
続
き
お
こ
っ
て
い
た
、
地
域
運
習
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
郡
内
で
の
穏
々
の
激
し
い
対
立
や
秩
序
の
弛
緩
に

対
し
彼
ら
が
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

第
一
一
は
明
石
町
内
の
対
立
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
治
二
十
五
年
に
は
町
長
以
下
吏
員
の
総
辞
職
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
、
そ

の
後
も
ニ
派
に
分
か
れ
対
立
が
続
い
て
い
た
。

第六節

第
二
は
沿
岸
漁
業
を
め
ぐ
る
部
落
内
の
対
立
で
、
こ
れ
は
多
く
の
場
合
、
出
来
か
ら
漁
業
権
を
持
っ
て
い
た
者
と
新
た
な
漁

法
導
入
を
契
機
と
し
て
新
た
に
漁
業
に
参
入
し
よ
う
と
し
た
者
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
九
年
に
起
こ
っ
た
明
石
浦
漁
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業
組
合
内
の
水
産
市
場
運
営
に
関
す
る
市
場
擁
護
派
と
改
革
派
の
対
立
、
大
正
一

の
向
組
合
内
延
組
紛
と
下
釣
組
の
対
立
、

明
治
一
一
一
十
六
年
八
月
お
よ
び
大
正

の
垂
水
村
内
山
田
村
の
巾
着
網
を
め
ぐ
る
旧
制
派
と
新
制
派
の
対
立
、
明
治
四
一
年
、

林
崎
村
林
部
落
に
お
け
る
巾
着
網
使
用
を
め
ぐ
る
対
立
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
郡
長
以
下
の
官
吏
の
調
停
が
霊
安
な

役
割
合
｝
担
っ
た
。

は
水
利
や
山
林
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
林
崎
掘
割
普
通
水
利
組
合
管
理
の
用
水
は
、
一
平
野
村
内
問
一
戸
田
村
に
源
を
発

し
、
玉
津
村
、
明
石
町
を
経
て
林
崎
村
に
至
る
幹
線
と
平
野
村
中
浮
か
ら
分
岐
し
て
大
久
保
村
、
魚
住
村
に
至
る
支
線
か
ら
な

っ
て
お
り
、
林
崎
・
大
久
保
・
魚
住
の
三
村
に
よ
っ
て
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
明
治
二
十
五
年
夏
、
組
合
に
属
さ
な
い
上

流
の
平
野
村
内
中
津
村
な
ど
が
こ
の
水
路
か
ら
取
水
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
一
一
村
一
七
部
落
の
村
氏
お
よ
そ
一
一
一
千
余
人
が

平
野
村
を
襲
撃
す
る
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
は
警
察
・
町
村
有
力
者
・
郡
長
に
よ
っ
て
鎖
般
化
さ
れ
た
が
、
一
平
野
村

で
は
一
つ
一
ニ
の
家
、
が
破
壊
さ
れ
た
。
同
様
の
事
件
は
想
二
十
六
年
、
大
正
二
年
に
も
起
こ
っ
た
。

神
出
村
内
問
弁
村
で
は
、
明
治
一
一
一
十
四
年
四
月
、
問
池

は
じ
め
た
が
、
下
流
名
村
か
ら
抗
議
が
お
こ
り
工
事
は
一
一
…
カ
年

中
断
さ
れ
た
。
そ
の
あ
い
だ
に
郡
長
の
斡
施
、
が
あ
り
、

よ
う
や
く
明
治
三
十
七
年
九
月
工
事
が
再
開
さ
れ
た
。
垂
水
村
の
内
向

JM
一
水
村
で
は
、

部
落
有
の
林
野
を
そ
の
区
長
・
評
議
員
の
名
義
で
神
戸
市
の
個
人
に
売
却
し
、

七
千
円
の
利
益
を
得
て
、
区

長
・
評
議
員
の
名
義
で
預
金
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
決
定
に
関
与
し
な
か
っ
た
部
落
の
他
の
人
々
が
不
平
を
唱
え
、
利
益

分
配
を
め
ぐ
っ
て
大
正
元
年
に
騒
動
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
を
垂
水
村
自
身
は
解
決
す
る
こ
と
が
出
米
ず
、
一
ニ
輸
出
長
が
出
張
、

