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日
本
に
お
け
る
地
方
創
生

北　
　

村　
　
　
　
　

亘

一　
地
方
創
生
の
多
義
性

　

本
稿
の
目
的
は
、
日
本
の
地
方
創
生
に
つ
い
て
、
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
危
機
度
、
中
央
政
府
の
政
策
的
対
応
、
そ
し
て
地
方

政
府
の
政
策
的
対
応
の
三
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

実
は
、「
地
方
創
生
」
と
一
言
で
い
っ
て
も
非
常
に
多
義
的
で
あ
る
た
め
、
網
羅
的
に
論
じ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の

ひ
と
つ
に
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
策
目
標
と
し
て
何
を
掲
げ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
地
方
創
生
の
内
容
は
大

き
く
異
な
っ
て
し
ま
う
。
地
方
創
生
の
た
め
の
人
口
増
加
策
と
い
っ
て
も
、
定
住
人
口
の
増
加
な
の
か
、
観
光
客
な
ど
の
交
流
人
口
の

増
加
な
の
か
、
通
勤
・
通
学
な
ど
の
流
入
人
口
の
増
加
な
の
か
、
あ
る
い
は
生
産
年
齢
人
口
（
一
五
歳
以
上
六
五
歳
未
満
）
の
増
加
な

の
か
、
若
年
人
口
（
一
五
歳
未
満
）
の
増
加
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
地
方
政
府
が
採
る
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
は
大
き
く
異
な
る
。
製
造

工
場
の
誘
致
か
サ
ー
ヴ
ィ
ス
産
業
の
誘
致
な
の
か
、
景
観
保
全
か
工
場
地
区
の
開
発
整
備
な
の
か
、
あ
る
い
は
保
育
園
の
増
加
や
子
育

て
政
策
を
中
心
と
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
老
人
福
祉
施
設
の
整
備
や
高
齢
者
医
療
政
策
を
中
心
に
す
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
政
策

目
標
の
置
き
方
次
第
で
地
方
政
府
の
採
る
べ
き
政
策
手
段
も
大
き
く
異
な
っ
て
し
ま
う
。
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も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
主
体
を
と
り
ま
く
社
会
経
済
環
境
の
問
題
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
都
市
圏
の
基
礎
自
治
体
と
、

農
山
漁
村
の
基
礎
自
治
体
で
は
、
課
題
対
応
に
投
入
で
き
る
資
源
が
異
な
る
た
め
、
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
人
口
の
過
半
数

が
老
年
人
口
（
六
五
歳
以
上
）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
急
激
な
人
口
減
少
の
た
め
に
も
は
や
義
務
教
育
の
た
め
の
学
校
す
ら
維
持
で
き
な

い
山
間
地
で
は
、
地
方
税
な
ど
の
自
主
財
源
は
減
少
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
々
の
買
い
物
の
移
動
に
も
難
渋
す
る
た
め
に
地
域
限

定
バ
ス
を
公
的
資
源
で
運
営
す
る
必
要
も
出
て
き
て
、
財
政
支
出
だ
け
が
増
加
す
る
。
他
方
、
大
都
市
圏
で
は
、
企
業
か
ら
の
税
収
も

潤
沢
で
あ
り
、
生
産
年
齢
人
口
世
代
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
交
通
網
が
発
達
し
た
地
域
で
は
、
高
層
住
宅
群
の
建
築
抑
制
な
ど
に
よ
っ

て
実
質
的
な
人
口
抑
制
策
を
採
る
地
方
政
府
も
登
場
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
地
方
創
生
の
成
否
を
論
じ
る
こ
と
も
非
常
に
難
し
い
。
各
施
策
の
実
施
状
況
な
ど
の
進
捗
管
理
を
行
う
べ
く
重
要

業
績
評
価
指
標
（K

ey Perform
ance Indicators; K

PI

）
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
を
政
策
目
標
に
掲
げ
る
か
と
い
う
こ

と
よ
っ
て
指
標
も
異
な
る
た
め
に
、
地
方
自
治
体
間
の
比
較
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
実
施
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン

が
非
常
に
長
い
た
め
、
ど
の
政
策
で
ど
の
よ
う
な
効
果
が
直
接
的
に
あ
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
ど
の
時
点
で
成
否

を
論
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
評
価
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
何
よ
り
も
問
題
な
の
が
、
各
指
標
は
数
値
化
さ
れ
て
い
て
も
全
体
的
に

評
価
す
る
際
に
は
定
性
的
に
評
価
し
て
い
る
地
方
自
治
体
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
が
る
べ
き
数
値
が
下
が
っ
て
い
て
も
最
終

的
に
は
「
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
順
調
な
進
捗
で
あ
る
」
と
評
価
を
下
す
こ
と
も
少
な
く
な
い
た
め
、
評
価
だ
け
を
見
て
い
て
は
わ

か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。

　

本
稿
は
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
「
地
方
創
生
」
の
政
策
展
開
を
、
中
央
政
府
の
対
応
と
そ
れ
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
対
応
と
い
う

観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
に
、
地
方
創
生
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
日
本
の
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
深
刻
度
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
。
国
際
比
較
あ
る
い
は
時
系
列
比
較
の
中
で
、
日
本
の
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
が
世
界
で
も
深
刻
な
水
準
に
あ
る
こ
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と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
地
方
創
生
に
対
す
る
中
央
政
府
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
日
本
政
治
の
研

究
で
は
、
自
由
民
主
党
政
権
は
補
助
金
を
通
じ
て
「
地
方
」
を
優
遇
し
て
き
た
と
論
じ
て
き
た
が
、
彼
ら
の
支
持
基
盤
で
あ
る
地
方
を

揺
る
が
す
地
方
消
滅
を
食
い
止
め
る
た
め
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三

に
、
中
央
政
府
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
対
す
る
地
方
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
四
つ
の
事
例
を
用
い
て
分
析
を
行
う
。
中
央
政
府
の
提
示

し
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
地
方
政
府
が
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
地
方
創
生
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

あ
わ
せ
て
、
中
央
政
府
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
依
拠
し
て
い
な
い
事
例
や
、
多
く
の
事
例
で
失
敗
し
て
い
る
商
店
街
活
性
化
の
事
例
に

つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。

二　

理
論
的
検
討

（
1
）　

日
本
政
治
の
中
の
「
地
方
創
生
」

　

地
方
創
生
の
分
析
は
、
実
は
こ
れ
ま
で
の
日
本
政
治
研
究
を
考
え
る
と
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
従
来
の
日
本
政
治
研
究
は
、
都
市

で
の
経
済
成
長
の
果
実
を
農
山
漁
村
に
政
治
的
に
再
分
配
す
る
こ
と
で
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
が
実
現
し
、
他
の
先
進
民
主
主
義

国
家
と
は
異
な
り
「
地
域
間
で
の
経
済
的
な
亀
裂
」
が
意
識
さ
れ
ず
に
き
た
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
域
間
格
差
が
曖
昧
で
、

農
山
漁
村
に
も
そ
れ
な
り
の
利
益
配
分
が
な
さ
れ
て
き
た
点
に
日
本
政
治
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

確
か
に
、
い
ま
な
お
相
次
ぐ
定
数
不
均
衡
訴
訟
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
会
議
員
の
定
数
が
農
山
漁
村
に
過
剰
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、

農
山
漁
村
を
中
心
と
し
た
地
方
が
国
政
レ
ヴ
ェ
ル
で
過
剰
代
表
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
（
そ
の
嚆
矢
と
し
て
、
広
瀬
一
九
八

一
）。
ま
た
、
政
治
学
の
研
究
は
、
一
九
九
四
年
の
公
職
選
挙
法
改
正
ま
で
長
き
に
わ
た
っ
て
採
用
さ
れ
て
き
た
中
選
挙
区
制
度
の
下

で
、
自
由
民
主
党
の
国
会
議
員
た
ち
が
地
方
へ
の
利
益
誘
導
を
確
約
す
る
こ
と
で
組
織
し
た
個
人
後
援
会
を
核
と
す
る
集
票
マ
シ
ー
ン

（
1
）
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を
活
用
し
て
再
選
を
固
め
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
た
と
え
ば
、
中
野
一
九
九
二
、K

ohno 1997

、
建
林
二
〇
〇
四
、

砂
原
二
〇
一
七
）。
政
党
ラ
ベ
ル
に
左
右
さ
れ
ず
に
当
選
し
う
る
農
山
漁
村
の
選
挙
区
の
国
会
議
員
た
ち
は
、
政
策
決
定
過
程
で
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
遺
産
が
、
一
九
九
六
年
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
の

小
選
挙
区
比
例
代
表
制
度
の
導
入
や
二
〇
〇
一
年
の
省
庁
再
編
な
ど
の
よ
う
な
制
度
変
化
と
と
も
に
、
現
在
の
政
策
決
定
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
再
認
識
さ
れ
た
少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
は
、
農
山
漁
村
の
衰
退
や
消
滅
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
問
題

で
あ
る
。
従
来
の
公
共
事
業
や
農
業
部
門
な
ど
へ
の
補
助
金
支
出
で
の
対
応
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
抜
本
的
解
決
に
効
果
が
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
全
国
規
模
で
少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
は
進
行
し
て
い
る
た
め
、
都
市
の
経
済
的
果
実
を
地
方
に

再
配
分
す
る
と
い
う
手
法
も
通
じ
な
い
。

　

二
〇
一
二
年
一
二
月
に
再
び
政
権
の
座
を
奪
還
し
た
安
倍
晋
三
首
相
率
い
る
自
由
民
主
党
と
公
明
党
と
の
連
立
内
閣
は
、
世
論
で
大

き
な
問
題
と
な
っ
た
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
に
対
し
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
政
選
挙
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
日

本
に
お
い
て
、
常
に
安
定
し
た
議
会
運
営
を
可
能
に
す
る
議
席
数
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
む
し
ろ
、
世
論
が
敏
感
な
政

策
争
点
に
お
い
て
は
財
政
支
出
の
拡
大
を
厭
う
こ
と
は
な
い
。
二
〇
一
二
年
一
二
月
以
降
の
安
倍
内
閣
は
、
地
方
創
生
に
お
い
て
い
か

な
る
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
示
し
て
、
選
挙
基
盤
で
あ
る
地
方
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
中
央
政
府
は
、
外
交
、
防
衛
、
年
金
以
外
の
政
策
領
域
で
政
策
実
施
を
ほ
ぼ
地
方
政
府
に
依
存
し
て
い
る
「
融
合
型
」
の
中

央
地
方
関
係
で
あ
る
。
地
方
創
生
と
い
う
遠
大
な
政
策
目
標
を
中
央
政
府
が
追
求
す
る
た
め
に
は
、
中
央
政
府
は
地
方
政
府
に
ど
の
よ

う
な
政
策
資
源
を
提
供
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
し
て
提
示
し
な
け
れ
ば
、
多
く
の
地
方
政
府
は
中
央
政
府
の
意
図
通

り
に
行
動
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
央
政
府
が
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
提
示
し
て
、
地
方
政
府
が
地
方
の
置
か
れ
た
課
題
や
現
状
に

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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応
じ
て
自
ら
取
捨
選
択
す
る
こ
と
が
、
地
方
創
生
に
向
け
て
最
も
合
理
的
な
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

地
方
政
府
の
政
策
選
択
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
中
央
政
府
は
、
従
来
の
補
助
金
政
治
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
中
央
政
府
か
ら
地
方
政

府
に
対
す
る
財
源
移
転
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
政
策
も
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す

べ
き
点
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
地
方
政
府
が
ど
の
よ
う
な
政
策
目
標
を
追
求
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
地
方
創
生
の
全
体
像
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
2
）　

本
稿
の
仮
説

　

中
央
政
府
が
地
方
創
生
の
た
め
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
打
ち
出
し
た
と
き
に
、
地
方
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

地
方
政
府
の
直
面
す
る
課
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
簡
便
に
そ
の
深
刻
度
を
示
す
指
標
と
し
て
本
稿
で
は
「
高
齢
化
率
」
に
着

目
す
る
。
高
齢
化
率
は
、
住
民
の
租
税
負
担
能
力
の
低
下
や
財
政
支
出
の
膨
張
圧
力
の
大
き
さ
の
み
な
ら
ず
、
人
口
減
少
の
切
迫
度
を

