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は
じ
め
に

　
「
震
災
復
興
」
と
「
地
方
創
生
」
は
ど
う
峻
別
さ
れ
、
何
が

共
通
し
て
い
る
の
か
、
真
の
地
方
「
創
生
」
と
は
何
か
、
そ
れ

ら
を
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
考
え
る
こ
と
に
、
本
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
問
題
意
識
は
あ
る
。

　

と
く
に
原
発
事
故
と
放
射
能
と
い
う
「
特
殊
」
な
問
題
を
抱

え
る
福
島
県
に
お
け
る
震
災
復
興
は
、
人
口
減
少
や
超
高
齢
化

と
い
う
「
普
遍
」
的
な
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
の
地
方
創
生
と

は
似
て
非
な
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
で
、
人

口
減
少
や
超
高
齢
化
こ
そ
、
被
災
地
に
最
も
顕
著
な
現
象
で
あ

り
、
そ
の
点
で
震
災
復
興
は
地
方
創
生
の
「
普
遍
」
的
な
モ
デ

ル
と
な
り
う
る
し
、
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
地

方
創
生
は
、
本
来
地
域
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
活
性
化

を
図
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
「
特
殊
」
性
を
抜
き
に
実
現
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
「
普
遍
」
と
「
特
殊
」
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
の

は
、
と
く
に
被
災
地
に
お
い
て
、
震
災
と
い
う
特
殊
要
因
が
全

て
の
元
凶
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
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地
域
課
題
を
置
き
去
り
に
し
、
復
興
が
「
疲
弊
し
た
地
域
の
再

生
産
」
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
震
災
や
地
域

性
と
い
う
特
殊
な
条
件
を
十
分
に
認
識
し
つ
つ
、「
持
続
的
な

地
域
づ
く
り
」
と
い
う
普
遍
的
な
課
題
に
取
り
組
む
覚
悟
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
義
を
も
う
一
点
指
摘
す
る
な
ら

ば
、
従
来
の
地
域
活
性
化
の
ス
キ
ー
ム
が
、
概
ね
「
経
済
」
対

策
に
集
約
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
問
題
提
起
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
と
も
す
れ
ば
地
域
の
様
々
な
課
題
が
、
経
済
と
い
う
グ

ロ
ー
バ
ル
か
つ
普
遍
的
な
尺
度
で
測
ら
れ
、
経
済
的
豊
か
さ
の

追
求
の
み
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
し
ば
し
ば

地
域
社
会
の
基
本
的
な
問
題
に
焦
点
が
当
た
り
に
く
く
な
る
。

し
か
し
、
今
般
の
震
災
で
浮
か
び
上
が
り
、
復
興
の
足
枷
と
も

な
っ
て
い
る
喫
緊
の
課
題
が
、
ま
さ
に
「
法
律
」
と
「
政
治
」

の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
立
場
か
ら
「
震

災
復
興
」
と
「
地
方
創
生
」
に
関
わ
る
具
体
的
な
問
題
を
紐
解

き
、
今
後
の
課
題
と
解
決
の
方
向
性
を
探
る
試
み
で
あ
り
、
今

地
域
に
必
要
と
さ
れ
る
「
法
律
・
政
治
」
の
観
点
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
も
あ
る
。

　

　

一　

地
方
自
治
体
と
「
住
民
」
を
巡
っ
て
︱
︱
「
住
民
」
と

は
何
か

　

今
般
の
震
災
で
浮
か
び
上
が
っ
た
最
も
重
要
な
問
題
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
住
民
」
概
念
の
揺
ら
ぎ
で
あ
る
。「
国

民
」
が
時
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
係
わ
る
操
作
的
な
概
念

と
な
る
の
に
対
し
、「
住
民
」
は
実
体
的
か
つ
中
立
的
な
、
普

遍
的
で
揺
る
ぎ
な
い
確
か
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。

と
く
に
比
較
的
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
関
係
が
薄
い
地
域
社

会
あ
る
い
は
地
方
政
治
に
お
い
て
、「
住
民
」
の
存
在
こ
そ
が

確
固
と
し
た
成
立
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
は
ず
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
震
災
に
よ
っ
て
そ
れ
は
瓦
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
地
方
自
治
体
（
地
方
公
共
団
体
）
成
立
の
前
提
要
件

は
、「（
一
定
の
）
地
域
」
と
「
住
民
」
と
い
う
不
可
分
の
存
在

だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
震
災
と
り
わ
け
原
発
事
故
に
よ
っ
て
、

被
災
地
の
一
部
で
は
事
実
上
そ
の
二
つ
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。

福
島
県
の
場
合
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
（
以
下
、

福
島
第
一
原
発
）
の
事
故
に
伴
う
放
射
性
物
質
の
拡
散
に
よ
っ

て
、
発
災
か
ら
四
年
が
経
過
し
た
今
も
な
お
「
帰
還
困
難
区

域
」
あ
る
い
は
「
居
住
制
限
区
域
」
な
ど
の
避
難
区
域
で
、

「
地
域
」
の
「
住
民
」
が
そ
こ
に
い
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
自
治
体
と
い
う
行
政
組
織
が
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存
続
し
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。「
住
民
」
は
通
常
「（
当

