
人
口
流
出
に
よ
っ
て
地
方
経
済
の
疲
弊
は
年
々

深
刻
の
度
を
増
し
て
い
る
。
現
状
を
放
置
す
れ
ば
、

日
本
の
農
村
は
櫛
の
歯
が
欠
け
た
よ
う
に
寂
れ
、

そ
の
機
能
と
美
し
い
風
景
は
今
後
数
十
年
で
失
わ

れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
自
民
党
の
地
方
創

生
政
策
は
こ
う
し
た
地
方
の
不
安
を
た
ぐ
り
寄
せ
、

中
央
主
導
の
開
発
主
義
、
自
治
体
統
廃
合
、
農
業

の
集
約
化
と
規
模
拡
大
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
地
域
研

究
に
は
、
地
方
衰
退
の
原
因
を
市
場
開
放
、
貿
易

自
由
化
の
推
進
に
求
め
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
。
私

に
は
、
保
守
派
の
見
解
は
誤
り
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ

ル
派
の
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

現
在
の
政
府
の
地
方
創
生
政
策
を
見
極
め
、
真

の
地
方
再
生
を
展
望
す
る
た
め
に
は
、
地
方
経
済

衰
退
の
構
図
を
つ
か
み
、
代
替
案
を
練
る
必
要
が

あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

Ⅰ

地
方
衰
退
の
原
因
は
な
に
か
？

―
低
い
農
業
所
得

地
方
衰
退
の
原
因
を
市
場
開
放
に
求
め
る
リ
ベ

ラ
ル
派
の
判
断
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
貿
易
自
由

化
を
食
い
止
め
、
食
料
自
給
率
を
高
め
れ
ば
現
在

の
地
方
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
解
決
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
正
し

い
で
あ
ろ
う
か
。

二
〇
一
五
年
の
日
本
の
農
業
就
業
人
口
は
非
販

売
農
家
（
自
給
の
た
め
の
経
営
）
も
含
め
て
二
〇
九

万
人
で
、
ほ
と
ん
ど
が
世
帯
単
位
で
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
総
人
口
比
率
で
わ
ず
か
二
％
で
あ
り
、

そ
れ
が
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
の
自
給
率
四
〇
％
弱

を
満
た
し
て
い
る
。
食
料
自
給
率
を
引
き
上
げ
、

ア
メ
リ
カ
言
い
な
り
の
市
場
開
放
を
阻
止
す
る
こ

と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
貿
易
自
由
化
の
圧
力

を
跳
ね
返
し
、
食
料
自
給
率
を
た
と
え
ば
ド
イ
ツ

並
み
に
七
〇
％
に
引
き
上
げ
た
と
し
て
も
、
単
純

に
計
算
す
れ
ば
農
業
就
業
人
口
は
四
〇
〇
万
人
程

度
、
人
口
比
四
％
ほ
ど
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ

ろ
う
。
農
村
か
ら
の
人
口
流
出
は
せ
い
ぜ
い
五
～

一
〇
年
前
の
水
準
に
ひ
と
ま
ず
戻
る
程
度
で
、
さ

ら
に
生
産
性
が
伸
び
れ
ば
、
や
は
り
人
口
流
出
は

続
く
と
予
想
さ
れ
る
。
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地
方
の
人
口
減
少
と
「
都
心
回
帰
」
が
進
行
し
て
い
る
。
地
方
と
農
村
の
現
状
を
放
置
す
れ

ば
、
農
業
の
多
面
的
機
能
は
失
わ
れ
、
景
観
は
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
人
口
減
少
の

そ
も
そ
も
の
原
因
は
何
か
、
根
本
的
な
対
策
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
こ
の
問
題
を
戦
後
の
歴
史

的
経
緯
に
即
し
て
考
察
す
る
。



地
方
の
衰
退
は
農
業
所
得
が
相
対
的
に
低
い
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
収
穫
量
で
見
た
農
業
生

産
性
は
長
期
的
に
見
て
目
覚
ま
し
く
高
く
な
っ
て

い
る
（
注
１
）
。
し
か
し
と
い
う
べ
き
か
、
だ
か
ら

こ
そ
と
い
う
べ
き
か
、
農
業
で
は
慢
性
的
に
「
豊

作
貧
乏
」
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
農
産
物
需
要

は
価
格
弾
力
性
が
低
い
（
価
格
が
下
が
っ
て
も
販
売

量
は
そ
れ
ほ
ど
増
え
な
い
）
た
め
、
付
加
価
値
で
み

た
農
業
生
産
性
は
製
造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
と
比
べ

て
い
っ
そ
い
う
低
く
な
る
。
こ
れ
が
相
対
的
な
農

業
所
得
停
滞
の
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
（注
２
）
。

日
本
の
農
業
が
十
分
な
就
労
人
口
、
世
帯
数
を

保
持
で
き
な
い
低
所
得
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
戦
後
早
い
時
期
か
ら
農
業
経
済
学
者

が
指
摘
し
て
い
た
（
注
３
）
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
れ

を
根
拠
に
人
口
の
都
心
へ
の
移
動
を
促
進
す
べ
き

だ
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
高
度
成
長
期
以

降
、
農
村
か
ら
の
人
口
流
出
政
策
を
理
論
的
に
裏

付
け
た
。
実
際
に
一
九
六
〇
年
代
初
頭
ま
で
三
五

〇
〇
万
人
前
後
を
維
持
し
て
い
た
販
売
農
家
の
世

帯
員
数
は
そ
の
後
減
少
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
六

九
〇
万
人
と
五
分
の
一
と
な
っ
た
。
し
か
し
皮
肉

な
こ
と
に
、
農
家
の
低
所
得
を
是
正
す
る
は
ず
の

経
済
学
者
た
ち
の
政
策
は
、
農
業
人
口
の
過
度
の

減
少
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
教
育
、
医
療
、
小
売

り
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
地
方
経
済
全
体
の
需
要
の
喪

失
を
導
き
、
農
村
の
衰
退
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
。

Ⅱ

日
本
農
業
の
国
際
競
争
力
は
低
い
か
？

「
農
業
所
得
が
低
い
」
と
い
う
経
済
学
者
た
ち

の
見
方
は
、
「
日
本
の
農
家
は
土
地
の
集
約
化
と

規
模
拡
大
を
つ
う
じ
て
国
際
競
争
力
を
高
め
よ
」

と
い
う
結
論
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
、
貿
易
自
由
化
論

の
主
張
と
も
結
び
つ
い
た
。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
所
得
で
み

た
農
家
の
生
産
性
は
確
か
に
低
い
が
、
物
的
な
生

産
性
で
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
い
ま

コ
メ
を
例
に
と
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
メ
の
価
格

は
一
俵
（
六
〇
キ
ロ
）
あ
た
り
六
〇
〇
〇
円
で
、

日
本
の
コ
メ
は
一
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。
こ
れ

だ
け
を
み
る
と
ア
メ
リ
カ
の
生
産
性
は
高
く
て
、

日
本
は
低
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
平
均
作

付
面
積
で
い
う
と
、
日
本
は
一
・
五
か
ら
二
・
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ

カ
は
一
八
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
一
〇
〇
倍
を
超
え
て

い
る
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
至
っ
て
は
三
〇
六
八
ヘ

ク
タ
ー
ル
と
さ
ら
に
大
規
模
で
あ
る
）
。
こ
う
し
た

規
模
の
格
差
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較

で
わ
ず
か
二
倍
半
程
度
と
い
う
価
格
差
は
小
さ
い
。

そ
の
理
由
は
、
農
業
は
集
約
化
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
機
械
化
の
た
め
の
経
費
が
か
か
り
、
採
算
が

合
わ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
農

業
で
は
、
「
規
模
の
経
済
」
（
生
産
の
規
模
が
大

き
く
な
る
と
単
位
当
た
り
の
コ
ス
ト
が
低
下
し
、
収
益

が
高
ま
る
と
い
う
作
用
）
が
働
き
に
く
い
の
で
あ
る
。

規
模
が
大
き
く
な
る
と
巨
大
な
コ
ン
バ
イ
ン
、
ト

ラ
ク
タ
ー
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
、
設
備
投
資
が
巨

額
に
上
る
。
世
界
で
も
っ
と
も
大
規
模
な
部
類
の

ア
メ
リ
カ
の
農
家
が
補
助
金
な
し
に
成
り
立
た
な

い
と
い
う
皮
肉
な
現
象
は
こ
こ
か
ら
起
こ
る
。
農

業
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
セ
ク
タ
ー
な
の
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
の
農
家
は
小
規
模
だ
か
ら
こ
そ
な
ん
と
か

や
っ
て
い
け
る
の
だ
。

「
そ
れ
に
し
て
も
市
場
価
格
で
は
ア
メ
リ
カ
の

方
が
安
い
な
ら
、
そ
ち
ら
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
い

か
」
と
経
済
学
者
た
ち
は
い
う
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
農
業
補

助
金
の
額
は
、
年
間
一
〇
〇
億
ド
ル
か
ら
多
い
年

に
は
二
〇
〇
億
ド
ル
と
莫
大
で
あ
る
（
注
４
）
。
さ

ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
穀
物
価
格
に
は
そ
の
生
産
が

持
続
可
能
で
あ
る
た
め
の
コ
ス
ト
も
含
ま
れ
て
い

な
い
（
注
５
）
。
こ
れ
ら
〈
見
え
な
い
コ
ス
ト
〉
を
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計
算
す
る
と
現
時
点
で
も
日
本
の
穀
物
が
ア
メ
リ

カ
よ
り
高
い
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
市
場
の
価

格
は
現
時
点
で
の
〈
見
え
る
コ
ス
ト
〉
の
優
劣
を

示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
ア
メ
リ

カ
の
方
が
安
い
。
し
か
し
、
将
来
的
に
、
た
と
え

ば
二
〇
年
後
、
五
〇
年
後
、
ア
メ
リ
カ
の
農
産
物

が
現
状
の
価
格
で
供
給
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
な
ん
の
保
証
も
な
い
。
農
地
と
い
う
の
は
一

