
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

八

郎

潟

漁

村

に

お

け

る

長
欠
現

象
の

分

析

1
秋

田

県

南

秋

田

郡

昭

和

町

野

村

部

落

の

揚

合

ー

佐

藤

守

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

一

、

問
麺
の

前
提

　

義
務
教
育
諸
学

校
に

お

け
る

児
童
生

徒
の

長
期
欠
席
の

原

因
に

つ

い

て

考

察
す
る

場
合、

従
来
お

よ
そ

次
の

よ
う
な
三

つ

の

観
点
が

あ
る
と

考
え

ら
れ

る
。

　
そ
の

第
一

は

教

育
行
政

官
庁

に

お

け
る

巨

視
的
な

統
計

的
方
法
で

あ
る

。

例
え

ば
昭
和
二

十

七
年
以

降
毎
年
文
部
省
が

全
国

的
に

実
施
し
て

い

る

長

期

欠
席

児
童
生

徒
調
査
に

み

ら
れ
る

よ
う

に
、

欠
席
埋
由

を
「

本
人
に

よ
る

も

の
」

と

「

冢

庭
に

よ
る

も
の
」

と

の

二

大
項

目
に

分
類

し
、

そ
の

そ
れ
ぞ
れ

に

い

く
つ

か

の

小

項
目
を

設
定
す
る

仕

方
で

あ
る

。

こ

の

小

項
国
を

ま

と

め

て

み

る

と
、

本
人
の

疾
病
異

常
、

勉
強

嫌
い
、

家
庭
の

無
理
解
、

経
済

的
貧
困

な
ど

に

長
欠
の

原
因

を
求
め

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

原

因
の

設
定
は

、

た

し

か

に

全
国
的
な

ス

ケ

ー

ル

の

も
と

に

教
育

扶
助
や

医
療

扶
助

、

教
科
書
給
与

の

た

め

の

資
料
を

提
供
す
る
こ

と

が
で

き
る

し
、

ま

た

保
護

者
の

啓
蒙、

生

活
指
導

、

健
康
管
理
、

経
済
的
援
助
な
ど

を

力
説
し

て

い

く
ω

根
拠
を
与
え
る

も
の

と

し

て

意
味
を
も
つ

も
の

と

い

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

、

し

か

し
こ

の

よ
う
な

角

度
か

ら

長
欠
を

捕
え
る

楊

合
、

全
国
的
に

、

渉

る

い

は
一

殍
下
一

様
に

在
籍
数
の

何
パ

ー

セ

ソ

ト

の

長

欠
が
あ

る

と

考
え
ら
れ
る

危
険
性
が
あ

る

し
、

ま
た

そ
れ
以

上
に

経

済
的
貧
困
と

か

教
育
に

対
す
る

無
理
解
と

か

と

い

う
長

欠
の

原

因
の

具
体
的
内
容
な

り
、

そ
れ
ら
が

生
み

出
さ

れ
て

き
た

社

会
的
背
景
が

捉
え
ら

れ
な

い
。

文
部

省
の

調
査
に

よ
っ

て

全
国
の

公

立
小・

中

学
校
在
籍
者
数
に

対

す
る

長
欠

者
数
の

比

率
（

第
　

表
）

を
み

る

と
、

年
を

経
る

に

し

た

が

い

全
体
と

し
て

長
欠
が

減
少
の

傾
向
を

示
し

て

い

る
。

こ

の

現
象
に

つ

い

て
、

と

も
す
る

と

次
の

よ
う

な
解

釈
が

求
め

ら

れ
る

「

…
（

長

欠
）

問
題
解

決
の

原
因
が
、

細
か

い

こ

と

は
別
と

し

て

も
、

戦
後一
の

混
乱
し

て

い

た

社
△
耳

絳冖
済
的
事
憎旧
が

漸…
次
安
定
し

た

こ

と

に

よ
っ

て

自
然
に

解
決
さ

れ
た

点
に

大

き
な

原
因
を

求
め

る

こ

と

が
で

き
る

よ
う
で

あ
っ

て
、

具
体
的

対

策
の

結
果
に

求
め

る

こ

と

は

統
計

的
数
宇
か

ら
は

無
理
の

よ
う
に

考
え

ら

れ
る
。

」

画

こ

こ

で

長

欠
の

解

消
は

経

済
の

好
転
と

い

う

ば
く

然
た

る

期
待

に

向
け
ら

れ
一

、

お

り
、

こ

の

よ

う

な
解

頬
か

ら

は

根
太

的
な
長

欠
対

策
が
生

　
一

み

出
さ
れ

る

は

ず
は
な
い

。

こ

の

こ

と

は

長
欠
現
象
を
全
国
的
な

ス

ケ

ー

ル

の

も
と

に
一

様
に
雌

巧

え

て

い

る

こ

と

と
、

そ
の

原
…

囚

を
皮
絹
的
な

段

階
に

と

　

一
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第 一 表 欠 席 率

30292827度

0．94

2．57

LO4

2．84

Li8

3、17

L44

3．7
．
6

年
冖

小 学 校

中学校

中
学
校
十
一
・
四
％
の

増
加
を
示
し

て

い

る

と

い

う
よ

う

に
、

の

割
合
の

上

昇
を
み

る

こ

と

が
で

き
る

の

で

あ
る

。

至

全
県

的
ス

ケ

ー

ル

の

も
と

に

行

わ
れ
る

統
計

的
調

査
に

基
い

た

長

欠
現
象

の

原
因
の

究
明
は
、

と

も
す
る

と

皮

相
的
な

段
階
に

と

ど

ま
る

危
険
性
を

も

ワ

て

い

る
Q

　
次
に

研
究
者
の
、
・

モ

と

し

て

事
例
研

究
が

あ

げ
ら
れ

る
。

例
え
ば

冨
田

竹

三
郎

氏
は

千
葉
県
0
町

申
学
校
の

長

欠
現
象
を

分
析
し

た

結

果
、

　
「

：・
長

欠

席
現
象
は

冢

族
の

生

活
の

難
易
に

は

無
関
係
な

現
象
だ

と

い

う

こ

と

に

な

る
り

そ
こ

で

こ

こ

で

も
最
大
の

原
因
は
、

こ

の

土

地
の

人
々

の

教
育

無
関
心

無
理
解
に
よ
る
と

思
わ

れ
る

の

で

あ
る

。

一

 

と

い

う

結

論

を
述
べ

て
い

る
9

こ

こ

で

は

長
欠
の

原
因
と

し

て

の

貧
園
が
一

応

否
定
さ

れ

教
育
無
関
心

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　へ

が

そ
れ
に

肩
代
り

し

て

い

る
。

ま
た

富
田
氏
は

こ

こ

で

不

就
学
と

同
様
な

長

へ期
欠
席
珥四
象
の

性
格
と

し

て

絲　
続
性、

凝
宏

集U
牲

を
あ

げ
て

い

る

が
、

こ

の

よ

ど

め

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え
長
欠
が

漸
次
全
般

的
に

減
少
し

て

い

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

あ
る

職
業
や
地

域
で

は

む
し

ろ

長

欠
率

の

上

昇
を
示

し
て

い

る

と

い

う

側
面
を
見

落
し

て

し

ま
う
の

で

あ
る
臼

例
え

ぽ

疾

病
異
常
に

よ

る

長

欠
は

二

十
八

年
度
と

二

十
九
年

度
の

比
較

に

よ
れ
ば

、

水
産

業
、

自
由

労

務
者

、

殊
に

水

産

業
の

場

合
、

男

子
七
。
七
％

、

女
子
二
・
五

％

の

増
加
を

示

し
て

い

る
し
、

ま

た

事
業
所
（

旅

館
、

料
理

飲
食
店、

興
行
娯
楽
場
）

に

勤
務
し

て

い

る
た

め

の

欠
席
者
が

、

小
学
校
九
・
八

％

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む
し
ろ

長
欠

　
　

　
　

　
　

　
　

　
こ

の

よ
う

に

全
国
的
乃

う
な

性

格
は

文
部
省
的
な
統
計

的
処
理

に

ょ
っ

て

は

補
え
ら
れ
な

い

特
色
を

も
っ

て

い

る

と

考
え
ら
れ

る
9

し

か

し

更
に

こ

れ

ら
の

性
格
を

も
た

ら
し

て

い

る

要
因
の

探
求
が

な
さ
れ

な
け

れ
ば

、

長
欠
現
象
が
土

地
の

人
々

の

教
育

無
関
心
に

ょ
る

と

い

っ

て

も
、

そ
の

言

葉
の

も
つ

具
体
的
な

内
容
を

理
解
す

る

こ

と

が

で

き
な
い

。

逆
説

的
な

言
い

方
が

許
さ

れ
る

と

す
る

な
ら

研
究
者

の

み

た

土

地
の

人
々

の

教
育

無
関
心

が
、

土

地
の

人
々

の

立

場
か

ら
は

学
校

教
育
の

も
っ

魂
実
の

限
界

を
む

し

ろ

よ

り
よ
く

理
解
し

て

い

る

と

い

う
こ

と

に

な

る

と

考
え

ら
れ
る

場
合

も
あ
り

得
る
の

で

あ
る
。

 

　

最
後
の

長
欠
の

原

因
に

つ

い

て

考
察
す
る

観
点
は

教
育

実
践
を

通
し

て

語

ら
れ

る

場
合
で

あ
る
。

例
え
ば

漁

村
地

帯
に

お

け
る

長
欠
の

報
告
書

 

に

ょ

れ

ぽ
、

　
「・
：

長

欠
の

理
由
と

し

て

親
の

教

育
へ

の

無…
理
解
、

家
の

脅ハ
閑［

、

労

働
力
の

不

足
、

そ
し

て

本
人
の

学
校
嫌
い

と

い

う
よ

う
に
一

応
分
け
て

考

え

ら

れ
る

が
、

：

…・
根
本
的
に

は

漁

村
の

貧
困
に

あ
る

こ

と

は

い

う
ま
で

も

な

い
。

」

と

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

こ

こ

で

も
貧
困
の

様
相
が

具
体
的
に

捕
え

ら

れ
て

、

そ
れ
と

長

欠
が
ど

の

よ

う

に

結
び
つ

い

て

い

る
か

は

説
明
さ
れ
て

い

な
い

。

　

