
太
政
官
布
告
第
六
八
号
の

適
用
を
、

鎌
倉
郡
瀬
谷
村
ほ
か
六
か
村
に

指
令
し
、

一

方
的
に

地
価
の

押
し
つ

け
と
収
税
を
命
じ
た
。

添
田
知
通
の

手
に

な
る
「
概
略
手
続
書
」
が
、

瀬
谷
村
な
ど
七
か
村
以
外
は
県
下
す
べ

て
の

町
村
が
改
租
手
続
を
済
ま
せ
た
の

に
、

「
僅
々

七
ヶ

村
ニ

限
リ
〓
詮
主
張

シ

テ
承
諾
セ

サ
レ

ハ

…
…
数
回
懇
諭
ヲ

尽
セ

シ

モ

更
ニ

服
従
セ

サ
ル

」
と
、

述
べ

て
い

る
こ

と
か
ら
も
不
服
運
動
に

対
す
る
県
当
局
の
い

ら
だ
っ

た

様
子
を
み
て
と
る
こ

と
が
で

き
よ
う
。

地
租
改
正
事
務
局
か
ら
も
有
尾
敬
重
が
出
張
し
て

来
て

「
反
覆
説
明
ア

リ
シ
ニ

〓
民
団
結
シ

テ
誘
説
ノ

道
相

絶
」
た
の

で
、

や
む
な
く
太
政
官
布
告
を
適
用
し
た
と
い

う
の

で

あ
る
。

現
地
の

状
況
を
た
ん
ね
ん
に

踏
査
し
、

骨
身
を
惜
し
ま
ず
に

改
租
事
業
の

推
進
に
一

役
も
二
役
も
か
っ

て
い

た
添
田
知
通
を
し
て
、

「
〓
民
団
結
シ

テ

」「
〓
詮
主
張
シ

テ

」
や
ま
な
い

と
き
め
つ

け
ら
れ
た
瀬
谷
村
ほ
か
六
か

村
の

改
租
不
服
運
動
は
、

実
際
「
〓
民
」
の

主
張
に

過
ぎ
な
い

こ

と
で

あ
っ

た
の

か
。

こ

の

頃
の

瀬
谷
村
ほ
か
六
か
村
は
、

全
体
で

畑
が
田
の

約
六
倍
で
、

耕
地
の

所
有
も
一

戸
平
均
田
が
三
反
一

畝
、

畑
が
一

町
七
反
七
畝
で
、

し
か

も
畑
の

平
均
収
穫
量
は
、

鎌
倉
郡
は
県
内
で

最
も
低
い

が
、

そ
の

鎌
倉
郡
内
で

も
か
な
り
低
い

ほ
う
で
、

生
産
力
の

低
い

地
域
で

あ
っ

た
。

一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
八
月
、

関
東
一

府
六
県
の

地
方
官
会
議
で
、

反
当
収
穫
量
が
決
め
ら
れ
て
、

県
は
い

や
お
う
な
し
に

改
租
事
業
を
ス

ピ

ー
ド
ア
ッ

プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

と
い

っ

て

も
、

地
域
の

経
済
実
態
を
そ
れ
な
り
に

加
味
し
た
地
位
等
級
区
分
を
あ
み
だ
そ
う
と
し
て
い

た
と
こ

ろ
へ

、

等
級
の

更
正
が
押
し
つ

け
ら
れ
る
た
め
、

百
十
二
か
村
が

「
更
正
表
」
の

請
書
を
提
出
す
る
こ

と
を
渋
っ

て
い

た
（「
概
略
手
続
書
」）。

瀬
谷
村
な
ど
の

不
服
運
動
も
こ

の

点
に

か
か
わ
っ

て
い

た
よ
う
で

あ
る
。

こ

の

年
十
二

月
二
十
七
日
、

瀬
谷
村
ほ
か
四
か
村
が
、

県
の

強
制
す
る

地
位
等
級
の

「
管
内
聯
合
表
」
で
は
、

租
額
の

算
出
が
不
可
能
な
こ

と
と
、

田
畑
の

比
較
基
準
の

不
適
当
を
理
由
に
、

召
喚
さ
れ
て

説
諭
さ
れ
て

も
、

こ

の

疑
念
が
解
け
な
い

う
ち
は
請
書
の

調
印
を
拒
否
す
る
と
の

「
上
申
書
」
を
県
令
野
村
靖
に

提
出
し
て
い

た
。

こ

の

よ
う
な
「
管
内
聯
合
表
」
の

請
書
の

差
し
出
し
に

対
す
る
不
満
は
、

瀬
谷
村
な
ど
に

限
ら
れ
て
い

た
の

で
は
な
か
っ

た
が
、

一

八
七
八
年
四

月
に

は
、

第
六
大
区
か
ら
第
二
十
三
大
区
の

う
ち
三
浦
郡
第
十
四
大
区
の

十
五
か
村
と
鎌
倉
郡
第
十
七
大
区
の

七
か
村
だ
け
が
請
書
の

差
し
出
し
を
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拒