度
耕
作
を
止
め
て
し
ま
え
ば
、
工
業
製
品
と
ち
が
っ

て
生
産
再
開
に
大
変
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
、

そ
の
と
き
に
な
っ
て
日
本
の
田
畑
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
し
て
も
難
し
い
（注
６
）
。

Ⅲ

戦
後
地
方
の
事
実
上
の
「
所
得
保
障
」

―
農
地
改
革
か
ら
「全
国
総
合
開
発
計
画
」へ

戦
後
、
日
本
農
家
の
生
活
を
支
え
て
き
た
の
は
、

戦
後
改
革
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
農
地
改
革

に
よ
る
自
作
農
体
制
と
、
高
度
成
長
期
以
降
の
国

土
開
発
に
よ
り
地
方
に
分
散
的
に
配
置
さ
れ
た
産

業
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
地
方
の
所
得
を
支
え
た

そ
の
二
つ
の
柱
が
と
も
に
い
ま
揺
ら
い
で
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
戦
後
日
本
は
農
地
改
革
に
よ
っ

て
改
革
前
に
全
耕
地
の
お
よ
そ
半
分
に
及
ん
だ
小

作
地
を
国
が
買
い
取
り
、
耕
地
全
体
の
約
三
分
の

一
に
相
当
す
る
一
九
四
万
町
歩
の
土
地
を
分
割
し
、

農
家
一
件
当
た
り
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
安
価
で
買
い

取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
民
の
土
地
所
有
権
を

確
立
し
た
。
つ
ま
り
政
府
は
、
土
地
所
有
権
の
分

与
に
よ
っ
て
農
民
の
耕
作
権
を
守
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
農
家
の
所
得
を
保
障
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
農
地
改
革
の
原
案
を
つ
く
っ
た
Ｇ
Ｈ

Ｑ
側
の
中
心
人
物
は
、
農
政
学
者
ウ
ォ
ル
フ
・
ラ

デ
ジ
ン
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
耕
作
す
る
農

民
こ
そ
が
土
地
を
所
有
す
べ
き
で
あ
り
、
農
民
の

耕
作
権
の
保
障
は
日
本
の
民
主
主
義
的
再
生
の
基

盤
と
な
る
と
考
え
た
。
ラ
デ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
小
農

育
成
論
は
農
村
の
保
守
勢
力
を
温
存
す
る
も
の
と

し
て
、
当
時
左
派
か
ら
さ
か
ん
に
そ
の
不
徹
底
さ

を
追
及
さ
れ
た
（
注
７
）
。
し
か
し
彼
の
政
策
は
反

共
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
ロ
シ
ア
革
命
後
、
農
民

に
土
地
を
与
え
た
当
初
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
政
策
が

そ
の
後
の
農
業
集
団
化
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
大

き
な
災
い
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
改
革
の
結
果
、
農
業
生
産
は
急
激
に
増
加

し
、
農
業
生
産
指
数
で
み
る
と
一
九
五
五
年
か
ら

六
五
年
ま
で
ほ
ぼ
四
％
程
度
で
拡
大
し
続
け
、
食

用
農
産
物
の
自
給
率
は
一
九
六
一
年
に
八
八
％
と

な
っ
た
。
五
〇
年
代
半
ば
に
一
農
家
当
た
り
の
可

処
分
所
得
は
戦
前
よ
り
も
五
〇
％
多
く
な
り
、
農

外
所
得
も
増
え
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
「
貧

農
は
消
え
た
」
（
暉
峻
衆
三
氏
）
と
い
わ
れ
る
有

史
以
来
初
の
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
。
約
五
割
が

農
村
人
口
で
あ
っ
た
当
時
の
状
況
か
ら
し
て
、
農

地
改
革
は
日
本
の
歴
史
上

大
の
所
得
保
障
政
策

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
事
態
は
い
く
つ
か
の
点
で
農
地
改
革
の

制
度
設
計
者
た
ち
の
予
想
を
超
え
て
展
開
し
た
。

一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
高
度
成
長
は
工
業
化

と
都
市
化
を
引
き
起
こ
し
、
巨
大
都
市
へ
の
人
口

集
中
を
も
た
ら
し
た
。
地
方
の
人
口
減
少
が
進
み
、

「
地
域
格
差
の
是
正
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
九
五
七
年
か
ら
六
〇
年
に
か
け
て
各
地
の

開
発
促
進
法
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
六
二
年
に
は

「
全
国
総
合
開
発
計
画
」
（
旧
全
総
）
が
決
定
さ

れ
、
「
拠
点
開
発
方
式
」
で
開
発
が
一
挙
に
進
ん

だ
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
公
害
問
題

の
深
刻
化
や
、
大
都
市
圏
の
過
密
問
題
が
明
ら
か

に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
一
九
六
九

年
の
「
新
全
総
」
、
田
中
角
栄
の
「
日
本
列
島
改

造
論
」
、
一
九
七
四
年
の
「
三
全
総
」
と
開
発
路

線
は
つ
づ
い
た
。
こ
れ
ら
は
過
疎
の
問
題
を
抱
え

た
地
方
か
ら
の
要
求
に
こ
た
え
た
も
の
で
も
あ
り
、

戦
後
農
政
が
そ
の
後
の
農
産
物
の
過
剰
供
給
と
農

村
人
口
の
過
剰
化
に
適
応
で
き
な
い
こ
と
へ
の
対

応
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
開
発
と

公
共
投
資
が
地
方
の
新
た
な
所
得
保
障
と
な
っ
た
。

そ
の
間
、
農
政
は
、
「
農
業
基
本
法
」
（
一
九

六
一
年
）
に
よ
っ
て
、
農
地
の
集
約
化
と
農
家
の

規
模
拡
大
に
舵
を
き
っ
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
基

本
法
農
政
」
は
、
兼
業
化
に
よ
る
農
業
所
得
の
依

存
度
の
低
下
と
小
規
模
農
家
の
離
農
に
よ
っ
て
農
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地
の
流
動
化
が
進
む
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
農
地
に
対
す
る
農
家
の
執
着
心
は
強
く
、

農
地
の
集
約
と
規
模
拡
大
は
想
定
ど
お
り
に
は
進

ま
な
か
っ
た
（注
８
）
。

そ
れ
以
降
、
現
在
ま
で
、
行
き
づ
ま
っ
た
地
方

政
策
、
農
政
に
対
し
て
、
国
は
た
だ
た
ん
に
地
方

交
付
金
と
公
共
事
業
、
地
方
の
土
木
事
業
に
よ
っ

て
対
応
す
る
と
い
う
構
図
が
つ
づ
い
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
場
当
た
り
的
な
対
応
は
、
国
や
官
僚
こ

そ
が
農
地
改
革
の
シ
ス
テ
ム
に
代
わ
る
有
効
な
地

方
と
農
村
づ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
い
だ
せ
て
い

な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
現

在
の
自
民
党
の
支
離
滅
裂
な
地
方
政
策
や
農
政
は
、

戦
後
の
地
方
支
配
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
の
原
因
と
い

う
よ
り
は
結
果
へ
の
対
応
と
い
え
る
。

Ⅳ

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
に
よ
る
地
方
再
生

農
業
が
若
い
世
代
を
支
え
る
に
十
分
な
所
得
を

生
み
出
せ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
消
費
生

活
の
高
度
化
に
伴
う
生
活
必
要
経
費
は
増
大
す
る

ば
か
り
で
あ
る
。
農
家
は
ま
す
ま
す
農
外
所
得
や

農
地
の
転
用
に
依
存
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
地
方
の
深
刻
な
悩
み
へ
の
対

策
と
し
て
、
各
々
の
地
方
の
独
自
性
を
生
か
し
た

特
産
品
、
観
光
資
源
、
産
業
誘
致
の
促
進
な
ど
が

提
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
ど
こ
の
地
方

で
も
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
先
進

的
な
事
例
が
増
え
た
と
し
て
も
、
他
の
地
方
と
競

合
す
れ
ば
相
互
に
市
場
を
食
い
あ
う
こ
と
に
な
り
、

独
自
の
付
加
価
値
は
失
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
人

口
流
出
の
大
き
な
流
れ
を
止
め
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
す
で
に
み
た
と
お
り
、
そ
れ
は
な
に
よ
り

も
人
口
減
少
の
原
因
と
か
み
合
っ
て
い
な
い
（注
９
）
。

農
業
が
機
械
化
を
進
め
、
か
つ
そ
の
所
得
が
逓

減
的
で
あ
る
限
り
、
何
ら
か
の
外
生
的
な
支
え
が

な
け
れ
ば
、
農
村
に
人
が
住
み
続
け
る
こ
と
に
は

限
界
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
国
の
ち
が
い
や
土
地

の
所
有
形
態
の
ち
が
い
と
は
か
か
わ
ら
な
い
法
則

的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
産
業
と
し
て
自
立

し
う
る
農
業
」
（
農
政
審
議
会
）
と
は
形
容
矛
盾

で
あ
り
、
一
種
の
観
念
的
な
精
神
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
地
方
の
リ
ス
ト

ラ
、
整
理
縮
小
案
が
あ
か
ら
さ
ま
に
出
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
民
間
の
調
査
機
関
の
レ
ポ
ー
ト
に
あ
る

次
の
よ
う
な
論
調
は
今
や
主
流
で
あ
る
。

「
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
、
全
て
に
余
裕
が
な
い

小
規
模
自
治
体
に
地
域
活
性
化
を
委
ね
て
も
、
持

続
可
能
な
地
域
へ
の
変
貌
は
難
し
い
。
し
た
が
っ

て
、
人
口
が
減
少
す
る
小
規
模
自
治
体
を
含
む
広

域
を
カ
バ
ー
す
る
組
織
、
た
と
え
ば
、
都
道
府
県

な
ど
の
単
位
で
地
域
活
性
化
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
人
口
集
積
に
向
け
た
政
策
、

