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本
市
は
、
広
島
県
東
部
に
位
置
す
る

人
口
47
万
人
の
中
核
市
で
あ
り
、
36
市

立
中
学
校
の
生
徒
数
は
、
１
万
１
８
２

９
人
（
Ｈ
23
・
５
・
１
現
在
）
で
あ
る
。

　
教
育
委
員
会
で
は
、
従
前
か
ら
武
道

の
指
導
力
向
上
を
目
的
と
し
た
教
員
研

修
を
年
１
回
行
っ
て
き
た
が
、
平
成
24

年
度
か
ら
の
中
学
校
新
学
習
指
導
要
領

の
全
面
実
施
に
向
け
て
、
更
に
、
平
成

21
年
度
に
、
全
日
本
剣
道
連
盟
発
行
の

『
剣
道
授
業
の
展
開
』
を
教
材
と
し
た

３
日
間
の
実
技
講
習
会
や
、
平
成
21
・

22
年
度
の
２
年
間
で
、
市
立
学
校
全
教

員
を
対
象
と
し
た
「
新
教
育
課
程
説
明

会
」
を
実
施
し
て
き
た
。

　
ま
た
、
文
部
科
学
省
「
中
学
校
武
道

必
修
化
に
向
け
た
地
域
連
携
指
導
実
践

校
事
業
」
を
、
平
成
21
年
度
に
は
、
済

美
中
学
校
と
加
茂
中
学
校
、
平
成
22
年

度
に
は
、
中
央
中
学
校
、
神
辺
西
中
学

校
、
千
年
中
学
校
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定

を
受
け
て
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
の

普
及
に
努
め
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
年
度
に
実
施
し

た「
中
学
校
保
健
体
育
科
に
お
け
る『
武

道
』
に
関
す
る
状
況
調
査
」
の
結
果
は
、

38
人
中
16
人
（
42
％
）
が
「
剣
道
の
指

導
に
不
安
が
あ
る
」
と
回
答
す
る
な
ど

の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
教
育
委
員
会
と
し
て
、
武
道

必
修
化
に
向
け
て
次
の
２
点
を
課
題
と

捉
え
、
取
り
組
ん
で
い
る
。

武
道
授
業

実
践
の
概
要
紹
介　
　
剣
道

　

福
山
市
教
育
委
員
会
は
、
来
年
度
か
ら
必
修
と
な
る
武
道
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
成
21

年
度
か
ら
文
部
科
学
省
の
学
校
体
育
振
興
事
業
「
中
学
校
武
道
必
修
化
に
向
け
た
地
域
連
携
指
導

実
践
校
」
の
委
託
を
受
け
、地
域
の
指
導
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
実
践
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

福
山
市
に
お
け
る
中
学
校

武
道
必
修
化
に
向
け
た
取
組

福
山
市
教
育
委
員
会

1

は
じ
め
に
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（
１
）
研
究
テ
ー
マ

　
新
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
た
単
元

計
画
の
作
成
と
指
導
の
あ
り
方
〜
地
域

の
剣
道
指
導
者
と
の
連
携
を
通
し
て
〜

（
２
）
単
元
指
導
計
画

　
３
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
指
導

を
行
う
た
め
、
各
学
年
８
時
間
を
配
当

し
た
単
元
指
導
計
画
を
作
成
し
、
授
業

を
行
っ
た
。

　・
地
域
の
武
道
指
導
者
を
活
用
し
た
指

導
体
制
の
構
築

　・
武
道
を
専
門
と
し
な
い
教
員
の
指
導

力
の
向
上

　
本
稿
で
は
、
中
央
中
学
校
に
お
け
る

地
域
の
剣
道
指
導
者
と
連
携
し
た
取
組

に
つ
い
て
報
告
す
る
。

（
３
）
第
３
学
年
の
授
業
内
容

【
ス
テ
ッ
プ
１
】

ア
　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン（
１
時
間
）

ね
ら
い
：
剣
道
の
歴
史
や
礼
儀
作
法
を

理
解
し
、道
具
の
名
称
を
知

る
。

　・
地
域
指
導
者
の
講
話
を
受
け
、
そ
の

内
容
を
資
料
に
ま
と
め
、
生
徒
に
配

付
す
る
と
と
も
に
体
育
館
の
入
口

に
掲
示
し
、
伝
統
的
な
行
動
の
仕
方

へ
の
意
識
を
高
め
た
。

　・
講
話
で
は
、
特
に
礼
儀
作
法
を
重
視

し
た
。
生
徒
も
授
業
始
め
だ
け
で
な

く
、
体
育
館
の
入
館
時
や
退
館
時
に

も
美
し
い
礼
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

2

中
央
中
学
校
で
の
実
践
研
究

黙想
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イ
　
足
さ
ば
き
、
素
振
り
、
打
ち
込
み