一
日
間
村
役
場
に
張
り
付
い
て
和
解
に
成
功
し
て
い
る
。

第
四
は
、
都
市
化
や
工
業
化
の
進
展
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
明
石
郡
の
段
山
本
は
、
そ
の
肥
料
に
つ
い
て
神
戸
市
か
ら
の
採
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成
に
た
よ
っ
て
い
た
。
明
治
三
十
年
代
に
は
人
胞
の
購
入
の
た
め
郡
内
農
業
者
二
百
数
十
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神
戸
市
内
の
縁
故

な
た
よ
っ
て
、
各
自
牛
馬
車
を
能
用
し
運
搬
す
る
と
い
う
形
態
な
と
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
市
街
の
拡
張
、
道
路
な
ど
諸
施
設

の
整
備
が
す
す
む
な
か
で
、
こ
の
方
法
が
風
紀
上
か
ら
も
衛
生
上
か
ら
も
不
可
で
あ
る
と
し
て
制
限
す
る
方
向
を
神
戸
市
は
打

ち
出
し
、
最
終
的
に
大
正

一
月
一
日
よ
り
汚
物
掃
除
法
が
適
用
さ
れ
、
市
内
乗
入
れ
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
お
こ

っ
た
。
こ
の
時
、
明
石
部
長
は
み
ず
か
ら
が
会
長
を
つ
と
め
る
部
設
会
で
、
こ
の
汲
取
り
事
業
を
一
一
克
的
に
に
な
う
こ
と
を
提

起
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
汚
物
掃
除
法
に
準
拠
し
て
汲
取
り
を
担
う
だ
け
の
能
力
が
郁
良
会
に
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
郡
農

会
で
い
っ
た
ん
賛
成
少
数
で
夜
決
さ
れ
た
し
、
神
戸
市
民
の
側
で
も
強
い
反
対
が
あ
っ
た
。

し
か
し
部
長
は
町
村
長
・
村
段
会

長
な
ど
を
説
き
、
良
会
事
業
と
し
て
執
り
行
う
こ
と
で
最
終
的
に
合
意
を
得
た
。

そ
し
て
神
戸
市
に
交
渉
し
、
同
年
七
月
に
や

っ
と
こ
の
方
法
が
許
可
さ
れ
た
（
そ
の
後
な
お
神
戸
市
肥
料
営
業
者
と
の
間
で
紛
争
が
あ
っ
た
）
。

郡信ljの施行と地方改良運動

ま
た
明
治
問
十
一
年
、
大
日
本
紡
縮
会
社
明
石
工
場
が
設
立
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
同
工
場
は
隣
接
し
て
い
た
玉
津
村
内
上

池
村
に
対
し
て
同
工
場
へ
の
河
川
か
ら
の
引
水
の
た
め
の

よ
び
溝
渠
の
代
償
と
し
て
一
時
金
一
五

oomと
、
同
工
場

寄
宿
舎
尿
ほ
の
年
額

。
門
で
の
払
い

と
い
う
契
約
を
結
ぼ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
上
池
村
で
は
農
業
者
間
の

見
が
一
致
せ
ず
混
乱
し
た
が
、
郡
長
お
よ
び
有
志
の
仲
介
で
や
っ
と
現
約
を
結
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
こ
の
補
償
金
お
よ

び
照
時
尿
代
を
め
ぐ
っ
て
村
内
で
対
立
が
お
こ
っ
た
。

工
場
建
設
に
よ
る
飲
料
水
の
悪
化
や
煤
煙
に
よ
る
被
害
は
、
村
内
農
業
者

だ
け
で
な
く
一
般
住
民
も
受
け
て
い
る
か
ら
村
全
体
に
分
配
せ
よ
と
い
う
側
と
、
農
業
従
事
者
の
み
に
分
配
せ
よ
と
い
う
側
に

第六節

分
か
れ
て
は
げ
し
く
争
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
区
長
の
任
命
や
水
利
問
題
に
交
で
拡
大
し
訴
訟
に
及
び
、
和
解
が
成
立

し
た
の
は
大
正
十
一
年
一
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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な
お
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
先
に
見
た
漁
業
を
め
ぐ
る
紛
争
も
、
そ
れ
が
網
に
つ
い
て
の
技
術
卒
新
と
関
係
す
る
と
い
う
点
で

は
、
工
業
化
の
進
展
と
深
く
関
迎
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

地
方
改
良
運
動
の
展

開
と
町
村
制
の
改
正

第
一
ぃ

η
1で
述
べ
た
よ
う
に
町
村
制
成
立
以
降
の
地
域
社
会
運
営
は
行
政
村
｜
部
落
が
相
互
に
支
え
合

う
形
で
進
行
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
明
石
郡
で
は
、
部
落
内
に
お
け
る
利