具
体
的
に
は
都
道
府
県
な
ど
の
単
位
の
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
化
を
強
力
に
進
め
る
た
め
、
小
規
模
自

治
体
か
ら
大
都
市
へ
の
移
住
政
策
を
よ
り
検
討
し

て
い
く
べ
き
だ
」
（注
10
）

小
規
模
の
市
町
村
は
つ
ぶ
し
て
都
道
府
県
の
中

核
的
大
都
市
に
人
口
を
集
め
れ
ば
、
そ
こ
で
高
齢

者
の
医
療
・
福
祉
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
な
ど
経
済

効
果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
レ
ポ
ー

ト
の
筆
者
は
、
「
人
口
減
少
都
市
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
」
と
表
現
し
て
い
る
。
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
と

は
終
着
駅
を
意
味
す
る
。

戦
後
、
地
方
と
農
業
は
農
地
改
革
か
ら
国
土
開

発
へ
と
列
車
を
乗
り
換
え
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ

で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
こ
れ
か
ら
は
い
く

ら
待
っ
て
も
乗
り
継
ぎ
の
便
は
き
ま
せ
ん
よ
」

「
こ
こ
か
ら
は
レ
ー
ル
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
の
人
々
の
「
大

都
市
」
へ
の
移
住
を
軽
々
に
考
え
、
地
方
が
存
在

す
る
こ
と
自
体
の
多
面
的
な
役
割
を
考
慮
し
な
い

一
種
の
棄
民
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
に
対
す
る
政
策
は
、
そ
の

存
続
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
保
障
す
る
か
、
あ
る

い
は
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
か
、
こ
の
「
二
つ
の

道
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
自
治
体
消
滅

も
ひ
と
つ
の
「
道
」
で
あ
れ
ば
の
話
で
あ
る
が
）
。

で
は
こ
の
存
続
を
可
能
に
す
る
方
策
は
あ
る
だ

ろ
う
か
。
唯
一
考
え
ら
れ
る
の
は
、
所
得
保
障
に

よ
っ
て
地
方
を
支
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
型
の
普
遍
的
な
所
得
保
障
に
よ
っ
て
、

農
業
の
多
面
的
機
能
を
保
持
し
、
人
々
が
地
方
に

住
み
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
と
は
、
す
べ
て
の
社
会

成
員
に
対
し
て
基
礎
的
な
生
活
を
支
え
る
た
め
の

低
限
の
所
得
保
障
を
無
条
件
的
給
付
の
か
た
ち

で
お
こ
な
う
制
度
で
あ
り
、
既
存
の
社
会
保
障
制

度
に
対
す
る
代
替
戦
略
の
根
幹
で
あ
る
（
注
11
）
。

大
人
一
人
、
月
額
六
万
円
か
ら
一
〇
万
円
ぐ
ら
い

の
給
付
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
安
定
的
な

現
金
収
入
に
よ
っ
て
人
々
が
地
方
に
住
み
つ
づ
け

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
は
既
存
の
生

活
保
護
給
付
と
異
な
り
、
他
の
収
入
源
が
あ
っ
て

も
受
給
可
能
で
あ
る
た
め
追
加
的
な
労
働
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
排
除
し
な
い
（注
12
）
。

従
来
型
の
公
共
事
業
は
、
地
方
に
と
っ
て
は
、

外
生
的
な
一
過
性
の
需
要
で
あ
り
、
し
か
も
大
規

模
な
事
業
ほ
ど
中
央
の
大
手
業
者
が
受
注
し
、
地

方
経
済
へ
の
波
及
効
果
が
弱
い
。
い
わ
ば
「
羽
根

の
生
え
た
需
要
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
公
的
支
出
は
莫
大
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
地
方
の

購
買
力
を
高
め
、
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
。

つ
ま
り
「
根
の
生
え
た
需
要
」
で
あ
る
。
地
方
の

産
業
に
直
接
的
な
需
要
を
も
た
ら
し
、
地
方
の
内

部
で
購
買
力
が
循
環
す
る
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
ま
た
都
市
か
ら
地
方

へ
の
移
住
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
多
く
の

農
家
で
は
高
齢
者
が
年
金
収
入
を
支
え
に
農
業
を

続
け
て
い
る
が
、
定
期
的
な
現
金
収
入
の
保
障
は

若
い
人
々
に
も
地
方
で
の
農
業
そ
の
他
の
経
済
活

動
に
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
逆
に
、
そ

の
こ
と
が
都
心
の
過
密
を
緩
和
す
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。
こ
れ
が
農
家
向
け
の
「
個
別
所
得
保
障

制
度
」
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
所
得
保
障
制
度
に

よ
っ
て
、
地
方
と
農
家
は
中
央
の
政
策
的
さ
じ
加

減
に
依
存
し
な
い
新
た
な
地
域
共
同
体
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
。
「
従
わ
ざ
る
も
の
食
う
べ
か
ら

ず
」
か
ら
「
従
わ
な
く
て
も
食
え
る
」
と
い
う
真

の
地
方
自
治
の
土
台
が
で
き
る
。
日
本
の
小
さ
な

水
田
に
は
、
き
れ
い
な
水
、
酸
素
供
給
、
保
水
効

果
に
よ
る
河
川
の
氾
濫
防
止
、
地
下
水
の
涵
養
、

生
態
系
の
維
持
と
い
っ
た
市
場
で
の
経
済
計
算
の

枠
を
超
え
た
外
部
的
効
果
が
あ
り
、
そ
れ
は
千
年

以
上
も
維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
地
域
の

独
自
の
文
化
や
都
市
住
民
の
緊
張
を
緩
和
す
る
と

い
っ
た
今
日
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
機
能
を
将
来

に
残
す
た
め
に
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
に
よ
っ

て
人
が
地
方
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

む
す
び
―
河
上
肇
『日
本
尊
農
論
』

経
済
学
者
・
河
上
肇
は
、
一
九
〇
五
年
に
『
日

本
尊
農
論
』
を
著
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
農
業
の

経
済
的
、
軍
事
的
、
社
会
的
有
用
性
に
つ
い
て
詳

述
し
、
農
業
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

農
業
と
農
家
を
保
護
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た

（
注
13
）
。
国
権
的
風
潮
の
強
い
当
時
の
時
勢
柄
、

強
兵
に
こ
と
よ
せ
て
で
は
あ
る
が
、
当
時
人
口
の

七
割
弱
を
占
め
た
農
家
の
窮
状
を
訴
え
る
河
上
の

ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
姿
勢
は
の
ち
の
『
貧
乏
物
語
』
に

先
が
け
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
経
済
学
が
い
う

国
際
分
業
論
に
従
い
一
国
が
過
度
に
商
工
業
に
特

化
し
、
農
業
を
軽
ん
じ
る
こ
と
に
警
鐘
を
な
ら
し

た
。
い
ま
で
あ
れ
ば
河
上
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
身
を
挺
し

て
反
対
し
た
で
あ
ろ
う
。

河
上
が
そ
の
な
か
で
「
経
済
上
以
外
よ
り
見
た

る
農
業
保
全
の
利
益
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
あ
る
。

「
蓋
し
田
舎
の
地
が
健
康
に
適
し
其
の
長
寿
に

宜
し
き
所
以
は
必
ず
し
も
少
な
か
ら
ず
。
第
一
に

空
気
用
水
の
点
に
付
て
考
ふ
る
に
、
都
会
と
田
舎

と
は
到
底
同
日
の
談
に
あ
ら
ず
」

こ
れ
は
、
今
日
の
研
究
者
が
「
農
業
の
多
面
的

機
能
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
相
当
す
る
（注
14
）
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
彼
は
農
村
か
ら
都
市
へ
の

過
度
の
人
口
流
出
を
憂
慮
し
て
い
る
。

前
世
紀
初
頭
、
河
上
は
農
業
の
技
術
導
入
と
生

産
性
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
戦
後
改
革
期
に
お
い
て

ラ
デ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
農
民
の
土
地
所
有
権
の
保
障

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
農
家
の
擁
護
を
訴
え
た
。

現
段
階
で
そ
の
課
題
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
に

よ
る
普
遍
的
所
得
保
障
を
つ
う
じ
て
成
し
遂
げ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
は
、
明
治
期
の
日
本

の
農
民
運
動
を
革
命
性
と
保
守
性
を
併
せ
も
つ

「
双
面
神
」
（
ヤ
ヌ
ス
）
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
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（
注
15
）
。
「
革
命
性
」
と
い
う
こ
と
を
今
日
的
に

ど
の
よ
う
に
い
い
表
せ
ば
よ
い
か
は
難
し
い
が
、

そ
れ
が
根
元
的
な
変
革
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
に
よ
っ
て
耕
作
権
の
み
な

ら
ず
、

終
的
な
生
存
権
の
保
障
を
求
め
る
こ
と

に
は
十
分
に
根
元
的
な
意
味
が
あ
る
。
根
元
的
な

要
求
の
実
現
の
仕
方
は
つ
ね
に
屈
折
し
て
い
る
。

戦
時
下
に
お
い
て
、
日
本
の
農
民
は
耕
作
権
の
確

立
を
目
指
し
て
た
た
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
当
時
に

お
い
て
は
遠
い
夢
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
農

民
の
要
求
は
戦
時
下
の
弾
圧
の
下
に
あ
っ
て
さ
え
、

一
部
の
官
僚
や
政
治
家
の
意
思
を
通
し
て
状
況
に

働
き
か
け
た
（注
16
）
。
そ
し
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
蓄
積
が