該
）
地
域
に
住
所
を
有
す
る
者
」
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
は
「
住

所
＝
住
民
票
を
有
す
る
」
か
「
住
所
＝
生
活
実
態
が
あ
る
・
生

活
の
本
拠
で
あ
る
」
か
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
両
者
に
大
き

な
乖
離
が
な
い
と
い
う
前
提
で
「
住
民
→
住
所
→
住
民
票
」
と

い
う
図
式
が
通
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、
震
災
に
よ
る
「
避

難
」
が
短
期
間
の
「
滞
在
」
で
終
わ
ら
ず
、
長
期
化
し
、
さ
ら

に
帰
還
の
期
日
あ
る
い
は
見
通
し
も
立
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

様
々
な
矛
盾
が
表
面
化
し
て
き
て
い
る
。

　

現
在
「
復
興
公
営
住
宅
」
な
ど
の
形
態
で
の
自
治
体
ご
と
の

集
団
移
転
も
動
き
始
め
て
い
る
が
、
避
難
者
の
中
に
は
帰
還
を

断
念
し
て
実
質
的
に
移
住
を
決
め
た
り
、
当
面
避
難
先
で
生
活

を
送
る
た
め
に
家
屋
を
購
入
す
る
人
々
が
、
若
年
層
を
中
心
に

年
々
増
加
し
て
き
て
い
る
。
今
も
な
お
仮
設
住
宅
等
に
居
住
す

る
人
々
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
表
面
上
避
難
先
の
自
治
体
住

民
と
変
わ
ら
ず
生
活
を
営
ん
で
い
る
人
々
も
、
そ
の
多
く
が

「
生
活
実
態
が
あ
る
避
難
先
」
の
住
民
で
は
な
く
、「
住
民
票
を

有
し
て
い
る
避
難
元
」
の
住
民
な
の
で
あ
る
。

　

恐
ら
く
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
最
も
「
想
定
外
」
な
現
象

の
一
つ
で
あ
る
こ
の
事
態
は
、
様
々
な
問
題
を
派
生
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
問
題
が
複

雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
大
凡
社
会
的
問
題
と
し
て
の
「
住

民
の
あ
つ
れ
き
」、
政
治
的
問
題
と
し
て
の
「
行
政
計
画
の
矛

盾
」
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

　　

二　
「
住
民
」
を
巡
る
問
題
１
︱
︱
「
住
民
の
あ
つ
れ
き
」

と
損
害
賠
償

　
「
住
民
の
あ
つ
れ
き
」
の
発
端
は
、
従
来
中
立
的
な
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
住
民
」
が
、
被
災
地
の
な
か
で
、
制

度
お
よ
び
政
策
に
よ
っ
て
「
住
民
票
を
有
す
る
者
」
と
「
住
民

票
を
有
し
な
い
者
」
に
区
分
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

実
際
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
発
作
業
員
」
の
大
量
流
入
な
ど
の

事
情
も
あ
る
が
、
問
題
は
〝
従
来
地
域
が
許
容
で
き
て
い
た
範

囲
を
大
き
く
超
え
て
〟
明
確
に
二
分
さ
れ
た
「
住
民
」
が
混
在

し
て
居
住
す
る
特
異
な
地
域
が
発
生
し
た
こ
と
で
あ
り
、
避
難

区
域
に
隣
接
す
る
い
わ
き
市
は
そ
の
代
表
的
な
都
市
で
あ
る
。

　

こ
の
「
あ
つ
れ
き
」
を
複
雑
化
さ
せ
、
あ
る
意
味
で
助
長
し

て
い
る
の
が
、
損
害
賠
償
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。

　

工
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
損
害
賠
償
は
、「
被

害
者
（
避
難
者
）
が
生
活
を
維
持
し
た
う
え
で
、
生
活
再
建
を

す
る
た
め
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
」
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
被
災
地
で
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
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機
能
し
て
い
る
例
ば
か
り
で
は
な
い
。

　

今
般
の
震
災
に
お
い
て
、
被
害
者
が
損
害
賠
償
手
続
き
を
行

う
場
合
、
①
東
京
電
力
へ
の
直
接
請
求
、
②
原
子
力
損
害
賠
償

紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）、
③
裁
判
に
訴
え
る
民
事
訴
訟
の
三
種

類
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
中
心
と
な
る
の
は
東
京
電
力
へ
の
直
接

請
求
で
あ
る
が
、
今
回
の
問
題
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
Ａ
Ｄ
Ｒ

で
あ
ろ
う
。

　

Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
直
接
の
交
渉
で
示
さ
れ
た
賠
償
金
額
で
は
合
意