以
上
三

つ

の

観

点
ば

そ

れ
ぞ
れ

独
自
な
研

究
の

意
味
を
も
ち

な

が
ら
も

、

長
欠
の

原
因
を
家

族
や
地
域
の

貧

困
と

か

父
兄
の

無
理

解
と

い

う

皮
相
的
な

段
階
に

お

い

て

攜
え
よ
う
と

す
る

共

通
し
た

欠

陥
を

も
’．

て

い

る
。

　

す
な
わ

ち
無

理

解
と

か

貧
困
と

か

に

長

欠
の

噂
因
を

求
め

る

場

合、

そ
れ

ら
の

原

因
が
具

体
的
に

ど

の

よ

う
な

内

容
を

指
し

て

い

る
の

か
、

ま
た

そ
れ

ら

が

い

か

に

し

て

発

生
し

て

き
た

の

か

が
分

析
さ

れ

て

始
め

て

長
欠

現
象
を

よ
り

根
本
的
に

理
解
で

き
る

と

考
え
ら

れ
る

り

そ
の

た

め

に

は

従
来
の

統
計

的
乃

至

事
例
研
究
、

若
し

く
け

実
践
記
録
に

み

ら

れ

る

よ
う

な

長
欠
現
象
の

一 80 一
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現
在
的
断
面
の

分
析
に

と

ど

ま
ら

ず、

さ

ら
に

そ
の

歴
史
的
断
面
を

捕
え

る

こ

と

に

よ
っ

て

そ
の

皮
相
的
段

階
を
の

り
こ

え

る
こ

と

が
で

き
る

と

思
わ
れ

る
。

こ

の

論
文
は

以

上
の

よ
う

な

反
省
に

基
い

て
、

　

中
学
校
の

長

期
欠
席
者
を

顕

著
に

発
生
せ

し

め

て

き
た

八

郎

潟
の

一

漁
村

ー
秋
田

県
南

秋
田

郡
昭
和
町

野
村
部
落
ー
を
と

り

あ
げ

、

こ

の

部
落
の

形
成

過
程
を
イ

ソ

テ

ソ

シ

ヴ

に

分

析
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

部

落
の

構
造
的

性
格

を

う
き
ぼ

り
に

し
、

そ

れ
と

長
欠
現
象
が

具
体
的
に

ど

の

よ
う
に

結
合
し

て

い

る

か

を
吟

味
し

よ
う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は

ま
た

従
来
の

長

欠
の

原
因
と

し
て

考
え
ら
れ

て

き
た

貧
困
や

無
理

解
の

発
生
を

問
い

、

そ
こ

か

ら

具
体
的
に

長

欠
現
象
を

理

解
し

よ
う
と

す
る

こ

と

を
意
味

す
る

。

　

ω
昭

和
三

十
年
九

月
三

十
日

付
、

文

初
中

第
三

七
一

号
、

厚
生
省

第
一

八

　

　
八

号
、

収
婦
第
四
四

号
、

文

部
事
務
次

官
、

労

働
事
務
次

官
、

厚

生

事

　

　
務
次

官
共
同
通

達
「

義
務
教

育

諸
学
校
に

お

け
る

不

就

学
お

よ

び

長
期

　

　
欠
席

児
童
生
徒

対
策
に

つ

い

て

」

参
照
o

　
 
文
部

時
報
一

九
五

六

年
三

月

号
、

五

六

頁
、

鈴
木
英
市

氏
「

公

立
の

小

　

　
学
校
お

よ

び

中

学
校
に

お

け

る

長

期
欠

席
児

童
生

徒
の

実

態
」

 

講
座

、

教
育
社

会
学

四
地

域

社
会
と

教

育
、

二

八

四

頁
、

富
田

竹
三

郎

　

　
氏
「

漁
村
に

お

け

る

長

欠

席
の

現

象
」

　
 
例
え

ば

日

本
の

教
育、

第
五

集
（

国
土
社
）

に
、

教
育
の

境
場
か

ら

「

漁

　

　
師
に

教

育
は

要
ら

な

い

と

い

う
言柵
某

に
、

従
来

の

学

校
の

行

き
方
に

射

　

　
す

る

無

意
識
的
な

抵
抗
が

ひ

め

ら
れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か
」

（

四
一

　

　
一

頁
）

と

い

う

反
省
が

な

さ

れ

て

い

る

が
、

こ

の

中
に

父
兄
の

教
育

無

　

　
理

解
と

い

う

単

純
な

理
由
で

長

欠
現

象
を

片
付
け

る

こ

と

の

危
険
性
を

　

　
は

ら

ん

で

い

る

と
田
心

わ

れ

る
o

 
日

本
の

教
育

、

第
四

集
、

五

三

二

〜
五

三

六

頁
、

　
「

漁
村
地
帯
の

長
欠

　
児

童

生
徒

−
九

十

九
里

地

区
海
上
郡

の

実
態
を

中
心

と

し

て
」

二
、

長
欠

現

象

　

ま

ず
最
初
に

野
村

部
落
（

地

図
参
照
）

の

長

欠
現
象
に

つ

い

て

概
括
す
る

こ

と

に

す
る

。

第
二

表
は

同
部
落
に

お

け
る

中
学

卒
業
考
の

欠
席
率
を

年
度

別
に

み

た

も
の

で

あ
る

が
、

こ

の

表
が
示

す
よ
う
に

新
制
申
学
最
初
の

卒
業

生
を

出
し

た
二

十

四

年
度
に

は
、

在
籍
者
数
二

十
三

入

中
、

二

十
二

人
が

不

就
学
者
で

あ

り
、

こ

の

年
度
を

頂
点
と

し
て

次
第
に

欠

席
率
の

減
少
を
示

し

て

い

る
。

ま
た

男

女
別
に

み

て

も
両

者
に

著
し
い

差
異
は

認
め

ら
れ

な
い

。

最

低
の

欠
席

率
を
示
し
て

い

る

三

十
年
度
の

一

人
当
り

年

間
欠
席
日

数
を

割
り

出
し

て

み
る

と

約
四

十
三

日
（

年
総
出
席

日
数｝

二

〇
日

）

に

な

る
の

で
、

そ

れ
以

前
の

年
度

に
お

い

て

も
い

か

に

多
く

の

欠
席
を
こ

の

部
落
か

ら

発
生
せ

し
め

て

き
た

か

を
知
る

こ

と

が
で

き
る

、

い

ま
便
宜

上
年
連
続
二

十

日

間
以

上
の

欠
席
者
を

長
期
欠
席
生

徒

 

と

し

部
落
の

中
学
校
在

籍
者
数
に

対
す

る

比
を

求
め

て

み

る

と

第
三

表
の

よ
う
に

な
る

。

こ

れ
に

よ
れ
ぽ
い

ず
れ
の

年
度
も
在

籍
者
の

六

十
％

以
上
の

長
欠
者
が

発
生
し

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

野

村
部
落
の

生

徒
が

在
学
し

て

い

る

U
申

学
校
当
局
の

話
に

よ
る

と
、

二

十

八

年
度
当

初
に

長
欠
対
策
と

し

て

部
落

懇
談
会
を
開
き

、

ま

た

警
察

を
派
遣

し
て

出
席
の

督
励
に

当
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

が
、

こ

の

事
実
を

考
え

合

わ

せ

る

と

二

十

七
年

慶
の

七
十
％
か

ら
二

十
八

年

度
の

六

十
％
へ

と

下
降
し

て

い

る

こ

と

は
、

そ
の

効
果
が
一

時
的
に

あ
ら

わ
れ
た

も
の

で

あ

る
と

考
え

ら

れ
る

。

し
か

し

二

＋

九
年
度
に

七
＋
三

％
と

上

昇
し

て

い

る

こ

と

は
、

一
、

二

回
の

督
励
や

警

察
の

お

ど

か

し

で

は

ど

う
に

も
な

ら
ぬ

。

も
っ

と

根
本
的
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図辺周落部村野

3029

中 学 卒 業 老 の 欠 席 率

25 　 26i ：17 　 28

第二 表

24年度

15　　 32
　　　　　（2）

22．8　1　21．2

ll）i　 3° 20

　　　　　　　 E
51．5　 3 ，．5　13L5
　 　 　 　 　 　 　 　

24
（10）

765

23
（22）

96．0

籍
数
　
　
　
％

在
者

）内数字 は 不 就 学者 数（

受　年 度別 に み た畏欠 （在 籍に 対す る 比 ）

2412 引
’

…『
‘

「 728 29130

63736070788495％

を

と
っ

て

U
申

学
校
の

そ

れ
と

比
較
し

て

み
る

と

（

第
四

表
）

著
し

い

冒

U
中
学

校
は

南

秋
田

郡
昭
和
町
、

飯
田

川
町
、

中
学

校
で
、

概
揺

酌
に

い

う

な
ら

豊

川
村
が

農

村
地
帯
、

飯
田

川
町

は
農

村、

都
市
部
を

含
み、

昭
和
町
は

農
村

、

都

市
部
及
び
漁

村
の

三

地

帯
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ
て

い

る
。

そ

し

て

野
村

部
落
は

昭
和
助
の

八

郎

潟
漁

村
地

帯
を

形

成
し

て

い

る
、

U
中
学

校
に

お

け
る

調

査
に

よ

れ

ば
、

長
欠
現
象
は

こ

れ
ら

農
村

、

都
市
部
に

お

い

て

ほ

と

ん

ど

み

ら

れ
な

い

こ

と

か

ら

す
れ

ば
、

八

郎

潟
漁

村
地

帯
に

長

欠
を
生
み

出
す
要
因
を

よ
り

多
く
含
ん

で

い

る

こ

と

が

推

な
点
に

長
欠
の

原

因

が

存
し

て

い

る

こ

と

を

摧
測
で

き
る

の

で

あ

る
。

 

　
試
み

に

二

十
六

年

度
の

欠

席
日
数
を
み

る

と
、

一

年
生
が
五

十
冖

口
、

　