終
的
に
は
戦
後
農
地
改
革
の
原
動
力

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

農
家
の
多
く
が
依
然
と
し
て
自
民
党
を
支
持
す

る
理
由
は
、
合
理
的
な
代
替
案
が
見
い
出
せ
な
い

た
め
で
あ
る
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
農
家

や
地
方
に
住
む
人
々
の
要
求
の
底
流
と
な
り
、
生

活
の
保
障
を
求
め
る
国
民
全
体
の
運
動
と
一
体
と

な
る
必
要
が
あ
る
。

注１

日
本
の
農
家
数
は
明
治
の
半
ば
か
ら
一
九
六
〇
年
代

ま
で
五
五
〇
万
件
前
後
で
安
定
的
に
推
移
し
た
。
一
九

六
〇
年
に
六
〇
〇
万
件
ほ
ど
で
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の

後
縮
小
し
、
二
〇
一
三
年
に
二
一
五
万
件
と
な
っ
て
い

る
。
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
約
六
〇
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

あ
っ
た
農
地
は
、
現
在
ま
で
に
農
地
と
し
て
加
わ
っ
た

拡
張
分
に
自
然
災
害
ま
た
は
工
場
用
地
へ
の
転
換
な
ど

人
為
か
い
廃
に
よ
っ
て
生
じ
る
減
少
分
が
相
殺
さ
れ
、

現
在
約
四
五
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

一
件
当
た
り
の
耕
作
面
積
は
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
収
穫
量
に
つ
い
て
は
コ
メ
も
野
菜
も
増
え

て
い
る
が
、
日
本
の
場
合
、
収
穫
量
以
上
に
品
質
の
向

上
に
技
術
開
発
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
農
業
の
労

働
生
産
性
を
単
純
に
は
異
時
点
間
お
よ
び
国
際
比
較
で

き
な
い
。

２

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
で
も
Ｅ
Ｕ
で

も
起
こ
っ
て
い
る
世
界
的
な
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
ア

メ
リ
カ
や
Ｅ
Ｕ
は
農
業
補
助
金
に
よ
っ
て
農
家
の
所
得

を
支
え
て
き
た
。
戦
後
日
本
の
歴
代
保
守
政
権
は
そ
れ

を
怠
り
、
む
し
ろ
よ
り
安
価
な
海
外
の
農
産
物
の
輸
入

を
受
け
容
れ
、
農
業
の
衰
退
を
拱
手
傍
観
し
て
き
た
。

そ
の
た
め
日
本
の
農
村
の
経
済
構
造
は
他
の
先
進
国
と

比
べ
て
脆
弱
で
あ
る
。

３

大
川
一
司
氏
は
、
工
業
に
比
し
て
農
業
の
所
得
が
低

位
に
あ
る
こ
と
が
農
業
の
い
わ
ゆ
る
「
過
剰
就
業
」
に

結
び
つ
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
（
大
川
一
司
『
農
業
の

経
済
分
析
』
大
明
堂
、
一
九
五
五
年
）
。
ま
た
東
畑
精

一
氏
は
、
農
村
人
口
問
題
を
「
潜
在
失
業
」
と
と
ら
え
、

す
で
に
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
「
集
約
的
経
営
」
を
対

策
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
東
畑
氏
は
、
農
業
の

「
潜
在
失
業
」
に
つ
い
て
、
「
厳
格
な
合
理
主
義
の
立

場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
完
全
就
業
は
そ
れ
だ
け

無
駄
な
就
業
で
も
あ
り
、
…
も
っ
と
有
効
利
用
が
で
き

る
と
こ
ろ
に
移
し
た
ら
、
国
民
経
済
の
生
産
力
は
も
っ

と
伸
び
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
「
潜
在
失
業
」

の
た
め
政
府
の
農
産
物
価
格
支
持
政
策
が
農
家
所
得
を

引
き
上
げ
る
効
果
を
持
ち
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
も
書

い
て
い
る
（
東
畑
精
一
編
『
農
業
に
お
け
る
潜
在
失
業
』

日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
六
年
）
。

４

ア
メ
リ
カ
の
直
接
的
な
農
業
補
助
金
は
、

近
は
エ

タ
ノ
ー
ル
用
の
穀
物
市
場
が
高
騰
し
た
た
め
七
〇
億
ド

ル
程
度
と
少
な
く
な
っ
た
年
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に

も
土
壌
保
全
費
や
輸
出
信
用
保
証
な
ど
、
様
々
な
名
目

の
補
助
金
が
支
払
わ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
財
政

支
出
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
の
交
渉
で
は
生
産

コ
ス
ト
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ダ

ン
ピ
ン
グ
の
要
素
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

５

地
形
学
の
専
門
家
は
、
ア
メ
リ
カ
の
グ
レ
ー
ト
・
プ

レ
ー
ン
ズ
（
大
平
原
地
帯
）
の
土
壌
が
自
然
に
は
五
〇

〇
年
で
二
・
五
セ
ン
チ
し
か
再
生
さ
れ
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
農
業
に
よ
る
土
壌
喪
失
は
そ
の
四
倍
か
ら
二

五
倍
の
速
度
で
進
行
し
て
お
り
、
土
地
利
用
は
長
期
的

に
持
続
可
能
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
土
壌
の
水
分
保
持
能
力
の
低
下
、
土
砂
に
埋
ま
っ
た

河
川
の
浚
渫
（
し
ゅ
ん
せ
つ
）
、
土
壌
浸
食
に
よ
っ
て

起
き
た
損
害
を
解
消
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
年

間
四
四
〇
億
ド
ル
、
世
界
で
は
年
間
四
〇
〇
〇
億
ド
ル
、

地
球
上
の
人
間
一
人
に
つ
き
七
〇
ド
ル
以
上
―
―
多
く

の
人
々
の
年
収
を
超
え
る
―
―
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
」

（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
『
土
の
文
明
史
』

片
岡
夏
実
訳
、
築
地
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
。
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６

復
田
コ
ス
ト
は
、
放
棄
年
数
に
も
よ
る
が
、
一
般
に

一
〇
ア
ー
ル
当
た
り
二
〇
万
円
か
ら
四
〇
万
円
と
さ
れ

て
い
る
。
参
照
、
有
田
博
之
他
「
耕
作
放
棄
水
田
の
復

田
コ
ス
ト
か
ら
み
た
農
地
保
全
対
策
」
『
農
業
土
木
学

会
論
文
集
』
第
二
二
五
号
、
二
〇
〇
三
年
）
。

７

農
地
改
革
の
自
作
農
育
成
の
方
針
は
、
当
時
の
社
会

党
の
「
共
同
経
営
論
」
や
共
産
党
の
「
土
地
国
有
化
論
」

と
対
立
し
た
。
後
者
の
内
容
に
つ
い
て
は
小
山
弘
健

『
日
本
資
本
主
義
論
争
史

下
』
（
青
木
書
店
、
一
九

五
三
年
）
、
上
田
耕
一
郎
『
戦
後
革
命
論
争
史

上
』

（
大
月
書
店
、
一
九
五
七
年
）
参
照
。
上
田
氏
の
著
書

に
は
、
「
共
産
党
は
土
地
不
買
運
動
と
い
う
信
じ
ら
れ

な
い
よ
う
な
指
導
ま
で
お
こ
な
っ
た
」
と
あ
る(

一
五

七
ペ
ー
ジ)

。

８

ラ
デ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
「
農
業
基
本
法
」
の
策
定
に

際
し
て
意
見
を
求
め
て
き
た
農
林
事
務
次
官
小
倉
武
一

氏
に
送
っ
た
書
簡
で
、
「
農
業
経
営
の
法
人
方
式
を
支

持
す
る
議
論
は
…
小
農
制
を
急
激
に
修
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
」
と
「
農
基
法
」
の
内
容
を
厳
し
く
批
判
し
、

「
新
政
策
の
推
進
者
は
、
農
業
経
営
の
法
人
組
織
が
政

府
の
補
助
金
や
、
価
格
支
持
等
々
を
軽
減
す
る
だ
ろ
う

と
考
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
こ
の
仮
説

は
日
本
で
は
非
常
に
疑
問
で
す
し
、
御
承
知
の
と
お
り
、

大
規
模
農
業
経
営
が
高
度
に
発
達
し
て
い
る
国
に
お
い

て
さ
え
も
適
用
で
き
ま
せ
ん
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
基

本
法
を
東
畑
精
一
氏
が
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
憤
っ
て

い
る
（
ラ
ジ
デ
ン
ス
キ
ー
『
農
業
改
革

貧
困
へ
の
挑

戦
』
ル
ー
イ
ス
・
ワ
リ
ン
ス
キ
ー
編
、
斎
藤
仁
、
渡
辺

俊
彦
、
高
橋
満
監
訳
、
日
本
経
済
評
論
社
、
三
二
三
―

三
二
四
ペ
ー
ジ
）
。

９

一
例
で
あ
る
が
、
鮭
で
有
名
な
新
潟
県
村
上
市
は
町

屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
功
で
全
国
的
に
有
名
で
あ

る
。
し
か
し
地
方
再
生
の
先
進
例
で
あ
る
同
市
で
さ
え

人
口
は
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
の
七
万
〇
〇
一
九
人
か

ら
二
〇
一
六
年
三
月
一
五
日
の
六
万
四
二
四
七
人
へ
と

減
少
し
て
い
る
。

10

岡
田
豊
「
二
極
化
す
る
地
域
別
人
口
と
人
口
減
少
都

市
の
あ
り
方
」
（
『
み
ず
ほ
総
研
論
集
』
二
〇
一
四
年

Ⅱ
号
、
四
三
ペ
ー
ジ
）

11

「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
と
は
、
国
家
が
そ
の
社
会

成
員
も
し
く
は
許
可
さ
れ
た
居
住
者
に
対
し
て
支
払
う

所
得
で
あ
り
、
そ
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
受
給
者
の

稼
得
労
働
へ
の
従
事
の
有
無
、
資
力
水
準
、
他
の
収
入

源
の
有
無
、
同
居
者
な
ど
家
族
構
成
を
問
わ
な
い
」

(D
a
n
i
e
l

R
a
v
e
n
t
ó
s
,

Basic
Income:

The
Mate

ri

al
Conditions

of
Freedom,

P
l
u
t
o

P
r
e
s
s,

2
0
0
7,

p.
8
)

