
北
本
市
立
南
小
学
校
か
ら
北
本
団
地

へ
む
か
っ
て
い
く
と
ま
も
な
く
団
地
の

棟
々
が
見
え
て
き
ま
す
。

約
５
０
年
前
ま
で
、
北
本
団
地
の
あ

た
り
は
低
地
で
し
た
が
、
南
側
は
台
地

が
広
が
り
今
も
雑
木
林
や
竹
林
と
な
っ

て
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
地
の
下
に

５
０
０
０
年
も
昔
の
縄
文
時
代
の
人
々

の
暮
ら
し
の
痕
跡
が
眠
っ
て
い
る
な
ん

て
誰
が
想
像
で
き
た
で
し
ょ
う
か
？
全

く
奇
跡
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
台

地
と
低
地
の
境
に
は
泉
が
あ
り
、
デ
ー

ノ
タ
メ
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
遺
跡

の
名
前
の
由
来
と
な
り
ま
し
た
。
デ
ー

ノ
タ
メ
遺
跡
は
５
０
０
０
年
前
の
縄
文

時
代
中
期
か
ら
後
期
の
１
２
０
０
年
に

亘
り
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
痕
跡
で
す
。

特
に
低
湿
地
か
ら
は
漆
塗
り
土
器
や
多

く
の
木
の
実
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、

５
０
０
０
年
前
の
縄
文
人
の
暮
ら
し
が

長
い
時
を
越
え
て
生
き
生
き
と
現
代
に

蘇
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
北
本
市
は
今
か
ら
６
０
年

も
前
の
計
画
の
ま
ま
、
デ
ー
ノ
タ
メ
遺

跡
の
真
ん
中
を
１
８
メ
ー
ト
ル
幅
の
道

路
を
通
し
、
そ
の
両
側
に
住
宅
地
と
公

園
を
つ
く
る
計
画
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
経
済
成
長
期
は
過
ぎ
去
っ
て
久

し
く
、
北
本
に
限
ら
ず
人
口
は
減
り
続

け
て
い
ま
す
。
市
内
の
空
き
家
も
１
０

０
０
戸
を
数
え
、
さ
ら
に
増
え
て
い
く

こ
と
は
避
け
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
既

に
住
宅
も
ア
パ
ー
ト
も
充
分
足
り
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
の
証

拠
に
新
築
住
宅
の
前
に
は
プ
ラ
イ
ス
ダ

ウ
ン
の
看
板
を
あ
ち
こ
ち
で
見
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
昨
日
は
、
ま
さ
か
の