害
対
立
が
激
化
し
て
お
り
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
地
域
運
営
を
支
え
て
い
る
一
方
の
僻
の
部
落
の
も
つ
住
民
把
握
能
力
が
低
下

し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。

利
害
対
立
に
至
ら
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
、
部
落
の
運
営
は
財
政
的
に
様
め
て
悶
難
に
な
っ
て
い
た
。
と
く
に
明
治
一
一

十
九
年
八
月
一
一
一
十
日
夜
か
ら

一
日
未
明
に
か
け
て
上
陸
し
た
台
風
に
よ
る
風
水
害
は
、
明
石
郡
に
お
い
て
農
産
物
に
多
大

な
被
山
中
間
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
神
出
村
で
は
、
畑
作
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
、
稲
作
も
甚
大
な
被
害
を
う
け
る
と
い
う
状
祝
に
な
っ

こ
の
時
神
出
村
会
は
財
政
困
難
な
た
め
郡
費
の
負
担
分
支
出
を
否
決
し
た
が
、
郡
参
事
会
は
こ
れ
を
ゆ
る
さ
ず
、
郡
会
で

決
定
し
た
と
お
り
の
負
担
を
行
な
う
よ
う
に
裁
決
を
下
し
た
。
大
水
容
は
翠
明
治
一
ニ
十
年
に
も
お
こ
り
、
こ
の
年
の
九
月
に
は

樺
山
内
務
大
臣
が
み
ず
か
ら
明
石
郡
内
の
被
害
状
況
を
視
察
す
る
と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
相
次
ぐ
風
水
容
は
作
物
に
被
害
を

与
え
る
と
と
も
に
、
部
落
の
直
接
の
負
担
に
よ
る
こ
と
の
多
い
盟
滋
の
復
旧
工
事
の
按
用
な
増
大
さ
せ
た
。
各
部
落
で
は
、
部

落
有
の
林
野
の
売
却
な
ど
の
処
慌
に
よ
っ
て
費
用
な
捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
輪
郡
長
ら
の
方
針
は
、
こ
の
状
況
に
対
応
し
て
部
落
の
地
域
運
営
能
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
側
而
を
も
っ
た
。
①
戸
主
会

を
行
政
村
単
位
で
な
く
部
落
単
位
に
作
り
、
そ
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
部
落
の
諸
事
務
を
支
え
る
こ
と
を
掲
げ
た
こ
と
、
②
間
切

治
問
十
ニ
年
に
郡
内
全
域
で
、
町
村
制
の
条
文
に
し
た
が
っ
て
部
落
を
単
位
と
し
た
行
政
症
を
置
き
、
そ
れ
ま
で
慣
例
と
し
て
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置
か
れ
て
い
た
各
部
落
の
惣
代
を
匹
長
と
し
て
法
制
化
し
、
寄
り
合
い
も
各
部
落
惣
代
の
寄
合
か
ら
匹
長
会
へ
と
変
化
さ
せ
、

法
制
の
章
一
み
に
よ
っ
て
部
落
合
｝
単
位
と
し
た
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
母
夜
学
会
、
さ
ら
に
こ
れ
を
改
正
し
た
も
の

と
し
て
の
補
習
教
育
に
つ
い
て
、
部
落
に
置
か
れ
た
青
年
会
の
小
支
会
と
教
員
が
進
め
る
と
し
た
こ
と
な
ど
は
、
こ
れ
に
対
応

す
る
施
策
で
あ
っ
た
。

部
落
の
地
域
運
営
機
能
の
弱
体
化
は
、
同
時
に
も
う
一
方
の
側
の
行
政
村
の
機
能
不
全
も
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
風
水
害
や
日

露
戦
争
の
た
め
の
負
担
増
加
と
結
び
つ
き
、
閉
山
小
税
や
町
村
税
の
滞
納
者
の
増
加
と
い
う
事
態
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

岩
岡
村
は
、
も
と
も
と
そ
の
県
税
村
税
の
納
入
が
村
当
局
に
よ
っ
て
「
不
良
」
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
が
、

山
間
川
疏
水
や
耕
地
整
理
の
た
め
の
負
担
が
増
加
し
、
さ
ら
に
滞
納
が
著
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
郡
役
所
は
、
数
人
の