。

12

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
財
源
問
題
に
つ
い
て
は
、

小
沢
修
司
氏
（
京
都
府
立
大
学
）
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
が
あ
る
（
小
沢
「
月
額
八
万
円
の
給
付
が
実
現

で
き
る
」
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
二
〇
一
〇
年
九
月
二
一

日
）
。

13

『
近
代
日
本
思
想
体
系
18

河
上
肇
集
』
（
筑
摩
書

房
、
一
九
七
七
年
）

14

「
日
本
学
術
会
議
」
は
、
農
業
や
林
業
の
多
面
的
機

能
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。
①
国
民
生
活
に
長

期
的
な
安
心･

安
全
を
も
た
ら
す
食
料
保
障
の
機
能
、

②
農
業
的
土
地
利
用
が
周
辺
の
自
然
生
態
系
の
物
質
循

環
系
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
を
補
完
し
つ
つ
発
揮
さ
れ

る
機
能
、
③
農
業
が
、
里
山
、
畑
地
、
水
田
、
水
路
、

畦
畔
な
ど
の
形
態
を
取
り
、
独
自
の
自
然
生
態
系
を
構

成
し
、
そ
こ
か
ら
発
現
さ
れ
る
機
能
、
④
生
産
・
生
活
・

生
態
環
境
を
一
体
化
し
た
持
続
的
農
業
が
地
域
社
会
・

文
化
の
形
成
・
維
持
に
果
た
す
機
能
、
⑤
農
業
・
農
山

村
の
存
在
が
都
市
的
緊
張
を
緩
和
す
る
機
能
。
（
『
地

球
環
境
・
人
間
生
活
に
か
か
わ
る
農
業
及
び
林
業
の
多

面
的
な
機
能
の
評
価
に
つ
い
て
（
答
申
）
』
二
〇
〇
一

年
一
一
月
）

15

「
日
本
に
お
け
る
近
代
国
家
の
成
立
」
（
『
ハ
ー
バ
ー

ト
・
ノ
ー
マ
ン
全
集
』
第
一
巻
、
大
窪
愿
二
監
訳
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
七
年
）

16

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
活
躍
し
た
あ
る
農
務
官
僚

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
戦
時
下
の
農
地
政
策

は
農
民
運
動
の
弾
圧
の
な
か
で
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
批
判
は
当
然
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
農
林
省
事

務
当
局
が
多
数
の
農
家
の
要
望
を
背
負
い
、
農
業
の
発

展
を
願
っ
て
、
大
正
九
年
の
小
作
制
度
調
査
委
員
会
設

置
以
来
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
苦
心
し
て
き
た
小
作
制

度
改
善
の
努
力
が
、
戦
争
と
い
う
特
異
な
環
境
の
な
か

で
開
花
し
た
意
味
も
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

（
大
和
田
啓
氣
『
秘
史

日
本
の
農
地
改
革
―
―
一
農

政
担
当
者
の
回
想
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
一

年
、
四
四
ペ
ー
ジ
）
。
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教
育
で
作
ら
れ
る
「
私
」

最
近
新
し
い
パ
ソ
コ
ン
を
買
い
ま
し
た
。

計
算
が
早
い
Ｃ
Ｐ
Ｕ
に
綺
麗
な
描
画
が
可

能
な
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク

は
大
容
量
、
ど
こ
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し

く
な
い
製
品
で
す
。
で
す
が
、
子
ど
も
を
、

こ
の
よ
う
な
工
業
製
品
に
作
り
上
げ
る
べ

く
生
徒
の
品
質
管
理
を
す
る
の
が
今
の
教

育
制
度
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
、
教
育
学
者

の
牧
柾
名
先
生
は
本
書
で
語
り
ま
す
。

本
書
の
中
で
牧
先
生
は
終
戦
を
迎
え
、

二
週
間
前
と
は
全
く
違
う
こ
と
を
言
う
校

長
先
生
の
お
話
か
ら
大
人
を
疑
う
事
を
始

め
、
必
死
に
生
き
る
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
人

と
出
会
い
ま
す
。
戦
争
へ
の
責
任
に
口
を

つ
ぐ
む
知
識
人
、
慚
愧
の
念
を
抱
え
て
、

死
者
を
見
つ
め
て
き
た
人
た
ち
、
そ
の
中

で
明
治
憲
法
下
か
ら
日
本
国
憲
法
が
制
定

さ
れ
て
行
く
過
程
で
、
価
値
観
の
変
化
と
、

新
た
な
自
由
を
牧
先
生
は
体
験
し
て
ゆ
き

ま
す
。

食
べ
て
行
く
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
中
、

働
き
な
が
ら
学
ぶ
事
で
教
育
権
に
触
れ
る

原
体
験
が
あ
っ
た
牧
先
生
は
、
教
育
を
受

け
る
権
利
、
働
く
権
利
に
つ
い
て
現
実
の

も
と
に
具
体
化
す
る
た
め
に
歩
み
始
め
ま

す
。そ

の
中
で
触
れ
ら
れ
る
の
が
、
制
度
か

ら
外
れ
た
も
の
は
減
点
し
、
排
斥
す
る
寛

容
さ
に
欠
け
る
今
の
教
育
シ
ス
テ
ム
で
す
。

明
治
憲
法
下
の
国
民
を
統
制
す
る
た
め
の

教
育
を
受
け
た
先
生
の
口
か
ら
語
ら
れ
る

シ
ス
テ
ム
へ
の
指
摘
は
、
強
い
説
得
力
を

持
ち
ま
す
。

ま
た
、
学
校
の
中
だ
け
で
完
結
せ
ず
、

子
ど
も
の
声
を
聞
か
ず
尊
重
し
な
い
、
大

人
の
論
理
に
縛
ら
れ
た
社
会
関
係
で
は
な

く
、
た
と
え
思
っ
た
通
り
に
育
た
な
い
と

し
て
も
、
自
分
の
内
側
に
問
い
か
け
る
よ

う
な
学
び
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
『
儚
い
営

み
』
で
あ
る
教
育
を
目
指
す
姿
勢
は
優
し

さ
に
満
ち
て
居
ま
す
。

教
育
に
携
わ
る
大
人
だ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
受
け
て
い
る
今
の
教
育
に
違
和
感

を
感
じ
て
い
る
、
今
の
子
ど
も
に
も
ぜ
ひ

読
ん
で
欲
し
い
一
冊
で
す
。（

松
川

遥
）
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あ
の
忌
ま
わ
し
い
東
日
本
大
震
災
、
大
津
波
、

平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
二
時
四
六
分
か
ら
五
年

が
経
過
し
ま
し
た
。
早
い
も
の
で
す
。
五
年
で
す
。

大
津
波
に
よ
り
運
ば
れ
、
う
ず
高
く
積
ま
れ
た
瓦

礫
の
山
も
跡
形
な
く
消
え
て
し
ま
い
、
更
地
に
な
っ

た
所
は
自
治
体
の
や
ろ
う
と
す
る
事
業
に
よ
り
、

草
ぼ
う
ぼ
う
の
所
、
嵩
上
げ
の
進
む
所
、
海
の
近

く
で
は
防
波
堤
等
の
造
成
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

自
治
体
の
事
業
と
は
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
、

土
地
区
画
整
理
事
業
、
津
波
拠
点
整
備
事
業
等
の

事
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
被

災
地
に
あ
っ
た
復
興
事
業
は
確
定
し
工
事
は
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
ど
の
事
業
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ

地
権
者
が
お
り
ス
ム
ー
ズ
に
着
工
し
た
所
は
少
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
地
権
者
の
相
続
の
問

題
は
国
会
等
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
、
明
治
か
ら
の
登
記
の
ま
ま
の
も
の
も
あ
り
、

又
共
用
で
の
土
地
所
有
等
、
超
法
規
で
の
解
決
、

さ
ら
に
は
法
律
を
変
え
る
こ
と
よ
り
土
地
を
取
得

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
地
権

者
か
ら
土
地
を
買
い
上
げ
る
事
業
、
あ
る
い
は
土

地
は
買
い
上
げ
な
い
事
業
等
が
あ
り
、
地
権
者
が

元
の
よ
う
に
家
屋
を
建
設
で
き
な
く
な
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
地
権
者
と
自
治
体
の
軋
轢
は
相
当

の
も
の
で
す
。

釜
石
市
で
は
被
災
地
二
一
地
区
全
て
に
地
区
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
復
興
状
況

等
の
住
民
説
明
会
、
最
近
の
住
民
説
明
会
で
は
、

工
事
が
遅
れ
る
と
か
、
予
算
が
な
い
か
ら
と
い
っ

て
工
事
区
間
等
が
縮
小
さ
れ
る
と
い
う
事
が
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

当
初
、
行
政
が
立
て
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
で
は
、

二
九
年
三
月
ま
で
に
概
ね
の
工
事
は
終
了
と
い
う

予
定
で
し
た
、
平
成
二
八
年
三
月
現
在
、
一
体
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
住
民
は
心
配
し
て
い
ま
す
。

三
陸
地
区
は
新
聞
等
に
の
る
ニ
ュ
ー
ス
と
は
違

い
、
細
い
と
こ
ろ
で
種
々
の
問
題
、
課
題
が
想
定

で
き
る
と
考
え
ま
す
。
土
地
区
画
整
理
事
業
で
は

土
地
の
買
上
げ
と
仮
換
地
に
よ
る
土
地
の
取
得
、

津
波
拠
点
事
業
で
は
土
地
の
買
上
げ
に
よ
る
土
地

の
取
得
、
そ
の
取
得
し
た
土
地
に
は
ほ
と
ん
ど
が

公
共
物
の
建
物
が
建
設
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
最

近
こ
こ
で
も
予
算
が
な
い
と
言
う
言
葉
が
聞
こ
え

ま
す
。
行
政
の
縦
割
り
か
ら
く
る
も
の
だ
と
考
え

ま
す
が
、
復
興
交
付
金
で
出
来
な
い
公
共
物
の
た

め
に
体
育
館
を
建
設
す
る
に
は
、
文
科
省
の
予
算

で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
の
こ
と
で
、
文
科
省
の
事

業
の
中
で
で
き
る
事
業
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
等
、
地
方
自
治
体
と
国
、
文
科
省
の
交

渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
で
体
育
館
建
設
に
も
時
間
が
か
か

り
ま
す
。
市
民
、
住
民
に
と
っ
て
は
わ
け
の
わ
か

ら
な
い
こ
と
ば
か
り
な
の
で
す
。
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土
地
の
問
題
が
解
決
に

な
れ
ば
、
そ
の
土
地
に
は

公
共
施
設
、
災
害
復
興
公

営
住
宅
等
が
建
設
さ
れ
ま

す
。
公
共
施
設
と
は
体
育

館
、
小
中
学
校
、
メ
モ
リ

ア
ル
パ
ー
ク
、
伝
承
館
、

集
会
所
、
公
民
館
、
屯
所

等
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な

諸
々
の
施
設
で
す
。
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
に
は
ま
だ
ま
だ

民
間
の
医
療
、
買
い
物
等

の
諸
施
設
も
必
要
で
す
。

鵜
住
居
町
の
こ
と
を
限

定
し
て
言
え
ば
鵜
住
居
地

区
復
興
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
と
の
協
議
の
も
と
問
題
、

課
題
の
解
決
を
は
か
っ
て

お
り
ま
す
。
公
共
施
設
、

ハ
ー
ド
の
こ
と
は
、
建
設

場
所
、
予
算
の
あ
り
方
等

見
え
て
来
た
も
の
の
、
今

一
番
心
配
さ
れ
る
こ
と
は

区
画
整
理
事
業
に
お
け
る

地
権
者
へ
の
土
地
引
渡
し

の
時
期
に
つ
い
て
で
す
。

こ
の
問
題
は
被
災
地
の
ど

こ
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
釜
石

地
区
に
お
い
て
も
同
様
で
地
権
者
の
考
え
方
も
ま

た
ま
た
変
化
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は

人
口
減
の
元
と
も
な
る
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

土
地
が
整
備
さ
れ
た
所
に
は
戸
建
の
災
害
公
営

住
宅
及
び
災
害
公
営
集
合
住
宅
が
建
設
さ
れ
ま
す
。

釜
石
市
の
入
居
の
決
め
方
は
二
回
の
被
災
者
の
意

向
調
査
に
よ
り
厳
密
な
戸
数
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
住
宅
は
ま
だ
建
築
中
な
の
に
ど
こ
に
誰
が

入
居
す
る
か
は
決
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
仮
設
住

宅
、
も
し
く
は
み
な
し
仮
設
住
宅
か
ら
復
興
住
宅

に
入
居
出
来
る
の
を
今
か
今
か
と
待
ち
焦
が
れ
て

お
る
と
こ
ろ
で
す
。

仮
設
住
宅
の
住
居
で
構
築
さ
れ
ま
し
た
隣
組
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
壊
れ
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
構
築
が
必
要
な
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
阪

神
淡
路
大
震
災
で
も
指
摘
さ
れ
た
大
き
な
大
き
な

問
題
で
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
い
か
し

て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
に
最
大
限
の
努
力
を
は

か
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

仮
設
住
宅
の
こ
と
を
少
し
だ
け
言
わ
せ
て
も
ら

え
れ
ば
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
も
あ
っ
た
と
言
い

ま
す
が
、
仮
設
住
宅
か
ら
移
動
し
た
く
な
い
方
々

が
い
る
と
の
こ
と
が
今
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
為
に
復
興
宣
言
が
遅
れ
る
と
の
こ
と
が
懸
念
さ

れ
ま
す
。
今
か
ら
仮
設
住
宅
住
居
の
方
々
と
よ
く

相
談
し
高
齢
者
、
低
所
得
者
が
そ
の
よ
う
な
行
動

東日本大震災から5年
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Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年度以

累計

民間住宅等用宅地 2 247 1,013 3,119 4,645 6,282 8,064

（進捗率） 0％ 3％ 13％ 39％ 58％ 78％ 100％

災害公営住宅 118 574 1,525 3,391 5,074 5,646 5,771

（進捗率） 2％ 10％ 26％ 59％ 88％ 93％ 100％

岩手県

面整備事業による民間住宅用宅地及び災害公営住宅の供給時期

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事

業である。

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の宅地の事であ

る。

※「供給時期」の定義 ・民間住宅用宅地…宅地造成工事の完了時期 ・災害公営住宅…建築工

事の終了

※平成27年11月17日復興庁公表の参考資料「面整備事業による民間住宅等用宅地および災害公営

住宅の供給時期・戸数」を元に岩手県の累計のみ抜粋

(単位：戸)



に
な
ら
な
い
よ
う
な
体
制
づ
く
り
が
必
要
と
考
え

ま
す
。
仮
設
住
宅
自
治
会
、
社
会
福
祉
協
議
会
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
様
々
の
団
体
と
協
力
、
協
議
し
な
が
ら

課
題
を
克
服
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

釜
石
市
は
昨
年
二
つ
程
良
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
一
つ
は
橋
野
鉄
鉱
山
の
世
界
遺
産
登
録
で
す
。

も
う
一
つ
は
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
都

市
と
し
て
決
定
し
た
こ
と
で
す
。
橋
野
鉄
鉱
山
の

遺
産
登
録
に
つ
い
て
も
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
開
催
に
つ
い
て
も
多
く
は
語
り
ま
せ
ん
が
ど
ち

ら
も
我
が
鵜
住
居
が
関
係
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て

お
き
た
い
で
す
。
ど
ち
ら
も
世
界
へ
ま
た
日
本
国

中
へ
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
素
晴
ら
し
い
決
定
だ
と
認

識
し
て
い
ま
す
。

先
に
鵜
住
居
の
町
と
関
係
す
る
と
書
き
ま
し
た

が
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
会
場
は
鵜

住
居
の
震
災
前
に
鵜
住
居
小
学
校
と
釜
石
東
中
学

校
の
あ
っ
た
所
に
建
設
さ
れ
ま
す
。
又
橋
野
鉄
鉱

山
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
鵜
住
居
の
町
を
通
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
、
そ
し
て
今
鵜
住
居
の
ま
ち
づ
く

り
に
お
お
い
に
影
響
あ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
す
。

人
口
減
は
全
国
全
て
の
市
町
村
で
問
題
に
な
っ
て

お
り
こ
の
二
つ
の
決
定
を
う
ま
く
利
用
活
用
し
な

い
手
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

鵜
住
居
の
街
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
全
て
が

破
壊
し
更
地
に
な
っ
た
所
で
す
。
ま
ち
づ
く
り
が

最
大
の
課
題
な
の
で
す
。
東
日
本
大
震
災
で
の
被

災
地
が
同
じ
よ
う
に
壊
れ
た
街
を
ど
の
よ
う
に
す

る
か
が
全
市
町
村
の
課
題
な
の
で
す
。
私
は
震
災

後
間
も
な
く
に
神
戸
を
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

説
明
受
け
た
の
が
行
政
と
の
話
し
合
い
の
仕
方
で

し
た
。
常
に
冷
静
に
話
し
合
い
を
し
、
落
と
し
所

を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
全
て
を
決
定
し
て
い
く
、

絶
対
に
だ
め
な
も
の
は
妥
協
を
し
な
い
等
々
で
す
。

震
災
後
か
ら
今
日
ま
で
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

は
懸
命
に
メ
ン
バ
ー
四
〇
人
か
ら
の
理
事
さ
ん
と

共
に
行
動
し
て
お
り
安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
が

で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
年
平
成
二
八
年
が
正
念
場
の
年
だ
と
皆
さ
ん

で
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
で
心
配
な
の
は

予
算
な
の
で
す
。
昨
年
度
ま
で
は
復
興
予
算
と
し

て
全
て
が
国
負
担
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
度
か

ら
は
国
の
施
策
が
変
わ
り
地
方
自
治
体
、
被
災
自

治
体
に
も
負
担
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
自

治
体
の
力
関
係
も
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
金
が
あ

る
、
な
い
で
、
予
算
獲
得
に
自
治
体
同
士
の
戦
い

と
な
る
の
か
と
思
う
と
大
変
だ
と
思
い
ま
す
、
二

〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
も
被
災
地

に
と
っ
て
は
多
い
に
懸
念
材
料
と
な
り
ま
す
。
人

口
減
、
待
機
児
童
対
策
、
企
業
誘
致
等
々
と
被
災

地
に
と
っ
て
は
二
重
・
三
重
の
足
か
せ
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
速
や
か
に
復
興
宣
言
が
出
来

る
よ
う
に
県
、
国
に
は
導
い
て
ほ
し
い
と
切
望
し

ま
す
。
五
年
が
過
ぎ
行
政
の
職
員
さ
ん
達
も
か
な

り
の
疲
れ
が
見
え
ま
す
。
今
も
う
一
ふ
ん
ば
り
努

力
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
住
民
と
行
政
が
一

体
と
な
っ
て
復
興
を
め
ざ
し
た
い
も
の
で
す
。

（
了
）
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昭和２２年生まれ。釜石市議会議員

鵜住居地区復興まちづくり協議会

副会長、鵜住居地区地権者連絡会

会長。○現在釜石市を中心に鵜住

居町のため、鋭意活動中。









五
年
に
一
度
実
施
さ
れ
て
い
る
国
勢
調
査

が
二
〇
一
五
年
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
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調
査
結
果
を
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に
多
摩
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の
人
口
推
移

を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

国
勢
調
査
初
の
全
国
人
口
の
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少

今
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の
国
勢
調
査
結
果
は
衝
撃
的
で
す
。

国
勢
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査
が
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っ
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来
ず
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の
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が
、
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〇
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の
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で
出
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摩
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を
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体
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に
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す
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〇
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〇
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停
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。
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京
都
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に
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。
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の
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人口増加率の
高い自治体

