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〇教師の在り方について（一）

0人口急増市町村の小中学校用地取得費

について

〇飛鳥•藤原地域の保存について

〇教職員にかかる係争中の争訟事件等の

係属状況等について
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飛鳥藤原地域の保存について

飛鳥•藤原地域の保存について

天

香

具

山

、

畝

傍

山

の

い

わ

ゆ

る

奈

良

盆

地

の

南

部

、

北

は

耳

成

山

、

、

ぎ

ら

れ

、

東

は

多

武

峯

か

ら

南

へ

南

淵

山

に

か

こ

ま

れ

た

大

和

三

山

に

カ

わ

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

甘

穏

丘

に

立

っ

て

こ

の

地

方

地

域

が

飛

鳥

と

い

っ

た

飛

鳥

の

各

宮

跡

や

寺

跡

あ

を

眺

望

す

る

と

、

古

代

政

治

の

中

心

と

な

こ

ま

れ

た

藤

原

宮

跡

、

万

葉

集

に

う

た

わ

れ

た

る

い

は

、

大

和

三

山

に

か

こ

息

ぶ

き

、

当

時

を

し

の

ば

せ

飛

鳥

川

の

流

れ

な

ど

が

今

日

も

な

お

豊

か

t

、

る

こ

と

は

、

実

に

感

慨

深

い

も

の

が

あ

る

。

る

姿

で

保

存

さ

れ

て

＂

、

っ

ゆ

る

飛

鳥

、

白

鳳

時

代

、

す

な

わ

ち

六

世

紀

の

末

か

こ

の

地

は

、

"