郡
吏
員
、
を
大
正
コ
一
年
か
ら
一
一
カ
年
に
わ
た
っ
て
納
税
督
促
の
た
め
に
派
遣
し
、
村
吏
員
と
共
同
し
て
事
務
に
当
た
ら
せ
、
滞
納

君日制の施行と地方改良選動

者
に
は
猶
予
を
与
え
ず
強
制
処
分
を
執
行
す
る
な
ど
の
処
置
を
行
っ
た
結
果
、
滞
納
者
を
減
少
さ
せ
た
。
ま
た
玉
津
村
で
は
、

国
間
妹
税
が
比
較
的
納
入
好
調
な
の
に
対
し
て
村
税
の
納
入
状
況
は
悪
く
、
徴
税
事
務
そ
の
も
の
も
煩
雑
化
す
る
と
い
う
状
態
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
明
治
凶
十

ら
納
税
促
進
を
は
か
る
た
め
、
部
落
に
納
税
組
合
を
も
う
け
た
。
行
政
村
は
納
税

の
円
滑
な
部
落
に
対
し
て
、
年
ニ
田
納
税
優
勝
旗
授
与
式
を
お
こ
な
い
、
そ
こ
に
郡
当
局
者
や
村
の
有
志
、
さ
ら
に
は
小
学
校

児
童
を
参
加
さ
ぜ
た
。
こ
の
よ
う
に
部
落
問
で
納
税
を
競
い
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

一
年
に
し
て

部
の
部
落
合
除
き
期
日
内
に

村
税
が
納
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第六節

明
石
郡
は
、
行
政
村

i
部
落
に
よ
る
地
域
運
営
が
極
め
て
間
難
な
例
で
あ
っ
た
。

し
か
し
明
石
郡
に
限
ら
ず
産
業
革
命
に
よ

日
露
戦
争
に
よ
る
財
政
負
担
の
拡
大
、
さ
ら
に
日
露
戦
後
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
互
し
た
帝
国
主
義
国

る
社
会
構
造
の
変
化
、
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と
し
て
国
家
を
運
営
し
て
ゆ
く
た
め
の
財
政
負
担
拡
大
と
そ
の
た
め
の
問
民
の
動
員
は
、

日
本
各
地
で
地
域
運
営
上
の
閑
難
を

生
み
出
し
て
い
た
。
政
府
は
こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
四
十
一
年
十
月
十
三
日
「
戊
申
詔
蛍
ど
を
出
し
、
帝
国
の
悶
民
に
ふ
さ
わ

し
く
国
家
の
発
展
の
た
め
に
華
美
に
流
れ
ず
生
産
に
勤
め
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し
て
内
務
省
を
中
心
に
、
こ
の
戊
中
詔
書
の

趣
旨
に
そ
っ
て
、

「
地
方
改
良
運
動
L

を
提
起
し
た
。
明
石
郡
の
運
動
は
こ
の
地
方
改
良
運
動
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
、
内

務
省
で
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
明
治
四
十
四
年
閉
月
、
そ
れ
ま
で
の
市
制
町
村
制
が
全
雨
的
に
改
正
さ
れ
、
新
た
に
市
制
・
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
政
府
の
委
任
事
務
に
つ
い
て
町
村
が
機
能
し
な
い
場
合
、
郡
長
ま
た
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
官
吏
が
代
執

行
し
、
そ
の
費
用
を
町
村
が
負
担
す
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
た
。

ま
た
町
村
長
は
町
村
会
の
承
認
な
得
ず
吏
員
を
任
命
す
る
こ

と
が
で
き
、
臨
時
急
施
の
場
合
、
町
村
会
が
議
決
仕
ず
と
も
事
務
止
を
執
行
し
う
る
こ
と
と
な
り
、
町
村
会
と
の
関
係
に
お
い
て

町
村
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
間
難
に
産
国
ず
る
、
地
域
運
営
を
郡
役
所
や
町
村
長
の
側
か
ら
強
制
的
に
維

持
し
て
い
く
体
制
が
制
度
的
に
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
家
」
綴
念
に
よ
る

地
域
運
営
の
娘
界

一
一
一
輪
部
長
の
示
し
た
教
育
勅
語
と
「
家
」
観
念
の
強
化
に
よ
る
地
域
社
会
の
改
本
と
い
う
方
向
は
、
ど

