
青
年
会
の
組
織
化
お
よ
び
再
編
成
は
、
日
露
戦
後
の
「
地
方
改
良
運

動
」
に
お
い
て
本
格
的
・
全
国
的
に
す
す
め
ら
れ
た
。
天
皇
制
国
家
が

そ
の
「
運
動
」
に
期
待
し
た
こ
と
に
、
地
方
に
お
け
る
支
配
の
社
会
的

①
 

基
盤
と
し
て
青
年
会
を
位
置
づ
け
、
「
国
家
の
た
め
の
共
同
体
」
と
し

て
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
支
配
階
級
が
日
露
戦
後
農
村
に
お
け

る
青
年
会
に
課
し
た
役
割
は
、
①
階
級
間
対
立
の
緩
和
、
②
市
町
村
財

②
 

政
の
負
担
軽
減
、
③
天
皇
制
支
配
の
秩
序
維
持
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
み
る
と
、
農
村
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
国
家
に
と
っ
て
は
、

青
年
会
育
成
は
焦
眉
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

③
 

と
こ
ろ
で
、
明
治
後
期
の
青
年
会
に
関
す
る
研
究
は
多
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
ら
も
ほ
と
ん
ど
が
国
家
の
政
策
面
に
視
点
を
お
い
た
研

究
で
あ
り
、
青
年
や
農
民
の
意
識
の
中
に
ま
で
立
ち
い
っ
て
青
年
会
組

は

じ

め

に

織
化
の
主
体
的
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
e

よ
う
や
く

1
0年
ほ
ど
前
か
ら
、
「
地
方
改
良
運
動
」
の
実
態
的
研
究
に
と
も
な

っ
て
青
年
層
や
農
民
の
内
的
要
因
に
視
点
を
あ
て
た
研
究
が
な
さ
れ
て

④
 

き
た
。
ま
た
青
年
会
そ
の
も
の
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
青

年
会
の
担
い
手
の
中
心
的
階
層
で
あ
っ
た
自
作
農
の
階
級
的
性
格
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
階
級
性
が
も
た
ら
す
意
識
構
造
で
も
っ
て
、
「
地
方

改
良
運
動
」
を
さ
さ
え
た
農
村
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
も
あ

ら
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
賀
川
隆
行
「
地
方
改
良
事
業
の
社
会
的
基

盤
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
0
八
号
一
九
七
四
年
五
月
）
や
遠
藤
俊
六
「
『
模

範
村
』
の
成
立
と
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
八
五
号
一
九
七
八
年
一
月
）

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
賀
川
論
文
は
、
土
地
所
有
の
出
入
関
係
に
よ
っ

て
生
じ
る
行
政
村
の
あ
り
方
を
二
類
型
に
分
け
、
「
模
範
村
」
た
る
べ

き
条
件

(11
「
地
方
改
良
運
動
」
の
契
機
と
な
る
要
因
）
を
明
ら
か
に
し
た
。

遠
藤
論
文
は
、
「
難
村
」
こ
そ
が
「
模
範
村
」
に
な
り
う
る
可
能
性
と

条
件
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
し
、
中
堅
自
作
農
層
を
中
心
と
し

日
露
戦
後
に
お
け
る
青
年
会
組
織
化
の
前
提

住

ー
—
沼
隈
郡
千
年
村
青
年
会
と
山
本
滝
之
助
を
素
材
と
し
て
—
ー
・

友

陽

文
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た
秩
序
構
造
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
模
範
村
」
の
実
践
を
可
能
に

し
た
と
述
べ
た
。
い
ず
れ
も
「
地
方
改
良
運
動
」
に
お
け
る
自
作
農
層

（
賀
川
氏
は
運
動
の
主
体
を
も
う
少
し
下
層
の
小
生
産
農
民
ま
で
含
め
て
い
る
）

の
役
割
を
重
視
し
、
自
作
農
層
あ
る
い
は
自
小
作
農
層
の
「
没
落
意
識
」

が
行
政
村
単
位
で
「
共
同
一
致
体
制
」
を
築
き
あ
げ
た
と
き
に
「
地
方

改
良
運
動
」
の
推
進
力
た
り
う
る
と
し
て
い
る
。
「
模
範
村
」
に
お
け

る
青
年
会
の
機
能
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
地
方
改
良
運
動
」
に
お
け
る

行
政
村
の
補
助
的
役
割
を
「
模
範
」
的
に
果
し
て
い
る
点
を
指
摘
で
き

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
模
範
村
」
と
「
模
範
」
青
年
会
と
は
同
町
村
に

お
い
て
照
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
必
ず
し
も
「
模
範
」
的
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
青
年
会

に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
要
因
が
そ
の
組
織
化
過
程
に

お
い
て
作
用
し
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
性
格
を
青
年

会
に
付
与
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
わ
れ
わ
れ
は
払
拭
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
模
範
」
青
年
会
で
な
い
青
年
会
の
組

織
化
過
程
を
小
論
で
は
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
模
範

村
」
と
「
模
範
」
青
年
会
と
は
照
応
す
る
の
で
、
「
模
範
村
」
の
指
標

を
以
上
の
二
論
文
か
ら
学
び
と
り
な
が
ら
、
「
模
範
」
青
年
会
の
指
標

を
提
示
し
、
小
論
で
と
り
あ
げ
た
千
年
村
青
年
会
の
位
置
づ
け
を
行
な

い
た
い
。
そ
の
場
合
、
青
年
会
運
動
の
担
い
手
つ
ま
り
階
層
で
い
う
な

ら
自
作
・
自
小
作
層
の
意
識
の
あ
り
方
に
視
点
を
あ
て
、
客
観
的
な
社

会
的
経
済
的
事
象
を
担
い
手
が
ど
う
主
槻
的
に
受
容
し
、
そ
こ
で
生
じ

た
意
識
の
変
化
を
ど
う
青
年
会
運
動
に
発
散
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
以
上
が
小
論
の
課
題
で
あ
る
。

事
例
と
し
て
あ
げ
た
の
が
、
広
島
県
沼
隈
郡
千
年
村
（
現
沼
隈
郡
沼
隈

町
）
の
青
年
会
と
、
こ
の
千
年
村
青
年
会
を
一
九

0
三
年
に
組
織
し
一

九

0
五
年
に
は
千
年
村
青
年
会
会
長
を
つ
と
め
た
山
本
滝
之
助
で
あ
る
。

た
だ
今
回
の
小
論
で
は
、
青
年
会
運
動
の
分
析
を
山
本
自
身
の
問
題
と

し
て
一
元
化
し
て
い
た
り
、
千
年
村
内
に
お
け
る
支
配
の
構
造
ー
ー
＇

「
名
望
家
」
支
配
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
ー
|
'
の
問
題
を
捨
象
し
て
い
る
た

め
、
い
さ
さ
か
問
題
の
た
て
か
た
が
小
さ
く
な
り
、
ま
た
実
態
的
な
分

析
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

「
模
範
」
青
年
会
成
立
の
前
提
条
件

小
論
で
分
析
の
対
象
と
し
た
広
島
県
沼
隈
郡
は
広
島
県
南
東
部
に
位

置
し
、
表
1
に
み
る
と
と
く
広
島
県
の
中
で
も
比
較
的
地
主
制
の
展
開

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
米
・
麦
以
外
の
農
産
物
か
ら
得
る
収
益

が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
表
2
か
ら
わ
か
る
。

こ
こ
で
、
千
年
村
青
年
会
の
郡
内
に
お
け
る
社
会
経
済
的
位
置
づ
け

を
行
な
う
前
に
、
沼
隈
郡
内
の
「
模
範
」
青
年
会
は
ど
こ
か
み
て
お
こ

う
。
内
務
省
・
文
部
省
が
各
地
方
団
体
や
市
町
村
吏
員
等
に
事
業
内
容

を
提
出
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
両
省
が
「
模
範
団
体
」
と
し
て
選
出
編
集
し

た
も
の
に
『
闘
認
模
範
事
績
』
（
一
九
ー
一
年
版
）
が
あ
る
。
そ
の
な
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か
に
は
二
団
体
の
沼
隈
郡
内
の
青
年
会
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
赤
坂
村
青
年
会
と
山
南
村
青
年
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
赤
坂
村
青
年
会

は
一
九

0
三
年
―
一
月
三
日
に
創
立
さ
れ
、
翌
年
の
日
露
戦
争
に
際
し

て
は
「
会
員
ノ
多
数
ハ
出
テ
、
征
途
二
就
キ
タ
ル
モ
会
長
其
他
ノ
役
員

ハ
会
員
卜
共
二
留
守
部
隊
二
対
シ
テ
耕
転
ヲ
附
助
シ
戦
死
者
葬
儀
ニ
カ

、
ル
一
切
ノ
設
備
斡
旋
ハ
会
員
進
ン
テ
之
ヲ
担
任
シ
」
、
会
員
間
の
「
協

R
 

同
一
致
」
を
は
か
っ
て
い
る
。
事
業
と
し
て
は
、
一
九
一
三
年
当
時
、

補
習
教
育
・
各
種
講
演
会
・
「
風
紀
改
善
」
・
共
同
養
蚕
・
共
同
小
作
・

害
鳥
虫
駆
除
・
道
路
修
繕
・
軍
隊
軍
人
の
慰
問
•
水
道
敷
設
・
貯
水
池

表 1 小作地率

11889年 1893年 1904年 1911年

沼隈郡 49.1% I 50_0% I 54_4% I 51.0% 

深安郡 58.4 I 60.9 I 62.4 I 60.6 
ー・ - -、

神石郡 32.3 I 32.o I 29,2 I 31.8 

県平均 36.6 I 39.1 I 41.5 I 40.6 

註1)『広島県統計書』各年より作成。

2)沼隈郡以外に最も地主制の発達した地域と

地主制の未発達の地域を選定した。

3) 1889 • 93年の深安郡は合併（深津と安那）

の数字。

郡 名

設
置
・
納
税
の
予
報
な
ど
実
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
な
。
と
く
に
農
事

関
係
の
事
業
の
占
め
る
割
り
合
い
が
大
き
い
の
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。
山

南
村
青
年
会
は
一
九

0
五
年
一
月
一
日
に
創
立
さ
れ
、
一
九
一

0
年
当

時
、
講
習
会
・
講
話
会
・
「
弊
風
の
改
善
」
・
共
同
試
作
・
山
林
開
墾
．

採
種
田
設
置
・
害
虫
駆
除
・
道
路
河
川
の
改
修
・
在
営
兵
士
の
慰
問
等

⑦
 

々
の
事
業
を
行
な
っ
て
お
り
、
赤
坂
村
青
年
会
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
事
業
を
行
な
い
え
た
の
は
、
い
か
な