意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
地
方
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
地
方
政
府
の
行
政
能
力
に
つ
い
て
も
、
簡
便
な
指
標
と
し
て

「
財
政
力
指
数
」
で
測
る
こ
と
に
す
る
。
財
源
が
な
け
れ
ば
、
地
方
政
府
が
十
全
に
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
く
な
る
だ
け

で
な
く
、
能
力
の
高
い
職
員
の
採
用
や
つ
な
ぎ
止
め
も
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

基
礎
自
治
体
に
着
目
し
た
と
き
、
高
齢
化
率
と
財
政
力
指
数
の
観
点
か
ら
地
方
創
生
の
中
で
最
も
重
視
す
る
政
策
目
標
に
つ
い
て
四

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
想
定
で
き
る
（
図
表
1
参
照
）。
あ
く
ま
で
相
対
的
な
比
較
の
中
で
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
高
齢
化
率
は
高
い
が
財
政
状
況
に
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
基
礎
自
治
体
は
、
大
き
な
地
域
課
題
に
対
し
て
対
処
す
る
だ

け
の
行
政
能
力
を
も
つ
が
ゆ
え
に
居
住
人
口
の
み
な
ら
ず
観
光
客
の
よ
う
な
交
流
人
口
や
通
勤
・
通
学
の
よ
う
な
流
入
人
口
を
増
加
さ

せ
る
た
め
の
投
資
を
行
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
基
礎
自
治
体
で
は
、
域
外
か
ら
の
人
口
流
入
の
促
進
を
重
視
す
る
だ
ろ
う
。

（
5
）
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第
二
に
、
高
齢
化
率
は
低
い
が
財
政
状
況
が
厳
し
い
基
礎
自
治
体
の
場
合
、
わ
ず
か
し
か
投
資
は
行

え
な
い
が
、
ま
だ
域
内
に
居
住
す
る
生
産
年
齢
人
口
の
流
出
を
抑
え
る
こ
と
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
だ

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
の
施
策
を
優
先
し
、
彼
ら
の
た
め
の
雇
用
創
出
が
重
視

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
高
齢
化
率
が
高
い
だ
け
で
な
く
財
政
状
況
も
厳
し
い
基
礎
自
治
体
は
、
な
に
よ
り
も
地
域

社
会
の
維
持
あ
る
い
は
地
域
づ
く
り
を
優
先
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
課
題
も
大

き
く
、
財
政
的
に
も
ま
ま
な
ら
な
い
ま
さ
に
末
期
的
な
状
況
で
あ
る
。
基
礎
自
治
体
と
し
て
十
分
な
政

策
展
開
が
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
付
近
に
食
糧
や
生
活
雑
貨
を
売
る
店
舗
も
な
い

「
買
い
物
難
民
」
や
病
院
な
ど
が
生
活
圏
に
な
い
「
通
院
難
民
」
に
な
っ
た
住
民
が
立
ち
上
が
る
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
全
国
一
律
に
地
方
政
府
は
人
口
増
加
な
ど
の
地
方
創
生
に
取
り
組
む
こ
と
を
事
実
上
要
求

さ
れ
て
い
る
た
め
、
財
政
状
況
も
よ
く
て
高
齢
化
率
も
低
い
と
い
う
恵
ま
れ
た
基
礎
自
治
体
は
、
現
在

の
居
住
者
の
快
適
さ
を
向
上
さ
せ
、
彼
ら
の
人
口
再
生
産
力
を
重
視
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
財
源
を
子
育
て
環
境
の
整
備

に
投
資
す
る
こ
と
で
、
す
で
に
居
住
し
て
い
る
若
い
世
代
の
出
生
率
を
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
の
場
合
、
中
央
政
府
は
、
自
ら
の
政
策
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
本
的
に
地
方
政
府
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。「
地
方

創
生
」
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
地
方
創
生
を
論
じ
る
場
合
、
地
方
政
府
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
追
求
す
る
の
か
と
い
う
点
ま
で

含
め
て
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

図表 1：�財政状況と高齢化率から見た地方創生の政策
目標の選択

低い(貧困) 高い(富裕)

高 地域維持 流入促進

低 雇用創出 快適追求

財政力指数
(地方政府の財政状況)

高齢化率
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三　

事
例
分
析

　

で
は
、
実
際
に
中
央
政
府
が
ど
の
よ
う
な
地
方
創
生
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
打
ち
出
し
て
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
に
対
処
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
公
共
セ
ク
タ
ー
で
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
最
前
線
に
あ
る
基
礎
自
治
体
が
中
央
政
府
の
施
策
を
用
い

て
ど
の
よ
う
な
政
策
目
標
を
追
求
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
。

　

第
一
に
、
現
代
日
本
が
直
面
し
て
い
る
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
深
刻
度
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
第
二
に
、
中
央
政
府
の
提
示
し

た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
紹
介
す
る
。
第
三
に
、
中
央
政
府
の
提
示
し
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
で
基
礎
自
治
体
が
ど
の
よ
う
な
政
策
目

標
を
追
求
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
内
閣
官
房
な
ど
が
ま
と
め
た
事
例
集
を
手
掛
か
り
に
探
っ
て
い
く
。
あ
わ
せ
て
、
紙
幅
の
許

す
限
り
、
商
店
街
振
興
の
失
敗
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

（
1
）　

日
本
の
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
現
状

　

二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
は
実
感
さ
れ
て
い
た
が
、
総
人
口
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
出
生
率
が
落
ち
、
徐
々
に
高
齢
者
も
自
然
死
を
迎
え
て
い
く
と
、
老
壮
青
の
世
代
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

人
口
も
減
少
し
て
い
く
こ
と
が
現
実
の
危
機
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
（
図
表
2
参
照
）。

　

日
本
の
高
齢
化
率
は
、
多
く
の
国
々
と
比
較
し
て
も
突
出
し
て
高
い
（
図
表
3
参
照
）。
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
で
も

現
在
、
日
本
の
後
を
追
う
か
の
よ
う
に
高
齢
化
率
が
上
昇
し
て
い
る
。
高
齢
化
率
が
七
％
か
ら
一
四
％
に
な
る
ま
で
に
か
か
っ
た
年
数

を
比
較
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
六
四
年
か
ら
一
九
七
九
年
の
一
一
五
年
を
か
け
た
の
に
対
し
て
、
日
本
は
一
九
七
〇

年
か
ら
一
九
九
四
年
の
わ
ず
か
二
四
年
し
か
か
か
っ
て
い
な
い
。
韓
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
も
に
一
九
九
九
年
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
八
年
、
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二
〇
年
し
か
か
か
っ
て
お
ら
ず
、
中
国
も
二
〇
〇
二
年
か

ら
二
〇
二
五
年
の
二
三
年
で
高
齢
化
率
が
一
四
％
に
達
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
内
閣
府
『
高
齢
化
白
書

（
平
成
三
〇
年
版
）』
二
〇
一
八
年
）。

　

こ
の
よ
う
に
少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
が
急
激
に
日
本

社
会
を
襲
う
中
、
中
央
政
府
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
地
方
政
府
は
ど
の
よ
う
な
施
策

を
実
施
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

（
2
）　
「
地
方
消
滅
」
論
と
中
央
政
府
の
政
策
対
応

　

少
子
高
齢
化
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
大
き
な

議
論
に
な
っ
て
い
た
が
、
直
接
的
に
世
論
や
政
治
に
も
影

響
を
与
え
た
の
が
二
〇
一
三
年
一
二
月
号
の
月
刊
誌
『
中

央
公
論
』
で
の
「
特
集　

壊
死
す
る
地
方
都
市
」
で
あ
る
。

岩
手
県
知
事
を
務
め
た
増
田
寛
也
元
総
務
大
臣
を
中
心
と

す
る
人
口
減
少
問
題
研
究
会
が
全
国
の
一
七
九
二
の
基
礎

自
治
体
（
当
時
）
の
中
で
五
二
三
自
治
体
が
人
口
消
滅
す

る
と
い
う
衝
撃
的
な
報
告
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
の
論
争

（
6
）

（
7
）

図表 2：日本の人口推移　1920～2015年
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［出典］　総務省統計局「人口推計」より筆者作成。http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2.htm# 
series
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の
中
で
、
彼
ら
の
議
論
は
「
地
方
消
滅
」
論
と
ま
と
め
て

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
地
方
消
滅
」
論
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
四
〇
年

ま
で
の
三
〇
年
間
に
人
口
減
少
で
地
方
政
府
と
し
て
立
ち

行
か
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
基
礎
自
治
体
は
ど
こ

か
と
い
う
こ
と
を
、
出
産
が
多
い
二
〇
歳
か
ら
三
九
歳
ま

で
の
女
性
（「
若
年
女
性
人
口
」）
の
人
口
推
移
に
着
目
す

る
と
い
う
簡
便
な
手
法
で
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
仮
に
基
礎
自
治
体
の
人
口
が
維
持
で
き
た
と
し
て

も
、
若
年
女
性
人
口
が
減
少
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
基
礎

自
治
体
の
人
口
の
「
再
生
産
力
」
が
低
下
し
、「
消
滅
可

能
性
」
が
高
い
か
ら
で
あ
る
（
増
田
編
二
〇
一
四
）。

　
「
地
方
消
滅
」
論
に
よ
れ
ば
、
若
者
の
大
都
市
圏
へ
の

人
口
移
動
が
現
状
と
同
様
に
毎
年
六
万
か
ら
八
万
人
の
規

模
で
生
じ
続
け
る
場
合
、
若
年
女
性
人
口
が
五
〇
％
以
上

減
少
す
る
こ
と
が
推
計
さ
れ
る
基
礎
自
治
体
の
中
に
人
口

一
万
未
満
の
基
礎
自
治
体
が
五
二
三
自
治
体
も
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
基
礎
自
治
体
は
消
滅
す
る
可
能
性
が
非

図表 3：高齢化の国際比較
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常
に
高
い
と
指
摘
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
も
若
者
が
大
都
市
圏
に
流
入
し
た
場
合
、
人
間
関
係
が
希
薄
で
あ
り
、
仕
事
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
が
充
実
し
て
独
身
生
活

を
謳
歌
で
き
る
こ
と
か
ら
結
婚
が
ど
う
し
て
も
遅
く
な
り
、
し
か
も
、
結
婚
し
た
と
し
て
も
地
価
や
生
活
費
が
高
い
た
め
に
子
供
の
出

産
に
つ
な
が
り
に
く
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
若
者
が
都
会
に
移
動
し
た
場
合
、
出
産
や
子
育
て
に
つ
な
が
ら
な
い
。
大

都
市
圏
は
、
若
者
を
吸
い
込
ん
で
何
も
生
み
出
さ
な
い
「
人
口
の
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
増
田
編
二

〇
一
四
）。
人
口
減
少
を
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、
農
山
漁
村
で
子
供
を
増
や
す
と
同
時
に
、
増
加
分
を
で
き
る
だ
け
地
元
に
、
そ
れ

が
難
し
い
な
ら
近
隣
の
拠
点
都
市
に
と
ど
め
る
よ
う
に
し
て
、
大
都
市
圏
に
若
年
人
口
が
流
れ
て
い
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要

だ
と
い
う
政
策
的
含
意
を
も
つ
。

　
「
地
方
消
滅
」
論
は
、
日
本
中
の
基
礎
自
治
体
の
み
な
ら
ず
与
野
党
の
国
会
議
員
、
中
央
官
庁
、
都
道
府
県
、
各
分
野
の
研
究
者
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
学
界
で
は
多
く
の
議
論
を
巻
き
起
こ
し
、
政
治
家
や
公
務
員
、
一
般
市
民
が
手
に
取
り
や
す
い
新
書
レ
ヴ

ェ
ル
で
「
地
方
消
滅
」
論
に
関
す
る
出
版
が
相
次
い
で
い
く
（
た
と
え
ば
、
矢
作
二
〇
一
四
、
小
田
切
二
〇
一
四
、
山
下
二
〇
一
四
、

山
下
・
金
井
二
〇
一
五
、
飯
田
他
二
〇
一
六
）。
そ
の
こ
と
が
さ
ら
に
世
論
を
動
か
し
、
政
府
も
無
視
で
き
な
い
動
き
と
な
っ
て
い
く
。