（
１
時
間
）

ね
ら
い
：
足
さ
ば
き
を
習
得
し
、
刃
筋

正
し
く
竹
刀
を
振
る
こ
と

が
で
き
る
。

　・
足
さ
ば
き
、
素
振
り
に
つ
い
て
は
、

全
体
で
の
説
明
の
後
、実
技
を
行
い
、

そ
の
際
、
地
域
指
導
者
と
教
員
と
で

個
別
に
指
導
を
行
っ
た
。

　・
手
と
足
の
動
き
を
合
わ
せ
る
こ
と
が

難
し
い
生
徒
が
い
た
が
、
個
別
に
指

導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど

の
生
徒
が
正
し
く
竹
刀
を
振
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ
　
防
具
の
着
脱
（
１
時
間
）

ね
ら
い
：
防
具
（
垂
れ
、
胴
、
手
拭
い
、

面
、
小
手
）
を
確
実
に
着
装

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　・
地
域
指
導
者
が
模
範
を
示
し
た
後
、

実
際
に
各
自
で
防
具
の
着
装
を
行

っ
た
。
地
域
指
導
者
と
教
員
と
で
個

別
に
指
導
を
行
っ
た
。

　・
垂
れ
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
生
徒
が

正
し
く
着
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
面
に
つ
い
て
は
一

人
で
正
し
く
着
け
ら
れ
る
生
徒
は

ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
二
人
組
で
着
け

る
よ
う
に
し
た
。
手
拭
い
に
つ
い
て

は
、
巻
く
方
法
と
折
っ
て
か
ぶ
る
方

法
と
二
通
り
指
導
し
た
。

エ
　
防
具
を
着
け
て
の
打
ち
込
み
稽
古

（
１
時
間
）

ね
ら
い
：
刃
筋
正
し
く
相
手
の
面
、
小

手
、
胴
を
打
つ
こ
と
が
で
き

る
。

　・
地
域
指
導
者
と
教
員
と
で
模
範
を
示

し
た
。
そ
の
際
、
打
ち
や
す
く
す
る

た
め
、受
け
手
の
動
き
も
説
明
し
た
。

　・
間
合
い
が
わ
か
ら
ず
、
有
効
な
打
突

が
で
き
て
い
な
い
生
徒
が
い
た
。
各

自
の
間
合
い
の
違
い
を
理
解
さ
せ

座礼入口の掲示

全体での素振り打ち込み

指導者による説明

一足一刀の間
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る
必
要
が
あ
っ
た
。

　・
受
け
る
側
が
不
必
要
に
動
い
て
し
ま

い
、
防
具
の
な
い
と
こ
ろ
を
打
た
れ

る
場
面
が
あ
り
、
受
け
る
側
の
動
き

に
つ
い
て
も
よ
り
細
か
く
指
導
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。

【
ス
テ
ッ
プ
２
】

ア
　
出
ば
な
技
・
払
い
技
・
引
き
技
の

稽
古
（
１
時
間
）

ね
ら
い
：
出
ば
な
小
手
、
払
い
面
、
払

い
小
手
、
引
き
小
手
が
正
確

に
で
き
る
。

　・
地
域
指
導
者
が
模
範
を
示
し
、
二
人

組
に
な
っ
て
行
っ
た
。

　・
出
ば
な
小
手
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

生
徒
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

引
き
小
手
に
つ
い
て
は
、
下
が
り
な

が
ら
打
つ
こ
と
が
難
し
く
、
指
導
に

時
間
を
要
し
た
。

打ち込み（面）

イ
　
応
じ
技
（
抜
き
技
、
返
し
技
、
す

り
上
げ
技
）
の
稽
古
（
１
時
間
）

ね
ら
い
：
面
抜
き
胴
、
面
返
し
胴
、
小

手
す
り
あ
げ
面
が
正
確
に

で
き
る
。

　・
模
範
を
行
う
際
、
竹
刀
さ
ば
き
の
素

早
さ
を
実
感
さ
せ
る
た
め
、
最
初
に

こ
れ
か
ら
何
を
行
う
の
か
生
徒
に

伝
え
ず
、
た
だ
本
気
で
打
っ
て
く
る

よ
う
に
指
示
し
、
打
っ
て
き
た
と
こ

ろ
に
応
じ
て
技
を
出
し
た
。
そ
の
竹

刀
さ
ば
き
の
素
早
さ
に
全
員
が
驚

く
と
と
も
に
、「
自
分
た
ち
も
で
き

る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
発
言

が
み
ら
れ
た
。

【
ス
テ
ッ
プ
３
】

試
合
（
２
時
間
）

ね
ら
い
：
試
合
の
行
い
方
や
ル
ー
ル
を

理
解
し
、
既
習
の
技
を
活
用

し
て
試
合
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　・
試
合
の
仕
方
や
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の