る
要
因
に
も
と
づ
く
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
以
下
に
み
て
い
き
た
い

と
思
う
。

沼隈郡燐産産額 (1890年）

品目価格比率

米 187,346円 39.2%

麦 498 I 0.1 

麦 101,181 I 21.2 

麦 10,929 I 2.3 

4,484 I 0.9 

780 I 0.2 

2,977 I 0.6 

1,351 I 0.3 

3,089 I 0.6 

40,475 I 8.5 

18,401 I 3.9 

40 I 0.0 

65,296 I 13.7 

33,354 I 7.0 

5,175 I 1.1 

73 I 0.0 

76 I 0.0 

507 I 0.1 

1,852 I 0.4 

表2

大

裸

小

粟

黍

籍

大

小

甘

大

菜

麦

豆

豆

藷

根

種

綿

閾

監

茶

煙 草

柿

繭

合計 100 

••• 

ヽ
舌
＂

477,883 

広島県勧業報告号外『農事調査書』五（大

島博編『明治中期産業運動資料』第12巻，

日本経済評論社， 1979)より作成。
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村

村

波

戸
佐

草
①

②

 
冒ー

村
j
•
村

南
山ーヽ！

f

村．詑こ

図地郡隈
、

．．
 

沼

市

道

1

、
尾

図

註
広
島
県
庁
編
『
広
島
県
史
』
第
一
編
（
地
志
）

帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
ニ
―
年
よ
り
作
成
。

瀬戸内海 令

ま
ず
図
1
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
沼
隈
郡
内
の
全
町
村
地

図
で
あ
る
。
こ
の
図
に
み
る
よ
う
に
、
赤
坂
村
と
山
南
村
は
海
に
面
し

な
い
で
内
地
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
福
山
市
や
松
永
町
と
い
っ
た
中

小
都
市
と
隣
接
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
e

こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す

る
と
、
両
村
は
比
較
的
商
品
経
済
の
展
開
が
遅
く
、
米
麦
中
心
の
純
農

R
 

村
地
帯
で
あ
り
、
辺
境
な
所
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
村
落
共
同
体

（
部
落
単
位
の
）
的
紐
帯
が
強
い
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
そ

う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
人
口
の
流
出
入
が
苔
わ
め
て
少

な
く
、
一
村
全
生
産
額
を
農
事
収
入
、
そ
れ
も
商
業
的
農
業
か
ら
の
収

入
に
よ
る
の
で
な
く
て
米
麦
作
か
ら
の
収
入
に
依
存
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
一
村
に
お
け
る
地
緑
的

・
血
縁
的
結
合
が
強
く
、
支
配
関
係
も
ゆ
る
や
か
な
地
主
小
作
関
係
を

根
幹
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
村
生
産
力
が
商
品
作
物
か
ら

の
収
入
に
多
く
を
依
存
す
る
よ
う
な
商
業
的
農
業
の
成
長
し
た
村
で
は
、

村
内
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
矛
盾
す
な
わ
ち
階
級
間
対
立
や

部
落
間
対
立
が
生
じ
、
村
落
共
同
体
を
温
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

維
持
し
え
た
農
村
支
配
体
制
は
大
き
く
動
揺
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た

⑤
 

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
支
配
階
級
に
と
っ
て
も
、
国
内
支
配
体
制

を
安
定
さ
せ
て
い
く
う
え
で
も
っ
と
も
憂
慮
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
た

と
え
ば
地
方
改
良
事
業
睛
習
会
に
お
け
る
各
国
家
官
僚
の
演
題
を
み
よ
）
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
の
正
否
は
表
3
.
4
で
そ
の
回
答
が
得

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
坂
村
で
の
流
出
人
ロ
・
流
入
人
口
は
と
も
に

他
村
に
比
べ
て
著
し
く
低
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
南
村
に

し
て
も
流
出
人
口
が
や
や
多
い
と
は
言
え
る
も
の
の
相
対
的
に
は
少
な

い
方
で
あ
る
。
田
地
面
稽
と
畑
地
面
積
と
を
比
較
し
て
も
赤
坂
村
は
圧
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籍
①
本

名

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

町

村

村

村

村

村

村

村

村

村

郷

村

手

波

島

分

戸

戸

坂

郷

須

波

永

津

津

江

江

崎

年

野

南

呑

之

町

一

山

佐

神

郷

草

津

瀬

赤

神

本

東

西

高

山

松

今

柳

金

藤

浦

千

熊

山

水

田尻村 2,444 

鞘町 11,689

百島村 2,487 

横島村 3,340 

田島村 5,144 

走島村 883 

合計 99,289 1 

129 I 35 I 2,350 I 246 I 711 I 2,493 
1, 192 I 241 I 10. 738 I 22 I 823 I 1. 880 
407 I 51 I 2,131 I 26 I 1.389 I 2,483 
79 I 43 I 3,064 I 46 I 1.142 I 1.874 
489 I 46 I 4,701 I 21 I 1.716 I 5,935 
16 I 27 I 894 I 24 I 433 I 1. 581 

8,827 | 2,467 92,929 -:5:526-| 24,265 ［五，393

註 ①～④は『広島県統計害』 (1911年，第一編） P．窃～4, ⑤～①は『沼隈郡報』

35号 (1911年 3月） p.4~6によった。
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表4 産業別生産額 (1911年）

町村名⑧農産l⑨畜産l⑩林産1⑪水産1⑫工産⑱鉱産1⑭計

円山手村 89,696 1,686円 175円 ＿円 15,447円 ＿円 107,004円

佐波村 s,982 I 150 I - I - I 3,050 I - 112,1s2 

神島村 6,011 I 880 I - I - I 3,600 I - I 10,551 
郷分村 55,365 I 1,375 I 85 I - I 9,565 I - I 66,390 
草戸村 44,575 I 460 I - I - I 21,300 I - I 66,335 
津之郷村 35,280 i 40 ! 3,600 I - i 4,ooo i - I 42,920 

瀬戸村 61,129 I 290 I - I - I 21,490 I - I 83,509 
赤坂村 67,234 I 800 I 153 I - I - I - I 68,187 
神村 79,222 I 6,000 I 20,000 I - 1199.519 I - 1304,741 

本郷村 70,563 I - I 5,ooo I - I 76,ooo I - [154,283 

東村 53,201 I 4,330 I 100 I - I 640 I - I 58,211 
西村 30,115 I 9,459 I 2,rn1 I - I 24,310 I - I 66,075 
高須村 94,975 I s, ooo I 5, ooo I 1, 190 I rn, ooo I - 1122, 765 

山波村 18,559 ! 350 I 1.000 I 2.000 I 5,593 I - ¥ 21,502 
松永町 85,134 I - I - 1660,571 I 52,668 I - [798,373 

今津村 83,019 I 1,056 I - I 282 116,973 I - 1101,393 

柳津村 35,114 I 842 I - I 62,802 I 67,805 I - [166,563 

金江村 97,811 I 7,549 I 3,100 I 1,593 I 51,111 I - [167,835 

藤江村 57,833 I 1,012 I 1,432 I 1,430 112,334 I - I 74,161 
浦崎村 65,940 I 1,400 I - '7,954 I 87,293 I - 1162,587 

千年村 92,431 112,120 I 824 I 2,430 I 82,819 I - 1190,624 

熊野村 94,546 [ 13,300 I 1,534 I - I 6,330 I - 1116,810 

山南村 84,486 ! 3,980 I 4,150 I - I 75,260 ! - 1167,876 
水呑村 126,663 I 8,676 I 386 I 34,562 [196,112 I 150 [367,149 

田尻村 28:211 i 2,380 I 385 I 5.812 I 5,708 I - 142.662 
鞘町 12,730 1 520 j 960 [ 85,500 1455, 000 [ - [554, 710 

百島村 35,431 1 350 I 2,102 I 9,210 I 2,319 I - I 49,412 
横島村 13,471 - - 67,710 - - 81,181 

田島村 41,572 I - I - 139,950 117,471 I - 198,993 

走島村¥ 4,858 i - I - I 3,325 I - i - I 8,183 I - I 3,325 I - I 

合計|~· 152,877 1986,976 11,538,3831 150 14,338,133 

注 『沼隈郡報』 35号 (1911年 3月） P.6~8によった。
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表 5 1戸当り収入額 (1911年）
--

町村名 1⑮戸数凰生産額合計(A)1戸当り⑭
収入額⑮

- -

山手村 330戸 107,004円' 324.3円

佐波村 77 I 12. 182 I 158. 2 

神島村 53 I 10,551 I 199.1 

郷分村 236 I 66,390 I 2s1.3 

草戸村 211 I 66,335 I 314.4 

津之郷村 349 I 42,920 I 123. o 

瀬戸村 498 I 83,509 I 167. 7 

赤坂村 471 I 68,187 I 144.8 

神村 770 304,741 1 395.8 

本郷村 517 I 154,283 i 298.4 

東村 315 I 58,277 I 185.o 

西村 349 I 66,075 I 189.3 

高須村 558 I 122,765 I 220.0 

山波村 220 I 21, 502 I 125. o 

松永町 890 I 798,373 I 897, o 

今津村 628 I 101,393 I 161.5 

柳津村 499 I 166,563 I 333.8 

金江村 535 I 167,835 I 313.7 

藤江村 680 I 74,151 I 109.0 

浦崎村 881 I 162,587 I 184.5 

千年村 1.012 I 190,624 I 177.s 

能野村 629 I 115,810 I 184.1 

由南村 703 I 167,876 I 238.8 

水呑村 850 I 367, 149 I 431. 9 

田尻村 401 I 42:552 I 104.6 

鞘町 1,974 I 554,710 I 2s1.o 

百島村 403 I 49,412 I 122.6 

横島村 541 I 81. 1s1 I 150_ 1 

田島村 857 I 98,993 i 1.15.5 

走島村 148 8,183 | 55.3 

I 計 116,651 | 4,338,133 | 26い5~

注 ⑮は『広島県統計灌』 (1911年，第一編）

P.33~4によった。

表 6 沼隈郡大地主一覧表

所有地 l地主名

100町靭林半助
し

50町松永又！＇！ ll.h’,I'三郎

赤坂桜田い二郎

水呑伊藤六治

松永石井憲吉

柄太田新造

東 石井猪之助

水呑倉田岩太郎

源戸開原市太郎

註 1)有元正雄「地主制下の諸

階層構成」（後藤陽一編『瀬

戸内海地域の史的展開』福

武書店， 1978年） P.396掲

載の表を重引。

2)この表は明治30年代～40

年代の大地主を掲載。

ふ

倒
的
に
畑
地
を
田
地
が
凌
駕
し
て
い
る
。
山
南
村
で
は
や
や
畑
地
の
方

が
優
勢
で
あ
る
が
、
全
生
産
額
に
占
め
る
農
産
の
割
り
合
い
で
は
五
割

を
示
し
て
い
る
し
、
赤
坂
村
で
は
実
に
九
八
・
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
農
産