ん
で
い

る
に

過
ぎ
な
い

ほ
ど
に

ま
で
、

県
の

請
書
差
し
出
し
の

強
制
が
続
い

た
よ
う
で

あ
る
。

そ
の

た
め
、

瀬
谷
村
な
ど
の

不
満
は
請
書
そ
の

も

の

に

向
け
ら
れ
、

地
位
等
級
は
一

村
の

範
囲
で

適
用
で

き
て

も
管
内
全
域
に

当
て
は
め
ら
れ
な
い

こ

と
、

村
々

が
提
出
し
た
等
級
表
を
官
の

側
で

組

み
直
し
て
い

る
こ

と
な
ど
に
、

批
判
の

矢
を
向
け
て
い

っ

た
。

そ
こ

に

は
模
範
村
を
設
定
し
て

地
位
等
級
を
決
め
、

そ
の

基
準
を
模
範
組
合
内
の

み

な
ら
ず
県
内
全
域
に

適
用
し
て
い

く
と
い

う
、

関
東
地
方
の

改
租
方
法
へ

の

批
判
も
含
ま
れ
て
い

た
。

さ
ら
に
、

収
穫
地
価
算
定
方
式
の

等
級
と
地

価
の

不
一

致
、

等
級
決
定
に

あ
た
っ

て

種
肥
代
の

不
十
分
な
酌
量
な
ど
を
指
摘
し
、

瀬
谷
村
な
ど
が
、

生
産
力
の

低
い

畑
地
で

あ
っ

た
た
め
に
、

等

級
と
地
価
、

種
肥
代
、

収
穫
量
な
ど
地
租
を
割
り
出
し
て
い

く
諸
要
素
が
、

現
状
を
無
視
し
て

決
め
ら
れ
て
い

る
点
を
鋭
く
衡
い

て
い

た
と
も
言
え

る
。八

月
に

は
い

っ

て
、

県
は
不
服
七
か

村
の

申
し
立
て
に

は
「
追
而
何
分
之
可
及
沙
汰
」
と
問
題
を
後
に
の

こ

し
た
ま
ま
で
、

不
服
七
か
村
を
除
い

て

県
下
の

村
々

に

耕
宅
地
の

新
租
施
行
を
指
令
し
た
。

一

年
で

百
村
以
上
の

不
服
村
が
県
の

「
説
諭
」
を
う
け
て

請
書
の

差
し
出
し
を
承
諾
し
た
こ

と
に

な
る
が
、

不
服
は
五
年
後
の

改
正
年
度
で

な
ん
と
か
処
置
す
る
と
い

う
地
租
改
正
事
務
局
の

甘
言
に

乗
せ
ら
れ
た
よ

う
で

あ
る
（「
概
略
手
続

書
」）。

実
際
、

こ

の

手
段
は
不
服
に

対
す
る
常
奪
手
段
と
し
て

盛
ん
に

振
り
回
さ
れ
た
（
有
尾
敬
重
『
本
邦
地
租
の

沿
革
』）。

瀬
谷
村
な
ど
の

不
服
村
は
、

添
田
を
し
て

「
反
覆
説
明
ア

リ
シ
ニ

」、
「
団
結
シ

テ
誘
説
ノ

道
相
絶
」
と
言
わ
し
め
た
よ
う
に
、

頑
と
し
て

請
書
の

受
印
に

応
じ
な
か
っ

た
。

そ
こ

で

県
←
地
租
改
正
事
務
局
は
、

太
政
官
布
告
第
六
八
号
の

適
用
を
指
令
し
て

新
租
を
押
し
つ

け
た
の

で

あ
る
。

新
租

は
旧
租
と
比
較
す
る
と
、

田
は
二
三
㌫
の

減
租
で

あ
る
の

に

対
し
て
、

畑
は
約
四
・

六
倍
以
上
の

増
租
と
な
る
こ

と
か
ら
、

村
全
体
で

は
三
・

八
倍

以
上
と
い

う
大
幅
な
増
租
を
も
た
ら
し
、

神
奈
川
県
の

地
価
査
定
の

傾
向
、

ひ
い

て

は
地
租
改
正
そ
の

も
の

を
象
徴
し
て
い

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

県

も
必
死
で

あ
っ

た
し
、

ま
た
不
服
村
も
後
に
ひ
け
な
か
っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

太
政
官
布
告
の

適
用
を
指
令
さ
れ
る
と
、

す
ぐ
さ
ま
、

地
租
改
正
事
務
局
へ

嘆
願
書
を
提
出
し
て
、

「
一

段
階
ノ

隔
リ
ニ

テ

収
穫
ノ

米
麦
何
程
ノ

©神奈川県立公文書館



違
ヒ

ア
ル

ヤ

」
と
地
位
等
級
の

組
立
て

そ
の

も
の
へ

の

疑
義
と
規
定
の

種
肥
代

の

非
現
実
性
を
衡
き
、

し
か
も
県
の