説
明
の
後
、
４
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
、
生
徒
の
審
判
で
、
試
合

を
し
た
。

　・
最
初
は
声
が
出
な
か
っ
た
り
、
思
い

切
っ
て
打
突
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
り
、
審
判
も
有
効
打
突
の
判

断
が
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
が
、
多

く
の
試
合
を
経
験
し
た
り
見
た
り

鍔ぜりあいから引き面

面抜き胴

面抜き胴
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す
る
こ
と
で
試
合
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。

　・
身
に
付
け
た
技
を
使
お
う
と
す
る
意

識
は
み
ら
れ
た
も
の
の
、
試
合
に
お

い
て
重
要
な
局
面
で
技
を
出
し
有

効
打
突
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
際
、
見
て
い
る
生
徒
か

ら
「
今
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
の
に
…
」

と
い
う
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
４
）
研
究
成
果

ア
　
単
元
指
導
計
画
に
つ
い
て

　・
単
元
全
体
を
見
通
し
た
計
画
を
立
て

て
指
導
す
る
こ
と
で
、
３
年
生
は
、

打
ち
込
み
等
の
基
本
動
作
か
ら
仕

掛
け
技
、
応
じ
技
へ
と
段
階
的
に
技

能
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
単
元

末
で
は
、
相
手
と
か
け
引
き
を
し
な

が
ら
真
剣
に
試
合
を
行
い
、
剣
道
に

対
す
る
関
心
や
学
習
意
欲
が
高
ま

っ
た
。

〔
生
徒
の
感
想
〕

　
剣
道
は
「
寒
い
」「
痛
い
」「
楽
し

く
な
い
」。
そ
れ
が
最
初
の
思
い
で

し
た
。
で
も
、
や
っ
て
い
く
う
ち
に

す
ご
く
楽
し
い
と
い
う
こ
と
に
気

付
き
ま
し
た
。
高
校
へ
行
っ
て
も
剣

道
が
し
て
み
た
い
で
す
。

　・
挨
拶
を
共
通
メ
ニ
ュ
ー
に
位
置
付
け

て
繰
り
返
し
指
導
を
行
う
こ
と
で
、

礼
儀
作
法
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、
相

手
を
尊
重
す
る
態
度
を
身
に
付
け

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

〔
生
徒
の
感
想
〕

　
剣
道
で
一
番
学
ん
だ
こ
と
は
「
礼

儀
」
で
す
。
道
場
（
体
育
館
）
に
入

る
と
き
に
礼
、
授
業
の
始
め
に
礼
、

終
わ
り
に
礼
、
稽
古
中
も
礼
、
ど
れ

も
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。

イ
　
地
域
の
剣
道
指
導
者
と
の
連
携
に

つ
い
て

　・
教
員
が
地
域
指
導
者
の
専
門
性
を
活

か
し
た
指
導
に
直
接
触
れ
る
こ
と

で
、
剣
道
の
歴
史
、
礼
法
、
着
装
、

基
本
動
作
か
ら
試
合
に
至
る
ま
で

の
技
や
そ
の
段
階
的
指
導
方
法
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
指
導
力
の
向
上

に
つ
な
が
っ
た
。

　・
事
業
終
了
後
も
特
別
非
常
勤
講
師
と

し
て
地
域
指
導
者
を
活
用
し
た
授

業
を
行
う
。

試合

立礼～蹲踞

（
１
）
地
域
の
武
道
指
導
者
を
活
用
し

た
指
導
体
制
の
構
築

　・
武
道
（
剣
道
、
柔
道
等
）
連
盟
や
警

察
署
等
と
連
携
し
て
、
各
学
校
が
地

域
人
材
を
活
用
で
き
る
体
制
を
整

備
す
る
。

（
２
）
武
道
を
専
門
と
し
な
い
教
員
の

指
導
力
の
向
上

　・
保
健
体
育
科
担
当
教
員
が
自
信
を
持

っ
て
指
導
で
き
る
よ
う
、
力
量
に
応

じ
た
実
技
講
習
会
等
、
研
修
の
場
を

設
定
す
る
。

　・
市
中
学
校
保
健
体
育
研
究
会
と
連
携

し
、
積
極
的
な
武
道
の
授
業
の
公
開

や
普
段
の
授
業
参
観
が
で
き
る
仕

組
み
を
つ
く
る
。

　・
各
校
が
武
道
必
修
化
に
向
け
て
円
滑

に
移
行
で
き
る
よ
う
、
新
学
習
指
導

要
領
に
対
応
し
た
シ
ラ
バ
ス
モ
デ

ル
を
作
成
・
提
示
す
る
。

3

教
育
委
員
会
の
今
後
の
取
組