れ
だ
け
地
域
住
民
に
理
解
さ
れ
、
実
際
の
地
域
運
営
に
意
味
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
一
一
輪
郡
長
の
示
し
た
方
針
は
郡
長

i
町
村
長
・
小
学
校
長
匹
庶
民
と
い
う
行
政
ル
i
ト
に
し
た
が
っ
て
実
行
さ
れ
て
お
り
、

か
な
ら
ず
し
も
住
民
の
積
極
的
な
同
意
を
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
青
年
会
に
つ
い
て
み
る

な
ら
、
岩
間
村
の
自
治
内
容
奉
告
書
に
実
効
性
が
薄
い
と
記
さ
れ
て
い
た
し
、
自
発
的
に
す
す
め
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
夜

と
ど
ま

学
会
も
結
局
「
極
め
て
少
数
に
止
り
多
く
は
有
名
無
実
に
終
る
L

と
郡
役
所
自
身
が
評
価
す
る
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
明
治
問
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十
四
年
か
ら
夜
学
会
を
町
村
の
公
設
機
関
で
あ
る
実
業
補
修
学
校
と
し
、
各
部
務
に
青
年
倶
楽
部
兼
補
習
教
育
場
を
建
設
し
、

学
校
職
員
が
部
落
に
分
宿
し
夜
学
の

は
じ
め
て
内
突
を
も
つ
に
至
っ
た
。
戸
主
会
に
つ
い
て
も
、
先
の
結

に
刈
羽
た
っ
て
、

岡
村
自
治
奉
告
書
に
よ
れ
ば
、
作
ら
れ
た
だ
け
で
実
質
的
に
は
機
能
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
自
治
奉
告
祭
の
規
則

に
各
町
村
で
娯
楽
の
準
備
が
わ
ざ
わ
ざ
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
事
業
と
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
た

自
治
奉
告
祭
で
さ
え
、
娯
楽
に
よ
っ
て
住
民
の
関
心
を
ひ
か
な
け
れ
ば
住
民
を
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
単
に
住
民
側
の
無
理
解
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
一
一
輪
郡
長
ら
の
地
域
運
営
方

針
そ
の
も
の
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
一
一
輪
郡
長
ら
の
方
針
は
、
地
域
住
民
が
地
域
で
の
諸
事
業
を
担
う
こ
と
よ
り
悶

家
へ
の
義
務
会
果
た
す
と
い
う
明
治
地
方
自
治
制
の
理
念
を
前
提
と
し
、
さ
ら
に
義
務
を
「
奉
仕
一
と
い
う
言
葉
で
い
い
か
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
へ
の
義
務
と
し
て
の
自
治
と
い
う
考
え
方
を
著
し
く
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
住
民

郡制の施行と地方改良運動

が
地
域
の
主
人
公
と
し
て
地
域
社
会
に
責
任
を
も
っ
と
い
う
、
権
利
と
し
て
の
自
治
と
い
う
考
え
方
は
取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
向
山

治
を
行
う
基
礎
で
あ
る
住
民
錨
々
人
の
独
立
も
一
般
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
。
間
家
へ
の
義
務
を
大
前
提
と
す
る
方
針
を
取
る

か
ぎ
り
、
地
域
の
主
人
公
と
し
て
の
住
民
の
積
極
性
を
引
き
出
す
よ
う
な
方
針
は
出
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
一
一
輪
郡
長
ら

が
地
域
運
営
で
一
｛
｝
必
役
割
合
｝
果
た
せ
た
の
は
、
彼
ら
の
考
え
る
「
家
」
観
念
そ
の
も
の
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
た
め

で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
家
」
観
念
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
揺
し
つ
つ
あ
る
地
域
社
会
の
指
導
者
で
あ
る
部
藷
の

中
心
人
物
を
巻
き
込
ん
で
種
々
の
団
体
を
形
成
し
秩
序
の
解
体
を
防
い
だ
こ
と
と
、
そ
の
団
体
と
関
連
づ
け
、
勧
業
に
よ
る
農

第六節

業
生
産
力
拡
大
や
行
政
機
構
自
身
の
整
備
、
教
育
行
政
の
進
展
や
公
会
堂
建
設
な
ど
の
公
共
施
設
の
充
実
を
は
か
り
、
地
域
住

民
に
実
捺
的
な
別
益
を
供
与
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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勧
業
政
策