二
な

十
亠

ハ

ニ
　・

五

日
、

三

年
一
一

八

・

三

貝

閙
で

あ
り
、

学
年
の

す
す
む
に

つ

れ
て

欠

席
日

数
の

上

昇
が
顕

著
に

あ
ら
わ

れ
て

い

る
Q

最

低
の

欠
席
率
を
示
し
て

い

る

三

十

年
度
の

場

合

　
　
　

、

そ
の

差

が

　
豊
川
村
の

組

合
藍
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測
さ

れ
る
Q

秋
田

県
に

お

け
る

郡

別

長
欠
生
徒
の

在
籍
生

徒
に

対

す
る
比

率

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　
 

を
み

る

と
（

第
一

図
）

、

南

秋
田

郡
は

仙

北、

（第四 表 ）　攣期別 欠 席率 （30年度 ）

3ワ一1学 期 別

4 ．3

13．3

8．2

253

6．4

25．O

U 中学校

村野

（第 一 図 ） 郡 率長欠 別 （28年度 ）

　 　 0　　　　　 1　　　　　 2　　　　　 3％

雄

勝
両
郡
に

つ

い

で

長

欠
を
生
み

出
し

て

い

る
。

こ

の

両

郡
は

山
間
僻
地
が

多
く

、

特
に

通
学

距
離

が

長

欠
の

大
轟、」
な

要
因
と

考
え
ら

れ
る

が
、

南

秋

田

郡
の

場
ム

ロ

は

そ
の

ほ

と

ん

ど

が

通
学

距
離
は

問

題

に

な

ら
な
い

》

む
し

ろ

南
秋
田

郡
の

略
々

半
数

は

八

郎

瀉
漁

業
と

な
ん

ら
か

の

連
関
を
も
っ

て

い

る

た

め

に、

こ

の

長
欠
現
象
は

八

郎

潟
漁

業
の

性

格
と

の

連

関
に

お

い

て

捕
え

ら

れ
ね
ば
な

ら
ぬ

と

考
え
ら

れ
る
。

こ

の

よ

う
な

角
度
か

ら

野

村
部

落

を
八

郎

潟
漁

村
の

典
型
と

し

て

設
定
す
る

こ

と

が

　

　

　

　

　

　
で

き
る

と

考
え

ら

れ

る

し
、

ま

た

こ

の

部
落
の

長
欠
現
象
の

解
明

は
、

南
秋
田

郡
、

特
に

八

郎
潟
漁

村
地
帯
の

長
欠
そ
の

も
の

の

分
析

に

有
力
な
手
が

か

り
を

与
え
る

こ

と

に

な
る

と

考
え

ら
れ
る
o

　

 
「

長
期

欠
席
」

の

概

念
な

い

　

　
か

に

規
宀

疋

す
る

か

に

は
、

い

　

　
ろ

い

ろ

の

観

点
が

あ

る

と

思

　

　
わ

れ

る

が
、

こ

の

論

交
に

お

　

　
い

て

は

何

よ

り

も

不

就
学
と

　

　
同

様
な

長

欠
現
象
が

ど

の

よ

　
う

な

社
会
的

背

景
に

よ

っ

て

発
生
し

て

い

る

か

に

焦
点
づ

け

ら

れ

て

い

　
る

の

で
、

こ

こ

で

は

特
に

吟
味
し

な

か

っ

た
。

長
期
欠

席
の

意
味
に

蔚

　
干

ふ

れ

て

い

る

も

の

に
、

惜
講

座
、

教
育

社
へ

A

学

W
、

官

田

唄

竹
三

郎
氏

前

　
坩
恂

論

文、

及
び

同
講
座

団
、

嵯

峨

政
雄

氏
に

よ

る

「

不

就
学
児

童
の

問

　
題
」

が

あ

る
。

 
二

＋

八
・

九
年
は

部
落
の

生
徒
た

ち

が

学

校
へ

行

く

と

い

っ

て

家
を

出

　
る

が
、

実
は

学

校
へ

行
か

な

い

で

近
く

の

山

林
に

入

っ

て

遊
ん

て

い

た

　
と

い

う

話
で

あ

る
9

こ

の

事

実
は

学

校
当
局
か

ら

い

え

ぱ

「

本
人
の

学

　
校
嫌
い
」

と

い

5
刻
印

を

捺

さ

れ

る

の

で

あ

る

が
、

な

ぜ

こ

の

よ

う
な

　
学

校
嫌
い

に

な

っ

た

か

は

問
わ

れ

て

い

な

い
o

 
秋
田

県
教

育
庁

調
査

統

計
課、

昭

和
二

＋
九

年
三

月、

調
査
統
計

速
報

　
よ

り

作
成

。

二

十
八

年
四

月

よ

り

十

二

月
に

い

た

る

二

学
期

間
の

長
欠

　
調
査
で

あ

る
。

こ

こ

で

は

一

学
期

連
続
二

週

悶
以
上

の

欠
席
を

長

期
欠

　
席
と

し

て

い

る
9

三
、

部
落
の

変

動

過
程

と
経

済
的

特
質

　
以

上

述
べ

た

よ

う

な
野

村
部
落
に

お

け
る
中
学
校
生

徒
の

長
欠
現
象
が

部

落
構
造
と

い

か

な
る

連

関
を
も
っ

て

い

る
か

が

以

下
の

論
述
の

中

心
に

な
る

わ
け
で

あ

る
が

、

こ

こ

で

は
ま

ず
部
落
の

変
動

過
程
を

歴
史
的
に

吟

味
す
る

こ

と

に

よ

り
、

部
落
購

造
を

茎
礎
づ

け
て

い

る

経
済
酌
特
質
に

つ

い

て

検
討

す
る

こ

と

に

す
る

。

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
に
ア

き

　

野
村
部
落
は

お

よ

そ

百
二

十

年
前
の

天
保
八

年
（

一

八
罵】
七

年
）

、

新

関

部
落
（

地

図
参
照
）

の亠
嘗

原
孫
兵
衛…
が
納

移

住
し

た

に

糊四
ま
る
o

 

千

申
戸

籍
に

よ
れ
ば
そ
の

後
十

年
間
に

新
関
よ
り

四
戸

、

さ

ら
に

明
治
元
年
（

一

八
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六

八

年
）

に

い

た

る

ま
で

十

戸
の

移
住
を
み
、

総
戸
数
十

四
戸
に

増
加
し

て

い

る
Q

　
（

第
二

図
）

。

こ

の

こ

と

は

当
時

、

新
関
に

過
剰
人
口

、

特
に

貧
農

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

層
が

停
滞
し

て

い

　
　

（第二 図）　年代別に み た戸 数の 増加わ

ち
農
閑

期
に

お

い

て

収
入
を

求
め

よ
う
と

す
る

新

関
の

貧
農
層
が

、

潟
氷
下
漁

業
の

相
対

的
優
越
性

に

着
目
し
て

野

村
に

篇

住
し

て

き
た

と

考
え

ら

れ
る
Q

い

わ
ば

野

村
は

新
関
か

ら

派
生
し

た

開
拓
部

落
と

し

て

発
生
し
た

の

で

あ

る
。

　

部

落
発
生
以

来

約
四

十
年

閥
は

新

関
の

菅
原
姓
の

み

の

移
住
が
み

ら

れ
る

の

で

あ

る

が
、

明
治
十
五

年
代
に

大

久
保
（

新

関
よ

り

約
一

粁
、

U
中

学
校

所
在

地
）

の

K
・

丁

両
家
が

破
産
に

よ
っ

て

移
住
し

て

い

る
り

そ
し

て

こ

こ

に
一

八

四

八

年
（

嘉
永
元
年
）

の

荒

戸、

人
口
一
．

十
六

人
か

ら
、

一

八

八

八

年
（

明
治
一
．

十
一

年
）

に

は
．

TT

四

戸
、

百

七
十
五

人
の

人
ロ

へ

と

増
大
し

て

い

る
し

こ

の

人
μ

の

急
増
鵜

よ
っ

て

明
治
二

十
年

前
後
の

部
落
に

お

け

る

経
済

的
窮
迫
が

推
測
さ

れ
る

。

例
え

ば

開
拓
以

来
荒

十
年
間
に

わ

ず
か

四
戸

た

と

い

う
こ

と

が

で

き
る

し
、

ま

た

野
村
は

八
郎

潟
漁

業
1・

氷

下
漁

業
ー

ロほ
ハ
ロ

リ

し

ち

　コの
　の
き

　

　カ

と

瀕
鼠
月

『
羽
に

ヤ
9

る
農

業
と

の

結
ム
ロ

に

お

い

て

こ

の

貧

農
層
を

受
け
入

れ

る

こ

と

が
で

き
た

の

で

あ

る
。

す
な

　
　

　
　

　
八

郎

の

部
落
内

分
冢
を
み

る

だ

け
で

、

そ
の

外
は

近
接
農
漁

村
に

聟
養
子
と

な
っ

て

い

く
数
が

十
八

人

（

婚
入
は

七

人
）

を

数
え

る

こ

と

が
で

き
る

し
、

ま
た

大
久
保
よ
り

移
住
し

て

き
た

K
家
は

明
治
二

十
五

年
に

北
海
道
へ

移
住
し
、

す
で

に

当
時
よ
り

北
海
道
へ

の

出
稼
ぎ
の

発
生
が
み

ら
れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

も
、

こ

の

部
落
が

経

済
的
限
界
点
に

達
し

た

こ

と

を

物
語
る

と

い

え
よ

う
Q

　

明
治
三

十
年
前

後
に

新
漁
法
や
佃
煮
加
工

の

接

術
の

移
入

 