作
成
し
た
地
位
等
級
の

「
管
内
聯
合
表
」

が
、

「
係
リ
官
ノ

専
断
」
で

仕
立
て
ら
れ
て
い

る
こ

と
を
強
調
し

て
い

る
。

そ

し
て
、

県
内
千
二
百
十
五
か
村
の

う
ち
千
二
百
八
か
村
ま
で
が
請
書
を
提
出
し

た
の

は
、

改
租
方
法
が
、

県
の

言
う
よ
う
な
「
美
事
良
法
」
で

あ
っ

た
の
で

は

な
く
、

「
畢
竟
圧
制
ニ

出
テ
タ
ル

モ

ノ

ト
存
候
」
と
、

県
の

押
し
つ

け
を
見
や

ぶ
り
、

実
地
を
再
調
査
を
し
た
う
え
で
、

新
租
を
賦
課
す
る
こ

と
を
要
求
し
て

い

る
（
こ

の

嘆
願
書
の

日
付
は
、

奇
し
く
も
真
土
村
で

冠
弥
右
エ

門
が
松
木
長
右
エ

門

に

対
し
て

実
力
行
使
に
で

た
十
月
二

十
六
日
で

あ
る

）。

地
租
改
正
事
務
局
へ

の

嘆
願
は
、

再
願
、

追
願
と
繰
り
返
さ
れ
る
が
、

い

ず
れ
も
退
け
ら
れ
た
。

不
服
村
々

は
ひ
る
む
こ

と
な
く
再
び
県
令
に

向
け
て

上
申
書
を
提
出
し
、

「
不
適
当
之
分
官
ヨ

リ
御
差
示
ノ

地
価
ヲ

以
御
買
上
ケ

相
願
度
」
と
や
や

お
ど
し
文
句
を
ち
ら
つ

か
せ
て
、

地
位
等
級
の

「
管
内
聯
合
表
」
の
一

方
的
な
作
成
と
操
作
を
問
題
に

し
て
い

く
。

が
一

向
に

県
当
局
は
と
り
あ
げ

よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
六
月
、

不
服
村
々

は
県
令
野
村
靖
を

被
告
と

し

て
、

東
京
上
等
裁
判
所
に

「
地
租
改
正
処
分
不
当
之
訴
」
を
お
こ

し

て
、

正
当
な
収
穫
地
価
を
要
求
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

こ

の

訴
訟
の

経
過
な
ど
に
つ

い

て

は
、

今
の

と
こ

ろ
不
明
で

あ
る
。

た
だ
、

こ

の

年
八
月
に
、

運
動
の

中
心
人
物
で

あ
る
瀬
谷
村
戸
長
と
村
用
掛
が
死
亡
し
て
い

る
こ

と
と
、

「
不
服
一

件
」
の

出
費
の

償
金
と
し
て

十
月
に

県
か
ら
六
千
円
の

借

金
が
引
き
出
さ
れ
て
い

る
こ

と
か
ら
、

こ

の

頃
に

不
服
運
動
は
終
わ
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

運
動
の

具
体
的
な
経
過
に
つ

い

て
は
ま
だ
資
料
的
に

究
明

さ
れ
て
い

な
い

が
、

不
服
村
々

の

主
張
は
、

決
し
て

添
田
知
通
が
き
め
つ

け
て
い

た
よ
う
な
〓
民
の

意
見
で

は
な
か
っ

た
。

実
情
に

そ
く
し
た
農
民

瀬谷村の地租不服運動義民碑
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的
色
彩
の

濃
い

地
価
算
定
方
法
を
あ
み
だ
し
て
い

た
と
こ

ろ
へ

、

一

方
的
に

示
さ
れ
た
地
位
等
級
と
予
定
収
穫
額
←
地
価
←
地
租
が
、

ま
っ

た
く
現

実
に

そ
ぐ
わ
な
い

こ

と
を
明
ら
か
に

し
て
、

地
租
改
正
事
業
、

と
り
わ
け
関
東
改
租
の

方
法
に

対
す
る
根
底
か
ら
の

批
判
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
た

の

で

あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、

県
←
地
租
改
正
事
務
局
が
不
服
従
の

動
き
に
一

切
言
質
を
与
え
る
よ
う
な
動
き
を
み
せ
な
か
っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

第
三
節
　
「
学
制
」
改
革

一

　