が
占
め
て
い
る
と
い
う
極
端
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
表

5
に
一
戸
当
り
の
収
入
額
を
示
し
て
お
い
た
。
少
し
強
引
な

判
断
に
も
と
づ
く
が
、
こ
れ
は
階
屑
分
解
の
進
展
の
度
合
い
を
み
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
農
民
層
分
解
が
顕
著
で
あ
り
、
地
主
制
の
展
開
が

進
ん
で
い
る
な
ら
、
階
級
間
対
立
が
激
し
く
、
「
模
範
村
」
の
前
提
で

あ
る
「
共
同
一
致
」
体
制
づ
く
り
が
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
模

範
村
」
た
る

町
村
で
は
こ

の
よ
う
な
階

層
間
の
分
化

が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
表

5
を
み
る
と
、

松
永
町
が
沼

隈
郡
で
は
最

も
一
戸
当
り

の
収
入
額
が

多
い
。
こ
れ

合
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は
、
一
部
の
大
地
主
や
資
本
家
の
多
額
な
収
入
が
松
永
町
の
平
均
収
入

額
を
押
し
上
げ
て
い
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
松
永
町
に
お
け

る
大
地
主
は
明
治
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
、
表
6
の
ご
と

く
二
人
み
ら
れ
る
。
松
永
町
の
耕
地
面
積
が
一
―
五
町
五
反
で
あ
る
の

を
考
え
る
と
、
二
人
の
所
有
地
が
下
限
で
考
え
て
も
合
計
七

0
町
歩
あ

る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の

大
地
主
が
他
村
に
わ
た
っ
て
所
有
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
松
永
町
に
お
け
る
小
作
地
率
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
赤
坂
村
・
山
南
村
で
は
ど
う
か
。
赤
坂
村
に
は
二

0
町
歩

か
ら
五

0
町
歩
の
大
地
主
は
一
人
い
る
も
の
の
、
一
人
当
り
の
収
入
額

が
一
―
四
・
八
円
と
郡
内
平
均
を
下
ま
わ
っ
て
お
り
、
山
南
村
に
つ
い

て
も
二
三
八
・
八
円
と
同
じ
く
平
均
値
に
ま
で
い
た
っ
て
い
な
い
。
赤

坂
村
の
場
合
、
し
か
も
、
そ
の
少
な
い
収
入
額
の
み
な
も
と
を
農
産
に

ほ
と
ん
ど
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
赤
坂
村
・
山
南
村
と

も
に
地
主
制
の
展
開
が
鈍
く
、
階
級
間
対
立
が
尖
鋭
化
し
て
い
な
い
も

⑩
 

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
赤
坂
村
の
場
合
は
、
商
品
経
済
の
浸
透
が
緩

慢
で
安
定
し
た
支
配
体
制
の
あ
り
よ
う
が
想
像
で
き
る
e

表
7
は
、
以
上
の
考
察
を
郡
内
町
村
に
わ
た
っ
て
明
確
に
す
る
よ
う

表

3
.
4
か
ら
算
出
し
た
数
値
で
あ
る
。
一
人
当
り
の
耕
地
面
積
⑰
を

表
示
し
た
の
は
、
人
口
流
出
率
と
少
な
か
ら
ず
相
関
関
係
を
有
し
て
い

る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
耕
地
面
積
が
人
口
に
比

べ
て
少
な
い
た
め
に
生
じ
た
過
剰
労
働
力
が
他
町
村
に
流
出
し
た
の
で

は
な
い
か
と
み
た
か
ら
で
あ
る
。
人
口
が
多
く
流
出
す
る
こ
と
は
、
一

村
の
共
同
体
的
結
合
が
弛
緩
す
る
こ
と
の
一
要
因
に
あ
げ
ら
れ
そ
う
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
耕
地
面
積
の
多
少
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い

う
側
面
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
赤
坂
村
の
一
人
当
り
耕
地
面

稿
を
み
る
と
、

O
•
六
五
反
と
平
均
（
0

．
五
反
）
よ
り
上
ま
わ
っ
て

お
り
、
こ
の
面
で
は
人
口
の
流
出
に
必
然
性
を
も
た
せ
て
い
な
い
。
山

手
・
佐
波
・
神
島
・
草
戸
・
水
呑
各
村
が
一
人
当
り
耕
地
面
稽
が
多
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
流
出
率
が
高
い
の
は
、
都
市
部
に
近
い
こ
と
か
ら
都

市
へ
の
流
入
を
容
易
に
し
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
構
造
的
な
こ

と
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
赤
坂
村
・
山
南
村
に
お
い
て
「
模
範
」
青
年
会

が
誕
生
し
え
た
条
件
は
、
①
商
品
経
済
の
成
長
が
遅
い
こ
と
、
②
階
層

分
解
が
緩
慢
で
あ
る
こ
と
、
③
人
口
の
流
出
入
が
少
な
く
地
縁
的
・
血

縁
的
結
合
が
強
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
赤
坂
村
・
山
南
村
は
、

こ
の
よ
う
な
小
括
か
ら
、
旧
来
か
ら
の
農
村
支
配
体
制
が
動
揺
を
き
た

し
て
い
な
い
で
、
帝
国
主
義
成
立
期
に
お
け
る
あ
ら
た
な
農
村
支
配
体

制
の
再
絹
過
程
に
お
い
て
も
容
易
に
「
共
同
一
致
」
体
制
を
構
築
で
き

る
基
礎
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
。
一
九
一
三
年
に

「
地
方
改
良
運
動
」
の
成
果
を
み
る
た
め
に
、
沼
隈
郡
学
務
課
に
よ
っ

て
郡
内
風
俗
に
関
す
る
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
学
校
区
域
内

ニ
於
ケ
ル
人
情
風
俗
其
他
一
般
二
関
シ
美
点
（
長
所
）
井
二
欠
点
（
短
所
）

＠
 

及
之
レ
ガ
助
長
救
済
ノ
方
法
二
関
シ
」
調
査
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
赤
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表7

(B)人口流失率(C)人口流入率(D)l人当耕地(E)農産率 (F)田地率 ：：‘畑地率
町村名 R ③ ⑤十⑥ ⑧ ⑤ 

す 100 百 x100面積ーも戸噂戸く100l―⑦-X100 ・鬱 X100 

山手村 15.8 彩 2.6劣 0.85 反 83.8 ％ 30.0 彩 18.2 形

佐波村 11.0 1.9 0.77 73.7 32.3 12.0 
神島村 14.6 2.0 0.63 57.5 73.2 13.4 
郷分村 9.3 1.2 0.69 82.2 15.5 17.5 
草戸村 14.7 4.7 1.23 67.2 52.6 22.8 
津之郷村 6.4 1.2 0.63 82.2 24.5 8.3 
瀬戸村 5.3 0.7 0.93 73.9 30.7 7.4 
赤坂村 2.4 0.6 0.65 98.6 30.0 0.1 

神村 9.1 1.0 0.66 26.0 23.5 9.7 

本郷村 9.8 2.3 0.62 45.7 21.5 8.6 

東村 9.0 1.4 0.72 91.3 31.4 15.1 

西村 4.1 1.9 0.62 45.6 23.2 17.6 

高須村 6.7 2.8 0.81 77.4 31.2 24.3 

山波村 7.6 4.2 0.68 67.6 10.8 50.1 

松永町 10.7 11.2 0.10 10.7 15.1 19.1 

今津村 12.8 5.6 0.47 81.9 51.8 36.0 

柳津村 12.8 4.9 0.30 21.1 18.1 23.2 

金江村 13.4 1. 5 0.63 58.3 26.6 14.1 

藤江村 8.4 2.3 0.57 78,0 20.4 44.8 

浦崎村 9.3 1.6 0.49 40.6 15.1 36.0 

千年村 8.0 1.9 0.41 48.5 16.4 23.3 

熊野村 7.1 2.2 0.70 81.6 15.6 8.0 

山南村 6.2 1.3 0.81 50.3 19.4 27.3 

水呑村 10.3 5.2 0.69 34.5 24.9 29.9 

田尻村 5.3 1.5 0.39 66.4 9.9 28.5 

柄町 10.2 2.2 0.07 2.3 1.2 43.8 

百島村 6.4 2.4 0.57 71.7 1.0 55.9 

横島村 2.4 1.4 0.36 16.6 2.5 60.9 

田島村 9.5 1.0 0.34 42.0 0.0 28.9 

走島 1.8 3.0 0.52 59.4 1.5 27.4 
， 

＇ 
平 均l8.9 2.7 0.50 38.6 21.0 I 20.0 
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第
一
章
で
あ
き
ら
か
に
し
た
と
と
く
、
「
模
範
」
青
年
会
を
生
ん
だ

千
年
村
青
年
会
成
立
の
前
提

坂
村
の
調
査
結
果
は
判
明
し
な
い
が
、
山
南
村
の
調
査
で
は
、
同
村
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
自
己
評
価
を
加
え
て
い
る
。

本
校
区
域
内
ハ
地
勢
山
間
二
僻
在
セ
ル
ヲ
以
テ
比
較
的
人
情
淳
朴

勤
労
事
二
従
フ
ノ
俗
ヲ
ナ
セ
リ
就
中
各
部
落
二
於
ケ
ル
組
合
（
凡

ソ
拾
戸
ヲ
以
テ
組
織
セ
ル
モ
ノ
）
ノ
如
キ
ハ
慶
弔
共
二
誠
ヲ
尽
シ

隣
保
相
助
ク
ル
ノ
美
風
ア
リ

右
二
対
ス
ル
助
長
ノ
方
法

斯
カ
ル
美
風
ヲ
シ
テ
永
ク
退
歩
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
為
メ
各

⑬
 

種
集
会
ノ
機
ヲ
利
用
シ
テ
之
力
助
長
法
ヲ
講
セ
リ
（
以
下
略
）

こ
の
山
南
村
に
対
す
る
評
価
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
た
以
上
の
こ
と