i

こ

る

歴

史

の

舞

台

で

あ

り

、

お

お

く

の

宮

居

が

営

ら

八

世

紀

の

初

頭

に

わ

f

ろ

で

あ

る

。

歴

史

の

書

に

よ

れ

ば

、

こ

の

地

方

に

都

を

お

い

ま

れ

た

と

こ

九

代

允

恭

天

皇

で

あ

り

、

そ

の

後

、

第

二

十

三

代

芦

最

初

の

天

皇

は

第

十

て

l

地

区

に

集

中

し

て

い

る

と

こ

ろ

は

、

飛

鳥

、

藤

原

の

地

を

お

い

て

他

に

は

見

ら

れ

な

い

。

し

か

も

、

今

日

遺

る

自

然

的

、

歴

史

的

景

観

ば

、

か

つ

て

万

葉

集

に

う

う

ち

文

化

財

保

護

法

に

よ

る

史

跡

あ

る

い

は

特

別

史

跡

と

し

て

指

定

さ

れ

て

い

る

も

の

は

僅

か

に

十

五

件

を

数

え

る

の

み

で

、

と

く

に

重

要

な

遺

跡

で

あ

る

宮

跡

に

つ

い

て

は

、

藤

原

宮

跡

以

外

の

宮

跡

に

つ

い

て

は

全

く

指

定

が

行

な

わ

れ

て

い

な

い

。

こ

の

地

減

の

歴

史

的

重

要

性

か

ら

み

れ

ば

、

き

わ

め

て

不

十

分

な

も

の

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

で

あ

ろ

う

。

未

指

定

で

は

あ

る

が

、

大

化

の

改

新

の

中

心

舞

台

で

あ

っ

た

と

い

わ

れ

る

飛

鳥

板

蓋

宮

跡

（

皇

極

、

斉

明

の

宮

殿

跡

）

に

し

て

も

、

昭

和

三

十

四

年

、

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

に

よ

っ

て

回

廊

状

の

建

物

、

石

敷

の

跡

が

発

見

さ

れ

て

以

来

、

奈

良

県

教

育

委

員

会

に

よ

っ

て

調

査

を

進

め

ら

れ

て

い

る

が

、

規

模

か

ら

み

て

宮

殿

跡

で

あ

る

こ

と

は

疑

い

の

な

い

こ

と

と

は

さ

れ

な

が

ら

も

、

宮

域

全

体

に

つ

い

て

の

調

査

が

完

了

し

て

い

な

い

た

め

、

史

跡

と

し

て

の

指

定

が

な

さ

れ

て

い

な

い

。

ま

た

、

推

古

天

皇

の

宮

殿

と

い

わ

れ

る

小

治

田

宮

跡

に

し

て

も

、

今

春

か

ら

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

に

よ

っ

て

発

掘

調

査

が

行

な

わ

れ

、

そ

こ

か

ら

の

出

土

品

や

石

敷

の

飛

鳥

、

藤

原

地

域

内

に

あ

る

遺

跡

は

別

表

の

と

お

り

で

あ

る

が

、

そ

の

い

わ

れ

る

ゆ

え

ん

も

ま

た

こ

こ

に

あ

る

の

で

あ

る

。

た

わ

れ

た

風

土

を

い

ま

だ

に

数

多

く

残

し

て

お

り

、

国

民

の

心

の

故

郷

と

飛
鳥
•
藤
原
の
保
存
が
な
ぜ
必
要
か

飛
鳥

藤
原
地
域
の
保

八

代

宜

化

、

第

一

―

-

+

―

代

用

明

、

第

顕

宗

、

第

二

十

六

代

継

体

、

第

二

十

五

代

皇

極

、

第

三

十

七

代

三

十

三

代

推

古

、

第

一

二

十

四

代

舒

明

、

第

一

―

-

+

一

代

持

統

、

第

四

十

二

代

文

武

、

ま

で

斉

明

、

第

四

十

代

天

武

、

第

四

十

の

間

、

大

和

朝

廷

は

一

時

期

に

は

飛

鳥

の

地

を

は

な

れ

る

こ

と

は

あ

っ

て

っ

て

く

る

と

い

っ

た

よ

う

に

も

、

一

、

二

代

の

後

に

は

ま

た

飛

鳥

に

も

ど

ま

さ

に

、

こ

の

時

代

の

歴

史

の

中

心

を

な

し

た

の

で

あ

る

。

仏

教

を

は

じ

め

と

す

る

大

陸

文

化

を

受

け

こ

の

時

代

に

、

わ

が

国

は

、

化

の

改

新

、

壬

申

の

乱

を

経

て

、

大

宝

律

入

れ

、

聖

徳

太

子

の

施

政

、

大

令

の

制

定

に

象

徴

さ

れ

る

律

令

国

家

の

基

礎

を

き

づ

い

た

の

で

あ

る

。

し

、

こ

の

地

域

に

は

、

馨

国

の

古

代

史

の

解

明

に

必

要

な

数

多

た

が

っ

て

く

の

遺

跡

が

残

さ

れ

て

い

る

。

と

お

り

、

南

北

六

キ

ロ

、

東

西

一

―

―

キ

こ

れ

ら

の

遺

跡

は

、

別

図

に

示

す

い

に

境

を

接

し

て

、

重

な

り

合

っ

て

存

在

し

ロ

の

狭

小

な

地

域

内

に

た

が

た

っ

て

い

な

い

。
こ

の

よ

う

に

、

重

要

な

遺

構

を

発

見

し

た

か

ら

に

は

、

文

献

や

古

文

書

等

に

よ

っ

て

そ

の

他

の

性

格

を

き

わ

め

、

早

急

に

史

跡

に

指

定

す

る

必

