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宮
女
学
校
の
校
長
に
着
任
、
昭
和
５
年

（
１
９
３
０
）
４
月
ま
で
校
長
・
教
員
と
し

て
学
校
経
営
に
あ
た
り
ま
し
た
。

一
宮
女
学
校
は
久
宜
の
他
近
隣
町
村
の
有

志
１
６
３
名
に
よ
っ
て
開
校
し
た
私
立
学
校

で
、
昭
和
８
年
（
１
９
３
３
）
に
廃
校
と
な

る
ま
で
約
６
０
０
名
の
卒
業
生
を
輩
出
し
て

い
ま
す
。
昭
和
７
年
段
階
で
は
そ
の
校
舎
は

現
一
宮
小
学
校
の
敷
地
に
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
す
。

千
葉
県
の
教
育
に
多
大
な
功
績
を
残
し
た

小
池
民
次
。
昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）
に
79

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

▲ 私立一宮女学校校門と校舎（『一宮町史』1964年より）

小
池
民
次
は
安
政
５
年
（
１
８
５
８
）

遠と
お
と
う
み
の
く
に

江
国
（
静
岡
県
）
浜
松
で
誕
生
し
ま
し
た
。

小
池
家
は
代
々
、
浜
松
藩
主
・
井
上
家
の
家

臣
で
、
明
治
維
新
に
際
し
、
井
上
家
が
上
総

国
鶴つ

る
ま
い舞
（
市
原
市
）
に
移い

ほ
う封
さ
れ
る
と
そ
れ

に
付
き
従
い
ま
し
た
。

明
治
６
年
（
１
８
７
３
）、
民
次
は
木
更

津
県
（
千
葉
県
の
前
身
の
一
部
）
の
教
員
試

験
に
合
格
、
数
え
わ
ず
か
16
歳
に
し
て
教
員

と
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
千
葉
師
範
学
校（
千

葉
大
学
教
育
学
部
の
前
身
）
に
生
徒
と
し
て

入
学
し
て
、
わ
ず
か
10
か
月
で
修
業
、
教
員

に
復
職
し
ま
し
た
。

明
治
33
年
（
１
９
０
０
）、
千
葉
高
等
女

学
校
（
現
千
葉
女
子
高
等
学
校
）
が
設
置
さ

れ
る
と
主
席
教
諭
に
着
任
し
ま
し
た
。
明

治
41
年
（
１
９
０
８
）
に
は
今
ま
で
の
功
績

が
認
め
ら
れ
新
設
さ
れ
た
県
立
東
金
女
学
校

（
現
県
立
東
金
高
等
学
校
）
の
校
長
に
着
任

し
ま
す
。
そ
の
後
千
葉
高
等
女
学
校
長
に
転

じ
た
の
ち
大
正
２
年
（
１
９
１
３
）
に
退
職

し
ま
し
た
。

退
職
後
ま
も
な
く
（
同
年
９
月
）、
一

宮
町
長
・
加
納
久
宜
（
１
８
４
８
〜

１
９
１
９
）
の
懇
請
に
応
じ
、
私
立
一

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

キ
ム
チ
や
焼
肉
は
も
ち
ろ
ん
韓
国
料
理
で

す
。
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
は
イ
タ
リ
ア
料
理
、
カ

ツ
は
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
料
理
で
し
た
。

こ
う
し
た
多
彩
な
外
国
料
理
に
加
え
て
、

伝
統
的
な
和
食
も
も
ち
ろ
ん
負
け
て
い
ま
せ

ん
。
煮
物
、
焼
き
物
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か

ら
秋
冬
に
向
か
っ
て
の
鍋
物
、
ま
た
手
巻
き

寿
司
、
炊
き
込
み
ご
飯
な
ど
の
ご
飯
系
統
ま

で
、
上
に
挙
げ
た
外
国
料
理
と
一
緒
に
、
食

べ
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
う
し
た
現
象
が
起
こ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
私
は
、
日
本
で
は
牛
肉
・
豚
肉

が
江
戸
時
代
以
前
に
は
、
食
べ
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
、そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

明
治
以
降
、
牛
肉・豚
肉
を
食
べ
始
め
た
時
、

も
と
も
と
こ
れ
ら
を
食
べ
る
習
慣
が
な
か
っ

た
の
で
、
外
国
の
食
べ
方
を
見
習
う
他
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
日
本
人
の
外
国
料
理
導
入
へ
の
垣
根
が

ぐ
っ
と
低
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
肉
と
外
国
料
理

は
、セ
ッ
ト
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
は
、
食
の
面
で
は

非
常
に
国
際
化
さ
れ
た
国
だ
と
言
え
ま
す
。

そ
し
て
、
日
本
人
は
世
界
の
中
で
も
特
に
多

彩
な
〝
食
〞
の
楽
し
み
を
知
っ
て
い
る
国
民

で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

「
日
本
社
会
は
も
っ
と
国
際
化
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
て
久
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
英
語
が
苦
手
な
国
民
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
、「
日
本
は
ま
だ
ま
だ
国
際
化

が
進
ん
で
い
な
い
」
と
言
わ
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
私
は
ひ
そ
か
に
、
実
は
「
日
本
ほ

ど
国
際
化
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
」

と
言
え
る
分
野
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
家
庭
の
食
卓
で
す
。

私
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
い
え
ば
、
日
本

ほ
ど
一
般
家
庭
の
食
卓
に
、
外
国
料
理
が
入

り
込
ん
で
い
る
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ

カ
も
、
中
国
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
、
町
角
で

外
国
料
理
を
楽
し
む
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
家
庭
料
理
に
ま
で
、
そ
れ
ら
が
入
り

込
ん
で
い
る
所
を
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
諸
外
国
で
は
、
多
く
の
家
庭
は

そ
の
国
で
長
く
食
べ
ら
れ
て
来
た
料
理
を
食

卓
に
の
せ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
日
本
は
違
い
ま
す
。
家
庭
料
理
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
、
和
食
・
中
華
・
洋
食
と

大
き
く
三
つ
の
柱
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、

家
庭
で
も
外
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
料
理
が

旺
盛
に
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

カ
レ
ー
や
ハ
ン
バ
ー
グ
は
子
供
の
大
好
物
と

さ
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
、
ご
存
じ
の
と

お
り
、
イ
ン
ド
と
ド
イ
ツ
が
起
源
で
す
。
餃

子
や
麻
婆
豆
腐
、
酢
豚
な
ど
は
中
国
料
理
、 No.16

一宮町長
馬淵 昌也

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
⑩
」

小こ
い
け池
民た

み
じ次
（
１
８
５
８
〜
１
９
３
６
）