を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
以
下
、
千
年
村
青
年
会
の
成
立
過
程
を
山
本
滝
之
助
の
政
治

意
識
•
生
活
意
識
の
形
成
に
視
点
を
お
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思

う
。
第
一
章
で
赤
坂
村
・
山
南
村
に
関
し
て
考
察
を
行
な
っ
た
の
は
、

郡
内
に
お
け
る
「
模
範
」
青
年
会
成
立
条
件
の
内
包
の
度
合
い
か
ら
み

た
千
年
村
の
位
置
づ
け
を
行
な
う
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

第
二
章
は
、
こ
の
千
年
村
の
位
置
づ
け
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。

村
は
、
一
戸
当
り
収
入
額
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
占
め
る

農
産
の
割
り
合
い
が
高
い
こ
と
、
ま
た
人
口
の
流
出
入
が
少
な
い
（
つ

ま
り
は
閉
鎖
性
が
強
い
）
こ
と
な
ど
が
そ
の
社
会
経
済
的
特
徴
と
し
て
あ

っ
た
。
し
か
し
、
第
一
章
の
冒
頭
で
も
み
た
よ
う
に
、
沼
隈
郡
は
農
民

⑬
 

層
分
解
1
1
地
主
制
の
進
展
が
著
し
く
、
広
島
県
で
も
先
進
的
な
地
域
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
村
は
む
し
ろ
沼
隈
郡
の

傾
向
と
は
対
極
を
な
す
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
例
外
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
千
年
村
は
こ
れ
ら
の
村
と
比
べ
る
と
き
、
い
か
な
る
位
置

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
で
考
察
し
た
、
地
縁
的
・
血
縁
的
結
合
の
―
つ
の
指
標
と
し

て
と
り
あ
げ
た
人
口
流
出
率
と
流
入
率
と
の
相
関
を
図
2
に
表
示
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
郡
内
全
町
村
の
地
縁
的
・
血
緑
的
結
合
が
一
瞥
し
て

わ
か
る
。
千
年
村
は
こ
の
図
か
ら
み
る
と
き
、
郡
平
均
に
き
わ
め
て
近

く
、
他
町
村
へ
人
口
の
流
出
入
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
赤
坂
村
の

よ
う
に
極
端
な
閉
鎖
性
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
図
3
で
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
千
年
村
は
一
戸
当
り
の
収
入
額
は
赤
坂
村
の
そ
れ
に
近
い

も
の
の
、
農
産
率
は
比
較
的
低
い
方
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
郡
平

均
と
相
違
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
指
標
の
も
と
で
は
郡
内
の
中
間
的
位

置
に
あ
る
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
模
範
」
青
年

会
を
生
む
諸
条
件
は
、
千
年
村
に
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
「
模
範
」
青
年
会
が
行
な
い
え
た
諸
活
動
を
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包
括
的
に
行
な
う
可
能
性
は
な
い
。
千
年
村
青
年
会
の
残
さ
れ
た
可
能

性
を
し
い
て
あ
げ
れ
ば
、
少
し
先
走
り
に
な
る
が
、
青
年
教
育
を
中
心

と
し
た
い
わ
ば
夜
学
会
の
延
長
と
し
て
の
青
年
会
に
な
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
青
年
の
自
主
的
・
自
律
的
学
習
熱
に
さ
さ
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
近
代
化
の
産
物
で
あ
る
「
自
我
の
確
立
」
に
よ
っ
て
促
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
が
千
年
村
に
前
提
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き

な
が
ら
、
山
本
滝
之
助
の
意
識
形
成
を
あ
と
づ
け
て
み
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
青
年
会
組
織
化
が
い
か
な
る
担
い
手
の
主
観
的
意
図
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
前
提
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

山
本
滝
之
助
は
一
八
七
三
年
―
一
月
一
五
日
小
田
県
沼
隈
郡
草
深
村

に
生
れ
た
。
草
深
村
は
、
一
八
八
九
年
の
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
常
石

村
・
能
登
原
村
と
合
併
さ
れ
て
千
年
村
と
な
っ
た
。

千
年
村
は
沼
隈
郡
の
西
南
部
に
位
置
し
、
一
八
九
四
年
現
在
で
は
戸

数
一
〇
六
五
戸
、
人
口
五
四
八
八
人
で
あ
る
。
小
作
地
率
は
、
一
九
二

九
年
時
の
も
の
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
同
年
が
三
五

l
四
0
。
ハ
ー
セ
ン

⑭
 

ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
八
九

0
年
代
は
ほ
ぼ
四
五
。
ハ
ー
セ

ン
ト
前
後
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
表
2
で
も
み
た
よ
う
に
、
沼

隈
郡
で
は
綿
・
閥
な
ど
の
特
用
産
物
が
農
産
物
に
お
い
て
か
な
り
大
き

な
ウ
エ
イ
ト
（
二
O・
七
彩
）
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
千

年
村
で
も
農
産
加
工
を
副
業
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。

山
本
家
で
は
、
滝
之
助
の
父
孫
次
郎
の
代
に
本
家
か
ら
分
れ
て
、
本

家
か
ら
譲
り
う
け
た
三
反
足
ら
ず
の
田
畑
と
他
に
数
反
の
畑
を
自
作
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
小
作
を
し
て
米
・
麦
・
綿
・
藍
・
繭
・
煙

⑮
 

草
・
芋
な
ど
を
栽
培
し
て
い
た
。

山
本
滝
之
助
の
政
治
意
識
•
生
活
意
識
を
う
か
が
い
知
る
の
に
、
最

近
刊
行
さ
れ
た
彼
の
「
日
記
」
は
恰
好
の
材
料
と
な
る
の
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

滝
之
助
の
意
識
形
式
の
う
え
で
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
が
、
近
代
化
に

対
し
て
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
日
記
」
は
一
八
八
九
年
―
二
月
ま
で
陰
暦
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、

翌
年
一
月
一
日
か
ら
陽
暦
に
記
述
方
法
が
変
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

滝
之
助
は
陰
暦
を
や
め
る
に
際
し
て
、
「
明
治
二
十
二
年
ヲ
一
概
二
評

セ
バ
瞭
足
ヲ
延
バ
ス
ノ
余
地
ナ
ク
、
否
、
余
地
ア
ル
モ
、
吾
人
少
シ
モ

文
明
ノ
進
歩
ヲ
ナ
サ
ズ
」
と
一
年
を
ふ
り
返
り
、
「
最
早
最
初
予
ハ
便

利
ト
セ
ル
陰
日
記
モ
、
今
ヤ
大
二
不
便
ヲ
感
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
リ
。

故
二
、
断
然
日
誌
社
界
二
大
改
良
ヲ
施
シ
、
旧
来
ノ
晒
習
ヲ
破
却
シ
聖

旨
ノ
趣
キ
ヲ
奉
シ
、
新
二
十
三
年
ヨ
リ
ハ
弥
々
陽
暦
ニ
ョ
リ
日
誌
シ
、

⑯
 

以
テ
文
明
ノ
日
誌
タ
ル
ニ
恥
ヂ
ザ
ラ
シ
メ
ン
」
と
「
日
記
」
に
記
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
陰
日
記
」
か
ら
「
陽
日
記
」
へ
の
変
化
に
伏
線
が
あ
っ

た
。
同
年
の
一
月
に
漢
学
の
師
に
陰
暦
を
用
い
て
い
る
の
が
こ
の
「
日

記
」
の
欠
点
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
滝
之
助
は
こ
の

時
、
「
陽
日
記
」
は
「
僻
諏
ノ
地
」
で
は
「
差
支
ノ
廉
多
カ
ラ
ン
」
と
述
べ

⑰
 

て
い
る
。
と
も
か
く
も
、
滝
之
助
は
「
差
支
ノ
廉
多
」
い
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
一
八
九

0
年
か
ら
陽
暦
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
九
六

年
に
一
度
陰
暦
に
も
ど
す
が
、
再
び
翌
年
か
ら
陽
暦
を
使
用
し
て
い
る
。

ま
た
滝
之
助
は
、
一
八
八
八
年
に
千
年
村
戸
長
役
場
雇
い
に
な
っ
て

い
る
が
、
八
九
年
二
月
―
一
日
に
明
治
憲
法
が
公
布
さ
れ
る
と
、
そ
の

二
日
後
に
役
場
で
「
憲
法
研
究
」
を
数
人
と
と
も
に
行
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
彼
は
こ
こ
で
、
「
如
何
セ
ハ
之
ノ
広
島
県
ヲ
シ
テ
進
歩
セ
シ
ム

ル
哉
」
と
い
う
仲
間
の
問
に
対
し
て
「
余
輩
少
年
子
ノ
責
任
」
を
述
べ

て
い
る
。
滝
之
助
と
し
て
は
、
「
僻
諏
ノ
地
」
に
あ
っ
て
、
都
会
へ
の

最
大
限
の
対
抗
心
を
燃
え
上
が
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
都
会
学

⑲
 

生
に
比
べ
て
田
舎
青
年
が
「
殆
ど
自
屈
自
捨
蟄
居
縮
小
」
し
て
い
る
こ

と
へ
の
反
発
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
滝
之
助
は
、
九

0
年
四
月
四
日
に
自
宅
近
く
の
南
泉
坊
で
開

か
れ
た
政
友
会
代
議
士
に
よ
る
政
談
演
説
会
に
お
も
む
い
て
い
る
。
こ

の
時
彼
は
沼
隈
郡
第
十
四
尋
常
小
学
校
の
准
教
員
と
な
っ
て
お
り
、
集

会
条
例
に
よ
り
政
治
的
集
会
へ
の
参
加
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
障
子
若
シ
ク
ハ
戸
ノ
隙
ヨ
リ
」
演
説
を
聞
き
入
っ
て
い
た

⑳
 

と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
滝
之
助
は
日
本
の
近
代
化
を
主
体
性
を
も
っ
て
受
け
入

れ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
同
時
に
近
代
日
本
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

負
の
面
を
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
山
本
家
は
自
小
作
層
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
副
業
を
営
む
と
と
も

に
、
父
の
孫
次
郎
は
、
農
業
に
お
け
る
全
剰
余
労
働
部
分
を
職
エ
と
し

て
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
つ
ね
に
没
落
の
危
機
を

滝
之
助
自
身
も
抱
い
て
い
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
こ
か
ら
、