要

が

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

細

部

に

つ

い

て

は

、

発

掘

調

査

を

必

要

と

す

る

も

の

も

あ

る

で

あ

ろ

う

。

査

に

相

当

の

日

時

を

要

す

る

と

と

も

に

、

史

跡

を

現

在

の

よ

う

な

周

囲

の

し

か

し

、

こ

の

地

域

に

対

す

る

開

発

の

波

は

す

ぐ

そ

こ

ま

で

き

て

い

る

の

で

あ

る

。
す

な

わ

ち

、

藤

原

宮

跡

の

北

部

（

未

指

定

地

）

を

よ

こ

ぎ

っ

て

計

画

さ

れ

た

国

道

百

六

十

五

号

線

バ

イ

パ

ス

は

、

世

論

の

反

対

と

、

奈

良

県

教

育

の

整

備

が

計

画

さ

れ

て

お

り

、

そ

の

完

成

に

伴

っ

て

こ

の

地

区

の

宅

地

化

が

促

進

さ

れ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

ま

た

、

大

阪

中

心

部

へ

の

通

勤

時

間

が

四

十

分

し

五

十

分

の

圏

内

に

あ

る

た

め

、

外

か

ら

の

移

住

者

が

急

き

つ

づ

き

藤

原

宮

の

西

側

を

か

す

め

る

橿

原

大

路

線

の

建

設

な

ど

道

路

網

委

員

会

の

発

掘

調

査

の

結

果

に

よ

り

路

線

を

宮

域

外

に

変

更

し

た

が

、

ひ

は

不

十

分

で

あ

る

。

自

然

的

歴

史

的

景

観

の

中

に

保

存

す

る

に

は

、

指

定

に

よ

る

方

法

だ

け

で

(19) 

重

要

遺

跡

を

史

跡

と

し

て

指

定

し

て

保

護

し

活

用

す

る

た

め

に

は

、

調

゜

古

村

文
化
庁
記
念
物
課
長

存

に

つ

い

て

澄

(18) 
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げ
地
で
の
農
耕
を
認
め
る
措
置
、
資
料
館
等
諸
施
設
の
設
置
、
建
物

特
別
立
法
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
検
討
す
る
。

(5) (4) 

＠
保
存
の
方
法
と
し
て
は
、
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に

る
の
で
、
人
家
密
集
地
に
お
け
る
現
状
変
更
は
、
遺
跡
、
景
観
に
著

し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
こ
れ
を
認
め
る
。

整
備
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
進
め
、
遺
跡
の
重
要
部

分
に
つ
い
て
往
時
を
し
の
び
得
る
よ
う
な
復
原
的
整
備
を
行
な
い
、

活
用
の
た
め
の
資
料
館
、
巡
歴
歩
道
、
案
内
所
等
の
設
置
を
行
な
う
。

住
民
の
生
活
と
の
調
和
を
考
慮
し
、
か
つ
、
住
民
に
対
し
て
積
極

的
な
協
力
を
求
め
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
土
地
の
買
上
げ
、
買
上

ま
た
、
こ
の
地
域
に
は
、
約
六
千
人
に
及
ぶ
住
民
が
生
活
し
て
い

（
こ
の
区
域

必
要
が
あ
る
場
合
は
、
国
で
土
地
の
買
上
げ
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

⑨
対
象
と
す
る
区
域
は
、
歴
史
的
風
土
及
び
そ
の
周
辺
の
自
然
的
最

歴
史
的
、
自
然
的
景
観
を
そ
こ
な
う
よ
う
な
現
状
変
更
を
規
制
し
、

と
を
述
べ
て
い
る
。

(21) 

つ
い
て
は
国
で
こ
れ
を
買
上
げ
る
。
環
境
保
全
地
区
に
つ
い
て
は
、

つ
つ
、
地
域
住
民
を
は
じ
め
広
く
民
間
の
積
極
的
支
持
を
求
め
る
こ

（二）、̀
l
ー,'¥ い

る
。

め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て

⑥
保
存
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
保
存
対
象
区
域
を
遣
跡
（
宮
跡
、

を
一
体
と
し
て
保
存
し
、
整
備
し
、
国
民
に
よ
る
活
用
を
は
か
る
た

(6) 

(2) 

案
し
て
い
る
。

し
る

(1) 
（一）

七
月
十
六
日
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
歴
史
的
風
土
審
議
会
（
内
閣
総

る
と
い
え
よ
う
。

策
を
い
か
に
す
る
か
に
つ
い
て
、
今
後
、
早
急
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ

が
こ
の
地
方
を
視
察
さ
れ
、
飛
鳥
•
藤
原
地
方
の
保
存
に
対
し
て
本
格
的

飛鳥•藤原地城の保存について

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

f
こ
の
重
要
な
地
方
を
い
か
に
し
て
守
る
か
は
、
つ
と
に
各
方
面
で
論
議

さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
近
に
い
た
っ
て
「
飛
鳥
古
京
を
守
る

会
」
が
文
化
人
の
手
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
ま
た
、
国
会
議
員
の
間
に
も

「
飛
鳥
古
京
を
守
る
議
員
連
盟
」
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
動
き
は
急