“
８
０
０
万
円
ダ
ウ
ン
”
の
看
板
を
見

ま
し
た
。
驚
き
で
す
。
で
も
現
実
な
の

で
す
。
こ
の
ま
ま
住
宅
を
建
て
続
け
て

“
新
築
空
き
家
”
を
増
や
す
こ
と
に
な

ら
な
い
か
と
心
配
で
す
。
し
か
も
開
発

に
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
伴
い
税
金
を
投

入
す
る
わ
け
で
す
が
、
採
算
の
見
通
し

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
さ
か
６
０

年
前
の
ま
ま
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
重
要
性
は
文
化
庁

が
“
国
指
定
史
跡
”
級
と
認
め
る
ほ
ど

の
も
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
遺
跡

の
調
査
指
導
委
員
会
委
員
長
・
明
治
大

学
教
授
の
阿
部
芳
郎
先
生
の
こ
と
ば
を

一
部
こ
こ
に
掲
載
し
ま
す
。
氏
は
調
査

報
告
書
の
最
後
で
「
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡

は
台
地
上
の
大
規
模
な
居
住
域
と
そ
れ

に
付
随
し
て
利
用
さ
れ
た
低
地
の
泥
炭

層
が
一
体
と
な
り
良
好
な
状
況
で
残
さ

れ
て
い
る
き
わ
め
て
稀
有
な
遺
跡
で
あ

る
。
今
や
遺
跡
は
住
居
な
ど
の
居
住
域

だ
け
で
は
な
く
周
囲
の
利
用
空
間
を
も

含
め
た
範
囲
の
保
存
と
活
用
が
望
ま
れ

て
き
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
条
件
を
満

た
す
遺
跡
は
極
め
て
少
な
い
。
デ
ー
ノ

タ
メ
遺
跡
は
そ
の
稀
有
な
遺
跡
の
一
つ

と
言
っ
て
良
い
。
こ
れ
ま
で
関
東
地
方

の
縄
文
時
代
遺
跡
は
生
業
復
元
の
手
が

か
り
の
多
い
海
浜
部
の
貝
塚
遺
跡
が
多

く
保
存
さ
れ
て
き
た
が
、
デ
ー
ノ
タ
メ

遺
跡
は
海
浜
部
に
は
見
ら
れ
な
い
内
陸

部
で
の
豊
か
な
生
活
の
実
態
を
伝
え
る

も
の
で
あ
り
、
東
日
本
の
縄
文
時
代
を

代
表
す
る
遺
跡
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
」
と
高
い
評
価
を
さ
れ
、

「
遺
跡
の
保
存
と
活
用
を
期
待
」
さ
れ

て
い
ま
す
。

北
本
市
は
こ
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
こ

の
提
言
を
無
に
し
て
、
道
路
を
通
し
住

宅
地
に
変
え
る
の
で
し
ょ
う
か
？
市
民

が
望
ん
で
い
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
存
在
は
、
北
本
市

民
に
と
っ
て
大
き
な
心
の
拠
り
所
と
な

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
区
画
整
理
事

業
が
進
行
中
で
難
し
い
と
聞
き
ま
す
が
、

今
こ
そ
市
の
賢
明
な
選
択
が
望
ま
れ
ま

す
。
私
た
ち
市
民
は
大
い
に
関
心
を
も
っ

て
見
守
っ
て
い
ま
す
！

参
考
：
北
本
市
教
育
委
員
会
発
行
「
デ
ー

ノ
タ
メ
遺
跡
」
〈
概
要
版
〉2

0
19

（
北

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

写
真
：
北
本
市
教
育
委
員
会
提
供

デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
を
北
本
の
シ
ン
ボ
ル
に
！
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雑
木
林
に
ユ
リ
ノ
キ
植
樹

昨
年
８
月
、
西
後
保
護
地
区
（
南
小

向
い
の
雑
木
林
）
に
３
本
の
ユ
リ
ノ
キ

が
植
樹
さ
れ
ま
し
た
。
ユ
リ
ノ
キ
は
、

別
名
は
ん
て
ん
木
と
言
わ
れ
半
纏
の
よ

う
な
形
の
葉
を
持
つ
モ
ク
レ
ン
科
の
落

葉
高
木
で
す
。
花
は
ユ
リ
と
い
う
よ
り

は
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
に
似
た
か
わ
い
ら
し

い
花
で
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ツ
リ
ー
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
ユ
リ
ノ
キ
が

ど
う
し
て
雑
木
林
に
植
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
ゆ
り
の
き
通
り
」
誕
生
の
経
緯

北
本
市
は
２
０
１
５
年
に
ノ
ー
ベ
ル

生
理
学
・
医
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
大
村

智
博
士
に
北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン

タ
ー
前
の
通
り
の
命
名
を
依
頼
し
、
博

士
は
そ
の
通
り
に
大
き
な
ユ
リ
ノ
キ
が

何
本
か
あ
る
こ
と
か
ら
「
ゆ
り
の
き
通

り
」
と
名
付
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
村
博
士
の
功
績
を
讃
え
ユ

リ
ノ
キ
を
広
め
よ
う
と
い
う
声
が
高
ま

り
「
ユ
リ
ノ
キ
植
樹
市
民
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
有
志

の
私
有
地
や
県
道
沿
い
の
休
耕
地
な
ど

に
次
々
と
ユ
リ
ノ
キ
が
植
樹
さ
れ
、
昨

年
９
月
に
は
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
３
０

周
年
記
念
特
別
講
演
の
後

大
村
博
士

ご
自
身
に
市
役
所
前
広
場
に
ユ
リ
ノ
キ

を
植
樹
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ユ
リ
ノ
キ
は
小
さ
な
苗
に
引
き