で
き
な
い
場
合
、
直
接
の
交
渉
で
被
害
を
申
し
出
た
が
賠
償
さ

れ
な
い
場
合
、
裁
判
を
す
る
の
は
手
続
き
が
難
し
い
と
感
じ
ら

れ
る
場
合
な
ど
に
対
応
で
き
る
方
法
で
あ
る
。
様
々
な
事
情
を

抱
え
た
避
難
者
の
、
裁
判
な
ど
が
長
期
化
す
る
こ
と
で
生
ず
る

負
担
を
軽
減
し
、
よ
り
柔
軟
か
つ
迅
速
な
解
決
が
図
ら
れ
る
点

で
、
今
般
の
震
災
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
向
い
た
解
決
方
法
の
一

つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
広
範
囲
か
つ
多
種
多
様
な
被
害
者
が
発

生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
間
の
公
平
な
取
扱
い
が
最
も

重
要
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
損
害
賠
償
全
体
が
硬
直
化
し
て

し
ま
い
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
柔
軟
性
や
迅
速
性
も
発

揮
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
今
般
の
震
災
お
よ
び
原
発
事
故
の
被
害
の

複
雑
さ
、
そ
の
損
害
の
認
定
や
評
価
の
難
し
さ
が
あ
る
。
と
く

に
原
発
事
故
に
よ
る
直
接
の
被
害
が
ほ
と
ん
ど
発
生
し
て
お
ら

ず
、
一
方
で
間
接
的
被
害
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
の
損
害

の
範
囲
や
程
度
に
対
す
る
認
識
の
差
が
激
し
い
。
実
際
震
災
関

連
死
な
ど
の
様
々
な
間
接
的
被
害
の
事
例
が
発
生
し
て
い
る
が
、

将
来
健
康
被
害
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
低
線
量
被
曝
の
評
価
、

避
難
生
活
に
伴
う
精
神
的
・
肉
体
的
疲
弊
や
そ
れ
に
伴
う
疾
病
、

さ
ら
に
は
自
主
避
難
な
ど
に
つ
い
て
は
、
因
果
関
係
を
明
確
に

し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
多
種
多
様
な
個
別
事
情
に
入
り
込

み
、
公
平
性
の
担
保
が
益
々
困
難
に
な
る
。

　

一
方
で
、
賠
償
に
は
何
ら
か
の
基
準
、
つ
ま
り
「
線
引
き
」

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
「
線
」
は
事
実
上
行
政
区
分
の
「
線
」

と
重
な
る
。
実
際
に
は
自
治
体
の
内
部
で
も
、
放
射
線
量
に
応

じ
て
避
難
区
域
の
設
定
が
異
な
る
た
め
に
、
道
路
を
挟
ん
で

「
線
」
が
引
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
住
民

票
」
が
そ
の
根
拠
と
な
る
。
そ
し
て
住
民
票
に
よ
る
「
壁
」
は
、

賠
償
を
巡
る
自
治
体
間
格
差
や
自
治
体
内
部
に
お
け
る
個
人
間

の
「
不
公
平
」
な
ど
に
よ
っ
て
益
々
高
く
な
り
、
そ
れ
が
復
興

や
帰
還
の
「
壁
」
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
は
、「
機
会
の
公
平
か
結
果
の
公
平
か
」
な

ど
、「
公
平
と
は
何
か
」
と
い
う
抽
象
論
に
ま
で
行
き
着
い
て
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し
ま
う
。
象
徴
的
な
事
例
の
一
つ
が
、
自
治
体
が
住
民
の
代
理

人
と
な
り
、
住
民
へ
の
公
平
な
賠
償
を
求
め
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
申
し

立
て
た
も
の
だ
が
、
工
藤
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
民
事
訴
訟
法
の

観
点
か
ら
も
議
論
す
べ
き
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。

　

最
も
重
要
な
の
は
、
損
害
賠
償
が
被
害
者
一
人
一
人
の
生
活

再
建
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち

被
害
者
で
あ
る
住
民
が
自
立
的
に
生
活
を
再
建
す
る
た
め
に
何

が
必
要
か
を
考
え
れ
ば
、
本
来
損
害
賠
償
は
そ
の
一
部
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
必
要
額
も
自
治
体
単
位
で
一
律
に
決
ま
る
性
質
の
も

の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
自
治
体
の
尺
度
で
の
損
害
賠
償

や
補
償
獲
得
か
ら
、
一
括
賠
償
や
定
住
支
援
な
ど
、
住
民
一
人

一
人
の
生
活
再
建
の
実
現
へ
シ
フ
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

「
損
害
賠
償
が
各
人
の
自
助
努
力
を
否
定
、
阻
害
す
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
工
藤
の
指
摘
は
、
当
然
で
あ
る

か
ら
こ
そ
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

三　
「
住
民
」
を
巡
る
問
題
２
︱
︱
「
行
政
計
画
の
矛
盾
」

と
「
官
僚
制
の
逆
機
能
」

　
「
行
政
計
画
の
矛
盾
」
も
、「
住
民
」
概
念
の
揺
ら
ぎ
に
起
因

し
た
事
態
で
あ
る
。

　