民
衆
の
生
活
規
範
1
1
通
俗
道
徳
た
る
勤
勉
・
倹
約
と
い
っ
た
も
の
が
働

い
た
こ
と
も
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
、
没
落
の
危
機
が
滝
之
助
の
意
識

の
底
流
に
あ
っ
て
も
、
や
が
て
近
代
化
に
よ
る
刺
激
と
向
学
心
と
に
よ

っ
て
そ
の
意
識
は
相
対
化
さ
れ
、
立
身
出
世
意
識
が
前
面
に
出
て
く
る
。

「
日
記
」
に
よ
っ
て
滝
之
助
の
意
識
の
断
片
を
み
る
と
、
「
午
後
三
時

比
ヨ
リ
中
筋
ヘ
ウ
ラ
ヲ
留
メ
ニ
行
ク
。
其
間
母
二
余
ノ
宿
志
ヲ
談
ジ
、⑪

 

二
三
円
ノ
為
メ
ニ
之
ノ
山
間
二
蟄
居
ス
ベ
キ
身
ニ
ナ
キ
コ
ト
ヲ
諭
ス
」

と
あ
り
、
ま
た
、
「
雨
降
ラ
ズ
。
困
マ
ッ
タ
モ
ノ
ダ
ト
ハ
農
民
之
御
語

ナ
リ
。
予
ハ
然
ラ
ズ
。
盆
ハ
来
ル
。
目
的
ハ
立
タ
ズ
。
困
マ
ッ
タ
モ
ノ

＠
 

ダ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
山
間
」
に
汲
々
と
し
て
い
つ
没
落
す
る
か
わ

か
ら
な
い
自
己
の
地
位
を
、
立
身
出
世
に
よ
っ
て
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に

自
己
の
方
向
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
あ
り
か
た
か
ら
必
然
的
に
つ
く
り
だ

さ
れ
る
滝
之
助
に
と
っ
て
の
生
活
規
範
は
、
可
能
な
限
り
の
欲
望
の
拒

否
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
祭
や
欽
酒
・
禁
煙
な
ど
に
対
す
る
自
己
規
制
を

意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
表
現
は
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
脱

共
同
体
意
識
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、

滝
之
助
が
「
脱
共
同
体
意
識
」
を
抱
い
た
前
提
に
は
自
我
の
確
立
が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
み
て
い
る
。
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し
か
し
滝
之
助
の
立
身
出
世
（
上
京
）
の
こ
こ
ろ
ざ
し
は
父
母
の
説

得
に
よ
っ
て
と
ざ
さ
れ
、
八
九
年
の
一

0
月
に
千
年
村
内
に
あ
る
沼
隈

郡
第
十
四
尋
常
小
学
校
の
教
員
と
な
る
の
で
あ
る
。
再
び
村
の
し
が
ら

み
の
な
か
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
滝
之
助
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、

「
村
か
ら
国
家
を
見
る
仰
角
的
な
視
角
が
運
命
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ

⑬
 

た」。翌
九

0
年
一

0
月
二
六
日
、
滝
之
助
は
友
人
た
ち
と
談
話
会
を
開
催

す
る
。
こ
れ
は
有
志
が
集
ま
っ
て
青
年
教
育
に
つ
い
て
の
弁
論
や
討
論

＠
 

を
行
な
う
も
の
で
、
「
好
友
会
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
千
年
村
に

お
け
る
教
育
運
動
は
の
ち
の
千
年
村
青
年
会
の
前
身
と
呼
べ
る
べ
き
も

の
で
、
千
年
村
の
青
年
団
運
動
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

滝
之
助
の
意
識
形
成
の
上
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
受
容
の
し
か
た
で
あ
る
。
そ
の

⑮
 

指
標
と
し
て
は
ま
ず
祝
祭
日
の
受
け
と
め
方
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑯
 

一
八
八
九
年
の
「
日
記
」
で
は
、
紀
元
節
を
「
良
日
ナ
ル
日
」
、
天
長

⑰
 

節
を
「
最
大
祝
日
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
滝
之
助
が
こ
の
と
き
一
五

歳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
後
は
紀
元
節
や
天
長
節
に
関
す
る
同
じ
よ
う
な
記
述
は
あ

る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
進
展
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
だ
け
の
記

述
を
も
っ
て
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
早
い
時
期
か
ら
浸
透
し
て
い
た

と
は
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
日
清
戦
争
時
か
ら
受
容
が
は
じ

ま
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

一
八
九
四
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
「
日
記
」
に
は
朝
鮮
関
係
の

記
事
が
多
く
な
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
四
月
に
滝
之
助
が
代
表
と
な
っ

て
組
織
さ
れ
て
い
た
千
年
村
少
年
会
に
よ
り
「
草
畦
献
納
」
が
計
画
さ

れ
、
村
内
の
有
力
者
に
呼
び
か
け
た
の
ち
八
月
に
海
軍
省
へ
「
献
納
」

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
清
戦
争
が
始
ま
る
と
、
滝
之
助
は

「
大
勝
」
の
知
ら
せ
に
喜
び
を
あ
ら
わ
し
、
「
日
記
」
に
「
我
大
日
本

ハ
、
将
ニ
ー
躍
勇
健
世
界
ノ
局
面
二
飛
ビ
出
シ
、
大
三
千
世
界
ノ
歴
史

⑱
 

ヲ
彩
ラ
ン
ト
ス
」
と
記
し
た
。
こ
こ
で
す
で
に
わ
か
る
よ
う
に
、
滝
之

助
の
意
識
の
中
に
は
天
皇
制
国
家
の
リ
ズ
ム
が
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
い
ま
少
し
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
日
清
戦
後
の
九
六
年
に
滝
之

助
は
『
田
舎
青
年
』
を
自
費
出
版
す
る
。
そ
の
な
か
で
滝
之
助
は
青
年

の
国
家
に
対
す
る
役
割
に
つ
い
て
、
「
青
年
は
国
家
の
継
続
者
な
り
、

尚
ほ
家
に
於
け
る
相
続
人
の
如
し
、
一
家
の
貧
富
栄
枯
は
相
続
人
の
身

持
如
何
に
由
り
て
定
ま
る
が
如
く
、
一
国
の
盛
衰
興
亡
は
多
く
繋
り
て

⑲
 

青
年
の
上
に
存
す
」
と
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

今
よ
り
誠
に
帝
国
の
万
歳
を
願
は
ん
に
は
、
唯
声
に
任
せ
て
万
歳

万
歳
と
叫
ぶ
の
み
に
止
ま
ず
、
四
千
万
衆
年
寄
も
子
供
も
一
に
国

家
な
る
観
念
を
蔵
し
て
、
言
は
ず
語
ら
ず
の
間
に
深
く
戒
心
用
意

す
る
所
な
か
る
可
か
ら
ず
。
中
に
も
青
年
は
国
家
の
中
堅
に
位
す

⑳
 

る
も
の
な
れ
ば
、
特
に
此
覚
悟
を
要
す
。

す
な
わ
ち
、
青
年
一
個
人
の
役
割
如
何
で
国
家
の
存
亡
を
決
す
る
か
ら
、

青
年
は
「
国
家
の
中
堅
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
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た
の
で
あ
る
。
「
僻
諏
ノ
地
」
に
あ
る
青
年
滝
之
助
に
と
っ
て
、
都
会

青
年
に
対
抗
す
る
に
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
国
家
へ
の
接
近
が
肝
要
で
あ

っ
た
の
だ
。
自
己
修
養
の
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
、
滝
之
助
は
国
家
へ

の
寄
与
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
り
、
青
年
の
「
国
家
の
中
堅
」
た
る
役

割
を
強
調
し
て
も
、
あ
く
ま
で
滝
之
助
の
意
識
の
中
で
は
青
年
が
主
で

国
家
が
従
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
国
家
の
「
発

展
」
に
主
体
的
・
能
動
的
に
寄
与
す
る
の
も
、
都
会
偏
重
へ
の
滝
之
助

な
り
の
さ
さ
や
か
な
「
抵
抗
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
滝
之
助
の
意
識
の
中
に
矛

盾
な
く
同
居
し
て
い
っ
た
の
も
、
自
己
修
養
を
究
極
的
な
目
標
と
し
て
、

近
代
化
の
受
容
↓
「
脱
共
同
体
意
識
」
の
形
成
↓
国
家
へ
の
接
近
と
い

う
意
識
の
変
化
が
主
体
的
に
行
な
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
滝
之
助
が
主
導
す
る
千
年
村
の
青
年
会
運
動
に
お
い
て
も
、
国

家
へ
の
寄
与
と
自
己
修
養
と
い
う
本
来
背
反
す
べ
き
行
動
様
式
が
矛
盾

な
く
（
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
）
と
り
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
と
も
か
く
も
滝
之
助
の
理
想
と
し
て
の
青
年
会
は
、
こ
の
方
向

で
自
己
修
養
的
団
体
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
千
年
村
青
年
会
に

は
こ
の
よ
う
な
性
格
が
基
本
的
に
は
付
与
さ
れ
る
。

次
の
章
で
は
、
山
本
滝
之
助
が
い
か
な
る
客
観
的
諸
条
件
に
よ
っ
て

青
年
会
を
組
織
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
青

年
会
組
織
化
の
展
開
過
程
に
お
け
る
問
題
点
を
も
み
て
い
き
た
い
と
思

゜
"
9
 

表 8

年 代 1郡青年 1町村青年1支母部 I
会数一＿会 数会数

註

会 員 数

1904年 169(100) 5,652 (100) 

05年 519(307) 17,302 (306) 

06年 1 555(328) 32,683 (578) 

07年 1 717(424) 47,696 (844) 

0眸 2 750(444) 55, 376 (980) 

0呼 11 480(284) 1.223 86,551 (1531) 

1岬 12 447(264) 1.724 89, 634 (1586) 

11年 12 468(277) 1.852 94,328 (1669) 

1呼 12 472(279) 1,929 96,056(1700) 

1)広島県内務部学務兵事課『広島県青年団体状

況取調書』 1913年より作成。

2)カッコ内は1904年を100とする増加指数。

沼
隈
郡
で
は
、
一
九

0
三
年
一

0
月
に
千
年
村
で
、
―
一
月
に
は
赤

坂
村
で
青
年
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
表
8
は
一
九

0
四
年
か
ら
―
二

年
ま
で
の
広
島
県
に
お
け
る
青
年
会
数
と
そ
の
会
員
数
の
推
移
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。

0
五
年
に
は
会
数
・
会
員
数
と
も
に
三
倍
に
増
加
し

て
い
る
。
し
か
し
、

0
九
年
に
は
町
村
青
年
会
数
が
前
年
に
比
べ
四
割

青
年
会
組
織
化
の
展
開
と
矛
盾
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表9 広島県下青年会活動一覧