　
「
地
方
消
滅
」
論
が
大
き
な
話
題
と
な
る
中
で
、
二
〇
一
四
年
九
月
、
安
倍
晋
三
首
相
は
内
閣
改
造
で
石
破
茂
元
自
民
党
幹
事
長
を

地
方
創
生
担
当
の
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
に
任
命
し
た
。
石
破
元
幹
事
長
は
、
か
つ
て
安
倍
首
相
と
総
理
総
裁
の
座
を
争
っ
た
ラ
イ
ヴ

ァ
ル
で
あ
り
、
防
衛
大
臣
な
ど
閣
僚
経
験
も
豊
富
で
あ
っ
た
。
首
相
は
、
実
力
派
政
治
家
に
、
重
要
だ
が
達
成
困
難
な
地
方
創
生
を
委

ね
た
わ
け
で
あ
る
。
以
後
、
地
方
創
生
が
本
格
的
に
政
治
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
浮
上
し
て
い
く
。
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
七
日
に

「「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
」
及
び
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
次
々
に
施

策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
。

（
8
）
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二
〇
一
八
年
一
二
月
二
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
『
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
二
〇
一
八
年
改
訂

版
）』
は
、
地
域
の
現
状
分
析
の
た
め
の
各
種
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
か
ら
成
る
地
域
経
済
分
析
シ
ス
テ
ム
（
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ

Ｓ
）
の
整
備
な
ど
の
情
報
支
援
の
矢
、
各
種
団
体
の
実
務

家
な
ど
か
ら
な
る
地
域
活
性
化
伝
道
師
の
派
遣
な
ど
か
ら

成
る
人
材
支
援
の
矢
、
そ
し
て
地
方
創
生
関
連
交
付
金
や

税
制
措
置
な
ど
か
ら
成
る
財
政
支
援
の
矢
の
地
方
創
生
版

「
三
本
の
矢
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
（
図
表
4
参
照
）。

二
〇
二
〇
年
に
達
成
す
べ
き
主
要
な
基
本
目
標
は
、
①

「
地
方
に
し
ご
と
を
つ
く
り
、
安
心
し
て
働
け
る
よ
う
に

す
る
」
こ
と
、
②
「
地
方
へ
の
新
し
い
ひ
と
の
流
れ
を
つ

く
る
」
こ
と
、
③
「
若
い
世
代
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て

の
希
望
を
か
な
え
る
」
こ
と
、
④
「
時
代
に
合
っ
た
地
域

を
つ
く
り
、
安
心
な
く
ら
し
を
守
る
と
と
も
に
、
地
域
と

地
域
を
連
携
す
る
」
こ
と
の
四
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

基
本
目
標
に
対
し
て
、
実
現
の
た
め
の
主
要
施
策
や
重
要

業
績
評
価
指
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇

図表 4：「まち・ひと・しごと創生総合戦略2018　改訂版」の全体像

［出典］　『まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018年改訂版）』（閣議決定、2018年12月21日）。
URL:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h30-12-21-sougousenryaku 
2018zentaizou.pdf
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六
〇
年
に
人
口
を
一
億
人
規
模
で
維
持
し
な
が
ら
出
生
率
を
一
・
八
ま
で
に
戻
す
と
と
も
に
、
実
質
国
内
総
生
産
の
成
長
率
を
二
〇
五

〇
年
代
に
は
一
・
五
％
か
ら
二
・
〇
％
で
推
移
で
き
る
こ
と
が
達
成
す
べ
き
中
長
期
展
望
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
と
、
二
〇
六
〇
年
を
目
途
と
し
た
中
長
期
展
望
の
一
億
人
程
度
の
人
口
維
持
の
た
め
に
、
二
〇
二
〇
年
の

基
本
目
標
と
し
て
「
地
方
で
の
雇
用
創
出
［
上
述
の
①
］」
を
掲
げ
て
、
そ
の
た
め
の
成
果
指
標
と
し
て
二
〇
一
五
年
時
点
で
は
二
七

万
一
千
程
度
の
若
者
の
雇
用
創
出
数
を
五
年
で
三
〇
万
ま
で
増
や
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
成
否
を
判
断
す
る
重
要
業
績
評
価
指
標

（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
農
林
水
産
物
等
の
輸
出
額
一
兆
円
が
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

中
央
政
府
の
政
策
決
定
者
は
、「
地
方
消
滅
」
論
が
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
を
喫
緊
の
政
策
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
に
対

応
し
て
、
地
方
創
生
の
た
め
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
整
備
し
た
。
た
だ
、
日
本
の
中
央
政
府
は
政
策
実
施
の
た
め
の
直
接
的
な
手
段
を

ほ
と
ん
ど
有
し
て
い
な
い
。
外
交
、
防
衛
、
年
金
以
外
の
政
策
領
域
で
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
が
協
働
し
て
政
策
を
実
施
し
て
い
く

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
融
合
型
の
中
央
地
方
関
係
の
下
で
は
、
中
央
政
府
は
、
権
限
、
財
源
、
情
報
な
ど
を
う
ま
く
地

方
政
府
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
で
地
方
政
府
を
中
央
政
府
の
思
う
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
北
村
他
二
〇
一
七
、
特
に
同

書
第
九
章
参
照
）。
地
方
創
生
も
例
外
で
は
な
い
。

　

次
の
課
題
は
、
一
連
の
中
央
政
府
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
対
し
て
地
方
政
府
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
採
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
解

明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
3
）　

地
方
創
生
戦
略　
　

四
つ
の
基
本
目
標
に
対
応
し
た
四
つ
の
事
例

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
に
内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
事
務
局
お
よ
び
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
の
ま
と
め
た

『
地
方
創
生
事
例
集
（
未
定
稿
、
平
成
二
八
年
一
二
月
一
四
日
）』
を
手
掛
か
り
に
地
方
創
生
の
実
例
を
見
て
い
く
。
同
事
例
集
は
、

（
9
）
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中
央
政
府
か
ら
見
て
、
暫
定
的
な
が
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
地
方
政
府
の
取
り
組
み
と
し
て
八
八
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
事
例

の
中
に
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
垂
直
的
連
携
に
よ
る
取
り
組
み
も
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
間
あ
る
い
は
市
町
村
間
の
水
平
的
連
携
に

よ
る
取
り
組
み
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
地
方
創
生
の
成
否
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
市
町
村
が
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
と
さ
れ
る
主
要
な
四
つ
の

政
策
目
標
の
中
で
い
ず
れ
を
追
求
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。
そ
の
た
め
、
八
八
事
例
の
中
で
も
、
単
一
の
政
策
目
標

を
掲
げ
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
基
礎
自
治
体
の
単
独
の
四
五
の
取
り
組
み
に
焦
点
を
当
て
る
。
な
お
、
四
つ
の
政
策
目
標
の
中
で
、
①

「
地
方
に
し
ご
と
を
つ
く
り
、
安
心
し
て
働
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
「
雇
用
創
出
」
と
略
し
、
以
下
も
同
様
に
、
②
「
地
方
へ
の

新
し
い
ひ
と
の
流
れ
を
つ
く
る
こ
と
」
を
「
流
入
促
進
」
に
、
③
「
若
い
世
代
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る
こ
と
」

を
「
快
適
追
求
」
に
、
④
「
時
代
に
合
っ
た
地
域
を
つ
く
り
、
安
心
な
く
ら
し
を
守
る
と
と
も
に
、
地
域
と
地
域
を
連
携
す
る
こ
と
」

を
「
地
域
維
持
」
と
略
す
る
。

　

単
独
で
施
策
を
展
開
し
て
い
る
四
五
の
基
礎
自
治
体
を
、
二
〇
一
五
年
度
の
各
市
町
村
の
高
齢
化
率
と
財
政
力
指
数
に
着
目
し
て
プ

ロ
ッ
ト
し
て
み
る
（
図
表
5
参
照
）。
同
年
度
の
高
齢
化
率
の
全
国
平
均
は
二
六
・
六
％
で
あ
り
、
財
政
力
指
数
の
全
国
市
町
村
平
均

は
〇
・
五
で
あ
る
。『
事
例
集
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
基
礎
自
治
体
の
多
く
は
、
高
齢
化
率
が
高
く
、
財
政
力
も
低
い
市
町
村
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
は
特
に
政
策
目
標
の
選
択
に
関
し
て
大
き
な
傾
向
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
高
齢
化
率
が
高
い
自
治
体
は
、
財
政
力
と
は
あ
ま
り
関
係
な
く
「
雇
用
創
出
」
に
や
や
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
傾
向
が

み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
高
齢
化
率
も
高
く
財
政
力
が
低
い
自
治
体
は
、「
地
域
維
持
」
に
や
や
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
傾
向
が
み
ら
れ

る
。「
流
入
促
進
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
財
政
力
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
高
齢
化
率
が
低
い
自
治
体
で
も
高
い
自
治
体
で

も
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
興
味
深
い
の
は
、
現
在
の
住
民
の
「
快
適
追
求
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
四
五
自
治
体
の
と
ど
ま

（
10
）
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ら
ず
、
事
例
集
全
体
の
八
八
自
治
体
の
中
で
も
高

齢
化
率
が
低
く
財
政
力
が
高
い
自
治
体
の
一
例
だ

け
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
事
例
分
析
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、

第
一
に
、
高
い
高
齢
化
率
と
低
い
財
政
力
に
も
が

き
な
が
ら
も
雇
用
創
出
の
た
め
の
施
策
展
開
を
行

う
青
森
県
田
舎
館
村
を
取
り
上
げ
る
。
第
二
に
、

高
齢
化
率
は
高
い
が
そ
の
中
で
は
財
政
力
が
全
国

平
均
に
近
い
長
野
県
東
御
市
の
流
入
促
進
の
施
策

を
取
り
上
げ
る
。
第
三
に
は
、
地
方
創
生
の
必
要

が
な
い
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
の
低
い
高
齢
化
率
と

高
い
財
政
力
を
誇
る
和
光
市
の
快
適
追
求
の
施
策

を
取
り
上
げ
る
。
第
四
に
、
高
い
高
齢
化
率
と
低

い
財
政
力
に
喘
ぐ
高
知
県
四
万
十
市
の
大
宮
地
区

の
「
地
域
維
持
」
の
た
め
の
独
特
な
試
み
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
四
つ
の
自
治
体
の
詳
細
な
デ
ー
タ

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
図
表
6
参
照
）。

図表 5：高齢化率と財政力指数からみた45市町村の位置づけ

田舎館村

東御市

和光市

四万十市

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

財
政
力
指
数

高齢化率(％)

雇用創出

流入促進

快適追求

地域維持

基準線(26.6%)

［注記］　高齢化率の全国平均である26.6％には基準線として点線を引いている。
［出典］　地域経済分析システム（RESAS）利用

URL： https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/
総務省『地方財政状況調査関係資料　平成27年度市町村決算カード』
URL: http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/card-16.html
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（
ａ
） 

雇
用
創
出
策　
　

青
森
県
田
舎
館
村
「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」

　

青
森
県
田
舎
館
村
は
、
二
〇
一
五
年
国
勢
調
査
に
よ
る
と
人
口
が
七
七
八
三
人
で
あ
り
、
高
齢
化

率
も
三
二
・
〇
％
の
村
で
あ
る
。
人
口
が
年
々
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
典
型
的
な
農
村
地
帯

の
基
礎
自
治
体
で
あ
る
。
歳
入
総
額
は
約
三
九
億
円
で
あ
り
、
財
政
力
指
数
を
見
て
も
〇
・
二
七
、

自
主
財
源
比
率
を
見
て
も
一
五
・
一
％
と
な
っ
て
い
て
、
極
め
て
脆
弱
な
状
態
に
あ
る
。

　

持
続
可
能
性
で
非
常
に
厳
し
い
状
態
に
あ
っ
た
田
舎
館
村
は
、
地
方
創
生
の
中
で
も
「
雇
用
創

出
」
を
目
的
と
し
て
「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
同
村
は
、
青
森
県
内
の
有
数
の
稲