継
が
れ
次
の
展
開
へ

大
村
博
士
と
こ
の
地
の
ユ
リ
ノ
キ
と

の
ゆ
か
り
は
３
０
数
年
前
の
こ
と
で
す
。

か
つ
て
農
事
試
験
場
脇
に
植
え
ら
れ
た

数
本
の
ユ
リ
ノ
キ
が
病
院
建
設
時
に
伐

採
の
危
機
に
あ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ

の
木
に
サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ
と
い
う
珍
し

い
鳥
が
営
巣
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、

で
き
る
だ
け
自
然
に
配
慮
す
る
よ
う
に

と
の
大
村
博
士
の
意
向
で
残
さ
れ
る
事

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
今
回

「
ゆ
り
の
き
通
り
」
の
命
名
に
よ
り
多

く
の
人
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
今
ユ
リ
ノ
キ
は
、
小

さ
な
苗
木
に
引
き
継
が
れ
新
た
な
展
開

を
迎
え
て
い
ま
す
。
自
然
を
愛
し
ユ
リ

ノ
キ
に
思
い
を
寄
せ
た
大
村
博
士
に
よ

る
命
名
は
私
達
に
「
み
ど
り
」
を
引
き

継
ぎ
繋
ぐ
大
切
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
ユ
リ
ノ
キ
は

昨
年
市
内
各
所
に
２
０
０
本
植
樹
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
上
尾
バ
イ
パ
ス
の
北
本

区
間
の
側
道
に
ユ
リ
ノ
キ
植
樹
を
国
土

交
通
省
に
要
望
を
し
て
植
栽
の
約
束
を

得
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
「
み
ど
り

に
囲
ま
れ
た
健
康
な
文
化
都
市
」
を
目

指
す
北
本
に
い
つ
の
日
か
ユ
リ
ノ
キ
の

街
路
樹
が
お
目
見
え
す
る
の
も
遠
く
は

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

大
村
智
博
士
と
ユ
リ
ノ
キ

サンコウチョウ

ユリノキ開花期
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雑
木
林
を
歩
い
て
い
て
「
ギ
ィ
ー
」

と
い
う
声
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？
声
が
し
た
方
を
さ
が
す
と
、
木

の
幹
を
上
向
き
に
登
っ
て
行
く
鳥
の
姿

が
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ス
ズ
メ
く
ら

い
の
小
さ
な
キ
ツ
ツ
キ
、
コ
ゲ
ラ
で
す
。

全
国
の
低
地
か
ら
低
山
の
林
で
一
年
を

通
し
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
都

市
の
緑
地
が
見
直
さ
れ
て
き
た
の
で
、

コ
ゲ
ラ
は
住
宅
地
の
す
ぐ
近
く
で
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
鳥
に
な
り
ま
し
た
。