の
進
展

こ
の
点
を
勧
業
政
策
か
ら
見
て
み
よ
う
。
明
石
郡
は
豊
か
な
水
系
を
持
た
ず
、
ま
た
台
地
が
多
か
っ
た
た
め
、

水
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
農
業
生
産
力
の
拡
大
の
た
め
に
積
極
的
な
勧
業
政
策
が
と
ら
れ
た
。

こ
の
時
期
展
開
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
岩
岡
村
を
中
心
と
す
る
明
石
郡
西
北
部
の
合
地
で
の
葉
タ
バ
コ
の
栽
培
が
あ
げ

ら
れ
る
。
岩
岡
村
で
の
新
し
い
葉
タ
バ
コ
の
栽
培
は
、
一
一
一
輪
郡
長
赴
任
以
前
の
明
治
一
一
一
十
六
年
に
は
す
で
に
ニ

O
町
歩
、
間
四

十
年
に
は
こ
四
人
町
歩
に
も
な
っ
た
。
一
一
一
輪
郡
長
は
、
葉
タ
パ
コ
の
収
納
所
が
神
戸
に
あ
り
、
運
搬
に
不
便
な
こ
と
と
、
農
民

が
神
戸
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
生
活
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
心
配
し
、
郡
内
に
収
納
所
を
設
け
る
こ
と
を
政
府
に
対
し

て
交
渉
し
た
。
政
府
は
、
産
出
額
が
少
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
杏
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
が
、
郡
長
は
町
村
長
・
業
タ
バ
コ
生
産

者
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
岩
間
村
に
大
蔵
省
の
収
納
所
の
出
張
所
を
設
置
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
便
益
が
増
し
、

さ
ら
に
専
売
当
局
お
よ
び
郡
技
術
員
の
指
導
・
作
付
奨
励
が
あ
り
、
明
石
郡
の
葉
タ
パ
コ
生
産
は
定
着
し
、
大
正
五
年
に
は
作

付
面
積
は
一
一
二
七
町
歩
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
一
二
一
輪
郡
長
は
、
郡
間
北
部
の
台
地
の
水
利
の
た
め
山
田
川
疏
水
事
業
を
計
画
、
実
行
し
た
。
明
石
郡
か
ら
加
古
郡
に
か

け
て
の
台
地
の
水
利
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
、
淡
河
川
疏
水
が
完
成
し
て
い
た
。
疏
水
完
成
後
、
神
出
村
や
岩
岡
村

の
一
部
、
さ
ら
に
現
一
一
一
木
市
の
村
に
も
分
水
が
行
わ
れ
た
が
、
夏
期
に
は
水
量
が
不
足
し
、
明
お
郡
・
加
古
郡
の
間
で
は
紛
争

が
起
こ
っ
て
い
た
。
三
輪
は
、
加
古
郡
長
時
代
か
ら
水
源
の
開
発
と
美
義
郡
・
明
石
郡
に
ま
た
が
る
台
地
の
開
発
を
目
的
と
し

た
山
田
川
疏
水
の
建
設
計
画
に
従
事
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
す
す
め
た
。
山
田
川
疏
水
は
幹
線
工
事
が
明
治
四
十
一
一
一
年
二
月
現

石
郡
神
出
村
で
行
わ
れ
た
起
工
式
で
は
じ
ま
り
、
大
正
三
年
十
月
十
日
に
は
岩
岡
村
で
竣
工
式
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
切

石
郡
神
出
村
で
二
一
一
二
町
歩
、
岩
間
村
で
一
ニ

O
九
町
歩
余
、
魚
住
村
で
一
一
一
一
一
町
歩
余
、
平
野
村
で
八
町
歩
余
、
押
部
谷
村
で
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間
町
歩
余
、
大
久
保
町
で
一
一
町
歩
余
の
水
間
が
切
り
開
か
れ
た
の
で
あ
る
（
問
『
産
業
経
済
編
1
』
参
照
）
。

山
田
川
疏
水
の
工
事
費
は
、
流
域
町
村
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
水
利
組
合
が
白
木
勧
業
銀
行
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
い
た
。
幹
線
水
路
工
事
費
ニ
八
万
円
と
支
線
・
溜
池
工
事
費
中
八

O
万
七

0
0
0円
、
併
せ
て
百
万
円
を
こ
え
る

巨
額
な
負
伎
を
流
域
町
村
は
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
も
白
畑
の
開
発
は
耕
地
整
淑
を
と
も
な
い
、
そ
の
費
用
負
担
も
小
さ