作
地
帯
で
あ
り
、
も
と
も
と
一
九
九
三
年
か
ら
村
お
こ
し
事
業
と
し
て
水
田
に
異
な
る
色
の
稲
を
使

っ
て
巨
大
な
絵
を
描
く
事
業
を
行
っ
て
い
た
。
同
村
全
体
で
一
般
職
員
が
わ
ず
か
七
一
名
し
か
い
な

い
中
で
、
村
役
場
の
企
画
観
光
課
の
職
員
た
ち
は
、
内
閣
府
の
「
地
方
創
生
加
速
化
交
付
金
」
お
よ

び
文
部
科
学
省
の
「
地
（
知
）
の
拠
点
大
学
に
よ
る
地
方
創
生
推
進
事
業
～
地
（
知
）
の
拠
点
Ｃ
Ｏ

Ｃ
＋
～
」
を
活
用
し
て
一
気
に
拡
大
し
、
七
色
一
二
種
の
異
な
る
稲
を
用
い
て
描
い
た
巨
大
な
絵
を

観
光
資
源
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
（
図
表
7
参
照
）。

　
「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」
事
業
は
、
非
常
に
芸
術
性
も
高
く
、
全
国
か
ら
毎
年
三
〇
万
人
以
上
が
訪
れ

る
な
ど
、
そ
の
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
観
覧
者
数
は
、
二
〇
一
五
年
度
の
観
覧
者
数
は
三
四
万
人
で

あ
り
、
二
か
所
の
展
望
所
の
展
望
料
収
入
（
中
学
生
以
上
三
〇
〇
円
、
小
学
生
一
〇
〇
円
、
小
学
生

未
満
無
料
）
は
六
二
〇
〇
万
円
に
も
達
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
度
の
展
望
料
収
入
で
い
え
ば
、
九

三
〇
〇
万
円
に
も
達
し
て
い
る
。

（
11
）

図表 6： 4つの事例の基礎自治体のプロフィール
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

地方税収
自主財源
比率

人件費 扶助費
人件費
比率

扶助費
比率

高齢化
率

青森県 田舎館村 7,783 0.270 3,886,560 587,989 0.151 3,429,805 565,687 623,200 0.165 0.182 71 890 4,393 2,491 0.320

長野県 東御市 30,107 0.500 16,068,022 4,279,839 0.266 15,434,830 2,175,367 1,972,912 0.141 0.128 253 11,260 55,944 13,602 0.452

埼玉県 和光市 80,826 1.010 26,773,296 14,541,678 0.543 25,601,383 3,635,445 6,831,331 0.142 0.267 369 4,018 17,380 8,705 0.108

高知県 四万十市 34,313 0.330 21,702,595 3,583,049 0.165 21,296,327 3,309,100 3,763,395 0.155 0.177 407 4,052 18,391 11,716 0.341

一般
職員数

15歳未満
人口
(2015)

15～64歳
人口
(2015)

65歳以上
人口
(2015)

県
基礎
自治体

人口
(2015)

財政力
指数

歳入総額
(千円)

歳出総額
(千円)

［注記］　高齢化率の全国平均である26.6％には基準線として点線を引いている。
［出典］　 1 ～11は総務省『地方財政状況調査平成28年度市町村決算カード』（2018年 3 月）より

抜粋、うち 5 、 9 、10は筆者による加筆である。また、12以降は総務省統計局『統計でみ
る市区町村のすがた2018』（2018年 6 月）より抜粋した。
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ま
た
、
事
業
に
関
連
し
て
、
稲
刈
り
体
験
ツ
ア
ー
な
ど
の
実
施
や
、

地
元
の
大
学
と
提
携
し
て
大
学
生
の
田
植
え
へ
の
参
加
な
ど
の
ほ
か
、

二
〇
一
六
年
冬
か
ら
は
冬
季
に
も
観
光
客
数
の
増
加
を
見
込
ん
で
雪
を

活
用
し
て
「
冬
の
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

田
ん
ぼ
ア
ー
ト
自
体
も
、
県
外
の
農
耕
地
帯
に
も
波
及
し
、
現
在
で
は

「
全
国
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
サ
ミ
ッ
ト
」
が
関
係
自
治
体
で
開
催
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
と
い
う
。
す
ぐ
に
雇
用
創
出
に
つ
な
が
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
ま
さ
に
東
北
の
農
村
地
帯
な
ら
ど
こ
に
で
も
あ
る
水
田
や
雪
を
活

用
し
て
、
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
て
い
る
好
例
と
い
え
よ
う
。

（
ｂ
） 

流
入
人
口
・
交
流
人
口
の
増
加
策 

長
野
県
東
御
市
「
千
曲
川
ワ
イ
ン
バ
レ
ー
」

　

長
野
県
東
御
市
は
、
人
口
三
万
人
強
で
、
す
で
に
地
方
自
治
法
上
の

市
の
要
件
で
あ
る
人
口
五
万
以
上
を
満
た
し
て
い
な
い
市
で
あ
る
（
二

〇
一
八
年
に
な
っ
て
三
万
人
を
下
回
っ
た
）。
高
齢
化
率
は
、
四
五
・

二
％
に
も
達
し
、
青
森
県
田
舎
館
村
よ
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
た
だ
、

歳
入
総
額
は
約
一
六
一
億
円
の
中
で
自
主
財
源
比
率
は
二
六
・
六
％
で

あ
っ
て
楽
観
視
で
き
る
状
況
に
は
な
い
が
、
財
政
力
指
数
で
見
る
と

図表 7：2018年の田んぼアートの例（映画『ローマの休日』）
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〇
・
五
と
な
っ
て
い
て
全
国
平
均
で
あ
る
。
消
滅
可
能
性
を
叫
ば
れ
る
基
礎
自
治
体
の
中
で
は
財
政
的
に
は
深
刻
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
長
野
県
は
冷
涼
な
気
候
を
活
か
し
て
リ
ン
ゴ
な
ど
の
果
樹
栽
培
や
養
蚕
の
た
め
の
桑
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
り
、
東
御
市
で

も
果
樹
栽
培
に
適
し
た
傾
斜
地
（
水
捌
け
の
い
い
リ
ン
ゴ
畑
や
桑
畑
の
跡
）
が
広
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
地
域
特
性
を
再
発
見
し
て

活
用
す
る
に
は
「
若
者
、
よ
そ
者
、
馬
鹿
者
」
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
東
御
市
の
も
つ
地
域
的

な
強
み
が
理
解
さ
れ
る
に
は
政
策
起
業
家
（policy entrepreneur

）
と
も
い
う
べ
き
人
物
の
登
場
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

一
九
九
一
年
、
東
御
市
（
当
時
は
東
部
町
）
に
や
っ
て
き
た
政
策
起
業
家
が
、
著
名
な
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
画
家
で
も
あ
る
玉
村
豊
男

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
九
四
五
年
に
東
京
都
で
生
ま
れ
、
東
京
大
学
卒
業
後
に
パ
リ
大
学
に
も
留
学
し
た
経
験
を
も
ち
、
日
本
で
の
ワ

イ
ン
醸
造
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
。
彼
は
、
農
園
ヴ
ィ
ラ
デ
ス
ト
を
始
め
た
後
、
二
〇
〇
三
年
に
果
実
酒
製
造
免
許
を
取
得
し
、
東
御

市
に
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
開
い
た
。
そ
こ
で
、
日
本
で
は
珍
し
い
「
ワ
イ
ン
用
の
ブ
ド
ウ
（
メ
ル
ロ
ー
、
ピ
ノ
・
ノ
ワ
ー
ル
、
シ
ャ
ル
ド
ネ
、

ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
・
ブ
ラ
ン
な
ど
の
品
種
）」
の
栽
培
に
着
手
す
る
。
こ
の
こ
と
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
地
域
の
強
み
を
再
発
見

す
る
「
若
者
、
よ
そ
者
、
馬
鹿
者
」
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
彼
は
若
者
で
は
な
か
っ
た
が
、「
よ
そ
者
」
の
視
点
で
農
村
社
会
の
問
題

点
を
冷
静
に
眺
め
て
、
そ
れ
に
対
し
て
馬
鹿
者
と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
ぐ
ら
い
に
情
熱
的
に
土
壌
の
改
良
や
ブ
ド
ウ
の
栽
培
に
着

手
し
て
い
く
（
詳
細
は
、
玉
村
二
〇
一
三
、
同
二
〇
一
八
）。
さ
ら
に
彼
は
後
進
の
育
成
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
四
年
「
日
本

ワ
イ
ン
農
業
研
究
所
」
を
創
立
し
、
二
〇
一
五
年
よ
り
ワ
イ
ナ
リ
ー
「
ア
ル
カ
ン
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
」
を
立
ち
上
げ
栽
培
醸
造
経
営
講
座

「
千
曲
川
ワ
イ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
主
宰
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
四
年
四
月
一
日
に
小
県
郡
東
部
町
と
北
佐
久
郡
北
御
牧
村
が
合
併
し
て
人
口
約
三
万
二
〇
〇
〇
人
で
発
足
し
た
東
御
市
も
、

民
間
主
導
の
地
域
活
性
化
の
動
き
を
手
を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
わ
け
は
な
い
。
東
御
市
も
こ
の
動
き
を
支
援
し
な
が
ら
地
方
創
生
の

た
め
に
活
用
し
て
い
く
。
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東
御
市
で
も
、
当
然
、
ワ
イ
ン
を
通
じ
て
の
交
流
人
口
の
増
加
を
期
待
し
て
い
た
。
す
で
に
、
隣
県
で
も
あ
る
山
梨
県
で
は
「
ワ
イ

ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
を
標
榜
す
る
甲
州
市
や
笛
吹
市
な
ど
で
ワ
イ
ナ
リ
ー
や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
訪
ね
て
く
る
観
光
客
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
は
先
行
事
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
観
光
客
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の
栽
培
や
ワ
イ
ン
醸
造
に
魅
せ

ら
れ
た
人
た
ち
が
新
た
な
住
民
と
し
て
や
っ
て
き
て
、
放
棄
さ
れ
て
い
た
リ
ン
ゴ
畑
や
桑
畑
を
新
た
に
復
活
さ
せ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。

同
市
は
、
ま
さ
に
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
め
ぐ
る
環
境
整
備
を
通
じ
て
域
外
か
ら
の
人
材
流
入
を
十
分
に
期
待
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

東
御
市
は
、
内
閣
府
の
「
構
造
改
革
特
区
制
度
」「
地
方
創
生
加
速
化
交
付
金
」「
地
方
創
生
推
進
交
付
金
」「
地
域
再
生
戦
略
交
付

金
」、
そ
し
て
農
林
水
産
省
の
「
機
構
集
積
協
力
金
」
を
組
み
合
わ
せ
て
、
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の
生
産
拡
大
、
日
本
ワ
イ
ン
の
生
産
環

境
の
整
備
、
そ
し
て
ワ
イ
ン
業
界
へ
の
新
規
参
入
者
へ
の
育
成
、
支
援
事
業
に
乗
り
出
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
荒
廃
の
う
ち
を
復
旧

し
果
樹
の
作
付
け
を
し
た
場
合
、
復
旧
費
の
二
分
の
一
を
補
助
す
る
だ
け
で
な
く
、
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の
苗
木
代
の
一
部
補
助
、
農
水

省
の
補
助
金
を
活
用
し
て
一
定
地
域
の
荒
廃
農
地
の
地
元
負
担
ゼ
ロ
で
の
整
備
も
行
う
。
あ
わ
せ
て
、
玉
村
の
「
千
曲
川
ワ
イ
ン
ア
カ

デ
ミ
ー
」
の
よ
う
に
、
ブ
ド
ウ
栽
培
か
ら
醸
造
、
販
路
拡
大
ま
で
教
え
る
研
修
を
補
助
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
規
参
入
者
に
対
し
て
は

安
価
に
入
居
で
き
る
就
農
者
住
宅
も
市
で
整
備
し
て
い
く
。
他
の
地
域
の
ブ
ド
ウ
で
つ
く
っ
た
ワ
イ
ン
と
差
別
化
を
は
か
る
た
め
の
原

産
地
呼
称
制
度
を
県
と
と
も
に
整
備
し
、
東
御
市
産
の
ワ
イ
ン
の
高
品
質
化
、
ブ
ラ
ン
ド
化
に
も
熱
心
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
度
に
は
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
畑
の
面
積
は
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
っ
た
の
対
し
て
、
二
〇
一
四
年
度
に
は
三
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
に
ま
で
急
増
し
て
い
る
。
ワ
イ
ン
は
一
朝
一
夕
で
出
荷
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
ヴ
ィ
ラ
デ
ス
ト
で
先
駆
的
に
生
産