地
方
自
治
体
に
お
い
て
総
合
計
画
な
ど
の
行
政
計
画
、
さ
ら

に
は
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
土
地
区
画
整
理
な
ど
の
都
市
計
画

で
は
、
人
口
動
態
や
人
口
予
測
、
す
な
わ
ち
「
住
民
の
数
」
が

そ
の
ベ
ー
ス
と
も
な
る
最
重
要
要
件
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
被
災
地
に
お
い
て
行
政
計
画

を
設
計
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
福
島
県
の
場
合
、
県
が

策
定
す
る
「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
が
、
福
島
第

一
原
発
を
抱
え
る
浜
通
り
地
域
の
計
画
策
定
に
支
障
を
き
た
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
震
災
お
よ
び
原
発

事
故
に
よ
る
人
口
流
動
が
激
し
い
地
域
だ
か
ら
だ
が
、
さ
ら
に
、

現
状
「
住
民
」
が
存
在
し
な
い
地
域
や
、
現
状
大
量
の
「
住
民

票
を
有
し
な
い
」
人
々
が
存
在
す
る
地
域
の
計
画
を
策
定
す
る

と
い
う
、
未
だ
か
つ
て
な
い
状
況
に
直
面
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

一
方
で
、
現
時
点
で
住
民
の
帰
還
の
目
途
が
立
っ
て
い
な
い

町
村
に
お
い
て
も
復
興
計
画
は
策
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
自
治
体
の
将
来
人
口
予
測
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
の
実
現
可
能
性
あ
る
い
は
想
定
さ
れ
る
人
口
規
模
が
達

成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
自
治
体
運
営
が
可
能
か
、
な
ど

の
検
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
県
と
し
て
町
村
の

計
画
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
都
市
計
画
策
定
の
際
に
、
そ
の
根



特別記事：平成二七年度慶應法学会シンポジウム　災害復興と地方「創生」

97

拠
と
な
る
人
口
予
測
は
必
ず
し
も
追
認
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾

に
直
面
し
て
し
ま
う
。

　

こ
う
し
た
、「
住
民
」
と
「
地
域
」
と
い
う
存
立
要
件
を
欠

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
治
体
が
存
続
し
続
け
て
い
る

現
象
は
、
地
方
自
治
法
の
解
釈
を
最
大
限
活
用
し
た
「
住
民
票

→
住
所
→
住
民
」
と
い
う
逆
転
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
行

政
側
に
お
い
て
は
、
住
民
票
と
い
う
行
政
シ
ス
テ
ム
が
自
治
体

シ
ス
テ
ム
の
存
立
根
拠
と
な
る
と
い
う
一
種
の
循
環
論
法
に
陥

り
な
が
ら
も
、「
地
方
自
治
の
本
旨
」
で
も
あ
る
「
地
方
公
共

団
体
の
健
全
な
発
達
」
の
維
持
を
辛
う
じ
て
可
能
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
地
方
自
治
体
は
、
一
定
地
域
に
住
む
住
民

の
公
共
の
福
祉
あ
る
い
は
公
共
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
の
手

段
で
あ
っ
て
、
組
織
の
維
持
や
発
達
自
体
が
目
的
化
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
官
僚
制
の
逆
機
能
」
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

一
方
二
万
人
を
超
え
る
避
難
者
が
流
入
し
て
い
る
い
わ
き
市

で
は
、「
震
災
バ
ブ
ル
」
と
も
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
、
地
価
の
上

昇
率
が
発
災
後
軒
並
み
全
国
の
上
位
を
独
占
す
る
状
況
が
続
い

て
い
る
。
こ
う
し
た
住
居
や
宅
地
の
逼
迫
に
対
応
す
る
た
め
、

平
成
二
六
年
度
に
一
部
市
街
化
調
整
区
域
を
市
街
化
区
域
に
組

み
入
れ
る
「
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
制
度
の
運

用
基
準
」
を
策
定
、
施
行
し
て
い
る
。
市
街
化
区
域
の
拡
大
は
、

人
口
減
少
を
見
据
え
た
従
来
の
市
や
県
の
方
針
に
も
逆
行
す
る

が
、
問
題
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
も
な
る
都
市
計
画
が
、

多
く
の
「
住
民
票
を
有
し
な
い
」
人
々
の
存
在
に
よ
っ
て
変
更

さ
れ
る
こ
と
の
論
理
的
整
合
性
が
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
法
の
観
点
か
ら
は
、
震
災
後
当
初
の
予

測
よ
り
「
住
民
票
を
有
す
る
」
人
口
の
減
少
が
激
し
く
な
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宅
地
開
発
の
た
め
の
土
地
利
用
を
促