代

1904年 1夜
講

夜学会

05年講話会

軍事後援事業

夜学会

0眸講話会

桑園設置・養蚕

風紀改善

夜学会

07年講話会

養蚕・樹栽

風紀改善

夜学会

講話会・講演会

体育

士木事業

試作栽培・養蚕

農事品評会

図書室設懺

年

学

話

活

会

会

08年
•―ー・

12年

動 事

壮 丁

項

教 育

壮丁教育

「戦時奉公」

名

壮丁教育

農事講習会

撃剣・柔道・運動会

土木事業

壮丁教育

共同試作

柔道・角カ・銃槍・運動会

土木事業

壮丁教育

実業補習教育

風紀改善・敬神・表彰

軍事後援事業

農事講習会

害虫鳥駆除

基本金積立

⑲
 

減
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
沼
隈
郡
青
年
会
の
「
青
年
会
規
綱
要
」

（
一
九
0
七
年
―
二
月
制
定
）
に
お
い
て
「
青
年
会
ハ
―
町
村
ヲ
区
域
ト

⑲
 

シ
組
織
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
翌
年
広
島
県
当
局
が
「
町
村

青
年
会
は
一
町
村
を
区
域
と
し
設
置
す
る
こ

5
」
と
一
行
政
村
に
つ
吾

一
青
年
会
設
置
を
徹
底
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
民
に

「
公
共
心
」
「
共
同
心
」
を
鼓
吹
し
、
ま
さ
に
、
行
政
村
を
単
位
と
し

て
天
皇
制
国
家
に
包
摂
さ
せ
よ
う
と
し
た
国
家
官
僚
の
意
図
に
そ
う
も

の
で
あ
っ
た
。
町
村
青
年
会
が
統
合
さ
れ
て
い
く
過
程
と
は
逆
に
、
一

九

0
九
年
か
ら
は
青
年
会
会
員
数
が
激
増
し
て
い
く
の
は
注
目
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
表
9
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
広
島
県
に
お
け
る
青
年
会
の

活
動
内
容
で
あ
る
。
気
が
つ
く
こ
と
は
、
夜
学
会
と
い
う
よ
う
な
自

主
的
な
性
格
の
も
の
や
自
己
修
養
的
活
動
に
く
わ
え
て
、
漸
次
「
官
製

的
」
か
つ
強
制
的
な
事
業
が
増
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い

か
え
る
な
ら
、
日
露
戦
争
と
「
地
方
改
良
運
動
」
と
い
う
上
か
ら
の
政

策
を
契
機
に
し
て
、
青
年
会
の
自
主
的
な
部
分
を

後
方
に
押
し
や
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
汲
み
取

り
な
が
ら
青
年
会
を
「
国
家
の
た
め
の
共
同
体
」

化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
「
国

家
の
た
め
の
共
同
体
」
つ
ま
り
「
模
範
」
青
年
会

と
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
表
9
に
示
さ
れ
た
諸
活
動
を
す
べ

て
「
模
範
的
」
に
行
な
い
う
る
青
年
会
は
き
わ
め

て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
長
野
県
上
伊
那
郡

農
会
長
で
あ
っ
た
池
上
久
太
郎
が
『
斯
民
』
の
中

で
提
示
し
た
四
種
類
の
青
年
団
体
の
類
型
は
、
具

体
的
で
あ
り
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
①

旧
来
の
若
連
中
・
若
衆
組
、
②
①
を
改
良
し
て
学

術
研
究
等
を
行
な
う
青
年
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
、

ゆ
定
期
的
に
演
説
・
討
論
・
学
術
研
究
を
行
な
い
、

註 前掲『広島県青年団体状況取調書』より作成。
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村
内
有
志
青
年
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
も
の
、

0
学
術
研
究
・
演
説
・

⑭
 

討
論
を
行
な
う
が
、
農
事
改
良
を
主
に
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

は
、
青
年
会
の
活
動
内
容
に
よ
っ
て
そ
の
形
態
が
い
く
つ
か
の
類
型
に

わ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
き
る
限
り
の
活
動
を
包
括
的
に

行
な
う
こ
と
の
で
き
た
も
の
が
、
赤
坂
村
青
年
会
や
山
南
村
青
年
会
で

あ
っ
た
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
第
一
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
村
落
共
同

体
的
秩
序
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
千
年
村
青
年
会
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
千
年
村
で
は

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
模
範
」
青
年
会
に
な
り
う
る
可
能
性
は
稀
薄
で

あ
っ
た
し
、
山
本
滝
之
助
の
影
響
で
学
習
研
究
会
的
・
自
己
修
養
的
青

年
会
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

滝
之
助
の
よ
う
に
自
己
（
青
年
）
修
養
を
つ
き
つ
め
、
「
青
年
会
の
一
事

⑮
 

業
」
に
「
全
国
青
年
会
の
連
合
を
策
す
る
こ
と
」
を
く
わ
え
て
い
く
な

ら
、
究
極
的
に
は
国
家
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
青
年
会
の
連
合
・
統
一
を
図
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
阻
む
旧
来
の

秩
序
を
結
果
的
に
は
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
滝

之
助
の
青
年
会
組
織
論
は
以
上
の
よ
う
な
二
点
の
矛
盾
を
か
か
え
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
滝
之
助
に
と
っ
て
の
阻
害
物
た
る
秩
序
と
は
何
で
あ
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
地
方
に
移
し
く
存
在
し
て
い
た
若

連
中
で
あ
っ
た
。
滝
之
助
は
若
連
中
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
今
の
若
連
中
は
地
方
の
風
紀
を
荒
せ
り
、
第
一
今
の
若
連
中

は
小
学
教
育
の
障
害
事
項
た
り
、
彼
等
は
年
々
の
学
校
卒
業
者
を

ば
、
片
端
し
よ
り
収
容
し
て
之
れ
に
夜
遊
び
又
は
賭
博
を
教
へ
り
、

第
一
今
の
若
連
中
は
家
庭
を
泣
か
せ
り
、
彼
等
は
団
体
の
勢
力
を

侍
み
、
若
い
者
は
交
際
が
入
る
の
口
実
の
下
に
親
を
し
て
二
の
句

⑲
 

を
続
け
し
め
ず

と
。
こ
の
よ
う
に
、
小
学
校
教
育
を
破
壊
す
る
旧
秩
序
た
る
若
連
中
の

問
題
は
、
青
年
会
の
組
織
・
連
合
を
策
す
る
滝
之
助
に
と
っ
て
急
務
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
若
連
中
制
度
の
改
良
は
実
に
時
勢
の

⑰
 

必
要
に
逼
ま
ら
れ
た
る
当
面
の
問
題
」
な
の
で
あ
っ
た
。
村
落
共
同
体

的
秩
序
を
天
皇
制
国
家
に
合
致
す
る
よ
う
に
つ
く
り
な
お
す
こ
と
は
、

⑱
 

宮
地
正
人
氏
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
村
落
社
会
内
部
で
さ
ま
ざ
ま
な
矛

盾
を
生
み
か
つ
困
難
で
あ
っ
た
。
だ
炉
ら
こ
そ
滝
之
助
は
、
「
徒
ら
に

⑲
 

功
を
い
そ
い
で
、
世
の
反
感
を
買
」
わ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
そ
の
困
難
さ
は
、
少
年
会
と
若
連
中
の
集

会
が
か
さ
な
っ
た
ら
、
一
五
歳
以
上
の
も
の
は
こ
と
と
と
く
若
連
中
の

⑲
 

方
に
取
ら
れ
た
と
い
う
滝
之
助
の
回
想
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
若
連
中
の
「
改
善
」
を
急
速
な
ら
し
め
た
過
程
は
、

日
露
戦
争
期
に
お
い
て
み
ら
れ
た
。

さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
千
年
村
で
は
一
九

0
三
年
一

0
月
ニ
―
日
に

青
年
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
国
と
国
と
の
競
争
を
試
む

ベ
吾
今
日
」
に
お
い
て
は
、
「
一
村
一
郡
を
挙
っ
て
軍
人
会
に
馳
せ
参
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山
本
滝
之
助
が
一
八
九

0
年
代
か
ら
始
め
た
自
己
修
養
的
青
年
教
育

ず
べ
き
な
り
」
と
い
う
趣
旨
の
下
に
在
郷
軍
人
会
も
同
時
に
設
立
さ
れ

て
い
る
。
千
年
村
青
年
会
は
、
誤
立
当
初
炉
ら
在
郷
軍
人
会
と
密
接
な

関
係
を
も
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
緊
迫
し
た
時
局
に
乗
じ
て
、
青

年
会
を
軍
国
主
義
の
社
会
的
基
盤
に
し
た
て
あ
げ
、
そ
の
も
と
に
「
沼

＠
 

隈
郡
総
べ
て
の
若
連
中
を
し
て
連
合
せ
し
め
」
る
の
で
あ
っ
た
e

軍
国

主
義
的
機
能
を
上
か
ら
強
制
的
に
担
わ
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
は
下
か

ら
の
若
連
中
改
善
策
に
も
促
さ
れ
て
村
落
共
同
体
的
秩
序
は
姿
を
変
え

て
い
く
。
そ
し
て
翌
一
九

0
四
年
二
月
の
開
戦
と
と
も
に
、
大
蔵
省
は

戦
費
の
財
源
を
公
債
に
も
と
め
、
国
内
で
は
国
債
を
募
集
し
た
。
さ
ら

に
同
月
一
七
・
八
両
日
に
お
い
て
、
広
島
県
知
事
は
市
郡
長
を
召
集
し

て
国
債
募
集
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
滝
之
助
は
三
月
、
千
年
村
の
若

⑲
 

連
中
に
呼
び
か
け
て
国
債
の
募
集
を
計
画
す
る
。
滝
之
助
と
し
て
は
、

こ
の
行
為
自
体
青
年
修
養
の
実
践
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
行