さ
れ
た
ワ
イ
ン
は
、
二
〇
〇
五
年
生
産
の
シ
ャ
ル
ド
ネ
種
の
白
ワ
イ
ン
が
二
〇
〇
八
年
七
月
の
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
で
選
ば
れ
た
だ
け
で

な
く
、
二
〇
一
四
年
生
産
の
シ
ャ
ル
ド
ネ
種
白
ワ
イ
ン
が
二
〇
一
六
年
五
月
の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
で
も
連
続
で
選
ば
れ
、
主
要
先
進

国
首
脳
会
議
に
出
席
し
て
い
た
各
国
の
首
脳
た
ち
に
供
せ
ら
れ
た
。
ワ
イ
ン
の
可
能
性
が
、
そ
の
ま
ま
東
御
市
の
地
方
創
生
の
行
く
末
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を
明
る
く
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
空
き
家
と
な
っ
た
農
家
の
活
用
や
、
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
の
膨
大
な

改
修
費
用
や
登
記
の
不
正
確
さ
な
ど
行
政
で
解
決
す
べ
き
課
題
は
ま
だ
ま
だ
多
い
（
玉
村
二
〇
一
八
）。

（
ｃ
）
現
在
の
市
民
へ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
強
化
、
快
適
追
求　
　

埼
玉
県
和
光
市
「
わ
こ
う
版
ネ
ウ
ボ
ラ
」

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
基
礎
自
治
体
の
中
で
、
埼
玉
県
和
光
市
は
、
財
政
的
に
も
人
口
構
成
的
に
も
恵
ま
れ
た
基
礎
自
治
体
で
あ
る
。

和
光
市
は
、
人
口
八
万
人
を
超
え
、
高
齢
化
率
も
一
〇
・
八
％
で
あ
り
、
全
国
平
均
を
大
き
く
下
回
る
「
若
々
し
い
市
」
で
あ
る
。
歳

入
総
額
は
約
二
六
八
億
円
で
あ
り
、
財
政
力
指
数
は
一
・
〇
一
で
、
自
主
財
源
比
率
も
五
四
・
三
％
で
あ
り
、
文
字
通
り
の
「
富
裕
な

基
礎
自
治
体
」
で
あ
る
。

　

和
光
市
に
と
っ
て
、
無
理
な
施
策
を
打
ち
出
し
て
域
外
か
ら
人
口
流
入
を
促
進
す
る
必
要
性
は
限
り
な
く
低
い
。
む
し
ろ
、
市
域
内

に
若
い
現
役
子
育
て
世
代
を
た
く
さ
ん
抱
え
て
い
る
以
上
、
市
の
リ
ソ
ー
ス
を
域
内
に
居
住
す
る
若
い
世
代
に
投
入
す
る
こ
と
で
、
彼

ら
の
再
生
産
力
に
期
待
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
市
は
、
内
閣
府
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
」
と
厚
生
労

働
省
の
「
母
子
保
健
衛
生
費
国
庫
補
助
金
」
を
活
用
し
て
、
市
内
の
若
い
世
代
の
妊
娠
、
出
産
、
子
育
て
に
お
け
る
切
れ
目
の
な
い
支

援
に
乗
り
出
す
。

　

和
光
市
は
、
地
域
の
「
ネ
ウ
ボ
ラ
」
を
五
ヶ
所
設
置
し
、
子
育
て
支
援
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
母
子
保
健
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
配
置
し

て
、
妊
産
婦
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
を
打
ち
出
す
。
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
な
ど
の
医
療
・
母
子
保
健

の
知
識
・
経
験
を
有
す
る
専
門
職
を
配
置
し
、
医
療
・
ヘ
ル
ス
面
の
相
談
支
援
を
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
福
祉
や
相
談
業
務
を

行
う
こ
と
の
で
き
る
保
育
士
の
よ
う
に
子
育
て
支
援
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
知
識
・
経
験
を
有
す
る
専
門
職
も
配
置
し
、
福
祉
面
の

相
談
支
援
を
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
。

（
12
）
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具
体
的
に
は
、
妊
娠
届
出
時
に
母
子
保
健
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
面
接
を
実
施
し
、
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
期
に
お
け
る
リ
ス
ク
・
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
全
妊
婦
に
対
し
て
行
う
。
妊
娠
届
出
時
に
リ
ス
ク
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
リ
ス
ク
判
定
会
議
に
お
い
て
リ
ス
ク

度
を
評
価
し
、
ハ
イ
・
リ
ス
ク
と
さ
れ
た
家
庭
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
会
議
で
他
制
度
を
活
用
し
な
が
ら
各
職

種
に
よ
る
ケ
ア
・
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
支
援
内
容
の
検
討
と
調
整
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価
を
行
い
、
包
括
的
な
課
題
解
決
に
向
け

た
検
討
を
行
う
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
個
別
支
援
プ
ラ
ン
に
従
い
、
就
学
期
に
至
る
ま
で
の
継
続
支
援
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
プ
レ
パ
パ
マ
マ
教
室
、
新
米
マ
マ
学
級
、
赤
ち
ゃ
ん
学
級
な
ど
の
産
前
・
産
後
の
教
室
も
、
地
域
の
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
子
育
て
の
各
段
階
で
の
切
れ
目
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
一
連
の

措
置
は
、
転
入
者
に
も
妊
婦
健
診
助
成
券
申
請
時
に
面
接
を
実
施
し
て
同
様
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

和
光
市
は
、
子
供
を
持
と
う
と
す
る
若
い
世
帯
や
子
供
を
育
児
世
帯
へ
の
非
常
に
手
厚
い
措
置
を
通
じ
て
、
市
の
合
計
特
殊
出
生
率

を
二
〇
一
三
年
度
の
一
・
四
〇
か
ら
二
〇
一
九
年
度
の
一
・
五
一
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
も
と
も
と
若
い
住
民
が
多

く
、
財
政
的
に
も
豊
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に
打
ち
出
せ
る
施
策
と
い
え
る
。

　

裏
返
し
て
い
え
ば
、
和
光
市
の
政
策
は
、
保
健
師
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
専
門
職
の
確
保
す
ら
困
難
な
農
山
漁
村
で
は
真
似
を
し

た
く
と
も
現
実
に
は
困
難
な
政
策
で
あ
る
。
政
府
が
取
り
上
げ
て
い
る
八
八
の
事
例
全
体
を
通
じ
て
、
域
内
居
住
者
の
快
適
さ
の
追
求

を
意
味
す
る
「
若
い
世
代
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
実
現
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
和
光
市
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
、
そ

の
困
難
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
、
全
国
で
人
口
減
少
が
進
む
中
で
、
和
光
市
の
よ
う
な
大
都
市
近
郊
の
裕
福
な
基
礎
自
治
体
が
さ
ら
に
人
口
を
集
め
る
と
、

農
山
漁
村
か
ら
の
人
口
流
出
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
地
方
が
一
層
衰
退
す
る
と
い
う
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
関
係
が
あ
る

と
こ
ろ
に
地
方
創
生
の
難
し
さ
が
あ
る
。
地
方
創
生
を
求
め
ら
れ
て
い
る
基
礎
自
治
体
の
多
く
で
は
、
直
面
す
る
社
会
的
課
題
は
大
き
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く
、
対
応
す
る
た
め
の
行
政
的
資
源
は
十
分
で
は
な
い
。

（
ｄ
）
地
域
社
会
の
維
持　
　

高
知
県
四
万
十
市
「
大
宮
産
業
」

　

二
〇
〇
五
年
に
中
村
市
と
西
土
佐
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
高
知
県
四
万
十
市
は
、
二
〇
一
七
年
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
人
口
三
万
四

三
一
三
人
で
、
や
は
り
人
口
減
少
に
苦
し
ん
で
い
る
市
で
あ
る
。
高
齢
化
率
も
三
四
・
一
％
で
あ
り
、
非
常
に
高
い
。
し
か
も
、
面
積

が
広
く
、
ほ
と
ん
ど
が
山
間
地
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
山
の
尾
根
や
谷
な
ど
の
自
然
境
界
で
小
さ
な
集
落
は
分
断
さ
れ
て
い
る
。

同
市
の
歳
入
総
額
は
約
二
一
七
億
円
で
、
自
主
財
源
比
率
も
一
六
・
五
％
で
あ
る
。
財
政
力
指
数
は
〇
・
三
三
と
な
っ
て
お
り
、
財
政

的
に
も
非
常
に
厳
し
い
。

　

問
題
は
、
四
万
十
川
の
上
流
に
あ
る
四
万
十
市
の
旧
西
土
佐
村
の
大
宮
地
区
で
生
活
基
盤
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
突
如
浮
上
し
た
。
大

宮
地
区
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
が
進
む
が
、
い
ま
な
お
一
三
五
戸
三
〇
一
人
が
狭
い
川
沿
い
に
三
集
落
に

分
か
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
〇
〇
五
年
、
住
民
が
食
料
品
や
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
な
ど
の
生
活
必
需
品
な
ど
を

購
入
し
て
き
た
Ｊ
Ａ
（
農
業
協
同
組
合
）
大
宮
出
張
所
が
閉
鎖
し
て
し
ま
っ
た
。
同
地
区
の
住
民
は
、
日
用
品
な
ど
の
購
入
が
で
き
な

く
な
る
ば
か
り
か
、「
買
い
物
過
疎
地
」
で
あ
る
同
地
区
か
ら
自
家
用
車
で
買
い
物
に
い
く
に
も
ガ
ソ
リ
ン
の
給
油
す
ら
で
き
な
い
と

い
う
事
態
に
直
面
す
る
。
給
油
所
で
い
え
ば
、
同
地
区
か
ら
最
も
近
い
愛
媛
県
松
野
町
の
給
油
所
ま
で
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、

旧
西
土
佐
村
の
中
心
で
あ
る
江
川
崎
地
区
の
給
油
所
ま
で
で
も
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
あ
り
、
生
活
の
最
低
限
の
基
盤
が
風
前
の
灯
で

あ
っ
た
（
図
表
8
参
照
）。

　

大
宮
地
区
の
住
民
の
中
で
は
日
用
品
な
ど
を
提
供
す
る
店
舗
の
存
続
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
選
択
肢
が
検
討
さ
れ
た
が
、
同
地
区
で

の
当
時
の
比
較
的
若
手
と
も
い
え
る
五
〇
代
後
半
の
竹
葉
傳
を
中
心
に
株
式
会
社
の
設
立
を
模
索
す
る
。
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
会
社
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法
が
改
正
さ
れ
た
た
め
に
最
低
資
本
金
の
枠
が
恒
久
的
に
撤
廃
さ
れ
た
こ

と
が
彼
ら
に
追
い
風
と
な
っ
た
。
同
地
区
内
で
の
協
議
を
経
て
、
最
終
的

に
は
住
民
の
約
八
割
に
あ
た
る
一
〇
八
人
が
平
均
六
万
円
を
出
資
し
、
資

本
金
七
〇
〇
万
円
の
「（
株
）
大
宮
産
業
」
が
発
足
す
る
。
代
表
取
締
役

の
竹
葉
を
含
む
五
人
の
取
締
役
と
従
業
員
一
名
、
パ
ー
ト
社
員
一
名
そ
し

て
全
株
主
は
す
べ
て
大
宮
地
区
の
住
民
で
あ
る
。

　

大
宮
産
業
は
、
店
舗
内
で
の
生
活
必
需
品
の
販
売
や
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油

の
販
売
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
維
持
の
た
め
の
事
業
に
加
え
て
、
高

齢
者
の
見
守
り
を
兼
ね
た
週
二
回
の
宅
配
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
よ
う
な
地
域
住

民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
支
援
す
る
事
業
も
行
っ
て
い
る
（
物
品
の

手
渡
し
に
よ
っ
て
高
齢
住
民
へ
の
見
守
り
効
果
も
あ
る
）。
ま
た
、
地
区

外
と
の
人
々
の
と
の
交
流
の
た
め
の
土
曜
夜
市
の
開
催
も
行
う
と
同
時
に
、

地
元
の
名
産
の
大
宮
米
を
販
売
し
て
利
益
を
上
げ
て
い
る
。

　