速
に
活
発
と
な
っ
て
き
た
。
と
く
に
、
先
般
、
佐
藤
総
理
、
坂
田
文
相
等

に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

七
月
十
四
日
に
文
部
大
臣
は
文
化
財
保
護
審
議
会
（
文
部
大
臣
、
文
化

庁
長
官
の
諮
門
機
関
）
に
対
し
て
「
飛
鳥
•
藤
原
地
域
に
お
け
る
文
化
財

の
保
存
、
活
用
の
た
め
の
基
本
方
策
」
を
諮
問
し
た
。

理
大
臣
の
諮
問
機
関
）
に
対
し
て
「
飛
鳥
地
方
に
お
け
る
地
域
住
民
の
生

活
と
調
和
し
た
歴
史
的
風
土
の
保
存
の
た
め
の
方
策
」
を
諮
問
し
た
。

会
は
、
こ
の
地
方
の
遺
跡
を
い
か
に
し
て
保
存
し
、

保
存
の
対
象
と
す
る
区
域
と
し
て
は
、
北
は
藤
原
宮
跡
、
天
香
具

山
か
ら
、
南
は
檜
前
、
稲
淵
に
至
る
区
域
と
す
る
。

社
寺
跡
、
古
墳
、
陵
墓
、
由
緒
地
等
）
の
所
在
す
る
11

遺
跡
保
存
地

区
“
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
を
保
全
す
る
II

環
境
保
全
地
区
“
に

区
分
す
る
。
遺
跡
保
存
地
区
に
つ
い
て
は
、
地
下
遺
構
を
含
め
た
地

区
全
体
に
現
状
変
更
規
制
が
で
き
る
よ
う
措
置
し
、
重
要
な
部
分
に

め
に
は
特
別
な
立
法
措
置
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
歴
史

議
会
は
、
遺
跡
お
よ
び
そ
れ
を
と
り
ま
く
自
然
環
境
を
含
め
た
歴
史
的
風

土
の
保
存
を
い
か
に
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
審
議
を
行
な

つ
こ
。t
 

そ
の
結
果
、
文
化
財
保
護
審
議
会
は
八
月
十
三
日
に
一
応
の
中
間
的
な

意
見
を
ま
と
め
、
各
方
面
の
意
向
を
き
く
こ
と
と
し
た
。
歴
史
的
風
土
審

議
会
は
九
月
十
一
日
に
当
面
の
方
策
と
し
て
意
見
を
ま
と
め
、
内
閣
総
理

保
護
審
議
会
の
方
は
基
本
的
な
保
存
、
活
用
の
方
策
を
提
案
し
、
そ
の
た

的
風
土
審
議
会
は
、
基
本
方
策
な
い
し
は
特
別
立
法
に
つ
い
て
は
今
後
早

、ヽ
9‘

急
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
と
り
あ
え
ず
、
当
面
、
現
行
法
の
有
機
的
活
2
0

用
に
よ
っ
て
保
存
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
審
議
会
で

の
見
解
の
相
違
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

は
応
急
的
方
策
を
示
し
た
も
の
で
、
両
審
議
会
に
お
い
て
は
、
抜
本
的
方

一
方
は
根
本
的
方
策
を
、
他
方

こ
こ
で
、
両
審
議
会
の
意
見
の
概
要
を
述
べ
て
み
よ
う
。

文
化
財
保
護
審
議
会
の
中
間
ま
と
め
の
概
要

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
個
々
の
遺
跡
だ
け
で
な
く
そ
れ
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
歴
史
的
、
自
然
的
景
観
を
含
め
て
保
存
、
活
用
の

対
象
と
し
、
保
存
、
整
備
、
活
用
の
た
め
の
総
合
計
画
を
立
案
し
て

以
上
の
措
置
を
実
施
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
遺
跡
お
よ
び
景
観

歴
史
的
風
土
審
議
会
の
答
申
（
当
面
の
対
策
）
の
概
要

保
存
の
た
め
の
方
針
と
し
て
、
地
域
住
民
の
生
活
と
調
和
を
図
り

観
の
一
体
性
を
中
心
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

は
、
文
化
財
保
護
審
議
会
の
意
見
と
し
て
ま
と
め
た
区
域
と
ほ
ぼ
同

じ
地
区
で
あ
る
。
）

関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
歴
史
的
風
土
保
存
区
域
、
歴
史
的
風
土