為
は
疑
い
も
な
く
国
家
の
国
民
統
合
政
策
に
収
欽
し
て
い
か
ざ
る
を
え

な
い
。
沼
隈
郡
当
局
が
、
「
目
下
軍
国
の
際
一
般
国
民
の
一
大
覚
悟
を

要
す
る
時
に
有
之
候
に
付
て
は
、
至
急
其
組
織
（
青
年
会
の
こ
と
を
さ
す

ー
住
友
）
の
成
立
候
様
、
一
層
御
尽
力
相
成
一
般
青
年
に
対
し
最
も

＠
 

有
益
に
時
間
を
消
費
し
勤
勉
倹
素
の
美
風
を
養
成
す
る
様
」
と
い
う

「
示
導
」
も
、
滝
之
助
の
以
上
の
よ
う
な
主
銀
的
な
意
図
の
も
と
で
は
、

村
落
共
同
体
的
秩
序
の
解
体
の
客
錮
的
条
件
に
十
分
な
り
え
た
の
で
あ

る。

運
動
は
、
既
存
の
秩
序
に
と
ら
わ
れ
な
い
き
わ
め
て
自
主
的
な
も
の
で

あ
っ
た
し
、
少
な
か
ら
ず
民
衆
の
学
習
欲
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
近
代
化
の
正
の
面
を
代
表
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
運
動
と
国
家
と
の
接
点
を
限
り
な
く
求
め

れ
ば
求
め
る
ほ
ど
、
青
年
会
の
連
合
策
は
各
階
級
間
や
各
地
域
間
の
矛

盾
を
創
出
す
る
し
、
運
動
の
自
主
的
な
部
分
も
自
然
と
消
失
し
て
い
く
。

さ
ら
に
は
天
皇
制
国
家
に
包
摂
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
滝
之
助
の
青
年
教
育
運
動
が
内
包
し
た
限
界
性
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
日
露
戦
争
期
は
滝
之
助
の
青
年
団
論
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ

る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
全
国
青
年
会
の
連
合
を
こ
の
“
国

家
的
一
大
事
II

に
お
い
て
早
急
に
企
図
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
村

落
共
同
体
的
秩
序
の
利
用
を
迫
ら
れ
る
し
、
い
き
お
い
国
家
主
義
的
な

方
向
に
む
炉
う
こ
と
に
も
な
る
。
村
落
共
同
体
的
秩
序
で
あ
る
若
連
中

を
す
べ
て
解
体
し
つ
く
す
の
で
は
な
く
、
若
連
中
の
「
自
治
機
関
」
と

し
て
の
機
能
を
吸
い
上
げ
、
そ
れ
を
青
年
会
運
営
に
い
か
す
こ
と
が
得

策
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
村
落
共
同
体
的
秩
序

の
解
体
が
困
難
な
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
文
部
省
は
、

0
五
年
八
月
、

帝
国
教
育
会
主
催
の
第
五
回
全
国
聯
合
教
育
会
で
「
補
習
教
育
ノ
発
達

ヲ
図
ル
ニ
就
テ
最
モ
簡
易
ニ
シ
テ
有
効
ナ
ル
方
法
如
何
」
と
い
う
諮
問

案
を
提
出
し
、
「
青
年
団
体
ノ
指
導
善
用
ア
リ
」
と
い
う
答
申
を
得
て

ぃ
5
。
こ
の
と
き
滝
之
助
は
全
国
聯
合
教
育
会
に
出
席
し
て
い
て
、
青

年
会
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
と
き
の
演
説
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要
旨
の
一
部
で
あ
る
。

若
連
中
の
依
つ
て
起
り
た
る
当
初
の
目
的
た
る
や
、
恐
ら
く
は
相

互
に
親
睦
し
保
護
し
制
裁
し
以
て
一
身
一
家
よ
り
郷
党
部
落
の
安

を
保
つ
が
為
め
、
之
れ
を
一
種
の
自
治
機
関
た
ら
し
め
ん
と
し
た

る
に
外
な
ら
ざ
る
べ
し
、
故
に
直
に
之
れ
を
排
斥
し
之
れ
が
撲
滅

を
謀
ら
ん
と
す
る
が
如
き
は
甚
だ
取
ら
ざ
る
所
な
り
、
若
し
夫
れ

此
等
団
体
に
し
て
改
善
せ
ら
れ
ん
か
、
今
日
の
小
学
校
教
育
の
障

害
た
る
所
以
の
も
の
は
却
て
音
に
小
学
教
教
育
の
保
護
者
た
り
得

る
の
み
な
ら
ず
、
或
は
夜
学
会
を
開
ら
き
て
文
庫
を
設
け
、
所
謂

補
習
教
育
の
普
及
発
達
に
於
い
て
、
最
も
簡
易
に
し
て
而
か
も
最

＠
 

も
有
効
な
る
も
の
な
り
得
べ
吾
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
滝
之
助
は
若
連
中
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
教
育
に
お
け
る
若
連
中
の
「
自
治
機
関
」
た
る
役
割
を
認
め

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
若
連
中
の
「
自
治
機
関
」
的
機
能
を
青

年
会
に
移
植
す
る
た
め
に
は
、
「
青
年
団
体
は
決
し
て
新
組
織
で
は
な

⑯
 

い
全
く
『
若
連
中
』
の
改
造
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
承
知
」
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滝
之
助
は
、

困
難
な
若
連
中
の
解
体
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
千
年
村
に
お
い
て
も
根
強
く
残
っ
て
い
た
村
落
共
同
体
的
秩
序

を
青
年
会
組
織
化
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
苔
、
青
年
会
に
動
員
で
き
な

か
っ
た
者
を
若
連
中
単
位
（
部
落
単
位
）
で
組
織
す
る
こ
と
も
で
き
た

の
で
あ
る
。
滝
之
助
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
青
年
会
組
織
化
の
矛
盾
を

取
り
は
ら
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、

若
連
中
を
「
改
造
」
し
て
青
年
会
を
組
織
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
連

中
の
「
弊
風
」
の
問
題
つ
ま
り
青
年
会
組
織
化
に
お
け
る
「
風
紀
改

善
」
の
問
題
は
俄
然
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
し
、
規
制
の
強
化

も
や
む
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
滝
之
助
は
こ
の
た
め
、
一
九
一

0
年

三
月
一

0
日
に
村
の
有
力
者
・
神
官
・
医
師
を
招
い
て
「
風
紀
委
員
」

＠
 

設
置
の
相
談
を
な
し
、
ー
ニ
日
に
「
風
紀
組
合
」
を
設
立
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
委
員
会
が
村
長
・
校
長
・
僧
侶
・
医
師
・
青
年
会
長
お
よ
び

支
部
長
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
町
村
に
お
け
る
「
精
神
的
教
育
機

関
の
施
設
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
風
紀
委
員
の
役
割
は
、
村
の
中
で
仕

事
を
し
な
い
者
に
は
忠
告
し
、
「
事
体
大
な
れ
ば
終
に
組
外
づ
し
を
も

行
」
な
っ
た
り
、
「
ド
コ
の
何
を
し
て
居
る
も
の
と
も
知
れ
ぬ
も
の
が
、

村
に
四
日
も
五
日
も
宿
り
込
」
ん
で
い
る
と
、
「
一
般
に
警
戒
を
加
へ
」

⑱
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
風
紀
組
合
」
は
青
年
会
を
監
視
す
る
だ
け

の
も
の
で
は
な
く
、
町
村
全
体
に
わ
た
っ
て
村
民
相
互
監
視
の
網
の
目

を
張
り
め
ぐ
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
機
関
は
、
地
方
支
配
秩
序
を
か
た
ち
の
上
で
は
「
下
か

ら
」
支
え
る
結
果
に
も
な
る
し
、
人
民
の
階
級
的
自
覚
の
朋
芽
を
つ
み

と
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
露
戦
後
、
全
国

町
村
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
地
方
改
良
運
動
」
の
政
策
に
照
応
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
日
露
戦
後
に
お
け

る
青
年
会
組
織
化
の
矛
盾
の
表
出
で
も
あ
っ
た
。
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国
家
が
民
衆
を
支
配
し
統
合
し
て
い
こ
う
と
意
図
す
れ
ば
、
一
方
的

な
政
策
の
押
し
つ
け
だ
け
で
は
そ
れ
は
維
持
で
き
な
い
。
や
は
り
一
定

の
民
衆
の
側
の
「
同
意
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
同
意
」
が
い
か

な
る
民
衆
の
主
観
的
意
図
に
も
と
づ
い
て
い
よ
う
と
も
客
観
的
に
は
支

配
秩
序
を
支
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
国

家
権
力
の
意
図
が
貫
徹
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
露
戦
後
に
お
い
て
、
各
地
で
青
年
会
が
組
織
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
組
織
化
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
地
域
の
社
会

経
済
的
構
造
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
種
々
の
性
格
が
青
年
会
に
付
与

さ
れ
て
い
く
。
千
年
村
の
場
合
に
は
山
本
滝
之
助
個
人
の
影
響
が
大
き

く
、
ま
た
千
年
村
の
社
会
的
特
殊
性
と
も
あ
い
ま
っ
て
「
模
範
」
青
年

会
と
は
な
ら
ず
、
自
己
修
養
的
性
格
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
日
露
戦
時
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
本
論
に
み
た
こ
と
く
千
年

村
青
年
会
は
自
己
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
そ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
こ
と
が
「
地
方
改
良
運
動
」
に
お
い
て
は
、
あ
ら
た
な
青
年
会
の

矛
盾
を
創
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
の
矛
盾
は
、
支

配
秩
序
を
補
完
す
る
と
い
う
い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ

る。
以
上
で
小
論
を
終
え
た
い
と
思
う
が
、
以
下
の
三
点
に
お
い
て
小
論

む

す

び

の
不
備
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
①
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ

た
よ
う
に
、
地
方
支
配
ま
た
「
名
望
家
」
支
配
の
な
か
に
お
け
る
青
年

会
の
機
能
や
滝
之
助
の
よ
う
な
担
い
手
層
の
役
割
の
問
題
、
②
青
年
会

運
動
の
担
い
手
た
る
滝
之
助
の
（
ま
た
は
一
般
に
担
い
手
の
）
階
級
的
性

格
の
問
題
、
③
支
配
に
必
ず
し
も
「
同
意
」
を
与
え
な
か
っ
た
民
衆
の

存
在
の
問
題
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
に
し
て
、
順
次
あ
苔
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
と
お
も
う
。

註
①
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会

三
年
）
参
照
。

②
国
家
に
よ
り
「
模
範
的
」
と
称
さ
れ
た
青
年
会
が
行
な
っ
た
事
業
の
中
に
、

そ
の
具
体
的
内
容
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
福
島
県
河
沼

郡
の
八
田
青
年
会
で
は
、
公
共
事
業
に
対
す
る
貢
献
・
実
業
講
話
会
・
夜
学

会
・
勤
倹
貯
蓄
・
植
林
・
開
墾
・
農
事
奨
励
及
善
行
者
表
彰
・
風
紀
の
改
善

等
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
浜
中
仁
三
郎
編
『
虹
豆
麟
饂
模
範
事
績
』
大