く
な
か
っ
た
。
一
一
一
輪
郡
長
は
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
に
、
大
正
二
年
十
月
、
山
田
川
疏
水
工
事
出
動
団
規
約
標
準
を

作
成
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
各
町
村
で
自
動
団
規
約
を
つ
く
る
こ
と
を
町
村
長
に
訓
令
し
た
。
出
動
団
は
、

に
山
田
川
疏
水

の
水
利
組
合
員
お
よ
び
そ
の
家
族
・
小
作
人
で
労
役
に
耐
え
う
る
者
が
、

工
事
に
出
て
賃
金
を
受
け
取
り
、
こ
れ
を
負
債
返
済

の
資
金
に
あ
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
賞
金
の
十
分
の
一
は
天
引
き
さ
れ
、
館
金
と
し
て
日
本
勧
業
銀
行
へ

も
ど
さ
れ
、
部
長
の
承
認
な
し
に
は
引
き
出
ぜ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

部制の施行と地方改良運動

行
政
の
設

備
・
充
実

こ
の
時
期
明
石
郡
で
町
村
行
政
の
整
備
・
充
実
上
重
要
な
位
置
を
占
め
た
も
の
に
、
町
村
財
政
の
半
分
を
も
占

め
る
初
等
教
育
費
の
問
題
、
と
く
に
教
員
と
そ
の
待
遇
を
め
ぐ
る
間
態
が
あ
っ
た
。
明
治
四
十
一
年
、
小
学
校

令
が
改
正
さ
れ
、
義
務
教
育
は
そ
れ
ま
で
の
四
年
か
ら
六
年
制
へ
と
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
翌
年
か
ら
実
施
さ
れ

た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
教
員
の
増
員
が
必
要
と
な
り
、
学
校
施
設
も
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
明
石
郡
で

は
明
治
四
十
二
年
段
階
で
、
所
要
教
員
一
九

O
人
中
、
正
教
員
一
一
一
九
人
、
準
教
員
・
代
用
教
員
六
一
人
と
い
う
状
態
で
、
教

員
の
約
一
一
一
割
は
正
規
の
教
員
で
な
か
っ
た
。

ま
た
薄
給
で
あ
る
が
n

ゆ
え
に
優
秀
な
教
師
が
、
給
与
の

い
神
戸
市
へ
移
動
す
る

第六節

と
い
う
状
況
も
お
こ
っ
た
。

こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
三
輪
部
長
は
、
兵
庫
県
の
提
起
し
た
全
日
一
一
部
授
業
制
を
導
入
し
た
。
全
日
ニ
部
授
業
制
と
は
、

近代.~晃代日霊長ミ説話N441 



市減関係会者自における教育授の都合

（大正元年）

表 117

教育費割合

% 
49.8 

43. 2 

37.2 

52.2 

教育費総額

内
225, 231 

59,072 

98,304 

55,441 

人
の
教
員
が

一
つ
の
学
級
を
持
ち
、

一
学
級
で
授
業
を
右
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
他
学
級
で

町村資総額

円
452, 532 

136,825 

264, 193 

106, 215 

自
習
を
お
こ
な
う
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。
明
治
問
十
年
か
ら
郡
役
所
は
二
部
授
業
の
調
査

研
究
を
開
始
し
、
明
治
四
十
一
年
に
は
こ
れ
を
笑
施
に
移
し
た
。
ニ
部
授
業
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
こ
の
方
法
が
教
員
塙
加
に
よ
る
財
政
負
担
の
塙
加
を
抑
え
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、

か
な
ら
ず
し
も
学
力
を
つ
け
る
の
で
は
な
い
と
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、
一
一
一
輪
郡
長
は
個
々
の