特
別
保
存
地
区
の
拡
張
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
市
街
化
調
整
区
域
の

区
分
決
定
、
風
致
条
例
に
よ
る
風
致
地
区
の
拡
張
、
文
化
財
保
護
法

に
よ
る
史
跡
の
指
定
を
有
機
的
に
活
用
す
る
。

大
臣
に
答
申
を
行
な
っ
た
。
両
審
議
会
の
意
見
を
比
較
す
る
と
、
文
化
財

ど
の
よ
う
に
保
存
す
る
か

か
に
し
て
保
存
す
る
か
が
緊
急
の
課
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
対
処
し
て
、
飛
鳥
•
藤
原
地
域
を
い

増
し
、
早
晩
、
宅
地
化
の
波
が
急
激
に
押
し
寄
せ
る
こ
と
も
当
然
に
予
想
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曇 人哀紐

き

た

い

と

考

え

て

い

る

。

す

み

い

ち

）

活

用

さ

れ

る

よ

う

な

方

策

を

樹

立

し

て

い

し

、

わ

が

国

文

化

の

発

展

の

基

盤

と

し

て

―

一

度

と

蘇

生

し

な

い

。

後

世

の

人

々

の

た

こ

の

よ

う

に

、

こ

の

地

域

に

遺

る

重

要

な

文

化

的

遺

産

を

保

存

し

、

整

一

度

失

な

わ

れ

た

文

化

財

は

、

こ

ど

を

理

解

で

き

る

人

は

何

人

い

る

で

あ

ろ

う

か

。

整

備

を

行

図

る

た

め

に

も

、

抜

本

的

な

方

策

を

と

る

べ

き

必

要

が

あ

る

と

考

え

る

。

見

の

よ

う

に

現

行

法

の

活

用

を

図

る

こ

と

は

、

当

面

の

応

急

策

と

し

て

効

設

、

周

遊

歩

道

、

総

合

案

内

所

等

の

施

設

を

整

備

し

、

必

要

な

箇

所

に

つ

い

て

は

都

市

計

画

公

園

を

設

置

す

る

こ

と

と

す

る

。

保

存

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

民

間

の

協

力

に

よ

り

財

団

法

人

庁

に

お

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

、

当

面

、

四

十

六

年

度

に

お

い

て

実

施

す

べ

き

事

業

に

つ

い

て

予

算

の

要

求

を

行

な

い

、

関

係

各

省

が

相

協

力

し

て

、

飛

こ

の

地

を

保

存

す

る

た

め

の

措

置

と

し

て

、

歴

史

的

風

土

審

議

会

の

意

果

の

あ

る

も

の

で

は

あ

る

が

、

遠

い

将

来

に

わ

た

っ

て

の

方

策

と

し

て

は

十

全

な

も

の

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

す

な

わ

ち

、

六

千

人

に

及

ぶ

住

民

の

生

活

を

考

え

た

と

き

、

保

存

と

住

民

生

活

の

発

展

と

の

両

者

の

均

衡

を

保

っ

た

め

に

は

、

特

別

の

方

策

を

と

る

べ

き

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

。

ま

た

、

日

に

日

に

増

加

し

つ

つ

あ

る

こ

の

地

の

訪

問

者

、

と

く

に

飛

鳥

と

い

う

歴

史

の

故

郷

、

日

本

人

の

心

の

ふ

る

さ

と

を

求

め

て

訪

れ

る

若

人

達

に

対

し

て

、

単

な

る

現

状

の

よ

う

な

田

園

風

景

の

ま

ま

で

往

時

を

し

の

ば

せ

る