日
本
護
国
会
一
九
一

0
年

一

0
九
ー
―
二
頁
）
。

③
鹿
野
政
直
「
明
治
後
期
に
お
け
る
国
民
組
織
化
の
過
程
」
（
『
史
観
』
第
六

九
冊
一
九
六
四
年
三
月
）
、
平
山
和
彦
「
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
青
年

団
運
動
の
史
的
研
究
」
（
『
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
紀
要
』
七
号
一
九
六

九
年
三
月
）
、
宮
地
前
掲
書
、
鈴
木
正
幸
「
日
露
戦
後
農
村
再
編
政
策
の
展

開
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
茨
城
県
史
研
究
』
二
七
号
一
九
七
三
年
―
二

月
）
、
大
江
志
乃
夫
『
国
民
教
育
と
軍
隊
』
新
日
本
出
版
社
一
九
七
四
年

一
九
七
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永松

10

呵
笏

表

ー

地

～

～

～

～

～

～

作

7
0
6
5
6
0
5
5
5
0
4
5

J
 

（
福
山
市
史
編
纂
会
『
福
山
市
史
』
近
代
・
現
代
編

二
五
九
頁
よ
り
転
載
。
）

町 村 名

一
九
七
八
年

25~ 

20~ 

平

神島・佐波

走島・津之郷

山手・今津•水呑

・郷分・草戸・瀬

戸•本郷

赤坂・神・東・高須

西・金江・千年・

熊野・田尻

柳津・横島・田島

•山南・鞘

百島

山波•藤江・浦崎

均I

40~ 

35~ 

30~ 

40.696 

な
ど
。

④
た
と
え
ば
相
沢
一
正
「
日
露
戦
後
期
の
青
年
会
設
立
に
関
す
る
一
考
察
」

（
『
茨
城
県
歴
史
館
報
』
三
号
一
九
七
六
年
二
月
）
。

⑥
広
島
県
内
務
部
学
務
兵
事
課
『
広
島
県
青
年
団
体
状
況
取
調
書
』
一
九
一

三
年
二
三
頁
。

⑥
同
右
二
五
ー
三
八
頁
。

⑦
前
掲
『
模
範
事
績
』
ニ
―

I
五
頁
。

⑧
遠
藤
俊
六
「
『
模
範
村
』
の
成
立
と
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
八
五
号

一
九
七
八
年
一
月
）
は
、
「
模
範
村
」
の
成
立
条
件
を
「
辺
境
に
位
置
し
て

い
る
こ
と
」
、
「
資
本
1
1
商
品
関
係
と
は
相
反
す
る
地
域
的
原
理
に
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
」
（
四

0
頁
）
に
求
め
て
い
る
。

⑨
筒
井
正
夫
「
日
本
帝
国
主
義
成
立
期
に
お
け
る
農
村
支
配
体
制
」
（
『
土
地

制
度
史
学
』
一

0
五
号
一
九
八
四
年
一

0
月
）
。
筒
井
氏
は
こ
こ
で
は
、

入
会
林
野
を
め
ぐ
る
問
願
を
通
し
て
帝
国
主
義
成
立
期
の
日
本
農
村
に
お
け

る
支
配
体
制
の
矛
盾
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
商
業
的
農
業
の
発
達

に
即
応
す
る
新
た
な
農
村
の
統
治
原
理
が
共
同
体
理
念
や
通
俗
道
徳
を
と
も

な
っ
て
貫
徹
さ
れ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
、
こ
の
時
期
の
天
皇
制
国
家
の

支
配
の
あ
り
方
を
も
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

⑩
一
九
二
九
年
の
調
査
で
あ
る
が
、
沼
隈
郡
内
町
村
の
小
作
地
率
は
表
10
の

よ
う
に
な
る
。

⑪
沼
隈
郡
学
務
課
『
郡
内
風
俗
二
関
ス
ル
調
査
』
一
九
一
三
年
九
月
調
福

山
市
立
福
山
城
博
物
館
附
属
鏡
櫓
文
書
館
所
蔵
。

⑫
同
右
。

⑱
広
島
県
編
『
広
島
県
史
』
近
代
1

一
九
八

0
年
三
三
七
ー
八
九
頁
を

参
照
。

⑭

註

⑩

⑮
多
仁
照
廣
「
草
非
之
寒
生
山
本
瀧
之
助
」
（
『
青
年
団
活
動
史
山
本
瀧

之
助
日
記
』
第
一
巻
日
本
青
年
館
一
九
八
五
年
、
以
下
「
日
記
」
と
略

記
す
る
）
三
六
三
頁
。

⑯
「
日
記
」
一
八
八
九
年
―
二
月
三
一
日
条
。
な
お
、
「
日
記
」
の
日
付
に

つ
い
て
は
、
す
べ
て
陽
暦
に
換
算
し
た
も
の
を
使
用
す
る
。

⑰
同
右
一
八
八
九
年
一
月
―
―

1
0日
条
。

⑱
同
右
一
八
八
九
年
二
月
二
三
日
条
。

⑲
山
本
滝
之
助
『
田
舎
青
年
』
一
八
九
六
年
一
頁
（
た
だ
し
『
復
刻
版

山
本
瀧
之
助
全
集
』
日
本
青
年
館
一
九
八
五
年
所
収
の
も
の
を
引
用
し

た）。

⑳
「
日
記
」
一
八
九

0
年
四
月
四
日
条
。

⑳
同
右
一
八
八
九
年
八
月
六
日
条
。
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山
本
瀧
之
助

⑳
同
右
一
八
九

0
年
八
月
二
八
日
条
。

⑳
前
掲
「
草
芥
之
寒
生
山
本
瀧
之
助
」
三
七
三
頁
。

⑳
広
島
県
沼
隈
郡
沼
隈
町
教
育
委
員
会
『
青
年
団
運
動
の
父

の
生
涯
』
一
九
八
七
年
四
五
ー
六
頁
。

⑮
有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
祝
祭
日
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
四
一
号
一
九

六
八
年
一

0
月
）
で
は
、
あ
る
豪
農
の
生
活
に
祝
祭
日
が
定
着
し
て
い
く
過

程
を
天
皇
制
国
家
の
リ
ズ
ム
の
浸
透
と
み
て
、
そ
れ
は
日
露
戦
後
に
完
結
す

る
と
し
て
い
る
。

⑳
「
日
記
」
一
八
八
九
年
二
月
―
一
日
条
。

＠
同
右
一
八
八
九
年
―
一
月
三
日
条
。

⑱
同
右
一
八
九
四
年
―
二
月
三
一
日
条
。

⑳
前
掲
『
田
舎
青
年
』
四
頁
。

⑳
同
右
―
一
頁
。

⑳
山
本
滝
之
助
の
発
議
に
よ
り
、
一
九
〇
六
年
一
月
郡
長
を
会
頭
と
し
て
設

立
さ
れ
た
町
村
の
連
合
青
年
会
で
あ
る
。

⑲
広
島
県
内
務
部
学
務
兵
事
課
『
広
島
県
青
年
団
体
状
況
取
調
書
』
一
九
一

三
年
九
四
頁
。

⑱
広
島
県
『
広
島
県
史
近
代
現
代
資
料
編
I
』
一
九
七
三
年
八
八
三
頁
。

⑳
池
上
久
太
郎
「
地
方
青
年
団
体
の
統
一
」
（
『
斯
民
』
五
編
二
号
一
九
一

0
年
四
月
）
四
七
ー
八
頁
。

R
前
掲
『
山
本
瀧
之
助
の
生
涯
』
五
七
頁
。

⑯
社
説
「
好
個
の
紀
念
事
業
」
（
沼
隈
郡
沼
隈
町
山
本
正
次
氏
所
蔵
『
吉
備

時
報
』
二
六
号
一
九

0
四
年
―
一
月
）
。
な
お
、
『
吉
備
時
報
』
の
社
説
は

山
本
滝
之
助
が
執
筆
し
て
い
る
。

＠
社
説
「
当
面
の
問
題
」
（
同
右
―
二
号

⑱
宮
地
前
掲
書
五
六
頁
。

⑳
山
本
高
―
―
-
『
青
年
の
父
山
本
瀧
之
助
』
七
四
頁
。
た
だ
し
前
掲
「
草
非
之

寒
生
山
本
瀧
之
助
」
三
三
四
頁
か
ら
の
重
引
。

⑩
山
本
滝
之
助
『
青
年
団
物
語
』
三
七
頁
。
註
⑳
と
同
じ
箇
所
か
ら
重
引
。

＠
雑
報
「
青
年
連
合
会
と
在
郷
軍
人
会
」
（
『
吉
備
時
報
』
一
五
号
一
九
〇

三
年
―
二
月
）
。

＠
「
日
記
」
一
九

0
四
年
三
月
九
日
お
よ
び
三
一
日
条
。

⑬
『
吉
備
時
報
』
二

0
号

一

九

0
四
年
四
月
。

⑭
熊
谷
辰
治
郎
『
大
日
本
青
年
団
史
』
一
九
四
二
年
九
二
頁
。

⑮
山
本
滝
之
助
「
地
方
青
年
団
体
と
補
習
教
育
の
関
係
に
就
て
」
（
『
教
育
時

論
』
七
三
三
号
一
九

0
五
年
八
月
）
ニ
―
頁
。

⑯
山
本
滝
之
助
『
地
方
青
年
団
体
』
洛
陽
堂
一
九

0
九
年
一
六
頁
。

⑰
山
本
滝
之
助
「
千
年
村
日
記
」
（
「
日
記
」
第
二
巻
所
収
）
一
九
一

0
年
三

月
―
二
日
条
。

⑱
山
本
滝
之
助
「
青
年
団
体
と
風
紀
組
合
」
（
『
斯
民
』
五
編
二
号

0
年
四
月
）
四
五
ー
六
頁
。

〔
付
記
〕
小
論
で
使
わ
せ
て
頂
い
た
『
吉
備
時
報
』
は
山
本
正
次
氏
所
蔵
の
も

の
、
『
沼
隈
郡
報
』
は
村
田
弘
之
氏
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
快
く
史
料
を
閲
覧
さ

せ
て
頂
い
た
山
本
正
次
氏
と
村
田
弘
之
氏
に
末
筆
な
が
ら
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

（
関
西
大
学
大
学
院
生

一
九

0
三
年
八
月
）
。

一
九
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