「
学
制
」
前
の

教
育
機
関

私
塾
・

寺
子

屋
の

変

容

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
八
月
、

「
学
制
」
の

頒
布
に

よ
っ

て
、

日
本
の

近
代
学
校
制
度
が

発
足
を
と
げ
た
。

こ

の

学
制
は
旧
来
の

封
建
的
教
育
制
度
、

す
な
わ
ち
藩
校
や
郷
校
、

あ
る
い

は
私
塾
、

寺
子
屋
な
ど
を
一

切
廃
止
す
る
と
い

う
急
進
的
な
も
の

で

あ
っ

た
が
、

こ

れ
は
当
時
の

実
情
か
ら
容
易
で

な
く
実
際
に

は
旧
来
の

寺
子
屋
を
そ
の

ま
ま
小
学
校
と
改
称
し
た
り
、

あ
る
い

は
寺
子
屋
の

師
匠
が
そ
の

ま
ま
小
学
校
の

教
師
に

な
る
と
い

う
よ
う
な
こ

と
も
少
な
く
な
か
っ

た
。

幕
末
か
ら
「
学
制
」
頒
布
の

こ

ろ
に

か
け
て

神
奈
川
・

足
柄
県
域
で

は
、

私
塾
・

寺
子
屋
と
い

っ

た
教
育
機
関
が
、

民
衆
の

自
主
自
立
の

精
神
的

向
上
と
学
習
熱
の

た
か
ま
り
、

失
業
士
族
の

寺
子
屋
の

開
業
な
ど
を
背
景
に

そ
の

消
長
も
激
し

か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

『
日
本
教
育
史
資
料
』
第
八

巻
に
よ
れ
ば
、

幕
末
か
ら
維
新
期
に

か
け
て
、

十
一

校
の

私
塾
が
存
在
し
て
い

た
と
報
告
さ
れ
て
い

る
が
、

実
際
に

は
全
県
下
に

わ
た
っ

て

分
布
し

て
い

た
こ

と
が
判
明
し
て
い

る
。

こ

れ
ら
の

私
塾
の

う
ち
に
は
、

学
科
と
し
て

漢
学
や
筆
道
に

か
ぎ
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
の

学
問
・

技
芸
の

指
導
を
試

み
た
と
こ

ろ
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、

下
鶴
間
村
（
現
在

大
和
市

）
に

あ
っ

た

荒
川
諭
の

塾
で

は
、

読
み
、

書
き
、

算
盤
の

ほ
か
、

茶
の

湯
、
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生
花
、

さ
ら
に

は
剣
術
ま
で

教
え
た
と
い

う
。

ま
た
、

上
溝
村
の

鈴
木
縫
之
助
、

下
溝
村
の

朝
倉
由
左
衛
門
が
営
ん
で

い

た
私
塾
も
（
い

ず
れ
も
現
在

相
模
原
市
）、

教
え
る

内
容
は

読
み
、

書
き
、

算
盤
で
、

ひ
ら
仮
名
に

始
ま
り
、

村

名
、

国
尽
、

商
売
往
来
、

今
川
、

古
収
輯
、

実
語
教
、

童
子
教
、

塵
劫
記
な
ど
で

あ
っ

た
（『
相
模
原
市
史
』
第
三
巻

以

下
『
相
模
原
市
史
』
と
略
す
）。

寺
子
屋
も
、

幕
末
期
に

は
全
県
下
に

普
及
し
て
、

開
業
数
は
五
百
十
四
校
に

も
達
し
て
い

た
。

明
治
初
期
に
お
け
る

寺
子
屋
の

開
廃
の

動
き
は
、

第
六
表
の

と
お

り
で

あ
る
。

県
下
の

寺
子
屋
は
、

開
業
率
に
お
い

て

も
ま
た
廃
業
率
に
お

い

て

も
、

全
国
平
均
を
大
き
く
上
ま
わ
っ

て
い

た
。

「
学
制
」
頒
布
以
前
と
以
後
に

区
分
し
て
、

寺
子
屋
の

開
廃
の

状

況
を
み
る
と
、

「
学
制
」
頒
布
以
後
は
全
国
の

寺
子
屋
の

開
業
が
、

以
前
の

ほ
ぼ
一

〇
㌫
で

あ
る
の

に
、

県
下
で

は
六

〇
㌫
弱
を
維
持
し
て
い

る
。

一

方
、

廃
業
は
、

全
国
で

は
二
・

二
五
倍
と
な
っ

て
い

る
の

に
、

県
下
で

は
六
・

八
六
倍

で
、

全
国
平
均
の

三
倍
以
上
の

廃
業
率
を
示
し
て
い

る
。

私
塾
・

寺
子
屋
の

興
隆
を
支
え
た
背
景
に
は
、

開
国
以
来
の

商
品
経
済
の

農
村
へ

の

急
激
な
浸
透
が
あ
っ

た
。

農
民

の

子
弟
も
読
み
、

書
き
、

算
盤
の

基
礎
的
な
能
力
が
必
要
と
な
り
、

私
塾
・

寺
子
屋
へ

の

積
極
的
な
就
学
と
な
っ

て

あ

ら
わ
れ
た
。

就
学
状
況
の
一

例
を
あ
げ
て

み
よ
う
（『
相
模
原
市
史
』）。

磯
部
村
（
現
在

相
模
原
市

）
の

栗
山
半
左
衛
門
が
開
業
し
て
い

た
栗
山
塾
の

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
八
月
現
在
の

在

塾
者
は
、

男
子
三
十
七
人
、

女
子
十
四
人
、

計
五
十
一

人
で

あ
っ

た
。

通
学
者
も
磯
部
村
だ
け
に

限
ら
れ
ず
、

新
戸
村

（
現
在

相
模
原
市
）
、

下
溝
村
と
い

っ

た
他
の

村
落
か
ら
も
来
て
い

た
。

就
学
の

割
合
も
、

磯
部
村
の

う
ち
下
磯
部
、

上
磯
部
に
つ

い

て

見
る
と
、

栗
山
塾
に

か
つ

て

在
塾
し
た
も
の
、

ま
た
当
時
学
習
し
て
い

た
も
の

は
、

明
治
四
年
現
在

第6表　学制頒布前後の寺子屋開廃業の動向

『神奈川県教育史通史編』上から
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の

