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下
野
市
教
育
委
員
会
　

生
涯
学
習
文
化
課

今
年
も
10
月
22
日

11
月
７
日
の
期
間
に
、
奈
良
国
立

博
物
館
で
正
倉
院
展
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
開
催
は
今
年
で

68
回
目
と
な
り
ま
す
。
第
一
回
は
終
戦
の
翌
年
、
昭
和
二
一

年
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
八
年
以
降
、
何
度
か
御

物
が
展
示
さ
れ
、
昭
和
十
五
年
に
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
記

念
と
し
て
東
京
帝
室
博
物
館
（
現

東
京
国
立
博
物
館
）

で
正
倉
院
御
物
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
回
開
催
に

つ
い
て
は
、
戦
後
の
混
乱
期
で
そ
の
日
の
生
活
を
送
る
の
も

大
変
な
頃
で
し
た
が
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
展

覧
会
を
開
催
し
日
本
の
伝
統
と
文
化
、
文
化
財
を
再
認
識

す
る
こ
と
で
、
敗
戦
に
よ
り
誇
り
を
失

た
日
本
人
に
良

い
意
味
で
の
国
威
発
揚
を
促
す
効
果
を
期
待
し
た
と
さ
れ
、

そ
の
目
的
が
功
を
奏
し
た
の
か
か
な
り
多
く
の
入
館
者
数

が
あ
り
、
好
評
だ

た
と
記
さ
れ
た
も
の
を
拝
見
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
改
め
て
「
正
倉
院
」
に
つ
い
て
少
し
記
し
ま
す
。

既
に
多
く
の
方
が
ご
存
知
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
正
倉
院

展
の
正
倉
院
は
奈
良
県
に
あ
る
大
仏
で
有
名
な
東
大
寺
に

帰
属
す
る
倉
庫
で
す
。
か
つ
て
東
大
寺
に
は
正
倉
と
呼
ば

れ
る
倉
が
複
数
棟
あ
り
ま
し
た
。
長
い
歴
史
の
中
で
多
く

が
失
わ
れ
残

た
の
が
聖
武
天
皇
と
光
明
皇
后
の
遺
品
を

納
め
た
一
番
大
き
な
倉
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
倉
を
塀
や
垣

根
で
区
画
し
独
立
し
た
存
在
に
す
る
と
「
院
」
と
な
り
「
正

倉
院
」
と
な
る
わ
け
で
す
。「
院
」
に
は
独
立
し
た
施
設
の

意
味
が
あ
り
ま
す
（
衆
議
院
・
参
議
院
、
人
事
院
、
病
院
、

学
院
）、（
院
政

天
皇・上
皇
の
独
立
し
た
住
ま
い
を
指
し
、

そ
こ
で
行
わ
れ
た
政
治
な
ど
）。

ま
た
、「
正
倉
」
と
は
本
来
「
正
税
を
納
め
る
倉
」
の
意

味
で
律
令
時
代
に
各
地
か
ら
上
納
さ
れ
る
米
穀
や
調
布
な

ど
を
保
管
す
る
倉
の
名
称
で
宮
都
で
は
大
蔵
省
が
管
理
し

ま
し
た
。
地
方
で
も
国
府
や
郡
衙
に
も
「
正
倉
」
が
置
か

れ
正
倉
院
を
形
成
し
て
い
た
地
方
役
所
も
あ

た
よ
う
で

す
。
ま
た
、
都
の
七
大
寺
や
地
方
の
官
立
寺
院
、
下
野
国

分
寺
や
尼
寺
、
下
野
薬
師
寺
の
よ
う
な
地
方
の
官
立
寺
院

に
も
正
倉
は
あ

た
と
考
え
ら
れ
、
寺
院
運
営
用
の
物
品

が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
下
野
国
府
（
栃

木
市
）
か
ら
は
下
野
薬
師
寺
の
運
営
の
た
め
の
月
額
費
用

に
関
し
た
書
類
（
巻
物
で
す
）
の
イ
ン
デ

ク
ス
に
使
用

さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
木
簡
に
は
「
薬
師
寺

月
料
」
の
文
字
が
残

て
い
ま
す
。
く
る
く
る
巻
い
た
書

類
を
棚
に
置
く
と
な
ん
の
書
類
か
分
か
ら
な
く
な
る
た
め
、

長
い
巻
物
状
の
書
類
を
巻
き
取
る
際
、
真
ん
中
に
棒
状
の

も
の
を
芯
と
し
て
い
れ
ま
す
。
そ
の
頭
の
と
こ
ろ
を
羽
子

板
状
に
つ
く
り
そ
こ
に
書
類
名
を
記
し
て
お
き
ま
す
。
よ

て
一
目
瞭
然
で
何
の
書
類
か
分
か
る
わ
け
で
す
。
毎
月

国
府
か
ら
薬
師
寺
に
運
営
用
の
穀
類
か
布
が
届
け
ら
れ
て

い
た
の
で
し

う
か
。
そ
の
際
は
下
野
国
府
の
正
倉
が
開

け
ら
れ
思
川
を
渡
り
、
東
山
道
を
使

て
職
員
が
届
け
に

来
て
く
れ
た
の
で
し

う
。

ま
た
、
正
倉
院
展
に
話
を
戻
し
ま
す
が
、
あ
ま
り
展
示

に
は
出
る
こ
と
の
な
い
資
料
で
す
が
、
実
は
下
野
国
と
深

い
か
か
わ
り
の
あ
る
品
物
が
正
倉
院
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
長
さ
四
丈
二
尺
（
約
十
二・六

）
の
麻
布
で
す
。

こ
の
布
に
は
調
布
（
租
庸
調
の
調
）
と
し
て
納
め
た
関
係

者
の
名
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
下
野
國
那
須

郡
熊
田
郷
□
子
部
黑
田
調
布
一
端
　

長
四
丈
二
尺
、
天
平

十
三
年
十
月
」
　

○
白
布
、
字
面
に
國
印
二
箇
所
と
あ
り
ま
す
。

那
須
郡
熊
田
郷
は
、
今
の
那
須
烏
山
市
熊
田
が
当
該
地
と

考
え
ら
れ
、
そ
こ
の
住
人
の
□
子
部
黑
田
さ
ん
が
納
め
た

わ
け
で
す
。
こ
の
□
に
入
る
文
字
は
こ
こ
で
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
実
は
下
野
国
分
寺
金
堂
跡
出
土
の
丸
瓦
の
外
面

に
は
「
熊
田
郷
丸
子
部
麻
呂
」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
丸
子
部
さ
ん
の
一
族
の
方
が
、
正
倉
院
に
納
め
ら

れ
た
布
を
製
作
し
下
野
国
分
寺
建
立
の
際
の
資
金
提
供
で

瓦
に
名
前
が
残
さ
れ
た
訳
で
す
。
東
大
寺
正
倉
院
と
つ
な

が
り
ま
し
た
。

正
倉
院
は
奈
良
東
大
寺
だ
け
で
な
い


