
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

人
口
減
少
で

経
済
活
動
が
停
滞
す
る
恐
れ

　

人
口
減
少
は
、
市
や
国
の
財
政

に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
２
０
１

５
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
日

本
の
人
口
は
約
１
億
２
７
０
９
万

人
で
し
た
。
２
０
１
０
年
の
調
査

と
比
べ
て
約
96
万
人
減
り
、
総
人

口
に
占
め
る
65
歳
以
上
の
割
合

（
高
齢
化
率
）
は
26
・
６
％
と
過

去
最
高
。
４
人
に
１
人
以
上
が
高

齢
者
と
い
う
計
算
に
な
り
ま
す
。

（
市
は
21
・
６
％
）

　

ま
た
、
10
年
後
に
は
団
塊
の
世

代
（
※
１
）
が
後
期
高
齢
者
（
�5

歳
以
上
）
に
、
20
年
後
に
は
第
２

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
（
※
２
）

が
高
齢
者
に
な
り
、
総
人
口
が
減

る
一
方
で
、
人
口
の
多
い
世
代
の

高
齢
化
が
進
み
ま
す
。

　

人
口
が
減
る
と
買
い
物
客
や
働

く
人
の
減
少
に
つ
な
が
り
、
経
済

規
模
そ
の
も
の
が
小
さ
く
な
り
ま

す
。
世
界
か
ら
見
た
投
資
先
と
し

て
の
日
本
の
魅
力
が
減
り
、
経
済

活
動
が
停
滞
す
る
と
心
配
さ
れ
て

い
ま
す
。
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年
金
制
度
は
維
持
で
き
る
か

　

後
の
世
代
か
ら
前
の
世
代
へ
の

「
仕
送
り
の
制
度
」
と
し
て
考
案
さ

れ
た
公
的
年
金
制
度
。
１
９
６
５

年
に
は
高
齢
者
１
人
を
約
9�1
人
で

支
え
て
い
た
の
が
、
２
０
１
５
年

に
は
約
2�1
人
で
、
２
０
６
５
年
に

は
約
1�2
人
で
支
え
る
こ
と
に
な
る

と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、

公
的
年
金
制
度
を
支
え
る
人
の
負

担
が
さ
ら
に
増
え
れ
ば
制
度
そ
の

も
の
が
持
続
で
き
な
く
な
る
と
、

有
識
者
か
ら
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

　

納
税
で
成
り
立
っ
て
い
る
国
や

自
治
体
。
納
め
る
人
が
減
る
と
将

来
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ

う
か
。
現
在
、
国
は
職
場
定
年
延

長
や
年
金
支
給
開
始
年
齢
を
引
き

上
げ
る
議
論
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

次
回
は
「
国
の
財
政
状
況
と
公

債
費
（
借
金
）
の
残
高
」
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
ま
す
。

人
権
教
育
シ
リ
ー
ズ
㉜

市
で
は
人
権
教
育
の
推
進
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
や
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
取
り
組
み
の
内
容
や
情
報
を
定
期
的
に
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

　

部
落
解
放
同
盟
合
志
市
支
部
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
、
学
校
、
行
政
と
と
も
に
、
ま
だ
根

強
く
残
っ
て
い
る
部
落
差
別
や
さ
ま
ざ
ま
な

差
別
を
な
く
し
て
い
き
、
全
て
の
人
が
笑
顔

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
し
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
が

施
行
さ
れ
ま
し
た

　

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
侵

害
が
行
な
わ
れ
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本

市
で
も
、
土
地
差
別
調
査
事
象
が
発
生
し
ま

し
た
。

　

こ
の
状
況
の
も
と
、
平
成
28
年
12
月
16
日

に
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法

律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
で
は
、
部
落
差
別
が
現
在
も
な

お
存
在
す
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
、
部
落
差

別
の
解
消
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
明
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
特
別
対
策
か
ら

一
般
対
策
に
切
り
替
わ
っ
て
以
来
、
世
間
に

「
同
和
対
策
の
特
別
措
置
法
も
な
く
な
っ
た

の
だ
か
ら
、
同
和
問
題
は
も
う
終
わ
っ
た
。

そ
れ
は
過
去
の
問
題
だ
」
と
い
う
風
潮
が
あ

る
中
で
、
日
本
国
憲
法
に
照
ら
し
て
「
部
落

差
別
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
明
文

化
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

差
別
を
解
消
す
る
の
は
本
来
、
差
別
す
る

人
た
ち
の
課
題
で
す
。
解
放
同
盟
は
部
落
問

題
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
課
題
を
克
服

す
る
た
め
に
市
民
の
皆
さ
ん
と
今
ま
で
以
上

に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
や
学
校
教
育
と
連
携
し
た

人
権
教
育
の
土
台
づ
く
り

　

部
落
解
放
運
動
の
大
き
な
柱
の
一
つ
と
し

て
、「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
」
運
動
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

他
の
支
部
と
連
携
し
、
解
放
文
化
祭
や
部

落
解
放
研
究
大
会
を
実
施
。
こ
れ
ら
の
会
に

は
地
域
・
学
校
・
行
政
か
ら
多
く
の
参
加
が

あ
り
、
実
際
の
事
例
報
告
や
研
究
発
表
を
元

に
、
人
権
を
大
切
に
す
る
社
会
の
確
立
に
向

け
て
参
加
者
が
思
い
を
共
有
し
合
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
市
内
の
各
小ŋ