人口減少率の
高い自治体

１ 稲城市 檜原村

２ 府中市 奥多摩町

３ 町田市 福生市

４ 調布市 青梅市

５ 日野市 羽村市
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高い自治体
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４ 調布市 青梅市

５ 日野市 羽村市

表２ 2000年を基準とした
人口増減自治体別順位

表２ 2000年を基準とした
人口増減自治体別順位

人口増加率の
高い自治体

人口減少率の
高い自治体

１ 武蔵野市 檜原村

２ 日の出町 奥多摩町

３ 日野市 国立市

４ 稲城市 立川市

５ 調布市 東村山市

人口増加率の
高い自治体

人口減少率の
高い自治体

１ 武蔵野市 檜原村

２ 日の出町 奥多摩町

３ 日野市 国立市

４ 稲城市 立川市

５ 調布市 東村山市

表３ 2010年を基準とした
人口増減自治体別順位

表３ 2010年を基準とした
人口増減自治体別順位

国勢調査からみた
多摩地域の人口推移
（2000年～2015年）

国勢調査からみた
多摩地域の人口推移
（2000年～2015年）
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自治体別 2015年 2010年 2005年 2000年
人口（人） 指数 人口（人） 指数 人口（人） 指数 人口（人） 指数

全国 127,110,047 100.1 128,057,352 100.8 127,767,994 100.6 126,925,843 100.0

東京都 13,513,734 112.0 13,159,417 109.0 12,576,611 104.2 12,064,143 100.0

23区 9,299,060 113.9 8,973,510 109.9 8,518,397 104.3 8,162,328 100.0

多摩地域 4,214,674 108.0 4,185,907 107.2 4,058,214 104.0 3,901,815 100.0

八王子市 576,526 107.5 580,053 108.2 560,012 104.4 536,046 100.0

立川市 175,388 106.4 179,668 109.0 172,566 104.7 164,709 100.0

武蔵野市 144,683 106.5 138,734 102.2 137,525 101.3 135,746 100.0

三鷹市 187,133 109.0 186,083 108.4 177,016 103.1 171,612 100.0

青梅市 137,177 97.0 139,339 98.5 142,354 100.6 141.394 100.0

府中市 260,132 114.7 255,506 112.6 245,623 108.3 226,769 100.0

昭島市 111.,511 104.6 112,297 105.4 110,143 103.3 106,532 100.0

調布市 229,644 112.1 223,593 109.1 216,119 105.5 204,759 100.0

町田市 432,516 114.5 427,016 113.1 405,544 107.4 377,536 100.0

小金井市 121,590 108.7 118,852 106.2 114,112 102.0 111,825 100.0

小平市 190,245 106.5 187,035 104.7 183,796 102.8 178,623 100.0

日野市 186,374 110.9 180,052 107.2 176,538 105.1 167,942 100.0

東村山市 150,130 105.5 153,557 107.9 144,929 101.8 142,290 100.0

国分寺市 122,701 110.1 120,650 108.2 117,604 105.5 111,404 100.0

国立市 73,274 101.5 75,510 104.6 72,667 100.6 72,187 100.0

福生市 58,432 95.1 59,796 97.3 61,074 99.4 61,427 100.0

狛江市 80,074 105.7 78,751 104.0 78,319 103.4 75,711 100.0

東大和市 85,167 110.3 83,068 107.5 79,353 102.7 77,212 100.0

清瀬市 74,893 110.0 74,104 108.9 73,529 108.0 68,037 100.0

東久留米市 116,668 102.9 116,546 102.8 115,330 101.7 113,302 100.0

武蔵村山市 71,268 107.8 70,053 106.0 66,553 100.7 66,052 100.0

多摩市 146,627 100.5 147,648 101.2 145,877 100.0 145,862 100.0

稲城市 87,645 126.5 84,835 122.5 76,492 110.4 69,235 100.0

羽村市 55,845 99.7 57,032 101.8 56,514 100.8 56,013 100.0

あきる野市 80,980 103.3 80,868 103.2 79,587 101.5 78,351 100.0

西東京市 199,823 110.4 196,511 108.6 189,735 104.8 180,885 100.0

（旧 田無市） --- --- --- --- --- --- 78,165 100.0

（旧 保谷市） --- --- --- --- --- --- 102,720 100.0

瑞穂町 33,461 101.7 33,497 101.8 33,691 102.4 32,892 100.0

日の出町 17,325 104.1 16,650 100.1 15,941 95.8 16,631 100.0

檜原村 2,207 67.7 2,558 78.5 2,930 89.9 3,256 100.0

奥多摩町 5,235 69.1 6,045 79.8 6,741 88.9 7,575 100.0
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表１ 多摩地域の人口推移（2000年～2015年）表１ 多摩地域の人口推移（2000年～2015年）

※総務省統計局 国勢調査結果を基に作成。指数は小数点第2位以下は切り捨て。
注：西東京市の指数は、2000年時点の田無市と保谷市を合計した人口数を100とした。
※総務省統計局 国勢調査結果を基に作成。指数は小数点第2位以下は切り捨て。
注：西東京市の指数は、2000年時点の田無市と保谷市を合計した人口数を100とした。

注注
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立
工
事
を
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止
す
る
「
和
解
成
立
」
と

新
た
な
裁
判
闘
争
へ

三
月
四
日
、
辺
野
古
新
基
地
建
設
を
め
ぐ
る

国
と
県
の
訴
訟
は
、
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
（
多

見
谷
裁
判
長
）
の
和
解
勧
告
を
双
方
が
受
け
入

れ
、
埋
立
工
事
を
直
ち
に
中
止
し
地
方
自
治
法

に
そ
っ
た
手
続
き
と
再
協
議
行
う
こ
と
に
同
意
、

和
解
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

翁
長
知
事
と
県
民
の
新
基
地
阻
止
の
闘
い
が
、

安
倍
政
権
の
「
県
知
事
の
承
認
取
り
消
し
」
の

執
行
停
止
と
代
執
行
訴
訟
と
い
う
暴
走
行
為
を

押
し
止
め
、
「
地
方
自
治
を
守
り
、
工
事
を
止

め
る
」
と
い
う
成
果
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。

高
裁
の
和
解
案
は
、

①
国
の
代
執
行
訴
訟
と
沖
縄
防
衛
局
長
の
行
政

不
服
審
査
法
に
基
づ
く
審
査
請
求
と
執
行
停

止
申
立
を
取
り
下
げ
る
。

②
埋
め
立
て
工
事
を
直
ち
に
中
止
す
る
。

③
国
と
県
は
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
違
法
確
認

訴
訟
の
判
決
ま
で
円
満
解
決
に
向
け
た
協
議

を
行
う
。
判
決
後
は
そ
の
結
果
に
従
う
。

と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
国
・

県
は
承
認
取
り
消
し
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
し
た
訴

訟
を
双
方
が
取
り
下
げ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
国
が
代
執
行
を
当
初
か
ら
振
り
か

ざ
し
、
地
方
自
治
法
で
言
う
是
正
等
の
と
り
得

る
措
置
等
を
無
視
し
て
、
県
の
埋
立
承
認
の
取

り
消
し
を
無
効
に
す
る
た
め
の
強
権
的
な
行
為

に
対
し
、
高
裁
が
地
方
自
治
法
の
視
点
か
ら
和

解
勧
告
を
国
に
強
く
求
め
た
結
果
と
も
い
え
ま

す
。裁

判
長
が
「
一
九
九
九
年
の
地
方
自
治
法
改

正
に
よ
っ
て
国
と
地
方
公
共
団
体
が
対
等
・
協

力
の
関
係
」
に
あ
り
、
「
こ
の
こ
と
が
法
定
受

託
事
務
の
処
理
お
い
て
は
特
に
求
め
ら
れ
る
」

「
地
方
自
治
法
改
正
の
精
神
に
反
す
る
状
況
に

な
っ
て
い
る
」
と
国
の
姿
勢
に
批
判
的
な
立
場

が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
が
敗
訴
を
回

避
す
る
た
め
に
和
解
に
応
じ
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

翁
長
知
事
と
弁
護
団
は
、
暫
定
案
と
言
わ
れ

て
き
た
Ｂ
案
の
和
解
案
に
応
ず
る
姿
勢
を
示
し

て
い
ま
し
た
が
、
国
側
は
埋
め
立
て
工
事
の
中

止
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
和
解
案
に
応
じ
ら

れ
な
い
と
の
態
度
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

和
解
勧
告
は
、
代
執
行
訴
訟
に
お
け
る
翁
長
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辺野古の海にも陸にも
新基地はつくらせない

湧田 廣
わ く た ひろし

沖縄住民と自治研究会（世話人事務局）

２月２９日証人尋問と結審に臨む稲嶺進名護市長激励集会

湧田 廣（わくた ひろし）

1948年生。73年、那覇市役所

職員。主に福祉部・環境部の

業務を担当。那覇市職員労働

組合書記長２期。２００８年市役

所定年退職。医療生活協同組

合理事２年。現在、沖縄住民と

自治研究会（世話人事務局）。

vol.4沖縄つうしん



知
事
の
証
人
尋
問
や
稲
嶺
名
護
市
長
の
尋
問
に

よ
っ
て
、
国
側
の
理
不
尽
な
行
為
が
明
ら
か
に

さ
れ
、
裁
判
所
が
国
の
一
方
的
な
行
為
を
是
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
と

い
え
ま
す
。

安
倍
政
権
が
地
方
自
治
や
憲
法
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
辺
野
古
埋
め
立
て
を
強
行
し
、
沖
縄