大
宮
産
業
は
、
大
宮
地
区
の
住
民
の
生
活
を
守
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
維
持
す
る
こ
と
に
も
効
果
が
あ
っ
た
が
、
株
式
会
社
と
し
て
利
益
を

計
上
し
て
い
る
点
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
先
駆
け
的
な
試
み
と
し

て
も
重
要
で
あ
る
。
高
齢
者
の
自
然
減
少
を
補
う
べ
く
移
住
者
を
迎
え
る

こ
と
に
も
成
功
し
、
地
区
内
で
子
供
も
誕
生
し
て
い
る
。
同
時
に
、
二
〇

（
13
）

図表 8：大宮地区の位置

［出典］　Google Map より筆者作成。
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〇
六
年
度
に
は
売
上
が
三
五
七
六
万
円
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
度
に
は
六
三
一
六
万
円
に
達
し
、
以
後
も
売
上
高
は
六
〇
〇
〇
万
円

前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
会
社
発
足
当
初
の
一
・
七
倍
の
売
り
上
げ
に
達
し
て
お
り
、
発
足
当
初
か
ら
の
八
期
連
続
の
黒
字

化
に
成
功
し
て
い
る
。

　

四
万
十
市
の
「
大
宮
産
業
」
の
事
例
が
興
味
深
い
の
は
、
政
府
の
地
方
創
生
支
援
策
を
ほ
ぼ
活
用
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
四
国
や

九
州
の
山
間
部
で
は
二
〇
一
〇
年
代
を
待
た
ず
に
少
子
高
齢
化
の
み
な
ら
ず
人
口
減
少
の
脅
威
が
襲
っ
て
い
た
。
追
い
込
ま
れ
た
住
民

た
ち
は
、
高
知
県
の
単
独
補
助
事
業
だ
け
を
部
分
的
に
手
掛
か
り
に
し
て
、
中
央
政
府
の
対
応
を
待
た
ず
し
て
生
活
の
維
持
の
た
め
に

自
主
的
に
動
き
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
山
々
に
囲
ま
れ
て
小
さ
い
な
が
ら
も
結
束
力
の
高
い
集
落
と
い
う
特
殊
条
件
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
大
宮
地
区
の

事
例
を
地
方
創
生
の
手
法
と
し
て
一
般
化
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
高
齢
化
し
、

買
い
物
過
疎
地
化
し
た
各
地
の
人
口
減
少
の
集
落
で
、
同
じ
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
買
い
物

過
疎
化
初
期
の
段
階
で
基
礎
自
治
体
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
セ
ク
タ
ー
が
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
4
）　

商
店
街
振
興
や
地
域
イ
ヴ
ェ
ン
ト
の
失
敗

　

こ
れ
ま
で
の
成
功
例
と
は
異
な
り
、
失
敗
例
の
多
く
は
商
店
街
の
振
興
策
に
集
中
し
て
い
る
。
全
体
に
共
通
点
を
ま
と
め
る
と
、
商

店
街
へ
の
政
府
の
支
援
措
置
が
す
べ
て
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（
久
繁
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
三
）。

　

第
一
に
、
零
細
商
店
主
に
対
し
て
税
制
優
遇
措
置
を
と
っ
て
さ
び
れ
た
商
店
街
を
活
性
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
相

続
税
（
国
税
）
や
固
定
資
産
税
（
市
町
村
税
）
の
優
遇
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
皮
肉
に
も
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
店
主
化
あ
る
い

は
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
化
を
促
進
し
て
い
る
と
い
う
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
閉
め
て
も
他
の
収
入
源
が
あ
る
か
ら
生
活
が
で
き
る
店
主
（
シ
ャ

（
14
）

（
15
）
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ッ
タ
ー
店
主
）
に
対
し
て
さ
ら
に
固
定
資
産
税
で
優
遇
措
置
を
与
え
る
と
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
店
主
が
商
店
街
に
ま
す
ま
す
と
ど
ま
っ
て
し

ま
い
、
新
し
く
店
を
開
き
た
い
人
た
ち
の
参
入
が
困
難
と
な
る
。
つ
ま
り
、
商
店
街
の
新
陳
代
謝
が
う
ま
く
い
か
ず
、
住
民
の
需
要
か

ら
か
け
離
れ
た
ま
ま
の
古
色
蒼
然
た
る
錆
の
つ
い
た
シ
ャ
ッ
タ
ー
だ
ら
け
の
商
店
街
の
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
事

態
が
悪
化
す
る
と
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
店
主
た
ち
が
商
店
街
か
ら
郊
外
の
住
宅
地
な
ど
に
引
っ
越
し
て
、
店
舗
を
全
国
チ
ェ
ー
ン
の
居
酒
屋

や
パ
チ
ン
コ
屋
に
高
い
賃
料
収
入
を
求
め
て
貸
し
出
す
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
昼
間
は
さ
び
れ
た
ま
ま
で
、
ま
す
ま
す
子
供
や
女
性
が

歩
く
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
進
め
ば
風
俗
店
な
ど
へ
の
貸
し
出
し
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
、
商
店
街
の

死
に
至
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
自
動
車
社
会
の
進
行
の
中
で
大
型
自
動
車
駐
車
場
を
も
つ
郊
外
型
大
型
店
舗
に
押
さ
れ
て
い
る
中
で
、
府
県
や
市
町
村
が

商
店
街
の
中
の
駐
車
場
の
整
備
や
道
路
の
拡
張
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
皮
肉
に
も
、
街
の
中
心
部
に
新
し
い
道
路
が
整
備

さ
れ
る
こ
と
で
、「
新
し
い
抜
け
道
」
と
し
て
車
が
以
前
よ
り
も
た
く
さ
ん
走
り
抜
け
る
こ
と
に
な
り
、
顧
客
と
な
る
べ
き
歩
行
者
を

追
い
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
道
路
を
挟
ん
で
反
対
側
に
移
動
す
る
の
も
困
難
に
な
り
、
高
齢
者
や
子
連
れ
客
を
一
掃
追

い
出
し
て
し
ま
い
、「
憩
い
の
場
」
と
し
て
の
機
能
も
消
え
て
し
ま
う
。
賑
わ
っ
て
い
る
商
店
街
の
ほ
と
ん
ど
が
車
両
進
入
禁
止
で
あ

る
。

　

第
三
に
、
空
き
店
舗
対
策
と
し
て
新
規
店
舗
開
店
に
対
す
る
財
政
支
援
も
市
町
村
が
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と

に
、
そ
も
そ
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に
は
人
々
を
引
き
寄
せ
る
力
を
失
っ
て
お
り
、
市
町
村
の
有
力
者
の
子
弟
が
、
予
め
得
た
役
所
の
支
援

情
報
を
活
用
し
て
飲
食
店
を
開
店
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
利
益
率
は
低
い
が
初
期
投
資
が
少
な
く
て
済
む
雑
貨
屋
が
出

店
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
定
着
率
は
少
な
い
。
市
町
村
も
、
安
価
で
大
量
生
産
に
適
し
た
食
べ
物
を
中
心
に
し
て
Ｂ
級
グ
ル
メ
祭
り
の

よ
う
な
イ
ヴ
ェ
ン
ト
を
支
援
し
て
新
た
な
購
買
層
を
域
内
外
か
ら
獲
得
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
も
イ
ヴ
ェ
ン
ト
の
み
に
参
加
す
る
人
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が
大
量
に
集
ま
る
の
み
で
あ
り
、
コ
ア
と
な
る
客
層
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
商
店
街
振
興
の
効
果
と
し
て
は
低
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
商
店
街
振
興
を
掲
げ
る
場
合
、
商
店
主
た
ち
に
リ
ス
ク
を
と
っ
て
も
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
と
い
う
気
概
が
な
い
と
、
政

府
や
地
方
自
治
体
の
優
遇
措
置
に
流
さ
れ
て
む
し
ろ
衰
退
に
拍
車
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

（
5
）　

縮
小
戦
略

　

以
上
、
地
方
創
生
に
お
け
る
地
方
政
府
の
対
応
を
概
観
し
て
き
た
が
、
行
政
に
し
か
で
き
な
い
重
要
な
機
能
に
つ
い
て
議
論
を
し
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
限
界
集
落
の
集
団
移
転
作
業
と
行
政
困
難
地
区
の
指
定
と
い
う
陰
鬱
な
作
業
で
あ
る
。

　

少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
が
さ
ら
に
進
行
し
て
い
く
中
で
、
市
町
村
内
に
ど
こ
で
も
同
じ
質
と
量
の
行
政
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
は
限
界
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
農
山
漁
村
の
市
町
村
か
ら
す
れ
ば
、
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
に
加

え
て
、
若
い
世
代
が
都
市
圏
へ
流
出
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
よ
い
介
護
・
医
療
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
求
め
て

都
市
圏
に
流
出
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
市
町
村
は
、
日
常
的
な
行
政
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
防
災
、
救
急
な
ど
の
サ
ー
ヴ
ィ

ス
の
対
象
と
し
て
フ
ル
セ
ッ
ト
で
提
供
で
き
る
地
域
と
、
居
住
権
は
認
め
る
が
行
政
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
で
き
な
い
地
域
を
峻
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
。
山
間
地
の
中
の
限
界
集
落
（
六
五
歳
以
上
の
人
口
が
過
半
数
を
超
え
た
地
区
）
の
数
軒
の
た
め
に

行
政
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
行
政
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
で
き
な
い
「
行
政
困
難
地
域
」
の
よ
う
な
も
の
を
制
度

と
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
市
町
村
が
限
界
集
落
に
は
集
団
移
転
を
求
め
て
い
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
買
い
物
過
疎
地
や
交
通
網
が
極
端
に
未
整
備

な
山
間
地
な
ど
か
ら
、
市
町
村
内
の
便
利
な
と
こ
ろ
に
世
帯
で
移
動
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
町
村
内
の
中
心

部
に
公
共
施
設
も
住
民
も
す
べ
て
集
中
さ
せ
る
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
・
シ
テ
ィ
構
想
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
中
心
部
に
は
限

（
16
）
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界
集
落
の
世
帯
を
新
た
に
受
け
入
れ
る
余
地
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
、
既
存
の
住
民
と
の
間
に
軋
轢
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら

だ
。
あ
く
ま
で
限
界
集
落
の
あ
る
山
間
地
か
ら
少
し
麓
の
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
と
こ
ろ
に
細
々
と
存
在
し
て
い
た
集
落
を
集
約

し
て
、
市
域
内
に
拠
点
と
な
る
地
区
を
複
数
作
り
出
す
こ
と
が
現
実
的
で
あ
る
。
市
内
中
心
部
に
も
と
も
と
住
む
住
民
の
生
活
環
境
の

悪
化
を
回
避
し
な
が
ら
、
山
間
地
な
ど
の
住
民
の
環
境
激
変
も
緩
和
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
集
落
内

に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
を
一
軒
で
も
維
持
で
き
る
可
能
性
も
高
ま
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
具
体
的
に
市
町
村
が
あ
る
地
域
を
行
政
困
難
区
域
に
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
政
治
的
に
も
難
し
い
。
あ
く
ま
で
例
外

的
な
地
域
で
し
か
実
施
で
き
な
い
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
指
定
を
行
う
場
合
は
、
市
町
村
の
情
報
を
も
と
に
都
道
府
県
が
指
定
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
中
央
政
府
で
は
実
情
も
わ
か
ら
ず
遠
す
ぎ
る
が
、
基
礎
自
治
体
で
は
実
情
を
わ
か
り
す
ぎ
て
近
す
ぎ
る
の
で

あ
り
、
広
域
政
府
た
る
都
道
府
県
に
期
待
で
き
る
仕
事
で
あ
る
。

　

他
方
、
絶
対
に
市
町
村
が
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
限
界
集
落
す
べ
て
に
小
粒
な
補
助
金
を
支
出
し
て
限
界
集
落
を
延
命
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
六
〇
代
の
健
康
な
高
齢
者
の
集
落
に
小
さ
な
道
路
整
備
な
ど
を
委
ね
る
こ
と
が
持
続
的
な
施
策
で
あ
る
の
か
ど
う
か
よ
く
よ

