
　

か
つ
て
は
、
小
学
校
の
校
門
周
辺
や
校

舎
に
入
る
通
路
に
必
ず
あ
っ
た
「
金き

ん

次じ

郎ろ
う

さ
ん
」
の
像
。
今
で
は
地
味
な
存
在
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

二に
の

宮み
や

金き
ん

次じ

郎ろ
う

（
尊そ

ん

徳と
く

・
１
７
８
７
〜

１
８
５
６
）
は
、
現
在
の
小
田
原
市
の

農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
14

歳
の
と
き
父
が
、
16
歳
の
と
き
母
が
亡
く

な
り
、
伯
父
の
家
へ
預
け
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
早
朝
か
ら
深
夜
ま
で
一
生
懸
命
働

き
、
わ
ず
か
な
時
間
も
惜
し
ま
ず
勉
強
し

ま
し
た
。
毎
晩
独
学
で
勉
学
に
励
む
金
次

郎
は
、
夜
の
読
書
に
明
か
り
が
必
要
な
た

め
、
荒
地
に
菜
種
を
植
え
、
菜
種
油
を
得

て
火
を
灯
し
ま
し
た
。
ま
た
、
捨
て
ら
れ

た
苗
を
拾
い
荒
地
を
開か

い

墾こ
ん

し
た
と
こ
ろ
に

植
え
、
秋
に
は
一
俵
も
の
籾も

み

を
収
穫
し
、

「
小
を
積
ん
で
大
と
為
す
」
を
学
び
ま
す
。

そ
の
後
、
小
田
原
藩
家
老
服
部
家
の
家
政

を
再
建
し
、
さ
ら
に
各
藩
、
旗は

た

本も
と

な
ど
の

財
政
再
建
、
領
民
救
済
、
農
村
の
復
興
事

業
を
行
い
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
は
勤
勉
の
象
徴
と
し
て
修

身
教
育
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
小
学
唱
歌
に

も
歌
わ
れ
ま
し
た
。
国
定
教
科
書
に
、
薪ま

き

を
背
負
い
な
が
ら
勉
学
に
励
む
姿
が
掲
載

さ
れ
、
模
範
的
児
童
の
代
表
と
し
て
初
等

教
育
の
世
界
に
知
れ
渡
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
と
、
地
場
産
業

の
振
興
を
望
む
石
材
加
工
・
鋳
造
・
セ
メ

ン
ト
業
者
の
商
業
的
戦
略
が
う
ま
く
か
み

合
い
、
大
正
末
か
ら
戦
前
に
か
け
て
日
本

全
国
の
尋じ

ん

常じ
ょ
う

小
学
校
、高
等
小
学
校
に
石
・

銅
・
セ
メ
ン
ト
な
ど
で
製
作
さ
れ
た
二
宮

金
次
郎
像
が
次
々
と
設
置
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
人
物
像
が
全

国
一
律
に
設
置
さ
れ
る
の
は
例
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
薪
を
背
負
い
本
を
読
む
、

と
い
う
ポ
ー
ズ
が
わ
か
り
や
す
く
親
し
み

や
す
か
っ
た
か
ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
像
の
よ
う
に
薪
を
背
負
っ
た

ま
ま
本
を
読
ん
で
歩
い
た
と
い
う
事
実
が

確
認
で
き
な
い
こ
と
、
児
童
が
像
の
真
似

を
す
る
と
交
通
安
全
上
問
題
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
70
年
代
以
降
、
校
舎
の
建
て
替
え

な
ど
に
合
わ
せ
徐
々
に
撤
去
さ
れ
、
全
国

的
に
像
の
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

渥
美
半
島
で
は
像
の
設
置
が
盛
ん
に
な

る
以
前
、
農
民
の
勤
勉
、
倹
約
と
い
っ
た

金
次
郎
の
教
え
を
普
及
す
る
「
三
遠
農
学

社
渥
美
支
社
」
が
明
治
26
年
に
設
立
さ
れ

る
な
ど
、「
金
次
郎
さ
ん
」
は
尊
敬
す
べ

き
人
物
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

一
番
上
の
写
真
は
昭
和
10
年
に
撮
ら
れ

た
田
原
北
部
小
学
校
（
現
童
浦
小
）

の
像
で
す
。
若
戸
小
学
校
に
残
る

像
は
昭
和
15
年
の
セ
メ
ン
ト
製
で
、

田
原
市
で
盛
ん
だ
っ
た
セ
メ
ン
ト

産
業
を
偲し

の

ぶ
素
材
で
す
。
田
原
南

部
小
学
校
に
残
る
も
の
は
石
製
で

す
。
若
戸
小
の
像
は
す
ら
っ
と
し

た
美
少
年
で
す
が
、
南
部
小
の
像
は
い
か

に
も
子
供
ら
し
い
体
型
と
笑
顔
が
魅
力
で

す
。

　

金
次
郎
さ
ん
が
自
ら
体
得
し
た
教
え
で

あ
る「
勤
労（
倹
約
し
な
が
ら
働
く
こ
と
）」

「
分ぶ

ん

度ど

（
生
産
力
に
応
じ
た
消
費
）」「
推す

い

譲じ
ょ
う（

富
の
還
元
）」
は
、
各
地
の
再
建
に

役
立
ち
ま
し
た
。
戦
後
の
復
興
を
支
え
た

勤
勉
な
国
民
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
し
た
。
こ
の

よ
う
な
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
今
一
度
「
金

次
郎
さ
ん
」
の
姿
を
見
て
、
そ
の
教
え
を

見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。（
増
山
）

▼
生
涯
学
習
課
5
23
局
３
５
３
１

【
お
詫
び
と
訂
正
】
前
号
、
赤
羽
根
で
古
銭
が
発
見

さ
れ
た
年
は
、
正
し
く
は
延
享
２
年
（
１
７
４
５
）

で
し
た
。
訂
正
し
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
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児
童
を
見
守
る
『
金
次
郎
さ
ん
』

●田原北部小にあった銅製の「金次郎さん」

●田原南部小の「金次郎さん」

●若戸小の「金次郎さん」




