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入
札
を
制
す

　
前
号
で「
正
念
場
」と
お
伝
え
し
た「
志
明
館
」

の
開
校
候
補
地
が
決
ま
り
ま
し
た
。
去
る
八
月

十
二
日
に
北
九
州
市
か
ら
、
小
倉
北
区
の
小
学

校
跡
地
利
活
用
事
業
に
つ
き
入
札
結
果
の
公
表

あ
り
、
見
事
「
最
優
秀
提
案
者
」
に
選
定
さ
れ

た
の
で
す
。
今
後
は
福
岡
県
へ
の
申
請
手
続
き

を
経
て
、
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
四
月
開
校
を
目

ざ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
本
事
業
の
第
一
歩
は
、平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）

五
月
に
石
村
萬
盛
堂
本
社
の
会
議
室
で
開
催
さ

れ
た
〝
日
本
一
の
小
学
校
を
作
る
第
一
回
勉
強

会
〟
に
遡
り
ま
す
。
当
初
は
、
福
岡
市
内
で
統

廃
合
に
よ
り
空
い
た
小
学
校
跡
地
へ
の
開
校
を

想
定
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
街

中
の
一
等
地
に
位
置
し
廉
価
で
の
長
期
賃
借
は

と
て
も
望
め
ず
、
具
体
化
に
は
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
建
学
の
理
念
や
独
自
科
目
な
ど
議
論
に

花
を
咲
か
せ
ま
し
た
が
、
翌
年
か
ら
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
に
見
舞
わ
れ
、
勉
強
会
も
休
会
の
憂

き
目
に
遭
い
ま
し
た
。

　
紆
余
曲
折

　

活
動
を
再
開
し
て
暫
く
の
頃
、
当
時
の
宗
像

市
長
か
ら
同
市
郊
外
の
土
地
を
用
意
す
る
の
で

と
、
学
校
誘
致
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

を
契
機
に
百
名
近
い
方
々
の
「
発
起
人
会
」
が

立
ち
上
が
り
、
平
成
二
十
七
年
一
月
に
は
市
と

の
間
で「
基
本
協
定
書
」締
結
ま
で
進
み
ま
し
た
。

し
か
し
新
校
舎
建
設
の
青
写
真
が
出
来
、
募
金

活
動
に
注
力
し
始
め
た
矢
先
、
候
補
地
の
造
成

費
負
担
な
ど
想
定
外
の
懸
念
が
次
々
と
顕
在
化

し
て
、
遂
に
断
念
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
検
討
し
た
幾
つ
か
の
案
件
の
中
で
有

力
視
さ
れ
た
の
は
、
福
岡
市
東
区
の
志
賀
島
で
、

過
疎
化
の
進
む
地
元
公
立
小
学
校
を
統
廃
合
し

て
、
そ
の
跡
地
に
「
志
明
館
」
開
校
を
と
い
う

画
期
的
な
話
で
し
た
。
神
話
に
も
登
場
す
る

安あ
ず
み曇
族
、
万
葉
歌
碑
、
金
印
発
見
等
歴
史
の
宝

庫
で
あ
り
、
海
と
山
に
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
も

我
々
が
目
ざ
す
教
育
を
後
押
し
す
る
条
件
に
溢

れ
て
い
ま
し
た
。

　

惜
し
む
ら
く
は
島
内
の
意
見
集
約
が
大
変
難

し
く
、
早
期
開
校
の
糸
口
を
見
出
せ
ぬ
ま
ま
諦

め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
将
来
「
姉
妹

校
・
志
賀
島
分
校
」
の
開
設
が
再
浮
上
す
る
可

能
性
を
捨
て
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

　
半
世
紀
越
し
の
宿
願

　

長
期
に
及
ぶ
海
外
勤
務
か
ら
帰
任
し
た
平
成

六
年
春
の
一
夕
、
恩
師
小
柳
陽
太
郎
先
生
を
お

訪
ね
し
ご
馳
走
に
な
り
な
が
ら
四
方
山
話
に
夜

を
更
か
し
て
い
た
時
で
す
。
突
然
先
生
が
「
山

口
が
作
る
と
言
っ
て
い
た
学
校
は
未
だ
出
来
そ

う
に
な
い
な
あ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

　

酔
眼
朦
朧
の
中
で
昔
日
の
記
憶
を
た
ど
り

「
大
学
紛
争
に
翻
弄
さ
れ
る
多
く
の
青
年
は
日

本
の
真
の
歴
史
を
知
ら
な
い
。
子
供
の
う
ち
に

も
っ
と
大
切
な
心
を
育
く
む
学
校
が
必
要
だ
」

と
あ
る
時
期
に
力
説
し
て
い
た
自
ら
が
甦
り
ま

し
た
。
あ
あ
先
生
は
、
半
ば
思
い
つ
き
に
過
ぎ

な
い
一
教
え
子
の
夢
想
を
四
半
世
紀
後
ま
で
覚

え
て
お
ら
れ
、
戦
後
教
育
の
混
迷
が
加
速
化
す

る
中
で
淡
い
期
待
も
か
け
続
け
て
頂
い
た
の
か

と
、
改
め
て
師
の
恩
に
頭
を
垂
れ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
我
が
来
し
方
を
顧
み
る
と
、
日
本