の
自
治
権
や
民
意
を
踏
み
に
じ
る
行
為
に
対
し

て
多
く
の
地
方
自
治
研
究
者
・
憲
法
学
者
が
声

明
を
出
し
た
こ
と
。
国
民
の
間
に
も
辺
野
古
新

基
地
建
設
を
止
め
よ
と
の
声
が
大
き
く
高
ま
っ

て
き
た
こ
と
で
、
沖
縄
県
議
会
選
挙
や
参
議
院

選
挙
に
与
え
る
影
響
を
国
が
恐
れ
た
と
の
見
方

も
で
き
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
安
倍
首
相
は
翁
長
知
事
と

の
和
解
協
議
後
の
会
談
で
「
辺
野
古
が
唯
一
の

選
択
肢
で
あ
る
と
い
う
国
の
考
え
方
に
変
わ
り

は
な
い
」
と
発
言
。
こ
れ
に
つ
い
て
翁
長
知
事

は
記
者
会
見
で
、
「
話
し
合
い
の
中
か
ら
展
望

を
見
出
し
て
い
き
た
い
」
、
首
相
の
発
言
に
つ

い
て
「
大
変
残
念
な
発
言
と
思
う
。
（
辺
野
古

が
）
唯
一
と
い
う
な
ら
対
話
は
進
ま
な
い
。
和

解
に
応
じ
た
時
に
話
す
言
葉
で
は
な
い
と
思
う
。

県
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
協
議
を
進
め
て
も
ら

い
た
い
」
と
話
し
た
。
一
国
の
総
理
と
沖
縄
県

知
事
の
思
慮
と
対
応
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な

り
ま
し
た
。

国
は
和
解
成
立
後
の
三
月
七
日
、
間
髪
を
い

れ
ず
に
、
知
事
の
承
認
取
り
消
し
は
「
違
法
」

だ
と
し
て
取
り
消
し
処
分
の
是
正
を
指
示
（
地

方
自
治
法
二
四
五
条
七
）
す
る
文
書
を
県
に
送

り
つ
け
ま
し
た
。

国
交
相
は
県
に
対
し
三
月
一
五
日
ま
で
に
埋

立
承
認
の
取
り
消
し
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め

て
い
ま
す
。
県
は
一
四
日
、
「
是
正
の
指
示
」

を
不
服
と
し
て
「
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
」

に
審
査
の
申
し
出
を
行
い
ま
し
た
。

国
の
「
是
正
の
指
示
」
は
具
体
的
な
理
由
が

示
さ
れ
て
な
い
こ
と
か
ら
、
県
は
審
査
申
し
出

書
の
中
で
、
地
方
自
治
法
二
四
九
条
に
反
す
る

も
の
と
し
て
是
正
の
指
示
の
取
り
消
し
を
求
め

て
い
ま
す
。

係
争
処
理
委
員
会
で
は
、
国
の
是
正
指
示
が

適
法
か
、
知
事
の
承
認
取
り
消
し
が
適
法
か
ど

う
か
が
審
査
の
争
点
に
な
る
と
い
わ
れ
、
係
争

処
理
委
員
会
が
実
質
的
な
審
理
に
踏
み
込
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

係
争
処
理
委
員
会
で
の
審
査
は
九
〇
日
内
に

は
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
結
果
が

出
た
時
点
で
高
裁
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
さ
ら
に
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
翁
長

知
事
が
行
っ
た
承
認
取
り
消
し
は
有
効
な
状
態

に
あ
り
、
辺
野
古
の
埋
め
立
て
工
事
は
中
断
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

沖
縄
で
は
、
基
地
に
よ
る
事
件
事
故
に
よ
る

被
害
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
一
三
日
の
深
夜
に

観
光
客
の
女
性
が
キ
ャ
ン
プ
シ
ュ
ワ
ブ
の
海
兵

隊
の
米
兵
に
レ
イ
プ
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発

生
し
ま
し
た
。
日
本
政
府
は
長
い
間
基
地
に
よ

る
被
害
に
苦
し
ん
で
き
た
沖
縄
県
民
の
苦
悩
に

い
ま
こ
そ
真
摯
に
向
き
合
う
べ
き
で
す
。

辺
野
古
に
一
〇
〇
年
～
二
〇
〇
年
も
使
用
で

き
る
強
大
な
新
基
地
を
つ
く
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
こ
と
で
す
。
辺
野
古
新
基
地
阻
止
の
闘
い

は
沖
縄
の
未
来
を
か
け
て
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
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海上封鎖の警備艇等が退去した後の静かな辺野古大浦湾

（まだ立ち入り制限を示すフロートとブイは残っています）



シンポジウムシンポジウム

―
市
民
の
自
治
・地
方
自
治
を
学
び
合
お
う
！
―

―
市
民
の
自
治
・地
方
自
治
を
学
び
合
お
う
！
―

「民主主義ってなんだ？」

その答えは、ふだんの暮しの中にあります。

2001年に建てられた国立市大学通りの大型マンション。

今もなお、裁判がつづいています。

芸術的ともいえる国立市のまちなみは

市民の自治の歩みでつくりあげてきたのに

2015年12月に 東京高裁から出された判決は

それを完全に否定しました。

そこには、ぜったいに許せないことが書かれています。

それをていねいに学ぶために、シンポジウムを開催します。

「地方自治」や「都市計画」の第一人者である研究者、

訴訟の当事者である元市長や弁護団とともに

思う存分、真実を学び合う場にしましょう。

「民主主義ってなんだ？」

その答えは、ふだんの暮しの中にあります。

2001年に建てられた国立市大学通りの大型マンション。

今もなお、裁判がつづいています。

芸術的ともいえる国立市のまちなみは

市民の自治の歩みでつくりあげてきたのに

2015年12月に 東京高裁から出された判決は

それを完全に否定しました。

そこには、ぜったいに許せないことが書かれています。

それをていねいに学ぶために、シンポジウムを開催します。

「地方自治」や「都市計画」の第一人者である研究者、

訴訟の当事者である元市長や弁護団とともに

思う存分、真実を学び合う場にしましょう。

「
国
立
市
・
景
観
訴
訟
」

「
国
立
市
・
景
観
訴
訟
」

◇日時 2016年4月3日(日) 午後2時～午後５時30分
（会場 午後1時30分）

◇場所 たましんＲＩＳＵＲＵホール 5階 第一会議室
JR中央線 立川駅南口 徒歩13分

◇参加費 500円 どなたでもお気軽にご参加ください。
（お申込不要、直接会場へお越しください）

◇日時 2016年4月3日(日) 午後2時～午後５時30分
（会場 午後1時30分）

◇場所 たましんＲＩＳＵＲＵホール 5階 第一会議室
JR中央線 立川駅南口 徒歩13分

◇参加費 500円 どなたでもお気軽にご参加ください。
（お申込不要、直接会場へお越しください）

会場案内図会場案内図

お問合せ・主催 NPO法人 多摩住民自治研究所
〒191-0016東京都日野市神明３－１０－５エスプリ日野103
TEL：042-586-7651 FAX：042-514-8096
e-mail：tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp

※国立市景観訴訟の詳しい経過等につきましては、『緑の風』2014年12月号（vol.175）34ペー
ジ～をご参照ください。2014年までの経過を掲載しています。
http://2874fb5df3e48188.lolipop.jp/docs/midori/vol.175.pdf

お問合せ・主催 NPO法人 多摩住民自治研究所
〒191-0016東京都日野市神明３－１０－５エスプリ日野103
TEL：042-586-7651 FAX：042-514-8096
e-mail：tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp

※国立市景観訴訟の詳しい経過等につきましては、『緑の風』2014年12月号（vol.175）34ペー
ジ～をご参照ください。2014年までの経過を掲載しています。
http://2874fb5df3e48188.lolipop.jp/docs/midori/vol.175.pdf



◇シンポジウム プログラム

●国立市景観訴訟の経過を語る
窪田 之喜（くぼた ゆきよし）氏（弁護士 ― 上原氏弁護団）

国立市の景観をめぐる裁判の経過とポイントを解説します。

●市民の自治が生んだ国立市の景観
上原 公子（うえはら ひろこ）氏（元国立市長）

国立市の歴史を踏まえた市民自治の営みから、国立市景観をめぐる一
連の経過をお話します。

●国立市への明和地所の寄付をめぐる真相
関口 博（せきぐち ひろし）氏（国立市議会議員・前国立市長）

国立市に明和地所が寄付をした当時、市長であった関口氏がその経過と
事実を語ります。

●地方自治の基本からみた国立市景観訴訟判決
白藤 博行（しらふじ ひろゆき）氏（専修大学法学部教授・弁護士/
行政法・地方自治法、日本学術会議会員）

市民自治とは何か、憲法や法律ではどのように保障されているのか―。
語り手は、地方自治の法制度と理論の第一人者。国立市の景観に関わる
市民運動や裁判が地方自治・市民自治にとって、いかに重要であるかを
わかりやすくお話しします。

●都市計画の原則と国立市の訴訟問題
波多野 憲男（はたの のりお）氏（元四日市大学教授/都市計画）

都市計画の法制度と理論を土台にして、訴訟の問題を考えます。お話し
するのは、数十年にわたって都市計画の法や理論を実践的な立場で追
求してきた研究者。都市計画の原則と現状、そして訴訟のカナメである「地
区計画」の制度について語ります。

コーディネーター

池上 洋通（いけがみ ひろみち）氏（自治体問題研究所主任研究員）
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財政研究会 次回学習会は―

2016年4月23日（土） 14：00～
場所：多摩住民自治研究所事務所

「多摩地域の新年度予算を見る」
報告者 :新国信氏

◆日時

2016年5月28日（土）

13：00～17：00

◆場所

たましんＲＩＳＵＲＵホール

5階 第1会議室

※詳細は追ってご連絡いたします。

2016年度 総会のご案内 多摩住民自治研究所
2月の活動

・ 1日(月)Excelで学ぶ財政分析講座
・ 5日(金)財政実践ゼミチラシ発送

『緑の風』編集委員会
・12日(金),13日(土)

第24回 議員の学校
・19日(金)事務局会議
・20日(土)事業計画会議
・21日(日)『緑の風』インタビュー

国立景観訴訟
・25日(木)～財政分析基礎講座チラシ

印刷・発送

・26日(木)『緑の風』印刷
・29日(金)『緑の風』丁合
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