八
歳
か

ら
十
四
歳
ま
で

の

児
童
総
数
の
、

男
子
が
六
六
㌫
の

三
十
一

人
、

女
子
が
四
二
㌫
の

二
十
一

人
と
い

う
高
い

率
を
示
し
て
い

た
。

こ

の

比

率
は
、

「
学
制
」
期
当
初
の

小
学
校
の

全
国
就
学
率
の

二
倍
に

相
当
し
、

足
柄
県
も
含
め
た
県
下
の

就
学
率
、

男
子
四
九
・

二
㌫
、

女
子
二
六
・

六

㌫
を
も
上
ま
わ
る
数
値
で

あ
る
。

こ

の

数
字
は
、

一

般
的
に

私
塾
・

寺
子
屋
教
育
が
、

制
度
的
に

強
制
的
に
つ

く
ら
れ
た
も
の

で

は
な
く
、

民
衆
の

精
神
的
自
主
自
立
の

志
向
と
学
習
熱
に

裏
打
ち
さ
れ
た
、

師
匠
（
教
師
）
と
の

信
頼
感
か
ら
成
り
立
っ

て

い

る
こ

と

を
物
語
っ

て
い

る
と
い

え
よ

う
。

と
こ

ろ
で
、

明
治
初
期
の

私
塾
は
、

県
下
に

広
く
普
及
し

た
こ

と

に

よ

り
、

か
つ

て
の

士
族
な
い

し
は
上
層
の

庶
民
を
対
象
と
し
た
「
完
成
教

育
」
施
設
か
ら
、

中
層
の

農
民
だ
け
で

な
く
、

男
児
も
女
児
も
入
塾
さ
せ
る
初
歩
教
育
施
設
へ

と
転
化
し
て

き
て
い

た
。

そ
れ
だ
け
に

県
当
局
は
、

私
塾
・

寺
子
屋
が
お
こ

な
う
教
育
内
容
に

無
関
心
で

は
い

ら
れ
な
か
っ

た
。

明
治
五
年
三
月
二
十
九
日
、

文
部
省
の

布

達
を
受
け
て
、

「
私
塾
開
設
の

許
可
、

塾
則
等
の

提
出
に

関
す
る
件
」
を
県
下
に

通
達
し
、

従
来
の

ゆ
る
や
か

な
政
策
か
ら
一

転
し
て
、

私
塾
・

家

塾
の

統
制
に

乗
り
出
す
の

で

あ
る
（『
神
奈
川
県
教
育
史
』
資
料
編
第
一

巻

以
下
『
教
育
史
資
料
編
一

』
と
略
）。

こ

の

統
制
政
策
が
出
さ
れ
た
こ

ろ
、

神

奈
川
県
で

は
郷
学
校
の

設
置
計
画
が

推
進
さ
れ
て
い

た
。

私
塾
・

寺
子
屋
の

所
在
と
そ
の

教
育
内
容
の

実
態
を
お

さ
え
る
こ

と
は
、

郷
学
校
の

設
置

計
画
を
具
体
化
し
て
い

く
上
で

も
必
要
な
こ

と
で

あ
っ

た
。

私
塾
・

寺
子
屋
な
ど
が
、

民
衆
の

教
育
機
関
と
し
て
の

役
割
を
持
っ

て
い

た
と
し
て

も
、

県
当
局
の

目
に

は
「
開
明
化
」
政
策
を
民
衆
の

中
に

浸

透
さ
せ
て
い

く
上
で

の

「
障
碍
」
と
し
て

映
り
は
じ
め
た
の

で

あ
る
。

「
学
制
」
頒
布
後
の
一

八
七
三
年
四
月
「
小
学
開
業
」
に
と

も
な
い
、

県
は

私
塾
・

寺
子
屋
な
ど
の

廃
止
を
命
じ
て
い

く
の

で

あ
る
（「
一

八
七
三
年
四
月
神
奈
川
県
達
」）。

郷
学
校
の

設
置

郷
学
校
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
「
学
制
」
実
施
の

こ

ろ
に

か

け
て
、

全
国
の

各
地
に
つ

く
ら
れ
た
教
育
施
設
の
一

つ

で
、

「
郷

校
」「
郷
学
所
」「
郷
学
」
あ
る
い

は
「
義
校
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。

そ
し
て

寺
子
屋
・

私
塾
・

家
塾
よ
り
も
規
模
が
大
き
く
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郷
村
の

公
共
的
性
格
を
も
っ

て
い

る
の

が
特
徴
で

あ
る
。

こ

う
し
た
郷
学
校
は
、

大
別
す
る
と
性
格
の

異
な
る
二

種
類
の

も
の

が
あ
っ

た
。

一

つ

は

大
名
の

士
族
や
家
老
が
自
分
の

支
配
地
に

設
置
し
た
り
、

ま
た
大
名
自
身
が
、

城
下
以
外
の

地
に

居
住
し
て
い

る
藩
士
の

子
弟
の

た
め
に

建
設
し
た

文
武
稽
古
所
な
ど
で
、

「
小
さ
な
藩
校
」
と
み
ら
れ
る
も
の

で

あ
る
。

も
う
一

つ

は
、

経
営
の

主
体
や
、

形
態
も
多
様
で
、

教
育
の

内
容
や
方
法
な
ど
も
さ
ま
ざ
ま
で

は
あ
っ

た
が
、

庶
民
の

た
め
に

小
供
を
教
育
し
た

り
、

青
年
、

成
人
を
教
育
す
る
目
的
で

設
置
さ
れ
た
施
設
で

あ
る
。

こ

れ
が
、

明
治
初
年
以
降
の

国
民
教
育
、

な
か
で

も
小
学
校
の

先
駆
的
役
割
を

直
接
に

間
接
に

も
ち
え
た
の
で

あ
る
（『
近
代
日
本
教
育
の

記
録
』
上

）。

神
奈
川
の

郷
学
校
と
い

う
場
合
、

「
学
制
」
頒
布
前
後
、

ほ
ぼ
県
下
の

全
域
に

設
置
さ
れ
た
郷
学
校
の
こ

と

を
い

う
。

他
の

諸
府
県
で

は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い

も
の

で

あ
っ

て
、

そ
れ
だ
け
に

神
奈
川
の

「
学
制
」
期
教
育
の

成
り
立
ち
を
み
て
い

く
際
に
、

ど
う
し
て

も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

の

で

あ
る
。

神
奈
川
の

郷
学
校
は
、

ど
の

よ