よ

り

も

、

史

跡

と

し

て

の

整

備

を

行

な

っ

て

よ

り

理

解

し

や

す

い

こ

月

が

よ

ふ

Sほ当
然

の

こ

と

で

あ

る

。

（

た

と

な

っ

て

、

古

墳

ら

し

く

し

て

理

解

し

や

す

く

す

る

等

。

）

め

に

も

、

こ

の

地

域

の

重

要

遺

跡

を

保

存

（

ふ

る

む

ら

鳥
•
藤
原
地
域
の
保
存
の
た
め
に
努
力
を
行
な
っ
て
い
る
。

飛鳥•藤原地域の保存について

遺

跡

な

ど

の

文

化

的

遺

産

は

た

だ

一

日

の

ブ

ル

ド

ー

ザ

ー

の

活

動

に

よ

っ

て

す

べ

て

が

失

な

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

以

上

の

両

審

議

会

の

意

見

を

基

礎

と

し

て

、

総

理

府

、

建

設

省

、

文

化

慮

す

る

。

を

設

立

し

、

さ

ら

に

キ

メ

細

か

い

住

民

対

策

が

諧

ぜ

ら

れ

る

よ

う

配

(5) 
⑥

環

境

の

整

備

と

し

て

、

道

路

、

河

川

、

歴

史

資

料

館

、

宿

泊

施

1・----

飛

鳥

板

蓋

宮

、

川

原

宮

、

豊

浦

宮

、

飛

鳥

浄

御

原

宮

、

小

墾

田

宮

、

飛

鳥

岡

本

宮

（

後

岡

本

宮

を

含

む

）

島

宮

、

香

具

山

宮

、

飛

烏

河

辺

行

宮

、

耳

梨

行

宮

、

厩

坂

宮

、

遠

飛

鳥

宮

、

田

中

宮

、

飛

鳥

八

釣

宮

、

上

宮

、

檜

隈

匿

入

野

宮

、

軽

島

豊

明

宮

、

池

辺

双

槻

宮

日

向

寺

、

豊

浦

寺

、

岡

寺

、

坂

田

寺

、

紀

寺

、

檜

隈

寺

、

大

宮

大

寺

飛

鳥

寺

奥

山

久

米

寺

、

雷

寺

、

久

米

（

飛

鳥

寺

瓦

寺

、

石

川

精

舎

、

厩

坂

寺

、

本

薬

師

寺

窯

を

含

む

）

香

具

山

廃

寺

、

飛

鳥

坐

神

社

、

川

原

寺

甘

樗

坐

神

社

、

飛

烏

山

口

坐

亀

石

を

神

社

、

治

田

神

社

、

於

美

阿

一

含

む

）

志

神

社

、

気

吹

雷

響

吉

野

大

橘

寺

国

栖

御

魂

神

社

、

飛

鳥

川

上

坐

宇

須

多

伎

比

売

神

社

、

高

定
林
寺

i
|
—
ー
市
御
神
社
、
大
野
丘
北
塔

菖

蒲

池

古

墳

檜

隈

大

内

陵

（

天

武

・

持

統

）

、

石

舞

台

古

中

尾

山

古

墳

都

塚

古

墳

、

檜

隈

坂

合

陵

古

墳

墳

岩

屋

山

古

墳

（

欽

明

）

、

檜

隈

墓

（

吉

備

姫

）

牽

牛

子

塚

古

墳

檜

隈

安

古

岡

上

陵

（

文

武

）

、

丸

山

古

墳

鬼

の

雪

隠

．

．

鬼

の

領

，
 

天

香

具

山

、

甘

樽

丘

、

雷

丘

、

飛

鳥

川

、

飛

鳥

岡

、

小

墾

田

、

由

緒

地

入

鹿

首

塚

、

檜

隈

、

南

淵

川

、

金

綱

井

、

八

釣

、

真

神

原

（

呉

9
,
9
,
!

i
,
1

—
I
,
1

，
頃
に
い
沃
ー
原
〖
·
凍

2
1ー
憶
渾
，

日

高

瓦

窯

、

竹

野

王

石

塔

、

酒

船

石

南

淵

請

安

先

生

之

墓

1

,

 

そ

の

他

社

寺

跡 宮

跡

都

城

跡

山

田

寺

藤

原

宮

日

パ

特

別

史

跡

一

史

跡

そ

の

他

の

遺

跡

別

表

飛
鳥
•
藤
原
地
区
所
在
遺
跡

(23) (22) 