が

試
み

ら

れ
、

従
来

冬
期
間
の

結
氷
時
の

み

に

行
わ

れ

た

氷
下
漁

業
か

ら
、

一

年
間
を

通
じ
て

の

農
閑
期
す
べ

て

を
八
郎
潟
漁
業
に

投
入

す
る
こ

と

が

で

き
る

よ

う

に

な
っ

て

く
る

。

こ

の

よ

う

に

八

郎

潟
漁

業
の

拡

大
と

二

十
年

代
か

ら
の

北

海

道
へ

の

出
稼
と

の

結
ム
ロ

に

よ

っ

て
、

さ
ら

に

明
治
三

十
八

年
（

一

九

〇

五

年
）

に

い

た

る

十

数
年
間
に

部
落

内
分
家
十
一

戸
、

移
住
八

戸
の

増
加
を

み

る
こ

と

が

で

き
た

の

で

あ

る
。

そ
し

て

第
二

図
に

み

ら
れ
る

よ
う

に
、

明

治
末
期
か

ら

大
正
年
代
に

か

け
て

急
激
に

戸

数
が

増
加
し

て

い

く
の

で

あ
る

が
、

し

か

し

昭
和

年
代
に

入
っ

て

分

氛
の

す
べ

て

を
部
落
内
に

収
容
す
る
こ

と

が

で

き
な

く
な
り

、

部
落
の

過
剰
人
口

は

白

州
野
、

蓮
沼
の

両
部
落
の

開

拓
者
と

し
て

は

み

出
し

て

い

く
の

で

あ
る

。

　

古
老
の

言
に

よ

れ
ぽ
、

昭
和
の

初

期
が

野
村
の

最
も
経

済
的
に

困
窮
を
き

わ

め

た

時
期
で

あ
っ

た

と

い

う
。

　

当
時
は

既
に

百

余
戸
の

戸

数
が

狭
い

地

域
に

ひ

し

め
洩、、
あ

っ

て

い

た

の

で

あ
り
、

そ
し

て

部
落
の

窮
乏
を

契
機
と

し

て

大
久
保

在
住
の

地

キ
四

人
の

投

資
に

よ

っ

て

部
落
の

本
格
的
な

湖
岸
干
拓
及
び

山
林
の

開

墾
が

押
し

す

す
め

ら

れ
て

い

く
り

こ

の

地
主
の

手
に

よ

る

開

墾
、

干
拓
と

従
来
の

部
落
民
に

よ

る

そ

れ
と

を

合
わ
せ

る

と
、

昭
和

十
ヒ
・

八

年
に

お

け

る
野
村
の

耕
地

面
積

は

用冖
地

約
五

十
町

歩
、

畠
地

約
九

十「
二

町
歩

と

な

り
、

従
来
の

耕
地

と

比

較
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す
る

と

お

よ

そ
二

倍
近
く
の

田
畑
が

開

拓
さ

れ
た

こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

当

時
の

大
久
保
村
（

現
在
の

昭
和
町
）

の

総
耕
地
面

積
が

三

百
四

十

町
歩
で

あ

っ

た

と

い

う
か

ら

野

村
を
申

心
に

し

て

開
拓
さ

れ
て

き
た

耕
地
が

大
久
保
村

全
体
の

半
数
近
く
に

も

な
る

。

こ

の

耕

地
の

拡
大
に

よ
っ

て

昭
和

初
期
の

二

十

年
間
に

部
落
内
分
家

四
十
戸

、

移
住
十

九
戸
を

数
え

、

部
落
の

総
戸
数
は

百
二

十

七
戸

に

増
大
し

て

い

く
。

し

か

し

耕
地
の

拡
大
は
一
、

二

の

例
外
を

除
い

て

は

必
ず
し

も

部
落
民
に

と

っ

て

経
済
的
な

余
裕
を
も
た

ら
す

も
の

で

は

な
か

っ

た
。

そ

れ
は

開
拓
地
の

ほ

と

ん

ど

が

小
作

地
と

し
て

部
落
民
に

与

え
ら

れ
て

い

っ

た
し

、

ま

た

従
来
の

個
々

人
に

よ
る
開
拓

地
も

些
活
の

困
窮

に

伴
い

小
作

地
と

化
し

て

い

っ

た

か

ら
で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え
部

落
民
は

地
主

の

搾
取
を
カ

バ

τ

す
る

た

め

に
、

さ

ら

に

苛

酷
な

漁
業
労
働
に

従
事
し

な

け

れ
ば
な

ら
な
か

っ

た
し
、

ま

た

こ

こ

か

ら

果
樹
（

葡
萄

、

梨、

桃
）

や

煙

草

の

栽
培
と

い

う
新
し

い

兼
業
を
生
み

出
し

て

く
る

の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な

兼
業
へ

の

逃

避
は

む
し

ろ
一

層
地

主
の

擁
取
を
可

能
に

し
、

部

落
民
の

地
主

か

ら
の

借
財
が
、

地
主
に

よ
る
部

落
民
に

対
す
る

特
別
の

恩
恵
と

い

う

形
態

を
と

っ

て

両
者
を

離
れ

難
い

も
の

に

し
て

い

っ

た

と

考
え
ら

れ
る

。

こ

の

時

期
を

契
機
と

し

て

大
久
保
の

地

主

層
が

部
落
内
に

佃
煮
加
工
場
二

戸
を

設
立

す
る

。

そ

れ
ゆ

え
昭

和
十
五
・

六

年
か
ら

農
地
改
革
に

至
る

約
十

年
間
に

こ

の

臼冖
然
経
済
的
漁

村
の

上
部
構
造
と

し

て

佃
砦
鱒

加
工

業

者
（

地
霜
）

が

君
臨一

し
、

部
落
民
は

漁
業
と

農
業
の

両

面
か

ら
二

重
の

搾一
取

に

さ

ら
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

 

　
終
戦
後
、

引
揚
げ

、

復
員
な
ど

に

よ

る

移
住
二

十
六

戸
を

数
え

、

さ
ら

に

部

落
内
分
家

を
加
え

る
と

、

こ

の

十

年
間
に

五

十
五

戸
の

戸

数
の

増
加
を

み
る

こ

と

が
で

き
る

。

こ

れ
ら
の

大

部
分
は

魚
行
商
と

し

て

そ
の

生
計
を

維
持
し

て

い

る
。

さ

ら
に

農
地

改
革
に

よ
り
部

落
の

上

部
構

造
と

し

て

の

佃
煮
加
工

業

者
の

没
落
を

み

る
の

で

あ

る
り

農
地
改

革
を
転
機
と

し

て

＝
尸

の

佃
煮
業

老
は

味
噌
醤
油
製

造
業
へ

と

転
業
し
、

残
る
一

戸
は

盛
漁

期
の

八

月
か

ら
十

月
に

い

た

る

二

か

月
間
を
除
い

て

は
、

北
海

道
の

加
工

場
へ

と

出
稼
に

出
る

と

い

う

結
果
を
生
じ
て

い

る
。

盛
漁

期
に

は

部
落
に

お

け
る

魚
行

商
が

鮮
度

の

上
で

漁

獲
物
の

す
べ

て

を
さ
ぼ

く
こ

と

が
で

き
ぬ

と

こ

ろ

に
、

い

ま

だ
一

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
わ

ゆ

さ

げ

戸
の

佃
煮
業
者
が

こ

の

時
期
に

存
立
し

て

い

る
基
盤
が

あ
る
。

公

魚
 

貫
に

つ

き
魚
行

商
で

は

三

酉

六

十

円
で

あ
る

が
、

佃
煮
業

者
へ

の

売
却
は

百

四

十

円
内

外
で

取
引
き
さ

れ
る

し

そ

れ

ゆ
え
こ

の

較
差
に

よ
r．

て

盛
漁

期
以

外
は

漁
獲
物
の

ほ

と

ん

ど

が

魚
行
商
へ

流
れ
て

い

く
こ

と

に

よ
っ

て
、

戦
後
の

過

剰
人
口

を

部
落

内
に

滞
留
せ

し
め

る

こ

と

が
で

き
た

の

で

あ
る

。

上

部
構
造

と

し

て

の

佃
者…
業

者
の

崩

壊
は
、

こ

の

魚…
行

商
の

発

生
と
、

彼
ら

の

搾

取
の

基
盤
で

あ
る

農
地
の

消
失
に

よ
っ

て

決
定
的
た

ら
し
め

ら

れ
た
の

で

あ
る
Q

そ

し

て

現
在
〔

昭
和
三

十
」

年
七

月
三

十
一

日

現
在
）

百
八

十
二

戸、

千
二

百

人
の

人
口

が

狭
い

湖
岸
に

ひ

し

め

き
あ

っ

て
い

る

の

で

あ

る
。

　

以
上
の

歴
史
的
な
概
括
に

よ
っ

て

知
ら

れ
る
よ

う

に
、

明
治
二

十

年
代
の

人
ロ

飽
和
の

限
界
が

明
治
三

十
年
前
後
の

新
漁

法
、

佃
煮
加
工

技
術
の

移
入

に

よ
る

漁
業
の

拡
大
に

よ
っ

て

打
ち

破
ら

れ
、

昭

和
初
期
の

第
二

次
的
危
機

が

昭
和

十
年

代
の

農
地
の

干
拓
に

よ
っ

ぱ
」

救
わ

れ
、

さ

ら

に

戦
後
に

お

け
る

魚
行
商
の

顕

著
な

発
生
に

よ
っ

て
、

絶
え

ず
部

落
に

急
激
な
人
ロ

の

増
加
を

許
し

て

き
た

の

で

あ

る
。

明
治
元

年
の

部
落
内

総
戸

数
十

四
戸

、

人
ロ

八

十

四
入
か

ら

す
れ
ば

、

現
在
に

い

た
る

約
九

十
年
間
に

戸
数
に

し
て

十
三

倍
、

人
口

十
四

倍
強
の

激
増
を
示

し
て

い

る
。

そ
し

て

こ

の

期

間
に

部
落
内
分
家

九

十
七

戸、

部
落
外
の

白
州
野

、

蓮
沼

両
部
落
に

十
二

戸
の

分
家
を

発

生
せ
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し

め
、

ま

た

七

十
一

戸
の

移
住

を

数
え
る

こ

と

が

で

き
る
。

こ

の

よ
う
な

分

家
の

増
大
は

、

こ

の

部
落
か

ら

婚

出
し

て

い

く
人
々

の

数
を

極
度
に

少
な

く

し

て

い

る
。

明
治
二

十
年
以

降
の

部
落
外
転

出
は

、

男
わ

ず
か

十

四

人
、

女

五

十
一

入
で

あ

り、

そ
の

大

部
分
は

斟
稼

地
で

あ
る

北
海
道

移
住
で

あ
る

。

ま
た

現
在
の

部
落
民
の

出
生

地
の

調

査
に

よ
れ

ば
、

男
九

十
六

％
、

女
七
十

六

％
が

部
落
内
で

あ

る
。

こ

の

よ
う

に

し

て

部
落
に

菅
原
姓
を

も
つ

も
の

百

三

十
二

戸
、

総
戸

数
の

七
十
三

％
に

も
の

ぼ

り
、

相
互
に

何
ら
か

の

血

縁
関

係

に

お

い

て

結
び
つ

い

て

い

る
。

い

わ
ば
こ

の

部
落
は
一

つ

の

典
型
的

な
地

縁
血

縁
集
団

 