進
す
る
と
い
う
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

四　
「
住
民
」
を
巡
る
問
題
３
︱
︱
「
二
重
住
民
票
／
二
重

市
民
権
」
の
可
能
性

　

こ
れ
ら
「
住
民
」
概
念
の
揺
ら
ぎ
に
起
因
す
る
「
あ
つ
れ

き
」
や
、
政
策
上
の
混
乱
に
対
す
る
政
策
的
か
つ
現
実
的
な
施

策
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
二
重
住
民
票
」
で
あ

る
。
既
に
発
災
後
早
い
段
階
で
、
当
時
の
政
府
の
総
務
大
臣
で

あ
っ
た
片
山
か
ら
も
「
二
重
市
民
権
」
が
発
案
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、
ま
さ
に

避
難
者
が
避
難
先
自
治
体
で
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
る
と

い
う
、
悲
痛
な
訴
え
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
「
二
重
住
民
票
／
二
重
市
民
権
」
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
考
え
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ら
れ
る
の
は
、
避
難
元
の
住
民
と
し
て
、
そ
の
権
利
（
と
り
わ

け
損
害
賠
償
に
関
す
る
も
の
）
の
保
障
、
帰
還
可
能
性
の
保
証
、

さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
や
「
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
保
持
な
ど
を
担
保
し
な
が
ら
、
一
方
で
避
難

先
の
住
民
と
し
て
一
定
の
責
務
を
果
た
し
な
が
ら
、
避
難
先
住

民
と
同
様
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
。
デ
メ

リ
ッ
ト
あ
る
い
は
問
題
と
し
て
、
し
ば
し
ば
住
民
税
や
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
負
担
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
既
に
避

難
先
自
治
体
へ
地
方
交
付
税
の
交
付
が
加
算
さ
れ
る
な
ど
の
措

置
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
技
術
的
な
解
決
は
可

能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
も
有
識
者
を
は
じ
め
様
々
な
セ
ク
タ
ー
か
ら
「
二
重

住
民
票
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
提
案
は
い
く
つ
も
な
さ

れ
た
が
、
現
実
的
な
解
決
策
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
無
論
住

民
感
情
や
制
度
的
に
解
決
す
べ
き
ハ
ー
ド
ル
も
あ
り
、
論
者
に

よ
っ
て
そ
の
方
向
性
や
効
用
も
一
律
で
は
な
い
。
し
か
し
現
状

を
変
え
る
手
段
と
し
て
は
、
こ
れ
は
一
定
の
効
果
が
期
待
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
地
域
社
会
の
展
開
の
き
っ
か
け
と
な

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
具
体
化
し

な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
が
、
最
も
大

き
な
理
由
は
「
二
重
住
民
票
」
が
、
ま
さ
に
従
来
の
地
方
自
治

制
度
や
体
制
を
根
本
的
に
崩
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
、
少

な
く
と
も
行
政
側
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
、
そ
れ
が
全
国

に
波
及
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
感
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

一
方
で
、
住
民
の
側
で
も
、
震
災
前
は
必
ず
し
も
強
く
意
識

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
住
民
票
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
区
分
に
よ
る
「
地
域
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
が
急
速
に
強
化
さ
れ
た
。
と
く
に
多
く
の
避
難
者

の
居
住
地
で
あ
っ
た
双
葉
地
域
は
、
都
市
部
と
比
較
す
れ
ば
農

林
漁
業
な
ど
土
地
と
の
結
び
つ
き
が
比
較
的
強
く
、
人
口
移
動

も
激
し
く
な
い
た
め
、
そ
れ
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
り
、
避

難
者
に
と
っ
て
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
あ
る
い
は
比
較
的
最
近
成
立
し
た
行

政
区
分
が
、
必
ず
し
も
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
源
泉

で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
「
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
あ
る
い
は

「
地
域
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
生
み
出
し
、
あ
つ
れ
き
を
助

長
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
地
域
連
携
」

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
あ
る
い
は
「
共
生
」、
そ
し
て
震
災
後
は

「
絆
」
な
ど
、
様
々
な
地
域
社
会
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
溢

れ
る
な
か
で
、
そ
れ
ら
が
最
も
必
要
と
さ
れ
る
は
ず
の
被
災
地
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で
「
分
断
」
を
助
長
す
る
仕
組
み
が
放
置
さ
れ
て
良
い
は
ず
が

な
い
。

　

五　
「
国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
地
方
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

を
巡
っ
て

　

こ
こ
か
ら
震
災
復
興
と
地
方
創
生
に
通
底
す
る
も
う
一
つ
の

論
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
「
国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

と
地
方
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

政
府
が
進
め
る
地
方
創
生
（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
）
で

は
、
国
が
「
異
次
元
の
政
策
」
を
打
ち
出
す
こ
と
を
掲
げ
、
⑴

自
立
性
、
⑵
将
来
性
、
⑶
地
域
性
、
⑷
直
接
性
、
⑸
結
果
重
視

を
そ
の
柱
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い

が
、
従
来
の
地
域
活
性
化
策
な
ど
で
弱
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で