雑

多

な

価

値

の

並

存

す

る

今

日

的

状

況

の

も

と

で

、

＂

ほ

ん

と

う

の

教

師

は

何

か

＂

と

問

わ

れ

て

も

、

即

座

に

答

え

る

こ

と

は

容

易

で

な

い

＿

息

わ

れ

る

。

今

回

の

「

教

師

の

あ

り

方

に

つ

t必

:

9

/

if9

}

 

文

化

庁

の

古

村

記

念

物

課

長

に

解

説

し

て

い

た

だ

い

た

。

国

民

の

一

人

と

し

て

、

関

心

を

深

め

ャiヤ`
’

そ

こ

で

、

こ

の

問

題

の

具

体

策

等

に

つ

い

て

、

る

。

教育委員会月報

飛
鳥
•
藤
原
地
域
の
保
存
行
政
が
進
歩
し
て
い

第 22巻

第 7号

の

施

策

に

つ

い

て

執

筆

し

て

い

た

だ

い

た

。

は

、

今

年

度

の

概

算

要

求

を

中

心

に

、

文

部

省

MEJ 

田

刈

り

干

す

な

ど

、

と

り

集

め

た

る

こ

と

は

秋

5414 

I

f

や

う

や

う

夜

寒

に

な

る

ほ

ど

、

雁

嗚

き

て

来

る

こ

ろ

、

萩

の

下

葉

の

色

づ

く

ほ

ど

、

わ

さ

の

み

ぞ

多

か

る

…

…

“

（

徒

然

草

「

を

り

ふ

し

の

移

り

変

は

る

{

J

そ

」

）

。

▼

さ

て

、

今

月

の

巻

頭

は

、

京

都

大

学

名

誉

教

授

の

下

程

勇

吉

先

生

に

ご

執

筆

願

っ

た

。

発

に

な

っ

て

い

く

だ

ろ

う

。

に

お

い

て

は

、

校

舎

等

の

建

築

費

も

さ

る

こ

と

な

が

ら

、

校

地

の

取

得

費

増

に

悩

ま

さ

れ

て

い

る

こ

と

と

思

う

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

国

に

お

い

て

も

強

力

に

対

処

し

よ

う

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

管

理

局

助

成

課

の

松

浦

課

長

に

▼

古

都

保

存

に

対

す

る

世

論

の

声

を

背

景

に

、

作

行

刷

権

者

文 部 省

政

界

の

息

吹

き

も

、

こ

れ

か

ら

し

だ

い

に

活

考

に

供

し

て

い

た

だ

き

た

い

。

去

り

ゆ

く

夏

の

想

い

出

と

迎

え

る

秋

へ

の

歓

喜

。

四

季

の

変

化

は

、

人

の

世

の

縮

図

で

あ

る

か

の

よ

う

だ

。

▼

近

年

、

人

口

急

増

地

域

を

か

か

え

る

市

町

村

、o
し

る

。

っ

て

掲

載

す

る

予

定

な

の

で

、

ご

期

待

願

い

た

▼

一

雨

ご

と

に

秋

の

気

色

が

深

ま

り

つ

つ

あ

な

お

、

こ

の

論

文

は

今

月

か

ら

数

回

に

わ

た

あ

と

者 東 京都港区西新橋 3丁目 6番10号

大日本法令印刷株式会社

が

き

と

こ

ろ

が

大

き

い

と

考

え

る

。

味

“

を

問

い

直

し

て

み

る

う

え

で

、

示

唆

す

る

▼

今

年

度

の

は

じ

め

に

お

願

い

し

た

教

職

員

の

人

事

異

動

、

教

職

員

団

体

の

実

態

、

教

職

員

に

か

か

る

係

争

中

の

争

訟

事

件

等

の

係

属

状

況

等

の

諸

調

査

の

集

計

が

終

っ

た

の

で

、

今

月

号

か

ら

順

次

紹

介

し

て

い

き

た

い

。

今

月

は

ま

ず

、

争

訟

事

件

等

の

係

属

状

況

等

の

調

査

を

掲

載

し

た

の

で

、

今

後

の

行

政

の

参

(80) 


	教育委員会月報（第242号：昭和45年10月号）
	飛鳥・藤原地域の保存について（古村澄一）
	奥付