　
を

構
成
し

て

い

る
と

い

え

る
Q

　

部
落
民
の

出
生

地
の

み

か

ら

す
れ
ぽ

、

農

山
村
の

特
性
と

し

て
一

般
的
に

考
え

ら

れ
て
い

る

ω
09

巴

誉
O
び

＝一
信

の

狭
さ
に

よ
る

部
落
の

封

鎖
性
を

指
摘
す
る
こ

と

が
で

き
る
。

ま
た

反
面
、

部
落
民
の

大
部
分

は
男
女

を
闘
わ

ず
北
海
道
へ

の

出
稼
の

経

験
を

も
っ

て

い

る

し、

部
落
の

交
通
上
の

便
益
を

考
え

あ
わ
せ

る

と
、

そ
の

社

会
的
移
動
が

広
範
囲
で

あ
っ

て
、

む

し

ろ

沖
合

漁
業
部
落
に

お

け
る

開
放
性
を

考
え
る

こ

と

が
で

き
る

。

こ

の

よ
う
に

社
会

的
移
動

性
を
も
っ

て

い

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
部

落
の

封
鑽
性
を
み

る

こ

と

が

で

き
る

の

は
、

部

落
に

お

け
る

分
家
の

可

能
性
が

そ
の

茶
盤
に

存
し

て

い

る

か
ら
で

あ

る
p

こ

こ

か

ら
部

落
内
に

〃

骨
身

惜
し
ま

ず
働
け

ば
、

な
ん

と

か

部

落
内
で

一

人

立
ち
し

て

食
っ

て

い

け
る
”

と

い

う

通
念
を

生
み

出
し

て

い

る
Q

こ

の

通
念

を
わ
れ
わ

れ

は

野

村
に

お

け

る
社
会

的
な
ぐ

巴

募
ω

器
8
ヨ

と

し

て

設

定
す
る

こ

と

が

で

き

よ
う
。

こ

の

歴
史
酌
に

規
定
づ

け

ら

れ

た

く
緲

ξ
ou

ゆ

《
°p
け

o

日

は

部

落
民
の

行
為
を
さ

ら
に

限

定
し
て

い

く
。

そ
れ
ゆ

え

学
董
か

ら
す
で

に

こ

の

行
為
の

℃

鋒
貯

 

量
が

期

待
さ
れ

て

い

る
と

老．
え

ら

れ

る
の

で

あ
る
。

そ
こ

で

こ

の

部

落
に

お

け
る

歴
史
的
に

形
成
さ

れ
た

行
為
の

況状
「

…

ー
鋼
均
）

｝

出
漁
日

数

他
人
に

雇
わ

れ

る

他
人
を

曜

う

白円
分

の

経
轡
］

に

家

族
従
事

者
数
一

採

藻

氷 1採
下 i

曳
　 　し

網 1貝

ふ

　
な

曳

網

荊

網

モ

ッ

パ

（

大
）

業
一

ご

り

曳

綱
（

大
）

一
ー
lIi

−

ー
…

1

漁
・

ご

り

筒

レ夏k醸 大）；（小）

瓢
　

網

動

　

力

　 　 （第…俵 ）
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建 網 は 袋 数、延縄 は 鉢 数 、
モ ッ

パ 及 び 曳網 類 は 統 数 、 刺網 は 把 数を 示す e

〔八 郎 潟漁 業i経済 調 査報告 菩 （1953．5．30）よ りf乍成〕日｛「禾il27年 12月 現在

型
が

現
実
に

い

か

に

実

現
さ

れ
て

い

る
か
、

そ

れ
と

長

欠
現
象
が
い

か

に

連

関
し

て

い

る

か

を
吟

味
し

な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
。

し

か

し

そ
の

こ

と

の

検

討
を

始
め

る
前
に

そ
の

行冒
為

が

実
現冖

さ

れ
て

い

く

現
実

の

部

落
の

経

済
的

状
況
に

つ

い

て

考

察
し

て

い

く
こ

と

に

す
る

、

　

部
落
に

お

け
る

漁
家
を

漁
船
の

所

有
形
態
か

ら

動
力

船
層

、

無
動

力
船

騒

及
び

船
の

な

い

層
の

三

つ

の

型
に

分

類
す
る

こ

と

が

で

き
る

し

　
（

第
五

表
）

．

動
力
船
層
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一 31．7，31一篥兼業晨の家漁（第穴 表）

耕 地 面 積

・ し 1柔靄1叢 皷 ll駸 巖 1il笈1計

小

　
作

卜

自
乍

　
！
　

　

　　
イ

自
卜

乍

　

ノ
　

｛

冖

自幽

盲

　

　

ぞ

＼

＼ 自小 別耕地

　　
’
＼ 　 面 積

　 　 　 ＼

驪 礫 ＼

243742

　
03

8a

．
−

圃

ll

刷

8n

…，
鵝

−

句

6−

3

　

噛

．

列
、

鼠

i
博 −

−

34

［

25

　
7

1
環、
　

　

各−
−−
掴
1．

1
　

　
10
　
11

［

　

2

−
2

1
　　
3
　
　

2
　

　　！
0

り
）
　

4
　　
Q／
　
　

6

193019

　
68

動 力 船 　層

無 動 力 船 層

船 の な い 層

計

に

は
一

統
当
り

三
、

四

十
万

も
す

る

曳

船
網、

動

力
曳

、

氷
下
曵

網

が
あ

り
、

盛
漁

期
に

は

網
子
の

雇

傭
が
み

ら

れ
る

り

し

か

し

そ

れ

は

一

時
酌
な
も
の

に

と

ど

ま
り
、

ほ

と

ん

ど

は

そ
の

労
働
力
を
家

族
従

事
者
に

依

存
し

て

い

る
。

こ

の

層

は

漁

業
専
業

的
な
も
の

五

戸

を

含

み
、

か

つ

五

反
か

ら
二

町
以

内
の

耕
地
所
有
者
で

占
め

て

い

る

（

第

六

表
）

Q

無
動

力
船
贋
は

剰

網、

　

　

　

ふ

く
、

ご

り

筒
、

瓢
網、

そ
し

て

公

魚
建

網
が

せ

い

ぜ

い

の

と

こ

ろ
で

、

す
べ

て

が

農

業

と

結
含
し

、

船

の

な
い

層

は

農

業、

行

魚

商、

出
稼
と

密
接
に

結
び

つ

い

て

い

る
。

特
に

船
の

な
い

層
は

漁

業

労

働
者
と

い

う

よ
り
は
、

む
し

ろ

潜

在
的

遇
剰

人
口

の

一

つ

の

存
在
形

態
に

す
ぎ
な

い

漁
家

の

群
で

あ

る
Q

　
漁

業
と

農

業
と

の

結
合

を

如
実

に

物
語

る

も
の

は

「

ど

ん

べ

い

（

土

肥
）

あ

げ
」

と

称
す

る

採
藻

（昭禾031年 7 月 31日Jlj．
『
在 ）専兼業 別耕 作反 別（第七 表 ）

計

　7（

35（

1e2（

4．86）

24．3D70

．83）

）

隔 課 ll一賑 i鼓 1破 逡麦1、。反

15（」　「20〜　　30反
　 　 　 30反 　 以上

専 業 ： 」 　＿： − 1　 21 　 21 il 21

21144（100
　E

）内 は ％

0
　
　

1

12

Q
ノ

　
」
4
　

　

Q
／

a　16
　
18

252

　
54

（

　

ー
」

ー

鯛
、

28

業

業

兼

兼靈鰐
計

計

態形の業兼（第八 表 ）
一

他

　

裡

「
■

 

ー

…

＋

 

冖

 
−

 
  −

砺
 司

 
出

 
日 雇

35

鯉

併

4
　

　　
ん「

●15
　
15

1445

　
59

※

▲

28

　
10

：＼
＼ 兼業 の 内容 i 

兼業
＼ 一

＼

　 の 種 別 　 ＼
＼ 1

　 　 　1 

｛髞 1行 商

広
ノ

　
　

K
ノ

2
−

q11

π

16
　
33

種

種二

　
計

第

第

※ 第一種 兼業 に お い て は 漁 業 と 行 商、 も し く は 出稼 が結 合 し て い る が 漁業 と

　 日 雇 は 結 合 し て い な い o

● の 内 容 は 味 噌 、醤 油 製造 業 1 、 大 工 2 、 役 場吏 員 1 で あ る 。

▲ は 大部 分 が 日 雇 （農 夫 、 網 子 ） と 結 合 し て い る 。

で

あ
り

、

無
動
力
船
層
、

船
の

な

い

層
の

全
戸
数
が
こ

れ
に

従
事
す
る
。

こ

の

「

ど

ん
べ

い
」

は
田

畑
の

肥

料
に

す
る

も
の

で
、

い

わ
ば

農

村
に

お

け

る
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堆
肥
に

相

当
す
る

り

　