く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
市
町
村
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
引
っ
越
し
な
ど
に
よ
る
生
活
の
再
出
発
が
ま
だ
可
能
な
六
〇
代
の
世
代

の
う
ち
に
限
界
集
落
を
集
団
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
災
害
対
策
や
救
急
救
命
な
ど
の
よ
う
な
負
担
か
ら
自
由
に
な
っ
た
市
町
村
は
、

冷
静
に
コ
ス
ト
を
検
討
し
た
上
で
ミ
ニ
バ
ス
な
ど
を
走
ら
せ
る
こ
と
で
獣
害
対
策
や
里
山
機
能
の
維
持
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
あ

り
え
る
だ
ろ
う
。

四　

結
論
と
含
意

　

日
本
が
直
面
す
る
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
は
、
先
進
民
主
主
義
国
の
中
で
も
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
も
先
駆
け
て
直
面
し
て
い
る
課
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題
で
あ
る
。
人
口
減
少
を
克
服
し
な
が
ら
経
済
成
長
を
維
持
す
る
と
い
う
世
界
史
な
課
題
に
、
日
本
を
中
心
と
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
は
答

え
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

歴
代
の
自
由
民
主
党
政
権
は
農
山
漁
村
に
政
治
的
な
優
遇
措
置
を
行
っ
て
き
た
が
、
地
方
創
生
が
政
治
的
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
浮

上
す
る
と
従
来
同
様
に
積
極
的
に
地
方
創
生
の
た
め
の
施
策
を
全
国
規
模
で
打
ち
出
し
て
い
く
。
中
央
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
具
体
的
に
打
ち
出
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
中
央
政
府
の
提
示
し
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
で
、
地
方
政
府
は
ど
の
よ
う

な
地
方
創
生
の
た
め
の
施
策
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
解
明
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
以
降
、
若
年
女
性
人
口
の
推
移
と
い
う
簡
便
な
指
標
で
消
滅
可
能
性
が
あ
る
基
礎
自
治
体
を
名
指
し
し
た
「
地
方
消

滅
」
論
を
契
機
と
し
て
、
地
方
創
生
は
政
治
の
中
で
急
速
に
大
き
な
政
治
課
題
と
な
る
。
二
〇
一
四
年
以
降
、
矢
継
ぎ
早
に
基
本
方
針

や
戦
略
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
く
が
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
『
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

（
二
〇
一
八
年
改
訂
版
）』
で
、
情
報
支
援
、
人
材
支
援
、
そ
し
て
財
政
支
援
が
地
方
創
生
版
「
三
本
の
矢
」
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
二
〇
二
〇
年
に
達
成
す
べ
き
四
つ
の
基
本
目
標
と
し
て
、
地
方
に
し
ご
と
を
つ
く
り
、
安
心
し
て
働
け
る
よ
う
に
す
る
こ

と
、
地
方
へ
の
新
し
い
ひ
と
の
流
れ
を
つ
く
る
こ
と
、
若
い
世
代
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る
こ
と
、
時
代
に
合
っ

た
地
域
を
つ
く
り
、
安
心
な
く
ら
し
を
守
る
と
と
も
に
、
地
域
と
地
域
を
連
携
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す

る
こ
と
で
中
長
期
的
に
は
、
二
〇
六
〇
年
に
人
口
を
一
億
人
規
模
で
維
持
し
な
が
ら
出
生
率
を
一
・
八
ま
で
に
戻
す
と
と
も
に
、
実
質

国
内
総
生
産
の
成
長
率
を
二
〇
五
〇
年
代
に
は
一
・
五
％
か
ら
二
・
〇
％
で
推
移
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
政
府
の
地
方
創
生
に
関
す
る
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
対
し
て
、
地
方
政
府
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
地
方
創
生

戦
略
の
中
で
目
標
を
選
択
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
き
た
。
直
面
す
る
課
題
の
大
き
さ
や
行
政
の
対
応
能
力
で
あ
る
程

度
の
政
策
選
択
の
ト
レ
ン
ド
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
ど
の
基
礎
自
治
体
で
も
課
題
の
大
き
さ
の
前
で
行
政
の
対
応
能
力
と
は
あ
ま
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り
関
係
な
く
必
死
で
様
々
な
目
標
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
四
つ
の
事
例
で
い
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
整
理
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う

（
図
表
9
参
照
）。
第
一
に
、
財
政
状
況
は
比
較
的
厳
し
い
が
、
高
い
高
齢
化
率
の
自
治
体
グ

ル
ー
プ
の
中
で
は
比
較
的
に
低
い
青
森
県
田
舎
館
村
の
場
合
、
雇
用
創
出
を
重
視
し
た
施
策
を
展

開
し
て
い
る
。
ま
だ
生
産
年
齢
人
口
が
自
治
体
の
域
内
に
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
流
出
を
抑
え

る
た
め
に
、
地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
の
「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」
を
中
心
に
し
た
施
策
を
展
開

し
、
相
当
の
成
果
を
出
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
財
政
状
況
も
比
較
的
厳
し
い
だ
け
で
な
く
高
齢
化
率
も
高
い
高
知
県
四
万
十
市
で
は
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
は
地
域
社
会
の
維
持
あ
る
い
は
地
域
づ
く
り
が
大
切
で
あ
る
。
近
隣
に
生
活
雑

貨
や
食
品
を
売
る
店
舗
も
な
く
な
る
中
で
「
買
い
物
難
民
」
や
病
院
な
ど
へ
の
通
院
も
困
難
な

「
通
院
難
民
」
た
ち
へ
の
対
応
な
ど
の
生
活
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
安
心
安
全
こ
そ
が
重
要
と
な
る
。
移

動
手
段
と
し
て
の
自
家
用
車
を
動
か
す
た
め
の
ガ
ソ
リ
ン
や
軽
油
の
給
油
所
や
生
活
物
資
を
販
売

す
る
「
大
宮
産
業
」
と
い
う
株
式
会
社
を
住
民
で
立
ち
上
げ
て
経
営
し
て
地
域
社
会
を
維
持
す
る

だ
け
で
な
く
、
黒
字
化
も
達
成
し
て
い
る
。
し
か
も
、
政
府
の
支
援
が
打
ち
出
さ
れ
る
前
に
、
県

の
支
援
枠
組
み
だ
け
で
対
応
し
た
点
も
特
殊
な
事
例
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
で
も
比
較
的
深
刻
で
は
な
い
が
高
齢
化
率
は
相
当
高
い
と
い
う
長
野
県
東
御
市
で
は
、
域
外
か
ら

の
人
口
流
入
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
視
視
さ
れ
て
い
た
。
観
光
客
の
よ
う
な
交
流
人
口
や
通
勤
・
通
学
の
よ
う
な
流
入
人
口
を
増
加
さ

せ
る
た
め
、
民
間
主
導
で
は
じ
ま
っ
て
い
た
「
日
本
ワ
イ
ン
」
の
製
造
や
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の
栽
培
に
対
し
て
市
と
し
て
投
資
を
行
い
、

図表 9：4つの事例の整理

貧困 富裕

高
四万十市
「大宮産業」

東御市
「千曲川ワインバレー」

低
田舎館村

「田んぼアート」
和光市

「わこう版ネウボラ」

地方政府の財政状況

高齢化率
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醸
造
家
や
農
家
を
夢
見
る
人
々
の
流
入
と
定
住
化
を
は
か
ら
れ
て
い
き
、
他
方
で
、
観
光
客
も
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

　

第
四
に
、
財
政
状
況
も
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
高
齢
化
率
も
低
い
と
い
う
埼
玉
県
和
光
市
で
は
、
現
在
の
居
住
者
の
快

適
さ
を
向
上
さ
せ
、
彼
ら
の
再
生
産
力
に
期
待
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
妊
娠
か
ら
出
産
、
子
育
て
ま
で
切
れ
目
な
く
子
育
て
に

市
が
対
応
す
る
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
で
、
す
で
に
居
住
し
て
い
る
住
民
の
満
足
度
を
上
げ
、
自
ず
と
出
生
率
が
上
が
る
と
考
え

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

日
本
の
場
合
、
中
央
政
府
は
、
自
ら
の
政
策
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
本
的
に
地
方
政
府
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
方
創

生
も
例
外
で
は
な
く
、
地
方
政
府
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
成
否
を
分
け
る
大
き
な
要
因
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
は

中
央
政
府
と
地
方
政
府
と
の
分
離
と
、
基
礎
自
治
体
の
強
化
が
地
方
分
権
で
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
い
か
に
し
て
中
央

と
地
方
と
の
間
で
協
議
し
て
協
力
す
る
仕
組
み
を
つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
地
方
創
生
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
成
功
あ
る
い
は
失
敗
の
評
価
を
下
す
に
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

し
現
段
階
ま
で
の
日
本
の
経
験
か
ら
、
こ
れ
か
ら
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
に
苦
し
む
ア
ジ
ア
諸
国
に
提
供
で
き
る
教
訓
は
何
か
と
尋

ね
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
中
央
政
府
が
地
方
創
生
の
目
標
を
一
方
的
に
定
め
て
厳
格
に
地
方
政
府
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ

か
の
目
標
群
の
中
か
ら
地
方
政
府
が
選
択
で
き
る
余
地
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
に

苦
し
む
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
地
方
政
府
も
、
そ
の
原
因
や
対
応
力
、
置
か
れ
た
状
況
な
ど
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
比
喩
的

に
い
え
ば
、
コ
ー
ス
料
理
ひ
と
つ
し
か
提
供
し
な
い
と
い
う
姿
勢
で
は
な
く
、
メ
ニ
ュ
ー
を
見
な
が
ら
ア
ラ
カ
ル
ト
で
選
択
で
き
る
ほ

う
が
、
牛
肉
好
き
の
客
、
菜
食
主
義
者
の
客
、
お
金
が
あ
ま
り
な
い
客
な
ど
の
各
々
の
満
足
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

の
上
で
、
中
央
政
府
は
、
地
方
政
府
の
選
択
に
対
し
て
、
財
源
移
転
だ
け
で
な
く
情
報
分
析
の
環
境
整
備
や
必
要
な
場
合
は
人
材
派
遣
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な
ど
を
行
う
な
ど
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

あ
く
ま
で
肝
心
な
の
は
、
地
方
政
府
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
地
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
再
び
立
ち
上
が
り
た
い
と
思
っ
て
い
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
政
が
実
施
し
て
効
果
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
側
面
支
援
や
後
方
支
援
で
あ

ろ
う
。
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
リ
ー
ダ
ー
の
下
で
ま
と
ま
っ
て
何
と
か
存
続
や
復
興
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
と
き
に
行
政
の
一

連
の
施
策
は
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
東
御
市
や
四
万
十
市
の
例
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
高
齢
者
が
現
状
維
持
の
た
め
だ
け
に
地
方
創
生
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
を
浪
費
す
る
よ
う
な
こ
と
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
商
店
街
再
生
の
た
め
の
財
政
優
遇
措
置
な
ど
の
よ
う
に
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
打
ち
切
り
が
必
要
で
あ
る
。
郷
土
愛
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
高
齢
者
が
山
間
地
に
と
ど
ま
り
続
け
な
が
ら
、
台
風
や
地
震
の
と

き
に
は
災
害
救
助
を
求
め
た
り
、
病
気
の
時
に
は
救
急
車
を
求
め
た
り
、
道
路
の
舗
装
整
備
も
要
求
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
地
方

自
治
体
は
や
は
り
応
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
ま
だ
山
間
地
に
住
む
高
齢
者
が
元
気
な
間
に
山
を
下
り
て
も
ら
う
た
め

の
一
時
金
の
支
給
な
ど
を
行
う
措
置
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
中
で
衰
退
し
な
か
っ
た
国
は
世
界
史
上
な
い
と
い
う
。
世
界
史
的
な
課
題
に
、
こ
れ
ま
で
奇
跡
的
な
経

済
成
長
を
遂
げ
て
き
た
ア
ジ
ア
諸
国
が
は
じ
め
て
立
ち
向
か
う
わ
け
で
あ
る
。
今
後
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
前
進
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

［
謝
辞
］　

本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
二
九
日
に
台
湾
・
台
北
市
の
銘
傳
大
學
社
会
科
学
院
で
開
催
さ
れ
た
銘
傳
大
學
社
会
科
学
院
與
中
國
地
方
自

治
學
會
の
「
二
〇
一
九
回
顧
與
前
瞻
：
地
方
制
度
法
施
行
二
十
週
年
國
際
學
術
研
討
會
」
の
基
調
講
演
の
た
め
に
提
出
し
た
論
文
を
加
筆
修

正
し
て
い
る
（
會
議
手
冊
一
〇
─
四
三
頁
、K
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M
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“Making Local Governm
ent W
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Revitalizing Policy, Japanese Style,

” A Paper prepared for the 2019 International Conference on the 20th A
nniversary 

of Im
plem

entation for Local Governm
ent A

ct, School of Social Sciences, M
ing Chuan U

niversity, T
aipei, T

aiw
an, Fri-
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day 29 M
arch 2019.)