資料： •o耳石郡治内総一斑』

教
員
の
努
力
に
よ
り
、
経
費
増
加
を
抑
え
る
こ
と
を
ね
ら
い
、
こ
れ
を
郡
教
育
是
と
し
て
熱

主主用I'Im 
有馬郡

明石郡

美安芸君·~

心
に
推
進
し
た
。
明
治
問
十
一
年
に
は
郡
内
小
学
校
校
長
の
旅
行
間
を
、
東
京
高
等
師
範
附

属
校
へ
視
察
の
た
め
一
派
泣
し
、
二
部
授
業
制
の
実
際
を
参
観
さ
せ
、
帰
郡
し
て
か
ら
は
報
告

書
を
作
成
さ
せ
、
郡
内
に
配
布
し
た
。

さ
ら
に
翌
年
五
月
に
は
町
村
長
を
右
の
付
属
校
へ
視

38 39 40 41 42 43 44 1 2 3年度

（明治） （大正）

図 14 明石都町村支出総額中教育

裂の割合

察
の
た
め
に
派
泣
し
た
。

急
速
な
教
員
と
教
育
費
の
増
加
は
た
し
か
に
抑
え
ら
れ
た
。
表
山
の
よ
う
に

二
部
授
業
制
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
域
関
係
各
都
で
は
町
村
設
中
山
O
M
P
か
ら
況
O
%
を
教
育
裂
が
占
め
て
い

た
の
に
対
し
て
図
川
け
の
よ
う
に
明
石
部
で
は
こ
れ
を
日
採
戦
争
政
後
の
五
O

%
程
度
か
ら
一
一
一
O
%
台
に
縮
少
さ
せ
た
。
同
時
に
教
育
の
質
を
高
め
る
た
め

教
員
中
の
正
教
員
の
哨
加
が
は
か
ら
れ
た
。
大
正
二
年
に
は
、
全
教
員
一
九

二
人
中
、
補
助
教
員
・
代
用
教
員
は

三
人
と
な
り
、
明
治
四
十
二
年
と
く

G/ 
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ら
べ
る
と
一
一
一
八
人
減
で
全
体
に
占
め
る
割
合
も
一
一
一
%
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
教
員
の
待
遇
も
、
県
内
で
神
戸
市
を
除
き
上
位
を

ま
た
一
一
部
授
業
お
よ
び
補
留
学
校
で
の
教

占
め
る
川
辺
郡
・
武
庫
郡
と
同
様
の
程
度
に
ま
で
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

育
な
進
め
る
た
め
、
各
部
落
に
教
員
住
宅
を
作
り
、
さ
ら
に
住
宅
の
な
い
も
の
に
は
住
宅
手
当
を
出
す
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
こ

古ISilJljの施行と；地方改良運動第六節

(l手｛位向）郡内各種団体に対する郡費補助~ミ 118
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の
よ
う
な
措
置
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
教
員
に
よ
る
青
年
会
へ
の
指
導
を
本
格
的
に
進
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
明
石
郡
の
全
日
制
二
部
教
育
は
有
名
に
な
り
、
全
国
か
ら
視
察
団
が
訪
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
を
進
め

て
い
た
県
の
方
針
が
変
更
さ
れ
る
と
と
も
に
、
明
石
市
で
も
大
正
十
年
代
に
は
二
部
授
業
か
ら
普
通
授
業
へ
と
転
換
し
て
い
っ

た
。
県
の
方
針
転
換
の
理
由
は
、
財
政
的
な
負
担
軽
減
を
前
提
と
し
て
教
員
を
地
や
さ
な
い
形
で
の
教
育
シ
ス
テ
ム
で
は
、
学

力
向
上
に
は
限
界
、
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た

Q

も
う
一
つ
段
志
す
べ
き
こ
と
は
一
一
一
輪
郡
長
ら
が
行
政
を
支
え
る
郡
レ
ベ
ル
の
諸
団
体
の
育
成
に
捺
し
て
、
団
体
運
営
の
円
治

化
の
た
め
に
財
政
補
助
を
行
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
表
山
は
諸
団
体
へ
の
郡
資
補
助
の
変
化
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
一
一
一
輪
郡
長
の

就
任
以
来
、
青
年
会
や
一
戸
主
会
、
水
産
組
合
へ
の
補
助
が
は
じ
ま
る
と
問
時
に
、
都
民
会
へ
の
補
助
額
が
急
速
に
増
大
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
諮
問
休
が
活
動
す
る
場
と
し
て
の
郡
公
会
堂
の
建
設
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
た
。
一
一
一
輪
郡
長

は
明
治
間
十
二
年
部
公
会
堂
の
建
設
を
計
悶
し
、
こ
れ
を
有
志
に
計
り
、
同
年
十
月
に
郎
公
会
堂
期
成
協
賛
会
を
結
成
し
た
。

協
賛
会
は
全
部
に
寄
付
を
募
り
一
万
円
ん
が
を
集
め
、
こ
れ
に
よ
り
明
治
問
十
三
年
十
一
月
か
ら
工
事
を
開
始
し
、
翌
年
七
月
に

は
開
堂
式
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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