こ

こ

か

ら

部
落
に

お
い

て

家

畜
を

所
有
し

な

い

原
始
的
な
農

業
経
営
が

生

じ
て

く
る

し
、

そ
れ
に

伴
い

苛
酷
な

労
働
を

必
要
と

す
る
の

で

あ

る

 
。

第

七
表
に

よ
る

と
、

一

町

以

上
の

耕
作

面
積
を

も

つ

自

作
者
は

農

業
専

業
化

し
、

漁
業
か

ら

脱
落
し

て

い

く

傾
向
を

も
っ

て

い

る
。

し

か

し

こ

の

数
は

部

落
総
戸
数
の

五

％
に

も

満
た

ぬ

も
の

で

あ

り
、

九

十
五

％

強
は

兼
業
農
家
で

あ

る
。

そ
の

兼
業
形
態
を

み
る

と

（

第
八

表
）

、

そ
の

大

部
分
は

漁
業
と

結

台
し
な

が

ら
も

、

そ
の

半

数
は

行

商
、

日

雇
、

出
稼、

乃
至

こ

れ
ら
の

結

合

に

お
い

て

存
在
し

て

い

る
。

昭

和
二

十

七
年
と

三

十
一

年
の

資
料
（

第
五

、

六

表
）

か

ら

漁

業
に

お

け
る

経
済
階
層
の

変
動
を

み

る

と
、

無
動

力
船
層
か

ら

動

力
船
層
へ

十
二

戸
の

上

昇
が
み

ら
れ

る
。

ま

た

船
の

な
い

層
へ

三

戸
、

新
し
く
漁
家
と

し

て

加
入
し

て

い

る

し
、

船
の

な
い

層
か

ら

無
動

力
船
層
へ

三

戸
の

上

昇
を
み

る

の

で

あ
る
。

こ

の

こ

と

は

零
細
な
農

業
の

故
に

、

い

き

お

い

八

郎
潟
漁
業
に

依
存
し

よ
う
と

す
る

傾
向
を
示

す
も
の

で

あ

る
。

こ

こ

か

ら
さ

ら
に

一

層、

狭
い

漁
場

が

荒
さ
れ

そ
の

漁

獲
量
の

減
少
を
み

、

動
力

船
層
と

雖
も
他
の

兼
業
i

殊
に

出
稼
に

よ
っ

て

そ
れ

を

糊
塗
し

な

け

れ
ば

な

ら
ぬ

の

で

あ

る

 
。

ま
た

耕
地
の

経

営
規

模
か

ら

部
落
の

経
済

的
特
質
を

み

る
と

、

農

地
改
革
を

転
機
と

し
て

小
作
か

ら

臼
作
へ

と

大

き
く

転
換

し
た

の

で

あ

る
が

（

第
九

裘
）

、

し

か

し
そ
の

自
作
も
五

反
百

姓
に

集
申
し

、

全
体

と

し

て

農

地
改
革

以
前
よ

り

そ
の

平
均

耕
作
面

積
の

減
少
を

示
し

て

い

る
。

　

以

上
の

よ

う
な

部
落
の

も
つ

経
済

的
特

質
か

ら
、

全
体
と

し

て

漁

業
が

漁

業
専
業
化
で

も
な
く
、

ま

た

農
業
が

農

業
専
業

化
で

も
な

く、

む

し

ろ

そ
れ

ら

が

魚
行
商、

日

雇、

畠
稼
と

結
合
し

て
、

脱
漁
罠

化
、

脱
農
民

化
と

い

う

力
向
に

お

い

て

部

落
の

過
剰
入
口

が

滞
流
し

て

い

る

と

い

え
る

り

そ
こ

で

部

落
に

お

け
る

漁
民
の

性
格
を

（

半
プ

ロ

レ

タ

リ

ア
）

 

　
と

規
定
す
る

こ

と

が

で

き
る

で

あ

ろ
う
。

す
な

わ
ち
あ
る

時

期
に

は

漁
業
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

（

北

洋
漁
場

も
し

く
は

北
海
道
へ

の

出
稼、

盛
漁
期
に

お

け
る

部

落

内
で

の

網

子
）

で

あ

り
、

他
の

時
期
に

は

自
己
所
有
の

潟
舟
で

小

規
模
な

漁

業
を
営
み

、

月 30 日現 在）

30反
　　　　　　　　計
以 上

2（DI　1。9（33）

　　（1）　　23（28）
− 　　 　8（16）
−

　　　4（44）

　2（2）144（i21）

（第 允表 ） 自小作 別経 営規模　 （昭和 31年 7 ．

軽 型喋靄陰長險 險 厳 1緩
i

；：lil　
il

［ll
2（3）　 （D

　　（9）　 （2）

9（20）12（11）

5（4）

2（4）

i（2）

（4）

38（8）

13（14）

3（9）

（17）

54（48）亅18（14）

丶

河

…

前「
｝丶

　23（8）　　6（2）

三 睡
　　4（5）！　　（7）

28（13）；11（亙3）

作

作

作

作

自

自

小

小

計

） 内 は 農 地 改 革颪 前 ¢ 戸 数（

場

合
に

よ
っ

て

は

魚
行

商
や
そ

の

他
の

行
商

 

　
に

転
じ

、

ま
た

自

家
経
営
の

零
細
な

耕
地
を
耕
し

て

い

る

と

こ

ろ

の

半

農

半

漁

豪
で

あ

る
。

そ

し

て

彼
ら
は

そ
の

性
格

上
、

　
「

労
働
時
間
の

最
大
限
と

賃

金
の

最
少
限
」

を．
要

求
さ

れ

て

い

る

と

い

え

る
Q

　
ω
新
関
部

落
在

住
、

菅
原

和
治

　
　
郎

翁
の

説
明
に

よ

る
o

こ

の

　
　
移

住
年

代
は

壬

申
戸
籍
及
び

　
　
野

村
部

落
に

あ

る

八

郎

神
社

　
　
暗み
内

の

石

碑
か

ら

の

推

定
に

　
　
よ

れ

ば
、

略

々

確

実
と

み

な

　
　
さ

れ

る
り

伝
承
に

よ

れ

ぽ
、

　
　
明

治
初

年
に

い

た

る

ま

で

野

　
　
村
に

は

葦

が
一

面

に

繁

茂

　
　
し
、

新

関
の

人
々

は

こ

の

地

　
　
　
へ

　
　
を

野
と

呼

ん

で

い

た
》

野

に

　
　
　
　

　

　

　

　

マ

　
　カ

　
　
で

き
た

村
な

の

で

野
村
と

名
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づ

け

ら

れ

た

の

で

あ

る

と

い

う
。

図
日

清

戦

争
を

経
て

三
、

四

年
後

、

大
久

保
の

地

主
、

菅
原
久

之
助

、

高

　

橋
駒
蔵
、

小
松
古

之
助
の

三

氏
が

霞
力

浦
に

直

接
出
向
き
、

新
漁

法
や

　

佃
煮
加

工

法
を

習

得冖
し

て

八

郎
潟
漁

業
の

准
揖

脹

を

は

か

っ

た
9

当

時
よ

　

り

特
に

佃
煮
の

販
路
が

関
西

方
面

に

ま

で

拡
大
さ

れ
、

に

わ

か

に

八

郎

　

潟
漁
業
の

ウ
ェ

ー

ト

が

増
大

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る
。

（

大

久

保
在

住
、

　
一
一

代
目

菅
原

久
之
助

翁
談
）

 
部

落
内
の

佃

煮
加

工

業
者

に

漁
獲

物
を

売
り

渡
さ

な

い

と

小
作
地

を

と

　
し

あ

げ

る

乳

い

う

強
制
の

も

と

に
、

部
落
外
の

加
…
一
業
港

へ

売
却

す
，
0

　

値

段
よ

り

も

安
く

取

引
き

さ

れ

た

と

い

う
。

そ

し

て

漁

具
購
入

資
金
は

　

こ

の

地
主

−
加
工

業
者
か

ら
の

前
借
と

い

う

形
を

と

り
、

正

に

漁
家
の

　

手

足
は

加

工

業
者
の

枷
に

は

め

ら

れ

て

い

た

と

い

え

よ

う
。

 
血

縁
集

団
と

い

っ

て

も
そ

の

紐

帯
は

は

な

は

だ

脆
弱
で

あ

る
。

分

家
の

　

場

合
、

本
家
か

ら

何
ら

田

畑
を

分

け

て

貰

う

と

か
宀
豕

を

建
て

て

貰〔
う

と

　

か

と

い

う

こ

と

は

皆
衄触
で
、

鍋
一

つ

と

か

米
一

升
と

か

を

本
家

か

ら

貰

　

5
と

い

う

分
家
の

仕
方
で

あ
る
。

す
な

わ

ち

本、

分

家
を

強
固

に

結
び

　

っ

け

る

経
済

的
基
盤
の

欠
除
に

よ

っ

て
、

こ

の

紐
帯
の

脆

弱

さ

を

理

解

　

で

き

る
。

し

か

し

町
ム
ム

議聞
貝

選
猷
丁

の

場
A
口、
　
こ

の

部
落
出

身
議門
貝

が
旦

取

　

高

点
と

上
位
で

二

名
当

選

し

て

い

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

部
落
の

血

縁
集

　

団
と

し

て

の

特
質
を

窺
う

こ

と

か

で

き
る

。

 

春
か

ら

秋い
に

か

け

て

の

農
幽

困、

漁
閑…
期

を

利

那

し

て
、

潟

か

ら
桶

休
…
識

　

し
、

積
雲
期
を

利
瑚
し

て

そ

れ

を

橇
で

田

畑
に

運
搬
す

る
り

こ

の

「

ど

　

ん

べ

い

あ

げ
」

は

部
落
に

お

け

る

も

っ

と

も
丱．
馬

酷
な

仕
事
に

属

す
る

》

　

船
の

な

い

層
−
特
に

こ

の

中
で

の

耕

地
の

な

い

も

の

の

採
藻
は

、

動

力

　

船
層
の

耕
地

所
有

者
及

び

専

業
農

家
に

売
却

す
る

目

的
の

た

め

の

も

の

　

で

あ

る
9

 
動
力
船

層
と

蝋

も

そ

の

ほ

と

ん

ど

は

漁

開
期
に

北
海

道

出
稼
に

よ

っ

て

　
そ

の

生

計
を

維
持
し

て

い

る
。

ま

た

戦

後
新
漁

業

法

施
行

に

伴
い

漁

業

　

補
償
と

し

て

与
え

ら

れ

た

漁
業

証
券
が

漁
協
の

事
業
に

投
入

さ

れ

ず
、

　

大
部
分

漁

民
へ

の

貸
付
と

い

う

名

目

で
、

漁
具

の

購
入
、

漁
船
の

修

　
理
、

乃
至

は

生

活
費
と

し

て

費
消
さ

れ

て

い

る

こ

と

が
、

漁
協
組
の

組

　