あ
り
、
そ
の
実
現
こ
そ
が
肝
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
つ
ま
り

実
現
性
の
担
保
こ
そ
が
、
従
来
と
異
な
る
と
い
う
意
味
で
「
異

次
元
の
政
策
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
国

の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

結
果
と
し
て
「
地
方
の
自
立
」
と
い
う
本
旨
と
の
矛
盾
を
生
じ

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
で
地
方
自
治
体
に
自
立
的
に
地
方
創
生
を
展
開
す
る
能

力
、
意
欲
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

片
山
は
「
自
治
体
の
生
活
習
慣
」
を
指
摘
す
る
。

　
「
自
治
体
の
生
活
習
慣
」
と
は
、
端
的
に
は
、
常
に
よ
り
上

位
の
行
政
組
織
を
向
い
て
仕
事
を
す
る
、
結
果
と
し
て
住
民
を

向
く
こ
と
が
疎
か
に
な
る
「
習
慣
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
縦
割
り
行
政
の
弊
害
や
中
央
政
府
へ
の

予
算
・
権
限
の
集
中
に
よ
る
中
央
依
存
体
制
な
ど
、
日
本
の
政

治
制
度
の
負
の
側
面
が
現
出
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
上
意
下
達
の
シ
ス
テ
ム
は
平
時
の
安
定
的
な
業

務
執
行
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
今
般
の
地
方
創
生
も
、
国
の
（
あ
る
意
味
で
は
唐
突
な
）

政
策
に
地
方
が
従
う
と
い
う
図
式
は
む
し
ろ
強
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
地
方
創
生
の
趨
勢
に
対
し
、
震
災
復
興
と
い
う
観

点
か
ら
、
と
く
に
被
災
地
の
立
場
か
ら
俯
瞰
し
た
と
き
、
興
味

深
い
対
比
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

そ
も
そ
も
地
震
、
津
波
な
ど
の
自
然
災
害
は
も
と
よ
り
、

「
国
策
」
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
原
発
事
故
に
よ
る
被
害
か

ら
の
復
興
こ
そ
国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
発
揮
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
で
あ
る
。
地
域
に
も
様
々
な
事
情
や
意
見
は
あ
る
が
、
そ

れ
ら
を
調
整
し
復
興
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
べ
き
は
国
の
役
割
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
被
災
地
に
お
い

て
、
震
災
後
、
基
礎
自
治
体
よ
り
上
位
の
県
お
よ
び
国
の
リ
ー
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ダ
ー
シ
ッ
プ
が
見
え
な
い
と
い
う
場
面
に
出
く
わ
す
。
基
礎
自

治
体
は
直
接
住
民
と
接
す
る
立
場
で
も
あ
り
、
現
場
あ
る
い
は

個
人
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
許
容
量
を
超
え
る
仕
事
に
従
事
し
て

い
る
例
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
緊
急
時
こ
そ
頼
り

に
し
た
い
「
自
治
体
の
生
活
習
慣
」
が
機
能
し
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
上
位
の
行
政
組
織
も
緊
急
時
の
対
応
シ
ス
テ
ム
が

構
築
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
結
果
的
に

基
礎
自
治
体
に
そ
の
し
わ
寄
せ
が
き
て
い
る
こ
と
は
憂
慮
す
べ

き
事
態
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
縦
割
り
行
政
の
弊
害
と
し
て
、
多
岐
に
わ
た
る
震

災
被
害
へ
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
省
庁
横
断
的
に
機
能
す

る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
「
復
興
庁
」
も
、
従
来
の
「
縦
」
の
枠

か
ら
外
れ
る
と
い
う
制
度
的
「
欠
陥
」
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に

機
能
不
全
に
陥
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
発
生
す
る
。

　

被
災
地
以
外
の
他
の
地
方
も
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
お
り
、

地
方
創
生
が
一
朝
一
夕
に
進
む
地
域
は
む
し
ろ
稀
で
あ
ろ
う
。

た
だ
被
災
地
と
り
わ
け
福
島
は
、
と
く
に
複
雑
か
つ
困
難
な
課

題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
問
題
な
の
は
、
困
難
な

地
域
で
は
「
地
域
重
視
」
や
「
住
民
主
体
」
と
い
っ
た
美
名
の

も
と
に
基
礎
自
治
体
や
住
民
に
責
任
を
押
し
付
け
、
相
対
的
に

「
や
り
や
す
い
」
地
域
に
は
国
が
手
も
口
も
出
し
て
い
な
い
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す

べ
き
「
震
災
復
興
」
で
は
そ
れ
が
機
能
せ
ず
、
地
方
が
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
べ
き
地
方
創
生
に
お
い
て
国
が
主
導
権

を
握
り
続
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
は
（
あ
る
い
は
県
も
）
自