頭
か
ら
背
の
色
は
、
黒
褐
色
で
背
と
翼

に
は
白
い
横
斑
が
あ
り
ま
す
。
オ
ス
と

メ
ス
の
色
や
大
き
さ
は
同
じ
で
す
が
、

オ
ス
に
は
後
頭
の
両
側
に
赤
い
羽
毛
が

あ
り
ま
す
。
た
だ
野
外
で
は
見
る
の
が

む
ず
か
し
い
の
で
、
写
真
を
写
す
人
々

の
間
で
は
、
こ
の
赤
色
が
撮
影
で
き
る

と
自
慢
の
タ
ネ
に
な
る
程
で
す
。

コ
ゲ
ラ
は
、
つ
が
い
で
直
径
３
０
０

～
５
０
０
ｍ
の
広
さ
の
な
わ
ば
り
が
必

要
な
の
で
、
ほ
か
の
つ
が
い
と
の
な
わ

ば
り
争
い
で
は
キ
ッ
キ
ッ
キ
ッ
キ
ッ
と

鳴
い
て
首
を
振
っ
た
り
翼
を
半
開
き
で

振
る
わ
せ
た
り
し
ま
す
。
繁
殖
期
に
は
、

他
の
キ
ツ
ツ
キ
同
様
、
枯
れ
た
木
の
梢

な
ど
を
連
続
的
に
た
た
き
、
タ
ラ
ラ
ラ

ラ
と
ド
ラ
ミ
ン
グ
を
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

コ
ゲ
ラ
の
出
す
い
ろ
い
ろ
な
声
や
音

に
耳
を
傾
け
た
り
、
姿
を
追
っ
た
り
す

る
の
も
、
木
の
葉
が
落
ち
て
明
る
く
な
っ

た
雑
木
林
の
こ
の
時
期
の
楽
し
み
に
な

る
と
い
い
で
す
ね
。
（
岡
嶋
和
子
）

（
参
考

鳥6
3
0

図
鑑

鳥
の
お
も
し
ろ
私

生
活

）

コ
ゲ
ラ

そ
れ
は
５
号
林
と
呼
ん
で
い
る
北

本
南
小
前
の
雑
木
林
の
奥
に
そ
び
え

立
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
高
さ
３
メ
ー

ト
ル
と
な
っ
た
ロ
グ
ハ
ウ
ス
の
土
台

が
初
め
て
出
現
し
て
か
ら
か
れ
こ
れ

５
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

週
に
２
回
、
雑
木
林
の
会
の
有
志
が

ロ
グ
ハ
ウ
ス
建
設
に
集
ま
っ
て
き
ま

す
。
あ
る
時
ふ
と
立
ち
寄
っ
た
時
は

丸
太
の
皮
む
き
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
時
は
コ
ー
ヒ
ー
を
沸
か
し
て
メ

ン
バ
ー
全
員
が
楽
し
そ
う
に
談
笑
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
亀
の
歩
み
の
よ

う
な
進
捗
に
、
正
直
誰
も
完
成
す
る

と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
当

事
者
た
ち
以
外
は
・
・
・
。

そ
れ
が
今
年
に
入
っ
て
ま
た
動
き

始
め
ま
し
た
。
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
男
の

ロ
マ
ン
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
丸
太

組
構
法
と
手
作
り
ロ
グ
素
材
の
構
造

計
算
が
困
難
と
い
う
２
つ
の
壁
を
乗

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
般
の

木
造
住
宅
と
同
じ
構
法
に
姿
を
変
え
、

基
礎
工
事
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
い

く
ら
好
き
な
こ
と
と
は
言
え
、
こ
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
と
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
は
呆
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
今
は
拍
手
を
送
り
た