の
子
供
た
ち
を
育
て
る
学
校
開
設
構
想
の
萌
芽

は
五
十
年
以
上
前
に
兆
し
て
い
た
こ
と
に
我

な
が
ら
驚
く
ば
か
り
で
す
。
小
柳
先
生
を
始
め

様
々
な
ご
縁
の
積
み
重
ね
で
、
そ
の
実
現
が
現

実
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
粛
然
と
襟
を
正
さ

れ
る
思
い
で
す
。

　
皇
居
勤
労
奉
仕
の
機
縁

　

前
述
の
十
三
年
前
の
勉
強
会
以
降
、
博
多
学

園
理
事
長
の
八
尋
太
郎
氏
と
は
苦
楽
を
共
に
し

つ
つ
走
り
づ
め
で
来
ま
し
た
。
と
り
わ
け
忘
れ

ら
れ
な
い
瞬
間
を
一
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

寺
子
屋
モ
デ
ル
は
創
業
以
来
毎
年
、
支
援
者

友
人
来
賓
を
招
い
て
「
事
業
報
告
会
」
を
催
し

ま
し
た
。
平
成
二
十
五
年
四
月
「
第
八
回
報
告

会
」
会
場
で
、
開
会
直
前
に
近
寄
っ
て
来
た
八

尋
氏
は
「
今
日
の
挨
拶
で
、
小
中
一
貫
校
を
作

り
ま
す
と
明
言
し
て
く
だ
さ
い
」
と
私
の
覚
悟

を
迫
り
ま
し
た
。
そ
の
迫
力
に
押
さ
れ
て
「
こ

れ
ま
で
毎
年
学
校
作
り
の
願
望
を
述
べ
て
き
た

が
、
今
後
は
そ
の
実
現
に
向
け
全
力
を
尽
く
す
」

と
明
言
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

先
日
入
札
結
果
を
受
け
て
二
人
で
さ
さ
や
か

に
祝
杯
を
挙
げ
た
と
き
に
八
年
前
の
真
相
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
秘
密
は
「
皇
居
勤
労
奉

仕
」
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

福
岡
中
経
協
で
主
要
行
事
と
な
っ
て
い
る
勤

労
奉
仕
事
業
の
第
一
回
は
平
成
二
十
四
年
秋

で
、
団
長
を
務
め
た
私
は
両
陛
下
の
御ご

会え

釈し
ゃ
く

御

下
問
を
賜
る
稀
有
な
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た

が
、
八
尋
氏
も
こ
の
四
日
間
を
通
じ
て
日
本
人

の
自
覚
と
次
代
の
子
供
た
ち
を
教
育
す
る
使
命

を
満
身
で
体
感
し
た
よ
う
で
す
。「
日
本
の
国

柄
が
理
屈
抜
き
に
実
感
さ
れ
、
自
分
の
な
す
べ

き
こ
と
が
定
ま
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
か
ら
の
準
備
作
業
で
最
重
要
課

題
は
、
一
騎
当
千
の
教
師
を
集
結
し
切
磋
琢
磨

し
合
う
チ
ー
ム
に
組
成
す
る
こ
と
で
す
。
加
え

て
寄
付
金
の
お
願
い
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
力
を
入

れ
て
参
り
ま
す
。

　
　
入
札
結
果
発
表
を
見
て

「
最
優
秀
提
案
者
」
の
決
ま
る
そ
の
朝
に
パ
ソ

コ
ン
開
く
確
信
持
ち
て

内
容
も
価
格
も
一
位
堂
々
の
評
価
を
得
た
り
我

ら
が
事
業
は

小
学
校
興
さ
む
と
友
ら
に
呼
び
か
け
て
企

く
わ
だ

て
初そ

め
し
ゆ
早
や
十
三
年
ぞ

二
度
三
度
思
ひ
叶
は
ず
ふ
り
だ
し
に
戻
り
し
日

の
さ
ま
今
は
懐
か
し

再
出
発
余
儀
な
く
さ
れ
し
逆
境
も
す
べ
て
こ
の

日
の
糧か

て

と
ぞ
な
れ
る

開
校
は
二
年
半
後
と
決
す
れ
ば
手
持
ち
の
時
の

少
な
き
を
知
る

次
々
と
祝
福
激
励
も
た
ら
さ
れ
使
命
重
き
を
ひ

し
と
か
み
し
む

巻頭言

「
志
明
館
」開
校
に
向
け
て
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