う
な
経
緯
で

設
立
さ
れ
て

い

っ

た
か
。

維
新
政
府
は
、

明
治
二

年
（
一

八
六
九

）
二
月
五
日
「
府
県
施
政
順
序
」

を
も
っ

て
、

府
県
行
政
の

大
綱
を
示
し
た
。

そ
の

な
か
で
、

書
学
・

読
書
・

算
学
を
教
え
る
「
小
学
校
ヲ

設
ク
ル

コ

ト

」
を
指
示
し
て
い

た
が
、

そ

れ
は
寺
子
屋
と
余
り
違
い

の

な
い

も
の
で

あ
っ

た
。

翌
年
の

明
治
三
年
十
二
月
十
五
日
、

政
府
は
郷
学
校
設
置
の

た
め
に
、

高
一

万
石
に
つ

き
米
一

石
五
斗
の

割
合
で

資
金
を
工
面
す
る
こ

と
を
府
県
に

通
達
し
、

郷
村
を
単
位
に

郷
学
校
を
設
置
す
る
計
画
が
た
て

ら
れ
た
。

神
奈
川
県
で

は
、

政
府

の

指
示
に

基
づ
い

て

郷
学
校
掛
を
お
き
、

明
治
四
年
一

月
か
ら
県
官
（
小
参
事
大
屋
斧
次
郎
）
が
、

農
業
の

勧
奨
と

学
校
設
立
の

説
諭
の

た
め
に

県
下

の

寄
場
組
合
の

親
村
を
巡
回
し
、

住
民
の

協
力
で

郷
学
校
を
設
立
す
る
こ

と
を
説
い

て
い

る
。

こ

れ
に

呼
応
す
る

か

の

よ

う
に
、

二
月
、

三
月
に

は
、

三
浦
郡
大
津
村
郷
学
校
、

南
多
摩
郡
小
野
郷
学
校
な
ど
四
校
の

郷
学
校
が

設
置
さ
れ
、

こ

の

年
八
月
に

は
、

「
武
相
郷
学
校
二

七
ヶ

所
設
置
」

の

触
書
、

「
貢
進
生
、

横
浜
学
校
へ

差
出
し

」
の

達
、

「
郷
学
校
仮
規
則
書
、

郷
党
仮
議
定
廻
達
写
取
」
の

触
書
、

「
郷
党
仮
議
定
郷
学
校
仮
規
則
」
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な
ど
郷
学
校
設
立
に

関
す
る
い

ろ
い

ろ
な
規
則
が
矢
つ

ぎ
ば
や
に

定
め
ら
れ
る
（『
教
育
史
資
料
編
』
一

、

『
町
田
市
史
史
料
集
』
一

）。

寺
子
屋
・

私
塾
の

幕
末
以
来
の

隆
盛
に

み
ら
れ
る
民
衆
の

教
育
要
求
を
背
景
に

し
て
、

「
方
今
人
材
養
育
急
務
之
秋
」
と
い

う
考
え
に

立
つ

県
当

局
は
、

維
新
以
後
も
存
続
し
て

い

た
寄
場
組
合
村
を
単
位
と
し
て
、

県
下
二

十
七
か

所
に

郷
学
校
の

設
置
を
指
令
す
る
が
、

実
際
に

設
立
さ
れ
た
の

は
二
十
校
あ
ま
り
で

あ
っ

た
。

県
が
構
想
し
た
郷
学
校
は
、

郷
党
仮
議
定
・

郷
学
校
仮
規
則
に
よ
る
と
、

ほ
ぼ
つ

ぎ
の

よ
う
な
特
徴
を
持
つ

学
校
で

あ
っ

た
。

寄
場
組
合
を
学
校
設
置
の

単
位
と
し
て

郷
学
校
一

校
を
置
き
、

各
村
に
一

人
の

学
校
世
話
人
を
置
き
、

学
校
の

設
置
か
ら
、

師
匠
（
教
師
）
の

採

用
、

学
校
運
営
に
至
る
す
べ

て

を
組
合
村
の

衆
議
に

よ
っ

て

お
こ

な
う
こ

と
と
し
、

し
か
も
衆
議
は

三

分
の

二

の

「
入
札
」
で

決
め
、

村
役
人
の

「
独
裁
専
決
」
を
許
し
て
い

な
か
っ

た
。

学
校
諸
経
費
の

分
担
は
、

就
学
児
童
の

有
無
に

関
係
な
く
、

各
家
が
負
担
す
る
こ

と
に

な
っ

て
い

た
。

さ

ら
に

組
合
村
内
の

対
立
や
不
和
な
ど
で

学
校
の

「
盛
衰
」
に

影
響
を
与
え
て
は
な
ら
な
い

と
定
め
ら
れ
て
い

た
。

郷
学
校
の

入
学
年
齢
は
六
歳
か
ら
十
三
歳
ま
で

で
、

「
学
生
ノ

勤
惰
ハ

父
母
ノ

越
度
タ
ル

ヘ

シ

」
と
、

親
の

就
学
の

責
任
と
義
務
を
強
調
し
て
い

る
。

学
費
は
「
入
門
料
」
と
し
て
一

人
米
一

升
（
約
一

・

八
キ
ロ

）、

二
人
の

入
学
者
を
か

か

え
て
い

る
家
で

は
一

人
半
分
の

「
毎
月
料
」（
米
二
合
）

を
払
え
ば
よ
い

こ

と
に

な
っ

て
い

た
。

学
習
内
容
は
、

従
来
の

寺
子
屋
の

読
み
・

書
き
・

そ
ろ
ば
ん
と
さ
ほ
ど
差
が
な
か
っ

た
が
、

「
手
習
ノ

序
」

の

中
に
、

「
西
洋
音
」（
ア
ル

フ

ァ

ベ

ッ

ト

）、
「
西
洋
字
」（
英
単
語
）
が
含
ま
れ
て
い

た
し
、

「
読
本
並
諳
誦
」
に
は
翻
訳
書
、

数
学
に

は

洋
算
が
組
み

込
ま
れ
、

さ
ら
に

「
洋
単
語
」
の

会
話
、

つ

ま
り
英
会
話
も
学
ば
せ
よ
う
と
し
て
い

た
。

こ

の

よ
う
な
教
育
内
容
を
教
え
る
郷
学
校
を
県
下
に

設
け
た
う
え
で
、

ほ
か
に

郡
ご
と
に
、

今
日
の

中
等
教
育
機
関
に

匹
適
す
る
大
学
校
を
つ

く

り
、

郷
学
校
卒
業
者
が
進
学
で

き
る
よ
う
に

す
る
な
ど
、

人
材
の

育
成
を
主
眼
と
す
る
学
校
計
画
が
構
想
さ
れ
た
の

で

あ
る
（『
近
代
日
本
教
育
の

記

録
』
上
）。
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明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
の