い
で
す
。
こ
の
誌
面
で
完
成
を
報
告

で
き
る
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
て
く

だ
さ
い
。
そ
し
て
建
物
建
築
に
興
味

の
あ
る
方
は
作
業
日
の
日
曜
日
と
水

曜
日
の
午
前
中
、
南
小
前
の
雑
木
林

に
立
ち
寄
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

雑
木
林
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
構
想

久
保
田
篤
正
さ
ん

く
ぼ
た
あ
つ
ま
さ

（
北
本
市
西
高
尾
在
住
・
一
級
建
築
士
）

北
本
に
建
築
設
計
事
務
所
を
開
い
て

１
０
年
に
な
る
久
保
田
さ
ん
は
、
都
市

計
画
に
精
通
し
た
建
築
家
・
山
本
浩
三

（
丹
下
健
三
門
下
生
）
の
設
計
事
務
所

に
１
０
年
、
地
元
建
築
会
社
で
１
０
年

勤
め
ら
れ
て
か
ら
独
立
さ
れ
ま
し
た
。

都
市
デ
ザ
イ
ン
の
経
験
豊
富
な
久
保
田

さ
ん
か
ら
見
る
と
、
「
デ
ー
ノ
タ
メ
遺

跡
は
と
て
も
重
要
で
魅
力
的
な
存
在
で

あ
り
こ
れ
を
街
づ
く
り
に
活
か
さ
な
い

こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
」
と
の
思
い

か
ら
、
「
北
本
市
に
お
け
る

街
づ
く
り
の
提
言
」
と
遺
跡

周
辺
の
イ
メ
ー
ジ
画
を
描
か

れ
て
い
ま
す
。
「
５
０
０
０

年
前
の
縄
文
人
の
生
活
を
伝

え
る
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
は
、

当
時
か
ら
現
代
に
至
る
日
本

人
の
『
暮
ら
し
の
原
点
』
で

あ
り
、
そ
の
生
活
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
成
り
立
っ
て
い

た
の
か
、
『
暮
ら
し
の
原
点
』

を
知
る
こ
と
は
、
現
代
を
生

き
る
我
々
が
、
今
を
生
き
る

ヒ
ン
ト
と
な
り
、
自
身
を
そ

し
て
家
族
を
、
地
域
を
見
つ

め
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
」

と
話
さ
れ
、
「
縄
文
人
の

『
暮
ら
し
の
原
点
』
を
伝
え

残
す
こ
と
は
現
代
の
私
た
ち

の
義
務
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
」
「
縄
文
の
時
代
に
思

い
を
馳
せ
な
が
ら
歩
む
桜
並
木
、
点
在

す
る
雑
木
林
を
つ
な
ぐ
緑
の
道
、
こ
こ

を
公
園
と
し
て
整
備
し
市
民
の
憩
い
の

場
と
す
る
こ
と
で
四
季
を
通
じ
て
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
で
賑
わ
う
市
の
観
光
の
核

と
し
得
る
」
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

久
保
田
さ
ん
が
描
い
た
下
の
イ
メ
ー

ジ
画
は
、
桜
並
木
と
雑
木
林
が
線
と
な
っ

て
遺
跡
公
園
と
つ
な
が
り
、
保
存
さ
れ

た
遺
跡
が
町
の
中
に
に
溶
け
込
ん
で
い

ま
す
。
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡
の
未
来
像
の

提
言
に
私
た
ち
の
夢
が
膨
ら
み
ま
す
。

久
保
田
さ
ん
の
「
街
づ
く
り
」
の
提
言
の

詳
し
く
は
久
保
田
篤
正
さ
ん
ブ
ロ
グ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

遺跡保存を期待する市民の声

北
風
が
吹
く
冬
の
道
端
。
コ
バ
ル
ト

ブ
ル
ー
の
可
愛
い
花
が
青
空
を
見
上
げ

て
あ
ち
こ
ち
に
咲
い
て
い
ま
す
。
日
本

名
は
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
。
日
本
中
ど

こ
で
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
実
は
明
治
時

代
に
西
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
や
っ

て
き
た
植
物
。
仲
間
に
は
タ
チ
イ
ヌ
ノ

フ
グ
リ
も
あ
り
、
今
で
は
す
っ
か
り
私

た
ち
の
風
景
に
馴
染
ん
で
い
ま
す
。
ち

な
み
に
俳
句
で
い
う
イ
ヌ
フ
グ
リ
は
オ

オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
の
こ
と
だ
そ
う
で
、

も
と
も
と
あ
っ
た
イ
ヌ
フ
グ
リ
は
今
で

は
珍
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ

ち
ら
は
ピ
ン
ク
色
の
小
さ
な
花
で
す
。

山
里
に
出
か
け
た
ら
探
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
気
の
毒
な
名
前
は
実
が
入
っ
た
形

が
犬
の
陰
嚢
に
似
て
い
る
か
ら
で
す
っ

て
。

参
考
：
「
野
草
図
鑑
７
・
保
育

社
」

長
年
活
動
を
共
に
し
た
吉
田
浩
さ

ん
の
お
別
れ
会
が
昨
年
１
０
月
１
１

日
に
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
も
活
動
に

積
極
的
で
穏
や
か
な
人
柄
は
誰
か
ら

も
好
か
れ
ま
し
た
。
一
緒
に
広
報
誌

作
り
も
し
ま
し
た
。

昨
年
デ
ー
ノ
タ
メ
の
森
を
吉
田
さ

ん
と
一
緒
に
歩
い
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。
今
号
の
デ
ー
ノ
タ
メ
遺
跡

公
園
の
ス
ケ
ッ
チ
を
見
た
ら
、
き
っ

と
喜
ん
だ
ろ
う
な
あ
と
思
い
ま
す
。

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

編
集
メ
モ

早
春
の
花

オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ

（
ゴ
マ
ノ
ハ
グ
サ
科
）

向って右がオス

左がメス