。
ご
招
待
い
た
だ
い
た
紀
俊
臣
教
授
（
銘
傳
大
學
）、
陳
建
仁
教
授
（
東
海
大
學
、
台
中
）、
王
皓
平
博
士
（
華
夏

科
技
大
學
兼
任
助
理
教
授
）、
そ
し
て
台
湾
政
府
監
察
院
、
国
家
発
展
委
員
会
、
内
政
部
の
関
係
者
各
位
に
は
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
定
年
退
官
さ
れ
た
竹
中
浩
先
生
に
は
、
日
頃
の
公
私
に
わ
た
る
ご
指
導
に
感
謝
し
、
新
天
地
で
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
申

し
上
げ
る
。
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再
編
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自
治
研
究
』



論　　　説

（阪大法学）69（3・4-188）　574 〔2019.11〕

第
六
九
巻
第
四
号
、
九
八-

一
二
一
頁
。

矢
作
弘
（
二
〇
一
四
）『
縮
小
都
市
の
挑
戦
』（
岩
波
新
書
・
岩
波
書
店
）。

山
下
祐
介
（
二
〇
一
四
）『
地
方
消
滅
の
罠　
「
増
田
レ
ポ
ー
ト
」
と
人
口
減
少
社
会
の
正
体
』（
ち
く
ま
新
書
・
筑
摩
書
房
）。

山
下
祐
介
・
金
井
利
之
（
二
〇
一
五
）『
地
方
創
生
の
正
体　

な
ぜ
地
域
政
策
は
失
敗
す
る
の
か
』（
ち
く
ま
新
書
・
筑
摩
書
房
）。

Beram
endi, Pablo （2012) T

he Political Geography of Inequality: Regions and Redistribution （Cam
bridge U

niversity Press).
K

ohno, M
asaru （1997) Japanʼs Postw

ar Party Politics （Princeton U
niversity Press).

Lipset, Seym
our M

artin, and Stein Rokkan 

（1967) Party system
s and voter alignm

ents: cross-national perspectives 

（Free 
Press).

先
進
民
主
主
義
国
家
で
は
、
都
市
と
農
村
と
の
亀
裂
（U

rban-Rural Cleavages

）
は
、
資
本
家
と
労
働
者
、
教
会
と
国
家
、
中
央
と
周

辺
と
い
っ
た
亀
裂
と
と
も
に
、
政
党
政
治
を
規
定
す
る
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き
た
（Lipset &

 Rokkan 1967

）。
近
年
、
個
人
間

の
経
済
格
差
の
問
題
と
地
域
間
の
経
済
格
差
の
問
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
（Beram

endi 2012

）。

中
選
挙
区
制
度
の
下
で
の
政
治
家
の
政
策
選
択
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
選
択
制
度
論
を
用
い
た
研
究
が
あ
る
（
建
林
二
〇
〇
四
、
濱
本
二
〇

一
八
）。
ま
た
、
近
年
で
は
中
央
政
府
で
の
選
挙
制
度
と
地
方
政
府
で
の
選
挙
制
度
の
違
い
が
政
党
組
織
の
あ
り
方
や
議
員
行
動
に
影
響
を
及
ぼ

す
「
マ
ル
チ
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
党
政
治
」
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
る
（
建
林
二
〇
一
七
、
砂
原
二
〇
一
七
）

一
九
九
六
年
に
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
小
選
挙
区
制
比
例
代
表
並
立
制
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
徐
々
に
小
選
挙
区
制
度
の
議
席
数
が
増
え
て
い

く
と
と
も
に
定
数
是
正
も
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
衆
議
院
議
員
に
お
い
て
は
地
方
へ
の
利
益
誘
導
競
争
は
以
前
に
比
べ
る
と
激
し
く
は
な
い
。
し
か

し
、
参
議
院
議
員
選
挙
で
は
都
道
府
県
選
挙
区
で
は
中
選
挙
区
制
が
残
存
し
、
か
つ
、
比
例
代
表
制
で
も
個
人
投
票
が
可
能
な
非
拘
束
名
簿
方
式

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
総
じ
て
政
党
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
地
方
利
益
を
無
視
し
た
政
治
行
動
が
採
り
得
る
わ
け
で
は
な
い
。

二
〇
〇
五
年
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
大
勝
し
た
自
民
党
が
、
安
倍
晋
三
首
相
を
含
む
三
名
の
首
相
が
一
年
で
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
、
二

〇
〇
九
年
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
同
じ
く
大
勝
し
た
民
主
党
が
、
や
は
り
鳩
山
由
紀
夫
首
相
を
含
め
て
三
名
と
も
一
年
で
総
辞
職
に
追
い
込
ま

れ
た
制
度
的
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
国
会
の
二
院
制
の
権
限
配
分
の
問
題
が
あ
る
。
二
〇
一
九
年
九
月
時
点
で
い
え
ば
、
衆
議
院
の
定
数
四
六
五
議

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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席
の
う
ち
過
半
数
（
二
三
三
議
席
）
を
得
る
だ
け
で
は
首
班
指
名
選
挙
で
勝
利
し
組
閣
で
き
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
予
算
案
や
法
律
案
を
通
過

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
早
晩
総
辞
職
あ
る
い
は
衆
議
院
の
解
散
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
七
常
任
委
員
会
の
委
員
長
ポ
ス
ト
を
委
員

会
の
過
半
数
を
握
る
た
め
に
は
絶
対
安
定
多
数
（
二
六
一
議
席
）
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
参
議
院
で
過
半
数
の
議
席
（
一
二

三
議
席
）
以
上
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
衆
議
院
で
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
参
議
院
の
議
決
に
対
し
て
再
議
決
（override

）
す
る
た
め
に

は
衆
議
院
で
圧
倒
的
多
数
（
三
一
〇
議
席
）
を
得
て
お
か
な
い
と
、
い
か
な
る
党
派
性
の
政
権
与
党
で
も
安
定
的
な
政
権
運
営
は
で
き
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
参
議
院
で
の
絶
対
安
定
多
数
の
議
席
（
一
五
二
議
席
）
を
有
し
て
い
れ
ば
、
憲
法
改
正
を
考
え
な
い
限
り
衆
議
院
で
必
ず
し
も
圧
倒
的

多
数
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
付
言
し
て
お
く
と
、
国
会
の
各
委
員
長
は
、
提
出
さ
れ
た
法
案
の
採
決
を
い
つ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
う
か
と

い
う
こ
と
を
決
定
で
き
る
た
め
、
首
相
に
批
判
的
な
委
員
長
で
あ
れ
ば
法
案
の
採
決
を
な
か
な
か
採
ら
ず
に
法
案
を
審
議
未
了
廃
案
に
し
て
首
相

を
政
治
的
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
頻
繁
に
行
わ
れ
る
国
政
選
挙
で
大
勝
し
な
け
れ
ば
安
定
し
た
政
治
運
営
が
行
え
な
い
こ
と
を

十
分
に
知
る
歴
代
首
相
は
、
世
論
を
常
に
意
識
し
た
財
政
運
営
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

財
政
力
指
数
と
は
、
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
の
過
去
三
年
間
の
平
均
値
の
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
え

ば
、
財
政
力
指
数
が
高
い
ほ
ど
財
源
に
余
裕
が
あ
る
と
い
え
る
。
基
準
財
政
収
入
額
や
基
準
財
政
需
要
額
な
ど
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
総
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
教
科
書
な
ど
を
参
照
の
こ
と
（
北
村
他
二
〇
一
七
、
特
に
同
書
第
八
章
参
照
）。

そ
の
後
も
『
中
央
公
論
』
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
号
で
「
緊
急
特
集
：
消
滅
す
る
市
町
村
五
二
三
」、
七
月
号
で
「
特
集
：
す
べ
て
の
町
は

救
え
な
い
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
世
論
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
の
ち
に
、
特
集
記
事
は
ま
と
め
ら
れ
て
中
公
新
書
と
し
て
中
央
公

論
新
社
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
（
増
田
編
二
〇
一
四
、
増
田
・
冨
山
編
二
〇
一
五
、
増
田
編
二
〇
一
五
）。

増
田
座
長
を
頂
く
人
口
減
少
問
題
研
究
会
（
の
ち
検
討
分
科
会
）
は
、
二
〇
一
一
年
に
日
本
生
産
性
本
部
が
立
ち
上
げ
た
日
本
創
成
会
議

（Japan Policy Council

）
の
分
科
会
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
各
界
の
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.policycouncil.jp/

）。
二

〇
一
九
年
三
月
時
点
で
は
活
動
を
休
止
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
三
月
一
七
日
）。

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
四
月
の
地
域
再
生
法
の
施
行
以
後
、
幾
度
の
法
改
正
を
経
て
少
子
化
対
策
や
地
域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
の
施

策
は
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
二
〇
一
八
年
六
月
改
正
の
地
域
再
生
法
と
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
（
平
成
二
六
年
法
律
第
一
三
六

号
）」
と
あ
わ
せ
て
法
的
に
は
二
本
柱
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
期
（
二
〇
一
五
～
二
〇
一
九
年
）
を
終
え
て
、
第
二
期
（
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
四
年
）
の
た
め
に
新
た
に
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
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生
基
本
方
針
二
〇
一
九
」
が
二
〇
一
九
年
六
月
二
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
八
年
の
総
合
戦
略
に
変
更
は
な
い
。

な
お
、
各
自
治
体
の
政
策
目
標
の
選
択
を
従
属
変
数
と
し
て
、
高
齢
化
率
や
財
政
力
指
数
、
面
積
な
ど
の
各
独
立
変
数
を
投
入
し
て
多
項
ロ

ジ
ッ
ト
回
帰
分
析
を
行
っ
た
が
、
特
に
有
意
な
変
数
が
見
つ
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

な
お
、
写
真
引
用
に
あ
た
り
、
田
舎
館
村
よ
り
特
別
の
許
可
を
頂
い
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

ネ
ウ
ボ
ラ
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
で
“neuvo

”は
助
言
や
ア
ド
バ
イ
ス
、
“la

”は
場
・
場
所
を
意
味
し
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
、
子
供
の
就

学
前
ま
で
の
間
、
母
子
と
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
目
的
で
、
地
方
自
治
体
が
設
置
、
運
営
す
る
拠
点
を
指
し
て
い
る
。

詳
細
は
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
の
こ
と
。http://w

w
w

.jim
ototaberu.net/report/15_01.htm

l#2

最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
三
月
一
日
。

給
油
所
や
店
舗
の
購
入
な
ど
の
二
分
の
一
を
高
知
県
が
補
助
し
て
い
る
。

久
繁
哲
之
介
は
岐
阜
市
や
松
江
市
な
ど
の
具
体
的
な
失
敗
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
他
方
、
政
府
の
事
例
集
で
は
商
店
街
振
興
が
成
功
し
て

い
る
高
松
市
丸
亀
町
商
店
街
の
成
功
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
商
店
主
に
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
久

繁
の
主
張
と
矛
盾
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
地
方
消
滅
論
を
唱
え
た
増
田
寛
也
元
総
務
大
臣
が
か
つ
て
岩
手
県
知
事
を
務
め
た
際
に
彼
自
身
が
岩
手
県
内
で

部
分
的
で
は
あ
る
が
実
施
し
た
政
策
や
、
一
九
九
〇
年
代
当
時
の
地
方
公
務
員
の
先
駆
的
な
調
査
研
究
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
（
松
下
他
一
九

九
三
）。
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