ら
の
役
割
を
放
棄
し
た
の
み
な
ら
ず
、
結
果
的
に
国
、
県
、
基

礎
自
治
体
さ
ら
に
は
住
民
ま
で
も
が
自
己
利
益
と
自
己
保
身
に

走
る
温
床
を
作
っ
て
し
ま
う
。

　

六　

国
策
と
地
域
活
性
化
︱
︱
政
治
的
問
題
と
し
て
の
「
東

京
電
力
」

　

も
う
一
点
、
国
と
地
方
に
関
連
し
て
、
今
般
の
震
災
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
東
京
電
力
を
巡
る
国
と
地
方
の
問

題
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
電
力
会
社
は
株
式
会
社
で
は
あ
る
も
の
の
、

純
粋
な
民
間
会
社
で
は
な
く
、
い
わ
ば
国
策
企
業
で
あ
る
。
と

く
に
原
発
に
つ
い
て
は
、
民
間
企
業
が
市
場
原
理
に
基
づ
い
て

地
方
に
進
出
す
る
事
例
な
ど
と
は
全
く
異
な
る
。
こ
う
し
た
背

景
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
漠
然
と
で
は
あ
れ
、
住
民
は
も
と
よ

り
全
国
民
が
あ
る
程
度
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば

原
発
は
「
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
（N

ot In M
y Back Y

ard

）」
で
あ
り
、

そ
れ
で
も
多
く
の
原
発
立
地
地
域
が
地
域
振
興
の
切
り
札
と
し

て
誘
致
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
雇
用
拡
大
や
固
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定
資
産
税
だ
け
で
な
く
、
多
額
の
交
付
金
が
下
り
て
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
他
の
産
業
誘
致
と
は
異
な
る
「
リ
ス
ク
が
存
在
す

る
」
こ
と
の
証
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

今
般
の
「
人
災
」
が
想
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
の
許
容
量
を
遥
か

に
超
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
問
題
は
、
雇
用
や
関

連
産
業
を
含
め
た
経
済
効
果
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
極
め
て
政

治
的
な
問
題
で
あ
る
原
発
が
経
済
問
題
に
す
り
替
わ
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
福
島
県
双
葉
地
域
を
は
じ
め
と
し

た
多
く
の
原
発
立
地
地
域
が
、
原
発
の
経
済
的
恩
恵
に
よ
っ
て

「
平
成
の
大
合
併
」
を
も
免
れ
、
小
規
模
自
治
体
と
し
て
の
存

続
を
可
能
と
し
、
例
え
意
図
的
な
操
作
で
な
く
て
も
、
結
果
と

し
て
国
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
状
況
を
創
り
出
し
て
き
た
。

結
果
と
し
て
、
地
域
連
携
が
必
然
と
な
ら
な
い
「
財
政
力
」
は
、

自
治
体
間
の
壁
を
も
高
く
し
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
一
端
リ
ス
ク
が
発
生
す
れ
ば
、
自
治
体
の
壁
を
簡
単

に
超
え
る
と
い
う
当
然
の
事
実
に
直
面
し
た
と
き
、
改
め
て
政

治
的
な
失
態
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
そ
の
反
省
に
立
て
ば
、

今
般
の
原
発
事
故
は
基
本
的
に
経
済
的
だ
け
で
は
な
く
政
治
的

な
解
決
が
必
然
で
あ
る
こ
と
を
強
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
福
島
県
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
残
る
問
題
は
、「
裏

庭
」
に
建
設
さ
れ
た
巨
大
施
設
は
す
で
に
地
域
環
境
の
一
部
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て
一
〇
万
年
単
位
で
も
語
ら

れ
る
原
発
は
、
否
が
応
で
も
地
域
を
構
成
す
る
環
境
要
素
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
廃
炉
お
よ
び
除
染
が
復
興
の
前

提
条
件
で
あ
る
以
上
、（
再
稼
働
と
は
別
に
）「
原
発
と
の
共
生
」

は
不
可
避
で
あ
る
が
、
今
や
福
島
県
民
と
東
京
電
力
の
関
係
は

複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
共
生
の
た
め
の
課
題
は

多
々
あ
る
が
、
そ
の
大
前
提
と
し
て
は
、
立
場
を
超
え
た
信
頼

関
係
を
構
築
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
。
原
発
事
故
後
に
露

呈
し
た
企
業
体
質
や
組
織
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
陥
に
対
し
、

多
く
の
県
民
あ
る
い
は
国
民
が
持
っ
た
不
信
感
は
一
朝
一
夕
に

拭
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

東
京
電
力
は
、
廃
炉
作
業
の
ト
ラ
ブ
ル
を
鎮
静
化
し
、
軌
道

に
乗
せ
て
一
日
も
早
い
廃
炉
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
最
優
先
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
信
頼
回
復
に
は
そ
れ
だ
け

で
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
。
石
崎
が
披
歴
し
た
、
大
企
業
の
メ

リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
福
島
の
風
評
被
害
払
拭
の
取
り
組
み
や
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
ト
構
想
の
よ
う
な
新
た
な
産
業
お
よ
び