「
学
制
」
を
先
取
り
す
る

よ
う
な

内
容
を
も
っ

て
い

た
と
も
い

え
る
神
奈
川
県
の

郷
学
校
構
想
は
、

必
ず
し
も
円
滑
に

実
現
さ
れ
な
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

郷
学
校
の

設
立
と
維
持
の

た
め
に
は
、

ど
こ

で

も
そ
の

資
金
繰
り
に

苦
労
し

て
い

た
。

と
く
に

学
校
設
立
の

費
用
は
、

村
全
体
で

負
担
す
る
こ

と
に

な
っ

て
い

た
が
、

実
際
に
は
、

現
在
の

東
京
都
町
田
市
に

あ

っ

た
小
野
路
村
の

小
野
郷
学
校
で

は
、

豪
農
層
が
金
を
出
し
合
っ

て

学
校
資
金
を
賄
っ

て
い

た
し
（『
町
田
市
史
』
下
巻

以
下
『
町
田

市
史
』
と
略
す
）、

津
久
井
郡
藤
野
町
に

あ
っ

た
吉
野
宿
の

学
習
舎

の

場
合
は
、

有
志
三
十
名
の

醵
金
約
七
百
両
を
積
み
立
て

て
、

そ

の

利
子
を
経
営
資
金
に

あ
て

よ
う
と
し
た
が
、

実
際
に
は
不
足
の

大
部
分
を
個
人
の

篤
志
家
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で

あ

っ

た
（
吉
野
甫
氏
所
蔵
『
興
学
雑
誌
』）。

こ
の

よ
う
に
、

住
民
た
ち
の

苦
労
を
と
も
な
い

な
が
ら
郷
学
校

が
つ

く
ら
れ
て
い

っ

た
が
、

仮
規
則
に

基
づ
い

た
学
校
の

実
際
の

教
育
内
容
は
、

私
塾
・

寺
子
屋
と
の

違
い

も
少
な
く
、

少
々

程
度
を
高
め
た
「
漢
籍
」
を
学
ば
せ
る
に

過
ぎ
な
か
っ

た
と
こ

ろ
が
多
か
っ

た
（『
神
奈

川
県
教
育
史
通
史
編
』上
以
下
『
教
育
史
通
史
編
』
上
と
略
す

）。
郷
学
校
の

計
画
や
学
校
課
程
の

構
想
は
、

実
際
の

教
育
事
情
を
土
台
に

し
て
つ

く
ら
れ

郷学校分布図

『近代日本教育の記録』上から
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た
も
の

で

は
な
か
っ

た
だ
け
に
、

構
想
倒
れ
に

終
わ
っ

た
。

県
当
局
も
、

必
ず
し
も
郷
学
校
計
画
の

意
図
を
徹
底
さ
せ
る
具
体
的
な
方
針
を
も
っ

て

い

な
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

こ

の

郷
学
校
計
画
と
郷
学
校
を
、

「
学
制
」
に

よ
る
公
立
小
学
校
と
の

関
連
と
い

う
点
か
ら
い

え
ば
、

郷
学
校
が
そ
の

ま
ま
小
学
校
へ

切
り
換
え
ら
れ
た
も
の

も
あ
る
が
、

多
く
は
い

っ

た
ん
郷
学
校
と
し
て

は
終
わ
り
を
つ

げ
、

新
た
に

小
学
校
と
し
て

開
設
さ
れ
て
い

く
。

郷
学
校
の

数
は
少
な
か
っ

た
が
、

当
時
県
下
に

存
在
し
て
い

た
私
塾
・

寺
子
屋
と

と

も
に
、

「
学
制
」
に

よ
る
学
校
を
受
け
い

れ
る
土
壌
を
培

う
役
割
の
一

端
を
果
た
し
た
こ

と
は
否
定
で

き
な
い
。

二

　「
学
制
」
の

施
行
と

小
学
校
の

設
立

「
学
制
」
の
実
施

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
七
月
、

文
部
省
が

設
置
さ
れ
、

翌
五
年
八
月
二
日
太
政
官
布
告
第
二
一

四
号
「
学
事
奨
励
に

関
す

る
被

仰
出

書
」、
同
月
三
日
文
部
省
布
達
第
一

三
号
別
冊
「
学
制
」
一

〇
九
章
、

一

八
七
三
年
三
月
十
八
日

文
部
省
布
達

第
三
〇
号
「
学
制
二
編
」「
学
制
追
加
」
な
ど
一

〇
四
章
、

全
二
一

三
章
の

「
学
制
」
が
頒
布
さ
れ
た
。

こ

の
一

連
の

法
令
を
「
学
制
」
と
呼
ぶ
の

で

あ
る
。

文
部
省
が
構
想
し
、

実
施
し
て
い

っ

た
「
学
制
」
の

教
育
制
度
は
お
よ
そ
つ

ぎ
の

と
お
り
で

あ
っ

た
。

ま
ず
学
区
制
を
採
用
し
、

全
国
を
八
つ

の

「
大
学
区
」
に
、

各
大
学
区
を
三
十
二
の

「
中
学
区
」
に
、

そ
し
て

各
中
学
区
を
二
百
十
の

「
小
学
区
」
に

区
分
し
、

各
学
区
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
一

校
ず
つ

学
校