合
長
か

ら

聴
取

で

ぎ
た
9

現

在
（

三

十
一

年

七

月
）

八

郎
潟
全

体
の

漁

　

蜜
敬
は
一
二

F
戸
を

越

え

て

い

る
o

仂

近
藤
康
男

編
（

日

本
漁

業
の

経
済
構
造
）

百

四

十
六

貞

参
照

り

 
こ

こ

二
、

三

年

以

来
魚
行

商
だ

け

で

な

く
、

野
菜

、

果

実、

衣
類
、

雑

　

貨「
な

ど

の

行
卍

冏

へ

と

拡
大
し
、

ま

た

夏
期
に

お

い

て

は

キ

ャ

ソ

デ
ー

出

冗

　
り

と

な

っ

て

い

く
り

こ

の

こ

と

は

部
落
に

お

け

る

魚

行

商
と

そ

の

限
界

　
を

示

す
も

の

と

い

え

よ

う
9

四
、

社

会
構
造

と
長
欠

現
象

　

社
会
構
造
分
析
の

角
度
は
パ

ー

ス

ソ

ズ

 

の

い

う
よ

う
に

社

会
体
系
に

焦

点
づ

け
ら

れ
ね

ば

な
ら
ぬ

が
、

こ

こ

で

は

特
に

長
欠

現
象
と

の

連
関
に

お

い

て

学
童
に

期
待
さ

れ
る

行
動
の

唱
p二

雰
04

旨

だ

け
を

問
題
と

し

よ
う
9

　

野

村
部
落
の

も
つ

歴
史
的
に

規
定
づ

け
ら

れ
た

価
値
体
系
と

し

て

の

「

分

家
す
る

た

め

に

骨

身
惜
し

ま

ず
働
く．」

と

い

う
意
識
形
態
は
、

漁
家
に

お

け

る
三

つ

の

経

済
階
層
を
一

貫
し

て

流
れ

て

い

る

し
、

こ

の

部

落
に

生
き
る

限

り
当
然
の

も
の

と

し

て

そ
れ

が
部

落
脱
に

受
け
と

ら
れ

て

い

る
。

そ
し

て

部

落
内
に

存
在
す
る

ギ

な
集

団
と

し

て

漁

業

協
同
組

合

 

が

あ
る

が
、

こ

れ

一 89 一
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は

な
ん

ら
本
来
の

漁

協
の

機
能
を

果
し

て

い

る
と

は

い

え

な
い

。

漁
民
の

福

利
厚
生
や
漁

獲
物
の

販

売
、

漁
具
の

購
入
な

ど

の

事
業
を

行
5

の

で

は

な

く
、

単
に

町
役
場

や
県
の

水
産
課
か

ら
の

伝

達
、

調
査

事
項
を
下
講

負
す
る

の

が

せ

い

ぜ
い

の

と

こ

ろ

で

あ
る

．

ま
た

農

山
村
な
ど

に

み

ら
れ

る

青
年

団
や

婦

入

会
は
み

う
け
ら
れ

な
い

し
、

部
落
全
体
と

し
て

の

ま

と

ま

り

が

ぽ

な
は

だ

稀

薄
で

あ

る
り

例
え
ば

村
役
場
の

連
絡

員
が

区
長
と

呼
ば
れ

て

部
落
の

政
治

的

厦
点
に

位
置
し

て

い

る

地

域
が

農

山
村
に

お

い

て

多
く

見
受
げ
ら
れ

る

D

で

あ

る
が

、

こ

の

部
落

内
の

三

人
の

連
絡
員
（

左

十

才
代
二

人
、

二

十
五

才

一

人
）

は

実
質
的
に

町

役
場
と

の

連
絡
の

機
能
し

か

果
し
て

い

な

い

こ

と

に

よ
っ

て

も
、

部
落
の

ま
と

ま
り

の

稀
薄
さ

を

窺
え

る
Q

さ
き

に

こ

の

部
落
が
一

つ

の

血

縁
地

縁
集
団
で

あ
る

と

い

っ

た
が

、

そ
れ
は

強
固
な

紐
帯
に

よ
っ

て

結
び
つ

け

ら

れ
て

い

る

も
の

で

は
な

く
、

そ

こ

に

は

本
、

分
家

関

係
を

規
制
す
る

カ
の

存
在
が

認
め

ら
れ
な

い
。

以
上
の

よ
う
な

部

落
統
合
の

脆
弱
性
は

、

部
落

に

お

け
る

地
位

帰
属
の

規
準
に

よ
っ

て

結
果
さ
れ

た

も
の

で

あ

る
と

考

え
ら

れ

る
。

　

部
落
に

お

け

る

地

位
帰
属
の

規

準
は
年

令
で

あ

り
、

若
者
に

高
い

地

位
が

与
え
ら
れ

る
。

漁

協
及
び
農

協
の

役
員
や

町
会
議

員
は

三

十

才
か

ら

四
十
才

代
で

占
め

ら

れ
、

そ
の

経
済

的
位
置
は

部

落
内
で

上

位
を

占
め
、

舵−

寄
り

に

は
ほ

と

ん

ど

発
吾

の

機
会
が

与
え
ら

れ

て

い

な

い

。

そ

し
て

家
族
内
に

古
い

世
代
と

新
し

い

世
代
の

相

剋
が

あ

る

場
合
に

は

分
家
に

よ
っ

て

そ
れ
が

解
消
さ
れ

歴

業 以上

計

小学 校卒 譯

旧 学 　 旧学
制校 　制 中
中卒 　 中退

小学 校卒 業 以下

計

て

い

く
り

こ

れ
ら
の

着
い

世
代
−
青
壮

年
層
は

学

歴
や

経

験
に

よ
っ

て

部
落

内
で

高
い

地

位
を
占
め

る

の

で

は

な
く

し

て
、

ど

こ

ま

で

も
個
々

人
の

も
つ

労
働
力
の

高
さ
に

よ
っ

て

そ

れ
が

与
え

ら
れ
る

の

で

あ

る
。

そ
こ

で

は

労
働

力
の

有
無
が

絶
対
的
条

件
と

な
っ

て

い

る
。

ち

な

み

に

二

十

才
以
上

の

学

歴

を

検
討
し

て

み

る

と

（

第
十

表冖
）

、

旧

制
申
学

狡、

女
学

校
卒
業
者
は

わ

ず

か

六

人
で

あ

り、

そ

れ
は

雑
貨
商

、

専

業
農

家
、

味
噌
醤
油

製
造
業
の

家
庭

に

限
定
さ

れ
、

こ

れ

以
外
の

も
の

は

ほ

と

ん

ど

小

学
校
六

年

卒
で

、

さ

ら

に

小
学
校
申
退
乃

至
不

就
学
者
が
三

十
五

人
に

も
の

ぼ
っ

て

い

る
。

新
制

申
学

卒
業
生
の

動
向
を

み

て

も
（

第

十
一

表
）

、

上
級
学

校
進
学
者
は

男
女
あ

わ

（第 十 表）　 　挙

＼学 歴 1
露＼ ！
　 　 丶
令

層

2r）〜 2引

30〜 39

小 中 　 学
学 　 　 　な

校 退 　 歴 し

　　　
11

（，）マ、∴ ，）陪1∫DIll3

4。〜 ・91 （4） 1 （3） 2 （7） …
1 廴 　 11

5Q〜59 ラ （2）
1

（3） 5 （5） − 1− 　 − 1

耀
l

lΦ 2

籔 窃
i
二 三 …： i

・

．
11 （・） ・（1・圃 ；・ （・） 1 。）i・ （・）…

（十 一一表 ）

　　　　 （　）内 は 女子 の 人 数

新 制 申学卒 業生 の 動 向

，，；1，，墨
　 　　　　 　　　 （　）内数字 は 女 子 の 人 員

（昭 和 2「

p 年 3 月 よ り31年 3 月 ま で の 卒 業者 に っ い て

の 調 査 に よ る ）
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　 　 　　 　職 業形 態
上 級 学校進学

計

そ

の

他
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一
111111

．
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1
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＼
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ま
　　
ラ
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せ
て

わ

ず
か

十
七
人
で

、

部
落
内
総
卒
業
人

数

か

ら

す

れ
ば
一

割
に

す
ぎ

ず
、

そ
の

出
身
層
は

第
十
表
と

同
じ
で

あ
る

。

こ

れ
以

外
の

者
の

大

部
分
は

漁

夫
、

農

夫
、

杣
夫

、

土
工

の

出
稼
と

し

て

主
に

北
海
道
へ

と

流

れ

て

い

く
。

こ

と

に

高
校
卒
業
者
も
か

つ

て

長
欠
生

徒
で

あ
っ

た

人
々

の

群
に

ま
じ

っ

て

出
稼
に

出
て

い

る

と

い

う
現
況
か

ら
す

れ
ぱ

、

特
に

中
学

校
や

高
等
学

校
の

教
育
は

必
要
と

さ
れ

な

い
。

漁

協
役

員
や
町
議
な

ど

の

役
職
を
も

つ

人

々

は

す
べ

て

小
学
校
中
退
か

六

年
卒
業

者
で

あ

り
、

そ

し
て

町
会
議
員
の

家

庭
か

ら
さ

え

長
欠
生

徒
を

出
し

て

い

る
の

で

あ
る

、

こ

の

よ

う

に

学
校
教

育

よ
り

も
ま

ず
一

入
前
の

若

者
と

し
て

奇

酷
な

労
働
に

堪

え

得
る

こ

と

が

要

請

さ

れ
る

の

で

あ
る

。

　

部
落
に

お

け
る

出
稼
は

四

月
か

ら

八

月
ま

で

の

漁

閑
期
が

圧
倒
的
に

多

く
、

八

月
七
日
の

八
郎

潟
漁

業
の

解
禁
期
日

ま
で

に

は

帰
郷
す
る

。

一

般
に

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
山
村
に

お

け
る

出
稼
は

離
村

鞭

　

　

　

　

