
      

京
町
校
区
の
一
部
は
、
江
戸
時
代
に
は

京
隈
小
路
（
き
ょ
う
の
く
ま
こ
う
じ
）
と

呼
ば
れ
、
藩
士
が
居
住
す
る
武
家
屋
敷
が

立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

連
載
第
３
回
は
、
京
町
校
区
の
基
礎
の

一
つ
で
あ
る
京
隈
小
路
に
つ
い
て
、
そ
の

始
ま
り
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

今
回
の
話
し
手
の
水
原
さ
ん
は
、
久
留

米
市
の
文
化
財
専
門
職
員
で
は
最
年
長
の

ベ
テ
ラ
ン
で
す
。豊
富
な
知
識
を
も
と
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
の
保
存
活
用
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
坂
本
繁
二
郎
生
家
の
整

備
か
ら
、
そ
の
後
の
活
用
に
も
携
わ
っ
て

き
ま
し
た
。 

 

Ｑ
．
京
隈
小
路
の
始
ま
り
は
？ 

 

今
か
ら
４
０
０
年
前
の
１
６
２
１
年
、

有
馬
豊
氏
が
久
留
米
藩
２
１
万
石
の
領
主

と
し
て
入
国
し
て
か
ら
で
す
。
豊
氏
は
、

経
隈
村
（
き
ょ
う
の
く
ま
む
ら
）
の
村
人

を
他
所
に
移
転
さ
せ
、
そ
こ
を
久
留
米
城

下
町
の
一
部
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。 

 

そ
の
年
、ま
ず
土
地
の
高
い
と
こ
ろ
に
、

藩
主
の
菩
提
寺
と
し
て
梅
林
寺
を
創
建
し

ま
す
。
ま
た
、「
石
原
家
記
」
と
い
う
江
戸

時
代
の
記
録
に
よ
る
と
、
１
６
３
２
年
に

「
経
隈
村
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
武
士
の
居
住

地
が
出
来
て
き
た
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
．
位
置
や
範
囲
は
？ 

 

京
隈
小
路
は
、
久
留
米
城
の
正
面
玄
関

「
大
手
口
（
お
お
て
ぐ
ち
）」
の
す
ぐ
西
側

に
あ
た
り
ま
す
。 

 

京
隈
小
路
の
範
囲
は
当
初
、
北
側
か
ら

整
備
に
着
手
し
、
次
第
に
谷
地
を
埋
め
立

て
る
な
ど
し
て
、
南
に
広
げ
て
い
っ
た
よ

う
で
す
。
１
６
７
４
年
に
は
、
現
在
の
京

町
６
・
７
丁
目
辺
り
に
、
小
松
原
小
路
（
こ

ま
つ
ば
ら
こ
う
じ
）
を
増
設
し
ま
し
た
。

１
６
７
６
年
に
は
、
久
留
米
城
内
で
も
低

地
の
柳
原
（
や
な
ぎ
は
ら
）
か
ら
小
松
原

小
路
に
、
水
害
対
策
の
た
め
、
藩
士
を
移

転
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、

武
家
屋
敷
の
数
は
１
２
６
軒
に
及
ん
で
い

ま
し
た
。 

 

Ｑ
．
見
ど
こ
ろ
知
り
ど
こ
ろ
は
？ 

 

江
戸
時
代
の
京
隈
小
路
の
町
割
り
（
道 

                      
路
や
土
地
の
区
画
）
が
、
現
在
の
町
並
み 

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

道
筋
や
道
路
の
幅
は
、
ほ
と
ん
ど
当
時
と

同
じ
で
、
城
下
町
の
面
影
を
よ
く
残
し
て

い
ま
す 

                       
 
 
 

＊ 

 

古
地
図
を
た
ど
っ
て
歩
い
て
み
る
と
、

城
下
町
の
時
代
が
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ

そ
う
で
す
。 

（
聞
き
手
・
文
化
財
保
護
課 

穴
井
） 

久
留
米
入
城
４
０
０
年
記
念 

 
京
町
校
区
の
見
ど
こ
ろ
知
り
ど
こ
ろ 

 

第
３
回 

京
隈
小
路
の
成
り
立
ち 
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