を
設
置
す
る
こ

と
と
し
た
。

こ

の

学
区
は
学
校
設
置
の

基
本
単
位
だ
け
で

な
く
、

地
方
行
政
の

単
位
で

も
あ
っ

た
。

各
大
学
区
に

は
そ

れ
ぞ
れ
「
督
学
局
」
を
置
い

て

区
内
の

教
育
行
政
を
統
轄
し
、

各
中
学
区
ご
と
に

地
方
官
は
、

「
学
区
取
締
」
を
十
な
い

し
十
二
、

三
名
任
命
し
て
、

学
区
取
締
一

名
に
つ

き
小
学
区
を
二
十
な
い

し
三
十
を
分
担
し
、

直
接
行
政
指
導
に

あ
た
ら
せ
た
。
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学
校
の

系
統
は
小
学
、

中
学
、

大
学
の

三
段
階
を
基
本
と
し
、

ほ
か
に

中
学
に

準
ず
る
数
種
の

実
業
的
学
校
、

高
等
専
門
教
育
を
お
こ

な
う
専
門

学
校
、

教
員
養
成
の

師
範
学
校
な
ど
が
設
置
さ
れ
た
。

小
学
校
は
上
下
二
等
各
四
年
制
、

中
学
校
は
上
下
二
等
各
三
年
制
、

専
門
学
校
は
七
〜
四
年

制
で
、

大
学
は
五
分
科
制
を
と
り
、

年
限
の

規
定
は
な
か
っ

た
。

文
部
省
は
ま
ず
国
民
教
育
の

基
礎
づ
く
り
に

当
面
の

目
標
を
お
い

て

中
学
校
以
上

は
さ
し
お
い

て

全
国
的
に

小
学
校
の

普
及
を
は
か
っ

た
。

こ

の

新
し
い

学
校
教
育
の

目
的
と
内
容
は
、

ほ
ぼ
つ

ぎ
の

よ
う
に

特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。

一

　「
学
制
」
第
一

章
で

「
全
国
ノ

学
政
ハ

之
ヲ

文
部
一

省
ニ

統
フ

」
と
規
定
し
て
、

教
育
の

集
権
化
を
宣
言
し
て
い

る
。

二
　
教
育
の

目
的
は
「
身
を
立
る
の

財
本
」
を
つ

く
る
こ

と
で

あ
る
か
ら
、

そ
の

内
容
は
、

立
身
、

治
産
、

昌
業
を
は
か
る
た
め
の

実
用
の

学
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、

そ
れ
は
武
士
の

た
め
で
は
な
く
、

個
人
の

た
め
で

あ
る

こ

と
。

そ
の

た
め
、

「
邑
に
不
学
の

戸
な
く
家
に

不
学
の

人
な
か
ら
し
め
ん
」
こ

と
が
肝
要
で

あ
る
と
、

教
育
の

機
会
均
等
を
強
調
し
た
。

三
　

教
育

は
学
校
で

し
か

修
得
で

き
な
い

と
い

う
学
校
教
育
万
能
主
義
と
小
学
校
教
育
に

重
点
を
置
い

た
こ

と
な
ど
で

あ
る
。

啓
蒙
主
義
の

色
彩
が
は
っ

き
り

と
み
ら
れ
る
。

各
府
県
は
「
学
制
」
の

実
施
に

あ
た
り
、

管
内
に

「
被
仰
出
書
」
の

主
旨
を
徹
底
さ
せ

る

た
め

に

告
諭
を
出
す
が
、

そ
こ

で

述
べ

ら
れ
て
い

る

「
学
制
」
を
特
徴
づ
け
て
い

る
文
章
は
、

必
ず
し
も
忠
孝
の

徳
目
や
国
家
を
否
定
し
て
い

な
か
っ

た
。

神
奈
川
・

足
柄
の

両
県
は
、

そ
れ
ぞ
れ
八
百
四
十
小
学
区
、

四
百
八
十
二
小
学
区
に

区
分
さ
れ
、

規
定
ど
お

り
に
こ

と
が
運
べ

ば
、

一

小
学
区
に

小
学
校
一

校
が
設
立
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ

て
い

た
が
、

実
際
に
は
小
学
区
と
小
学
校
の

設
立
と
は
一

致
し
て
い

な
か
っ

た
。

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）

十
一

月
、

神
奈
川
県
で

は
、

従
来
の

「
筆
学
所
」（
寺
子
屋

）
を
廃
止
し
て
、

す
べ

て

小
学
校
と
改
称
、

ほ
ぼ
三
百
戸
に

「
一

小
学
校
」
を
設
置
す
る

方
向
で
、

「
学
制
」
の

小
学
校
は
ス

タ
ー
ト
を
切
っ

た
。

そ
し
て
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
二
月
に

神
奈
川
県
、

三
月
に

は
足
柄
県
が
、

そ
れ
ぞ
れ
、

「
学
制
」
に
つ

い

て
の

告
諭
を
県
下
に

達
し
て
、

そ
の

主
旨
を
説
い

て
、

県
の

教
育
政
策
の

方
向
を
明
示
し
た
。
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