　
・

い

燕
鼕
と

・

て

い

・

30
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
が

 、

野

村
の

場

合
は

こ

れ
に

（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

反
し

部
落

内
分
家
の

た

め

の

手

率
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

段
と

し

て

考
え
ら
れ

て

い

る
。

席欠
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

の

よ
う
に

部
落
の

歴
史
的
に

朋

　

　

　

　

　

規

羣
れ
た

豢
へ

・

可

能

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

性
、

そ
し

て

そ
れ
を

実
現
す
る

剛

　

　

　

　

　

　

た

め

の

苛

酷
な

労
働
と

い

う

部

三

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

落
の

も
つ

く

巴
冖
δ
q。
矯

篝

雪
⇒

の

（
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
か

に

中
学
校
卒

業
生
は

投
げ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
こ

ま

れ
て

い

く
。

そ
し
て

そ
の

50
广
．
＿

＾ 　 〈　＿ 宰杢
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〆
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果 田

馳i

出　か せ ぎ

漁　　　 羂

％．450 　　7　　9　　9　　10　11　12　　、 2　 3

苛

酷
な

労
働
の

た

め

の

a
ω

9
覧
冒
 

と

し

て

小

学

校
時
代
か

ら、

特
に

中

学
校
に

な
ウ

て
 

層

は

げ
し
く

子

ど

も

た

ち

に

労
働
が
課
せ

ら

れ

て

い

く
、

こ

の

こ

と

は

第
三

図
に

よ
っ

て
、

い

か

に

部
落
内
の

仕

事
と

中

学
校
俊

徒
の

欠
席

率
が

相

関
関
係
に

お

か

れ

て

い

る

か

に

よ
っ

て

知
る

こ

と

が
で

き

よ
5
。

す
な

わ

ち
八

郎
潟
漁
業
の

解
禁
期
に

い

た

る

八

月
ま

で

は
、

部
落
の

労
働
人
口

は

出
稼
へ

と

流

出
し

て

い

く
の

で

あ
る

が
、

こ

の

時
期
の

農

事
に

中
学
生
が
か

り

だ
さ

れ
て

い

く
し

、

ま
た

十
月
の

盛
漁
期
に

は

部

落
の

労
働

力
の

大
部

分
が

八
郎

潟
漁

業、

魚
行
商
へ

と

投
じ
ら

れ
、

こ

こ

で

も
農

事
の

た
め

の

労
働
力
の

不

足
か

ら

顕

著
な

欠
席

現
象
を

呈
し

て

く
る
。

こ

こ

で

父

兄
が

子
ど

も
た

ち
に

期
待
す
る
入

間
像
は

「

よ

く

働
く
人
」

、

「

一

人

立
ち

し

て

い

け
る

人
」

も
し

く
は

「

暮
し

に

困
ら

ぬ

人
」

で

あ
っ

て
、

現
在

（

三

十
一

年
七

月
三

十
一

日
）

、

部
落
の

申
学
生

八

十
六

人

申、

そ

の

五

八

％
に

当
る

父
兄
の

も
つ

人

間
像
で

あ

る
。

　
こ

の

父
兄
の

も
つ

子
ど

も
た
ち

に

対
す
る

期
待
の

09

＃
の

量

が
部
落
の

経

済
階
層
の

な
か

に

ど

の

よ
5

に

長
期
欠
席
と

し

て

実
現
さ

れ
て

い

る

か

を

み

よ

う
。

い

ま

経

済
階
層
を

便
宜
上

固
定
資
産

税
と

町
民

税
と

の

組

合

せ

か

ら
、

上
、

申、

下、

の

三

つ

の

階
層
に

区
分
し
、

そ

れ
と

長
欠
と

の

関
係

を

み

た

の

が
第
十
二

表
で

あ

る
。

上
層
に

は

専

業
農
家

、

商
桑

、

加
工

業
、

及

び

動

力
船
層

、

無
動

力
船
層
の

数
戸
が

位
置
し
、

中
層
は

動
力

船
層、

無
動

力
船
層
の

大
部

分
で

占
め

て

い

る
、

ま

た

下
層

に

は

船
の

な
い

層
、

魚
行
商
、

目

雇、

出
稼
の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

が

位
観
し

て

い

る
）

こ

こ

で

中
層
が
も

っ

と

も

多
く
の

長
欠
生

徒
を
発

生
せ

し

め

て

い

る
。

こ

の

層
は

す
で

に

述
べ

た

よ
う

に

半
プ

卩

レ

タ

リ

ア

と

し

て

の

辛

農
半
漁

家
の

群
で

あ

り
、

も
っ

と

も

労
働
力
を
必

要
と

す
る

層
で

あ

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

こ

の

長
欠
現

象
を
理
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解
す
る

こ

と

が
で

き
る

。

彼
ら
は

過
激
な

労
働
力
を

投
入
し

な

け

れ
ば

、

農

業
、

漁

業、

の

両

方

か

ら

脱
落
し
て

い

く

不
安
定
な

階
層
で

あ
る

。

し

か

し
、

だ

か

ら
と

い

っ

て

上

層
が

必
ず
し

も

安

定
し
た

層
で

あ
る

と

い

う
こ

と

固定 資産税 に よ る 階層区分

A …… 10，
000円 以上

B …… 3
，
5eo〜 10， 000円

C − ・畳・・　200〜3
，
500円

D ……　 0

　 200円 以 上 の 平均 3 ，う00 円

町 民税 に ょ る 階 層区 分

a ……6 ，000 − ・24 ，000円

b …… 1，000 −・6 ，000円

c ……　 300〜 1，COO 円

d …… 　 　O

300円以 上 の 平 均 1，
000 円

（第十 二 豪）経済躍闇 と畏欠

長 欠 数層 1実 数階

6061　
　
12

8811　

　
33

上 儷
層
牋

43（55％）78計

18
−

2764

ア
つ

丿

匚
丿

n
／

3

2
　
　
　

　
　
　
　
00

・ ∫li
・18慧

92（71％）127Tt卜

60

厂
フ

τ

団
煽−
引
6、
91
、

　
　

2

下 ！9忌
層
需3

28（58％）48計

で

は

な

い
9

上

層
に

お

い

て

は

数
戸
の

専

業
農

冢、

加
工

業
、

商
業
を

除
け

ば

や
は

り
経
済

的
に

不

安
定
な
層
で

あ
り
、

中
層
よ

り
も

相
対

的
な

優

位
に

立

た
さ

れ
て

い

る

に

す
ぎ
な

い
り

下
層
は
こ

れ
ら
三

つ

の

層
に

反
し

農

業
漁

業
か

ら

追
い

出
さ

れ
た

層
で

、

そ
の

過
半
数
が

戦
後
の

分
家

、

外
地
か

ら

の

引

揚
げ

、

復
員
に

よ
る

人
口

が
こ

の

層
に

沈
滞
し
て

い

る
9

下
層
に

お

け

る

長

欠
の

直
接
的
な

原

因
は
、

家

庭
の

経
済
的
窮
迫
に

よ

っ

て

子
ど

も
た

ち

が

上
、

中

層
の

農

家、

漁

家
乃

至
加
工

業
者
に

雇
わ

れ
て

い

く
た

め

の

も
の

で

あ

る
。

し
か

し

そ
の

雇
傭
に

も
一

定
の

限

界
が

あ

り
、

こ

の

層
の

生

徒
を

す

べ

て

雇
う

わ
け

に

は

い

か

な
い

り

こ

の

点
に

中
層
と

比
較
し

て

相
対

的
な

長

欠
率
の

低
下
を
み

る

こ

と

が

で

き

る
の

で

あ
る

。

少
な

く
と

も

第
十
二

表
か

ら
い

え

る
こ

と

は
、

遣

つ

の

そ
れ

ぞ
れ

の

層
か

ら
長

欠
を
顕

著
に

発
生
せ

し

め

て

い

る
と

い

う
こ

と

か

ら
、

部
落
内
に

お

け
る

経

済
的
貧
富
の

差
に

ょ
っ

て

の

み

長
欠
現
象
を
理

解
す
る

こ

と
が
で

き
な
い

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

そ

れ
は

こ

の

部
落
の

歴
史
的
に

規
定
づ

け
ら

れ
た

部
落
構
造
か

ら
し

て

始
め

て

説
明
さ

れ
る
と

考
え
ら

れ
る
。

す
な

わ
ち

部
落
の

地

位
帰
属
の

墓
準
は
労
働

力
を
十

分
に

発

揮
で

ぎ

る

青
壮
年
層
に

あ

り
、

こ

の

基

準
ー
価
値
体
系
i
を

発
生
せ

し

め

た

の

は
、

部
落
に

お

け
る

分
家
の

可
能
性
で

あ
っ

て
、

こ

の

価

値
体
系
の

な

か

に

子
ど

も
た

ち
が

組
み

入

れ
ら

れ
て

い

く
と

こ

ろ

に

長
欠
の

発
生

を
み

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

あ
る

。

部
落
に

お

け
る

原
始
的
な

農
業

、

漁

業
も
し

く
は

出
稼
の

ゆ

え
に
、

部
落
民
に

と

っ

て

は

学

校
教
育
や

教
養
を

必
要
と

し

な

か
っ

た

の

で

あ

る
。

む
し

ろ

よ
り
高
い

学
校
教

育
を
う

け
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

苛
酷
な

労
働
に

対
す
る

忌

避
や
鋤
判
を
生

む
と

し

た

ら
、

部

落
民
の

生
活

を
破
局
に

陥
し
入

れ
な
い

と

も

限
ら

な
い

の

で

あ
る

。

こ

こ

に

わ

れ

わ

れ
は

野
村
部

落
に

お

け

る

長
欠
現
象
の

根
源
を

見

出
す
こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る

。

　
ま

た

戦
後
の

急
激
な

入
口

の

流
入

に

よ
り

部

落
内
分

家
の

可
能

性
を

減
少

さ
せ
、

部

落
の

歴
史
的
プ

ロ

セ

ス

か

ら

す
れ

ぽ
第
三

次
的
危
機
に

逢
着
し

て

い

る
り

特
に

こ

れ
ら
の

流
入

人
口

の

う

ち

行
商
層
が

部
落
の

歴
史
的
な

価
値
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