雇
用
の
創
出
な
ど
は
、
確
か
に
実
質
的
な
地
域
貢
献
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
終
的
に
は
東
京
電
力
自
体
が
地
域
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
。
石
崎
の

「
東
京
電
力
と
い
う
組
織
が
許
せ
な
く
て
も
、
一
人
一
人
の
社
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員
は
頑
張
っ
て
い
る
、
と
い
う
先
に
信
頼
回
復
が
あ
る
」
と
い

う
言
葉
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
超
え
た
取
り
組
み
と
覚
悟
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
決
意
表
明
で
も
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
ま
ち
づ

く
り
に
お
け
る
企
業
と
の
関
係
の
新
た
な
モ
デ
ル
構
築
の
試
金

石
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

　　

お
わ
り
に
︱
︱
「
震
災
復
興
と
地
方
『
創
生
』」
に
お
け
る

ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
何
か
？

　
「
震
災
復
興
」
は
果
た
し
て
「
地
方
創
生
」
の
モ
デ
ル
と
な

り
う
る
か
。
今
般
の
震
災
被
災
地
は
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
沿

岸
部
と
い
う
全
国
的
に
も
人
口
減
少
・
超
高
齢
化
が
進
ん
だ
地

域
と
も
重
な
る
。
震
災
に
よ
っ
て
、
そ
の
衰
退
の
速
度
が
急
速

に
早
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
被
災
地
は
ま

さ
に
地
方
の
衰
退
を
先
取
り
し
た
地
域
で
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
地
方
創
生
の
モ
デ
ル
と
も
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

　

片
山
は
「
震
災
復
興
は
国
が
個
別
ケ
ー
ス
に
乗
り
出
す
絶
好

の
機
会
」
で
あ
る
と
提
言
す
る
。
発
災
後
、
福
島
県
や
い
わ
き

市
を
は
じ
め
と
し
た
市
町
村
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
復
興
特
区
」

の
要
望
が
上
が
り
、
様
々
な
形
態
の
特
区
関
連
施
策
が
制
定
さ

れ
た
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
従
来
の
各
種
優
遇
措

置
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
を
新
設
あ
る
い
は
拡
大
し
た
も
の

で
あ
る
。
国
の
役
割
が
経
済
的
支
援
に
限
定
さ
れ
れ
ば
、
当
然

そ
の
ス
キ
ー
ム
は
限
ら
れ
る
し
、
避
難
者
の
損
害
賠
償
と
同
様

の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
財
政
出
動
が
（
そ
の
効
果

は
別
と
し
て
）
地
域
活
性
化
策
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
地
域
づ

く
り
の
主
役
で
あ
る
住
民
や
基
礎
自
治
体
の
自
助
努
力
な
く
し

て
は
地
域
の
持
続
的
な
発
展
は
あ
り
え
な
い
が
、
震
災
復
興
と

り
わ
け
原
発
事
故
と
い
う
特
殊
な
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
国
の

役
割
と
責
任
は
極
め
て
大
き
い
。

　

す
な
わ
ち
、
復
興
に
は
国
の
み
な
ら
ず
様
々
な
経
済
的
支
援

は
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
れ
が
自
治
体
レ
ベ
ル
で
も
個
人
レ
ベ
ル

で
も
あ
る
種
の
バ
ブ
ル
状
態
を
作
り
出
し
、
補
助
金
あ
る
い
は

賠
償
金
に
依
存
し
た
経
営
体
質
に
陥
れ
ば
、
結
果
と
し
て
自
助

努
力
の
意
欲
と
能
力
を
阻
害
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
政
治

に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
経
済
的
支
援
と
同
時
に
将
来
の
方
向
性

を
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
間
が
不
可
逆
で
あ
る
限
り
「
元
に

戻
す
こ
と
」
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
前
提
に
立
っ
て
将
来
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
検
討
し
、
打
ち
出
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
様
々
な
痛

み
や
衝
突
、
葛
藤
が
伴
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
国

策
と
し
て
立
地
し
た
原
発
事
故
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
は
、
国

は
そ
れ
ら
を
受
け
止
め
て
、
国
策
と
し
て
地
域
横
断
的
な
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
の
が
責
務
で
あ
り
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。

　

片
山
が
基
調
講
演
で
繰
り
返
し
発
し
た
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
使

命
、
果
た
す
べ
き
役
割
）」
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
み
な
ら
ず
、

地
方
創
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
国
の
、
自
治
体
の
、
企
業

の
、
地
方
議
会
の
、
そ
し
て
住
民
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
何
か
、
全

て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
各
々
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
何
か
が
問

わ
れ
て
い
る
。「
地
方
創
生
」
の
一
丁
目
一
番
地
が
、
各
々
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
明
確
に
し
、
共
有
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
被
災
地
の
再
生
こ
そ
が
地
方
創

生
の
モ
デ
ル
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

（
文
中
敬
称
略
）