中
学
校
の
先
生
方

と
毎
年
10
回
程
度
の
人
権
研
修
会
も
行
な
っ

て
い
ま
す
。
毎
回
テ
ー
マ
を
定
め
、
全
て
の

子
ど
も
た
ち
が
い
じ
め
や
差
別
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
人
権
学
習
を
取
り

入
れ
た
ら
い
い
か
、
教
員
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
れ
ば
い
い
か
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
全
体

会
の
後
は
班
ご
と
に
分
か
れ
、
部
落
問
題
と

の
出
会
い
や
学
校
で
の
人
権
学
習
に
関
す
る

悩
み
、
意
見
を
出
し
合
い
、
よ
り
良
い
解
決

策
を
検
討
し
ま
す
。
そ
の
中
で
差
別
す
る
こ

と
の
愚
か
さ
や
思
い
を
伝
え
合
う
こ
と
の
大

切
さ
、
人
を
見
た
目
や
言
動
だ
け
で
判
断
し

な
い
こ
と
な
ど
、
人
権
学
習
に
必
要
な
感
性

を
身
に
付
け
る
土
台
づ
く
り
も
行
な
っ
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
市
と
連
携
し
て
行
な
う
人
権
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
人
権
教
育
研
究
大
会
、
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
啓
発
事
業
な
ど
の
企
画
や
運

営
に
携
わ
り
、
部
落
問
題
だ
け
で
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
人
権
課
題
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

差
別
の
な
い
社
会
を
つ
く
る
主
役

　

一
人
ひ
と
り
が
大
切
に
さ
れ
、
生
き
生
き

と
輝
い
て
生
活
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
た
め

に
、
人
権
の
尊
重
が
日
常
生
活
の
中
に
文
化

と
し
て
定
着
し
た
社
会
の
実
現
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
住
む
地
域
、
家
庭
、
職
場
、
学

校
に
は
、
人
の
数
だ
け
価
値
観
や
生
き
方
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
違
い
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
ず
、
時
と
し
て
特
別
視
し
た
り
排
除

し
た
り
し
が
ち
で
す
。
誰
も
が
体
験
し
得
る

身
近
な
問
題
を
取
り
上
げ
、「
そ
れ
ぞ
れ
の

違
い
を
認
め
合
い
、
共
に
生
き
る
」「
相
手

を
思
い
や
る
」「
夢
を
持
っ
て
生
き
る
」
こ

と
の
大
切
さ
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
部
落
問
題
を
見
つ
め
直
す
こ
と

で
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
い
じ
め
や

障
が
い
者
差
別
な
ど
の
課
題
が
見
え
て
き
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
人
権
を
大
切
に
し
、

差
別
を
な
く
す
社
会
」
の
主
役
で
あ
る
こ
と

に
気
付
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
私
た
ち
は

人
権
課
題
を
乗
り
越
え
て
い
く
主
体
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

自
分
を
大
切
に
し
、
他
者
も
大
切
に
す
る

た
め
、
一
人
ひ
と
り
に
で
き
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
自
分
な
り
に
考
え
、
で
き
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

「
ど
う
す
る
財
政
？
」
シ
リ
ー
ズ
①

少
子
・
高
齢
化
と
人
口
減
少
社
会
が
与
え
る
影
響

▼
問
い
合
わ
せ
先	
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市
予
算
の
約
65
％
は
国
か
ら
交

付
さ
れ
る
依
存
財
源
で
す
。
そ
の

た
め
、
国
の
人
口
減
少
や
高
齢
化

率
の
上
昇
、
国
債
（
借
金
）
は
、

そ
の
ま
ま
市
の
財
政
に
も
影
響
を

及
ぼ
し
ま
す
。
将
来
へ
負
担
を
残

さ
ず
、「
子
ど
も
や
孫
が
健
や
か
に

成
長
し
、
父
や
母
が
穏
や
か
に
余

生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
」

に
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
に
で
き

る
こ
と
は
何
か
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ

で
は
、
国
や
市
の
人
口
、
高
齢
化

率
な
ど
、
市
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ

る
状
況
か
ら
市
の
財
政
に
つ
い
て

考
え
ま
す
。

人
口
減
少
社
会
へ
突
入

４
人
に
１
人
以
上
が
高
齢
者

　

１
９
５
０
〜
７
０
年
代
の
高
度

経
済
成
長
を
経
て
２
０
０
７
年
に

人
口
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
後
、
日

本
は
人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
ま

し
た
。
税
収
が
伸
び
悩
む
中
、
社

会
保
障
費
は
増
加
し
、
国
の
財
政

状
況
が
悪
化
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
も
学
校
や
公
共
施
設
の

老
朽
化
に
よ
り
、
推
計
で
は
今
後

32
年
間
で
５
７
０
億
円
の
維
持
費

が
掛
か
る
こ
と
が
判
明
。
熊
本
地

震
の
復
旧
・
復
興
費
用
も
負
担
と

な
る
な
ど
、
財
政
面
で
厳
し
い
状
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